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取
り
組
み
と
し
て
特
徴
づ
け
る
（
2
）。
そ
の
意
味
で
、「
原
発
問
題
」
が

単
に
科
学
（
技
術
）
の
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
よ
き
生
」
へ
の

問
い
、
つ
ま
り
は
倫
理
学
の
問
い
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
上
で
、

原
発
が
「
よ
き
生
」
の
構
想
と
は
両
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る

（
3
）。
た
だ
し
、「
よ
き
生
」
の
構
想
は
、
複
数
存
在
し
う
る
。
従
っ
て
、

そ
こ
か
ら
の
合
意
形
成
が
不
可
欠
で
あ
り
、
再
び
ア
ー
ペ
ル
の
議
論
に
依

拠
し
て
、
討
議
倫
理
学
の
中
に
そ
の
可
能
性
を
探
り
た
い
（
4
）。

1
　
科
学
と
倫
理

　

東
西
の
冷
戦
が
最
終
盤
を
む
か
え
つ
つ
あ
っ
た

―
と
、
今
日
な
ら
回

顧
的
に
言
う
こ
と
の
で
き
る

―
一
九
八
七
年
に
、
カ
ー
ル
＝
オ
ッ
ト

　

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
と
そ
れ
に
続
く
福
島
第
一

原
発
の
事
故
と
い
う
状
況
の
中
で
、
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
二
二
年
を
め
ど

に
、
す
べ
て
の
原
発
を
廃
炉
に
し
、
以
後
、
電
力
は
主
と
し
て
再
生
エ
ネ

ル
ギ
ー
で
ま
か
な
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
過

程
で
「
倫
理
委
員
会
」
な
る
も
の
が
一
定
の
（
重
要
な
？
）
役
割
を
演
じ

た
。
し
か
し
、
原
発
問
題
に
「
倫
理
学
」
が
、
一
体
何
の
関
係
が
あ
る
と

い
う
の
か
。
倫
理
学
に
、
何
が
発
言
で
き
る
と
い
う
の
か
。
こ
れ
が
、
以

下
の
考
察
を
導
く
問
い
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
倫
理
学
な
ど
科
学
で
は
な
い
と
す
る
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
長

ら
く
有
力
視
さ
れ
て
い
た
主
張
を

―
カ
ー
ル
＝
オ
ッ
ト
ー
・
ア
ー
ペ
ル

の
所
説
を
参
照
し
つ
つ

―
吟
味
し
、
倫
理
学
の
発
言
権
を
確
保
す
る
こ

と
を
試
み
る
（
1
）。
次
い
で
、
倫
理
学
を
、「
よ
き
生
」
へ
の
問
い
と
の

特
集
　
い
ま
だ
無
き
言
葉
へ
向
け
て
　

―
　

震
災
・
津
波
・
原
発
災
害
を
考
え
る

倫
理
学
の
問
題
と
し
て
の
原
発

藤
野
寛
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と
い
う
「
結
果
」
こ
そ
が
肝
要
で
あ
り
、
政
治
家
は
そ
の
た
め
の
結
果
責

任
を
負
う
。
科
学
者
も
、
原
発
製
造
へ
の
関
わ
り
と
い
う
点
で
そ
の
倫
理

的
責
任
が
問
わ
れ
た
わ
け
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
原
発
の
場
合
、
問
題
は
、
生
き
残
り
か
否
か
、
破
局
か
否

か
、
と
い
う
結
果
を
め
ぐ
る
二
者
択
一
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
長
期
に

わ
た
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
と
い
う
課
題
が
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

中
心
に
あ
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
原
子
工
学
を
は
じ
め
と
す
る
専
門
科

学
が
深
く
問
題
に
関
与
し
て
い
る
。
原
爆
と
原
発
で
は
そ
の
点
が
異
な
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
主
と
し
て
問
わ
れ
る
の
は
、
政
治
（
的
駆
け
引
き
）
と

結
果
責
任
の
関
係
で
は
な
い
。
原
発
は
、
科
学
―
倫
理
―
政
治
と
い
う
三

項
関
係
の
中
で
こ
そ
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。（
そ
の
際
、
三
・
一
一

以
降
の
事
態
を
通
し
て
露
見
し
た
の
は
、
政
治
と
科
学
の
癒
着
と
い
う
事

実
だ
っ
た
。
そ
れ
に
比
し
て
、
倫
理
学
は
、
完
全
に
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ

て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。）

　

問
わ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
三
項
関
係
の
中
で
、
倫
理
（
学
）
は

―
い

か
に
弱
々
し
く
あ
ろ
う
と
も

―
ど
の
よ
う
に
存
在
を
主
張
で
き
る
の
か
、

す
べ
き
な
の
か
、
に
あ
る
。

　　

と
こ
ろ
が
、
問
い
を
、
科
学
と
倫
理
の
関
係
と
い
う
風
に
立
て
る
こ
と

自
体
、
す
で
に
大
い
に
問
題
含
み
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
両
者
を
対
比

す
る
こ
と
は
、
倫
理
学
な
ど
科
学
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
を
認
め
る
こ

ー
・
ア
ー
ペ
ル
は
、「
責
任
倫
理
の
問
題
と
し
て
の
原
子
力
時
代
に
お
け

る
対
立
の
解
決（

1
）」
と
題
す
る
論
考
を
発
表
し
た
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
ソ
連
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
が
、
と
は
い
え
、
人
類
の
生
き
残
り

と
い
う
目
標
は
、
両
者
と
も
に
共
有
し
て
い
た
。
そ
の
前
提
の
も
と
に
、

自
ら
の
陣
営
に
い
か
に
多
く
の
利
益
を
引
き
出
す
か
を
め
ぐ
っ
て
駆
け
引

き
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
核
兵
器
は
、
そ
の
駆
け
引
き
の
手
段

（
抑
止
力
）
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
た
。
手
段
と
し
て
ち
ら
つ
か
せ
ら
れ

る
だ
け
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
、
意
に
反
し
て
実
際
に
使
わ
れ
て
し
ま
う

可
能
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
問
題
だ
っ
た
の
だ
。

　

