
序
 
 

ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
よ
る
 
『
生
命
医
学
倫
理
』
 
（
T
O
m
．
L
．
 
 

B
e
a
u
c
訂
m
p
紆
J
a
m
e
s
．
F
 
C
h
i
－
d
r
e
s
s
」
ざ
息
首
＝
予
賢
妻
註
邑
 
 

日
記
串
 
○
鼠
O
r
d
 
U
n
ざ
e
r
s
首
 
P
r
e
s
s
｝
－
彗
等
∴
 
芯
∞
軍
d
．
－
－
宗
等
d
．
一
 
 

－
若
母
h
．
｝
N
葺
－
旨
．
）
は
、
今
や
生
命
倫
理
学
（
荘
O
e
t
h
i
〔
S
）
 
に
お
け
る
古
 
 

拙
ハ
的
教
科
書
と
目
さ
れ
、
そ
の
中
で
提
起
さ
れ
た
自
律
尊
重
（
r
e
s
p
e
c
こ
O
r
 
 

a
u
t
O
n
O
m
y
）
、
仁
恵
（
b
e
n
e
許
e
n
c
e
）
、
無
徳
薯
二
n
O
n
m
a
－
2
許
e
n
c
e
）
、
 
 

正
義
曾
s
t
i
c
e
）
の
四
原
則
は
、
広
く
生
命
倫
理
学
に
お
け
る
基
本
原
則
と
 
 

し
て
知
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
U
そ
し
て
そ
の
原
則
を
重
視
し
て
個
々
 
 

の
倫
理
的
問
題
や
ジ
レ
ン
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
立
場
は
、
「
原
則
主
義
 
 

（
p
計
c
i
p
】
i
s
m
）
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
第
三
 
 

版
が
翻
訳
さ
れ
て
以
来
、
こ
の
四
原
則
は
当
然
の
よ
う
に
「
輸
入
」
さ
れ
、
 
 

生
命
倫
理
を
め
ぐ
る
規
範
に
つ
い
て
標
準
的
な
理
解
を
提
供
し
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
第
三
版
以
降
、
原
著
が
大
き
な
変
化
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
日
 
 

本
で
は
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
第
三
版
以
降
の
版
で
は
、
彼
ら
 
 

の
四
原
則
が
功
利
主
義
や
義
務
論
な
ど
の
倫
理
理
論
に
よ
る
正
当
化
か
 
 

『
生
命
医
学
倫
理
』
に
お
け
る
共
通
道
徳
理
論
の
展
開
 
 

ら
、
「
共
通
遺
徳
（
c
O
m
m
O
n
m
O
r
巴
i
温
」
に
よ
る
正
当
化
へ
と
そ
の
理
 
 

論
構
成
が
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
著
作
は
生
命
倫
理
学
に
 
 

お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
彼
ら
の
理
論
構
成
 
 

上
の
変
化
は
今
後
の
生
命
倫
理
学
の
方
向
性
を
占
う
上
で
も
非
常
に
注
目
 
 

さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
『
生
命
医
学
倫
理
』
 
の
第
三
版
、
第
四
版
、
 
 

第
五
臓
を
中
心
に
そ
の
理
論
構
成
ヒ
の
変
化
を
辿
り
な
が
ら
、
「
原
則
主
 
 

義
」
と
も
呼
ば
れ
る
彼
ら
の
「
四
原
則
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
共
通
遺
徳
政
論
 
 

へ
展
開
し
て
い
っ
た
過
程
と
比
ハ
通
道
徳
理
論
が
抱
え
る
問
題
点
を
明
ら
か
 
 

に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

1
、
第
三
版
に
お
け
る
理
論
構
成
 
 

ま
ず
考
察
の
出
発
点
と
し
て
、
倫
理
原
則
の
正
当
化
の
問
題
を
『
生
命
 
 

医
学
倫
理
』
第
三
版
を
も
と
に
彼
ら
の
理
論
体
系
を
踏
ま
え
た
上
で
確
認
 
 

す
る
。
 
 
 

第
三
順
に
お
け
る
彼
ら
の
理
論
構
成
は
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
特
徴
を
 
 

有
し
て
い
る
。
ま
ず
①
具
体
的
な
行
為
・
判
断
は
道
徳
規
則
（
r
已
e
s
）
 
に
 
 

小
 
林
 
秀
 
樹
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よ
っ
て
、
道
徳
規
則
は
道
徳
原
則
（
p
ユ
n
c
i
p
－
e
s
）
に
よ
っ
て
、
道
徳
原
則
 
 

は
倫
理
理
論
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
階
層
構
造
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
 
 

あ
る
帖
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
倫
理
理
論
か
ら
 
 

具
体
的
判
断
が
演
縛
的
に
正
当
化
さ
れ
る
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
型
の
モ
デ
ル
 
 

で
あ
る
（
ビ
ー
チ
ャ
ム
ー
涙
声
p
．
盟
管
 
 
 

し
か
し
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
②
ど
の
倫
理
理
論
に
依
拠
す
る
か
に
か
か
わ
 
 

ら
ず
、
共
通
に
正
当
化
で
き
る
道
徳
原
則
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
「
功
 
 

利
主
義
的
観
点
か
ら
で
も
、
ま
た
、
義
務
論
的
観
点
か
ら
で
も
、
同
一
の
 
 

原
則
 
（
自
律
尊
重
や
正
義
と
い
っ
た
原
則
）
 
や
規
則
 
（
黄
葉
告
知
や
機
密
 
 

保
持
と
い
っ
た
規
則
）
 
を
弁
護
し
、
相
対
立
す
る
事
例
に
お
い
て
、
こ
れ
 
 

ら
に
ほ
ぼ
同
等
の
重
み
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
 
（
同
書
、
p
．
誓
）
。
 
 

ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
、
最
終
的
な
根
拠
づ
け
を
 
 

倫
理
理
論
に
求
め
な
が
ら
も
、
ど
の
倫
理
理
論
を
選
択
す
べ
き
か
と
い
う
 
 

問
題
を
不
問
に
付
す
こ
と
が
で
き
た
む
 
そ
し
て
基
本
的
な
四
原
則
や
そ
こ
 
 

か
ら
派
生
す
る
規
則
な
ど
に
つ
い
て
吟
味
す
る
の
で
あ
る
伽
。
 
 
 

さ
ら
に
彼
ら
は
、
W
・
D
・
ロ
ス
の
暫
定
的
義
務
と
現
実
的
義
務
を
区
 
 

別
す
る
多
元
論
的
義
務
論
を
援
用
し
て
、
③
道
徳
原
則
は
拘
束
力
を
有
す
 
 

る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
（
p
ユ
m
a
許
c
i
e
）
 
な
も
の
で
あ
り
、
絶
 
 

対
的
拘
束
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
暫
定
的
規
則
伸
ば
、
競
合
 
 

