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日
本
語
版
序
文

今
回
、『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
が
杉
本
竜
也
先
生
に
よ
っ
て
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
を
、
大
変
光
栄
に
思
い
ま
す
。

こ
の
本
が
最
初
に
英
語
で
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
三
〇
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。
著
者
に
と
っ
て
、
自
分
の
著
作
が
読
ま
れ
、

考
察
さ
れ
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
以
上
に
幸
福
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
こ
の
本
に
触
れ
る
こ
と
を
容
易
に
し
て
く
れ
た

杉
本
先
生
と
出
版
社
に
は
感
謝
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
を
書
い
た
時
、
私
自
身
、
政
治
理
論
と
哲
学
に
お
け
る
基
本
的
な
関
心
と
し
て
ケ
ア
を
含
め

る
と
い
う
大
胆
な
主
張
を
し
た
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
当
時
、
ケ
ア
が
重
要
な
も
の
だ
と
は
広
く
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
社
会
科
学

や
人
文
学
に
お
け
る
概
念
と
し
て
も
理
論
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ケ
ア
が
ど
れ
だ
け
重
要
な
概
念
な
の
か
と
い

う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
は
、
私
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
パ
ト
リ
シ
ア
・
ベ
ナ
ー
や
パ
ト
リ
シ
ア
・
ヒ
ル
・
コ
リ
ン
ズ
、

キ
ャ
ロ
ル
・
ギ
リ
ガ
ン
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ヘ
ル
ド
、
エ
ヴ
ァ
・
キ
テ
ィ
、
サ
ラ
・
ラ
デ
ィ
ク
と
い
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動
に
関

与
し
て
い
た
著
述
家
た
ち
は
、
す
で
に
そ
れ
に
つ
い
て
書
き
始
め
て
い
ま
し
た

（
１
）。

し
か
し
、
政
治
生
活
に
お
け
る
そ
の
中
心
的
な
役
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割
に
最
初
に
注
目
し
た
の
は
、
私
だ
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
ケ
ア
は
す
べ
て
の
文
化
と
社
会
の
基
本
的
要
素
で
す
。
人
間
は

脆
弱
で
、
そ
し
て
社
会
的
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
私
た
ち
自
身
を
、
と
り
わ
け
最
も
弱
い
立
場
に
あ
る
人
々
を
組
織
的
に
ケ
ア
す
る

た
め
の
方
法
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ケ
ア
の
問
題
は
あ
ら

ゆ
る
宗
教
的
・
哲
学
的
思
想
と
同
様
に
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
組
織
化
を
政
治
社
会
に
お
け
る

重
要
で
変
革
可
能
な
特
徴
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
革
新
的
な
こ
と
で
し
た
。『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
は
現
代
に
お
け
る
ケ

ア
に
関
す
る
議
論
の
た
め
の
重
要
な
出
発
点
で
あ
り
続
け
て
お
り
、
私
は
そ
の
こ
と
に
満
足
を
感
じ
て
い
ま
す

（
２
）。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ

政
治
学
会
が
こ
の
本
に
二
〇
二
三
年
の
リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
賞
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
恐
縮
に
感
じ
る
と
と
も
に
、
光
栄
に

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
短
い
序
文
で
は
、
私
が
こ
の
本
を
書
く
に
至
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
議
論
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
側

面
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
驚
い
た
複
数
の
点
、
そ
し
て
今
日
で
も
さ
ら
に
説
明
す
る
必
要
の
あ
る
い

く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
本
が
書
か
れ
た
当
時
、『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
政
治
理
論
に
お
け
る
比
較
的
新
し
い
分
野
の
著
作

で
し
た
。
ス
ー
ザ
ン
・
オ
ー
キ
ン
は
一
九
七
八
年
に
『
政
治
思
想
の
な
か
の
女　

そ
の
西
洋
的
伝
統
』
を
、
一
九
八
九
年
に
は
『
正

義
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
家
族
』
を
出
版
し
、
キ
ャ
シ
ー
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
『
ザ
・
マ
ン
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
』
は
一
九
八
四
年
に
、
ウ

ェ
ン
デ
ィ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
マ
ン
フ
ッ
ド
・
ア
ン
ド
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
は
一
九
八
八
年
に
、
そ
し
て
ア
イ
リ
ス
・
ヤ
ン
グ
の
『
正

義
と
差
異
の
政
治
学
』
は
一
九
九
〇
年
に
登
場
し
ま
し
た

（
３
）。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
本
が
書
か
れ
た
よ
り
具
体
的
な
背
景
に

注
目
す
べ
き
で
す
。
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
雇
用
や
教
育
の
分
野
に
お
い
て
女
性
の
進
出
を
促
す
反
差
別

的
な
法
律
や
規
制
の
拡
大
、
そ
し
て
中
絶
の
権
利
の
保
証
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
政
治
的
成
果
を
実
現
し
て
き
ま
し
た
が
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
政
治
的
な
反
動
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
女
性
運
動
自
体
の
内
部
で
も
、
女
性
と
男
性
の
間
や
階
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級
・
人
種
・
民
族
的
地
位
が
異
な
る
女
性
た
ち
の
間
で
、
差
異
の
特
性
に
関
す
る
議
論
が
非
常
に
白
熱
し
て
継
続
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
政
治
理
論
の
内
部
で
は
、
普
遍
的
な
道
徳
理
論
の
認
識
可
能
な
形
態
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
主
張
は
、

