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倫
理
的
な
判
断
を
行
う
際
に
脳
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
は
、
脳
神
経
科
学
に
よ
っ
て
一
定
程
度
探
求
が
進
ん
で
い
る
。
私

た
ち
が
暗
に
受
け
入
れ
て
い
る
倫
理
規
範
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
に
つ
い

て
、
他
の
種
と
の
連
続
性
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
進
化
的
な
観
点
か
ら
説
明

す
る
試
み
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
科
学
に
よ
る
倫
理
の
探
求
は
、
私

た
ち
の
倫
理
実
践
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
私
た
ち
の
倫
理
的
な
考
慮
や
判
断
や
倫
理
規
範
は
、
科
学
と
ど
の
よ

う
に
接
点
を
持
ち
う
る
の
か
。
倫
理
と
科
学
は
全
く
相
容
れ
る
こ
と
の
な
い

独
立
し
た
２
つ
の
領
域
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。 

本
稿
で
は
、
こ
の
両
者
の
接
点
を
哲
学
的
な
視
点
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

そ
こ
で
、
導
き
の
糸
と
し
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
、
科

学
と
倫
理
の
相
違
に
関
す
る
議
論
を
検
討
す
る
。
彼
の
議
論
は
、
科
学
と
倫

理
が
「
収
束
」
お
よ
び
「
反
省
」
と
い
う
観
点
か
ら
根
本
的
に
異
な
る
こ
と

を
示
す
も
の
だ
が
、
同
時
に
、
倫
理
学
理
論
と
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

厚厚
いい (thick) 

倫
理
概
念
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
提
案
し
て
お
り
、
こ
の
概

念
こ
そ
が
、
倫
理
的
知
識
が
成
立
す
る
基
礎
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

科
学
と
倫
理
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
、
日
常
的
な
概
念
使
用
の
場
面
を
重

視
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
は
、
規
範
理
論
の
よ
う
な
倫
理
学
者
の
論
争

の
中
に
置
か
れ
た
体
系
的
な
抽
象
概
念
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
た
見
通
し
を
与
え

る
も
の
と
期
待
で
き
る
。
そ
こ
で
彼
の
議
論
を
検
討
し
て
い
く
た
め
に
は
、

こ
の
厚
い
倫
理
概
念
を
は
じ
め
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
用
い
る
種
々
の

概
念
を
理
解
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
と
な
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
議

論
の
土
台
を
形
成
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
構
想
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
よ

う
。 

 
２２  
倫倫
理理
とと
科科
学学
のの
違違
いい
をを
構構
成成
すす
るる
要要
素素 

 

２２
．．
１１  
収収
束束 
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ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、「
倫
理
的
な
も
の
」(the ethical) 

と
「
科
学
的
な
も

の
」( the scientific) 

は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
「
収収
束束
」(convergence) 

と
い
う
概
念
を
も
と
に
、
両

者
の
違
い
を
検
討
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
な
探
求
は
、
理
想
的

に
は
物
事
の
実
際
の
在
り
様
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
。
あ
た
か
も
事
実
を

そ
の
ま
ま
描
出
す
る
よ
う
な
理
論
に
到
達
す
る
こ
と
が
、
科
学
の
目
的
で
あ

り
、
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
際
に
は
、
科
学
が
用
い
る
概
念
は
、
世
界
に
実

在
す
る
も
の
だ
け
に
対
応
す
る
は
ず
だ
。
そ
の
理
想
的
な
段
階
に
お
け
る
科

学
理
論
、
そ
し
て
そ
の
理
論
が
用
い
る
諸
概
念
は
、
探
求
者
に
よ
っ
て
異
な

る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
理
想
的
に
は
科
学
的
な
探
求
は
、

世
界
の
在
り
様
に
即
し
て
収
束
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

他
方
、
倫
理
的
探
求
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
収
束
は
見
込

め
な
い
。
彼
が
注
記
す
る
よ
う
に
、
倫
理
的
探
求
が
何
ら
か
の
見
解
に
つ
い

て
一
致
し
、
収
束
が
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
的
な
も
の
と

の
相
違
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
こ
で
生
じ
う
る
収
束
が
、
物
事
の
実
際
の
在

り
様
に
導
か
れ
る
こ
と
で
生
じ
た
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ 

(W
illiam

s 2006: 136)

。 

な
お
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、「
倫
理
的
な
も
の
」
に
含
ま
れ
る
内
容

に
は
、
具
体
的
な
文
化
的
背
景
を
色
濃
く
反
映
し
た
厚
い
倫
理
概
念

  (1)
と
、

客
観
性
を
志
向
す
る
規
範
理
論
で
中
核
的
な
役
割
を
担
う
「
善
い
」
や
「
正

し
い
」
な
ど
の
薄
い
倫
理
概
念
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
偶
然
的
に

収
束
が
生
じ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
厚
い
倫
理
概
念
に
つ
い
て
は
、

世
界
の
実
際
の
在
り
様
に
導
か
れ
て
収
束
す
る
と
い
う
、
科
学
的
な
も
の
と

の
重
要
な
共
通
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
規
範
理
論
を
構
成
す
る
薄
い
概
念

に
は
、
こ
の
特
徴
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
こ

こ
で
は
こ
の
収
束
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
相
違
点
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
ウ

ィ
リ
ア
ム
ズ
が
提
案
し
て
い
る
新
た
な
概
念
を
検
討
し
よ
う
。 

 

２２
．．
２２  

絶絶
対対
的的
構構
想想
とと
眺眺
望望 

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
科
学
的
な
も
の
と
倫
理
的
な
も
の
を
、
よ
り
根
本
的

な
レ
ベ
ル
で
区
別
す
る
た
め
の
形
而
上
学
的
な
道
具
立
て
と
し
て
、
世
界
に

対
す
る
「
絶絶
対対
的的
構構
想想
」(the absolute conception) 

と
い
う
概
念
を
導
入

し
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
『
デ
カ
ル
ト
』(W

illiam
s 2005) 

お
よ
び
『
倫

理
学
と
哲
学
の
限
界
』(W

illiam
s 2006) 

に
お
い
て
、
絶
対
的
構
想
に
つ
い

て
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
後
者
で
は
、
著
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ

う
に
、
倫
理
に
関
す
る
事
柄
が
主
題
に
な
っ
て
お
り
、
絶
対
的
構
想
も
倫
理

と
の
関
係
性
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
問
題
の
関
心
を
は
っ
き
り
さ
せ
る

た
め
に
も
、
本
節
で
は
後
者
の
テ
キ
ス
ト
を
中
心
に
、
絶
対
的
構
想
の
基
本

的
な
性
格
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
は
、
本
節
に
お
け
る
導
入

