
PDF issue: 2024-07-28

もう一つの<世代間倫理>の試み : 環境倫理
学の一基本問題の考察

竹内, 昭

(出版者 / Publisher)
法政大学教養部

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政大学教養部紀要. 人文科学編 / 法政大学教養部紀要. 人文科学編

(巻 / Volume)
112

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
24

(発行年 / Year)
2000-02

(URL)
https://doi.org/10.15002/00004655



１ 

環
境
問
題
は
複
雑
で
、
に
わ
か
に
は
そ
の
全
体
像
は
棚
握
し
に
く
い
。
そ
の
錯
綜
し
た
環
境
問
題
の
諸
至
掴
］
冊
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

目
的
の
説
と
し
て
の
〈
思
想
的
基
盤
〉
の
理
論
と
、
手
段
の
説
と
し
て
の
〈
現
象
対
策
〉
の
説
と
い
う
大
枠
を
設
定
し
て
、
そ
の
整
理

＊
 

を
試
み
た
。
し
か
し
理
念
問
題
と
し
て
の
前
者
の
う
ち
、
狭
義
の
意
味
で
の
環
境
倫
理
学
の
問
題
も
一
様
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
考

え
方
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し
た
環
境
倫
理
学
の
複
雑
か
つ
錯
綜
し
た
論
点
を
簡
潔
に
整
理
し
て
、
百
狭
小
生
存
権
」
、

「
世
代
間
倫
理
」
、
「
地
球
全
体
主
義
」
の
三
つ
の
基
本
主
張
に
ま
と
め
た
の
は
、
加
藤
尚
武
で
あ
る
（
文
献
１
）
。
た
し
か
に
、
こ
れ
に

よ
っ
て
こ
の
問
題
は
か
な
り
風
通
し
が
よ
く
な
り
、
い
ま
や
こ
の
見
方
が
環
境
倫
理
を
論
じ
る
際
の
標
準
に
な
っ
て
い
る
観
が
あ
る
ほ

ど
で
あ
る
。

＊
「
環
境
倫
理
学
の
透
視
図
」
（
『
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
一
○
四
号
・
人
文
科
学
編
、
一
九
九
八
年
二
月
）
。
こ
こ
で
は
、
人
間
中
心
主
義

か
人
間
非
中
心
主
義
か
と
い
う
環
境
倫
理
学
に
お
け
る
二
者
択
一
の
視
点
を
、
〈
自
己
対
他
者
〉
図
式
に
移
し
て
、
対
立
す
る
〈
他
者
〉
か
ら
自

己
を
含
ん
だ
〈
他
者
〉
へ
の
変
遷
を
考
察
し
て
、
新
し
い
展
望
の
可
能
性
を
試
み
た
。
そ
う
し
て
最
後
の
〈
他
者
〉
に
は
人
間
と
他
の
生
物
を
包

括
し
た
生
態
系
全
体
、
す
な
わ
ち
〈
自
己
言
及
〉
と
し
て
の
自
然
が
含
ま
れ
、
そ
れ
が
生
活
・
行
為
の
場
所
と
し
て
の
環
境
を
形
成
す
る
経
緯
を

も
う

１ 

ｌ
環
境
倫
理
学
の
一
基
本
問
題
の
考
察
Ｉ

っ
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
試
み
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２ 
こ
の
よ
う
な
傭
鰍
に
立
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
論
説
に
向
か
う
と
、
各
々
の
領
域
で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
い
し
は
デ
ィ
レ
ン
マ
に
遭
遇

す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
然
生
存
権
」
の
枠
内
で
は
、
「
生
命
中
心
主
義
」
か
「
人
間
中
心
主
義
」
か
、
あ
る
い
は
「
生
態
系
優
先
主

義
」
か
「
人
間
優
先
主
義
」
か
の
択
一
問
題
で
あ
る
。
も
し
前
者
に
よ
れ
ば
、
人
間
も
生
物
種
の
一
つ
だ
か
ら
、
人
間
も
含
め
て
す
べ

て
が
自
然
法
則
に
よ
っ
て
生
起
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
を
特
別
視
し
て
そ
の
行
為
の
善
悪
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
後
者
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
主
張
す
れ
ば
、
環
境
悪
化
を
改
善
す
る
方
策
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
自
然
環
境
に
お
い

て
は
人
間
の
生
存
自
体
が
危
う
く
な
る
。

ま
た
、
「
地
球
全
体
主
義
」
の
枠
組
で
は
、
地
球
温
暖
化
問
題
な
ど
も
絡
ん
で
、
「
開
発
の
制
限
」
（
先
進
国
）
か
「
開
発
の
推
進
」

（
発
展
途
上
国
）
か
、
と
い
う
基
本
問
題
が
浮
上
す
る
。
こ
の
局
面
か
ら
は
、
具
体
的
に
南
北
問
題
と
い
っ
た
国
際
政
治
・
経
済
問
題

が
全
面
に
出
て
く
る
し
、
し
た
が
っ
て
資
源
の
配
分
の
問
題
が
、
国
際
正
義
・
国
家
間
の
公
平
に
と
っ
て
根
本
の
問
題
に
な
る
。
そ
れ

を
も
っ
と
個
別
的
に
い
え
ば
、
「
環
境
保
護
」
か
「
経
済
成
長
」
か
、
さ
ら
に
具
体
的
に
言
い
か
え
れ
ば
、
「
環
境
を
保
護
し
資
源
を
保

存
し
つ
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
す
る
」
と
い
う
使
命
を
ど
う
解
決
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
論
理
の
形
式
に
整
理
す
れ

ば
、
「
も
し
人
口
爆
発
に
平
和
的
に
対
処
し
た
い
な
ら
（
Ａ
）
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
且
。
も
し
環
境

と
資
源
を
保
存
し
た
い
な
ら
（
Ｃ
）
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｄ
）
」
と
な
り
、
こ
れ
は
典
型
的
な
複
合
構

成
的
デ
ィ
レ
ン
マ
の
形
〈
Ａ
か
Ｃ
か
で
あ
る
。
故
に
、
Ｂ
か
Ｄ
か
で
あ
る
〉
を
構
成
す
る
。

あ
る
い
は
、
環
境
問
題
全
体
を
、
場
所
を
含
め
た
人
間
の
根
本
的
な
生
き
方
の
問
題
と
み
な
し
て
、
そ
の
通
底
課
題
と
い
う
別
の
観

点
か
ら
い
え
ば
、
「
生
命
倫
理
」
（
個
人
主
義
）
か
「
環
境
倫
理
」
（
全
体
主
義
）
か
（
文
献
１
「
と
な
る
し
、
さ
ら
に
は
「
地
球
に
や

さ
し
い
」
か
「
人
間
に
や
さ
し
い
」
か
、
「
還
元
論
」
〈
科
学
）
か
「
全
体
論
」
（
哲
学
）
か
（
文
献
２
「
等
々
と
い
っ
た
問
題
が
浮
上

す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
環
境
問
題
に
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
い
し
は
デ
ィ
レ
ン
マ
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
内
在
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
環
境
問
題
に
内
在
す
る
こ
う
し
た
多
様
な
デ
ィ
レ
ン
マ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
克
服
す
る
た
め
の
可
能
性
を
探
究
す
る
の
が
、

吟
味
し
た
。
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３ 

い
わ
ゆ
る
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
問
題
設
定
を
簡
潔
に
要
約
す
れ
ば
、
「
現
在
世
代
は
未
来
世
代
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
。
環
境
を
破

壊
し
、
資
源
を
枯
渇
さ
せ
る
と
い
う
行
為
は
、
現
在
世
代
が
加
害
者
に
な
っ
て
未
来
世
代
が
被
害
者
に
な
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い

る
。
加
害
者
と
被
害
者
が
世
代
に
ま
た
が
る
時
間
差
を
も
っ
て
い
る
」
（
文
献
１
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
環
境
や
資
源
の

問
題
の
加
害
者
は
「
現
在
世
代
」
で
、
そ
の
被
害
者
は
「
未
来
世
代
」
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
で
分
か
る
と
お
り
、
こ
こ
で

〈
世
代
間
〉
と
は
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
と
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
両
者
の
間
に
倫
理
的
関
係
、
す
な
わ
ち

責
任
・
義
務
関
係
が
成
り
立
つ
、
そ
れ
な
ら
そ
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
検
討
す
る
の

が
、
現
行
の
い
わ
ゆ
る
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
基
本
論
点
で
あ
る
。

環
境
倫
理
学
の
も
と
も
と
の
提
唱
者
で
あ
る
欧
米
の
用
語
に
よ
っ
て
み
て
も
、
「
現
在
世
代
」
の
配
慮
す
べ
き
対
象
は
「
未
来
世
代
」

で
あ
り
、
そ
の
間
に
倫
理
的
関
係
、
す
な
わ
ち
義
務
や
責
任
、
あ
る
い
は
権
利
が
成
り
立
つ
と
い
、
っ
点
で
は
、
加
藤
の
主
張
と
同
じ
構

図
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
間
柄
の
倫
理
的
関
係
が
〈
世
代
間
倫
理
〉
と
命
名
さ
れ
た
の
は
１
１
後
で
詳
し
く
検
討

す
る
よ
う
に
－
－
本
来
の
意
味
で
は
適
切
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
相
当
す
る
語
は
、
た
と
え
ば
英
語
で
は
曰
‐

こ
の
新
し
い
倫
理
学
す
な
わ
ち
環
境
倫
理
学
の
不
可
避
の
課
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
・
デ
ィ
レ
ン
マ
の
総
合
的
な
老
塗
（
は
別
問
題
と
し
て
お
き
、
環
境
倫
理
学
の
一
つ
の
基
本
課

題
と
し
て
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
問
題
に
絞
っ
て
、
そ
の
概
念
の
い
ま
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
意
味
を
吟
味
し
、
か
つ
そ
れ
は
本
来

は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
課
題
の
あ
る
べ
き
方
向
を
探
っ
て
み
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
〈
世
代
間
倫
理
〉
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
意
味
で
成
立
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ふ
つ
う
に
何
と
な
く

分
か
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
見
過
ご
し
て
い
る
こ
と
に
若
干
疑
問
を
呈
し
、
そ
れ
を

少
し
根
本
的
に
整
理
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

２ 
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４ 

（
臼
、
の
ロ
の
『
農
。
：
」
の
旨
８
あ
る
い
は
、
の
言
８
ケ
の
ワ
ミ
の
①
二
ｍ
の
ロ
の
門
昌
ｏ
園
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
瞥
見
の
か
ぎ
り
で

は
、
そ
う
し
た
言
葉
の
直
接
の
用
例
を
ｌ
〈
世
代
間
倫
理
〉
関
連
の
文
献
の
な
か
で
少
癒
く
と
も
目
に
し
や
す
い
場
所
で
の
著
書

の
章
・
節
の
標
題
や
論
文
名
に
か
ぎ
っ
て
は
－
－
載
せ
た
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
文
献
（
３
）
で
使
わ
れ
て
い
る
用
例
で
は

｛
ず
の
［
曰
ぬ
ぎ
｛
⑫
。
｛
｛
巨
（
ロ
『
の
、
①
口
の
Ｈ
■
ご
ｏ
ｐ
興
己
Ｈ
○
芹
の
ｏ
ご
○
ロ
｛
○
吋
［
巨
一
巨
【
の
、
の
己
の
『
色
ご
◎
口
興
○
ケ
］
】
ぬ
口
ご
○
ロ
（
○
帛
口
【
ロ
『
の
砲
の
口
の
【
四
戸
○
二
⑫
》
『
⑦
‐

⑫
□
○
口
い
］
ず
】
｝
茸
豈
一
○
［
巨
一
巨
【
の
頭
の
口
の
『
四
三
○
．
切

等
で
あ
り
、
す
べ
て
「
未
来
世
代
の
権
利
」
、
「
未
来
世
代
の
保
護
」
、
「
未
来
世
代
に
対
す
る
義
務
」
、
「
未
来
世
代
に
対
す
る
責
任
」
と