真
剣
に
受
け
取
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
は
こ
れ
ら
の
懸
念
に
部
分
的
に
応
え
た
も
の
で
し
た
が
、

長
年
に
わ
た
っ
て
こ
れ
ら
の
枠
組
み
に
対
す
る
成
功
し
た
挑
戦
と
し
て
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
で
行
わ
れ
た
主
張
に
対
す
る
当
初
の
反
応
は
、
本
文
中
で
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
ア
の
問
題
と
伝
統
的

な
用
語
で
語
ら
れ
て
い
る
ケ
ア
を
取
り
巻
く
道
徳
的
問
題
を
広
範
に
理
解
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
た
ち

は
、
女
性
の
道
徳
的
・
身
体
的
・
知
的
弱
さ
の
結
果
と
し
て
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
女
性
ら
し
さ
が
染
み
込
ん
だ
実
践
と
の
関
連

性
を
、
ケ
ア
に
よ
っ
て
は
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
続
け
て
き
ま
し
た
。

こ
の
時
の
議
論
を
特
筆
す
べ
き
も
の
に
し
た
の
は
、「
ケ
ア
」
は
女
性
の
道
徳
で
は
な
く
、
人
間
の
普
遍
的
な
脆
弱
性
と
い
う
現

実
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
た
め
、
す
べ
て
の
人
々
に
よ
り
合
致
し
た
道
徳
の
出
発
点
に
な
る
と
い
う
主
張
で
し
た
。
本
書
に
お
け
る
重

要
な
議
論
は
、
ケ
ア
は
人
間
の
生
に
と
っ
て
の
重
要
な
関
心
事
と
し
て
分
析
さ
れ
、
認
識
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

し
て
政
治
か
ら
道
徳
を
分
離
す
る
境
界
、
道
徳
の
外
部
に
「
非
普
遍
的
な
」
懸
念
を
取
り
残
し
て
い
る
境
界
、
公
的
生
活
と
私
的
生

活
の
境
界
と
い
う
三
つ
の
道
徳
の
境
界
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
認
識
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
本
書
の

最
初
の
部
分
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
境
界
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
続
け
、
ケ
ア
へ
の
関
心
を
疎
外
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
説
明
し
た

後
、
第
二
部
に
お
い
て
ケ
ア
の
道
徳
的
・
政
治
的
理
論
が
何
を
伴
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
一
九
九
〇
年
に

私
の
親
愛
な
る
同
僚
で
あ
る
ベ
レ
ニ
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
私
が
考
案
し
た
ケ
ア
に
関
す
る
定
義
と
分
析
に
基
づ
い
て

（
４
）、

も
し
私
た

ち
が
ケ
ア
に
関
す
る
問
題
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
な
ら
、
結
果
的
に
導
き
出
さ
れ
る
政
治
理
論
に
お
い
て
政
治
生
活
に
関
す
る
広
大

な
地
平
が
拓
か
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
観
察
し
て
き
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の
よ
う
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
世
界
が
ど
の
よ
う
な



iv

も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
出
現
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
温
存
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
賢
明
だ
っ
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。
実
際
、
本
書
で
私
が
提
案
し
た
枠
組
み
を
他
の
人
た
ち
が
採
用
し
、
そ
し
て
当
時
の
私
に
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
方
向
性

を
示
し
て
く
れ
て
い
る
例
が
、
今
で
は
多
数
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
ケ
ア
の
倫
理
は
、
哲
学

や
政
治
理
論
、
国
際
関
係
論
、
社
会
学
や
そ
の
他
の
社
会
科
学
、
医
学
や
看
護
学
の
よ
う
な
健
康
領
域
で
の
分
析
に
お
い
て
、
重
要

な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
工
学
や
科
学
研
究
、
建
築
、
舞
台
芸
術
・
映
像
芸
術
の
実
践
に
お
い
て
も
、

重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
広
が
り
は
、
ケ
ア
は
人
間
の
生
の
根
幹
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
洋
の
思
想
が

人
間
の
経
験
を
組
み
立
て
る
方
法
の
外
側
に
放
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
私
の
理
解
が
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
私
に
示
し
て
く
れ
て

い
ま
す
。

『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
で
私
が
行
っ
た
議
論
に
は
、
ケ
ア
の
概
念
を
単
に
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
に
も
継
続

的
な
考
察
の
価
値
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
別
の
側
面
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
し
ば
し
ば
ケ
ア
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
私
た
ち
に
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
心
理
学
理
論
を
提
供
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
の
で
す
が
、
私
が
こ
の
質
問
に
直
接
的
に
答

え
る
こ
と
に
対
し
て
抵
抗
が
あ
る
理
由
は
本
書
の
中
に
書
い
た
通
り
で
す
。
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
最
も
重
要
な
心
理
学
的
問
題
だ
と

