
環
境
倫
理
学
の
課
題

　
　
　
　
　
－
世
代
を
め
ぐ
っ
て

吉
　
野

貴
好

は
じ
め
に

　
A
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
『
美
徳
な
き
時
代
』
に
お
い
て
、
現
代
は
道

徳
的
混
乱
の
な
か
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
硯
代
人
の
倫
理
感
の
稀
薄

さ
や
欠
如
は
道
徳
の
崩
壊
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
自
己
の
欲
望
の
赴

く
ま
ま
に
行
為
し
て
い
る
観
も
あ
る
。
我
々
は
規
範
を
揖
な
え
ば
恥
一
内

的
制
裁
の
感
情
一
を
感
じ
る
が
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
我
々
が
良
心
を

育
ん
で
き
た
と
い
う
証
で
あ
る
。
現
代
は
数
多
く
の
人
間
が
良
心
を
喪
失

し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
人
類
の
存
続
に
対
し
て
す
ら
義
務
を
感
じ
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
こ
こ
で
、
道
徳
〈
竃
o
邑
〉
と
倫

理
〈
里
葦
〉
と
い
う
術
語
に
若
干
触
れ
て
お
く
。
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト

は
、
倫
理
と
道
徳
の
相
違
が
何
処
に
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
語
源
的
に

反
省
し
て
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ノ
ロ
ジ
カ
と
ア
カ
シ
カ
の
相
違
が

何
処
に
あ
る
か
を
問
う
よ
う
な
も
の
で
無
意
味
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

彼
に
倣
い
、
道
徳
の
学
的
反
省
が
倫
理
学
で
あ
り
、
道
徳
は
善
悪
の
判
断

根
拠
と
な
る
原
理
で
あ
る
、
と
こ
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
但
し
、
道
徳
は

「
㌔
の
た
め
に
善
い
」
と
い
っ
た
付
加
語
的
用
法
で
は
な
く
絶
対
的
な
用

法
と
し
て
、
即
ち
、
普
遍
性
を
も
つ
用
法
と
規
定
し
た
い
。
更
に
道
徳
は

人
間
の
内
面
性
に
関
係
す
る
も
の
と
、
ま
た
習
慣
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た

倫
理
は
人
問
の
共
同
体
に
よ
り
深
く
関
わ
る
も
の
と
規
定
し
た
い
ω
。
）
こ

う
し
た
事
態
は
、
近
代
の
倫
理
観
が
機
能
し
難
く
な
っ
て
い
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
そ
れ
に
代
わ
る
倫
理
観
が
確
立
し
得
な
い
混
乱
期
で
も
あ
る
と
解

釈
で
き
る
。
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
は
1
7
世
紀
に
ま
で
湖
る
宗
教
的
な
基

礎
づ
け
が
没
落
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
倫
理
的
混
乱
を
指
摘
し
て
い
る
。

宗
教
的
伝
統
と
は
、
そ
の
背
後
に
遡
及
し
得
な
い
最
終
根
拠
で
あ
る
神
の

言
葉
（
聖
書
一
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
数
多
く
の
人
達
が
信
仰
を
持
た

な
い
現
代
で
は
、
宗
教
的
伝
統
に
依
拠
し
て
道
徳
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は

知
的
誠
実
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
一
つ
の
宗
教
的
伝
統
に
依
拠

し
た
解
は
他
の
信
仰
者
や
無
宗
教
者
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
道
徳
的
規

範
が
要
請
す
る
普
遍
性
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
も
主
張
し
て
い
る
一
〇
市
・

＜
甲
o
。
」
ω
串
o
。
．
a
一
そ
れ
で
は
、
伝
統
的
な
宗
教
的
基
礎
づ
け
が
そ
の
有

効
性
を
失
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
倫
理
の
基
礎
づ
け
を
何
処
に
求
め
る
の

か
？
一
勿
論
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
は
実
定
化
し
た
宗
教
的
伝
統
の
こ
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と
を
言
っ
て
い
る
で
あ
っ
て
、
真
の
宗
教
に
倫
理
の
基
礎
づ
け
を
求
め
得

な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
吟
味
さ
れ
て
い
な
い

し
、
触
れ
ら
れ
て
も
い
な
い
。
私
自
身
は
、
真
の
宗
教
に
よ
る
道
徳
の
基

礎
づ
け
可
能
性
に
道
を
閉
ざ
し
た
く
は
な
い
。
一
彼
は
、
す
っ
き
り
し
た

解
答
は
出
し
得
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
の
難
問
へ
の
解
明
の
過
程
で
、
人
間

は
み
な
同
じ
よ
う
に
判
断
す
る
と
仮
定
し
て
い
た
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て

は
、
道
徳
を
普
遍
化
で
き
な
い
欠
点
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

唯
一
道
徳
を
基
礎
づ
け
た
カ
ン
ト
の
理
性
に
依
拠
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
基

礎
づ
け
も
、
擬
似
宗
教
的
な
基
礎
づ
け
で
あ
り
、
宗
教
的
基
礎
づ
け
の
世

俗
化
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
人
間
の
本
性
で
あ
る
感
情
、
特
に
同
情
に

道
徳
へ
の
関
係
づ
け
を
行
っ
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
は
、
法
則
は

あ
っ
て
も
、
拘
束
力
と
し
て
の
基
礎
づ
け
が
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
更

に
、
契
約
主
義
は
、
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
道
徳
で
は
な
く
擬
似
道
徳

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
ネ
＜
両
・
o
o
．
員
ω
、
ご
ム
o
。
）

　
と
こ
ろ
で
、
拙
稿
の
主
題
は
、
こ
う
し
た
混
乱
す
る
倫
理
め
基
礎
づ
け

を
何
処
に
求
め
る
か
と
か
、
倫
理
の
原
理
・
原
則
を
聞
い
直
す
と
か
、
ま

た
道
徳
諸
構
想
の
前
提
を
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
と
か
が
第
一
義
的
と
言

う
訳
で
は
な
い
。
先
ず
、
何
故
倫
理
を
何
処
に
も
基
礎
づ
け
得
な
い
ほ
ど

に
倫
理
的
混
乱
が
生
じ
た
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
次
に
、
倫
理
の
原
理
・

原
則
を
問
い
直
さ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
を
齋
し
た
現
代
の
シ
ス
テ
ム
の
何

処
が
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
如
何
な
る
対
応
が
あ
る
か
で

あ
る
。
第
一
の
問
い
に
対
し
て
は
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
既
成
の
倫
理
学
で
は
対
応
で
き
な
い
事
態
が
出
現
し
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。
一
ネ
＜
目
ω
」
N
一
つ
ま
り
、
自
然
観
や
社
会
的
意
識
の
変