い
う
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
世
代
間
」
と
い
う
語
も

一己｛の『ぬの。の『色ご◎口凹』」』い｛回す臣ばくの一口⑫耳○の》】ロ｛のＨ”のロの［四芹一○二四一のＰ巨岸『

す
な
わ
ち
、
「
世
代
間
の
分
配
の
正
義
」
、
「
世
代
間
の
公
平
」
と
い
う
用
例
の
み
で
、
の
旨
８
す
な
わ
ち
「
倫
理
（
学
）
」
の
形
容
詞
と

＊
 

し
て
使
わ
れ
る
場
合
は
な
い
。

＊
た
だ
し
、
こ
れ
は
先
に
断
り
書
き
を
し
た
と
お
り
、
著
書
の
章
・
節
の
標
題
や
論
文
名
に
か
ぎ
っ
て
の
話
で
あ
っ
て
、
あ
と
で
検
討
す
る
Ｋ
・

Ｓ
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅲ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
の
論
文
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
環
境
・
世
代
間
の
公
平
」
の
本
文
中
に
は
、
旨
［
の
『
碇
目
⑦
国
一
一
．
目
｝
の
旨
８
の

用
例
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
（
文
献
３
）
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
主
題
・
内
容
は
、
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
の
間
を
前
提
し
た
う
え
で
の
、

「
未
来
世
代
の
権
利
」
、
「
現
在
世
代
の
未
来
世
代
に
対
す
る
配
慮
」
で
あ
る
点
で
は
変
わ
り
が
な
い
。

ま
た
、
文
献
（
４
）
で
も
同
じ
く

茂『ず色｛○ケ一一ｍロ｛一。。②』Ｃ二二のず四くの｛Ｃ声戸（ＰＲの胆のｐの【四（】○国②》》ニョゴ、（いづＣロ］ニミの」Ｃロケ。■一｛■｛口『の己の○℃｝の軒斤彦の

『
一
媚
彦
（
、
。
｛
｛
巨
一
巨
爲
の
”
の
口
の
吋
由
画
○
二
切

等
、
す
な
わ
ち
、
「
未
来
世
代
に
対
す
る
義
務
」
、
「
未
来
の
人
々
に
対
す
る
義
務
」
、
「
未
来
世
代
の
礎
皿
と
い
う
用
例
の
み
で
あ
る
。

す
の
一
三
の
①
皀
狛
の
己
の
『
島
。
こ
い
の
つ
く
用
例
も

一
口
い
ず
、
の
す
の
一
舅
「
の
①
■
ぬ
の
ロ
の
Ｈ
臼
巨
Ｃ
唇
、
》
。
。
■
く
の
射
⑫
四
画
○
コ
ケ
の
プ
ヨ
の
①
。
、
の
ロ
の
門
口
戸
○
口
切

等
、
「
世
代
間
の
正
義
」
、
「
世
代
間
の
会
話
」
の
み
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
目
の
侭
の
ロ
の
『
島
・
目
」
の
つ
く
用
例
も
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の｛｛］○一のロ。ご“己」のＣ巨辱ご】ロ】ロ（の『ぬの。⑦『色一」。ご笛一己一⑫｛『一ヶロー】。■

す
な
わ
ち
、
「
世
代
間
の
分
配
に
お
け
る
有
効
性
と
公
平
］
だ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
文
献
（
５
）
（
お
よ
び
そ
の
英
訳
Ⅱ
文
献
６
）
で
は

同
巨
屍
巨
口
津
の
①
忌
房
（
食
｛
皀
白
『
の
１
Ｃ
「
一
の
貝
の
」
苫
の
二
局
輿
の
Ｓ
旨
切
。
｛
岳
の
｛
■
曰
再
の
）
》
祠
｛
」
】
○
ず
（
い
巨
氏
Ｎ
Ｐ
【
宮
口
｛
（
（
＠
日
■
一
○
の
ロ
、
巨
閂
の
■
百
‐

白
円
の
》
」
ロ
ロ
の
⑫
（
。
Ｂ
の
｛
已
巨
【
の
）
一
勺
｛
一
一
Ｃ
三
閣
巨
『
二
四
ロ
ゴ
オ
○
三
日
の
口
②
○
ず
四
｛
【
（
」
ｐ
ご
〔
○
℃
。
⑫
庁
の
ユ
ミ
）
》
ぐ
の
日
ロ
ブ
ョ
○
『
曰
ロ
、
旨
臼
の

Ｎ
Ｐ
丙
巨
ロ
｛
『
（
『
の
⑫
ｂ
Ｃ
ｐ
＆
ず
】
」
啓
一
ビ
の
〆
扇
ヨ
ニ
ヨ
ニ
。
（
ず
の
｛
巨
一
ロ
『
の
）

等
、
端
的
に
「
未
来
倫
理
学
」
（
「
〈
未
来
に
定
位
し
た
〉
倫
理
学
」
）
が
使
わ
れ
、
そ
の
内
容
・
課
題
は
「
未
来
に
対
す
る
義
務
」
、
「
後

代
に
対
す
る
義
務
」
、
「
未
来
に
対
す
る
責
任
」
（
「
未
来
に
延
伸
さ
れ
た
責
任
」
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
〈
世
代
間
倫
理
〉
に
お
け
る
〈
世
代
間
〉
と
は
、
要
す
る
に
「
現
在
世
代
」
と
「
未

来
世
代
」
の
間
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
「
現
在
世
代
」
は
「
未
来
世
代
」
に
対
し
て
義
務
・
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
未
来
世
代
に
対
す
る
義
務
・
責
任
と
い
う
の
は
、
積
極
的
に
は
「
未
来
世
代
」
の
た
め
の
生
活
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源

を
持
続
・
維
持
せ
よ
と
い
う
こ
と
、
ま
た
消
柄
筋
に
は
「
未
来
世
代
」
の
生
活
基
盤
を
残
留
毒
物
で
汚
染
す
る
な
と
い
う
こ
と
で
、
そ

の
た
め
に
「
未
来
世
代
」
の
生
活
を
維
持
可
能
に
す
る
地
球
を
守
れ
、
と
い
う
の
が
、
そ
の
意
味
で
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
課
題
な
の

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
未
来
世
代
」
に
対
す
る
倫
理
、
具
体
的
に
い
っ
て
「
未
来
世
代
の
権
利
」
あ
る
い
は
「
未
来
世
代
に
対
す
る
義
務
・

責
任
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
の
論
拠
は
何
か
。
こ
こ
で
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
、
文
献
（
３
）
の
「
第
二
部
３
未
来
世
代
の
権
利
」
が
そ
の
問
題
点
を
要
領
よ
く
整
理
し
て
そ
れ
を
簡
潔
に
提
示
し
て
い

る
の
で
、
そ
れ
に
即
し
て
や
や
詳
し
く
ま
と
め
て
み
よ
う
。

３ 
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６ 

⑪
私
た
ち
は
、
現
在
で
も
不
確
定
な
あ
る
い
は
特
定
で
き
な
い
人
格
の
福
祉
を
伝
穰
に
さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を
し
ば

し
ば
魚
７
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
未
来
に
お
け
る
同
様
の
人
格
に
対
し
て
類
似
の
義
務
を
も
つ
。

②
私
た
ち
は
、
未
来
に
つ
い
て
無
知
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
長
期
に
わ
た
っ
て
残
留
す
る
毒
物
を
蓄
積
さ
せ
る
と
い
っ
た

よ
う
な
、
あ
る
種
の
行
為
は
避
け
る
べ
き
だ
、
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
十
分
に
知
っ
て
い
る
。

⑥
未
来
の
人
々
は
私
た
ち
の
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
し
、
未
来
の
人
々
の
必
要
を
か
な
え
よ
う
と
す
る
私
た
ち
の
能
刀
は
、
そ
の

よ
う
に
行
為
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
よ
う
に
未
来
世
代
に
対
す
る
考
え
方
の
根
本
的
な
相
撞
煮
を
明
ら
か
に
し
た
恒
？
え
で
、
論
点
は
相
互
に
異
な
る
が
、
基

本
的
に
は
未
来
世
代
の
権
利
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
二
つ
の
論
文
を
と
り
あ
げ
る
。
第
一
の
論
文
は
「
未
来
世
代
に
対
す
る
道
徳
性
」

（
ウ
ォ
ル
タ
ー
．
Ｃ
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
）
で
、
こ
れ
は
利
己
主
一
霧
的
な
倫
理
の
観
笘
が
ら
未
来
世
代
に
対
す
る
可
能
な
義
務
を
見
出
す
が
、

ま
と
め
る
。

そ
こ
で
は
、
一

チ
エ
ッ
ト
が
、
曰

「
未
魯
来
世
代
」
に

明
ら
か
に
す
る
。

は
じ
め
に
こ
の
章
の
序
論
で
、
「
未
来
世
代
の
権
利
」
を
認
め
な
い
議
論
と
認
め
る
立
場
の
論
拠
が
簡
潔
に
要
約
さ
れ
る
。
ま
ず
、

「
未
来
世
代
」
の
権
利
を
認
め
な
い
立
場
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
編
著
者
は
つ
ぎ
の
二
点
に
ま
と
め
る
。

⑪
未
来
の
人
た
ち
と
い
う
の
は
、
現
実
的
な
存
在
で
は
な
く
て
不
確
定
な
存
在
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
不
確
定
な
人
格

に
対
し
て
は
義
務
を
も
た
な
い
。

②
私
た
ち
は
、
未
来
世
代
の
人
々
の
必
要
物
や
欲
求
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
知
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
に
対
し

て
現
在
の
私
た
ち
が
義
務
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
世
代
は
未
来
世
代
（
□
。
②
回
ご
）
に
対
し
て
義
務
を
有
す
る
と
い
う
立
場
に
つ
い
て
は
、
一
一
一
つ
の
論
拠
に

こ
の
本
の
編
著
者
で
あ
り
、
か
つ
全
体
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
で
あ
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ン
．
Ｓ
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
プ
レ

最
初
に
「
未
来
世
代
の
権
利
」
に
対
す
る
諸
議
論
を
傭
敵
し
て
、
肯
定
論
・
否
定
論
の
論
点
を
ま
と
め
、
次
い
で
、

に
対
す
る
「
現
在
世
代
」
の
道
徳
性
に
関
す
る
、
互
い
に
論
拠
の
異
な
る
二
つ
の
論
文
を
掲
げ
て
、
そ
の
基
本
主
張
を
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７ 
そ
の
義
務
を
社
会
契
約
論
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
主
張
す
る
。
社
会
契
約
は
時
間
的
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
だ
、
と
い

う
の
が
そ
の
論
拠
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
論
文
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
環
境
・
世
代
間
の
公
平
」
（
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ

チ
ェ
ッ
ト
）
で
は
、
未
来
世
代
に
対
し
て
私
た
ち
を
義
務
づ
け
る
何
ら
か
の
社
会
契
約
を
肯
定
し
、
社
会
契
約
は
時
間
的
に
制
限
さ
れ

な
い
、
と
主
張
す
る
。
道
徳
共
同
体
の
成
員
資
格
は
、
時
間
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
社
会
契
約
に

＊
 

よ
っ
て
成
立
す
る
、
と
い
う
一
」
と
で
あ
る
。

＊
こ
こ
で
「
世
代
間
倫
理
」
の
論
拠
と
し
て
識
論
さ
れ
て
い
る
「
社
会
契
約
」
（
８
。
茜
－
８
貝
『
：
（
）
概
念
は
、
「
現
在
世
代
」
対
「
未
来
世
代
」