す
る
考
え
か
ら
議
論
を
始
め
る
こ
と
は
、
人
間
は
行
動
す
る
人
を
見
極
め
る
完
璧
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
仮
定
に
立
っ
た
人

間
存
在
の
説
明
か
ら
議
論
を
始
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
自
分
自
身
や
他
者
と
同
じ
立
場
に
あ
り
、
そ
し

て
誰
も
が
世
界
の
只
中
で
そ
の
よ
う
な
選
択
を
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
の
コ
ー
ル
バ
ー
グ
批
判
の
中
で
は
、
支
配
の
心
理
学
が
ど
の
よ
う
に
道
徳
性
の
発
達
の
た
め
の
一
見

「
正
常
な
」
ル
ー
ト
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
支
配
さ
れ
る
人
々
に
も
た
ら
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
心
理
的
な
弊
害
と

と
も
に
、
支
配
の
創
造
へ
の
貢
献
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
特
権
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
説
明
が
行
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わ
れ
て
い
ま
す
。
特
権
的
な
無
責
任
の
害
と
危
険
を
示
す
た
め
に

（
５
）、

多
く
の
重
要
な
学
術
的
な
介
入
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
私

た
ち
は
差
異
が
自
己
や
他
者
に
と
っ
て
の
脅
威
に
な
っ
た
り
、
実
存
的
な
弱
点
で
あ
る
か
の
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
た
り
す
る
日
常
に

つ
い
て
、
よ
り
深
く
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

原
文
の
中
の
も
う
ひ
と
つ
の
概
念
的
リ
ソ
ー
ス
は
、
お
そ
ら
く
ま
だ
十
分
に
深
め
ら
れ
て
も
い
な
い
し
、
理
解
も
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
な
の
で
す
が
、
ケ
ア
に
付
随
す
る
最
大
の
害
悪
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
ケ
ア
を
提
供
す
る
人
が
他
人
の
判
断
と
自
分
の
判
断
を
置

き
換
え
て
、
自
分
こ
そ
が
い
ち
ば
ん
よ
く
理
解
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
）
と
偏
狭
さ
（
ケ
ア
を
提
供
す
る
人
が
自
分
に
最
も
近
い
所
に
い

る
人
だ
け
を
ケ
ア
の
対
象
と
考
え
る
こ
と
）
か
ら
生
じ
る
と
い
う
私
の
主
張
で
す
。
私
た
ち
は
害
悪
を
経
済
的
な
観
点
か
ら
認
識
す
る

こ
と
に
慣
れ
き
っ
て
い
る
の
で
（
た
と
え
ば
、「
私
は
も
っ
と
必
要
な
の
に
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
被
害
を
被
っ
て
い
る
」
と
考

え
る
よ
う
に
）、
私
た
ち
を
助
け
る
と
称
す
る
人
さ
え
も
、
私
た
ち
に
害
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
ま
す
。
一

般
的
に
は
、
私
た
ち
が
世
界
を
実
質
的
な
量
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
を
や
め
て
、
人
間
関
係
の
質
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
ほ
ど
、
ケ
ア
は
改
善
に
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
偏
狭
さ
が
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
の
助
け
に
な
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
で
は
、
空
間
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
を
使
っ
て
政
治
的
な
状
況
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
特
定
の
人
が
排

除
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
す
べ
て
の
人
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
人
は
利
用
で
き
る
が
他
の
人
は
利
用
で
き
な
い
と
い
っ
た
空

間
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
私
た
ち
は
境
界
を
広
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
時
間
の
次
元
も
ケ
ア
に
は
非
常
に
重
要
で
す
。

ケ
ア
に
は
時
間
が
必
要
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
標
準
的
な
生
産
プ
ロ
セ
ス
と
は
異
な
り
、
た
と
え
ば
ケ
ア

の
仕
事
は
ケ
ア
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
の
た
め
に
異
な
る
方
向
に
進
む
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
綿
密
に
計
画
さ
れ
た
外
出
計
画
が
、

幼
い
子
ど
も
を
な
だ
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
頓
挫
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
看
護
師
が
ケ
ア
し
て
い
る
患
者
は
、
今
日



vi

い
つ
も
よ
り
も
心
を
慰
め
て
ほ
し
い
と
望
ん
で
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
世
界
の
修
復
を
望
む
の
な
ら
、
こ
れ

ま
で
の
行
動
を
真
剣
に
振
り
返
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ケ
ア
も
時
限
的
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
時
間
が
必
要
に
な

る
し
、
現
在
の
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
ケ
ア
を
行
う
の
か
を
判
断
す
る
た
め
に
過
去
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
西
洋
政
治
理
論
と
い
う
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
組
み
立
て
ら
れ
ま

し
た
。
あ
る
意
味
で
、
こ
の
本
は
そ
の
よ
う
な
原
点
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
私
た
ち
に
可
能
な
普
遍
的
主

張
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
間
の
脆
弱
性
と
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
相
互
依
存
関
係
は
ど
こ
に
も
存
在
し
ま
す
。
最

後
に
個
人
的
な
こ
と
を
い
わ
せ
て
も
ら
え
る
な
ら
、
日
本
の
読
者
の
皆
さ
ん
が
本
書
の
考
え
や
議
論
に
ど
の
よ
う
に
反
応
し
て
く
れ