化
を
惹
起
す
る
と
こ
ろ
の
技
術
の
進
歩
及
び
そ
の
結
果
に
よ
つ
て
、
従
来

に
は
な
い
位
置
価
値
を
獲
得
し
た
事
態
や
、
現
代
に
な
っ
て
特
に
重
要
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
態
の
故
で
あ
る
。
例
え
ば
、
脳
死
や
臓
器
移

植
、
安
楽
死
、
ク
ロ
ー
ン
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ま
た
動
物
の
権
利
、
地

球
環
境
、
次
世
代
へ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
我
々
の
責
任
等
々
の
事
態

で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
の
諸
課
題
に
応
答
し
よ
う
と
し
て
、
一
九
七
〇

年
代
の
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
生
ま
れ
た
新
し
い
槻
念
が
、
応
用
倫
理
学

（
岩
呂
＆
①
巨
o
ω
一
で
あ
る
。
現
実
の
社
会
が
投
げ
か
け
て
い
る
緊
急
の
諸
課

題
は
、
前
掲
の
よ
う
に
、
生
命
、
情
報
そ
し
て
環
境
等
々
で
あ
る
。
従
っ

て
、
生
命
倫
理
、
情
報
倫
理
、
そ
し
て
環
境
倫
理
等
々
の
応
用
倫
理
学
が

要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
応
用
倫
理
学
が
眼
前
の
問
題
を
解
消
で
き

る
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
近
代
倫
理
学
の
枠
組
み
及
び
ス
テ
イ
ル

メ
ン
ト
を
克
服
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
拙
稿
の
主
題
は
、
倫
理

学
の
原
理
・
原
則
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、
日
常
生
活
上
新
た
に
出

来
し
た
事
態
の
考
察
を
通
し
て
、
従
来
の
価
値
や
倫
理
を
捉
え
な
お
す
と

こ
ろ
の
応
用
倫
理
学
、
特
に
環
境
倫
理
学
の
幾
つ
か
の
課
題
を
考
究
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
第
二
の
白
問
は
必
然
的
に
自
答
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
新
た
な
倫
理
学
の
契
機
も
生
じ
る
か

と
田
讐
つ
。一

二
環
境
倫
理
学
と
は
何
か
？

　
既
述
の
よ
う
に
、
人
類
の
眼
前
に
は
そ
の
生
存
の
可
能
性
を
否
定
し
か

ね
な
い
諸
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
地
球
環
境
問
選
を
中
心
と
し
て
そ
れ
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と
リ
ン
ク
し
た
人
口
増
加
問
題
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
枯
渇
問
題
、
食
糧
不
足
問

題
等
々
解
決
の
方
向
性
が
見
え
て
こ
な
い
諸
課
題
が
あ
る
。
オ
ゾ
ン
層
破

壊
、
温
暖
化
、
ゴ
ミ
問
題
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
等
々
数
多
く
の
汚
染
の
事
実

が
次
々
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
地
球
環
境
は
ガ
イ
ア
理
論
②
が
磯
能
し
な

く
な
る
ほ
ど
の
環
境
汚
染
に
犯
さ
れ
て
い
る
。
一
」
う
し
た
事
態
へ
の
対
応

策
と
し
て
は
具
体
的
な
問
題
解
消
を
実
施
す
る
実
務
レ
ベ
ル
一
政
策
一
と

そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
精
神
的
レ
ベ
ル
（
倫
理
一
と
が
考
え
ら
れ
る
。
当
然

両
者
は
環
境
問
題
と
し
て
一
括
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
議
論

上
仮
設
的
に
こ
の
よ
う
に
環
境
問
題
を
分
類
す
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ

る
。
前
者
は
地
球
環
境
の
限
界
を
数
量
的
に
提
示
し
、
そ
れ
に
則
っ
て
車

の
排
ガ
ス
規
制
、
フ
ロ
ン
ガ
ス
の
使
用
禁
止
、
汚
染
物
質
の
不
法
投
棄
禁

止
等
々
を
環
境
倫
理
の
立
場
か
ら
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
環
境

問
題
を
人
間
の
精
神
的
危
機
と
認
識
し
、
近
代
の
バ
ラ
ダ
イ
ム
を
倫
理
レ

ベ
ル
で
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
後
者
を
扱
う
。

　
さ
て
、
事
実
か
ら
価
値
が
抽
象
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
地
球
環
境

汚
染
の
事
実
に
問
題
意
識
を
有
す
る
こ
と
は
、
そ
の
背
景
に
一
定
の
価
値

判
断
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ま
ま
で
善
い

の
か
と
い
う
人
間
生
活
の
在
り
方
、
人
生
の
目
標
、
そ
し
て
倫
理
の
原

理
・
原
則
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
広
義

に
は
、
環
境
倫
理
学
（
g
亭
昌
昌
g
邑
g
巨
g
一
と
は
「
我
々
の
価
値
判
断

を
支
え
る
様
々
な
思
想
的
要
因
に
つ
い
て
の
研
究
」
③
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
狭
義
に
は
、
地
球
環
境
問
題
に
直
面
し
、
そ
こ
に
近
代
ま
で
の
倫
理

学
で
は
解
消
不
能
な
倫
理
的
問
題
を
発
見
し
、
必
要
と
さ
れ
る
新
た
な
倫

理
を
体
系
化
す
る
学
問
で
あ
る
と
い
い
得
る
か
と
思
う
。

　
環
境
倫
理
の
源
流
は
ア
メ
リ
カ
自
然
保
護
思
想
に
潮
れ
る
。
一
九
世
紀

の
超
絶
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
ラ
ル
フ
・
エ
マ
ー
ソ
ン
（
『
ネ
イ
チ
ュ

ア
ー
』
一
や
ヘ
ン
リ
ー
・
ソ
ロ
ー
一
『
森
林
の
生
活
』
一
、
次
に
一
九
四
〇

年
代
に
『
野
生
の
歌
が
聞
こ
え
る
』
に
お
い
て
生
態
学
の
立
場
か
ら
人
間

と
自
然
一
土
地
一
と
の
規
範
（
「
土
地
倫
理
（
一
彗
ま
彗
9
）
」
一
を
訴
え
た

「
環
境
倫
理
学
の
父
」
と
も
言
わ
れ
る
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
、
そ
し
て

一
九
六
〇
年
代
、
D
D
T
に
よ
る
生
態
系
の
破
壊
に
警
告
し
生
物
多
様
性

の
保
全
の
意
義
を
訴
え
た
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
『
沈
黙
の
春
』

等
々
を
契
機
と
し
て
、
環
境
倫
理
学
が
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
ω
。
未
だ

そ
の
普
遍
的
な
原
理
は
構
築
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
⑤
、
環
境
倫