部
分
を
引
用
し
よ
う
。 

 
私
た
ち
の
経
験
か
ら
独
立
し
て
、
とと
にに
かか
くく
在
る
世
界
に
つ
い
て
反
省

す
る
際
に
、
ま
ず
第
一
に
、
私
た
ち
の
信
念
の
対
象
に
集
中
す
る
の
で

は
な
く
、
信
念
の
対
象
を
、
そ
の
信
念
が
ど
の
よ
う
に
表
象
し
て
い
る

140



3 
 

か
と
い
う
こ
と
に
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
の
持
つ
世
界

像
に
つ
い
て
の
信
念
や
特
徴
の
中
で
も
、
私
た
ち
の
眺
望 

(perspective) 

や
、
そ
の
眺
望
が
持
つ
固
有
性
か
ら
最
大
限
独
立
し
た

世
界
を
表
象
し
て
い
る
、
と
合
理
的
に
主
張
で
き
る
よ
う
な
信
念
や
特

徴
を
選
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
タ
ス
ク
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が

で
き
た
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
物
事
の
描
像 (picture) 

を
、
世
界
に

対
す
る
「
絶
対
的
構
想
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
概
念
に
よ
っ

て
、
当
該
の
概
念
を
私
た
ち
が
獲
得
す
る
可
能
性
、
さ
ら
に
は
、
他
の
、

眺
望
的 (perspectival) 

な
表
象
の
可
能
性
を
説
明
す
る
こ
と
を
望
め

る
か
も
し
れ
な
い
。(W

illiam
s 2006: 138-9) 

 

最
初
に
注
目
し
た
い
の
は
、「
経
験
か
ら
独
立
し
て
、
と
に
か
く
在
る
世

界
」
と
い
う
考
え
方
だ
。
こ
の
記
述
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
は
議
論
全
体
を
通
し
て
、
特
殊
な
形
而
上
学
的
な
立
場
を
想
定
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
科
学
の
収
束
に
つ
い
て
も
、
世
界
の
実
際
の
在
り
様
と

い
う
考
え
方
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
素
朴
な
実
在
論
を
想
定
し
て
い
る
と

言
え
る
。 

絶
対
的
構
想
の
「
絶
対
性
」
を
端
的
に
示
す
の
が
、「
眺
望
」
を
持
た
な

い
と
い
う
特
徴
だ
。
私
た
ち
が
物
事
を
捉
え
る
際
に
は
、
必
ず
私
た
ち
の
視

点
が
介
在
す
る
。
そ
の
眺
望
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す

れ
ば
、
特
定
の
視
点
を
超
え
て
把
握
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。 

科
学
が
理
想
的
に
収
束
し
た
先
に
得
ら
れ
た
絶
対
的
構
想
は
、
特
定
の
眺

望
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
は
、
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
持
つ
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
的
構
想
を
用
い
た
説
明
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
単
な
る
主
観
的
な
構
想
を
超
え
て
、
世
界
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
客
観

的
に
説
明
で
き
る
は
ず
だ
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

（…
…

）
絶
対
的
構
想
は
、
た
と
え
私
た
ち
と
全
く
異
な
っ
て
い
よ
う

が
、
い
か
な
る
探
求
者
で
も
到
達
で
き
る
よ
う
な
、
世
界
に
つ
い
て
の

一
つ
の
構
想
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
私
た
ち
と
の
相
違
と

し
て
み
な
せ
る
も
の
は
何
か
、
ま
た
実
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の

記
述
で
、「
私
た
ち
」
と
し
て
み
な
せ
る
も
の
は
何
か
。
こ
う
し
た
問

い
は
、
再
び
そ
の
構
想
自
体
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
あ
る
種
の
観
察
者
が
、
別
の
種
の
観
察
者
に
は
不
可
能
な
観
察

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
理
由
は
何
か
を
、
私
た
ち
は
説
明
で
き
る
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
知
識
に
関
係

す
る
の
で
は
な
く
、
科
学
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
主
と
し

て
重
要
な
こ
と
だ
。(W

illiam
s 2006: 139) 

 

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
絶
対
的
構
想
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
念
頭

に
置
い
て
い
る
の
は
、
理
想
的
に
完
成
さ
れ
た
科
学
的
世
界
像
で
あ
る
だ
ろ

う
  (2)
。
異
な
る
探
求
者
で
も
到
達
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
到
達
の
過
程
に

は
違
い
は
あ
っ
て
も
、
限
界
ま
で
世
界
の
実
像
に
近
づ
い
た
科
学
的
世
界
像

が
、
少
な
く
と
も
経
験
的
に
等
価
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
絶
対
的
構
想
は
、
特
定
の
眺
望
が
い
か
に

し
て
可
能
で
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
力
を
持
つ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
私
た

ち
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
客
観
的
に
特
徴
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
眺
望
を
持
つ
集
団
を
、
そ
れ
を
持
た
な
い
集
団

と
区
別
す
る
、
と
い
う
方
法
だ
。
知
覚
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
は
、
上
記
引
用
箇
所
の
直
後
で
「
芝
生
は
緑
で
あ
る
」
と
い
う
例
を

挙
げ
て
、「
芝
生
」
も
「
緑
」
も
絶
対
的
構
想
に
は
現
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
、

と
説
明
し
て
い
る (W

illiam
s 2006: 139)

。
何
か
が
緑
色
で
あ
る
、
と
い
う

知
覚
判
断
は
、
特
定
の
知
覚
能
力
を
持
っ
た
知
的
探
求
者
が
、
た
ま
た
ま
当

該
概
念
を
リ
ス
ト
に
持
つ
文
化
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な

る
。
色
の
知
覚
は
、
世
界
の
性
質
の
中
で
、
特
定
の
光
の
波
長
を
捉
え
て
意

識
現
象
と
し
て
出
力
す
る
神
経
系
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
、
は
じ
め
て
可
能

に
な
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
類
似
し
た
認
知
機
構
を
有
し
て

い
な
い
限
り
は
、
色
の
知
覚
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
色

の
知
覚
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
色
の
知
覚
を
可
能
に
す
る
物
理

シ
ス
テ
ム
の
説
明
が
理
解
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
に
関
し
て

言
え
ば
、
光
の
波
長
、
桿
体
細
胞
な
ど
の
物
理
学
や
神
経
科
学
で
使
用
さ
れ

る
概
念
に
訴
え
て
、
色
の
知
覚
の
仕
組
み
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
理
想
的
に
収
束
し
た
科
学
の
持
つ
言
語
は
、
現
状
の
物
理
学
や

神
経
科
学
よ
り
も
説
明
力
が
高
く
、
よ
り
「
世
界
の
実
際
の
在
り
様
」
に
即

し
た
記
述
で
、
私
た
ち
に
色
の
知
覚
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
で
き
る

は
ず
だ
。
こ
の
理
想
的
な
科
学
の
言
語
に
よ
っ
て
特
定
の
眺
望
に
よ
る
知
覚

経
験
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
特
定
の
知
覚
経
験
を

共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
集
団
と
い
う
仕
方
で
、「
私
た
ち
」
と
は
何
か
が