の
倫
理
関
係
、
す
な
わ
ち
責
任
・
義
務
の
存
在
を
説
明
す
る
一
般
的
な
原
理
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ホ
ッ
プ
ズ
、

ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
等
の
歴
史
的
な
論
者
に
よ
る
、
国
家
成
立
の
起
源
に
関
す
る
社
会
理
論
を
援
用
し
て
、
諸
個
人
と
主
権
者
と
し
て
の
国
家
・
政

府
と
の
間
柄
を
説
明
す
る
概
念
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
意
味
で
の
「
社
会
契
約
」
に
関
す

る
争
点
は
、
そ
れ
を
支
え
る
相
互
性
な
い
し
は
互
恵
性
が
「
世
代
間
」
と
い
う
時
間
的
な
枠
組
の
な
か
で
成
立
す
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
紋
ら

こ
の
二
つ
の
論
文
に
つ
い
て
、
そ
の
議
論
を
や
や
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

第
一
の
論
文
の
論
点
は
、
「
非
合
理
主
義
的
立
場
か
ら
の
対
未
来
世
代
義
務
生
且
正
論
」
対
「
合
理
主
義
的
立
場
か
ら
の
対
未
来
世
代

義
務
童
蛋
輌
に
対
す
る
批
判
」
の
論
争
に
存
す
る
根
源
的
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
消
に
あ
る
、
と
い
う
。
こ
こ
で
非
合
理
主
義
者
の
考

え
方
と
は
、
非
合
理
な
愛
ゆ
え
に
未
来
に
対
す
る
義
務
を
感
ず
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
合
理
主
義
者
の
立

場
と
は
、
未
来
に
対
し
て
も
非
合
理
な
感
情
で
は
な
く
論
理
的
に
考
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
論
文
の
著
者
は
後
者
の
立

場
と
は
、
十

場
に
立
つ
。

そ
の
立
場
か
ら
著
者
は
、
第
一
の
議
論
と
し
て
、
未
来
に
対
す
る
義
務
の
合
理
的
根
拠
は
人
間
の
本
性
に
あ
る
と
す
る
。
そ
う
し
て

人
間
の
本
性
を
二
つ
に
分
け
、
そ
の
一
と
し
て
、
人
間
は
生
物
Ⅲ
文
化
的
に
進
化
し
て
き
て
、
道
具
を
あ
や
つ
る
存
在
と
な
り
、
そ
の

二
と
し
て
、
人
間
は
社
会
的
存
在
と
し
て
役
割
取
得
と
役
割
遂
行
を
学
び
、
感
情
移
入
の
能
力
を
酒
養
し
た
、
と
す
る
。

第
二
の
議
論
と
し
て
は
、
著
者
は
、
人
間
は
利
己
的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
う
い
う
存
在
が
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
「
社
会
契

約
」
が
有
効
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
は
合
理
的
根
拠
が
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
社
会
契
約
」
は
、
社
会
の
メ
ン
バ
ー
が
、
義
務

れ
る
。
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と
是
認
と
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
化
す
る
の
を
支
え
る
態
度
と
し
て
の
社
会
的
エ
ー
ト
ス
（
精
神
的
基
盤
）
が
浸
透
し
た
も

８
 

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
，
未
来
に
対
す
る
道
徳
を
稚
醗
ュ
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
社
含
袈
約
は
時
間
的
に
限
定

さ
れ
た
議
論
で
あ
り
、
現
在
に
お
い
て
の
み
通
用
す
る
議
論
で
あ
る
し
、
し
た
が
っ
て
、
現
在
が
未
来
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
、
未

来
に
対
す
る
利
他
主
義
の
合
理
的
な
根
拠
を
葎
醒
坐
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
に
社
会
罪
約
が
自
他
間
の
相
互
性
（
互
恵
性
）

を
原
理
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
議
論
は
未
鳳
来
に
対
し
て
は
有
効
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。

第
三
の
議
論
と
し
て
、
著
者
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
、
人
間
は
本
性
上
未
来
を
志
向
す
る
か
ら
、
時
間
に
限
定
さ
れ
た
問
題
は
こ
こ
に
糸
口

が
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
思
決
定
と
は
、
未
圃
来
に
お
け
る
結
果
と
い
う
観
苫
が
ら
、
未
来
の
行
為
の
た
め
に
出
さ
れ
た
結
論

で
あ
っ
て
、
人
間
は
推
量
・
推
測
・
予
測
・
計
画
・
想
像
と
い
っ
た
未
来
ヘ
の
志
向
に
よ
っ
て
す
で
に
未
来
を
訪
れ
て
い
る
。

斌
後
に
、
第
四
の
議
論
で
は
、
未
来
に
対
す
る
関
心
か
ら
私
た
ち
現
在
世
代
は
利
得
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
現
在

の
感
性
的
な
充
足
は
、
こ
う
し
た
未
層
来
に
対
す
る
配
慮
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
主
張
す
る
。

こ
う
し
た
「
合
理
圭
霧
的
な
立
場
」
あ
る
い
は
利
己
主
華
諏
的
な
倫
理
の
卸
苫
》
に
も
と
づ
く
》
鮪
議
論
に
よ
っ
て
、
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
結
論
す
る
。
‐
－
－
す
な
わ
ち
、
「
宙
熈
代
の
人
間
は
、
現
在
に
対
し
て
と
同
様
に
、
未
来
に
対
し
て
も
道
徳
的
な
人
間
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
』
仰
故
な
ら
、
各
人
の
実
践
的
な
必
要
性
や
利
己
的
な
利
害
関
心
に
と
っ
て
は
、
同
情
や
道
徳
心
を
私
た
ち
す
べ
て
の
な
か
に

澗
養
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
ら
で
あ
る
」
（
文
献
３
，
戸
３
、
訳
譜
（
上
）
一
一
八
頁
）
。

つ
ぎ
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
に
よ
る
第
二
の
論
文
の
論
点
は
、
現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
も
た
ら
し
た
永
針
極
的
な
毒

性
を
も
つ
産
蛎
や
ｌ
Ｉ
Ｄ
Ｄ
Ｔ
な
ど
の
有
謹
化
学
汕
切
質
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
な
ど
の
核
分
裂
廃
棄
物
等
１
１
を
残
す
こ
と
は
未
’
来
世
代
に
対

す
る
義
務
違
反
で
あ
る
、
と
い
う
雨
纂
代
へ
の
那
劾
を
基
盤
に
据
え
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
未
来
世
代
の
権
利
２
仔
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
未
来
世
代
の
権
利
の
問
題

に
関
す
る
係
争
点
に
つ
い
て
、
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

⑩
未
’
来
世
代
の
権
利
に
は
、
合
理
的
に
旦
律
岼
化
さ
れ
る
よ
う
な
倫
理
的
枠
組
は
存
在
す
る
か
。

②
未
‐
来
世
代
の
樵
莉
暉
が
存
在
す
る
と
仮
定
し
て
、
現
在
お
よ
び
未
‐
来
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
格
の
合
法
的
な
利
害
を
考
慮
》
し
、
か
つ

Hosei University Repository



９ 
そ
れ
を
満
た
す
こ
と
は
可
能
か
。

③
未
瞳
来
世
代
の
権
祁
署
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
諸
個
人
（
こ
と
に
貧
困
者
や
市
民
権
を
も
た
な
い
人
た
ち
）
の
必
要
が
お

よ
ぶ
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅲ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
う
ち
皿
が
、
他
の
二
つ
の
問
題
に
対
し
て
論
理
的
か
つ
時
間
的
に
先
立
つ
故
に

基
本
問
題
を
な
し
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
他
の
二
つ
の
問
題
は
二
次
的
に
解
決
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
う
し
て
こ
の
権
利
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
倫
理
的
枠
組
（
た
と
え
ば
、
利
他
主
義
、
自
然
法
論
、
規
則
Ⅱ
功
利
主
義
、

行
為
Ⅱ
功
利
主
義
）
の
論
拠
を
社
会
契
約
の
基
盤
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
社
会
契
約
を
論
じ
る
た
め
に
は
相
互
性
を

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
相
互
性
を
争
占
に
未
来
世
代
の
権
利
の
一
仔
在
に
反
対
す
る
立
場
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

⑪
世
代
間
の
相
互
性
（
一
員
の
温
の
■
の
『
島
・
目
一
『
の
。
言
。
。
ご
）
は
不
可
能
で
あ
る
。

②
明
確
な
相
互
性
は
、
自
己
利
害
に
も
と
づ
く
す
べ
て
の
社
へ
嘉
葬
約
に
と
っ
て
必
要
“
雰
件
で
あ
る
。

③
未
来
の
人
々
が
同
じ
善
い
生
活
の
概
念
を
も
つ
か
ど
う
か
私
た
ち
は
知
ら
な
い
し
、
だ
か
ら
、
彼
ら
が
私
た
ち
の
現
在
の
義
務
に

関
係
し
て
く
る
よ
う
な
権
利
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
。

こ
う
し
て
反
対
論
を
避
不
し
た
上
で
、
こ
の
第
二
の
論
文
の
著
者
は
、
そ
れ
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
再
反
論
す
る
。
こ
れ
が
こ
の

論
文
の
中
核
部
分
で
あ
る
。

第
一
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
。

第
一
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
世
代
間
の
相
互
性
は
可
能
で
あ
る
し
、
未
壇
来
世
代
に
は
、
間
接
的
に
彼
ら

の
権
利
を
私
た
ち
が
認
め
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
、
私
た
ち
の
た
め
に
な
る
。
こ
の
相
互
性
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
論
文
の
著
者
ワ
ー

グ
ナ
ー
も
い
っ
て
い
る
こ
と
で
、
．
も
し
私
た
ち
が
未
鴎
来
の
人
々
の
権
利
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
よ
り
大
き
な
幸

福
と
自
己
実
現
を
獲
得
す
る
。
す
な
わ
ち
、
未
来
世
代
の
利
害
に
精
極
的
に
関
心
を
も
つ
こ
と
は
、
私
た
ち
の
感
情
移
入
と
同
情
心
を

高
め
、
し
た
が
っ
て
間
接
的
に
、
個
人
と
し
て
の
私
た
ち
の
た
め
に
な
る
の
で
あ
る
。

〈
世
代
間
倫
理
〉
を
支
え
る
社
会
契
約
の
一
則
提
条
件
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
代
は
〈
…
…
Ａ
ｌ
Ｂ

ｌ
Ｃ
ｌ
Ｄ
…
…
〉
と
い
う
図
式
を
な
し
、
そ
こ
に
は
、
世
代
Ａ
が
世
代
Ｂ
の
た
め
に
な
り
、
世
代
Ｂ
は
世
代
Ｃ
の
た
め
に
な
り
、
世
代
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Ｃ
は
世
代
Ｄ
の
た
め
に
な
り
…
…
と
い
う
連
続
態
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
を
前
提
条
件
と
し
て
社
会
契
約
は
成
立
す
る
と
い
う
。
さ
ら

に
、
こ
の
世
代
間
の
相
互
性
を
支
え
る
概
念
を
定
式
化
す
る
可
能
性
の
一
つ
を
、
日
本
語
の
概
念
「
恩
」
に
求
め
る
。
現
在
世
代
は
、

過
去
世
代
か
ら
受
け
た
「
恩
」
を
未
来
世
代
に
対
し
て
「
恩
返
し
」
を
す
る
の
だ
、
と
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
先
祖
が
私
た
ち
の
た

め
に
し
て
く
れ
た
負
債
を
、
そ
の
代
理
人
で
あ
る
私
た
ち
の
子
孫
に
返
却
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
の
議
論
で
著
者
は
、
世
代
間
に
は
社
会
契
約
の
前
提
と
な
る
相
互
性
は
成
り
立
た
な
い
と
す
る
説
に
対
し
て
、
巧
み
に
論
点
を