す
る
暫
定
的
規
則
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
拘
束
的
 
 

も
し
く
は
義
務
的
で
あ
り
 
（
同
番
、
p
．
琵
）
、
「
衝
突
が
生
じ
た
場
合
に
、
 
 

い
ず
れ
の
原
則
を
重
視
す
る
か
は
、
つ
ね
に
独
自
の
特
徴
を
も
つ
特
建
の
 
 

文
脈
に
依
存
す
る
」
 
（
同
書
、
p
．
∽
望
も
の
と
さ
れ
た
。
 
 
 

そ
も
そ
も
四
つ
の
基
本
原
則
が
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
た
の
か
に
つ
い
 
 

て
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
は
道
徳
的
経
験
と
道
徳
的
理
論
は
弁
証
法
的
関
係
に
 
 

あ
る
と
し
て
い
る
。
「
本
書
に
お
い
て
承
認
を
う
る
た
め
に
提
示
し
た
、
 
 

理
論
、
原
則
、
規
則
、
お
よ
び
判
断
は
、
こ
の
弁
証
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
 
 

通
し
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
 
（
同
番
、
p
．
－
望
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
 
 

は
こ
う
し
た
弁
証
法
的
考
察
の
果
て
に
四
つ
の
基
本
原
則
を
導
き
出
す
の
 
 

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
原
則
が
ど
の
倫
理
理
論
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
正
 
 

当
化
さ
れ
う
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
の
上
で
彼
ら
は
四
原
則
を
絶
対
的
 
 

な
も
の
と
せ
ず
暫
定
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
間
堪
の
倫
理
 
 

的
分
析
や
個
別
の
判
断
に
対
す
る
道
具
と
し
て
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 

2
、
第
四
版
に
お
け
る
理
論
構
成
 
 

第
四
版
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
道
徳
的
判
断
の
 
 

正
当
化
モ
デ
ル
と
し
て
整
合
主
義
（
c
O
h
e
r
e
n
許
m
）
を
打
ち
出
し
た
こ
と
、
 
 

二
つ
目
に
自
ら
の
倫
理
理
論
を
「
原
則
中
心
、
共
通
遺
徳
理
論
（
P
ユ
n
c
i
p
F
 
 

B
a
s
e
d
－
C
O
ヨ
m
O
宇
M
O
r
a
ポ
官
、
⊇
e
O
一
計
s
）
」
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
で
あ
 
 

る
。
こ
の
二
つ
の
特
徴
に
は
、
功
利
主
我
や
カ
ン
ト
主
義
な
ど
の
伝
統
的
 
 

な
倫
理
理
論
に
対
し
新
た
な
倫
理
理
論
（
例
え
ば
ケ
ア
の
倫
理
や
決
疑
論
）
 
 

が
多
様
な
展
開
を
見
せ
る
中
で
、
そ
れ
ら
の
倫
理
理
論
を
踏
ま
え
自
ら
の
 
 

理
論
を
更
に
独
自
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
伺
え
る
。
本
節
で
は
第
 
 

凹
版
の
理
論
構
成
と
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
 
 

（
1
）
 
道
徳
的
正
当
化
の
整
合
主
義
吏
デ
ル
と
共
通
道
徳
 
 
 

第
四
版
で
は
あ
ら
た
め
て
道
徳
的
正
当
化
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
演
繹
主
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義
（
d
e
d
u
c
江
≦
．
S
ヨ
）
、
帰
納
主
義
（
i
n
d
u
c
¢
鼠
．
s
m
）
、
整
合
主
義
（
c
O
h
e
r
e
n
訝
m
）
 
 

と
い
う
三
つ
の
モ
デ
ル
が
導
入
さ
れ
る
。
以
前
の
第
三
版
で
は
、
道
徳
的
 
 

熟
慮
や
正
当
化
が
第
四
版
で
演
繹
主
義
モ
デ
ル
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
図
を
 
 

も
と
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
 
（
ビ
ー
チ
ャ
ム
ー
憲
べ
｝
p
．
盟
。
そ
の
た
め
第
三
 
 

版
で
も
、
道
徳
的
経
験
と
道
徳
的
理
論
と
の
間
の
弁
証
法
的
関
係
が
議
論
 
 

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
版
は
最
終
的
な
正
当
化
の
根
拠
を
 
 

倫
理
理
論
に
求
め
る
演
繹
主
義
的
モ
デ
ル
の
色
彩
が
濃
か
っ
た
む
 
し
か
し
 
 

第
四
版
で
は
、
先
の
三
つ
の
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
整
合
主
 
 

義
モ
デ
ル
の
採
用
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
第
三
版
に
見
ら
 
 

れ
た
演
繹
主
義
的
な
色
合
い
が
薄
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
の
整
合
主
義
モ
 
 

デ
ル
も
し
く
は
「
正
当
化
の
整
合
性
理
論
（
a
c
O
訂
r
e
n
c
e
t
h
e
O
r
y
象
 
 

j
u
s
註
c
a
許
n
）
」
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

彼
ら
は
J
・
ロ
ー
ル
ズ
の
 
『
正
義
論
』
に
お
け
る
議
論
を
参
考
に
し
た
 
 

上
で
、
整
合
主
義
の
目
標
を
「
反
省
的
均
衡
（
r
e
穿
c
雷
e
e
q
u
i
－
i
b
ユ
u
m
）
」
 
 

に
、
そ
の
ス
タ
ー
ト
地
点
を
「
熟
慮
判
断
（
c
O
n
S
i
d
e
r
e
d
j
u
d
的
m
e
n
t
S
）
」
 
 

に
お
く
。
熟
慮
判
断
と
は
「
そ
の
判
断
に
わ
れ
わ
れ
が
最
も
自
信
を
持
ち
、
 
 

そ
し
て
そ
の
判
断
に
含
ま
れ
る
の
は
最
も
低
い
次
元
の
偏
見
の
み
と
信
じ
 
 

ら
れ
る
道
徳
的
確
信
」
 
（
－
涙
声
℃
．
N
O
）
 
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
が
引
用
し
 
 

て
い
る
ロ
ー
ル
ズ
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
能
力
が
、
ゆ
 
 

が
み
な
く
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
子
っ
な
判
断
」
 
（
－
謡
A
も
．
N
皇
 
の
こ
と
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
熟
慮
判
断
を
も
と
に
、
反
省
的
均
衡
は
 
 
 

「
熟
慮
判
断
が
理
論
の
前
墟
と
一
致
し
、
整
合
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
 
 

よ
う
に
熟
慮
判
断
を
調
和
さ
せ
、
整
理
し
、
調
整
す
る
こ
と
」
（
－
涙
声
p
．
N
ご
 
 

を
目
指
す
の
で
あ
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
熟
慮
判
断
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
原
則
や
規
則
な
ど
の
行
 
 