理
学
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
三
点
で
あ
る
、
と
加
藤
尚
武
氏
は
述
べ

て
い
る
。

　
1
自
然
の
生
存
権
の
問
題
　
－
　
人
間
だ
け
で
な
く
、
生
物
の
種
、
生

　
　
　
　
　
　
態
仙
系
、
景
観
な
ど
に
も
生
存
の
権
利
が
あ
る
の
で
勝

　
　
　
　
　
　
手
に
そ
れ
を
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
1
世
代
間
倫
理
の
問
題
　
－
　
現
在
の
世
代
は
、
未
来
の
世
代
の
生
存

　
　
　
　
　
　
　
可
能
性
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
。

　
皿
地
球
全
体
主
義
－
　
地
球
の
生
態
系
は
開
い
た
宇
宙
で
は
な
く
閉

　
　
　
　
　
　
　
じ
た
世
界
で
あ
る
㈹
。

　
環
境
倫
理
の
問
題
を
こ
れ
ら
三
点
に
絞
り
込
む
こ
と
は
、
環
境
倫
理
の

問
題
の
広
が
り
を
捉
え
そ
こ
な
う
危
険
は
あ
る
が
ω
、
こ
れ
ら
三
点
は
相

互
に
連
関
し
な
が
ら
問
題
を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　
以
下
加
藤
氏
に
よ
る
環
境
倫
理
学
の
主
張
や
原
則
を
踏
ま
え
、
提
示
さ

れ
た
三
分
類
の
う
ち
主
と
し
て
S
・
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
や
H
・
ヨ
ー
ナ
ス
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等
々
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
世
代
間
倫
理
一
巨
①
握
g
①
冒
ま
邑
①
旨
一
呈
に

焦
点
を
当
て
て
論
を
進
め
た
い
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
で
当
初
設

定
し
た
第
二
の
問
い
に
応
答
で
き
る
、
即
ち
、
現
代
人
が
金
科
玉
条
の
よ

う
に
信
奉
し
て
い
る
自
由
民
主
主
義
や
個
人
主
義
と
い
っ
た
決
定
シ
ス
テ

ム
に
構
造
的
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
⑧
。
ま
た
、
現
代
倫
理
学

の
関
心
事
で
あ
る
分
配
の
問
題
に
も
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
一
）
相
互
性
と
共
時
性

　
D
・
H
・
メ
ド
ウ
ズ
等
に
よ
る
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
・
レ
ポ
ー
ト
『
成
長
の

限
界
』
（
一
九
七
二
一
は
、
現
状
の
ま
ま
人
口
増
加
と
大
量
消
費
が
継
続
す

れ
ば
、
地
球
上
の
有
限
な
資
源
が
枯
渇
し
、
環
境
の
限
界
を
越
え
た
破
壊

が
進
行
す
る
、
と
警
告
し
た
。
彼
等
の
未
来
予
測
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ

る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
で
あ
っ
て
、
単
な
る
傾
向
予
測
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
地
球
は
開
か
れ
た
世
界
で
は
な
く
有
限
で
あ
る
こ
と
の
認

識
を
齋
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
不
可
逆
的
な
資
源
の
枯
渇
や
環
境
破

壊
は
そ
の
ま
ま
未
来
世
代
の
生
存
に
関
わ
る
。
現
状
は
、
現
在
世
代
に
よ

る
未
来
世
代
へ
の
犯
罪
が
進
行
中
と
も
言
え
る
。
そ
れ
故
、
現
在
世
代
は

未
来
世
代
に
対
し
て
生
存
保
証
の
義
務
を
負
う
と
い
う
世
代
問
倫
理
の
発

想
が
生
ま
れ
る
。
で
は
、
世
代
間
倫
理
は
可
能
か
一
或
い
は
成
立
す
る

か
一
？

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ポ
リ
ス
の
倫
理
は
、
自
然
の
目
的
論
的
秩
序
か
ら

導
出
さ
れ
る
対
人
関
係
の
倫
理
で
あ
っ
た
。
人
間
の
本
性
を
「
万
人
の
万

人
に
対
す
る
戦
い
」
と
し
た
ホ
ッ
プ
ス
で
は
、
人
間
同
士
が
こ
の
状
態
に

陥
ら
な
い
た
め
の
戒
律
が
倫
理
で
あ
り
、
そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
が
国
家

で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
根
本
方
式
は
「
君
の
意
志
の
格
率
が

常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
得
る
よ
う
に
行
為
せ

よ
」
で
あ
っ
た
。
人
間
同
士
の
相
互
性
（
H
8
号
8
0
ξ
一
が
倫
理
の
原
型
で

あ
る
。
（
篶
o
骨
◎
o
身
は
杜
会
学
や
文
化
人
類
学
で
は
互
酬
性
と
訳
さ
れ

る
。
A
が
B
に
資
源
と
か
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
し
た
場
合
、
B
は
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
返
報
を
す
る
義
務
を
負
い
、
か
つ
履
行
す
る
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
）
ま
た
「
わ
れ
わ
れ
な
る
わ
れ
、
わ
れ
な
る
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う

意
識
に
依
拠
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
的
関
係
も
、
人
問
間
で
成
立
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
倫
理
観
を
端
的
に
反
省
し

て
み
て
も
次
の
二
点
が
理
解
さ
れ
る
。

　
第
一
点
は
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
も
「
相
互
主
観
的
要
求
構
造
に
身

を
置
か
な
い
態
度
は
決
し
て
道
徳
的
で
は
な
い
」
一
＜
甲
ω
・
寒
）
と
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
倫
理
が
相
互
主
観
的
な
視
点
か
ら
提
え
ら
れ
て
い
る
。

人
と
人
と
の
相
互
性
の
倫
理
学
で
あ
る
。
但
し
、
そ
こ
に
は
人
と
白
然
と

の
関
係
と
い
う
発
想
は
な
い
。
そ
れ
故
、
人
間
と
人
間
以
外
の
生
物
や
自

然
と
の
倫
理
関
係
は
存
在
し
て
い
な
い
。
人
間
に
の
み
生
存
権
が
あ
り
、

自
然
に
は
道
具
的
価
値
以
外
如
何
な
る
内
在
的
価
値
を
も
見
出
さ
な
い
人

間
中
心
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
ま
さ
に
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
自
然
は

「
強
要
し
て
自
分
の
問
い
に
答
え
さ
」
⑨
せ
る
対
象
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ

て
、
極
論
す
れ
ば
、
人
間
の
生
存
権
を
守
る
た
め
に
は
自
然
破
壊
が
肯
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
が
前
提
さ
れ
て
い
る
限
り
、