か
わ
す
。
す
な
わ
ち
、
相
互
性
は
す
べ
て
の
道
徳
的
共
同
体
に
と
っ
て
必
要
条
件
で
は
な
く
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
毫
岬
の
議
論

を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
社
会
契
約
は
相
互
性
で
は
な
く
て
道
徳
的
推
論
に
よ
っ
て
も
可
能
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
契

約
は
相
互
性
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
合
理
性
・
自
己
利
害
・
正
義
に
も
と
づ
く
社
会
契
約
と
い
う
別
の
説
明
原
理
を
受
け
入
れ
れ

ば
、
未
来
世
代
の
権
利
を
肯
定
す
る
契
約
論
的
な
基
礎
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
補
説
と
し
て
Ｄ
・

キ
ャ
ラ
ハ
ン
の
説
を
援
用
し
て
、
両
親
ｌ
子
供
関
係
を
図
式
に
し
た
契
約
関
係
も
相
互
性
を
含
ま
な
い
の
に
、
両
親
は
子
供
に
対
し
て

義
務
・
責
任
を
負
う
、
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
現
在
の
人
格
と
未
来
の
人
格
の
権
利
を
理
解
す
る
鍵
が
あ
る
、
と
い
う
・

第
三
の
議
論
で
は
、
現
在
世
代
は
未
来
世
代
の
人
々
の
も
つ
社
会
理
想
に
関
し
て
無
知
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
未
来
世
代
の

権
利
を
否
定
す
る
結
論
は
出
て
こ
な
い
、
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
未
来
世
代
の
求
め
る
個
別
的
内
容
を
知
ら
な
く
と
も
、
過
去
・
現

在
・
未
来
の
い
か
な
る
人
も
公
平
に
も
と
づ
く
倫
理
的
規
約
（
の
冒
旦
８
』
の
）
を
同
じ
よ
う
に
欲
す
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も

理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
実
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
倫
理
的
規
約
と
は
、
人
間
を
手
段
と
し
て
扱
う
こ
と
を
許
さ
な

い
、
自
分
の
負
債
を
他
人
に
払
わ
せ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
資
源
を
不
公
平
に
分
配
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
与
え
ら
れ
る
べ
き
手
続

き
に
無
知
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
ま
っ
た
く
援
助
の
な
い
社
会
成
員
の
保
護
を
怠
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
等
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
未
来
世
代
の
倫
理
的
要
求
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
知
ら
な
く
と
も
、
｜
般
的
な
知
識
は
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
や
Ｄ
Ｄ
Ｔ
の
永
続
的
な
毒
性
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
物
質

に
よ
る
地
球
上
の
恒
久
的
な
汚
染
の
拡
大
は
未
来
世
代
の
利
害
に
不
利
に
は
作
用
し
な
い
、
と
仮
定
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
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い
わ
ゆ
る
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
主
張
は
、
要
す
る
に
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
と
の
間
に
倫
理
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
う
し
て
そ
の
内
容
す
な
わ
ち
課
題
は
、
「
現
在
世
代
」
の
「
未
来
世
代
」
に
対
す
る
配
慮
、
す
な
わ
ち
責
任
・
義
務
、
あ
る

い
は
「
未
来
世
代
」
の
権
利
の
根
拠
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
前
節
で
は
、
「
未
来
世
代
」
に
対
す

る
倫
理
の
標
準
的
な
二
つ
の
考
え
方
を
と
り
あ
げ
、
そ
里
璽
奉
占
へ
の
あ
ら
ま
し
を
概
観
し
た
。

そ
れ
で
は
、
「
現
在
世
代
」
対
「
未
来
世
代
」
と
い
う
図
式
が
本
来
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
意
義
を
も
つ
の

か
を
吟
味
し
、
〈
世
代
間
〉
の
意
味
を
修
正
し
て
、
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
新
た
な
視
点
の
可
能
性
を
探
る
た
め
の
論
拠
を
考
察
し
て
み
よ

う
。
こ
こ
で
は
、
「
未
来
世
代
」
概
念
に
と
も
な
う
問
題
点
を
、
論
理
的
難
点
と
実
質
的
難
点
の
二
つ
に
分
け
て
論
じ
、
そ
の
解
決
策

②
現
に
生
存
し
て
い
る
人
た
ち
の
権
利
、
こ
と
に
貧
困
者
や
市
民
権
を
も
た
な
い
人
た
ち
の
権
利
が
、
未
来
世
代
の
権
利
を
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
減
少
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
著
者
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
は
、
完
全
な
解
決
策
は
な
い
が
、
現
在
か
未
来
か
の
二
者
択
一
の
問
題
で
は

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
、
優
先
権
の
問
題
と
し
て
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
す
る
。
こ
こ
で
優
先
権
と
は
、
未
来
の
人
々
の

潜
在
的
な
要
求
を
満
た
す
こ
と
を
試
み
る
よ
り
先
に
、
現
在
に
お
け
る
個
人
の
焦
眉
の
事
態
に
応
え
る
必
要
性
を
正
当
に
是
認
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
優
先
権
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
未
来
の
人
々
の
必
要
物
や

権
利
な
ど
存
在
し
な
い
と
も
、
存
在
は
し
て
い
る
が
無
視
し
て
い
い
と
も
、
い
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。

以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、
著
者
は
未
来
世
代
の
権
利
は
認
め
ら
れ
る
と
結
論
す
る
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
著
者
は
そ
の
補
説
と
し
て
、

未
来
世
代
の
権
利
を
認
め
た
場
合
に
付
随
す
る
問
題
点
を
二
点
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち

⑪
未
来
に
お
け
る
す
べ
て
の
個
人
の
利
害
を
考
慮
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
満
た
す
こ
と
は
さ
ら
に
不
可
能
で
あ

ろ
。

４ 
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＊
こ
こ
で
「
論
理
的
に
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
規
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
概
念
（
名
辞
）
を
論
理
の
最
小
の
単
位
要
素
と
考
え
れ

ば
、
あ
る
概
念
そ
の
も
の
が
単
独
で
論
理
的
に
可
能
・
不
可
能
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、
論
理
と
は
事
柄
と
事
柄
、
す
な
わ
ち
概
念
と
概

念
と
の
関
係
、
言
い
か
え
れ
ば
判
断
（
命
題
）
の
妥
当
性
だ
と
規
定
す
れ
ば
、
概
念
は
論
理
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
九
」
と
「
四

角
」
は
各
々
概
念
そ
の
も
の
と
し
て
は
可
も
不
可
も
な
い
が
、
「
丸
い
四
角
」
あ
る
い
は
「
四
角
は
丸
い
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
と
き
に
論
理
的

に
矛
盾
す
る
と
い
う
（
た
だ
し
、
判
断
を
論
理
の
単
位
要
素
と
み
な
す
次
元
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
判
断
は
論
理
的
に
は
可
も
不
可
も
な
く
、

そ
れ
が
問
題
に
な
る
の
は
、
判
断
ど
う
し
の
関
係
を
表
す
推
理
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
で
は
、
ど
ん
な
概

念
で
も
そ
の
も
の
と
し
て
は
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
未
来
世
代
」
と
い
う
概
念
も
、
あ
る
い
は
「
〈
未
来
〉
の
〈
世
代
〉
」
と
い
う
複
合
概

念
も
、
論
理
的
に
、
す
な
わ
ち
可
能
態
と
し
て
は
想
定
さ
れ
て
何
の
問
題
も
な
い
回
し
か
し
こ
こ
で
「
未
来
世
代
」
と
い
う
概
念
が
論
理
的
に
破

綻
す
る
と
い
う
の
は
、
他
の
珈
柄
と
の
関
係
、
こ
こ
で
い
え
ば
〈
世
代
間
〉
と
い
う
文
脈
の
中
で
の
諸
種
の
概
念
と
の
関
係
で
は
成
り
立
た
な

い
、
あ
る
い
は
無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
は
、
「
未
来
世
代
の
権
利
」
を
支
え
る
前
糎
墓
往
川
を
社
へ
蕩
葬
約
に
求
め
、
そ

れ
を
世
代
間
の
図
式
で
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
世
代
は
〈
…
…
Ａ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｃ
ｌ
Ｄ
…
…
〉
と
い
う
図
式
を
な
し
、
そ
こ
に
は
、
世
代

Ａ
が
世
代
Ｂ
の
た
め
に
な
り
、
Ｂ
は
世
代
Ｃ
の
た
め
に
な
り
、
Ｃ
は
世
代
Ｄ
の
た
め
に
な
り
…
…
と
い
う
連
綜
態
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ

豊
則
耀
零
件
と
し
て
「
現
在
世
作
出
と
「
未
剛
釆
世
代
」
と
の
間
に
社
〈
霧
雰
約
は
成
立
す
る
、
と
論
じ
た
。

し
か
し
、
こ
の
図
式
に
つ
い
て
み
る
と
、
個
人
（
な
い
し
は
世
代
）
Ａ
に
お
い
て
は
、
彼
が
死
ん
だ
時
点
で
、
Ａ
に
と
っ
て
は
社
会

は
未
来
で
あ
る
。
し
か
し
Ａ
と
同
時
代
人
で
あ
り
か
つ
Ａ
よ
り
若
い
世
代
の
生
き
て
い
る
個
人
（
な
い
し
は
世
代
）
Ｂ
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
は
つ
ね
に
現
在
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
彼
が
死
ん
だ
時
点
で
Ｂ
に
と
っ
て
社
会
は
未
来
で
あ
る
。
し
か
し
Ｂ
と

同
時
代
人
で
あ
り
か
つ
次
世
代
の
生
き
て
い
る
個
人
（
な
い
し
は
世
代
）
Ｃ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
つ
ね
に
現
在
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ

の
Ｃ
の
死
後
は
。
…
・
・
、
と
い
う
よ
う
に
、
丞
逗
に
続
く
。
し
た
が
っ
て
、
世
代
が
相
重
複
し
て
連
続
し
つ
つ
交
替
す
る
か
ぎ
り
、
生
き
て

い
わ
ゆ
る
〈
世
代
間
倫
理
〉
で
い
う
「
未
来
世
代
」
と
は
何
の
こ
と
か
。
第
一
に
、
「
未
来
世
代
」
の
存
在
の
設
定
に
は
論
理
的
難

中

点
が
伴
い
、
結
局
こ
れ
は
論
理
的
に
破
綻
し
、
し
た
が
っ
て
「
未
来
世
代
」
は
論
理
的
に
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
｝
）
と
を
考
え
て
み

を
模
索
す
る
。

し’（も『ノ。

》
〒
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1３ 
い
る
人
に
と
っ
て
は
「
未
来
世
代
」
は
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
の
は
つ
ね
に
現
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
未
来
世
代
」
は
、
少

な
く
と
も
こ
の
図
式
す
な
わ
ち
〈
世
代
間
〉
と
い
う
文
脈
の
中
で
は
、
論
理
的
に
成
り
立
た
な
い
。

ま
た
、
「
未
来
世
代
倫
理
」
に
つ
い
て
、
因
果
関
係
の
認
識
の
限
界
を
理
由
と
し
て
そ
れ
を
批
判
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
そ
の
論
拠

そ
の
も
の
も
的
を
射
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
「
現
在
世
代
」
を
原
因
、
「
未
来
世
代
」
を
そ
の
結
果
と
み
な
し
て
、
そ
の
間
に
は
長
い

時
間
差
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
環
境
の
諸
情
勢
は
大
幅
に
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
原
因
と
し
て
の
「
現
在
世
代
」
か
ら
結
果

と
し
て
の
「
未
来
世
代
」
を
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
あ
る
い
は
予
測
し
て
も
当
て
に
な
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
「
未
来
世

代
倫
理
」
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
の
が
お
よ
そ
の
主
張
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
「
未
来
世
代
」
を
認
め
た
う
え
で
、
「
現
在