為
指
針
が
不
整
合
な
結
果
を
生
み
出
す
場
合
、
そ
の
行
為
指
針
は
反
省
や
 
 

弁
証
法
的
調
整
に
よ
っ
て
再
調
整
さ
れ
た
り
放
棄
さ
れ
た
り
す
る
。
彼
ら
 
 

は
科
学
に
お
け
る
仮
説
が
実
験
や
賓
験
的
思
考
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
修
 
 

正
さ
れ
、
時
に
は
放
棄
さ
れ
る
よ
う
に
、
道
徳
的
思
考
を
科
学
の
仮
説
に
 
 

類
似
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
（
－
深
厚
p
．
N
N
）
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
整
合
主
義
は
、
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
型
の
演
繹
主
義
で
も
ボ
 
 

ト
ム
・
ア
ッ
プ
型
の
帰
納
主
義
で
も
な
く
、
「
両
方
向
に
運
動
す
る
」
（
－
宍
戸
 
 

p
．
N
O
）
正
当
化
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
。
そ
し
て
熟
慮
さ
れ
た
判
断
、
規
則
、
 
 

原
則
さ
ら
に
は
関
係
す
る
理
論
が
 
「
広
範
な
反
省
的
均
衡
」
を
目
指
し
て
 
 

吟
味
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
全
体
的
整
合
性
を
保
つ
と
き
、
そ
れ
ら
は
 
 

正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
彼
ら
は
こ
の
考
え
が
理
想
的
に
す
ぎ
る
こ
と
も
自
覚
し
て
い
 
 

る
。
実
際
に
反
省
的
均
衡
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
い
か
な
る
理
論
的
一
般
 
 

化
も
、
熟
慮
判
断
と
の
完
全
な
整
合
性
に
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
 
 

彼
ら
は
完
全
な
整
合
性
で
は
な
く
、
「
完
全
な
整
合
性
へ
の
最
近
接
 
（
t
h
e
 
 

b
e
s
t
a
p
p
r
O
軋
m
註
O
n
t
O
河
己
c
O
訂
r
e
n
c
e
）
」
を
道
徳
理
論
の
適
切
な
モ
デ
 
 

ル
と
し
て
提
唱
す
る
の
で
あ
る
 
（
－
涙
声
p
．
N
N
）
。
 
 
 

ま
た
彼
ら
は
整
合
主
義
が
持
つ
別
の
問
題
と
し
て
、
「
海
賊
の
倫
理
綱
領
 
 

（
P
i
r
a
t
e
｝
s
C
r
e
e
d
O
f
E
昏
i
c
s
〓
（
－
涙
声
p
．
N
皇
の
問
題
を
挙
げ
て
い
る
。
 
 

こ
の
間
題
は
、
例
え
ば
緊
急
時
に
互
い
に
助
け
合
い
、
禁
じ
ら
れ
た
行
為
 
 

に
は
罰
が
与
え
ら
れ
、
強
奪
品
は
分
配
さ
れ
る
な
ど
の
内
容
を
も
つ
海
賊
 
 

の
倫
理
綱
領
が
整
合
的
で
あ
る
場
合
、
そ
の
倫
理
綱
領
は
道
徳
的
に
正
当
 
 

化
で
き
る
の
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
正
当
化
で
き
な
い
。
こ
の
間
題
で
彼
ら
が
示
そ
う
と
 
 

し
て
い
る
の
は
、
単
な
る
整
合
性
だ
け
で
は
道
徳
的
正
当
化
の
十
分
な
基
 
 

礎
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
整
合
性
と
は
別
の
何
ら
か
の
基
準
が
必
要
に
 
 

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
わ
れ
わ
れ
が
海
賊
の
倫
理
綱
領
を
道
徳
的
規
約
と
し
て
受
け
入
れ
ら
 
 

れ
な
い
と
言
う
場
合
に
、
何
が
わ
れ
わ
れ
を
正
当
化
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
彼
ら
が
ス
タ
ー
ト
地
点
と
し
て
 
 

選
ん
だ
熟
慮
判
断
に
他
な
ら
な
い
。
熟
慮
判
断
は
あ
く
ま
で
も
道
徳
的
で
 
 

あ
る
こ
と
が
前
捷
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
に
よ
れ
ば
熟
慮
判
断
が
 
 

正
当
で
あ
る
根
拠
を
更
に
問
う
こ
と
は
、
無
限
後
退
あ
る
い
は
根
拠
の
な
 
 

い
正
当
化
の
循
環
に
陥
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
唯
一
の
披
 
 

け
道
は
、
他
の
判
断
に
頼
ら
ず
に
正
当
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
く
つ
か
 
 

の
判
断
を
受
け
入
れ
る
こ
と
」
 
（
－
浩
属
p
．
N
皇
 
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
は
こ
の
整
合
性
理
論
を
広
く
共
有
さ
れ
た
社
会
規
範
で
 
 

あ
る
共
通
道
徳
と
接
綿
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
倫
理
理
論
を
「
原
則
 
 

中
心
、
共
通
道
徳
理
論
（
苫
n
c
i
p
l
？
B
a
s
e
d
一
C
O
m
m
O
n
畠
O
r
註
可
さ
e
O
計
s
）
」
 
 

と
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
柚
。
 
 
 

彼
ら
に
よ
れ
ば
共
通
道
徳
と
は
、
「
最
も
広
い
意
味
で
そ
し
て
最
も
な
じ
 
 

み
の
あ
る
意
味
で
、
人
間
の
行
為
に
関
す
る
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
規
範
 
 

を
構
成
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
共
通
道
徳
は
社
会
的
制
度
（
i
n
s
江
ど
ぎ
n
）
 
 

で
あ
り
、
身
に
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
規
範
の
綱
領
（
c
O
d
e
）
を
伴
う
」
 
 

も
の
と
さ
れ
る
（
－
浩
革
も
．
望
。
こ
の
よ
う
な
共
通
道
徳
と
い
う
基
盤
を
整
 
 

合
性
理
論
に
接
続
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
は
無
限
後
退
を
さ
け
る
た
め
の
基
 
 

盤
と
し
て
、
こ
の
共
通
道
徳
を
「
他
の
判
断
に
頼
ら
ず
に
正
当
化
さ
れ
た
 
 も

の
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
共
通
道
徳
を
源
泉
と
す
る
熟
慮
判
断
 
 

か
ら
、
反
省
的
均
衡
を
経
て
道
徳
原
則
や
規
則
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
を
構
 
 

想
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
－
浩
草
p
．
－
○
亡
、
そ
の
正
当
性
は
共
通
道
徳
へ
の
 
 

信
頼
と
「
広
範
な
反
省
的
均
衡
」
に
よ
る
体
系
的
整
合
性
に
求
め
ら
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
「
原
則
中
心
、
共
通
道
徳
理
論
」
 
 
 