現
在
わ
れ
わ
れ
が
身
を
置
い
て
い
る
状
況
を
、
当
時
と
パ
ラ
レ
ル
に
見

る
こ
と
は
で
き
る
か
。
一
方
に
原
発
推
進
派
、
他
方
に
原
発
廃
絶
派
が
対

峙
し
、
し
か
し
、
両
者
は
人
類
の
生
き
残
り
と
い
う
目
標
を
共
有
し
て
お

り
、
そ
の
上
で
、
こ
の
前
提
の
も
と
に
、
い
か
に
多
く
の
利
益
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
か
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

原
発
は
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
現

状
を
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
る
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
類
比
は
誤
っ
て
い

る
。
な
に
し
ろ
、
原
発
は
駆
け
引
き
の
手
段
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
、
稼
働
し
て
い
る
。
現
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供

給
し
て
い
る
の
だ
。

　

確
か
に
、
核
戦
争
の
脅
威
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
、
倫
理
は
、
責
任

倫
理
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
人
類
の
生
き
残
り
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な
い
か
。「
超
越
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
消
息
を
伝
え
て
い
る
。
あ
る
い

は
、「
人
生
は
無
意
味
だ
」
と
い
う
命
題
。
こ
こ
で
も
、「
意
味
」
な
る
も

の
を
事
実
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ

も
、
事
実
に
照
ら
し
て
検
証
で
き
る
命
題
で
は
な
く
、「
神
」
に
し
て
も

「
愛
」
に
し
て
も
「
人
生
」
に
し
て
も
「（
無
）
意
味
」
に
し
て
も
、
問
題

は
言
葉
の
定
義
に
あ
っ
て
、
事
実
の
検
証
に
は
な
い

―
そ
う
い
う
事
情

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。　

「
拷
問
は
悪
い
」
に
せ
よ
、「
脳
死
を
人
の
死
と
み
な
す
」
に
せ
よ
、「
原

発
は
廃
絶
す
べ
き
だ
」
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
命
題
は
、
そ
も
そ
も
「
真
偽

を
問
う
こ
と
の
で
き
る
」
命
題
な
の
か
。
そ
の
意
味
で
「
有
意
味
な
」
命

題
な
の
か
。
論
理
実
証
主
義
者
は
、
そ
れ
に
は
「
否
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。

す
る
と
ど
う
な
る
か
。「
自
殺
す
る
こ
と
は
悪
い
」「
苦
し
ん
で
い
る
人
を

見
た
ら
助
け
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
命
題
は
、
学
問
的
命
題
で
は
な
い
、

と
い
う
話
に
な
る（

3
）。
こ
う
し
て
、
事
実
認
識
を
担
当
す
る
科
学
VS
価
値

評
価
を
く
だ
す
倫
理
学
、
と
い
う
対
立
図
式
が
成
立
し
、
倫
理
学
は
、
科

学
（
学
問
）
の
共
同
体
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
倫
理
学
は
科
学

で
は
な
い
、
と
は
、
具
体
的
に
考
え
れ
ば
、
つ
ま
り
は
、
そ
う
い
う
主
張

だ
。

　

ち
な
み
に
、
美
学
も
、
同
じ
運
命
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
文
学

も
美
学
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
と
、
文
学
研
究
も
学
問
で
は
な
い
、
と
い

う
話
に
な
る
。「
人
生
は
美
し
い
」
と
い
う
命
題
、
然
り
、「
富
士
山
は
美

と
を
含
意
し
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
事
実
、
そ
う
い
う
主
張
が
、
歴
史
上
、

哲
学
者
自
身
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
二
十
世
紀
初
頭
の
論
理

実
証
主
義
が
そ
れ
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
カ
ル
ナ
ッ
プ
、
イ
ギ
リ

ス
人
の
エ
イ
ア
ー
を
そ
の
代
表
的
論
客
と
す
る
。

　

論
理
実
証
主
義
と
い
う
の
は
、
強
引
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
論
理
的
推

論
と
事
実
確
認
（
実
証
）
と
の
組
み
合
わ
せ
以
外
は
、
真
理
と
し
て
認
め

な
い
、
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
事
実
確
認
か
ら
価
値
評
価
を
引

き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
＋
ム
ー
ア
の
洞
察
が
つ
け

加
わ
る
。
結
果
と
し
て
、
価
値
評
価
命
題
は
、
真
理
で
は
あ
り
え
ず
、
従

っ
て
、
倫
理
学
は
科
学
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
、
と
い
う
話
に
な
る（

2
）。

　

彼
ら
の
主
張
の
要
は
、
真
／
偽
と
い
う
区
別
と
、
有
意
味
／
無
意
味
と

い
う
区
別
を
峻
別
し
た
点
に
あ
る
。
あ
る
命
題
が
、
事
実
に
照
ら
し
て
妥

当
す
る
か
否
か
、
を
表
現
す
る
の
が
、
真
／
偽
の
区
別
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
地
球
は
丸
い
」
と
い
う
命
題
は
真
で
あ
り
、「
地
球
は
平
ら
だ
」
は
偽
だ
。

そ
の
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
存
在
す
る
地
球
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
確
か
め

る
（
検
証
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
命
題
の
真
偽
が
事
実
に
照
ら
し
て
確
認
・
検
証
で
き

な
い
よ
う
な
命
題
が
あ
る
。「
神
は
愛
だ
」
は
ど
う
か
。
こ
の
命
題
を
検

証
す
る
た
め
の
事
実
と
し
て
、
神
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
事
実
と
し
て

は
存
在
し
な
い
か
ら
こ
そ
有
り
難
い
（
ら
し
い
）
も
の
、
そ
れ
が
神
で
は
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実
際
、
あ
ま
り
に
も
狭
く
、
そ
の
結
果
人
生
の
重
大
事
を
素
通
り
し
て

し
ま
う
よ
う
な
真
理
概
念
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
良
し
と
せ
ず
、
対
応
説