る
の
か
、
非
常
に
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
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訳
者
解
説

１
．
著
者
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
と
本
書
『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
に
つ
い
て

本

書

は
、Joan C. T

ronto, M
oral Boundaries: A

 Political A
rgum

ent for an E
thic of Care

（N
ew

 Y
ork: 

Routledge, 1993

）
の
全
訳
で
あ
る
。

著
者
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
は
、
一
九
五
二
年
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
で
あ
る
。
早
く
か
ら
女
性
や
有
色
人
種
に
門
戸

を
開
い
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
オ
ー
バ
リ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
で
学
ん
だ
後
、
世
界
最
高
レ
ベ
ル

の
研
究
水
準
を
誇
る
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
大
学
院
に
進
み
、
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
政
治
学
者
で
あ
る
シ
ェ
ル
ド
ン
・
ウ
ォ
ー
リ

ン
ら
の
指
導
の
下
で
博
士
号
を
取
得
し
た
。
ト
ロ
ン
ト
は
、
一
九
七
八
年
よ
り
メ
イ
ン
州
の
ボ
ウ
デ
ィ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
で
教
え
始
め
、

そ
の
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
（
Ｃ
Ｕ
Ｎ
Ｙ
）
ハ
ン
タ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
お
よ
び
大
学
院
で
も
教
鞭
を
執
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年

か
ら
は
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
に
移
り
、
二
〇
一
九
年
に
現
役
の
教
職
を
引
退
し
た
。
現
在
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
の
ハ
ン
タ
ー
・

カ
レ
ッ
ジ
お
よ
び
大
学
院
の
名
誉
教
授
で
あ
り
、
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
の
名
誉
教
授
で
も
あ
る
。
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ト
ロ
ン
ト
の
学
生
時
代
は
変
化
と
革
新
の
時
代
で
あ
っ
た
。
公
民
権
運
動
が
高
ま
り
を
見
せ
、
一
九
六
四
年
に
公
民
権
法
が
制
定

さ
れ
る
が
、
一
九
六
八
年
に
は
キ
ン
グ
牧
師
が
暗
殺
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
年
に
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
も
暗
殺
さ
れ
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は
一
九
六
八
年
に
テ
ト
攻
勢
に
入
り
、
ア
メ
リ
カ
の
敗
色
が
濃
厚
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
を
受
け
て
、
大

学
生
を
は
じ
め
と
す
る
若
い
世
代
は
反
戦
運
動
を
活
発
化
さ
せ
て
い
く
。
彼
ら
彼
女
ら
の
運
動
は
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
を
訴
え
る
だ
け
で

な
く
、
広
く
社
会
全
体
の
不
正
や
構
造
的
問
題
を
対
象
と
し
た
も
の
へ
と
拡
大
し
、
い
わ
ゆ
る
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
運
動
も
そ

の
よ
う
な
中
で
広
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
固
定
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
と
そ
れ
に
起
因
す
る
社
会
的
抑
圧
を
告
発
す
る
社
会
理

論
・
社
会
運
動
で
あ
っ
た
。
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
そ
れ
ま
で
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
異
な
っ
て
い
た
点
は
、
従
来
の
理
論
や
運
動

が
教
育
を
受
け
た
中
流
階
級
の
白
人
女
性
を
対
象
と
し
た
、
そ
の
よ
う
な
女
性
に
よ
る
権
利
獲
得
運
動
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い

た
の
に
対
し
て
、
人
種
や
階
級
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
も
射
程
に
入
れ
て
、
社
会
に
お
け
る
制
度
や
権
利
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

を
根
底
で
支
え
る
人
々
の
意
識
も
含
め
た
変
革
を
主
張
し
た
こ
と
に
あ
る
。

ト
ロ
ン
ト
が
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
政
治
学
研
究
者
と
し
て
、
そ
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
決
心
し
た

の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
本
書
の
冒
頭
に
も
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
に
と
っ
て
政
治
学
研
究
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研

究
は
、
世
界
を
理
解
し
、
そ
こ
に
存
在
す
る
不
正
義
や
不
公
正
と
闘
う
た
め
の
武
器
だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
、
彼
女
が
真
に
主

体
的
な
生
を
全
う
す
る
の
に
必
要
不
可
欠
な
実
践
で
も
あ
っ
た
。
ト
ロ
ン
ト
は
、
意
識
的
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
立
場
を
選
び

と
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
の
問
題
意
識
は
政
治
学
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
研
究
を
始
め
た
時
か
ら
一
貫
し
て
お
り
、
現
在

も
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
立
場
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
研
究
し
、
論
じ
続
け
て
い
る
。

さ
て
、
ト
ロ
ン
ト
の
研
究
業
績
は
数
多
く
、
こ
こ
で
彼
女
の
業
績
の
す
べ
て
を
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
。
主
要
な
著
作
に
限
定
す