以
上
、
第
四
版
に
お
い
て
彼
ら
が
依
拠
す
る
倫
理
理
論
を
見
て
き
た
が
、
 
 

彼
ら
が
授
示
し
た
「
原
則
中
心
、
共
通
道
徳
理
論
」
に
は
明
瞭
で
な
い
部
 
 

分
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
原
則
中
心
」
と
「
共
通
道
徳
」
と
の
間
に
ど
の
よ
 
 

う
な
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
 
 

て
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
、
第
四
版
に
お
い
て
彼
ら
が
依
拠
す
る
倫
理
理
 
 

論
に
つ
い
て
分
析
を
深
め
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

彼
ら
は
第
三
版
と
同
様
、
第
四
版
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
原
則
や
規
 
 

則
に
関
し
て
は
、
異
な
る
倫
理
理
論
で
も
共
通
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

言
及
し
て
い
る
。
「
諸
理
論
は
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
中
間
層
 
 
 

（
2
．
已
望
e
－
）
 
の
原
則
に
収
束
す
る
」
 
（
－
涙
声
p
．
－
O
N
）
。
彼
ら
は
、
そ
の
 
 

よ
う
に
背
景
の
理
論
を
越
え
て
原
則
や
規
則
が
共
通
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
 
 

と
を
「
理
論
を
越
え
た
収
束
（
c
O
n
く
e
毒
e
n
C
e
a
C
r
O
S
S
昏
e
O
計
s
）
」
と
呼
 
 

ん
だ
。
 
 
 

こ
の
 
「
理
論
を
越
え
た
収
束
」
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
四
原
則
は
複
数
の
 
 

倫
理
理
論
に
お
い
て
共
通
に
正
当
化
さ
れ
る
し
、
第
三
版
の
記
述
に
も
 
 

あ
っ
た
よ
う
に
、
す
で
に
正
当
化
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
「
原
則
 
 

68   



中
心
」
と
い
う
こ
と
は
、
功
利
主
義
者
や
カ
ン
ト
主
義
者
の
理
論
と
同
じ
 
 

よ
う
に
、
義
務
の
原
則
を
強
調
す
る
理
論
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
 
 

が
、
こ
の
 
「
原
則
中
心
」
は
四
原
則
が
複
数
の
倫
理
理
論
に
よ
っ
て
正
当
 
 

化
さ
れ
、
個
別
具
体
的
な
道
徳
問
題
へ
の
基
盤
と
な
り
う
る
こ
と
を
も
っ
 
 

て
名
づ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
他
方
で
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
四
原
則
に
つ
い
て
 
「
こ
れ
ら
の
 
 

諸
原
則
は
、
共
通
道
徳
に
お
け
る
熟
慮
判
断
や
こ
の
著
書
で
わ
れ
わ
れ
の
 
 

出
発
点
を
形
成
す
る
医
療
の
伝
統
に
ま
ず
第
一
に
由
来
す
る
」
 
（
－
涙
声
 
 

p
．
u
ゴ
 
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
道
徳
原
則
の
四
つ
の
区
分
が
 
（
中
略
）
 
 

生
命
医
学
倫
理
に
と
っ
て
中
心
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
熟
慮
判
断
と
 
 

整
合
性
の
調
査
に
よ
っ
て
到
達
し
た
一
つ
の
結
論
」
 
（
－
岩
鼻
．
p
．
∽
3
 
で
あ
 
 

る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
、
四
原
則
が
熟
慮
判
 
 

断
か
ら
出
発
し
て
反
省
的
均
衡
を
涌
た
し
、
す
で
に
正
当
化
さ
れ
た
も
の
 
 

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
記
述
を
考
慮
す
る
と
き
、
彼
ら
の
理
論
に
は
四
原
則
の
正
当
 
 

化
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
モ
デ
ル
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
つ
 
 

は
、
第
三
版
に
お
け
る
よ
う
に
演
繹
主
義
的
な
モ
デ
ル
か
ら
到
達
し
た
「
理
 
 

論
を
越
え
た
収
束
」
に
よ
る
正
当
化
で
あ
り
、
も
う
鵬
つ
は
共
通
道
徳
を
 
 

基
盤
に
し
た
整
合
主
義
モ
デ
ル
に
よ
る
正
当
化
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
整
 
 

合
主
義
に
基
づ
く
正
当
化
は
、
「
理
論
を
越
え
た
収
束
」
と
ど
の
よ
う
な
 
 

関
係
に
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
二
つ
の
モ
デ
ル
は
正
当
 
 

化
に
お
い
て
全
く
別
の
方
向
性
を
も
っ
て
お
り
、
無
関
係
に
論
じ
ら
れ
て
 
 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
も
そ
も
彼
ら
は
自
ら
の
理
論
を
「
原
則
中
心
、
共
通
道
徳
理
論
」
と
 
 呼

ん
で
お
き
な
が
ら
、
「
そ
の
よ
う
な
理
論
は
原
則
中
心
で
あ
る
必
要
は
な
 
 

い
」
（
－
浩
卒
p
．
－
茎
）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
廣
に
重
視
さ
れ
て
 
 

い
る
の
は
 
「
共
通
道
徳
」
 
の
方
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
 
 

ら
ず
、
彼
ら
が
「
原
則
中
心
」
と
「
共
通
道
徳
」
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
 
 

の
理
論
を
一
緒
に
扱
っ
た
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
説
明
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
 
 

倫
理
学
の
伝
統
を
発
展
さ
せ
る
た
め
」
（
－
浩
声
廿
．
－
書
）
で
あ
る
と
い
う
。
彼
 
 

ら
の
こ
の
意
図
は
全
く
明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
ら
の
中
に
は
「
原
則
主
義
」
 
 

と
評
さ
れ
た
第
三
版
の
理
論
的
立
場
を
継
承
し
つ
つ
、
「
共
通
道
徳
」
理
 
 

論
と
の
接
続
を
果
た
す
こ
と
が
倫
理
学
の
発
展
に
寄
与
で
き
る
と
い
う
見
 
 

通
し
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

し
か
し
生
命
医
学
倫
理
へ
の
 
「
四
原
則
ア
プ
ロ
ー
チ
」
あ
る
い
は
「
原
 
 

則
主
義
」
と
呼
ば
れ
自
ら
擁
護
し
て
き
た
㈲
理
論
が
、
彼
ら
自
ら
の
手
で
 
 

「
原
則
中
心
で
あ
る
必
要
は
な
い
」
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
や
は
り
大
き
な
 
 

理
論
的
転
換
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
転
換
は
、
第
五
版
に
 
 

お
い
て
彼
ら
の
理
論
か
ら
「
原
則
中
心
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
 
 

り
更
に
明
確
と
な
り
、
ま
た
同
時
に
共
通
道
徳
理
論
と
し
て
の
性
格
が
鮮
 
 

