
xi

は
じ
め
に

私
は
、
前
著
『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
―
―
ケ
ア
の
倫
理
と
政
治
学
』〔1993, 

邦
訳
近
刊
〕
に
お
い
て
、
ケ
ア
を
政
治
的
な
生

の
中
心
に
据
え
る
と
、
世
界
は
非
常
に
異
な
っ
て
み
え
る
と
主
張
し
た
。
前
著
を
刊
行
し
て
か
ら
こ
の
間
、
い
く
人
か
の
研
究
者
や

活
動
家
が
ケ
ア
を
改
善
す
る
大
衆
運
動
を
起
こ
そ
う
と
何
度
も
試
み
て
き
た
も
の
の
、
そ
う
し
た
運
動
は
起
こ
っ
て
い
な
い
（Eng-

ster�2010；
Stone�2000

）。
し
か
し
、
当
初
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
理
論
枠
組
み
の
変
化
や
、
テ
ロ
攻
撃
や
新

自
由
主
義
的
な
諸
条
件
の
も
と
で
進
行
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
不
安
が
深
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り
ケ
ア
に
満

ち
て
い
て
、
よ
り
公
正
な
社
会
の
構
想
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
、
政
治
的
可
能
性
に
私
は
希
望
を
抱
き
続
け
て
い
る
。
本
書
で
は
、

こ
う
し
た
社
会
を
創
出
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
民
主
主
義
と
ケ
ア
す
る
こ
と
と
を
今
と
は
異
な
っ
て
理
解
で
き
る
の

か
を
問
い
た
い
。
す
で
に
、
民
主
主
義
理
論
、
政
治
、
生
の
本
質
に
つ
い
て
膨
大
な
議
論
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
ア
す
る
こ

と
へ
の
責
任
を
、
社
会
が
ど
の
よ
う
に
民
主
主
義
の
政
治
的
議
題
の
中
心
に
置
く
の
か
が
解
き
明
か
さ
れ
な
い
限
り
、
今
後
な
に
も

よ
く
な
ら
な
い
と
論
じ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
議
論
は
、
ご
く
近
年
の
民
主
的
政
治
理
論
の
文
脈
に
は
落
ち
つ
き
が
悪
い
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
政

治
理
論
家
た
ち
の
近
年
の
研
究
は
、
近
代
の
自
由
主
義
的
民
主
主
義
が
い
か
に
非
民
主
的

0

0

0

0

で
残
忍
な
も
の
に
な
っ
た
か
、
ま
た
自
由

民
主
主
義
的
体
制
が
い
か
に
多
く
の
人
び
と
を
「
単
な
る
生
命
」
に
切
り
詰
め
る
に
至
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
費
や
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
他
の
政
治
理
論
家
た
ち
は
、
政
治
的
な
生
に
お
け
る
軋
轢
を
ど
う
記
述
す
る
の
か
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。



 xii

はじめに

例
え
ば
、
民
主
主
義
と
は
闘
技
的
な
の
か
。
熟
議
上
の
不
一
致
は
政
治
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
よ
り
実
り
あ
る
方
法
な
の
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
、
政
治
に
関
す
る
私
た
ち
の
思
考
を
再
修
正
す
る
よ
う
な
民
主
的
判
断
の
あ
り
方
を
追
究
し
て
い
る
理
論
家
た
ち

も
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
重
要
で
あ
り
、
検
討
に
値
す
る
が
、
政
治
的
な
生
と
は
、
何
も
の
か

0

0

0

0

を
め
ぐ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
事
実
を
見
逃
し
て
い
る
。
社
会
が
責
任
を
割
り
当
て
る
ひ
と
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、
も
っ
と
も
広
く
、
も
っ
と
も
公
的

な
形
で
ケ
ア
す
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
、
閉
鎖
的
で
ゲ
ー
ト
の
よ
う
な
政
治
シ
ス
テ
ト
を
、
市
民
の
真
の
関
心
事
へ
と
開
い
て
い

く
た
め
の
実
質
的
な
機
会
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
本
書
で
の
私
の
提
案
で
あ
る
。

本
書
は
、
ひ
と
つ
の
理
念
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
念
と
は
、
英
語
で
多
く
の
意
味
を
も
つ
、
あ
る
言
葉
か
ら
生

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
と
は
、
ケ
ア

0

0

で
あ
る
。
ケ
ア
に
は
多
く
の
意
味
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
気ケ

ア

ー

ズ

が
か
り
な
こ
と
と
苦
悩
」
と
言

う
と
き
、「
ケ
ア
」
は
重
荷
を
意
味
す
る
。「
あ
な
た
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
ま
す
」
と
言
う
と
き
、
私
た
ち
は
愛
情
を
表
現
し
て