と
は
異
な
る
真
理
概
念
の
取
り
出
し
と
練
り
上
げ
に
取
り
組
む
流
れ
は
、

二
十
世
紀
の
倫
理
学
史
に
お
い
て
、
む
し
ろ
優
勢
を
な
し
た
、
と
言
え
る

よ
う
だ
。
整
合
説
や
合
意
説
が
提
案
さ
れ
る
。
例
え
ば
ア
ー
ペ
ル
は
、
命

題
と
事
実
、
主
観
の
客
観
と
の
一
致
で
は
な
く
、
主
観
と
主
観
の
間
の
合

意
を
も
っ
て
真
理
と
み
な
す
、
と
い
う
方
向
に
真
理
概
念
の
変
換
を
試
み

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
真
理
概
念
を
採
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
倫

理
学
は
科
学
に
あ
ら
ず
、
と
す
る
見
解
を
共
に
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
る
こ

と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
自
然
主
義
的
誤
謬
の
指
摘
は
、
ム
ー
ア
自
身
に
あ
っ
て
は
、

形
而
上
学
的
行
為
と
し
て
の
直
覚
（
あ
る
い
は
、
直
観
）
に
よ
る
「
よ

さ
」
の
認
識
と
セ
ッ
ト
に
な
る
も
の
だ
っ
た
。
形
而
上
学
的
（
非
自
然
主

義
的
）
直
覚
（
直
観
）
か
、
さ
も
な
く
ば
、
自
然
主
義
的
誤
謬
か
、
と
い

う
二
者
択
一
が
迫
ら
れ
た
の
だ
。
そ
の
結
果
、
ム
ー
ア
に
と
っ
て
は
、

「
よ
さ
」
に
関
す
る
命
題
は
依
然
と
し
て
学
問
的
命
題
だ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
登
場
す
る
分
析
哲
学
者
の
多
く
に
は
、
そ
の
よ

う
な
形
而
上
学
的
行
為
な
ど
、
も
は
や
受
け
入
れ
難
い
。
す
る
と
、
ど
う

な
る
か
。
世
に
倫
理
学
的
命
題
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
ず

れ
も
、
そ
の
言
明
を
発
す
る
人
の
感
情
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う

し
い
」
と
い
う
命
題
、
ま
た
然
り
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
様
々
な
反
問
が
可
能
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
真
理
概
念
の
問
題
。
論
理
実
証
主
義
の
真
理
概
念
は
、
真
理

概
念
と
し
て
狭
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
が
立
ち
う
る
。
そ

こ
で
は
、
真
理
と
し
て
、
命
題
と
事
実
の
合
致
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。
自
然
科
学
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
話
が
済
む
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
自
然
科
学
の
真
理
観
が
、
ど
う
し
て
、
自
然
科
学
で

は
な
い
学
問

―
例
え
ば
、
倫
理
学

―
に
も
、
無
造
作
に
あ
て
は
め
ら

れ
て
し
ま
う
の
か
。
事
実
と
の
対
応
と
い
う
真
理
概
念
で
は
、
確
か
に
、

倫
理
命
題
は
、
い
ず
れ
も
、
真
と
も
偽
と
も
解
釈
可
能
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
話
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
で
、

倫
理
学
を
科
学
か
ら
追
放
す
れ
ば
、
話
は
ス
ッ
キ
リ
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
善
悪
へ
の
問
い
、
価
値
へ
の
問
い
を
、
そ
も
そ
も
人
生
か
ら
追

放
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
と
す
る
と
、
人
生
に
お
け
る
切
実
な
関
心
事

に
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
よ
う
な
営
み
と
し
て
の
科
学
が
成
立
す
る
こ
と
に

な
り
、
そ
ん
な
も
の
に
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
存
在
価
値
が
あ
る
の
か
、
と
い

う
問
い
が
、
た
だ
ち
に
、
科
学
に
跳
ね
返
っ
て
こ
ず
に
は
す
ま
な
い
は
ず

だ
。（
価
値
な
ど
追
放
し
た
の
だ
か
ら
、
存
在
価
値
云
々
な
ど
と
い
う
議

論
が
そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
反
論
は
、
も
ち
ろ
ん
想
定
可
能

だ
が
、
そ
の
「
存
在
価
値
」
や
「
存
在
理
由
」
へ
の
問
い
を
問
わ
ず
に
、

科
学
を
行
い
続
け
る
こ
と
な
ど
、
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。）



言語社会　第 6号　　122

差
し
は
、
ナ
チ
ズ
ム
時
代
に
ド
イ
ツ
の
哲
学
、
わ
け
て
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

犯
し
た
過
ち
に
ま
っ
す
ぐ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

2
　「
よ
き
生
」
へ
の
問
い
と
し
て
の
倫
理
学

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
冒
頭
を
、
カ
ン
ト
は
、
人
間
の
理
性
は
自
分
で
は

答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
関
心
で
い
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
困
っ
た
素
性
に
あ
る
、
と
い
う
風
に
書
き
起
こ
す
。

「
人
間
の
理
性
は
、
そ
の
認
識
の
あ
る
タ
イ
プ
に
あ
っ
て
独
特
の
運
命

を
背
負
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
が
斥
け
る
こ
と
も
で
き
ず

―

と
い
う
の
も
そ
れ
ら
の
問
い
は
理
性
そ
の
も
の
の
本
性
か
ら
し
て
理
性

に
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら

―
か
と
い
っ
て
答
え
る
こ
と
も
で
き
な
い

―
と
い
う
の
も
そ
れ
ら
は
人
間
理
性
の
能
力
一
切
を
凌
駕
し
て
い
る

か
ら

―
よ
う
な
問
い
に
悩
ま
さ
れ
る
、
と
い
う
運
命
で
あ
る
。（5
）」

「
理
性
が
自
分
で
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
し
無
関
心
で
い
る
こ

と
も
で
き
な
い
問
題
」
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ン
ト
は
、
何
を
考
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
絶
対
的
な
も
の
、
無
限
な
も
の
、
例
え
ば
「
神
さ
ま
」
な
ど

と
い
う
も
の
へ
の
問
い
が
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
。
あ
る
い
は
、「
永
遠
の