世
代
」
の
「
未
来
世
代
」
へ
の
具
体
的
な
責
任
は
立
証
不
可
能
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
何
故
原
因
と
結
果
と
の
間
を
長
い
と
決
め
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
「
長
い
時
間
差
」
の
間
は
連
綿
と
し
た
連
続
態
で
あ
っ
て

切
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
に
、
そ
の
間
を
飛
び
越
し
て
「
ず
っ
と
未
来
」
を
設
定
し
て
も
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
仮
に
「
現
在
世

代
」
を
原
因
と
し
て
「
未
来
世
代
」
と
い
う
結
果
が
生
起
す
る
、
と
し
て
も
、
そ
の
「
遠
い
彼
方
の
未
来
世
代
」
と
い
う
結
果
を
作
る

原
因
の
連
鎖
は
、
こ
の
「
長
い
時
間
差
」
の
間
に
複
合
・
輻
嬢
し
、
し
た
が
っ
て
無
限
か
つ
無
数
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
を
構
成
し

た
原
因
の
ど
れ
か
を
「
現
在
世
代
」
の
原
因
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
原
因
と
し
て
の
「
現
在
世
代
」

の
責
任
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
え
て
そ
れ
を
議
論
し
て
も
無
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
未
来
世
代
」
は
、
原
因
と
結
果

と
い
う
文
脈
を
設
定
し
て
も
、
論
理
的
に
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
の
い
う
よ
う
に
、
人
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
や
Ｄ
Ｄ
Ｔ
（
最
近
の
状
況

で
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
や
環
境
ホ
ル
モ
ン
も
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
の
永
続
的
な
毒
性
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ

ら
の
物
質
に
よ
る
地
球
上
の
恒
久
的
な
汚
染
の
拡
大
は
未
来
世
代
の
利
害
に
不
利
に
作
用
し
な
い
、
と
仮
定
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
、
と
い
う
理
由
で
再
反
論
し
て
「
未
来
世
代
倫
理
」
を
擁
護
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
有
毒
化
学
物
質
や

核
分
裂
廃
棄
物
の
害
は
、
そ
れ
を
お
よ
ぼ
す
対
象
と
し
て
何
も
「
未
来
世
代
」
を
も
ち
出
さ
な
く
と
も
、
同
世
代
人
あ
る
い
は
同
時
代

人
、
い
や
も
っ
と
広
く
、
お
よ
そ
現
に
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
と
っ
て
焦
眉
の
問
題
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
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1４ 

結
局
、
ふ
つ
う
に
〈
世
代
間
倫
理
〉
と
い
う
場
合
、
〈
世
代
間
〉
は
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
と
の
〈
間
柄
〉
と
規
定
し
て

い
る
が
、
「
未
来
世
代
」
と
い
う
概
念
は
可
能
態
概
念
と
し
て
は
あ
り
え
て
も
、
少
な
く
と
も
〈
世
代
間
〉
と
い
う
関
係
態
を
表
す
文

脈
に
お
い
て
は
、
論
理
的
に
成
り
立
た
な
い
。
世
代
、
あ
る
い
は
そ
の
交
替
と
し
て
の
因
果
系
列
は
連
続
態
で
あ
る
の
に
、
「
未
来
世

代
」
と
い
う
場
合
は
不
連
続
の
か
つ
「
未
存
在
」
と
し
て
の
暖
味
模
糊
た
る
他
者
が
相
埠
疋
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

＊
 

｝
）
の
「
未
存
在
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
Ｈ
・
ヨ
ー
ナ
ス
は
「
未
来
世
代
」
に
つ
い
て
、
Ｅ
・
ブ
ロ
ッ
ホ
の
説
を
援
用
し
て
「
未
存

在
」
あ
る
い
は
「
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
」
（
軍
。
：
‐
冨
ｎ
頁
‐
の
①
員
国
の
白
い
‐
国
。
（
‐
『
の
【
）
と
規
定
し
て
い
る
（
文
献
５
．
文
献
６
）
。

「
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
」
と
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
「
未
来
に
存
在
す
る
も
の
」
の
意
味
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ブ
ロ
ッ

ホ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
を
視
座
に
据
え
て
、
そ
の
基
盤
議
論
で
あ
る
「
未
存
在
の
存
在
論
」
（
○
貝
。
一
・
ｍ
一
旦
の
⑫
国
・
○
ゴ
ー
富
。
宮
‐
の
⑦
冒
切
）

を
論
拠
に
し
て
の
「
未
来
倫
理
学
」
論
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
未
存
在
」
た
る
「
未
来
世
代
」
に
対
し
て
「
現

在
世
代
」
が
責
任
・
義
務
を
負
う
か
ど
う
か
の
考
察
は
論
理
問
題
で
は
な
く
て
、
心
理
問
題
な
い
し
は
感
情
問
題
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
「
未
存
在
」
を
可
能
態
と
し
て
、
倫
理
関
係
を
も
つ
他
者
の
象
徴
を
な
す
も
の
、
と
考
え
れ
ば
意
味
は
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
こ
と

と
、
「
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
」
に
対
し
て
責
任
・
義
務
を
負
う
と
い
う
の
と
は
意
味
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ま
だ
存

在
し
な
い
も
の
」
を
現
実
の
彼
方
に
目
的
と
し
て
求
め
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
」
、
ま
だ
見
ぬ
も
の
を

こ
の
よ
う
に
、
〈
世
代
間
倫
理
〉
に
お
い
て
、
「
未
来
世
代
」
を
ず
っ
と
将
来
の
世
代
の
こ
と
と
定
義
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
鉦
意
味
で

あ
る
。
も
し
こ
れ
を
同
じ
世
代
に
属
す
る
若
い
世
代
と
定
義
す
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
「
未
来
世
代
」
と
し
て
こ
と
さ
ら
に
区
別

す
る
必
要
は
な
く
、
あ
と
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、
共
時
的
に
存
在
す
る
〈
異
世
代
間
〉
な
い
し
〈
他
世
代
間
〉
を
問
題
に
す
れ
ば
足
り

仮
想
の
「
未
来
世
代
」
と
限
定
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
問
題
の
深
刻
さ
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。
い
や
、
そ
ん

な
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
、
そ
う
で
は
な
く
「
未
来
世
代
」
も
忘
れ
る
な
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
論
理
的
に

で
は
な
く
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
い
う
よ
う
に
「
非
合
理
主
義
的
立
場
」
か
ら
情
緒
的
に
「
未
来
世
代
」
ヘ
の
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
、
も

ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。

る
◎ 
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1５ 

＊
Ｅ
・
ブ
ロ
ッ
ホ
の
こ
の
文
脈
に
関
す
る
議
論
は
今
適
友
信
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
．
’
「
フ
ロ
イ
ト
の
無

意
識
が
過
去
か
ら
の
原
因
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ブ
ロ
ッ
ホ
は
未
だ
意
撤
さ
れ
な
い
前
方
の
夢
、
薄
明
の
夢
を
〈
未
意
識
（
Ｚ
。
。
〒
ｚ
一
・
三
，

、
の
冒
昏
）
〉
と
し
て
重
視
し
、
〈
第
二
部
先
取
り
す
る
意
識
〉
〔
『
希
望
の
原
理
』
〕
に
お
い
て
可
能
性
の
範
畷
の
見
事
な
分
析
を
果
た
す
。
私
の

知
る
限
り
、
彼
は
分
析
と
い
う
語
を
避
け
、
問
い
（
｛
日
宛
目
）
か
つ
限
定
す
る
（
ケ
の
い
【
百
日
目
）
と
言
い
、
か
つ
〈
こ
の
可
能
的
な
る
も
の
は
暖

味
な
る
も
の
で
は
な
い
〉
の
で
〈
厳
密
に
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
〉
と
も
言
い
、
事
実
上
は
分
析
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
。
可
能
性
に
は
形
式

的
可
能
性
、
事
象
的
客
観
的
可
能
性
、
事
物
的
・
合
客
観
的
可
能
性
、
客
観
的
実
在
的
可
能
性
そ
の
他
多
く
の
様
相
が
あ
る
が
、
例
え
ば
〈
実
在

的
可
能
性
は
弁
証
法
的
物
質
に
ほ
か
な
ら
ず
、
｜
方
で
は
物
質
的
条
件
の
充
実
に
対
す
る
論
理
的
言
表
、
他
方
で
は
物
質
的
未
決
定
性
に
対
す
る

、
、
、
、
オ
メ
ガ
、
、
、

論
理
的
一
百
表
な
の
で
あ
る
〉
。
こ
う
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
る
が
ゆ
え
に
、
彼
の
語
る
〈
終
極
（
ロ
］
［
】
ヨ
ロ
ョ
）
す
な
わ
ち
、
何
処
へ
の
皿
は
何
処

、
、
、
ア
ル
フ
ァ

か
ら
の
α
で
は
な
い
〉
と
い
う
と
こ
ろ
の
円
環
を
絶
つ
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
は
人
間
に
〈
未
存
在
（
ご
◎
の
ゴ
ー
三
・
胃
’
、
。
旨
）
〉
の
存
在
論
を
思
索
さ

せ
、
可
能
性
の
様
相
に
関
す
る
分
析
的
思
考
の
重
要
性
を
意
識
さ
せ
る
」
（
文
献
８
、
九
七
－
九
八
頁
）
。
な
お
、
ブ
ロ
ッ
ホ
の
「
可
能
性
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
諸
層
」
は
、
詳
し
く
は
、
第
一
「
形
式
的
に
可
能
な
も
の
」
Ｓ
ｍ
、
｛
・
目
②
一
言
・
砠
一
』
。
》
の
）
、
第
一
一
「
即
物
的
・
客
観
的
に
可
能
な
も
の
」

（
□
園
⑫
：
三
一
：
’
・
ず
」
⑰
穴
冨
く
冨
○
、
一
一
．
二
の
）
、
第
三
「
事
物
的
・
合
客
体
的
に
可
能
な
も
の
」
ｅ
囚
：
：
ゴ
富
｛
（
，
◎
す
」
の
【
一
頭
§
農
巨
・
晒
一
】
Ｃ
テ
の
）
、
第
四

「
客
観
的
・
実
在
的
に
可
能
な
も
の
」
ｅ
：
○
ケ
）
の
汚
［
‐
『
の
四
一
冨
○
、
旨
豈
の
）
と
、
四
つ
の
層
に
区
分
さ
れ
て
い
る
（
文
献
７
）
。

第
二
に
、
「
未
来
世
代
」
概
念
に
伴
う
杢
窯
算
的
な
難
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
未
来
世
代
」
を
「
現
在
世
代
」
の

い
わ
ば
一
方
的
な
責
任
・
義
務
の
対
竺
家
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
権
利
の
主
体
と
考
え
る
こ
と
に
聿
稼
募
的
な
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
口
木
来
世
佇
凸
と
「
意
仕
・
義
務
」
あ
る
い
は
「
権
利
」
を
結
び
つ
け
て
、
「
未
来
世
代
は
（
現

在
世
代
の
）
責
任
・
義
務
の
対
象
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
未
来
世
代
は
（
現
在
世
代
に
対
し
て
）
権
利
を
も
つ
」
と
主
張
す
る
こ
と
に

意
義
な
い
し
根
拠
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
「
未
来
世
代
倫
理
」
の
意
味
で
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
を
主
張
す
る
立
場
か
ら
は
、
「
現
在
世
佇
凸
と
「
未
来
世
代
」
と
の
間
に

利
害
関
係
が
一
仔
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
こ
に
は
配
分
と
引
き
継
ぎ
と
い
う
基
本
的
な
利
害
関
係
が
一
仔
在

す
る
と
い
う
（
文
献
１
）
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
「
未
来
世
代
」
に
対
し
て
資
源
を
持
続
・
維
持
せ
よ
（
配
分
）
、
「
未
来
世
佇
凸
に
有
害