説
明
さ
れ
う
る
。 

上
記
の
説
明
の
限
り
で
は
、
絶
対
的
構
想
と
は
、
ま
さ
に
科
学
を
特
徴
付

け
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
世
界
が
実
際
に
ど
の
よ
う

で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
探
求
す
る
科
学
の
営
み
は
、
絶
対
的
構
想
に
到

達
す
る
た
め
の
営
為
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ

の
絶
対
的
構
想
と
倫
理
的
な
概
念
は
親
和
性
が
極
め
て
低
い
。
と
い
う
の
は
、

倫
理
的
な
概
念
は
私
た
ち
に
と
っ
て
の
価
値
を
表
す
も
の
で
、
世
界
の
実
際

の
在
り
様
と
は
独
立
に
、
社
会
的
世
界 (social w

orld) 

の
中
で
よ
り
よ
く

生
き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の

点
で
、
科
学
的
な
も
の
と
倫
理
的
な
も
の
は
大
き
く
性
質
を
異
に
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
こ
の
相
違
点
を
反反
省省 (reflection)

と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
こ
の
反
省
の
果
た

す
役
割
を
検
討
し
よ
う
。 

 

２２
．．
３３  

反反
省省 

先
に
社
会
的
世
界
と
い
う
言
葉
を
導
入
し
た
が
、
こ
の
言
葉
で
想
定
さ
れ

る
の
は
、
１
つ
の
共
同
体
に
お
け
る
社
会
的
規
範
・
慣
習
・
関
係
性
な
ど
の

総
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
共
通
の
物
理
的
世
界

に
生
き
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
物
理
的
世
界
と
は
異
な
る
性
質
を
持

つ
社
会
的
世
界
に
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
倫
理
と
は
、
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所
属
す
る
共
同
体
の
中
で
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
指
針
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
物
理
世
界
に
は
複
数
の
社
会
的
世
界
が
存
在
す
る
と
言
え
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
世
界
の
中
で
倫
理
的
な
指
針
や
生
き
方
が
意
味
す

る
も
の
は
完
結
す
る
。
も
し
仮
に
、
社
会
的
世
界
が
１
つ
の
共
同
体
か
ら
拡

張
さ
れ
、
最
終
的
に
物
理
的
世
界
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
普
遍
性
・
客
観
性
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
倫
理
的
な
も
の
は
科
学
的
な
も
の
で
説
明

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
世
界

の
普
遍
化
は
可
能
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
に
お
い
て
、
倫
理
概
念
は
ま
ず
、
具
体
的
な
内
容

を
持
つ
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
あ
り
方
に
依
存
し
た
厚
い

倫
理
概
念
が
議
論
の
出
発
点
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
そ
れ
を
共
有
す

る
共
同
体
の
成
員
の
間
で
は
概
念
が
収
束
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
適
用
は
、
世
界
の
具
体
的
に
状
況
に
導
か
れ
る
と
い

う
性
質
を
持
つ
か
ら
だ
。 

そ
こ
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
最
大
限
に
均
質
的
で
、
一
般
的
な
反
省
は
最

小
限
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い「
超
伝
統
社
会
」(hypertraditional society) 
と

い
う
思
考
実
験
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
社
会
の
成
員
は
、
厚
い
倫
理
概
念
を

適
用
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
判
断
を
行
う (W

illiam
s 2006: 142f)

。
さ
て
、

こ
の
判
断
が
真
で
あ
り
、
か
つ
真
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
と
示
す
こ

と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
る
と
、
彼
ら
が
厚
い
倫
理
的
概
念
を
用
い

て
構
成
す
る
信
念
は
、
倫
理
的
な
知
識
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。 

本
稿
の
議
論
と
関
連
す
る
限
り
で
分
岐
点
と
な
る
の
が
、
超
伝
統
社
会
の

中
で
行
わ
れ
る
倫
理
的
判
断
が
何
ら
か
の
当
為
を
含
む
と
考
え
た
際
に
、
そ

の
当
為
の
射
程
が
一
般
的
な
レ
ベ
ル
、
す
な
わ
ち
そ
の
社
会
の
成
員
以
外
の

あ
ら
ゆ
る
人
間
を
含
む
よ
う
な
普
遍
的
な
も
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ウ

ィ
リ
ア
ム
ズ
が
「
客
観
主
義
」(objectivist) 

と
呼
ぶ
立
場
は
、
こ
の
問
い

に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度
を
持
ち
、
倫
理
的
な
実
践
に
関
わ
る
人
々
は
、
価

値
に
関
す
る
普
遍
的
な
真
理
を
探
究
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
立
場
で
あ
る
。

そ
し
て
、
客
観
主
義
の
見
解
に
お
い
て
は
、
何
か
が
知
識
で
あ
る
た
め
に
は
、

反
省
を
経
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い (W

illiam
s 2006: 148)

。
こ
の
見
解
に

立
つ
限
り
、
超
伝
統
社
会
で
は
倫
理
的
知
識
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

思
考
実
験
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
社
会
は
反
省
を
行
わ
な
い
か
ら
だ
。
し
か

し
、
超
伝
統
社
会
に
倫
理
的
知
識
が
成
立
し
う
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
立
場

も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
立
場
は
必
然
的
に
非
客
観
主
義
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
非
客
観
主
義
的
な
立
場
を
容
認
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
超
伝
統
社
会
に
お
け
る
倫
理
的
信
念
の
よ
う
に
、

決
し
て
普
遍
的
な
当
為
を
含
意
し
て
お
ら
ず
、
共
同
体
の
中
で
の
み
通
用
す

る
よ
う
な
信
念
で
あ
っ
て
も
、
倫
理
的
知
識
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え
を

持
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
倫
理
的
知
識
と
反
省

の
関
係
性
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
客
観
的
な
倫
理
学
的
理

論
と
い
う
も
の
自
体
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
依

存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
倫
理
学
に
お
い
て
、

反
省
は
知
識
を
破
壊
し
う
る
」(W

illiam
s 2006: 148) 

の
で
あ
る
。 
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し
か
し
仮
に
客
観
主
義
の
立
場
が
正
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
、
こ
の
立
場

に
立
っ
て
客
観
的
な
倫
理
学
理
論
が
構
築
さ
れ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
「
反
省

は
知
識
を
破
壊
し
う
る
」
と
い
う
言
い
方
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
客
観
的
な
倫
理
学
理
論
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
倫
理
的
知
識
と
し

て
認
め
ら
れ
て
き
た
厚
い
倫
理
概
念
を
含
む
信
念
が
、
む
し
ろ
よ
り
正
当
化

さ
れ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
こ
の
よ
う

な
可
能
性
を
認
め
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
倫
理
学
理
論
で
中
核
的
な
役
割