生
命
」
と
か
。
し
か
し
、
よ
り
一
般
的
に
は
、「
経
験
に
は
与
え
ら
れ
な

話
に
な
る
。
エ
イ
ア
ー
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
情

動
主
義
で
あ
る
。
す
る
と
、
倫
理
命
題
が
、
科
学
的
認
識
と
は
も
は
や
関

わ
り
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
し
て
も
無
理
も
な
い
。「
拷
問

は
悪
い
」
と
い
う
命
題
は
、
拷
問
に
ふ
れ
て
人
が
抱
く
嫌
悪
感
や
反
感
を

表
明
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
話
に
な
り
、
世
の
す
べ
て
の
人
が

拷
問
に
ふ
れ
て
嫌
悪
感
や
反
感
を
抱
く
と
は
限
ら
な
い

―
拷
問
を
命
じ

た
人
、
執
行
し
て
い
る
人
を
思
い
浮
か
べ
て
み
よ

―
以
上
、
こ
の
命
題

が
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
真
理
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
あ
り
え
な
い
こ
と
に

な
る
。

　

ア
ー
ペ
ル
の
議
論
に
あ
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
い
う
英
米
系
の
分

析
哲
学
の
倫
理
学
説
が
、
大
陸
系
の
実
存
哲
学
の
倫
理
学
説
と
前
提
を
共

有
し
て
お
り
、
確
か
に
対
立
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
互
い
に
相
補
的
関
係

に
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る（

4
）。
な
ぜ
か
。
両
者
は
、
客
観
的

で
価
値
中
立
的
な
認
識
と
、
価
値
に
関
す
る
主
観
（
主
体
）
の
ア
ン
ガ
ー

ジ
ュ
マ
ン
と
を
対
立
さ
せ
る
、
と
い
う
枠
組
み
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
分
析
哲
学
が
、
前
者
の
み
を
科
学
と
認
め
、
倫
理
言
明
を
科
学
か

ら
追
放
す
る
の
に
対
し
て
、
実
存
哲
学
は
、
価
値
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を

こ
そ
重
視
し
、
た
だ
し
、
そ
れ
は
科
学
的
・
理
性
的
思
考
か
ら
は
導
出
さ

れ
え
な
い
が
故
に
、
主
体
（
主
観
）
の
実
存
的
決
断
に
委
ね
る
し
か
な
い
、

と
考
え
る
の
だ
。
実
証
主
義
の
客
観
主
義
と
実
存
主
義
の
主
観
主
義
は
共

犯
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
指
摘
す
る
ア
ー
ペ
ル
の
眼
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さ
て
、
哲
学
や
倫
理
学
を
教
え
て
い
る
と
、「
そ
ん
な
答
え
の
出
な
い

学
問
な
ん
て
…
…
」
と
い
う
拒
否
感
の
表
明
に
、
頻
繁
に
遭
遇
さ
せ
ら
れ

る
。
実
証
科
学
と
哲
学
が
対
比
さ
れ
、
そ
れ
に
、
答
え
の
出
る
学
問
／
出

な
い
学
問
と
い
う
対
比
が
か
ぶ
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
と
い
う
の
も
、

実
証
科
学
と
は
、
経
験
に
与
え
ら
れ
る
事
実
に
よ
っ
て
（
答
え
の
真
偽

が
）
検
証
可
能
で
あ
る
よ
う
な
理
論
体
系
、
と
定
義
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
。

そ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
と
は
、
経
験
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
へ
の

関
心
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
学
問
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
際
、「
経
験
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
も
の
と
し
て
直
ち
に
思
い

浮
か
ぶ
の
は

―
上
述
の
よ
う
に

―
例
え
ば
「
神
さ
ま
」
の
よ
う
な

「
超
経
験
的
」
な
何
も
の
か
、
超
常
現
象
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
幸
福
」
と
か
「
良
さ
」
の
よ
う
に
、
必
ず

し
も
一
義
的
な
規
定
が
期
待
で
き
な
い
も
の
も
、
そ
れ
に
数
え
入
れ
ら
れ

う
る
。「
事
実
」
と
の
対
比
に
お
い
て
は
、「
価
値
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。

（「
意
味
」
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。）

　

例
え
ば
「
よ
い
人
生
」
と
は
ど
ん
な
人
生
か
、
と
い
う
問
い（

6
）。
こ
の

問
い
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
み
ん
な
の
見
解
か
ら
は
独
立
に

―
客
観
的

に

―
「
正
解
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
は
思
え
ず
、
か
と
い
っ
て
、
み
ん

な
の
見
解
が
一
致
す
る
こ
と
も
容
易
に
は
期
待
で
き
そ
う
も
な
い
問
い
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
こ
れ
も
ま
た
、
経
験
的
に

い
も
の
」
へ
の
関
心
、
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
形

而
上
学
的
な
問
い
」
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
論
理
実
証
主
義
者
が
現
わ
れ
て
、
そ
う
い
う
関
心
を

抱
く
こ
と
自
体
が
迷
妄
の
始
ま
り
だ
、
と
指
弾
し
て
、
却
下
し
た
の
だ
っ

た
。
そ
ん
な
問
題
に
は
関
心
な
ど
も
た
な
い
こ
と
こ
そ
推
奨
さ
れ
る
、
と
。

　

し
か
し
、
人
間
は
、
そ
う
い
う
「
経
験
に
は
与
え
ら
れ
な
い
も
の
」、

例
え
ば
「
さ
し
あ
た
り
は
存
在
不
可
能
に
見
え
る
も
の
」
へ
の
関
心
を
通

し
て
こ
そ
、
人
間
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
カ
ン
ト
の
別
の
言
い
方
に
従

え
ば
、「
人
が
希
う
こ
と
の
許
さ
れ
る
も
の
」、
つ
ま
り
は
「
希
望
」
の
対

象
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
人
間
は
、
例
え
ば
「
死
な
な
い
こ
と
」
を
希
い
、
そ
の
こ
と

で
様
々
な
誤
り
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
天
国
へ
の
救
済
だ
の
地
獄
で
の

刑
罰
だ
の
と
い
っ
た
戯
言
だ
。「
希
望
」
な
る
も
の
は
、
人
間
を
誤
ら
せ

る
も
の
と
も
な
る
「
両
刃
の
剣
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
今
日
、