明
に
さ
れ
て
い
る
。
次
に
第
五
版
の
論
述
内
容
を
確
認
し
、
共
通
道
徳
理
 
 

論
の
展
開
を
さ
ら
に
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

3
、
第
五
版
に
お
け
る
理
論
構
成
 
 

第
三
版
か
ら
第
四
版
へ
の
変
更
に
校
ぺ
れ
ば
、
第
五
版
に
見
ら
れ
る
変
 
 

更
は
一
見
す
る
限
り
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
し
か
し
第
五
版
で
は
、
第
 
 

四
版
に
残
っ
て
い
た
不
明
瞭
さ
や
曖
昧
さ
が
取
り
払
わ
れ
、
理
論
的
に
は
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一
貫
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
け
。
 
 
 

わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
ま
ず
鵬
つ
日
に
共
通
 
 

道
徳
の
記
述
に
深
ま
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
二
つ
日
と
し
て
、
 
 

第
四
版
で
は
「
倫
理
理
論
の
規
型
」
の
螢
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
「
原
則
中
 
 

心
、
共
通
道
徳
理
論
」
が
、
第
五
版
で
は
 
「
原
則
中
心
」
 
の
語
句
が
削
除
 
 

さ
れ
、
純
粋
な
「
共
通
道
徳
理
論
」
と
し
て
、
「
道
徳
的
正
当
化
」
を
論
 
 

じ
る
車
で
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
こ
れ
ら
の
変
更
 
 

の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
彼
ら
が
再
提
示
し
た
共
通
道
徳
理
論
に
つ
い
て
 
 

分
析
を
深
め
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

ま
ず
第
五
版
に
お
い
て
は
道
徳
と
共
通
道
徳
に
対
す
る
記
述
に
深
ま
り
 
 

が
見
ら
れ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
道
徳
と
は
 
「
そ
の
最
も
な
じ
み
深
い
意
味
 
 

で
、
人
間
の
正
し
い
行
為
や
誤
っ
た
行
為
に
関
す
る
諮
規
範
を
表
し
、
非
 
 

常
に
広
く
共
有
さ
れ
て
、
安
定
し
た
 
（
た
い
て
い
は
不
完
全
で
あ
る
が
）
 
 

社
会
的
合
意
を
形
成
し
て
い
る
諸
規
範
で
あ
る
」
（
N
書
㌣
p
．
N
）
と
さ
れ
る
。
 
 

こ
う
し
た
社
会
的
制
度
（
i
n
s
n
ど
旨
n
）
と
し
て
の
道
徳
に
は
、
道
徳
原
 
 

則
、
規
則
、
権
利
、
価
値
を
含
む
多
く
の
行
為
基
準
が
含
ま
れ
て
お
り
、
 
 

わ
れ
わ
れ
は
成
長
と
と
も
に
そ
れ
を
学
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
道
徳
に
は
道
徳
的
理
想
（
i
d
e
巴
s
）
、
共
同
社
会
規
範
（
c
O
H
β
m
u
n
a
i
 
 

n
O
r
ヨ
S
）
、
特
別
な
徳
目
な
ど
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
道
徳
に
対
し
て
、
彼
 
 

ら
は
共
通
道
徳
を
「
す
べ
て
の
道
徳
的
に
兵
剣
な
 
（
s
e
ユ
O
u
S
）
人
々
が
樅
 
 

威
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
全
て
の
諸
規
範
そ
し
て
そ
う
し
た
諸
規
 
 

範
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
」
 
（
N
喜
－
も
．
望
も
の
と
し
て
区
別
す
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
道
徳
や
共
通
道
徳
に
関
す
る
記
述
の
中
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
 
 

な
の
は
、
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
道
徳
を
前
理
論
的
 
（
p
r
e
昏
e
O
r
e
野
鼠
 
な
存
 
 

在
と
し
て
、
第
四
版
よ
り
も
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 
 

る
㈱
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
道
徳
と
は
「
哲
学
的
倫
理
学
や
神
学
的
倫
理
学
 
 

に
見
出
さ
れ
る
類
の
道
徳
的
反
省
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
る
社
会
的
制
 
 

度
」
（
N
書
－
も
巴
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
諸
規
範
が
共
通
道
徳
に
根
拠
づ
 
 

け
ら
れ
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
ら
は
特
定
の
哲
学
的
あ
る
い
は
神
学
的
理
 
 

論
あ
る
い
は
教
義
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」
 
 

（
N
茎
－
ち
望
も
の
と
さ
れ
る
。
彼
ら
は
諸
規
範
が
そ
も
そ
も
共
通
道
徳
 
 

に
含
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
共
通
道
徳
は
、
な
ん
ら
学
問
的
な
 
 

哲
学
的
・
神
学
的
正
当
化
を
経
な
い
ま
ま
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
 
 

う
前
提
に
立
つ
。
共
通
道
徳
に
対
す
る
こ
の
記
述
の
深
化
は
、
第
五
版
の
 
 

大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。
し
か
し
共
通
道
徳
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
 
 

は
、
共
通
道
徳
理
論
に
お
け
る
正
当
化
の
問
題
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
 
 

て
い
る
。
 
 
 

彼
ら
に
よ
れ
ば
多
く
の
異
な
る
倫
理
理
論
が
、
頬
似
し
た
行
為
指
針
や
 
 

類
似
し
た
徳
目
、
す
な
わ
ち
「
理
論
を
越
え
た
収
束
」
に
行
き
着
く
の
で
 
 

あ
る
が
、
第
五
版
で
は
「
そ
う
し
た
同
意
は
、
巌
初
に
共
有
さ
れ
る
デ
ー
 
 

タ
ベ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
共
通
道
徳
の
規
範
か
ら
生
じ
る
」
（
N
茎
－
ら
．
∽
ヨ
）
も
 
 

の
と
さ
れ
、
収
束
や
同
意
の
根
拠
が
全
面
的
に
共
通
道
徳
に
求
め
ら
れ
て
 
 

い
る
㈱
。
す
な
わ
ち
第
五
版
の
記
述
で
は
、
共
通
道
徳
を
種
々
の
倫
理
理
 
 

論
の
根
底
に
掘
え
る
こ
と
で
、
原
則
や
規
則
が
異
な
る
倫
理
理
論
に
よ
っ
 
 

て
正
当
化
さ
れ
る
過
程
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
主
要
な
倫
理
理
論
間
の
相
通
は
、
「
理
論
を
越
え
た
収
束
」
 
 

に
お
い
て
不
問
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
各
倫
理
理
 
 

論
に
よ
る
正
当
化
を
前
提
と
し
た
話
で
あ
っ
た
。
各
倫
理
理
論
は
正
当
化
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の
階
層
に
お
い
て
常
に
上
位
に
あ
っ
て
普
遍
的
な
妥
当
性
を
保
持
し
て
き
 
 