を
果
た
す
の
は
、「
正
し
い
」「
善
」
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
薄
い
」
倫
理
概

念
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
厚
い
倫
理
概
念
と
は
根
本
的
に
性
質
が
異
な

る
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

反
省
的
な
レ
ベ
ル
で
の
議
論
は
、
も
し
も
あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
経
験
を
考

慮
し
、
倫
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
真
理
に
到
達
す
る
と
い
う
野
心
を

持
っ
て
い
る
な
ら
、「
正
し
い
」
の
よ
う
な
最
も
一
般
的
で
抽
象
的
な

倫
理
概
念
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
概
念
は
世
界

に
導
か
れ
る (w

orld-guidedness) 

と
い
う
特
徴
を
示
さ
な
い
。

(W
illiam

s 2006: 152) 

 

い
わ
ゆ
る
倫
理
的
な
規
範
理
論
は
、
薄
い
倫
理
概
念
を
中
核
に
据
え
た
理

論
で
あ
る
限
り
、
厚
い
倫
理
概
念
が
持
つ
「
世
界
に
導
か
れ
る
」
と
い
う
性

質
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
客
観
主

義
の
立
場
を
維
持
し
つ
つ
、
倫
理
的
知
識
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
は
困
難

が
つ
き
ま
と
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
本
節
の
最
初
の
問
い
に
戻
れ
ば
、
社

会
的
世
界
を
単
純
に
普
遍
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
普
遍
化
を
行
い
客
観
的
な
規
範
理
論

を
構
築
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
論
は
、
そ
も
そ
も
の
厚
い
倫
理
概
念
に
よ

る
信
念
や
判
断
と
は
異
質
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。 

と
こ
ろ
で
、
科
学
が
目
指
す
も
の
が
客
観
主
義
的
な
立
場
に
お
け
る
知
識

の
獲
得
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
科
学
の
特
徴
と
し
て
、
眺
望
を

持
た
な
い
絶
対
的
構
想
へ
の
到
達
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
倫
理
的
な
も
の
が
、
科
学
と
類
似
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
こ
の
科
学
の
特
徴
が
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
反
省
に
よ
っ
て
倫
理
的
知
識
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
見
解
は
、

倫
理
と
科
学
の
相
違
を
明
確
に
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反

省
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
お
い
て
、
倫
理
と
科
学
の
峻
別
を
特
徴
付
け
る
要

素
と
な
っ
て
い
る
。 

 

２２
．．
４４  

小小
括括 

 

こ
の
節
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
科
学
と
倫
理
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
特

徴
付
け
て
き
た
か
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
、
科
学
と
、
客
観
的
な
倫
理
理
論

と
の
間
に
は
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
科
学
の
場
合
に

は
、
世
界
の
在
り
様
に
導
か
れ
た
収
束
が
見
込
ま
れ
、
そ
れ
は
絶
対
的
構
想

と
い
う
眺
望
な
き
記
述
を
到
達
点
と
す
る
。
他
方
、
倫
理
の
場
合
に
は
、
収

束
が
生
じ
た
と
し
て
も
偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
客
観
性
を
求
め
て
倫
理
的
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判
断
に
反
省
が
要
求
さ
れ
る
と
、
元
々
は
成
立
し
て
い
た
は
ず
の
倫
理
的
知

識
が
維
持
さ
れ
な
く
な
る
。 

 

科
学
と
倫
理
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
大
き
な
相
違
を
生
む
の
は
客
観
性
の

有
無
で
あ
る
。
科
学
の
場
合
に
は
客
観
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
倫
理
の
場
合
、

少
な
く
と
も
知
識
の
成
立
を
認
め
ら
れ
る
の
は
特
定
の
共
同
体
の
内
部
に

限
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
主
題
的
に
扱
え
な
い
が
、
客
観
的
な
倫
理

理
論
の
構
築
が
本
当
に
不
可
能
か
ど
う
か
は
大
い
に
議
論
の
余
地
が
あ
る

問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
と
比
較
可
能
な
客
観
性
を
持
つ
倫
理
理
論

の
構
築
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
科
学
と
倫
理
の
接
点
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る

方
針
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
模
索
す
る
の
は
、
こ
れ
と
は
逆
の
方
針
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二二
次次
性性
質質 (secondary quality) 

の
知
覚
の
よ
う
に
、

視
点
に
相
対
性
が
認
め
ら
れ
る
現
象
も
科
学
的
な
説
明
の
対
象
と
な
り
得

る
こ
と
か
ら
、
倫
理
的
知
識
が
ロ
ー
カ
ル
な
範
囲
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と

し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
科
学
的
な
説
明
の
対
象
と
な
り
得
る
、
と
い
う
方
向

で
科
学
と
倫
理
の
接
点
を
模
索
し
た
い
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
相
対
性
が
認

め
ら
れ
る
二
次
性
質
と
、
倫
理
的
知
識
が
認
め
ら
れ
る
厚
い
倫
理
概
念
の
適

用
の
比
較
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
に
沿
っ
て
検
討
を
進
め
る
。 

 

３３  

二二
次次
性性
質質
とと
厚厚
いい
倫倫
理理
概概
念念 

 ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
厚
い
倫
理
概
念
と
二
次
性
質
の
知
覚
は
、
局

所
的
に
は
収
束
が
生
じ
る
と
い
う
点
で
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成
立
す
る
の
だ

が
、
説
明
の
役
割
に
つ
い
て
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。
そ
の
相
違
と
は
、
二

次
性
質
の
場
合
に
は
、
説
明
が
正
当
化
を
兼
ね
る
が
、
厚
い
倫
理
概
念
の
場

合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
生
じ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ (W

illiam
s 

2006: 149)

。 

二
次
性
質
の
知
覚
を
説
明
す
る
こ
と
が
正
当
化
を
兼
ね
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
二
次
性
質
の
知
覚
経
験
を
、
世
界
に
関
す
る
知
識
と
見
な
せ
る

の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
点
か
ら
こ
の
問
い
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
知

覚
と
世
界
の
構
造
と
の
関
係
性
が
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
私
た

ち
の
認
知
機
能
が
世
界
を
捉
え
る
仕
方
が
適
切
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち

は
複
雑
で
過
酷
な
物
理
世
界
の
環
境
下
で
生
存
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
二
次
性
質
の
知
覚
経
験
を
科
学
的
に
説

明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
次
性
質
の
知
覚
が
物
理
世
界
の
基
本
構
造
の
枠

組
み
で
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
科
学
的
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
二

次
性
質
の
知
覚
が
物
理
世
界
の
情
報
を
適
切
に
獲
得
し
て
い
る
こ
と
も
説

明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
次
性
質
の
知
覚
が
、
偶
然
で
は
な
い
仕
方
で
物
理