人
間
が
空
を
飛
べ
る
の
は
、
希
望
と
い
う
こ
の
能
力
の
お
か
げ
で
も
あ
る

だ
ろ
う
。
東
北
地
方
で
米
が
獲
れ
る
の
だ
っ
て
、
同
様
だ
。
つ
ま
り
、

「
今
日
、
経
験
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
」
が
、
明
日
も
ま
た
そ
う
で

あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
科
学
の
「
進
歩
」
な

る
も
の
の
原
動
力
の
一
つ
は
、
カ
ン
ト
が
人
間
性
に
数
え
入
れ
た
こ
の

「
望
む
」
と
い
う
能
力
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
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る
の
か
、
と
い
う
問
い
の
前
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
今
の
日
本

社
会
に
は
、
そ
う
い
う
場
合
、
東
大
教
授
と
い
う
肩
書
き
を
持
つ
人
の
見

解
が
最
も
信
用
で
き
る
と
考
え
る
権
威
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
が
出
来
上

が
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
点
で
の
信
頼
も
無
惨
に
崩
れ
去
っ
た
の
が
、

今
回
の
事
故
中
・
事
故
後
の
専
門
家
の
対
応
だ
っ
た
。）

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
の
専
門
家
が
最
も
信
用
で
き
る
の
か
を
め

ぐ
っ
て
判
断
を
迫
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
正
解
」

を
め
ぐ
る
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。
わ
れ
わ

れ
は
、「
よ
き
生
」
を
め
ぐ
る
判
断
（
決
断
）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
そ
れ

を
迫
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

別
の
例
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
飛
行
機
に
乗

る
。
そ
の
際
、
飛
行
機
が
事
故
を
起
こ
す
可
能
性
が
ゼ
ロ
だ
、
と
考
え
て

乗
る
人
は
い
ま
い
。
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
い
、
と
は
考
え
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
祈
り
の
よ
う
な
も
の
だ
。
自
分
が
乗
る

飛
行
機
（
だ
け
）
は
大
丈
夫
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
根
拠
の
な
い
信
念
。

信
仰
に
近
い
。

　

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
飛
行
機
が
技
術
的
に
も
人
為
的
に
も
事
故
の

可
能
性
と
不
可
分
の
乗
り
物
で
あ
る
事
実
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
つ
ま
り
、

そ
の
点
は
「
正
解
」
と
し
て
認
め
た
上
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

利
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
飛
行
機
に
伴
う
リ
ス
ク
と
、
飛
行
機
が
も
た

「
正
解
」
に
迫
る
こ
と
の
絶
望
的
に
困
難
な
問
い
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
倫
理
学
は
「
正
解
」
の
獲
得
が
ほ
ぼ
期
待
で
き
そ
う
に
な
い
問
い
と

の
取
り
組
み
で
あ
る
と
す
る
学
生
諸
君
の
（
拒
否
的
な
）
直
感
は
、
間
違

っ
て
は
い
な
い
。「
よ
い
人
生
」
と
は
ど
ん
な
人
生
か
、
と
い
う
よ
う
な

問
い
は
、
客
観
的
な
「
正
解
」
が
期
待
で
き
ず
、
せ
い
ぜ
い
「
人
々
の
合

意
」（「
間
主
観
的
真
理
」
と
い
う
表
現
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
）
が
、
そ

れ
も
単
に
「
め
ざ
さ
れ
う
る
」
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
問
題
な
の
だ
。
倫
理

学
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
タ
イ
プ
の
問
題
と
取
り
組
む
辛
気
臭
い
営
み
だ
、

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

3
　
原
発
が
は
ら
む
リ
ス
ク
と
「
よ
き
生
」

　

で
は
、
原
発
が
倫
理
学
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
原
子
力
発
電
所
で
事

故
が
起
き
る
確
率
は
、
〇
％
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
〇
％
に
限
り
な
く

近
い
に
せ
よ
〇
％
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
意
外
と
高
い
確
率
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
問
い
を
立
て
る
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
専
門
家
の
声
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
余
儀
な
く

す
る
。（
数
値
を
め
ぐ
る
問
い
と
い
う
の
は
、
大
体
が
そ
う
だ
。）

　

フ
ク
シ
マ
の
事
故
で
わ
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
専
門
家
の
間
で
も
見

解
の
一
致
と
い
う
の
は
意
外
に
存
在
し
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
だ
っ
た

わ
け
だ
が
、
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
の
専
門
家
が
最
も
信
用
で
き
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も
の
に
依
存
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
共
存
す
る
生
を
選
ぶ
の
か
、
そ
れ

と
も
、
そ
れ
な
し
に
な
ん
と
か
や
っ
て
い
こ
う
と
す
る
生
を
選
ぶ
の
か
、

と
い
う
選
択
の
前
に
わ
れ
わ
れ
は
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
、「
よ
き
生
」
を
め
ぐ
る
問
い
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
倫
理
的
な
問
い
」

で
あ
る
。
問
題
は
、「
原
発
事
故
の
リ
ス
ク
は
、
ど
れ
だ
け
ゼ
ロ
に
近
い

か
」
と
い
う

―
専
門
家
が
担
当
す
る

―
問
い
に
回
収
さ
れ
る
も
の
で

は
決
し
て
な
い
。
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
判
断
を
迫
ら
れ
る
問
い
な
の

だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
問
題
は
、「
環
境
倫
理
（
学
）」
と
い
う
括
り

―
環
境
に
対
す
る
正
し
い
態
度
を
め
ぐ
る
問
い

―
に
も
収
ま
り
き
る

も
の
で
は
な
い
。
端
的
に
、
わ
れ
わ
れ
の
「
よ
き
生
」
の
構
想
を
め
ぐ
る

問
題
な
の
だ
。

　