た
の
で
あ
り
、
諸
原
則
の
正
当
化
根
拠
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
し
か
し
第
 
 

五
版
で
は
、
収
束
の
正
当
化
根
拠
と
さ
れ
た
各
倫
理
理
論
が
、
収
束
の
正
 
 

当
化
根
拠
の
地
位
を
共
通
道
徳
の
規
範
に
明
け
渡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
第
五
版
で
は
、
一
貫
し
て
共
通
道
徳
を
倫
理
理
論
の
基
盤
 
 

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
四
版
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
理
論
構
成
上
の
不
 
 

明
瞭
さ
は
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
が
主
要
な
 
 

倫
理
理
論
 
（
功
利
主
義
、
カ
ン
ト
主
義
、
自
由
主
義
的
個
人
主
義
、
共
同
 
 

体
主
義
、
ケ
ア
の
倫
理
）
 
と
共
通
道
徳
理
論
を
分
け
、
共
通
道
徳
理
論
を
 
 

あ
く
ま
で
も
熟
慮
判
断
と
行
為
指
針
 
（
原
則
や
規
則
）
 
と
の
間
の
整
合
主
 
 

義
モ
デ
ル
、
す
な
わ
ち
整
合
性
理
論
と
し
て
の
み
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
 
 

あ
る
。
共
通
道
徳
理
論
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
正
当
化
を
論
じ
る
理
論
で
 
 

あ
り
、
他
の
倫
理
理
論
の
よ
う
に
一
元
論
的
な
規
範
原
理
 
（
価
値
）
を
持
 
 

た
な
い
。
む
し
ろ
道
徳
的
に
轟
剣
な
人
々
が
受
け
入
れ
る
共
通
道
徳
を
信
 
 

頼
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
熟
慮
判
断
が
反
省
的
均
衡
を
通
じ
て
行
為
指
針
 
 

を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
ら
の
理
論
は
 
「
原
則
中
心
で
あ
る
 
 

必
要
は
な
い
」
 
こ
と
に
な
り
、
第
五
版
の
彼
ら
の
理
論
か
ら
は
、
「
原
則
 
 

中
心
」
と
い
う
言
葉
も
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

共
通
道
徳
理
論
の
構
想
に
関
し
て
、
第
五
版
で
は
共
通
道
徳
の
果
た
す
 
 

役
割
が
第
四
版
か
ら
大
き
く
拡
大
し
て
い
る
。
共
通
道
徳
理
論
を
謳
う
以
 
 

上
、
共
通
道
徳
が
理
論
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
 
 

か
し
問
題
は
こ
の
共
通
道
徳
が
理
論
の
た
め
の
基
盤
的
役
割
を
十
分
に
果
 
 

た
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
共
通
道
徳
理
論
を
め
ぐ
る
 
 

問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
考
察
は
必
然
的
に
共
通
 
 

道
徳
を
め
ぐ
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 

4
、
共
通
道
徳
を
め
ぐ
る
問
題
点
 
 

共
通
道
徳
理
論
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
三
つ
の
問
題
点
が
 
 

特
に
重
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
l
l
り
。
そ
れ
は
①
諸
原
則
を
ど
の
よ
 
 

う
に
奥
休
的
事
例
に
特
定
化
（
s
p
e
c
試
c
a
許
n
）
し
て
実
践
的
判
断
に
到
達
 
 

で
き
る
か
、
②
整
合
性
理
論
を
共
通
道
徳
に
結
び
つ
け
た
が
、
共
通
道
徳
 
 

は
整
合
的
な
も
の
に
さ
れ
う
る
か
、
③
単
に
整
合
的
な
原
則
や
規
則
の
集
 
 

ま
り
で
な
く
、
あ
る
理
論
が
可
能
で
あ
る
と
信
じ
る
に
足
る
理
由
は
あ
る
 
 

か
と
い
う
三
つ
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
は
第
五
版
で
新
 
 

た
に
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
問
題
点
は
第
四
版
で
す
で
に
指
 
 

摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
は
そ
れ
に
十
 
 

分
に
答
え
て
お
ら
ず
、
同
じ
問
題
を
第
五
版
で
も
提
起
し
て
い
る
。
 
 
 

そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
共
通
道
徳
に
関
す
る
 
 

よ
り
詳
細
な
概
念
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
 
 

ら
が
共
通
道
徳
理
論
を
重
視
す
る
理
由
を
確
認
す
る
こ
と
を
通
じ
て
理
解
 
 

さ
れ
よ
う
。
 
 
 

な
ぜ
共
通
道
徳
が
他
の
倫
理
理
論
よ
り
も
、
倫
理
学
に
お
け
る
基
盤
的
 
 

役
割
を
果
た
す
上
で
適
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
彼
ら
は
 
 

次
の
よ
う
に
答
え
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
的
倫
理
学
的
理
論
に
見
出
さ
れ
る
 
 

正
当
化
の
一
般
的
規
範
や
枠
組
が
論
争
を
呼
び
起
こ
す
の
に
対
し
、
「
共
通
 
 

道
徳
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
原
則
や
規
則
（
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
四
原
則
）
 
 

に
つ
い
て
、
は
る
か
に
多
く
の
社
会
的
合
意
が
存
在
す
る
」
（
N
O
≡
一
p
皇
室
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た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
原
則
や
規
則
を
め
ぐ
っ
て
は
論
争
が
少
な
 
 

く
、
実
践
的
な
意
思
決
定
や
政
策
展
開
に
と
っ
て
実
用
的
で
あ
る
こ
と
か
 
 

ら
、
共
通
道
徳
は
倫
理
理
論
の
基
盤
的
役
割
を
追
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
多
く
の
社
会
的
合
意
が
存
在
す
る
と
い
う
理
由
も
、
ま
た
そ
れ
 
 

ゆ
え
論
争
が
少
な
く
実
用
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
も
、
共
通
遺
徳
か
ら
浮
 
 

き
出
さ
れ
る
原
則
や
規
則
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
 
 

だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
前
者
に
つ
い
て
タ
ー
ナ
ー
は
、
普
遍
的
な
共
通
遺
徳
 
 

の
存
在
を
支
持
す
る
人
額
学
的
あ
る
い
は
歴
史
的
証
拠
が
ほ
と
ん
ど
な
い
 
 

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
で
超
歴
史
的
な
共
通
道
 
 

徳
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
批
判
的
懐
疑
を
提
示
し
て
い
る
 
苛
u
r
n
e
r
 
 

N
O
声
p
．
－
澄
）
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
ド
ゥ
ダ
ラ
ツ
ィ
ア
が
、
ビ
ー
チ
ャ
 
 

ム
ら
の
合
意
に
寄
せ
る
過
度
の
信
頼
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
 
（
D
e
G
r
6
i
a
 
 

N
壬
∽
－
ワ
N
N
望
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
判
 
 