地
球
環
境
破
壊
は
止
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
環
境
破
壊
や
資
源
枯
渇

と
い
っ
た
新
た
に
発
生
し
た
事
態
に
よ
っ
て
、
人
間
と
自
然
を
架
橘
す
る
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倫
理
の
要
請
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
に
自
然
の
生
存
に
対
し
義
務
を
負
う
と

い
う
環
境
倫
理
学
の
契
機
が
あ
る
Ω
。
。

　
次
に
、
第
一
点
と
関
連
し
て
、
第
二
点
は
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
が

「
カ
ン
ト
倫
理
学
の
よ
う
に
、
か
つ
て
大
多
数
の
倫
理
学
は
、
同
時
代
に

生
き
て
い
る
人
々
と
の
相
互
主
観
性
の
な
か
で
役
割
を
演
じ
て
い
る
よ
う

な
規
範
の
み
を
熟
慮
し
て
き
た
」
（
＜
甲
ω
二
N
一
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
近
代
以
降
の
倫
理
学
は
同
世
代
性
・
同
時
代
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
相
互
主
観
か
ら
生
ま
れ
る
規
範
が

機
能
す
る
の
は
、
同
一
共
同
体
内
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
共
同
体
に
は

未
来
世
代
は
現
存
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
現
在
世
代
と
未
来
世
代
と
の

関
係
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
倫
理
の
原
理
で
は
ま
っ
た
く
解

消
し
得
な
い
子
孫
や
未
来
世
代
に
対
す
る
責
任
と
義
務
の
理
念
も
生
ま
れ

る
ω
。
倫
理
の
本
質
は
拘
束
力
に
あ
る
が
、
同
一
共
同
体
内
で
の
相
互
性

に
依
拠
す
る
人
格
間
の
拘
束
力
を
持
つ
意
志
決
定
一
例
え
ば
、
約
束
、
契

約
、
投
票
、
訴
訟
、
立
法
ぎ
・
一
は
常
に
現
在
の
同
意
に
基
づ
く
。
従
っ

て
、
「
近
代
的
な
決
定
シ
ス
テ
ム
は
、
現
在
性
と
い
う
在
り
方
に
向
け
て
完

成
し
つ
つ
あ
る
」
ω
以
上
、
未
来
世
代
は
存
在
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、

現
在
の
意
志
決
定
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
存
在
し
て
い
な
い
世

代
と
の
合
意
は
不
可
能
で
あ
る
。
時
系
列
で
言
え
ば
、
近
代
以
降
か
ら
現

代
ま
で
の
民
主
主
義
と
い
う
意
志
決
定
シ
ス
テ
ム
は
、
近
代
以
前
の
通
時

性
の
シ
ス
テ
ム
に
対
し
、
共
時
性
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
言
え
る
。
近
代

以
前
か
ら
近
代
へ
の
移
行
の
特
徴
は
こ
の
時
性
シ
ス
テ
ム
の
相
違
で
提
示

さ
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
今
日
の
環
境
問
題
が
胚
胎
し
た
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
相
互
性
・
共
時
性
の
シ
ス
テ
ム
は
環
境
倫
理
の
立
場
か
ら

見
れ
ば
、
地
球
空
間
が
個
人
や
組
織
の
活
動
に
影
響
さ
れ
な
い
ほ
ど
の
ほ

ぼ
無
限
大
の
空
間
で
あ
る
と
い
う
無
限
主
義
を
前
提
に
し
て
成
り
立
つ
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
環
境
倫
理
学
の
原
則
は
次
の
よ
う
に
表

現
さ
れ
る
。

　
①
地
球
の
生
態
系
と
言
う
有
限
空
間
で
は
、
原
則
と
し
て
全
て
の
行
為

　
　
は
他
者
へ
の
危
害
の
可
能
性
を
持
つ
の
で
、
倫
理
的
統
制
の
下
に
お

　
　
か
れ
、

　
②
未
来
の
世
代
の
生
存
条
件
を
保
証
す
る
と
い
う
責
任
が
現
在
の
世
代

　
　
に
あ
る
以
上
、

　
③
資
源
、
環
境
、
生
物
種
、
生
態
系
な
ど
未
来
世
代
の
利
害
に
関
係
す

　
　
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
人
間
は
白
己
の
現
在
の
生
活
を
犠
牲
に
し
て

　
　
も
、
保
存
の
完
全
義
務
を
負
う
o
3
。

　
こ
の
原
則
の
前
提
は
、
従
来
の
地
球
環
境
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
転
換
を
迫
る
有
限
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
既
に
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
ま
で
浸
透
し
て
社
会
化
さ
れ
、
一
切
の
道
徳
諸
構
想
の
中
核
と
な
っ

て
い
る
「
黄
金
律
」
一
「
何
事
で
も
人
々
か
ら
し
て
ほ
し
い
と
望
む
こ
と
は
、

人
々
に
も
そ
の
通
り
に
せ
よ
↑
マ
タ
イ
福
音
書
メ
N
）
の
否
定
乃
至
変
更

を
迫
る
も
の
が
あ
る
。
（
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
の
否
定
乃
至
修
正

に
も
通
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
更
に
、
こ
の
原
則
は
、
現
代
世
界
の
主

流
と
な
っ
て
い
る
自
由
民
主
主
義
と
い
う
意
志
決
定
シ
ス
テ
ム
の
変
革
も

要
請
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
黄
金
律
か
ら
導
出

さ
れ
る
規
則
は
、
第
一
に
、
他
者
を
傷
つ
け
な
い
規
則
一
他
者
危
害
排
除

の
原
則
一
消
極
的
義
務
）
、
第
二
に
、
他
者
を
助
け
る
規
則
一
他
者
救
済
の

原
則
一
積
極
的
義
務
一
、
第
三
に
、
嘘
を
つ
い
た
り
、
約
束
を
破
っ
た
り
し
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な
い
と
い
う
通
常
否
定
的
な
規
則
に
数
え
ら
れ
る
共
同
体
的
規
則
で
あ
る
。

一
ネ
く
貝
ω
、
お
一
そ
こ
で
次
に
、
民
主
主
義
の
基
幹
で
あ
る
自
由
主
義
の

原
則
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
空
問
と
資
源
は
ほ
ぼ
無
限
で
あ
る
と
い

う
無
限
主
義
を
前
提
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

　
①
判
断
能
力
を
も
つ
成
人
は
、

②
自
己
の
生
命
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
「
自
分
の
も
の
」
。
に
つ
い
て
、

　
③
他
者
に
危
害
を
加
え
な
い
限
り
で
、

　
④
た
と
え
結
果
と
し
て
当
人
の
不
利
益
に
な
る
場
合
で
も
、

　
⑤
自
己
決
定
の
権
利
を
持
つ
。
ω

　
そ
の
核
心
は
黄
金
律
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
他
者
危
害
排
除
」
の
原
理
で