る
と
、
ま
ず
本
書
『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
女
の
ケ
ア
の
思
想
を
体
系
的
に
ま
と
め
た
最
初
の
著
作
で
あ
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る
。
ま
た
、
本
書
と
同
年
に
日
本
語
訳
が
刊
行
さ
れ
た
『
ケ
ア
リ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』Caring D

em
ocracy: M

arkets, 
E

quality, and Justice

（N
ew

 Y
ork: N

ew
 Y

ork U
niversity Press, 2013

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』

な
ど
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ト
ロ
ン
ト
が
自
身
の
ケ
ア
の
政
治
思
想
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
彼
女
が
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
復
興
と
再
生
に
尽
力
し
た
人
に
与
え
ら
れ
る
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
の
ブ
ラ
ウ
ン
民
主
主
義
賞
を
受
賞
し
た
際
の
記

念
講
演
で
あ
る
『
ケ
ア
す
る
の
は
誰
か
？
』W

ho Cares?: H
ow

 to R
eshape a D

em
ocratic Politics

（Ithaca: Cornell 

U
niversity Press, 2015

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ト
ロ
ン
ト
の
思
想
の
入
門
書
と
し
て
最
適
な
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
は
、
ト
ロ
ン
ト
が
ケ
ア
に
関
す
る
自
身
の
思
想
を
体
系
的
に
ま
と
め
た
最
初
の
研

究
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
西
洋
思
想
史
全
体
を
俯
瞰
し
た
上
で
、
道
徳
に
対
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
を
は
じ
め
と
す
る
一
八

世
紀
哲
学
思
想
の
態
度
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
と
ギ
リ
ガ
ン
に
よ
る
道
徳
性
発
達
の
心
理
学
に
関
す
る
論
争
を
検

証
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ケ
ア
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
ら
の
ケ
ア
の
倫
理
を
構
築
し
、
最
後

に
ケ
ア
の
政
治
理
論
へ
の
試
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
後
に
発
表
さ
れ
た
『
ケ
ア
リ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
ト
ロ
ン
ト
に
よ
る

ケ
ア
の
政
治
理
論
の
最
終
形
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
本
書
で
の
考
察
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
に
お
い
て
行
わ
れ
た
ケ
ア
に
関
す
る
人
間
の
道
徳
・
倫
理
の
研
究
の
上
に
、『
ケ
ア
リ
ン
グ
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
で
展
開
さ
れ
る
ト
ロ
ン
ト
の
ケ
ア
の
政
治
学
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
女
の
思
想
の
全
体
像
の
理
解

に
お
い
て
、
本
書
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
以
前
に
、
そ
も
そ
も
『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
は
そ
れ
自
体
、
思
想
史
研
究
の
業
績
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
だ
と
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
本
書
は
ケ
ア
と
い
う
概
念
と
ケ
ア
の
倫
理
を
導
入
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
近
代
社

会
と
近
代
の
思
想
世
界
を
支
配
し
て
き
た
道
徳
の
境
界
を
批
判
的
に
再
検
討
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
分
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析
の
上
で
、
ケ
ア
を
中
心
的
な
概
念
・
実
践
と
す
る
新
た
な
政
治
・
社
会
理
論
の
提
示
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
政
治
思
想

の
研
究
書
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
近
代
以
降
の
人
文
・
社
会
科
学
研
究
全
体
を
射
程
に
入
れ
た
、
き
わ
め
て
挑
戦
的
な
研
究

書
・
思
想
書
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
性
格
が
評
価
さ
れ
、『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
は
、
二
〇
二
三
年
に
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・

リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
こ
の
賞
は
、
存
命
の
著
者
に
よ
る
研
究
書
で
、
刊
行
か
ら
一
五
年
以
上
を
経
過
し
て
も
重

要
性
を
維
持
し
続
け
て
い
る
著
作
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
『
人
間
の
条
件
』
や
ジ
ョ

ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
な
ど
も
受
賞
し
て
い
る
。『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』
は
、
現
代
の
古
典
と
し
て
の
評
価
を
獲
得

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

２
．
ケ
ア
の
倫
理
の
思
想
的
特
徴

近
年
、
急
速
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
ケ
ア
の
倫
理
だ
が
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
に

は
、
い
く
つ
か
の
原
因
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。

一
般
に
ケ
ア
の
倫
理
の
始
ま
り
は
、
本
書
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
キ
ャ
ロ
ル
・
ギ
リ
ガ
ン
の
心
理
学
研
究
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
の
研
究
の
端
緒
は
心
理
学
研
究
に
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
た
め
、
彼
女
の
問

題
意
識
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
継
承
さ
れ
、
ケ
ア
の
倫
理
は
主
と
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の
流
れ
の
中
で
行
わ
れ
て
い

る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
思
想
的
営
為
の
中
で
生
ま
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
本
質
的
問
題
を
批
判

し
た
。
そ
の
た
め
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
関
係
は
微
妙
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の

中
で
成
長
し
た
が
、
ケ
ア
の
倫
理
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
あ
る
種
の
批
判
も
内
在
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
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と
ケ
ア
の
倫
理
の
関
係
も
微
妙
な
も
の
が
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
中
に
は
ケ
ア
の
倫
理
を
批
判
す
る
者
も
あ
り
、
ト
ロ
ン
ト
も
本

書
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
彼
女
も
あ
る
種
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
は
否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ア
の

倫
理
を
単
純
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
的
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
を
既
存
の
学
問
領
域