論
理
の
飛
躍
で
あ
ろ
う
。

理
想
と
し
て
、
そ
れ
に
希
望
を
託
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
え
て
も
、
そ
れ
に
責
任
・
義
務
を
負
う
、
あ
る
い
は
逆
に
、
そ
れ
が
「
す

で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
現
在
世
代
」
に
対
し
て
何
ほ
ど
か
の
権
利
を
も
つ
、
と
い
う
意
味
で
の
他
者
と
み
な
す
の
は
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毒
物
を
残
す
な
（
引
き
継
ぎ
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
る
も
の
の
間
に
利
害
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
社
会
契
約
も
成
立
す
る
し
、
さ
ら
に
そ
の
両

者
の
条
件
と
し
て
相
互
性
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
相
互
性
の
関
係
は
、
共
時
的
存
在
の
間
で
な
け
れ
ば
成
り
立

た
な
い
。
し
か
し
「
未
来
世
代
倫
理
」
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
と
は
共

時
的
存
在
で
は
な
く
通
時
的
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
一
方
的
な
通
時
的
関
係
を
も
つ
も
の
同
士
に
利
害
関
係
を
設
定

す
る
の
は
無
理
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
通
時
的
な
関
係
を
も
つ
存
在
で
あ
る
「
現
在
世

代
」
と
「
未
来
世
代
」
と
の
間
に
境
界
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
そ
こ
に
ど
ん
な
実
質
的
な
意
義
が
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
本
来
連
続
態
で
あ
る
世
代
を
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
に
分
け
る
意
味
が
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は

あ
と
で
論
ず
る
よ
う
に
、
共
時
存
在
と
し
て
の
〈
世
代
間
〉
で
な
ら
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
「
未
来
世
代
倫
理
」
の
意
味
で
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
前
提
は
、
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
の
間
に
共
通
の
価
値
観
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
価
値
観
が
ま
っ
た
く
異
な
る
者
同
士
の
間
で
は
、
そ
も
そ
も
倫
理
関
係
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
議
論
に
対
す
る
反
対
者
は
、
両
者
の
間
に
は
共
通
の
価
値
観
は
存
在
し
な
い
と
い
う
論
拠
を
も
っ
て
こ
れ
を
批
判
す

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
の
間
に
共
通
の
価
値
観
が
存
在
す
る
か
否
か
の
論
争
も
、
「
現
在
世
代
」

と
「
未
来
世
代
」
の
間
を
因
果
関
係
と
し
て
考
え
る
場
合
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
両
説
の
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
世
代
間
に
不
連
続
の
対

立
す
る
他
者
関
係
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
こ
で
み
た
よ
う
に
、
「
現
在
世
代
」
に
対
立
す
る
他
者
と
し
て
の
「
未
来
世
代
」
が
実
質
的

に
は
存
在
し
な
い
以
上
、
両
者
の
問
に
共
通
の
価
値
観
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
自
体
無
意
味
な
こ
と
に
な
る
。
「
現
在
世
代
」

と
「
未
来
世
代
」
と
を
断
絶
的
に
考
え
る
か
ら
、
「
未
来
世
代
」
は
「
現
在
世
代
」
と
同
じ
価
値
観
を
も
つ
か
否
か
、
な
ど
と
い
う
不

毛
な
議
論
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
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「
現
在
世
代
」
に
対
し
て
「
未
来
世
代
」
の
存
在
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
も
実
質
的
に
も
難
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考

察
し
て
き
た
が
、
し
か
し
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
他
者
と
し
て
の
「
未
来
世
代
」
と
の
間
に
倫
理
関
係
を
認
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
未
来
世
代
の
た
め
に
」
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
が
、
む
し
ろ
環
境
倫
理
の
論
鳳
を
ず
ら
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う

な
設
定
自
体
が
、
現
代
の
環
境
対
策
の
意
識
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
新
し
い
視
苫
漣

も
っ
た
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
可
能
性
と
そ
の
方
向
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。

加
藤
は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
が
「
対
未
来
世
代
倫
理
」
に
社
会
契
約
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
異
を
唱
え
、
「
だ
か
ら
、

社
会
契
約
と
い
う
理
論
形
式
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
、
根
本
的
な
間
違
い
な
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
あ
と
、
「
他
者
は
、
否
応
な
し
に

こ
の
共
同
社
会
の
な
か
に
い
る
。
他
者
の
椛
利
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
件
で
、
世
代
間
倫
理
は
成
立
す
る
」
（
文
献

１
、
’
一
一
一
四
頁
）
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
「
他
者
」
と
は
、
こ
れ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
章
（
「
Ⅲ
章
未
来
の
人
間
の
権
利
」
）
の
文
脈
か
ら

い
え
ば
「
未
来
世
代
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
共
同
社
会
」
と
は
「
現
在
世
代
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も
し
こ
こ
で
主
張

さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
「
他
者
Ⅱ
未
来
世
代
」
が
す
で
に
こ
の
「
共
同
社
会
Ⅱ
現
在
世
代
」
に
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
、
「
未
来
世
代
」
を

包
含
す
る
「
現
在
世
代
」
を
問
題
に
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
な
ら
、
否
、
事
実
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

が
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
す
な
わ
ち
同
じ
共
同
社
会
に
属
す
る
異
な
る
世
代
の
間
に
お
い
て
こ
そ
、
本
来
の
〈
世
代
間
〉
が
成

り
立
つ
。
「
未
来
世
代
」
が
「
現
在
世
代
」
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
を
特
別
な
他
者
、
し
か
も
暖
昧
か
つ
架
空
の
他
者

と
し
て
考
え
る
必
要
は
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
共
同
社
会
に
属
す
る
〈
異
世
代
間
〉
に
お
け
る
倫
理
的
諸
関
係
こ
そ
、
本
来

の
意
味
に
お
け
る
〈
世
代
間
倫
理
〉
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
世
代
間
倫
理
」
の
問
題
は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
の
い
う
世
代
間
の
公
平
（
頁
の
〔
、
目
の
【
島
○
日
一

２
巨
昼
）
、
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、
世
代
間
の
分
配
の
公
平
・
正
義
（
２
巳
一
望
・
｛
一
三
の
『
ぬ
目
の
「
昌
一
・
目
一
ｓ
勿
芹
『
一
ケ
目
・
ロ
ヘ
一
口
圏
・
の
）

５ 
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さ
ら
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
は
「
未
来
世
代
」
す
な
わ
ち
地
球
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
て
子
供
を
象
徴
に
し
て
い
る
。

た
し
か
に
こ
う
い
う
設
定
は
俗
耳
に
入
り
や
す
い
し
、
「
子
供
の
た
め
に
」
と
い
え
ば
、
反
論
の
余
地
は
な
い
。
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
こ

の
標
語
自
体
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
「
未
来
世
代
」
を
「
子
供
」
に
置
き
換
筧
る
考
え
方
に
、
む
し
ろ
問
題
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
要

素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
「
子
供
」
は
遠
い
未
来
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
同
社
会
に
属
す
る
〈
同
時
代

人
〉
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
〈
次
世
代
人
〉
で
は
な
い
か
。
子
供
（
次
世
代
人
）
と
い
え
ど
も
大
人
（
現
在
世
代
）
と
同
居
し
て
生
活

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
大
人
が
環
堵
悪
化
の
も
と
で
あ
る
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
犬
の
原
因
で
あ
る
な
ら
、
子
供
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を

免
除
さ
れ
て
蚊
帳
の
外
に
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
〈
世
代
間
〉
と
い
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
次
世
代
と
し
て
の
子
供

と
の
相
互
関
係
を
考
え
れ
ば
い
い
。
そ
の
意
味
で
な
ら
、
〈
こ
の
子
の
将
来
の
た
め
に
〉
と
い
う
標
語
は
意
味
を
も
つ
し
、
ま
た
身
近

で
分
か
り
や
す
い
。
し
か
も
、
そ
の
標
語
に
は
も
ち
ろ
ん
〈
未
来
の
子
供
の
た
め
に
〉
も
含
ま
れ
て
い
る
。

す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
が
「
未
来
世
代
の
権
利
」
の
論
拠
を
社
含
染
約
説
に
求
め
た
の
に
対

し
て
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
、
社
〈
蕊
搾
約
は
相
互
性
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
の
相
互
性
の
存
在
し
な
い
「
未
来
世
代
」
と

の
間
に
は
社
会
契
約
は
成
り
立
た
な
い
と
批
判
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
再
反
論
と
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
は
、
世
代

間
の
相
互
性
は
、
世
代
〈
…
…
Ａ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｃ
ｌ
Ｄ
…
…
〉
図
式
に
お
い
て
、
Ａ
か
ら
Ｄ
の
方
向
へ
と
流
れ
る
関
係
、
い
わ
ば
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
の
相
互
性
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
な
ら
、
繊
蒋
龍
お
な
か
で
現
在
か
ら
未
来
へ
と
一
方
向
に
流
れ
て

い
く
関
係
で
あ
っ
て
、
双
方
向
的
、
す
な
わ
ち
〈
双
務
的
〉
な
意
味
で
の
相
互
性
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
社
会
契
約
は

〈
双
務
的
〉
と
い
う
意
味
で
の
義
務
論
で
あ
る
か
ら
、
｜
方
向
的
な
義
務
で
は
、
社
会
契
約
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
の
議
論
は
反
論
の
た
め
に
す
る
社
会
契
約
説
の
苦
し
い
修
正
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
代
に
属
す

る
〈
異
世
代
間
〉
で
な
ら
〈
双
務
的
〉
な
相
互
関
係
が
成
り
立
つ
か
ら
、
そ
こ
で
な
ら
一
般
的
な
意
味
で
の
社
会
契
約
が
意
味
を
も

が
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
上

に
す
れ
ば
済
む
。
事
誕
実
、

取
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

さ
ら
に
、
シ
ュ
レ
ー
淳 そ
れ
な
ら
別
に
遠
い
「
未
来
世
代
」
を
も
ち
出
さ
な
く
と
も
、
同
じ
共
同
社
会
に
属
す
る
次
世
代
に
対
し
て
問
題

実
、
こ
れ
ら
の
複
合
語
に
お
け
る
〈
世
代
間
の
〉
と
い
う
言
葉
に
、
こ
と
さ
ら
に
「
対
未
来
世
代
」
概
念
を
読
み
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「
未
来
世
代
」
概
念
を
導
入
し
な
く
と
も
、
そ
れ
を
も
含
め
て
相
互
性
の
倫
理
関
係
の
成
立
を
可
能
に
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
「
功
利
主
義
」
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
他
者
に
対
す
る
倫
理
関
係
を
幸
福
に
限
定
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
原
理
で
成
立
す
る
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
論
拠
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。

ミ
ル
は
、
イ
エ
ス
の
黄
金
律
「
お
の
れ
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
人
に
施
し
、
お
の
れ
の
ご
と
く
隣
人
を
愛
せ
」
を
採
用
し
、
そ
の
な
か

に
功
利
主
義
倫
理
の
完
全
な
精
神
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
功
利
主
義
道
徳
の
理
想
的
極
致
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
こ
の
理
想
に

近
づ
く
た
め
の
手
段
と
し
て
つ
ぎ
の
二
つ
の
原
則
を
た
て
る
（
文
献
９
、
第
二
童
。
－
１
す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
法
律
と
社
会
の
仕
組

が
、
各
人
の
幸
福
や
（
も
っ
と
実
際
的
に
い
え
ば
）
利
益
を
、
で
き
る
だ
け
全
体
の
利
益
と
調
和
す
る
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る

こ
と
」
、
第
二
に
「
教
育
と
世
論
が
人
間
の
性
格
に
対
し
て
も
つ
絶
大
な
力
を
利
用
し
て
、
各
個
人
に
、
自
分
の
幸
福
と
社
会
全
体
の