断
、
例
え
ば
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
は
道
徳
的
に
問
題
が
あ
る
」
な
ど
を
取
 
 

り
上
げ
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
正
し
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
 
 

と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

仮
に
共
通
道
徳
の
存
在
が
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
 
 

共
通
道
徳
に
含
ま
れ
る
規
範
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 

道
徳
規
範
の
正
当
化
の
問
題
は
全
く
別
の
間
超
で
あ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
 
 

は
こ
の
正
当
化
の
問
題
を
共
通
道
徳
の
存
在
と
整
合
性
理
論
に
よ
っ
て
説
 
 

明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
の
共
通
道
徳
の
定
義
、
す
な
わ
ち
 
 

「
す
べ
て
の
道
徳
的
に
寅
剣
な
人
々
が
共
有
す
る
諸
規
範
山
式
」
 
と
い
う
 
 

定
義
は
あ
ま
り
に
も
曖
昧
で
あ
る
た
め
、
共
通
道
徳
理
論
は
こ
の
ま
ま
で
 
 

は
空
虚
な
正
当
化
の
理
論
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

結
び
に
代
え
て
 
 

本
稿
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
よ
る
 
『
生
命
医
学
倫
理
』
 
の
 
 

第
三
版
か
ら
第
五
版
ま
で
の
理
論
構
成
に
つ
い
て
そ
の
変
遷
を
辿
り
な
が
 
 

ら
、
「
原
則
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
彼
ら
の
 
「
四
原
則
ア
プ
ロ
ー
チ
」
 
が
共
 
 

通
道
徳
理
論
へ
と
展
開
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
 
そ
の
過
程
で
 
 

は
、
当
初
道
徳
的
正
当
化
モ
デ
ル
に
み
ら
れ
た
演
繹
主
義
的
色
彩
か
ら
の
 
 

脱
却
と
整
合
主
義
モ
デ
ル
ヘ
の
統
一
、
さ
ら
に
「
理
論
を
越
え
た
収
束
」
 
 

か
ら
共
通
道
徳
へ
の
全
面
的
根
拠
づ
け
が
見
ら
れ
、
彼
ら
の
理
論
は
共
通
 
 

道
徳
理
論
へ
と
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
他
方
、
共
通
道
徳
理
論
が
抱
え
る
 
 

問
題
点
も
指
摘
し
た
。
特
に
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
が
考
え
て
い
た
問
題
よ
り
も
、
 
 

「
共
通
道
徳
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
吟
味
こ
そ
も
っ
と
根
本
的
に
問
 
 

わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
共
通
遺
徳
理
論
の
成
否
の
鍵
を
掘
っ
て
い
る
 
 

問
題
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
。
 
 
 

本
論
で
は
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
共
通
道
徳
を
め
 
 

ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
す
で
に
ビ
ー
チ
ャ
ム
が
先
の
タ
ー
ナ
ー
や
ド
ゥ
ダ
 
 

ラ
ツ
ィ
ア
ら
に
よ
る
批
判
を
受
け
る
形
で
 
「
共
通
道
徳
の
擁
讃
」
 
と
い
う
 
 

論
文
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
共
通
道
徳
を
「
道
徳
の
目
標
に
関
 
 

与
す
る
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
諸
税
絶
の
ま
と
ま
り
」
 
 

（
B
e
2
C
b
巴
層
N
書
∽
｝
p
．
N
告
 
傍
点
引
用
者
）
と
定
義
し
直
し
、
「
す
べ
 
 

て
の
道
徳
的
に
寅
剣
な
人
々
」
 
と
い
う
表
現
が
も
つ
曖
昧
さ
を
排
除
し
て
 
 

い
る
。
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こ
こ
で
い
う
「
道
徳
の
目
標
（
t
訂
鼻
e
c
賢
e
s
象
m
O
r
a
l
i
旦
」
と
は
、
 
 

「
人
々
の
生
活
の
質
を
悪
化
さ
せ
る
諸
条
件
を
減
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
人
間
の
繁
栄
（
h
u
ヨ
a
n
持
O
u
計
h
i
n
g
）
を
促
進
す
る
も
の
」
（
B
e
a
u
c
h
巴
ゴ
p
 
 

N
書
評
p
．
N
歪
）
 
と
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
が
こ
の
目
慄
を
示
し
た
こ
 
 

と
で
、
共
通
道
徳
理
論
は
そ
の
諸
規
範
が
向
か
う
べ
き
方
向
を
示
さ
れ
、
 
 

ま
た
新
た
な
展
望
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
e
共
通
道
徳
埋
論
の
 
 

新
た
な
展
開
に
つ
い
て
の
考
究
は
、
今
後
の
課
建
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
じ
 
 

注
 
 
 

次
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
著
者
名
 
 

を
省
略
し
、
出
版
年
と
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
本
文
中
に
示
し
た
 

B
e
a
u
c
h
a
m
p
｝
、
冒
m
 
L
．
一
a
n
d
 
C
h
i
－
d
r
e
s
s
－
J
a
m
e
s
『
 
（
－
憲
サ
N
茎
－
）
一
 
 

聾
ぎ
誉
軍
学
評
室
註
註
這
蟹
耳
怯
e
d
．
－
等
e
d
．
一
〇
邑
ロ
r
d
U
n
i
完
r
S
首
 
 

P
r
e
s
s
．
 
 

帖
 
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
は
「
本
番
に
お
け
る
熟
慮
お
よ
び
正
当
化
に
対
す
る
 
 

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
階
層
も
し
く
は
レ
ベ
ル
と
し
て
、
図
示
す
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
」
と
し
て
以
下
の
図
を
提
示
し
そ
の
階
層
構
造
を
示
し
て
 
 

い
る
。
こ
の
図
は
第
四
版
に
お
い
て
も
掲
載
さ
れ
、
道
徳
的
正
当
化
 
 

の
演
繹
（
d
e
d
宍
き
e
）
モ
デ
ル
を
説
明
す
る
図
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
 
 

い
る
。
し
か
し
第
五
版
で
こ
の
図
は
削
除
さ
れ
た
ふ
 
 

4
、
倫
理
理
論
 
 

↓
 
 

3
、
原
 
 ↓

 
 

、
 
 

2
規
則
 
 

↓
 
 

1
 、
具
体
的
な
判
断
と
行
動
 
 

ト
ム
・
L
・
ビ
ー
チ
ャ
ム
／
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
F
・
チ
ル
ド
レ
ス
 
（
永
 
 

安
幸
正
・
鼓
本
教
夫
監
訳
）
 
（
－
遽
ゴ
 
『
生
命
医
学
倫
理
』
成
文
優
 

第
三
俄
に
つ
い
て
は
邦
訳
沓
に
よ
る
。
た
だ
し
p
r
i
n
〔
i
p
－
e
（
s
）
に
つ
い
 
 