わ
れ
わ
れ
の
「
よ
き
生
』
を
め
ぐ
る
構
想
は

―
飛
行
機
の
場
合
同
様

―
事
故
の
リ
ス
ク
が
ゼ
ロ
で
は
な
い
原
発
と
の
共
存
を
選
ぶ
の
か
、
そ

れ
と
も
、
そ
う
い
う
リ
ス
ク
と
の
共
存
は

―
飛
行
機
の
場
合
と
は
違
っ

て

―
拒
否
す
る
の
か
。
こ
こ
に
倫
理
的
な
問
い
が
立
っ
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
、
事
故
に
ま
つ
わ
る
リ
ス
ク
を
あ
り
あ
り
と
想
像
し
て
み
る
作
業

を
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
免
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、

フ
ク
シ
マ
で
進
行
中
の
事
態
を
直
視
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
飛
行
機
を
そ
の
リ
ス
ク
と
も
ど
も
受
け
入
れ

た
よ
う
に
、
原
発
も
そ
の
リ
ス
ク
も
こ
み
で
受
け
入
れ
る
の
か
、
と
問
う

ら
す
メ
リ
ッ
ト
を

―
無
意
識
の
内
に
で
あ
れ

―
秤
に
か
け
、
そ
の
上

で
、
メ
リ
ッ
ト
に
賭
け
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
飛
行
機
が

―
リ
ス
ク
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
も

―
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
が
、

わ
れ
わ
れ
の
望
む
「
よ
き
生
」

―
海
外
旅
行
や
海
外
出
張
の
上
に
成
り

立
つ
生

―
に
と
っ
て
は
不
可
欠
だ
、
と
判
断
し
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
れ

は
、「
生
の
質
（Q

uality of Life

）」
を
め
ぐ
る
判
断
、
つ
ま
り
は
「
よ

き
生
」
を
め
ぐ
る
判
断
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
そ
の
判
断
は
、
個
人
の
判
断
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
的

判
断
で
も
あ
る
。
私
個
人
が
飛
行
機
を
利
用
し
よ
う
と
決
断
す
る
わ
け
だ

が
、
同
時
に
、
社
会
全
体
が
、
飛
行
機
運
行
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
こ

と
を
決
断
し
て
も
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
め

ぐ
っ
て
は
、
個
人
的
決
断
だ
け
で
な
く
社
会
的
合
意
形
成
も
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は
、
倫
理
学
（
者
）
も
ま
た
口

出
し
し
う
る
余
地
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
（
質

の
）
生
を
望
む
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

原
発
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
原
発
に
伴
う
リ
ス
ク

が
ゼ
ロ
で
あ
る
、
と
考
え
る
人
は
も
は
や
ど
こ
に
も
い
ま
い
。
そ
れ
に
伴

う
リ
ス
ク
が
ゼ
ロ
だ
、
と
い
う
人
が
噓
つ
き

―
さ
も
な
く
ば
、
想
定
能

力
が
恐
ろ
し
く
欠
如
し
た
人
々

―
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た

の
が
、
フ
ク
シ
マ
の
事
態
だ
っ
た
。

　

だ
か
ら
、
決
し
て
ゼ
ロ
と
は
い
え
な
い
リ
ス
ク
を
抱
え
込
む
原
発
な
る
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か
ね
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
人
間
の
「
よ
き
生
」
の
構
想
を
不
可
能
に
し

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

4
　「
よ
き
生
」
を
め
ぐ
る
合
意
の
形
成

　

科
学
は
専
門
家
の
世
界
で
あ
る
。
特
定
の
事
実
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
言

説
へ
の
ア
ク
セ
ス
能
力
を
習
得
し
た
人
々
。
と
こ
ろ
が
、
倫
理
を
め
ぐ
る

議
論
に
お
い
て
は
、
専
門
家
と
素
人
と
い
う
区
別
は
成
立
し
な
い
。「
よ

さ
」
や
「
価
値
」
が
他
人
事
で
あ
る
、
な
ど
と
言
う
人
は
、
容
易
に
想
像

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
誰
も
が
平
等
の
資
格
に
お
い
て
参
加
で
き
る
の
が
、

倫
理
の
議
論
だ
。

「
よ
き
生
」
に
つ
い
て
の
構
想
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
に
よ
っ
て
抱
か

れ
、
練
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
、
専

門
家
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
倫
理
学
者
が
、
世
の
人
々
に
ま
さ
っ
て

「
よ
き
生
」
の
何
た
る
か
を
考
え
る
能
力
や
資
格
を
備
え
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

　

け
れ
ど
も
、
原
発
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
専
門
家

／
非
専
門
家
と
い
う
対
比
の
構
図
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
は
、
多
く
の
専
門
家
が
単
な
る
御
用
学
者
と
し
て
の

正
体
を
露
呈
し
、
ま
っ
た
く
信
頼
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ

け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
直
ち
に
、
専
門
家
な
る
も
の
の
権
威
そ
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

そ
の
際
、
私
は
、
今
回
さ
か
ん
に
語
ら
れ
た
「
制
御
不
可
能
」
と
い
う

言
葉
に
つ
い
て
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
い
っ
た
い
何
度
、「
注
意

深
く
観
察
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
東
京
電
力
や
原
子
力
保
安
院
に

よ
っ
て
口
に
さ
れ
た
こ
と
か
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、「
見
守
る
し
か

な
い
」
こ
と
、「
お
手
上
げ
だ
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
だ
。

原
発
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
制
御
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な

い
技
術
な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
飛
行
機
も
制
御
不
可
能
に
な
る
。
だ
か
ら
、

飛
行
機
が
制
御
不
可
能
に
な
る
こ
と
と
原
発
が
制
御
不
可
能
に
な
る
こ
と

の
間
に
違
い
は
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
ん
な
違
い
か
、
と
い
う
点

が
問
題
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
そ
、
制
御
不
可
能
な
飛
行
機
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
る
も
の
と
制
御
不
可
能
な
原
発
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
も
の
の
比
較

と
い
う
作
業
が
、「
よ
き
生
」
の
構
想
と
の
関
連
の
も
と
に
行
わ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

科
学
技
術
の
目
的
は
、
自
然
支
配
に
あ
る
。
今
回
の
地
震
・
津
波
は
、

そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
な
（
不
可
能
な
？
）
目
標
で
あ
る
か
を
ま
ざ
ま
ざ

と
示
し
た
。
一
〇
〇
％
の
自
然
支
配
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
と