世
界
を
正
し
く
捉
え
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が

二
次
性
質
の
場
合
に
、
説
明
が
正
当
化
を
兼
ね
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。 

他
方
、
厚
い
倫
理
概
念
の
場
合
に
は
、
同
様
の
仕
方
で
説
明
が
正
当
化
を

兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
考
え
て
い
る
。
厚
い
倫
理

概
念
を
説
明
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
状
況
に
対
し
て
、
な
ぜ
あ
る
特
定
の

厚
い
倫
理
概
念
が
適
用
さ
れ
る
の
か
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
、
説
明
の
た
め
の
理
論
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
何
ら
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か
の
社
会
科
学 (social sciences) 

で
あ
る
。
社
会
科
学
が
想
定
さ
れ
る
理

由
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
当
該
の
問
題
が
文
化
の
相
違
に
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る (W

illiam
s 2006: 150)

。
具
体
的
に
ど
の
学
問
領
域
が

想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
厚
い
倫
理
概
念
の
適
用

は
特
定
の
文
化
に
依
存
す
る
の
で
、
当
該
の
文
化
の
構
造
を
説
明
で
き
る
こ

と
も
必
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
よ
う

な
理
論
が
、
厚
い
倫
理
概
念
の
適
用
を
説
明
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
特
定
の
状
況
を
「
残
酷
だ
」
と
判
断
す
る
場
合
の
説

明
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
な
ぜ
こ
う
し
た
判
断
が
行
わ
れ
る
か
を
説
明

す
る
に
は
、
所
属
す
る
共
同
体
が
同
様
の
状
況
で
は
「
残
酷
だ
」
と
判
断
す

る
こ
と
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
説
明
が
う
ま
く
行
わ
れ
た

と
し
て
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
考
え
で
は
、
そ
れ
は
二
次
性
質
の
知
覚
の
場

合
と
同
様
の
客
観
性
を
持
つ
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
説

明
は
ど
こ
ま
で
も
特
定
の
文
化
的
共
同
体
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
か

ら
だ
。
二
次
性
質
の
知
覚
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ

の
説
明
は
正
当
化
を
兼
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
状
況
で
「
残
酷
だ
」

と
い
う
倫
理
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
判
断

の
対
象
と
な
る
状
況
を
前
に
し
た
ら
、「
残
酷
だ
」
と
判
断
す
る
よ
う
な
何

ら
か
の
客
観
的
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
ま

た
ま
所
属
す
る
共
同
体
で
は
、
そ
の
状
況
で
「
残
酷
だ
」
と
判
断
し
て
い
る
、

と
い
う
事
実
の
記
述
だ
け
で
は
、
単
な
る
偶
然
的
な
結
合
し
か
示
さ
れ
ず
、

概
念
適
用
を
正
当
化
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
仮
に
こ
こ
で
、
当
該
の
状

況
を
「
残
酷
だ
」
と
判
断
す
る
の
は
正
し
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
を
提

起
し
、
そ
れ
を
客
観
的
な
レ
ベ
ル
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
ら
、
任

意
の
状
況
に
対
し
て
適
用
す
べ
き
倫
理
概
念
を
指
定
す
る
よ
う
な
客
観
的

な
規
範
理
論
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
規
範
理
論
を
生
み
出
す

過
程
で
生
じ
る
反
省
が
、
そ
も
そ
も
成
立
し
て
い
た
倫
理
的
知
識
を
破
壊
し

う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特

定
の
文
化
に
依
存
し
た
厚
い
倫
理
概
念
の
適
用
を
説
明
す
る
理
論
は
正
当

化
が
行
え
ず
、
正
当
化
を
行
う
た
め
に
客
観
的
な
倫
理
規
範
を
要
請
す
る
と

倫
理
的
知
識
が
破
壊
さ
れ
う
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
ジ

レ
ン
マ
は
、
二
次
性
質
の
説
明
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
結

果
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
解
消
す
る
た
め
に
は
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
維
持
を
諦

め
る
ほ
か
な
い
。
以
上
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
厚
い
倫
理
概
念
と
二
次
性
質

が
、
根
本
的
に
異
な
る
も
の
だ
と
認
識
す
る
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
二
次
性
質
の
知
覚
と
厚
い
倫
理
概
念
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
検
討

す
る
た
め
に
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
は
や
や
不
徹
底
で
あ
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
特
に
、
厚
い
倫
理
概
念
の
説
明
理
論
と
し
て
社
会
科
学
を
想
定

し
て
い
る
点
は
、
検
討
が
必
要
な
点
で
あ
る
。
色
の
知
覚
を
考
え
た
と
き
に
、

観
察
者
が
対
象
の
色
を
「
赤
い
」
と
判
断
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
「
赤

い
」
と
い
う
判
断
に
は
、
単
に
知
覚
構
造
の
説
明
だ
け
で
な
く
、「
赤
い
」

と
い
う
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
持
つ
文
化
的
背
景
に
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
観
察
対
象
に
適
用
す
る
際
に
は
、

文
化
へ
の
依
存
や
適
用
に
際
す
る
規
範
性
も
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
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ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
言
及
し
て
い
な
い
。
逆
に
、
厚
い
倫
理
概
念
の
適
用
を
自

然
科
学
的
に
説
明
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
は
ず
だ
。

特
定
の
状
況
に
対
し
て
「
残
酷
だ
」
と
い
う
概
念
を
適
用
す
る
場
合
、
状
況

を
適
切
に
認
知
す
る
ス
キ
ル
、
学
習
済
み
の
概
念
を
適
用
す
る
ス
キ
ル
が
要

請
さ
れ
る
。
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
と
、
そ
も
そ
も
「
残
酷
だ
」
と
い
う
概
念

を
ど
の
よ
う
に
学
習
す
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
概
念
が
共
有
さ
れ
る
と
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
か
、
こ
の
概
念
を
新
奇
の
事
例
に
適
用
す
る
能
力
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
も
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
概
念

適
用
の
際
に
は
、
何
ら
か
の
情
動
も
惹
起
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う

し
た
情
動
は
適
用
に
不
可
欠
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
対
象
と
な
る
状
況
に

共
感
能
力
は
必
要
な
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
対
す
る
説
明
を
社
会
科
学
に

求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
特
定
の
状
況
に
対
す
る
概
念
適

用
を
包
括
的
に
説
明
す
る
の
で
あ
れ
ば
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。 

本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
厚
い
倫
理
概
念
の
適
用
を
自
然
科
学
的
に
説

明
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
も
し
こ
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

中
心
に
な
る
学
問
領
域
は
心
理
学
だ
け
で
な
く
、
脳
神
経
科
学
や
進
化
生
物

学
な
ど
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
学
問
分
野
に
よ
る
科
学
的
説

明
に
関
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
懐
疑
的
に
言
及
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値

す
る
。
彼
が
懐
疑
的
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
科
学
に
よ
る
説
明
が
絶
対
的