善
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
手
段
と
し
て
の
功
利
主
義
道
徳
の
原
則
は

「
全
人
類
に
、
し
か
も
本
性
上
可
能
な
か
ぎ
り
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
体
に
保
証
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ミ
ル
に
よ

れ
ば
、
現
在
生
き
て
い
る
人
の
最
大
多
数
の
最
大
善
（
幸
福
）
を
実
現
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
努
力
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
「
生
き
と
し

生
け
る
も
の
全
体
」
（
島
Ｃ
ｌ
冊
の
目
の
三
。
『
の
島
。
ご
）
に
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
れ
は
時
間
を
超
え
て
「
未
来
世
代
」

＊
 

ま
で
お
よ
ぶ
、
す
な
わ
ち
そ
こ
ま
で
持
続
す
る
あ
る
い
は
連
続
す
る
一
」
と
に
な
る
。

＊
こ
こ
に
ミ
ル
の
功
利
主
義
の
利
他
的
な
性
格
が
ひ
そ
み
、
し
た
が
っ
て
、
彼
の
説
の
本
質
は
利
他
的
幸
福
主
義
と
性
格
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
．
そ
れ
ば
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
記
述
の
前
後
の
文
脈
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
’
す
旗
わ
ち
、
「
功
利
主
義
が
服
し
い
行
禽
の
規
準
と
す

る
の
は
、
行
為
者
個
人
の
幸
福
で
は
な
く
、
関
係
者
全
部
の
幸
福
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
幸
福
か
他
人
の
幸
福
か
を
選
ぶ
と
き
に
功
利
主
義
が
行

為
者
に
要
求
す
る
の
は
、
利
害
関
係
を
も
た
な
い
善
意
の
第
三
者
の
よ
う
に
厳
正
中
立
で
あ
れ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
「
こ
う
す
れ
ば
人
間
は
、

社
会
全
体
の
善
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
を
押
し
と
お
し
て
自
分
の
幸
福
を
得
よ
う
な
ど
と
考
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
全
体
の
善
を
増

進
し
よ
う
と
い
う
ひ
た
む
き
な
衝
動
が
各
人
を
習
慣
的
に
動
か
す
よ
う
に
な
り
、
こ
の
衝
動
に
と
も
な
う
心
情
が
各
人
の
情
操
面
で
大
き
く
顕
著

な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
ｃ
因
み
に
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
幸
福
主
義
を
利
己
的
幸
福
主
義
（
の
、
。
】
吹
斤
一
“
Ｃ
芹
『

両
皀
忌
曰
・
鳥
日
口
吻
）
と
利
他
的
幸
福
主
義
（
ロ
一
一
『
昌
切
爵
呂
の
『
向
屋
忌
日
○
三
切
目
口
⑩
）
の
一
一
つ
に
分
け
、
前
者
を
快
楽
主
義
、
後
者
を
功
利
主
義
と
規

定
し
て
い
る
（
同
母
冨
冒
喰
冒
影
里
冒
息
蔦
Ｎ
こ
の
一
〔
の
『
『
の
一
一
）
。

つ
０ 
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2０ 

〈
世
代
〉
と
は
、
も
と
も
と
時
間
枠
に
お
け
る
相
対
的
な
概
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
広
く
括
る
か
狭
く
ま
と
め
る
か
に
よ
っ

て
、
そ
の
範
囲
は
融
通
無
碍
に
伸
縮
し
、
交
差
す
る
。
い
ま
こ
の
瞬
間
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
す
べ
て
を
「
現
在
世
代
」
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
し
、
そ
れ
を
た
と
え
ば
〈
青
年
世
代
〉
、
〈
壮
年
世
代
〉
、
〈
老
年
世
代
〉
、
あ
る
い
は
〈
戦
後
世
代
〉
と
〈
戦
前
世
代
〉
と
分

け
た
っ
て
い
い
し
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
別
の
規
準
で
、
〈
明
治
世
代
〉
、
〈
大
正
世
代
〉
、
〈
昭
和
世
代
〉
、
〈
平
成
世
代
〉
と
区
分
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
〈
私
〉
が
ど
う
い
う
名
前
の
世
代
に
入
る
か
は
、
ど
う
い
う
規
準
で
括
る
か
と
い
う
文
脈
に
よ
っ
て
相

対
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
〈
私
〉
が
属
す
る
固
定
し
た
名
称
の
〈
世
代
〉
な
ど
存
在
し
な
い
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
〈
世
代
間
倫
理
〉
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
と
の
〈
間
柄
〉
の
倫
理
と

い
う
意
味
で
使
わ
れ
た
の
に
相
違
な
い
が
、
結
果
と
し
て
適
切
な
命
名
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
も
っ
と
身
近
な
世

代
と
の
〈
間
柄
〉
を
問
題
に
す
る
と
い
う
意
味
で
。
そ
う
な
ら
、
共
時
的
に
存
在
す
る
現
代
の
世
代
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
れ
ば
十
分

で
あ
る
。
結
局
、
そ
の
意
味
で
〈
世
代
間
倫
理
〉
は
成
立
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
隔
絶
し
た
他
者
に
対
す
る
「
未
来
倫
理
」
で
も

「
対
未
来
世
代
倫
理
」
で
も
な
く
、
接
続
し
あ
る
い
は
相
互
に
模
形
に
入
り
組
ん
だ
〈
世
代
間
〉
に
成
立
す
る
双
務
的
な
相
互
性
を
前

提
し
た
責
任
・
義
務
関
係
を
内
容
と
す
る
倫
理
学
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
現
在
世
代
」
と
「
未
来
世
代
」
と
の
〈
間
〉
と
い
う
の
は
、

論
理
的
に
か
つ
実
質
的
に
は
破
綻
す
る
と
し
て
も
、
心
理
問
題
と
し
て
は
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
に
心
情
的
に
訴
え
か

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
環
境
問
題
へ
の
意
識
の
覚
醒
と
し
て
、
こ
の
設
定
に
は
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

的
存
在
、
す
な
わ
ち
現
什

〈
世
代
間
〉
概
念
で
あ
る
。

こ
の
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
体
」
と
は
、
い
ま
環
境
倫
理
の
視
点
に
立
っ
て
読
み
替
え
れ
ば
、
〈
生
態
系
全
体
〉
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
生
態
系
全
体
は
、
時
間
・
空
間
を
含
ん
だ
場
所
を
形
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ミ
ル
の
説
に
依
拠
す
れ
ば
、
こ
の
原

理
に
よ
っ
て
「
未
来
世
代
」
と
い
う
概
念
の
出
番
は
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
時
間
・
空
間
枠
を
前
提
し
、
そ
の
連
続
状
況

の
な
か
で
成
り
立
つ
場
所
と
し
て
の
〈
生
態
系
〉
に
、
隔
絶
し
た
「
未
来
世
代
」
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
が
鉦
意
味
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
〈
現
在
世
代
〉
と
は
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
全
体
を
含
ん
だ
も
の
と
い
う
意
味
で
の
生
態
系
の
な
か
で
の
共
時

的
存
在
、
す
な
わ
ち
現
代
人
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
の
み
相
対
的
に
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
こ
こ
で
い
う
新
し
い
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２１ 

こ
の
よ
う
に
、
〈
世
代
間
〉
の
関
係
を
共
時
的
存
在
と
し
て
の
〈
異
世
代
間
〉
の
関
係
、
す
な
わ
ち
同
時
代
に
混
在
し
て
い
る
相
対

的
に
〈
力
の
強
い
者
〉
と
〈
力
の
弱
い
者
〉
と
の
間
の
関
係
、
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
〈
間
柄
〉
で
双
務
的
な
相
互
性
が
成
り
立
つ
。
し

た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
双
務
的
な
相
互
関
係
は
、
ノ
ー
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
を
原
理
と
し
て
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
な
ら
大
人
の
世

代
（
現
在
世
代
）
が
一
方
的
に
子
供
の
世
代
（
次
世
代
）
の
た
め
に
な
る
、
す
な
わ
ち
責
任
・
義
務
を
負
う
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
後

者
が
前
者
の
世
話
を
す
る
と
い
う
相
互
性
も
成
り
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ー
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
を
原
理
と
し
て
、
い
ま
は
大
人
の

世
代
（
強
者
）
が
子
供
の
世
代
〈
弱
者
）
の
世
話
を
し
、
や
が
て
時
間
の
経
過
と
と
も
に
大
人
が
老
年
と
な
り
子
供
が
壮
年
と
な
っ

て
、
こ
の
強
者
・
弱
者
の
立
場
が
逆
転
す
る
か
ら
、
そ
の
と
き
に
役
割
を
交
替
し
、
今
度
は
子
供
の
世
代
（
強
者
）
が
大
人
の
世
代

（
弱
者
）
の
面
倒
を
見
る
と
い
う
図
式
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
年
金
制
度
や
各
種
保
険
制
度
、
あ
る
い
は
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
は
、

＊
 

そ
の
意
味
で
の
ノ
ー
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
を
原
理
と
し
た
双
務
的
な
相
互
性
を
前
提
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
一
」
れ
ら
の
制

度
・
組
織
は
、
従
来
の
一
方
向
的
な
義
務
を
も
っ
た
「
未
来
倫
理
」
の
意
味
で
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
で
は
な
く
て
、
双
務
的
な
双
方
向

性
を
も
っ
た
新
し
い
視
点
を
も
っ
た
〈
世
代
間
倫
理
〉
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

＊
現
今
で
は
、
出
産
率
低
下
に
よ
る
老
年
層
と
若
年
層
の
人
口
比
率
の
歪
み
が
一
つ
の
原
因
と
な
っ
て
、
将
来
こ
れ
ら
の
制
度
が
破
綻
を
来
す
の

で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
事
実
と
し
て
の
現
象
面
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
支
え
る
原
理
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
に
新
し
い
観
点
に
た
つ
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
特
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
の
〈
世
代
間
〉
に
存
す
る
の
は
、
親
か
ら
子
孫
へ

の
、
ま
た
逆
に
子
孫
か
ら
親
へ
の
情
意
的
な
思
い
や
り
で
あ
る
。
そ
の
説
明
原
理
と
し
て
、
こ
こ
で
は
試
み
に
、
〈
ノ
ー
ブ
レ
ス
・
オ

ブ
リ
ー
ジ
〉
（
ロ
○
ヶ
一
の
い
い
の
・
旨
、
の
）
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
論
じ
て
み
よ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
成
句

で
、
「
貴
族
の
義
務
」
、
「
貴
族
た
る
者
（
な
い
し
は
一
般
的
に
身
分
の
高
い
者
）
は
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
振
る
舞
い
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
言
で
い
え
ば
「
特
権
は
責
任
を
伴
う
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
転
じ
て
、
一
般
に
高

い
地
位
に
伴
う
道
徳
的
・
精
神
的
義
務
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
相
対
的
な
概
念
と
解
釈
し
、
〈
力
の
強
い

者
〉
の
〈
力
の
弱
い
者
〉
に
対
す
る
倫
理
的
な
義
務
と
規
定
す
る
。
こ
の
相
対
的
な
関
係
概
念
に
よ
っ
て
、
相
互
性
・
互
恵
性
が
成
立

す
る
。
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2２ 

こ
の
現
象
問
題
に
対
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
広
義
の
〈
世
代
間
倫
理
〉
に
属
す
る
具
体
的
な
深
刻
な
問

題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
代
間
の
双
務
的
な
倫
理
関
係
を
有
効
に
保
つ
た
め
に
も
、
各
世
代
の
適
切
な
人
口
を
確
保
し
、
そ
の
人
口
比
率
を
あ