あ
り
、
自
己
決
定
権
で
あ
る
。
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
限
り
、
個
人
は

何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
物
の
使
い
捨
て

も
、
白
然
破
壊
も
個
人
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
自
己
決
定
権
を
中
心
に
据

え
た
個
人
主
義
の
態
度
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
理
が
齋
し
た
結

果
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
化
石
燃
料
の
枯
渇
は
目
前
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
し
、
核
廃
棄
物
、
ゴ
ミ
焼
却
に
よ
る
生
物
に
有
害
な
デ
イ
オ
キ
シ

ン
汚
染
、
生
殖
異
常
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
環
境
ホ
ル
モ
ン
、

排
ガ
ス
に
よ
る
温
暖
化
、
そ
し
て
オ
ゾ
ン
層
破
壊
に
よ
る
皮
膚
ガ
ン
の
惹

起
等
々
で
あ
る
。
自
己
決
定
権
を
排
除
で
き
な
い
以
上
、
問
題
は
他
者
へ

の
危
害
が
生
じ
る
範
囲
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
危
害
が
生
じ
な
い
た
め

に
は
地
球
空
間
が
無
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
地
球
空
間
は
有

限
で
あ
る
。
未
来
世
代
を
含
め
た
人
々
を
幸
福
に
齋
す
と
思
い
い
込
ん
で
い
た

進
歩
思
想
と
相
侯
っ
て
、
黄
金
律
か
ら
導
出
さ
れ
る
自
由
民
主
主
義
は
、

未
来
世
代
ば
か
り
か
現
代
世
代
奄
の
生
存
ま
で
も
脅
か
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
他
者
に
迷
惑
が
及
ば
な
い
限
り
何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
ほ
ど
地
球

空
間
は
無
限
で
は
な
か
っ
た
。
地
球
環
境
は
現
代
人
の
野
放
図
な
活
動
を

許
容
す
る
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
の
限
界
を
越
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
パ

イ
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
世
代
が
豊
か
に
な
れ
ば
そ
れ

だ
け
未
来
世
代
が
貧
し
く
な
る
と
い
う
構
造
の
下
で
は
、
進
歩
は
許
容
さ

れ
な
い
事
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
葛
藤
が
生
じ
る
。
自
然
利
用
を
一

切
認
め
な
け
れ
ば
、
現
在
世
代
は
存
続
で
き
な
い
。
当
然
未
来
世
代
は
地

上
に
出
現
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
人
間
的
自
由
と
平
等
を
主
張
す
る

民
主
主
義
を
放
灘
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
経
済
成
長
に
未
来
を
託
し
て
い
る

現
代
が
進
歩
主
義
を
放
棄
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
環
境
に
優
し
い
太
陽
光
や

風
力
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
切
を
頼
り
、
資
源
は
全
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
と

い
う
経
済
活
動
の
停
滞
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
人
々
は
満
足
す
る
だ
ろ
う
か
？
事

態
は
深
刻
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
原
則
は
人
間
の
人
問
に
対
す
る
意
識
変
化
も
齋
ら
し
た
。

つ
ま
り
、
他
者
危
害
排
除
を
掲
げ
な
が
ら
、
危
害
を
受
け
て
い
る
者
へ
の

強
烈
な
ま
で
の
無
関
心
を
引
き
起
こ
し
た
。
危
害
を
受
け
て
い
る
も
の
は

見
殺
し
で
あ
る
。
ま
た
、
白
己
の
権
利
の
主
張
に
終
始
し
責
任
を
放
棄
す

る
体
質
を
蔓
延
さ
せ
た
。
青
少
年
の
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
凶
悪
犯
罪
や

限
界
を
越
え
た
い
じ
め
、
社
会
の
指
導
的
な
立
場
に
あ
る
も
の
た
ち
の
自

己
保
身
や
責
任
転
嫁
等
々
は
こ
の
こ
と
の
端
的
な
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
？
民
主
主
義
は
、
「
異
な
る
世
代
間
に
ま
た
が
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
機
能
し
な
い
」
㈹
だ
け
で
な
く
、

同
世
代
・
同
時
代
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て

も
権
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
（
特
に
、
個
人
差
を
無
視
し
国
民
全
体
の
水
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準
を
画
一
的
に
押
し
上
げ
よ
う
と
し
て
、
機
会
の
公
平
だ
け
で
な
く
結
果

の
平
等
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
戦
後
日
本
民
主
主
義
の
弊
害
は
破
滅
的
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
元
厚
生
官
僚
が
、
日
本
を
世
界
で
唯
一
共
産
主
義
が

成
功
し
た
国
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
に
私
は
同
意
す
る
。
一
で
は
、
民
主
主
義

は
破
綻
し
た
の
か
？
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
主
主
義
に
変
わ
り
う
る

シ
ス
テ
ム
は
あ
る
の
か
？

　
地
球
環
境
を
有
限
と
み
な
す
か
無
限
と
み
な
す
か
の
前
提
の
受
容
に

よ
っ
て
事
態
は
ま
っ
た
く
逆
の
結
果
と
な
る
。
環
境
に
関
す
る
有
限
主
義

と
無
限
主
義
の
問
題
は
、
人
生
の
最
大
の
謎
で
あ
る
全
体
と
個
の
関
係
に

ま
で
行
き
着
く
と
思
わ
れ
る
。
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
用
い
ず
に
現
代
生
活

は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
現
状
を
座
視
す
れ
ば
確
実
に
事
態
は
更
に
悪
化

し
、
破
局
へ
と
向
か
う
。
如
何
す
る
か
？
環
境
問
題
の
解
消
の
た
め
に
、

そ
れ
は
未
来
世
代
の
生
存
を
保
証
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
近
代
以
前
の

通
時
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
封
建
制
に
移
行
す
れ
ば
よ
い
か
。
だ
が
そ
れ
は

と
て
も
現
実
的
と
は
思
え
な
い
。
先
ず
、
個
人
の
自
由
を
尊
重
し
な
く
て

善
い
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
個
人
の
自
由
を
全
体
に
埋
没
さ
せ

る
、
つ
ま
り
自
分
の
人
生
を
生
き
る
の
で
は
な
く
全
体
の
た
め
に
生
き
る

こ
と
に
な
る
。
自
分
の
こ
と
と
し
て
捉
え
た
と
き
に
、
自
己
決
定
権
一
切

の
放
棄
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
信
仰
の
道
に
生
き
る
以

外
に
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
だ
が
、
現
実
は
信
仰
か
ら
乖
離
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
明
確
な
身
分
制
度
を
受
容
で
き
る
だ
ろ
う