こ
ろ
が
人
間
は
、
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
、
自
ら
制
御
不

可
能
に
な
り
か
ね
な
い
よ
う
な
も
の
を
作
り
出
し
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な

も
の
の
上
に
、
わ
れ
わ
れ
の
「
よ
き
生
」
を
築
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
し

か
し
、
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
制
御
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
い
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議
へ
の
有
資
格
者
と
無
資
格
者
の
線
引
き
が
な
さ
れ
、
そ
こ
に
共
同
体
が

生
ま
れ
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
」
と
呼
ば
れ
る
。
逆
に
言

う
と
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
は
、
現
に
既
に
存
在
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
集
団
と
は
同
一
視
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
は
理
想
化
さ

れ
た
共
同
体
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。）

　　

討
議
倫
理
と
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
間
に
共
通
点
が
存
す
る
こ
と
は
、
一

目
瞭
然
だ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
、
両
者
は
共
に
自
己
立
法
の
倫
理
な
の
だ
か

ら
。
た
だ
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
ル
ー
ル
を
定
め
る
の
が
個
人
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
討
議
倫
理
で
は
、
合
意
形
成
の
共
同
体
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
共
同
体
）
が
ル
ー
ル
を
定
め
る
。
自
ら
が
、
あ
る
い
は
み
ん
な
で
定

め
た
ル
ー
ル
な
の
だ
か
ら

―
強
制
さ
れ
渋
々
に
で
は
な
く

―
自
発
的

に
従
う
と
い
う
構
図
自
体
は
変
わ
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
で
は
、
両
者
の
違

い
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
。

　

問
題
に
な
る
行
為
の
質
が
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
カ
ン
ト
が
問
題
に
し

た
行
為
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
、
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
自
殺
し
て
も

よ
い
か
・
守
れ
る
あ
て
の
な
い
約
束
を
し
て
も
よ
い
か
・
自
己
の
能
力
の

涵
養
に
努
め
な
く
て
よ
い
か
・
困
っ
て
い
る
人
を
見
た
ら
助
け
る
べ
き
か

―
い
ず
れ
も
、
個
人
が
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
行
為
ば
か
り
だ
。
だ

か
ら
こ
そ
、
で
き
る
こ
と
は
し
た
け
れ
ば
何
を
し
て
も
よ
い
の
か
、
と
い

う
問
い
が

―
個
人
の
レ
ベ
ル
で

―
立
つ
。

の
が
崩
れ
去
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
問
題
は
、
誰
が
当
て
に
な
る
専

門
家
か
、
誰
が
真
の
意
味
で
の
専
門
家
か
、
と
い
う
問
い
に
横
す
べ
り
し

た
だ
け
、
に
な
り
か
ね
な
い
。
例
え
ば
、
原
発
推
進
派
の
専
門
家
の
権
威

が
失
墜
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
原
発
批
判
派
の
専
門
家
が
公
共
の
議
論

を
リ
ー
ド
し
、
め
で
た
し
め
で
た
し
、
と
い
う
よ
う
な
展
開
が
期
待
さ
れ

て
い
た
り
も
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
も
し
、
原
発
が
倫
理
学
の
問
題
で
も
あ
る
の
な
ら
、
そ
こ
で

は
、
科
学
の
権
威
こ
そ
が
も
の
を
言
う
と
い
う
構
図
で
は
す
ま
な
く
な
る

は
ず
だ
。
原
発
と
「
よ
き
生
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
人
々
の
間
で
合
意

形
成
が
は
か
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
そ
の
合
意
形
成

は
、
専
門
科
学
者

―
原
子
工
学
者
で
あ
れ
、
環
境
経
済
学
者
で
あ
れ

―
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
、
と
い
う
話
で
は
な
く
、
全
て
の
人
が
共
に

発
言
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
続
け
る

こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
合
意
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
調
整
し
推
進
す
る
こ
と

―
こ
れ
が
、
倫
理
学
者
が
引
き
受
け
る
べ
き
仕
事
で
あ
る
、
と
言
う
べ

き
だ
ろ
う
。

（
原
理
的
に
は
、
す
べ
て
の
人
が
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加

す
る
資
格
を
有
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
た
だ
し
、
合
意
形
成
を
め
ざ
す
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
実
際
に
参
加
す
る
た
め
に
、
一
定
の
条
件
が
課
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
噓
を
つ
か
な
い
、
駆
け
引
き
を
し
な

い
、
合
意
に
は
従
う
、
な
ど
。
こ
の
条
件
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
で
、
討
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そ
う
い
う
わ
け
で
、
討
議
と
い
う
実
践
は
、
見
解
・
立
場
の
複
数
性
を

受
け
入
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
不
可
欠
の
前
提
と
し
さ
え
す
る
。

そ
の
上
で
、
統
整
的
原
理
（
到
達
目
標
の
よ
う
な
も
の
）
と
し
て
、
合
意

と
い
う
こ
と
を
置
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
、
構
成
的
原
理
（
構

成
要
素
の
よ
う
な
も
の
）
で
は
な
い
。
齋
藤
純
一
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が

「
意
思
決
定
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
意
見
の
複
数

性
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
与
件
と
見
な
し
て
い
る
」
が
、「
討
議
は
合

意
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
不
合
意
が
新
た
に
創
出
さ
れ
て

行
く
過
程
で
も
あ
る（

7
）」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
見
事
な
指
摘
は
、

し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
批
判
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
こ
の
指
摘

に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
喜
ん
で
同
意
す
る
だ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
調
整
が
な
さ
れ
る
の
は
、
個
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

と
全
体
の
秩
序
の
間
に
お
い
て
だ
っ
た
。
あ
な
た
が
抱
く
願
望
を
他
の
み

ん
な
も
抱
く
こ
と
を
あ
な
た
は
願
い
う
る
か
、
が
問
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

昨
今
の
倫
理
的
ジ
レ
ン
マ
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
一
二
週
以
内

の
胎
児
は
人
間
と
見
な
さ
れ
う
る
か
、
脳
死
を
人
の
死
と
見
な
す
べ
き
か
、

と
い
っ
た
問
い
を
め
ぐ
る
対
立
に
お
い
て
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、
本
質
的
な