構
想
の
レ
ベ
ル
で
の
み
機
能
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
だ
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
学
問
分
野
に
よ
る
説
明
は
、
特
定
の
眺
望
を
持
た
な
い
概
念
の
み

に
は
収
ま
ら
な
い
、
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
考
え
て
い
る (W

illiam
s 2006: 

140)

。
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
疑
念
に
根
拠
を
与
え
て
い
る
の
が
、
科
学
を
特

徴
付
け
る
も
の
と
し
て
の
絶
対
的
構
想
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ

の
点
に
関
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
疑
念
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
。
確
か

に
脳
神
経
科
学
や
進
化
生
物
学
な
ど
が
人
間
の
心
理
現
象
を
説
明
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
当
然
説
明
対
象
と
な
る
人
間
と
い
う
種
に
固
有
の
眺
望
を
持
つ

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
人
間
と
い
う
種
の
心
理
現
象
や
社
会
現

象
を
説
明
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
導
入
さ
れ
る
概
念
が
、
理
想
的
に
発

展
し
た
段
階
で
も
残
存
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
よ
っ
て
、
完
全
に
眺
望

な
き
絶
対
的
構
想
こ
そ
が
科
学
が
理
想
的
に
発
展
し
た
先
の
ゴ
ー
ル
で
あ

る
と
想
定
さ
れ
る
限
り
は
、
当
該
分
野
の
説
明
が
完
全
に
科
学
的
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
科
学
の

目
的
は
、
こ
の
物
理
世
界
で
実
際
に
生
じ
る
現
象
を
あ
ま
ね
く
説
明
す
る
こ

と
で
あ
る
は
ず
だ
。
私
た
ち
の
心
理
現
象
も
ま
た
、
自
然
世
界
の
出
来
事
の

一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
説
明
す
る
理
論
が
科
学
の
一

部
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
科
学
理
論
が
本
質
的
に

固
有
の
眺
望
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
逆
に
私
た
ち
は
、
科
学
が
い
か
な
る
眺

望
も
持
た
な
い
と
い
う
考
え
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
す
な
わ
ち
、
理
想
的
な
収
束
の
地
点
に
到
達
し
た
科
学
は
、
そ
れ
で
も

特
定
の
眺
望
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
う
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
を

よ
り
説
得
的
に
論
じ
る
た
め
に
は
、
絶
対
的
構
想
の
本
性
を
よ
り
詳
細
に
検

討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
は
、
二
次
性
質
の
特
性
と
の
関
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連
か
ら
、
絶
対
的
構
想
と
眺
望
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 
４４  
二二
次次
性性
質質
とと
絶絶
対対
的的
構構
想想 

 先
に
「
芝
生
は
緑
で
あ
る
」
と
い
う
例
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
「
緑
」
が

絶
対
的
構
想
に
は
現
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
点
に
言
及
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
は
、
二
次
性
質
は
絶
対
的
構
想
に
含
ま
れ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ

の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
二
次
性
質
が
主
体
に
よ
っ
て
相
対
的
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
原
理
的
に
は
一
次
性
質
の
み
を
用
い

て
二
次
性
質
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る (W

illiam
s 2005: 226ff)

。 

ま
た
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
二
次
性
質
の
知
覚
は
、
物
理
的
世
界

を
信
頼
で
き
る
仕
方
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
私
た
ち
の
心
理
能
力
が
進
化

し
た
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
観
察
者
に
よ
り
知
覚
さ
れ
る
二
次

性
質
が
異
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
違
い
を
絶
対
的
構
想
に
よ
り
整
合

的
に
説
明
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
観
察
者
ご
と
に
知
覚
経
験
が
異
な
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
ど
ち
ら
か
が
誤
り
だ
と
断
じ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
差

異
を
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
絶
対
的
構

想
に
よ
る
説
明
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
相
対
立
す
る
よ
う
な
知
覚
経
験

が
生
じ
る
の
か
が
説
明
さ
れ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
の
中
で
も
、
特
に
二
次
性
質
が
観

察
者
の
心
理
能
力
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
点
に
つ
い
て
、
ヒ
ラ
リ

ー
・
パ
ト
ナ
ム
は
「
熱
」
に
関
す
る
検
討
を
通
し
て
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

パ
ト
ナ
ム
の
考
え
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
に
沿
っ
て
考
え
れ
ば
、
二

次
性
質
は
主
体
に
よ
っ
て
相
対
的
な
、
観
察
者
依
存
の
性
質
で
は
な
く
、
事

物
の
側
（
事
物
の
表
面
の
光
の
反
射
）
の
性
質
と
し
て
客
観
的
に
捉
え
ら
れ

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
熱
も
、
色
と
同
様
に
二
次
性
質
と
し
て
理
解
さ
れ

る
も
の
で
、
色
と
同
様
に
観
察
者
の
心
理
に
依
存
す
る
よ
う
な
捉
え
方
も
可

能
だ
。
た
と
え
ば
、
最
初
は
「
熱
さ
」
に
関
す
る
感
覚
だ
っ
た
も
の
が
、
い

ず
れ
は
「
痛
み
」
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
引
き
合
い

に
出
し
て
熱
が
知
覚
者
の
経
験
に
依
存
す
る
性
質
だ
と
す
る
議
論
を
想
定

し
た
上
で
、
パ
ト
ナ
ム
が
指
摘
す
る
の
は
、
世
界
の
う
ち
に
他
の
箇
所
「
よ

り
熱
い
」
と
い
う
概
念
は
物
理
学
的
な
説
明
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
客
観
的
な

性
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ (Putnam

 1992: 93f)

。
私
た
ち
が
「
熱
い
」

と
表
現
し
て
い
た
こ
と
は
、
物
理
学
に
よ
っ
て
、
世
界
に
実
在
す
る
性
質
と

し
て
客
観
的
に
説
明
さ
れ
う
る
。 

以
上
の
指
摘
を
敷
衍
す
る
形
で
、
パ
ト
ナ
ム
は
色
に
つ
い
て
も
、
決
し
て

主
観
的
な
性
質
な
ど
で
は
な
く
、
客
観
的
な
性
質
で
あ
る
と
考
え
る
議
論
を

支
持
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
科
学
的
知
見
が
明
確
な
回
答
を
与
え

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
現
段
階
に
お
い
て
、
色
を
光
の
波
長
に

基
づ
く
物
理
的
な
概
念
の
み
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
だ
。

す
な
わ
ち
、
物
体
の
表
面
が
反
射
す
る
光
の
特
性
と
の
間
に
限
定
す
れ
ば
関

係
的
な
性
質
と
言
え
る
が
、
人
間
に
対
し
て
の
関
係
も
含
め
て
関
係
的
だ
と

は
言
え
な
い
。 
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色
の
客
観
性
に
関
し
て
、
パ
ト
ナ
ム
の
議
論
が
決
定
的
な
も
の
と
は
言
い