て
は
、
訳
語
の
統
一
を
は
か
っ
て
「
原
則
」
と
い
う
訳
語
に
改
め
た
っ
 
 

ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
は
規
則
功
利
主
義
と
規
則
兼
務
諭
の
う
ち
い
ず
れ
を
 
 

選
択
す
べ
き
か
を
検
証
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
理
論
を
支
持
し
た
 
 

こ
と
を
報
枇
冒
し
て
い
る
り
 
し
か
し
そ
の
理
論
選
択
は
、
お
互
い
が
一
 
 

方
よ
り
も
「
わ
ず
か
に
好
ま
し
い
」
柑
度
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
そ
れ
 
 

以
上
問
わ
れ
な
い
ま
ま
、
共
通
に
正
当
化
さ
れ
る
原
則
∴
税
別
が
論
 
 

述
の
中
心
と
な
る
 

こ
こ
で
い
う
規
則
に
は
原
則
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
 
（
ビ
ー
 
 

チ
ャ
ム
ー
諾
べ
も
．
仇
N
）
▲
∪
 
 

第
三
版
で
は
倫
理
理
論
の
類
型
と
し
て
功
利
主
義
と
義
務
論
の
二
つ
 
 

が
考
慮
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
第
四
版
で
は
そ
の
考
察
の
範
囲
 
 

が
拡
大
し
て
い
る
。
第
四
版
で
は
功
利
主
義
吉
t
i
F
｛
鼠
a
n
i
s
m
‥
 
 

C
O
n
S
e
q
u
e
n
C
？
B
a
s
e
d
↓
h
e
O
r
y
）
 
と
カ
ン
ト
主
義
（
只
a
n
江
旨
i
s
m
‥
 
 

O
b
厨
a
昏
n
由
a
s
e
d
、
⊇
e
O
r
y
）
 
の
他
に
、
特
性
倫
理
学
（
C
b
琶
a
C
t
e
r
 
 

E
家
c
s
‥
く
i
r
t
u
？
B
a
s
e
d
、
⊇
e
O
r
y
）
、
自
由
主
義
的
個
人
主
義
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7）（6   

（
巳
b
e
r
a
〓
n
d
賢
d
u
a
－
i
s
m
‥
犀
昔
t
甲
B
a
s
e
d
J
ゴ
e
O
r
y
）
、
共
同
体
主
義
 
 

（
C
O
m
m
u
邑
鼠
呂
i
s
m
‥
C
O
m
m
u
n
i
留
B
a
s
e
d
」
ゴ
e
O
r
y
）
、
ケ
ア
倫
 
 

理
学
 
（
E
蒙
c
s
O
f
C
琶
e
‥
R
e
】
a
野
口
S
h
i
マ
B
a
s
e
d
ゴ
F
e
O
r
y
）
、
決
疑
論
 
 

（
C
a
s
亡
i
s
冒
y
‥
C
a
s
？
B
a
s
e
d
、
⊇
e
O
r
y
）
、
原
則
中
心
、
共
通
道
徳
理
 
 

論
（
P
n
ロ
C
i
p
－
？
B
a
s
e
d
－
C
O
R
5
－
O
n
・
M
O
r
註
卑
、
⊇
e
O
静
s
）
が
倫
理
理
 
 

論
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
 
 

C
f
．
B
e
a
u
c
F
a
m
p
a
n
d
C
F
i
l
d
r
e
s
s
－
浩
卓
p
．
∽
↓
 
 

他
に
も
第
五
版
で
は
「
多
様
な
読
者
の
要
求
に
応
じ
る
た
め
に
」
章
 
 

立
て
に
大
き
な
変
更
が
施
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
先
頭
に
置
か
れ
て
い
た
 
 

抽
象
的
な
道
徳
理
論
や
道
徳
的
正
当
化
を
扱
う
理
論
的
部
分
が
最
後
 
 

の
第
Ⅲ
部
に
配
置
さ
れ
、
医
療
従
事
者
に
求
め
ら
れ
る
徳
目
や
四
原
 
 

則
の
適
用
に
関
す
る
記
述
が
冒
頭
に
配
置
さ
れ
る
な
ど
、
よ
り
実
用
 
 

的
な
章
立
て
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
 
 

共
通
道
徳
の
前
理
論
的
存
在
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
、
第
四
版
で
 
 

は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
「
言
語
や
政
治
体
 
 

制
（
c
O
n
S
昏
u
許
n
）
 
の
よ
う
に
、
共
通
道
徳
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
 
 

関
連
す
る
規
則
や
規
制
を
教
え
ら
れ
る
以
前
に
存
在
し
て
い
る
」
 
 

（
－
浩
芦
p
．
豊
。
 
 

第
四
版
に
も
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
そ
う
し
た
同
意
は
、
 
 

部
分
的
に
は
 
（
i
n
p
a
r
t
）
最
初
に
共
有
さ
れ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
す
 
 

な
わ
ち
共
通
道
徳
の
規
範
か
ら
生
じ
る
」
（
－
浩
芦
p
ヒ
○
、
傍
点
引
田
 
 

者
）
。
こ
の
記
述
は
ほ
ぼ
第
五
版
と
同
様
の
記
述
で
あ
る
が
、
収
束
 
 
 

（
同
意
）
 
を
全
面
的
に
共
通
道
徳
に
依
拠
さ
せ
て
い
な
い
点
で
、
第
 
 

凹
版
の
も
つ
理
論
的
な
不
徹
底
さ
が
う
か
が
え
る
。
 
 

㈹
 
本
論
で
取
り
上
げ
た
共
通
道
徳
理
論
が
も
つ
問
題
の
他
に
、
正
当
化
 
 

の
整
合
主
義
モ
デ
ル
が
も
つ
問
題
と
し
て
、
彼
ら
は
以
下
の
四
つ
を
 
 

挙
げ
て
い
る
。
①
整
合
主
義
の
正
確
な
対
象
範
囲
（
道
徳
的
判
断
な
 
 

の
か
、
政
策
な
の
か
、
事
例
な
の
か
、
道
徳
的
薬
理
な
の
か
）
 
が
曖
 
 

昧
で
あ
る
。
②
整
合
性
に
ど
の
よ
う
に
し
て
到
達
す
べ
き
か
、
ま
た
 
 

到
達
し
た
時
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
か
明
ら
か
で
な
い
。
③
道
徳
 
 

的
正
当
化
の
理
由
を
公
表
す
る
こ
と
が
十
分
に
で
き
な
い
。
④
整
合
 
 
 

性
と
い
う
方
法
を
用
い
て
手
に
入
る
や
り
方
は
多
様
な
葛
藤
を
排
除
 
 

す
る
力
を
欠
く
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
は
全
て
の
道
 
 

徳
理
論
が
こ
う
し
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
 
 

い
と
述
べ
て
い
る
 
（
N
喜
－
▼
p
．
会
－
）
。
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