か
？
自
由
、
平
等
、
そ
し
て
機
会
の
均
等
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
人
問
と

し
て
生
ま
れ
た
こ
と
の
否
定
に
な
ら
な
い
か
？
そ
れ
で
は
、
計
画
経
済
を

世
界
的
規
模
に
拡
大
し
て
共
産
主
義
国
家
に
よ
る
統
制
は
如
何
か
？
そ
の

場
合
に
は
、
環
境
破
壊
が
も
っ
と
も
進
ん
だ
旧
ソ
連
邦
の
現
実
を
反
省
す

る
必
要
が
あ
る
。
環
境
聞
題
の
深
刻
さ
は
、
人
間
の
自
由
を
犠
牲
に
し
な

い
限
り
成
立
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
、
従
来
の
近
代
倫
理
学
の
発
想
で

は
環
境
問
題
・
世
代
間
倫
理
の
問
題
は
解
消
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
三
）
世
代
聞
倫
理
と
正
義
論

　
世
代
聞
倫
理
は
、
や
が
て
く
る
世
代
に
ど
ん
な
環
境
を
残
す
べ
き
か
、

と
い
う
倫
理
で
あ
る
。
地
球
環
境
が
有
限
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
つ
と
、

現
在
世
代
と
未
来
世
代
と
の
間
に
利
害
関
係
が
生
じ
る
。
現
在
世
代
が
資

源
を
消
費
す
れ
ば
未
来
世
代
は
そ
の
分
消
費
で
き
な
く
な
る
。
現
在
世
代
が

核
廃
棄
物
や
有
毒
化
学
物
質
を
残
せ
ば
、
未
来
世
代
が
そ
れ
ら
を
引
き
継

ぐ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
満
足
の
総
和
が
未
来
世
代
を
含
め
た
個
々
人

に
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
る
か
、
と
い
う
正
義
と
配
分
に
関
わ
る
問
題
で

も
あ
る
。
未
来
世
代
と
の
相
互
性
が
可
能
と
す
れ
ば
、
契
約
主
義
の
問
題

で
も
あ
る
。
だ
が
、
契
約
相
手
が
そ
の
場
に
い
な
く
て
契
約
が
成
立
す
る

だ
ろ
う
か
？
ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
未
来
世
代
が
現
在

と
同
じ
善
き
生
活
の
概
念
を
持
っ
か
ど
う
か
の
予
見
は
不
可
能
で
あ
る
か

ら
、
未
来
世
代
が
現
在
の
社
会
理
想
を
共
有
す
る
と
言
え
な
い
し
、
そ
れ

故
、
現
在
世
代
と
同
じ
権
利
を
有
す
る
と
は
言
え
な
い
㏄
。
即
ち
、
世
代

間
倫
理
の
論
証
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
S
・
フ
レ
チ
ェ
ツ
ト
は
、
恩
と
義
務
の
概
念
及
び
ロ
ー

ル
ズ
の
原
初
状
態
を
用
い
て
世
代
間
倫
理
の
成
立
を
試
み
る
。
彼
女
は
、

顕
在
的
な
相
互
性
は
必
要
条
件
で
は
な
い
と
し
て
、
未
来
世
代
は
我
々
が
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恩
義
を
感
じ
て
い
る
過
去
の
人
々
の
代
理
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で

世
代
問
倫
理
の
成
立
を
目
指
す
岬
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
こ
と
と

も
関
連
は
し
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
彼
女
の
ロ
ー
ル
ズ
の
「
正
議

論
」
へ
の
援
用
を
考
察
し
た
い
。
ロ
ー
ル
ズ
は
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」

に
立
脚
し
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
配
慮
し
な
い
古
典
的
功
利
主
義
は
杜
会

福
祉
の
増
大
は
目
指
し
て
も
そ
の
分
配
の
正
義
を
問
お
う
と
し
な
か
っ
た

と
批
判
し
て
、
社
会
契
約
説
の
伝
統
に
依
拠
し
つ
つ
分
配
の
正
義
の
問
題

に
取
り
組
ん
だ
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
旧
来
σ
契
約
説
の

「
白
然
状
態
」
に
倣
っ
て
「
原
初
状
態
（
O
紺
｛
冒
与
o
葦
昌
一
」
を
設
定
す

る
。
先
ず
、
彼
が
読
み
替
え
た
契
約
説
と
は
、
社
会
に
帰
属
す
る
合
理
的

な
諸
個
人
は
一
つ
の
共
同
的
行
為
に
お
い
て
共
に
正
義
・
不
正
義
の
基
準

を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
仮
定
す
る
。
す
る
と
彼
等
は
正
義
に

つ
い
て
の
自
ら
の
考
え
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
こ
の
よ
う
な

決
定
は
、
誰
も
社
会
に
お
け
る
自
分
の
地
位
を
知
ら
ず
、
生
ま
れ
つ
き
の

才
能
や
能
力
の
配
分
に
お
い
て
自
分
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
さ

え
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
す
る
、
適
切
に
定
義

さ
れ
た
始
原
状
態
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
O
｛
。
」
端
的
に

言
え
ば
、
原
初
状
態
と
は
、
自
由
で
平
等
な
人
々
が
、
自
ら
の
杜
会
の
根

本
的
ル
ー
ル
を
予
め
取
り
決
め
る
た
め
の
討
議
の
場
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
原
初
状
態
が
有
す
る
幾
つ
か
の
特
徴
の
一
つ
は
、
情
報
で
あ
る
。

「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
誰
も
ど
の
社
会
階
級
に
属
す
る
か
と
か

ど
の
程
度
資
産
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
偶
然
的
な
事
情
に
よ
っ
て
、
利

益
を
得
た
り
不
利
益
を
・
」
う
む
っ
た
り
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
㈹
。
」
彼
は

情
報
に
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
被
せ
る
こ
と
で
、
公
正
を
保
証
し
ょ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
「
正
義
の
諸
原
理
は
、
無
知
の
ヴ
エ
ー
ル
の
背
後
で
選
択

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
諸
原
理
の
選
択
に
お
い
て
、
自
然
の
運
あ
る
い

は
杜
会
環
境
の
偶
然
性
の
結
果
に
よ
っ
て
誰
に
も
有
利
に
も
不
利
に
も
な

ら
な
い
こ
と
を
、
保
証
す
る
。
す
べ
て
の
人
が
同
様
な
状
況
に
存
在
し
て

お
り
、
だ
れ
も
自
分
に
特
有
な
状
態
に
都
合
の
よ
い
諸
原
理
を
立
案
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
正
義
の
諸
原
理
は
公
正
な
合
意
あ
る
い
は
交
渉