が
た
い
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
対
し
て
展
開
す
る
批
判
が
、
一
定
程
度
の
説

得
力
を
持
つ
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
二
次
性
質
は
知
覚

者
と
相
対
的
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
十
分
に
客
観
性
を
持
つ
も
の

で
あ
る
と
い
う
可
能
性
自
体
は
否
定
し
き
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
で
は
、
二
次
性
質
そ
れ
自
体
と
、
二
次
性
質
の
知
覚

が
一
体
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ト
ナ
ム
の

よ
う
に
、
知
覚
さ
れ
た
色
と
は
独
立
し
て
色
と
い
う
性
質
そ
の
も
の
は
客
観

性
を
持
ち
う
る
と
す
る
見
解
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
の
曖
昧
さ
を
鋭
く

批
判
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
色
と
い
う

性
質
が
、
知
覚
経
験
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
、
い
わ
ば
観
察
す
る
主
体
と
切

り
離
し
た
性
質
と
し
て
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
サ
イ
モ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
が
批
判
的
な
検
討

を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
「
味
」
や
「
に
お
い
」
に
関
す
る
考
察
を
加
え
る
こ

と
で
、
パ
ト
ナ
ム
の
主
張
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
て
い
る
。
彼
が
に
お
い
を

取
り
上
げ
る
理
由
は
、
二
次
性
質
を
考
え
る
上
で
、
経
験
主
体
を
切
り
離
す

こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
例
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
た
と

え
ば
、
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
尿
素
に
対
し
て
、
強
い
苦
味
を
感
じ
る
人
も
い
れ
ば
、

無
味
に
感
じ
る
人
も
い
る
。
こ
の
相
違
は
遺
伝
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ

ば
経
験
主
体
の
側
の
変
化
が
、
性
質
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
構
造
に
な
っ
て

い
る
。
に
お
い
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
刺
激
を
受
け
た
際
に
は
、
意
識
的
な

知
覚
と
し
て
経
験
さ
れ
る
が
、
同
じ
刺
激
に
対
し
て
慣
れ
が
生
じ
、
後
に
は

に
お
い
を
感
じ
な
く
な
る
点
が
色
と
は
大
き
く
異
な
る
。
色
は
何
度
見
て
も
、

見
え
方
に
変
化
は
生
じ
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
色
よ
り
も
、
経
験
主
体
の
重

要
性
が
大
き
い (Blackburn 2009: 14-5)

。 

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
二
次
性
質
と
主
体
の
不
可
分

性
は
否
定
し
が
た
く
、
色
に
つ
い
て
も
、「
に
お
い
」
に
関
す
る
指
摘
と
同

様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
色
の

恒
常
性
」
は
、
経
験
主
体
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
象
だ
。

色
の
恒
常
性
は
、
色
の
知
覚
に
は
文
脈
や
知
識
と
い
っ
た
、
経
験
主
体
に
関

す
る
情
報
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
パ
ト
ナ
ム
が
想
定
す
る

よ
う
な
対
象
物
の
物
理
性
質
の
み
で
の
説
明
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
す
る
。
少
な
く
と
も
指
摘
で
き
る
の
は
、
観
察
主
体
を
取
り
除
く
こ
と

に
よ
り
「
色
」
に
関
し
て
生
じ
る
現
象
の
総
体
を
十
全
に
説
明
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
光
の
反
射
に
関
す
る
記
述
と
知
覚
主
体
の
認

知
構
造
は
、
完
全
に
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
は
も
つ
れ
あ
っ

て
い
る
と
考
え
る
方
が
適
切
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
議
論
よ
り
、
少
な
く
と
も
色
の
よ
う
な
二
次
性
質
に
関
す
る
科
学

的
な
説
明
は
、
知
覚
の
主
体
の
認
知
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
説
明
も
含
む
必
要
が
あ

る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
絶
対
的
構
想
に
つ
い

て
言
及
す
る
際
に
、
あ
ら
ゆ
る
知
的
探
求
者
の
間
で
も
収
束
が
見
込
め
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
過
度
な
要
求
で
あ
っ
た
こ
と
も
帰
結
す
る
。

た
と
え
ば
人
間
と
同
等
の
機
能
を
果
た
す
視
覚
を
持
つ
探
求
者
に
と
っ
て

は
、
色
の
よ
う
な
二
次
性
質
は
説
明
の
対
象
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
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た
認
知
機
構
を
持
た
な
い
探
求
者
に
と
っ
て
は
、
説
明
の
対
象
と
な
り
え
な

い
。
理
想
的
に
発
展
し
た
科
学
理
論
が
、
世
界
の
在
り
様
を
可
能
な
限
り
精

密
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
同
意
し
う
る
。
同
時
に
、
理
想
的
な
科

学
で
あ
っ
て
も
、
科
学
が
特
定
の
知
的
探
求
者
に
よ
る
活
動
で
あ
る
限
り
は
、

何
ら
か
の
眺
望
を
持
つ
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
脳
神
経
科
学
が
人

間
に
特
有
の
認
知
機
能
を
説
明
す
る
た
め
の
最
小
単
位
と
し
て
措
定
す
る

も
の
が
、
他
の
知
的
探
求
者
の
科
学
に
は
現
れ
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
人
間

に
と
っ
て
の
科
学
に
は
、
理
想
的
な
収
束
に
到
達
し
て
も
な
お
「
絶
対
的
構

想
」
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
よ
っ
て
、
厚
い
倫
理
概
念
に

対
す
る
科
学
的
な
記
述
が
眺
望
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ

も
、
そ
れ
が
十
全
な
科
学
的
探
求
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

５５  

倫倫
理理
とと
科科
学学
のの
関関
係係
性性 

 

こ
れ
ま
で
の
議
論
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
節
で
問
題

提
起
し
た
厚
い
倫
理
概
念
に
対
す
る
脳
神
経
科
学
や
進
化
生
物
学
な
ど
に

よ
る
自
然
科
学
的
な
説
明
の
成
立
も
、
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
二
次
性
質
の

知
覚
が
自
然
科
学
的
な
説
明
を
与
え
ら
れ
る
の
と
同
程
度
に
、
厚
い
倫
理
概

念
の
適
用
も
自
然
科
学
的
に
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
逆
に
、
厚
い
倫
理
概
念

の
適
用
が
文
化
的
な
背
景
に
依
存
す
る
の
と
同
程
度
に
、
二
次
性
質
の
知
覚

も
文
化
的
な
背
景
に
依
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
間
に
は
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
が
想
定
し
て
い
た
以
上
に
、
全
体
と
し
て
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成
立
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
成
立
は
、
私
た
ち
の
倫
理
実
践