に
押
し
込
め
る
よ
う
な
形
で
分
類
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
、
ケ
ア
の
倫
理
の
研
究
は
現
時
点
で
単
独
の
研
究
領
域
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
の
性
格
の
影
響
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
行
わ
れ
た
ケ
ア
の
倫
理
に
関

す
る
研
究
成
果
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
方
向
性
と
結
論
に
到
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ト
ロ
ン
ト
が
ケ
ア
を
研
究
し
て

い
る
政
治
学
に
お
け
る
ケ
ア
の
倫
理
研
究
と
福
祉
学
に
お
け
る
ケ
ア
研
究
で
は
、
前
提
と
し
て
い
る
人
間
観
や
研
究
対
象
の
性
格
に

大
き
な
違
い
が
あ
る
た
め
、
導
き
出
さ
れ
る
結
論
や
理
想
も
異
な
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
は
ケ
ア
と
い

う
身
近
な
も
の
を
研
究
対
象
と
し
な
が
ら
、
多
く
の
読
者
や
研
究
者
に
と
っ
て
は
把
握
が
難
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。し

か
し
、
ケ
ア
の
倫
理
を
本
当
の
意
味
で
理
解
困
難
に
し
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
私
た
ち
が
当
然
の
も
の
、
自
明
の
も
の
と
考

え
て
い
る
近
代
の
思
考
的
枠
組
み
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
ケ
ア
の
倫
理

は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
本
質
的
特
徴
と
し
て
脆
弱
性
（vulnerability

）
を
認
識
し
て
、
そ
れ
に
起
因
す

る
ニ
ー
ズ
へ
の
配
慮
を
重
視
す
る
。
近
代
の
人
間
観
は
、
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
個
人
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
自
活
的
な
人
間
観
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
近
代
の
諸
思
想
は
有
効
性
を
持
ち
え
た
。
た
と
え
ば
、
す
べ
て
の
人
間
は
自
ら
の
力

で
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
想
定
に
よ
っ
て
、
一
般
市
民
の
政
治
参
加
が
容
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー



206

も
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
個
人
を
前
提
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
実
現
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
前
提
は

適
切
だ
っ
た
の
か
。
ど
れ
だ
け
進
歩
や
進
化
を
重
ね
た
と
し
て
も
、
人
間
が
全
知
全
能
の
存
在
に
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
多
く

の
人
間
は
仕
事
や
健
康
、
家
庭
生
活
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
悩
み
を
抱
え
て
お
り
、
人
生
に
お
い
て
望
ん
だ
願
い
の
多
く
は
叶

え
ら
れ
な
い
ま
ま
終
わ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
間
の
精
神
や
知
性
、
肉
体
は
必
ず
衰
え
、
死
を
間
近
に
控
え
た
頃
に
な
れ
ば
、

何
ら
か
の
ケ
ア
を
受
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
も
そ
も
、
人
間
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
ケ
ア
を
受
け
て
き
た
。
ケ
ア
が
存
在
し

な
け
れ
ば
、
乳
幼
児
が
成
長
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
本
質
的
に
有
限
な
存
在
で
あ
り
、
脆
弱
性
は
人
間
の

特
性
で
あ
る
。

こ
の
脆
弱
性
は
、
そ
れ
自
体
が
人
間
の
ニ
ー
ズ
に
転
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
何
ら
か
の
身
体
的
な
事
情
に
よ
っ
て
自
分
で
食
事
を

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
脆
弱
性
は
、
食
事
に
関
す
る
何
者
か
に
よ
る
何
ら
か
の
サ
ポ
ー
ト
を
求
め
る
と
い
う
ニ
ー
ズ
へ
と
つ

な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
は
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
個
人
を
前
提
と
し
た
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
浮
上
し
て
く
る
は
ず
の
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
人
間
を
脆
弱
な
存
在
と
し
て
考
え
れ
ば
、
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
脆
弱
な
人
間
と
い

う
存
在
は
、
ニ
ー
ズ
を
伴
っ
た
存
在
と
し
て
も
性
格
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
ニ
ー
ズ
に
応
答
す
る
（respond

）
こ
と
と
し
て
の
実
践
を
重
視
す
る
。
脆
弱
性
に
由
来
す
る
ニ
ー

ズ
は
、
他
者
に
よ
る
応
答
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
。
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
個
人
を
前
提
と
し
た
近
代
の
人
間
観
か
ら
は
、
自

己
完
結
的
な
個
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
導
き
出
さ
れ
る
。
人
間
は
自
分
自
身
の
力
で
す
べ
て
の
意
志
決
定
を
行
い
、
自
力
で
そ
の
決
定
を

現
実
の
も
の
と
し
て
い
く
。
反
面
、
そ
れ
が
で
き
な
い
人
間
は
未
熟
な
存
在
だ
と
見
な
さ
れ
、
他
者
の
支
援
を
求
め
る
こ
と
は
「
甘

え
」
や
「
迷
惑
」、「
負
担
」
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
脆
弱
性
を
人
間
の
本
質
的
特
徴
と
考
え
る
ケ
ア