り
う
べ
き
一
定
の
形
に
保
つ
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
女
性
論
・
福
祉
論
な
ど
も
視
野
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
具
体
的
な
実
践
の
側
面
で
は
、
出
産
可
能
世
代
の
た
め
に
出
産
や
保
育
し
や
す
い
自
然
・
社
会
・
労
働
環
境
を
艦
傭
す
る

と
い
っ
た
こ
と
な
ど
も
論
議
の
対
象
に
な
ろ
う
。

最
後
に
、
新
し
い
〈
世
代
間
倫
理
〉
に
お
け
る
責
任
・
義
務
を
支
え
る
相
互
性
の
今
泰
仔
の
可
能
腔
些
を
も
う
一
つ
付
記
し
て
お
こ
う
。

＊
 

す
な
わ
ち
、
論
者
の
年
来
の
課
題
で
あ
る
〈
自
己
一
一
一
一
口
乃
柱
」
〉
の
狽
苫
（
を
説
明
原
理
と
し
て
導
入
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
未
来
世
佇
凸
を
実

体
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
自
己
言
及
性
〉
と
は
、
い
ま
自
分
が
対
時
し
て
い
る
他
署
の
な
か
に
、
そ
の
他
者
と
の
関
係
を
介

し
た
自
分
が
い
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
ふ
つ
う
の
言
葉
で
い
え
ば
、
自
分
が
そ
こ
に
臨
場
し
て
い
る
と
い
う
想
像
力
を
も
つ
こ
と
、

と
い
っ
て
も
い
い
。
も
し
「
＋
杢
米
世
代
」
を
相
潭
正
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
ず
っ
と
向
こ
う
の
柚
澤
に
い
る
単
な
る
他
者
と
し
て
で
は
な

く
、
そ
こ
に
私
が
自
己
特
影
し
、
自
己
言
及
で
き
る
存
在
で
な
け
れ
ば
無
一
恵
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
未
来
世
代
」
を
も
し
自
己

言
及
で
き
る
他
世
代
と
い
う
な
ら
、
暖
昧
か
つ
型
空
の
「
未
来
世
代
」
を
持
ち
だ
す
必
要
は
な
く
、
共
時
的
に
存
在
す
る
他
世
代
な
い

し
は
異
世
代
を
考
え
れ
ば
足
り
る
。
こ
こ
で
い
う
他
世
代
と
は
相
重
複
し
て
前
後
に
連
な
っ
た
世
代
の
こ
と
で
、
後
代
（
子
）
に
か
ぎ

ら
ず
、
先
代
（
親
）
の
こ
と
で
も
あ
る
。
共
時
的
に
存
在
す
る
他
世
代
と
、
私
と
の
相
互
閣
悌
は
、
環
境
と
い
う
場
所
を
前
提
し
て
の

み
成
り
立
つ
。
だ
か
ら
新
し
い
〈
世
代
間
倫
理
〉
も
、
も
ち
ろ
ん
還
弾
倫
理
学
の
基
本
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

＊
〈
自
己
言
及
性
〉
の
一
般
的
な
意
義
・
構
造
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
〈
自
己
言
及
性
〉
試
論
Ｉ
知
の
枠
組
転
換
の
た
め
に
Ｉ
」
（
『
法
政
大
学

教
養
部
紀
要
』
第
九
三
号
、
一
九
九
五
年
）
で
や
や
詳
し
く
考
察
し
た
。

環
境
は
、
空
間
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
時
間
・
空
間
の
四
次
元
で
成
り
立
つ
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
環
境
に
は

時
間
枠
が
入
り
、
し
た
が
っ
て
時
間
概
念
重
刷
礎
す
る
〈
世
代
間
〉
の
問
題
が
成
立
す
る
。
そ
う
し
て
、
環
》
境
は
場
所
を
共
有
す
る
も

の
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
場
所
の
共
有
石
は
時
間
枠
の
中
で
の
相
互
性
な
い
し
は
互
恵
性
を
も
つ
も
の
の
集
団
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

の
場
所
の
共
有
石
は
お
互
い
に
〈
自
己
言
及
〉
の
視
点
を
も
つ
集
団
で
、
そ
の
相
互
間
で
新
し
い
〈
世
代
間
〉
の
関
係
が
成
り
立
つ
。

＊
 

も
し
「
＋
杢
米
世
代
」
を
そ
の
よ
う
な
存
在
に
読
み
替
え
れ
ば
、
型
奎
概
念
か
ら
事
企
腿
織
念
に
よ
み
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
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2３ 

以
上
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
未
来
世
代
」
は
論
理
的
に
も
実
質
的
に
も
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
架
空
な
存
在
に
対
し
て

云
々
す
る
よ
り
も
、
も
っ
と
身
近
な
次
世
代
の
こ
と
を
考
え
た
ほ
う
が
実
り
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
う
い
う
視
点
で
の
〈
世
代
間
倫

理
〉
は
ど
う
い
う
方
向
が
考
え
ら
れ
る
か
を
視
野
に
入
れ
て
、
〈
世
代
間
〉
概
念
の
意
味
の
転
換
を
試
み
、
そ
の
論
拠
を
吟
味
し
た
。

そ
れ
な
ら
、
そ
う
い
Ｚ
意
味
で
の
新
し
い
〈
世
代
間
倫
理
〉
の
積
極
的
な
原
理
と
し
て
ど
ん
な
可
能
性
が
、
あ
る
い
は
あ
る
べ
き
具
体

的
な
姿
が
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
の
課
題
と
し
た
い
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
新
し
い
課
題
を
も
っ
た
〈
世
代
間
倫

理
〉
の
構
築
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
そ
の
地
盤
を
測
量
し
て
整
備
し
、
そ
こ
に
構
築
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
建
物

の
設
計
図
の
一
端
を
試
み
た
。

二
九
九
九
年
八
月
中
旬
脱
稿
）

＊
加
藤
が
自
然
観
・
社
会
観
の
類
型
を
一
一
一
つ
に
分
類
し
、
第
一
は
征
服
者
・
開
拓
者
の
タ
イ
プ
、
第
一
一
は
商
人
・
釣
り
人
の
タ
イ
プ
と
し
た
あ

と
、
第
一
一
一
の
タ
イ
プ
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
轡
い
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
い
う
〈
自
己
言
及
性
〉
と
い
う
こ
と
の
別
の
表
現
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
よ
う
．
ｌ
「
第
三
は
、
麟
死
体
験
肴
に
似
て
い
る
．
生
態
系
の
中
に
い
る
胤
分
を
、
も
う
一
つ
別
の
自
分
が
外
か
ら
見
て
い
る
．
潤
繍
を
採

掘
し
て
い
る
自
分
に
は
石
油
が
ど
の
く
ら
い
残
っ
て
い
る
の
か
が
見
え
な
い
。
そ
れ
を
別
の
自
分
が
見
て
〈
あ
ぶ
な
ど
と
叫
ん
で
い
る
の
だ

が
、
石
油
を
採
掘
す
る
自
分
に
は
そ
の
声
が
聞
こ
え
な
い
。
外
か
ら
見
て
い
る
と
、
自
分
は
あ
る
時
に
船
を
食
べ
て
生
き
残
ろ
う
し
て
い
る
船
乗

り
で
あ
り
、
丈
夫
な
子
供
を
生
み
た
い
か
ら
と
言
っ
て
自
分
の
子
供
を
食
べ
る
女
ク
ロ
ノ
ス
で
あ
り
、
艦
の
な
か
に
い
て
檀
を
拡
大
し
た
ら
艦
か

ら
自
由
に
な
れ
る
と
信
じ
込
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
ら
わ
れ
の
ラ
イ
オ
ン
で
あ
る
。
外
か
ら
見
て
い
る
自
分
の
声
を
見
ら
れ
て
い
る
自
分
に
伝
え
な

け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
。
も
し
も
見
ら
れ
て
い
る
自
分
が
、
見
て
い
る
自
分
の
声
に
気
付
く
な
ら
ば
、
外
か
ら
教
え
て
〈
お
前
の

捕
っ
て
も
い
い
ツ
グ
ミ
の
数
は
四
羽
だ
よ
〉
と
教
え
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
自
然
の
中
に
い
る
自
分
に
は
、
自
分
の
捕
っ
て
い
い
獲

物
の
管
理
は
で
き
な
い
」
（
文
献
ｌ
、
一
九
一
一
一
頁
）
ｃ

文
献
一
覧

（
１
）
加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』
一
九
九
一
年
、
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

（
２
）
佐
倉
統
『
現
代
思
想
と
し
て
の
環
境
問
題
』
一
九
九
二
年
、
中
公
新
瞥

十
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2４ 

（
３
）
里
『
且
。
『
Ⅲ
司
吊
Ｃ
写
の
言
の
》
錦
『
】
②
旨
⑪
・
皿
同
再
凰
『
ご
§
冨
貝
圃
届
葛
圏
】
畠
』
一
ｍ
の
８
己
の
』
且
』
①
旨
・
ニ
の
国
。
萱
『
。
。
』
勺
園
”
・
京
都
生
命
倫
理
学
研

究
会
訳
『
環
境
の
倫
理
』
上
・
下
、
一
九
九
一
一
一
年
、
晃
洋
書
房

（
４
）
臂
【
｛
』
の
匡
甸
ｏ
臣
目
黒
、
旬
鳶
苗
＆
辱
凰
『
・
菖
罵
ミ
ミ
。
）
冒
罰
口
韓
・
巳
困
あ
の
８
且
の
」
．
．
」
ｇ
］
・
『
一
局
ご
昌
ご
；
ご
・
｛
の
⑪
Ｃ
蒟
旨
勺
「
の
協
・

（５）］◎忌め》國自興口畠．。討絢骨『甸冒員貫ミ§酌一鈩到鷺Ｓｍ嘗導・国岑隷共簿『烏『寓言○鳶蔦＆愚Ｎ登童冴具・驍巴『①一ｓ、一・の巨旨百ヨロ
ヨ
器
。
》
命
回
す
ｐ
つ
ず
く
の
閂
｜
色
晩
。

（
６
）
ｌ
…
葛
…
］
・
…
皇
…
・
二
…
二
・
：
自
豐
：
…
雰
…
…
…
《
蔓
・
量
蔦
蜜
膏
い
…
：
厚
葛

ご
）
．
骨
自
》
ｎ
首
・
富
蔦
ａ
」
照
』
①
鷺
》
二
・
口
己
ぐ
の
厨
】
｜
『
Ｃ
｛
○
三
Ｃ
債
Ｃ
宅
『
の
認
．

（
７
）
国
一
・
ロ
ケ
向
【
自
切
行
ト
）
易
。
，
昏
岡
曾
晶
頁
》
冒
侭
〉
い
、
」
の
・
・
］
○
段
‐
Ｓ
沼
》
臂
淳
冒
‐
ご
巾
『
一
樹
国
の
二
旨
・
山
下
薙
他
訳
『
希
望
の
原
理
』
全
三
巻
、
一

九
八
二
、
白
水
社

（
８
）
今
道
友
信
『
現
代
の
思
想
’
二
十
世
紀
後
半
の
哲
学
１
ｇ
一
九
八
五
／
一
九
八
七
年
、
放
送
大
学
教
育
振
興
会
／
日
本
放
送
出
版
協
会

（
９
）
三
一
］
］
・
］
・
ゴ
ロ
切
目
昌
宕
（
冨
営
ｓ
奇
勇
跨
昌
》
冒
○
轄
口
罵
只
〉
ミ
ミ
巳
（
鳶
Ｓ
昔
急
曽
・
Ｅ
ｇ
》
』
患
い
．
ｎ
『
の
『
望
ョ
豊
．
⑫
ぼ
ず
目
『
壁
・
伊
原
吉
之
助
訳

『
功
利
主
義
論
』
、
世
界
の
名
著
『
ベ
ン
サ
ム
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
』
一
九
七
九
／
一
九
九
七
年
、
中
央
公
論
社
、
所
収
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