の
結
果
で
あ
る
仰
。
」
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
無
知
の
べ
ー
ル
の
も
と

で
の
選
択
を
援
用
し
て
自
ら
の
世
代
間
倫
理
の
成
立
を
説
明
す
る
。
つ
ま

り
、
人
間
が
原
初
状
態
に
あ
れ
ば
、
自
分
が
ど
ん
な
世
代
に
属
し
て
い
る

か
わ
か
ら
ず
、
こ
の
無
知
の
べ
ー
ル
の
下
で
人
問
が
従
い
得
る
唯
一
の
道

徳
原
理
は
、
一
切
の
世
代
が
平
等
の
権
利
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
女
及
び
ロ
ー
ル
ズ
の
理
論
に
対
し
て
は
様
々
な

反
論
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
は
正
議
論
を
一
般

的
理
論
で
は
な
く
、
実
践
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
正
義
に
限
定
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
利
益
共
同
体
に
限
定
さ
れ
る
理
論
と
限
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
実
践
に
参
加
し
な
い
限
り
は
、
自
ら
が

帰
属
す
る
共
同
体
以
外
の
共
同
体
で
は
別
の
正
義
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
正
義
（
或
い
は
、
道
徳
一
が
だ
れ
に
で
も
（
未
来
世
代
に
も
一
妥
当

す
る
の
で
は
な
く
、
相
対
的
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
は
見

落
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
初
状
態
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ

る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
自
ら
が
置
か
れ
た
状
態
や
欲
求
が
分
か
ら

な
く
て
、
ど
う
し
て
平
等
を
欲
求
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

原
初
状
態
と
は
何
も
望
ん
で
は
い
け
な
い
状
態
な
の
に
、
公
平
を
望
む
こ

と
は
矛
盾
で
あ
る
ω
。
更
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
功
利
主
義
の
「
最
大
多
数
の

・
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最
大
幸
福
」
の
矛
眉
を
指
摘
し
て
新
た
な
公
平
と
し
て
の
正
義
を
、
契
約

説
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
提
唱
し
た
が
、
人
間
が
利
己
的
で
あ
る
こ
と
を

前
提
に
し
な
い
で
倫
理
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
さ
る
か
、
と
い
う
功
利
主

義
か
ら
の
反
論
も
あ
る
㈱
。
更
に
、
誰
も
が
平
等
と
無
知
の
な
か
に
い
る

と
仮
定
さ
れ
た
状
態
で
、
誰
も
が
相
互
に
取
り
決
め
る
観
念
上
の
契
約
を

道
徳
一
或
い
は
、
正
義
一
の
原
理
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
一
ネ
＜
団
φ
S
一
そ
こ
で
は
道
徳
が
も
つ
普
遍
性
が
欠
落
し
て
し
ま
う
。

ロ
ー
ル
ズ
自
身
原
初
状
態
に
お
け
る
合
理
的
選
択
と
い
う
モ
デ
ル
に
対
し

て
、
「
正
義
論
を
合
理
的
選
択
の
一
分
野
と
し
て
特
徴
づ
け
た
こ
と
が
誤
り

で
あ
っ
た
」
㈱
と
反
省
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
の
理
論
の

前
提
が
崩
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
女
の
世
代
間
倫
理
は
成
立

し
難
い
。
し
か
し
、
非
難
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
で
は
あ
る

が
、
自
分
の
利
害
や
生
命
の
こ
と
に
な
る
と
血
相
を
変
え
る
現
代
に
あ
っ

て
、
未
来
世
代
の
権
利
を
人
事
で
は
な
く
捉
え
る
姿
勢
は
評
価
さ
れ
て
も

善
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
ま
た
、
現
存
し
て
い
な
い
世
代
の
生
存
権

の
保
証
を
考
え
る
契
機
は
提
供
し
た
と
思
う
。

（
四
）
終
わ
り
に

　
世
代
間
倫
理
に
対
し
て
極
め
て
多
様
な
反
論
が
あ
る
。
既
に
触
れ
た

ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
現
在
世
代
と
未
来
牲
代
が
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
世
代
間
倫
理
は
論
証
不
能
と
し
た
。
実
際
、
未
来

世
代
は
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
用
性
な
ど
認
め
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い

し
、
核
汚
染
物
質
や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
有
害
化
学
物
質
を
有
効
と
認

め
て
い
る
可
能
性
も
な
い
訳
で
は
な
い
。
い
く
ら
将
来
の
孫
や
子
孫
の
こ

と
に
思
い
を
馳
せ
て
感
情
移
入
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
場
に
立
ち
会
え
な

い
の
だ
か
ら
現
実
に
は
分
か
ら
な
い
。
J
・
グ
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
も
同
様
な
考

え
を
述
べ
て
い
る
仰
。
ま
た
、
触
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
が
、
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
の
進
歩
に
よ
つ
て
未
来
世
代
の
環
境
を
保
証
で
き
る
と
考
え
る
人
も

多
い
。
更
に
現
時
点
で
は
荒
唐
無
稽
に
近
い
が
、
他
の
惑
星
に
人
類
が
移
動

す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、

や
が
て
は
現
在
の
問
題
と
同
じ
事
態
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
）
人
問
が
関
与

し
な
く
て
も
地
球
環
境
そ
の
も
の
が
老
化
し
て
行
く
の
だ
か
ら
成
り
行
き

に
任
せ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
現
代
世
代
が
未
来
世
代
か
ら

恩
恵
を
う
け
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
、
現
代
世
代
の
直
接
的
な

利
益
に
結
び
っ
か
な
い
こ
と
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
エ
ゴ
イ

ズ
ム
を
述
べ
る
者
も
い
る
。
人
間
の
自
由
を
代
償
に
、
法
の
規
制
に
よ
っ

て
少
な
く
も
現
在
と
同
じ
白
然
環
境
を
残
そ
う
と
い
う
考
え
も
あ
る
。
二

酸
化
炭
素
等
の
有
害
化
学
物
質
の
排
出
権
売
買
と
い
っ
た
発
想
を
拡
大
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
人
間
の
経
済
活
動
と
自
然
環
境
の
調
和
を
図
ろ
う
と
す

る
環
境
経
済
学
の
主
張
も
あ
る
。
ハ
ー
デ
ィ
ン
の
救
命
艇
倫
理
や
フ
ラ
ー

の
宇
宙
船
倫
理
も
あ
る
。
問
遮
は
、
こ
れ
ら
多
様
な
意
見
・
意
志
の
統
一

を
図
ろ
う
と
す
る
間
に
も
地
球
環
境
は
確
実
に
劣
化
し
て
い
く
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
未
来
世
代
は
確
実
に
選
択
肢
を
狭
め
ら
れ
、
そ
の
生
存
の
危