の
倫
理
で
は
、
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
要
求
と
そ
れ
へ
の
応
答
は
、
人
間
の
生
に
と
っ
て
の
必
要
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
。
人
間
が
脆
弱
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性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
自
分
で
は
補
う
こ
と
が
で
き
な
い
何
ら
か
の
欠
損
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
の
た
め
、
ニ
ー
ズ
に
対
す
る
他
者
の
応
答
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
は
、
自
己
を
形
成
す
る
不
可
欠
な
要
素
と

し
て
、
他
者
か
ら
の
応
答
を
含
ん
で
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
応
答
は
ケ
ア
を
提
供
す
る
人
々
か
ら
ケ
ア
を
受
け
る
人
々
に
向
け
た
一
方
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ケ
ア
を
提

供
す
る
人
々
に
対
す
る
ケ
ア
を
受
け
た
人
か
ら
の
応
答
も
重
視
さ
れ
る
。
脆
弱
性
が
す
べ
て
の
人
間
の
特
性
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

一
見
強
者
に
見
え
る
ケ
ア
を
提
供
す
る
人
々
も
ま
た
ケ
ア
の
対
象
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
対
象
だ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
人

間
は
平
等
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
の
人
間
観
が
能
力
的
な
可
能
性
に
よ
っ
て
人
間
の
平
等
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫

理
は
脆
弱
性
と
ニ
ー
ズ
の
存
在
と
い
う
点
か
ら
人
間
の
平
等
を
考
え
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
社
会
的
に
よ
り
多
く
の
責
任
を
負
っ
て
い

る
人
々
を
免
責
す
る
も
の
で
は
な
い
。
覇
権
国
の
リ
ー
ダ
ー
も
世
界
一
の
大
富
豪
も
ケ
ア
の
対
象
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
彼
女
ら
に
は

も
ち
ろ
ん
立
場
に
見
合
っ
た
責
任
が
求
め
ら
れ
る
。

第
三
に
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
他
者
に
対
す
る
配
慮
と
実
践
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
相
互
依
存
関
係
を
強
調
す
る
。
他
者
の
ニ
ー
ズ
へ

の
応
答
は
、
具
体
的
に
は
配
慮
と
実
践
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
ニ
ー
ズ
に
注
目
し
て
気
遣
い
、
そ
れ
に
応

え
る
た
め
の
精
神
的
・
知
識
的
・
技
術
的
・
身
体
的
な
準
備
を
整
え
、
そ
し
て
実
際
に
必
要
な
行
動
を
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ケ
ア
の
倫
理
は
、
と
に
か
く
実
践
を
重
視
す
る
。
ど
れ
だ
け
誰
か
の
苦
境
を
憐
れ
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
何
も
実
践

し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
ケ
ア
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
ケ
ア
の
倫
理
の
考
え
る
ケ
ア
の
実
践
に
お
い
て
、
そ
の
質
や
程

度
の
差
、
つ
ま
り
「
高
級
な
ケ
ア
」
と
「
低
級
な
ケ
ア
」
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
加
え
て
、
知
性
と
身
体
を
比
較
し
て
、
後

者
に
対
す
る
前
者
の
優
位
を
主
張
し
て
、
身
体
の
ケ
ア
を
精
神
的
な
も
の
よ
り
も
価
値
を
低
く
考
え
る
こ
と
も
し
な
い
。

脆
弱
性
を
抱
え
た
人
間
ど
う
し
の
配
慮
と
実
践
は
、
必
然
的
に
相
互
依
存
的
な
人
間
関
係
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
ケ
ア
の
倫
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理
で
は
、
人
間
の
本
質
的
特
徴
と
し
て
脆
弱
性
を
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
人
間
は
依
存
す
る
存
在
で
あ
る
。
他
者
へ
の

依
存
は
他
者
に
対
し
て
自
ら
を
開
く
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
相
互
の
自
己
開
放
の
連
関
が
社
会
を
形
成
す
る
。
人
間
の
社
会
は
自
立

的
・
自
律
的
・
理
性
的
個
人
に
よ
る
意
識
的
な
契
約
で
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
般
に
は
弱
さ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
、
避

け
よ
う
の
な
い
依
存
関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

第
四
に
、
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
個
人
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
近
代
の
諸

理
論
を
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ケ
ア
の
倫
理
は
近
代
の
思
想
的
な
業
績
を

全
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
互
依
存
を
重
視
す
る
ケ
ア
の
倫
理
は
本
質
的
に
近
代
の
諸
理
論
と
対
立

的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
が
、
自
身
が
近
代
の
諸
理
論
の
思
想
的
営
為
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。

そ
し
て
、
第
五
に
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
総
合
し
て
導
出
さ
れ
る
ケ
ア
の
概
念
を
倫
理
の
中
心
に
措
定
す
る
。
ケ

ア
は
、
脆
弱
で
、
他
者
に
依
存
し
な
く
て
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
人

間
に
受
け
取
ら
れ
る
応
答
的
行
為
で
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ア
を
価
値
の
中
核
に
置
い
て
、
人
間
の
生
と
社
会
の

あ
り
方
を
問
う
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ケ
ア
の
倫
理
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
は
、
そ
れ
が
批
判
的
な
目
を
向
け
て
き
た
近
代
の
諸
理
論
と
そ
れ
を
基
礎
に