に
関
す
る
理
解
に
何
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。 

ま
ず
、
厚
い
倫
理
概
念
の
適
用
に
関
し
て
、
個
人
差
が
生
じ
う
る
こ
と
を

適
切
に
理
解
で
き
る
。
あ
る
状
況
を
認
知
す
る
ス
キ
ル
、
さ
ら
に
は
も
っ
と

根
本
的
な
レ
ベ
ル
で
、
概
念
を
修
得
す
る
た
め
の
ス
キ
ル
に
関
し
て
個
人
差

が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
脳
に
何
ら
か
の
障
害
を
抱
え
て
い
る

た
め
に
、
根
本
的
な
困
難
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。
従
来
で
あ
れ
ば
、
厚

い
倫
理
概
念
を
適
切
に
運
用
で
き
な
い
メ
ン
バ
ー
は
、
所
属
す
る
共
同
体
へ

の
不
適
合
が
認
め
ら
れ
、
排
除
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
科
学
に

由
来
す
る
客
観
的
な
知
識
に
よ
り
、
厚
い
倫
理
概
念
の
適
用
が
よ
り
適
切
に

行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
科
学
に
よ
る
客
観
的
な
知
識
の

獲
得
は
、
私
た
ち
が
倫
理
的
な
「
反
省
」
を
行
う
た
め
の
新
た
な
基
盤
を
得

る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
間
本
性
に
関
す
る
科

学
理
論
の
収
束
が
、
倫
理
的
な
真
理
に
関
す
る
収
束
を
生
み
出
す
と
考
え
る

こ
と
は
難
し
い
。
彼
は
、
懐
疑
的
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
本
性
に
関
す
る
探

求
が
収
束
す
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
客
観
的
な

倫
理
の
あ
り
方
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
基
礎
づ
け
は
、
二
次

性
質
の
知
覚
が
自
然
世
界
の
あ
り
方
に
直
接
的
に
依
拠
し
て
収
束
す
る
こ

と
と
は
異
な
り
、
何
ら
か
の
倫
理
的
真
理
に
直
接
基
づ
い
た
収
束
で
は
あ
り

え
な
い
。
科
学
の
進
展
は
、
よ
り
多
く
の
世
界
に
関
す
る
知
識
を
提
供
す
る

が
、
倫
理
に
関
し
て
は
む
し
ろ
逆
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
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反
省
が
少
な
い
過
去
の
方
が
数
多
く
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い (W

illiam
s 2006: 155)

。
こ
の
指
摘
に
基
づ
け
ば
、
客
観
的
な
基
盤
の

提
供
が
、
知
識
の
成
立
を
阻
害
す
る
こ
と
が
倫
理
に
関
し
て
認
め
ら
れ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
自
然
科
学
が
私
た
ち
の
本
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

従
来
の
単
純
化
し
た
見
方
が
複
雑
化
し
、
考
慮
対
象
が
増
大
す
る
た
め
、
客

観
的
な
視
座
が
倫
理
的
な
知
識
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
様
な
考

慮
の
可
能
性
に
向
か
う
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。「
倫
理
学

に
お
い
て
、
反
省
は
知
識
を
破
壊
し
う
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
厚
い
倫
理
概

念
と
自
然
科
学
の
関
係
性
を
考
慮
す
る
上
で
は
、
依
然
と
し
て
妥
当
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

６６  

結結
語語 

 

本
稿
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
絶
対
的
構
想
を
通
じ
て
、
道
徳
と
科
学
の

関
係
性
を
検
討
し
た
。
本
稿
の
基
本
的
な
主
張
と
し
て
は
、
厚
い
倫
理
概
念

と
二
次
性
質
の
知
覚
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
想
定
以
上
に
ア
ナ
ロ
ジ

ー
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
科
学
が
倫
理
的
な

考
慮
に
客
観
的
な
基
盤
を
与
え
る
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
同
時
に
、
こ
の
客
観
的
な
基
盤
は
あ
く
ま
で
物
理
世
界
の
在
り
様
に
即

し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
厚
い
倫
理
概
念
が
依
拠
す
る
社
会
的
世
界

に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
倫
理
的
真
理
と
直
接
結
び
つ
い
た
基
盤
で
は
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
。 

「
反
省
は
知
識
を
破
壊
し
う
る
」
と
い
う
、
一
見
す
る
と
逆
説
的
に
聞
こ

え
る
主
張
は
、
本
稿
の
議
論
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
科
学
と
の
接
点
と
い

う
観
点
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
調
さ
れ
る
。
生
命
倫
理
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

自
然
科
学
の
発
展
は
、
こ
れ
ま
で
に
生
じ
な
か
っ
た
新
た
な
倫
理
的
課
題
を

私
た
ち
に
突
き
つ
け
て
き
た
。
同
様
に
、
私
た
ち
の
倫
理
的
考
慮
の
あ
り
方

自
体
も
必
然
的
に
問
い
直
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
問
い
直
し
た
結

果
と
し
て
、
倫
理
は
「
真
理
」
と
無
縁
な
も
の
で
あ
り
、
不
安
定
な
地
盤
の

上
で
熟
慮
を
重
ね
続
け
る
活
動
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
か
も
し
れ
な

い
。
倫
理
と
真
理
と
の
関
係
性
は
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
不
可
欠
の

重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
本
稿
で
の
議
論
の
延
長
上
か
ら
議
論
を
進
め
る
こ

と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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注注 (1) 

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
臆
病
者 (cow

ard)

、
嘘 (lie)

、
残
忍
さ (brutality)

、

感
謝 (gratitude) 
な
ど
を
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る (W

illiam
s 2006: 140)

。 

(2) 

い
か
な
る
探
求
者
も
到
達
可
能
と
い
う
絶
対
的
構
想
の
特
徴
付
け
は
、
絶
対

的
構
想
が
、
科
学
的
探
求
の
収
束
を
待
っ
て
い
る
固
定
的
な
真
な
る
表
象
の

体
系
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
実
際
に
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
が
科
学
的
知
識
の
歴
史
性
を
無
視
し
て
、
何
の
媒
介
も
な
く
、
事

実
と
し
て
の
科
学
的
概
念
が
理
解
可
能
に
な
る
よ
う
な
考
え
を
提
示
し
て

い
る
と
批
判
的
に
評
し
て
い
る (M

cD
ow

ell 1986: 380)

。
し
か
し
、
科
学

的
探
求
に
対
し
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
批
判
す
る
ほ
ど
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が

単
純
な
見
解
を
取
っ
て
い
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。
ム
ー
ア
は
、
絶
対
的
構

想
を
「
唯
一
の
真
な
る
永
遠
の
」
構
想
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
、
こ
の
よ
う

な
批
判
の
源
泉
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
構
想
に
対

す
る
理
解
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
導
け
な
い
と
主
張
し
て

い
る (M

oore 2007: 27)

。 

 

（
こ
た
に
・
と
し
ひ
ろ 

木
更
津
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
） 
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