役
割
を
演
じ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
原
発
と
の
共
存
を
受
け
入
れ
る
べ
き

か
、
に
し
て
も
事
情
は
同
じ
だ
。
そ
こ
で
は
、
出
発
点
に
所
与
と
し
て
あ

る
状
況
は
、
見
解
の
対
立
で
あ
り
、
そ
の
対
立
か
ら
、
普
遍
性
（
合
意
）

へ
は
、
単
な
る
想
像
や
熟
慮
で
は
決
し
て
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
な
い

　

と
こ
ろ
が
、
昨
今
の
倫
理
的
問
い
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
も
は
や
そ
の
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
。
で
き
る
こ
と
は
し
た
け
れ
ば
何
を
し
て
も
よ
い
の

か
、
と
い
う
構
図
は
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
「
で
き
る
こ
と
」
と
い
う
の

は
、
個
人
が
し
た
け
れ
ば
で
き
る
、
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
多
く
の
場
合
、
医
者
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
科
学
技
術
の
発
達
の
お
か
げ
で
「
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
」
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
さ
し
あ
た
り
、
個
人
と
し
て
の
当

事
者
で
は
な
い
。
社
会
的
機
関
が
用
意
さ
れ
、
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
で
き

な
い
こ
と
ば
か
り
だ
。

　

カ
ン
ト
の
場
合
、
個
人
が
、（
や
ろ
う
と
思
え
ば
）
自
分
に
で
き
る
こ

と
を
他
の
み
ん
な
も
や
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
想
像
し
、
そ
の
よ
う
に

普
遍
化
が
可
能
か
と
チ
ェ
ッ
ク
す
れ
ば
す
ん
だ
の
だ
が
、
討
議
倫
理
の
場

合
に
は
、
社
会
の
側
で
の
態
勢
が
必
要
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
単
な

る
熟
慮
で
は
な
く
、
討
議
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
。

　

そ
の
場
合
、
討
議
に
参
加
す
る
の
は
、
複
数
の
個
人
で
あ
っ
た
り
、
団

体
で
あ
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
見
解
・
主
張
・
立
場
の
相
違

が
あ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。（
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
個
人
内
部
に

お
け
る
葛
藤
が
、
そ
れ
に
該
当
し
た
わ
け
だ
が
。）
い
や
、
そ
う
い
う
相

違
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
討
議
が
そ
も
そ
も
意
味
を
持
つ
の
だ
。
想
像
上
の

立
場
交
換
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
到
底
思
い
も
及
ば
な
い
よ
う
な
（
と
ん

で
も
な
い
）
立
場
だ
っ
て
、
突
如
、
出
現
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
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た
め
、
久
し
く
抑
圧
さ
れ
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
二

〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
現
実
化
し
た
。
問
題
そ
の
も
の
は
、
ア
ー
ペ
ル

に
お
け
る
の
と
、
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
し
か
し
、
原
爆
と
原
発
で
は
異
な
る
面
も
あ
る
。
原
爆
の

場
合
、
そ
の
使
用
を
い
か
に
し
て
阻
止
す
る
か
が
課
題
だ
っ
た
。
抑
止
力

に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
で
も
、
め
ざ
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
使
用
を
阻
止

す
る
こ
と
だ
っ
た
。
原
発
の
場
合
、
そ
の
点
が
自
明
で
は
な
い
。
自
明
で

な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
利
用
を
こ
そ
推
進
し
よ
う
と
す
る
人
が
い
た
し
、

今
も
い
る
。

　

で
は
、
倫
理
学
に
と
っ
て
は
、
何
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
。
私
は
、

「
よ
き
生
」
の
構
想
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
た
の
だ

が
、
そ
の
点
は
、
原
爆
の
場
合
、
問
題
に
な
り
え
な
か
っ
た
。
原
発
の
場

合
に
は

―
責
任
だ
け
で
な
く

―
「
よ
き
生
」
の
構
想
と
の
関
係
が
問

わ
れ
う
る
し
、
問
わ
れ
る
べ
き
だ
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
よ
き

生
」
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
か
に
正
解
が
あ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
合

意
形
成
が
粘
り
強
く
試
み
ら
れ
る
し
か
な
い
の
だ
。「
こ
の
項
、
続
く
」

と
言
う
し
か
な
い
。

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
討
議
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
こ
で
も
、
合
意
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
が
ど
ん
な
合

意
内
容
に
な
る
か
は
、
あ
く
ま
で
も
、
や
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ

と
な
の
だ
。
こ
れ
は
、
開
か
れ
た
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
際
、
討
議
倫
理
は
、
公
正
な
討
議
の
実
現
の
た
め
の
条

件
整
備
と
い
う
形
式
的
な
問
題
に
腐
心
す
る
が
、
し
か
し
、
討
議
さ
れ
る

べ
き
は
、
あ
く
ま
で
も
「
よ
き
生
」
を
め
ぐ
る
問
い
だ
。
討
議
倫
理
は
、

「
よ
き
生
」
の
内
容
を
め
ぐ
る
問
い
か
ら
逃
げ
も
隠
れ
も
し
な
い
。

5
　
小
括

　

ア
ー
ペ
ル
が
そ
の
倫
理
学
を
確
立
す
べ
く
理
論
的
格
闘
を
繰
り
広
げ
て

い
た
一
九
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
と
今
を
比
べ
て
、
何
（
か
）
が
変
わ
っ

た
の
か
。
原
子
力
に
ま
つ
わ
る
脅
威
と
い
う
点
は
共
通
す
る
。
た
だ
し
、

ア
ー
ペ
ル
が
眼
前
に
見
据
え
て
い
た
の
は
、
原
子
力
兵
器
、
核
兵
器
の
脅

威
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
冷
戦
の
終
結
に
よ
っ
て
、
こ
の
危
機
は
去
っ
た

―
さ
し
あ
た
り
、
そ
う
見
え
る
。
わ
れ
わ
れ
が
眼
前
に
し
て
い
る
の
は
、

原
子
力
発
電
所
の
事
故
と
い
う
脅
威
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
可
能
性
で
あ
る
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