成
立
し
て
い
る
現
代
の
政
治
・
経
済
社
会
が
構
造
的
疲
弊
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
既
述
の
通
り
、
自

立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
個
人
を
前
提
と
し
た
近
代
の
諸
理
論
は
、
そ
も
そ
も
人
間
と
い
う
存
在
の
現
実
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
非
現
実
的
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
な
社
会
を
変
革
す
る
原
動
力
に
な
り
え
た
。
理
想
的
な
人
間
把
握

と
高
い
社
会
的
理
想
は
、
伝
統
的
な
桎
梏
を
果
断
に
断
ち
切
る
武
器
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
態
度
が
功
を
奏
し
て
、
私

た
ち
は
近
代
社
会
の
変
革
の
果
実
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
機
能
不
全
を
起
こ
し
、
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資
本
主
義
経
済
の
弊
害
が
露
呈
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
力
強
く
楽
観
的
な
近
代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
疑
問
が
現
れ
て
く
る
。

ケ
ア
の
倫
理
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
の
試
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
批
判
の
試
み
の
多
く
と
比
較
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
具
体
性
へ
の
注
目
と

重
視
と
い
う
点
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
思
想
の
多
く
と
比
べ
る
と
、
ケ
ア
の
倫
理
は
ど
れ
だ
け
理
論

性
を
高
め
た
と
し
て
も
、
ケ
ア
と
い
う
き
わ
め
て
素
朴
だ
が
現
実
の
中
に
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
人
間
の
行
為
か
ら
乖
離
し
て

議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
ケ
ア
の
倫
理
を
説
得
的
な
も
の
に
し
て
い
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

で
は
、
ケ
ア
の
倫
理
は
保
守
的
思
想
や
宗
教
と
連
携
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
宗
教
は
ケ
ア
を
重
視
し
て
き
た
。

多
く
の
宗
教
に
お
い
て
ケ
ア
は
崇
高
な
営
み
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
し
、
宗
教
団
体
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
慈
善
施
設
や
病

院
が
世
界
中
に
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
ケ
ア
に
生
涯
を
捧
げ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ダ
ミ
ア
ン
神
父
の
よ
う
に
、

他
者
へ
の
奉
仕
に
自
ら
の
生
涯
を
捧
げ
た
宗
教
者
も
数
多
い
。
人
間
の
尊
厳
と
ケ
ア
と
い
う
実
践
を
重
視
す
る
点
を
、
ケ
ア
の
倫
理

と
宗
教
は
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
宗
教
が
ケ
ア
の
倫
理
を
肯
定
し
、
自
身
の
活
動
を
支
え
る
理
念
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
し
、
今
後
そ
の
よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ケ
ア
の
倫
理
の
側
が
宗
教
と
の
連
携
を

考
え
る
可
能
性
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
く
ま
で
も
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
の
思
想
的
営
為
の
蓄
積
の
上
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究

の
中
で
構
想
さ
れ
て
き
た
理
論
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
次
の
点
で
宗
教
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
多
く

の
伝
統
宗
教
に
は
、
家
父
長
制
的
な
性
格
が
存
在
し
て
い
る
。
家
父
長
制
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
最
大
の
批
判
の
対
象
で
あ
り
、

社
会
に
お
い
て
家
父
長
制
を
担
保
す
る
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
伝
統
宗
教
を
ケ
ア
の
倫
理
が
全
面
的
に
受
容
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
次
い
で
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
伝
統
宗
教
で
は
称
賛
さ
れ
る
傾
向
の
あ
る
自
己
犠
牲
を
否
定
す
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
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単
に
ケ
ア
を
重
視
す
る
だ
け
で
な
く
、
ケ
ア
を
提
供
す
る
人
間
の
福
利
の
実
現
も
目
指
し
て
い
る
。
ケ
ア
の
倫
理
も
結
果
的
に
ケ
ア

の
実
践
に
尽
力
し
て
何
ら
か
の
犠
牲
を
払
っ
た
人
に
は
敬
意
を
払
う
が
、
い
た
ず
ら
に
自
己
犠
牲
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
慎
重
な
姿

勢
を
崩
さ
な
い
。
た
だ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ク
ィ
ア
神
学
の
よ
う
に
、
宗
教
の
側
に
も
大
胆
な
変
化
を
目
指
す
動
き
も
存
在
し

て
い
る
た
め
、
今
後
は
ケ
ア
の
倫
理
と
宗
教
が
連
携
す
る
可
能
性
は
低
く
な
い
と
考
え
る
。

ケ
ア
の
倫
理
は
、
こ
れ
か
ら
も
大
き
く
変
化
を
遂
げ
る
可
能
性
を
有
す
る
発
展
途
上
の
理
論
で
あ
る
。
現
在
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

で
の
多
様
な
研
究
成
果
が
次
々
と
発
表
さ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
今
後
も
変
化
が
必
至
で
あ
る
。
現
時
点
に
お
け
る

ケ
ア
の
倫
理
の
理
解
の
困
難
さ
は
、
そ
の
発
展
的
な
変
化
の
途
上
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
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