機
に
立
つ
。
環
境
問
題
が
他
の
課
題
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
理
屈
抜

き
で
未
来
世
代
を
含
め
た
他
者
を
巻
き
添
え
に
す
る
性
格
を
も
つ
点
で
あ

る
。
自
己
決
定
権
の
問
題
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
。
今
や
環
境
倫
理
学
の
顔

と
な
っ
た
加
藤
尚
武
氏
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
他
者
は
否
応
な
し
に
こ
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の
共
同
体
に
い
る
。
他
者
の
権
利
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条

件
で
、
世
代
問
の
倫
理
は
成
立
す
る
㈱
。
」
だ
が
、
こ
の
結
論
は
自
由
主
義

の
原
則
を
導
出
し
た
黄
金
律
と
如
何
違
う
の
だ
ろ
う
か
？
黄
金
律
は
相
互

性
一
共
時
的
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
機
能
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
？
ま

た
、
同
氏
は
、
現
在
の
文
明
は
共
存
を
現
実
に
は
否
定
し
て
い
る
が
、
「
問

題
は
未
来
世
代
と
現
在
世
代
が
共
存
型
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
…
…
そ
の

た
め
の
現
実
的
な
シ
ナ
リ
オ
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
㈱
と
主
張
し

て
お
ら
れ
る
。
ま
さ
に
然
り
で
あ
る
が
、
だ
れ
も
が
受
容
す
る
現
実
的
な

シ
ナ
リ
オ
は
、
だ
れ
も
が
受
容
す
る
道
徳
の
基
礎
づ
け
す
ら
困
難
な
現
代

に
お
い
て
、
倫
理
学
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
？
応
用
倫
理
学
は
旧
来
の
倫

理
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
シ
フ
ト
す
る
可
能
性
を
も
つ
が
、
根
本
的
に
は
人

間
存
在
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
決
着
を
み
な
い
限
り
、
こ

の
課
題
の
解
消
は
至
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
甲
冨
一
H
品
9
亭
芦
＜
9
一
①
旨
温
彗
旨
萬
里
巨
斥
㌔
冨
目
斥
旨
ユ
印
目
峯
巴
冒

　
　
旨
～
訂
昌
ヲ
δ
這
ら
。
ω
ω
ら
．
嵩
ら
』
旧
参
照
。
以
下
本
書
か
ら
の
引

　
　
用
は
く
■
と
略
記
し
て
本
文
中
に
示
す
。

一
2
一
－
。
［
o
≦
o
鼻
に
よ
る
理
論
で
、
地
球
そ
の
も
の
を
一
つ
の
生
物
乃
至

　
　
擬
似
生
物
と
捉
え
る
理
論
。
地
球
は
気
温
、
大
気
等
々
が
地
球
の
生

　
　
命
維
持
に
最
適
な
環
境
条
件
を
保
持
し
て
い
る
の
は
、
生
命
自
体
の

　
　
働
き
が
そ
う
し
た
環
境
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
■
o
＜
一
◎
艮
は
計
算

　
　
に
よ
っ
て
立
証
し
た
。

一
3
一
坪
井
雅
史
『
環
境
倫
理
学
と
ケ
ア
の
倫
理
』
、

　
　
　
巨
膏
ミ
老
峯
妻
．
宮
－
巨
8
争
｝
目
甲
自
．
9
白
†
目
雪
げ
O
ぐ

一
4
一
小
関
周
二
編
『
環
境
哲
学
の
探
求
』
、
大
月
書
店
、
一
九
九
六
年
、

　
九
四
－
一
〇
〇
頁
参
照
。

（
5
一
加
藤
尚
武
『
二
一
世
紀
の
エ
チ
カ
』
、
未
来
杜
、
一
九
九
三
年
、

　
一
〇
四
頁
参
照
。

（
6
）
加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』
、
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一

　
九
九
一
年
、
．
w
頁
。

一
7
一
川
本
隆
史
『
現
代
倫
理
学
の
冒
険
』
、
創
文
社
、
一
九
九
七
年
、

　
一
二
二
頁
参
照
。

（
8
一
加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』
、
1
頁
参
照
。

一
9
一
1
・
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
上
）
、
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波
書

　
店
、
一
九
七
三
年
、
三
〇
頁
。

一
1
0
）
藤
原
保
信
『
自
然
観
の
構
造
と
環
境
倫
理
学
』
、
御
茶
の
水
書

　
房
、
一
九
九
一
年
、
ニ
ハ
O
－
一
六
一
頁
参
照
。

（
1
1
）
宙
～
目
ω
－
o
目
蟹
一
U
畠
里
■
N
号
く
Φ
冒
目
一
婁
o
旦
■
目
①
q
一
吻
目
薫
印
昌
ヲ
6
o
o
辛
o
o
．
o
o
い

　
参
照
。

一
1
2
）
加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』
、
三
一
頁
。

一
1
3
一
加
藤
尚
武
『
二
一
世
紀
の
エ
チ
カ
』
、
二
三
頁
。

一
1
4
）
加
藤
尚
武
『
二
一
世
紀
の
エ
チ
カ
』
、
二
二
二
頁
。

（
1
5
）
童
戸
五
頁
。

一
1
6
一
シ
ユ
レ
ー
ダ
ー
・
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
編
『
環
境
の
倫
理
　
上
・
下
』

　
京
都
生
命
倫
理
研
究
会
訳
、
晃
洋
書
房
、
G
8
年
、
o
。
．
冒
参
照

（
1
7
）
巨
戸
ω
．
S
参
照
。

（
1
8
一
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
『
公
正
と
し
て
の
正
義
』
、
田
中
成
明
編
訳
、

　
一
九
八
三
年
、
o
。
」
畏
。

（
1
9
）
童
戸
ω
」
寒
．
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（
2
0
一
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
、
矢
島
欽
次
監
訳
、
紀
伊
国
屋
書

　
店
、
一
九
七
九
年
、
九
、
十
頁
。

（
2
1
）
吉
良
敦
岐
『
世
代
間
倫
理
』
、
巨
｛
、
～
ミ
き
盲
ま
・
皇
一
・
目
①
・
旨
、

　
尖
彗
§
－
ω
、
①
8
当
o
募
①
宣
ま
昌
、
参
照

一
2
2
）
加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』
、
二
二
二
頁
参
照
。

（
2
3
一
川
本
隆
史
『
現
代
倫
理
学
の
冒
険
』
、
三
四
頁
。

一
2
4
一
加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』
、
一
二
一
頁
参
照
。

（
2
5
）
ま
o
■
一
＝
二
四
頁
。

一
2
6
一
婁
£
二
九
頁
。
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
よ
し
の
・
き
よ
し
）
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