い
る
。
ケ
ア
は
、
つ
ね
に
行
動
や
傾
向
性
を
表
し
、
何
か
に
手
を
さ
し
の
べ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
自
分
自
身
を
労
わ
る
」
の
よ

う
に
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
き
に
使
う
と
、
そ
の
瞬
間
に
、
自
分
を
行
為
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
手
を
さ
し
の
べ
て
い

る
相
手
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ケ
ア
は
関
係
性
を
表
現
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
「
イ
ル
カ
に
関
心
が
あ
り
ま
す
」
と
言
う
よ
う
に
、

私
た
ち
の
心
の
も
っ
と
も
深
い
信
念
を
表
現
す
る
た
め
に
も
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
広
告
主
が
「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
ケ
ア
」
と
い
う
の

を
耳
に
す
る
よ
う
に
、
私
た
ち
が
企
業
を
好
き
に
な
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
製
品
を
買
い
続
け
る
よ
う
、
陳
腐
な
や
り
方
で
ケ
ア
は
使

わ
れ
た
り
も
す
る
。

本
書
の
考
え
を
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
示
す
と
、
こ
う
で
あ
る
。
市
民
で
あ
る
こ
と
と
は
、
市
民
を
ケ
ア
す
る
こ
と
で
あ
り
、
民
主

主
義
そ
の
も
の
を
ケ
ア
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
の
実
践
を
、「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ケ
ア
す
る
こ
と
と
同

様
に
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
、（
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
び
と
に
政
府
が
支
援
を
提
供
す
る
場
合
の
よ
う
な
）
支
援
を
表
現
す
る
と
同

時
に
、
重
荷
、
す
な
わ
ち
政
治
制
度
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
や
保
護
に
手
を
貸
す
よ
う
な
負
担
で
も
あ
る
。
実
際
に
そ
の
よ
う
な
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はじめに

民
主
的
な
ケ
ア
に
関
わ
る
に
は
、
市
民
は
自
己
や
他
者
へ
の
責
任
に
つ
い
て
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
人
び
と
は
、
政

治
を
、
単
に
選
挙
戦
と
し
て
で
は
な
く
、
や
が
て
国
を
前
へ
と
導
い
て
い
く
集
合
的
な
活
動
と
し
て
考
え
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
だ

ろ
う
。「
長
い
目
で
見
れ
ば
、
我
々
は
み
ん
な
死
ん
で
い
る
」
と
の
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ
の
発
言
は
的
を
射
て
い
た

が
（1971�
［1923

［,��65

）、
人
び
と
は
常
に
い
か
に
行
為
す
る
か
に
よ
っ
て
未
来
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
民
主
主
義
の
未
来
に
つ
い
て

関
心
を
も
つ
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
私
が
こ
こ
で
考
え
て
い
る
民
主
主
義
と
い
う
構
想
は
、
た
ん
に
利
益
を
集
約
し
、

政
治
的
リ
ー
ダ
ー
を
選
ぶ
た
め
の
シ
ス
テ
ト
と
し
て
民
主
主
義
を
考
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
で
述
べ
る
理
由
に
よ
り
、

私
は
こ
こ
で
、
民
主
的
な
生
と
実
践
に
関
す
る
十
全
で
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
理
解
を
提
案
す
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
る
つ
も
り
は
な

い
。
そ
れ
は
、
民
主
的
な
社
会
に
お
け
る
市
民
た
ち
の
課
題
の
よ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。

私
は
、
ラ
テ
ン
語
のM

ihi cura futuri

を
校
訓
と
し
て
掲
げ
る
ハ
ン
タ
ー
カ
レ
ッ
ジ
で
三
〇
年
間
、
教
鞭
を
執
っ
て
き
た
。
そ

の
校
訓
は
、
あ
え
て
訳
す
な
ら
「
未
来
は
私
の
手
の
な
か
に
あ
る
」
と
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
意
味
を
汲
ん
で
、「
未
来
を
ケ
ア
す

る
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
の
ひ
と
は
二
〇
〇
三
年
ま
で
、
こ
の
一
節
を
一
九
世
紀
に
人
気
の
あ
っ
た
ラ
テ
ン
語
風
に
作

ら
れ
た
一
例
だ
と
考
え
、
大
学
周
辺
で
は
も
っ
ぱ
ら
、「
一
九
世
紀
の
へ
ん
く
つ
な
衒
学
者
が
作
っ
た
ま
が
い
も
の
」
だ
と
思
わ
れ

て
い
た
。
古
典
の
研
究
者
で
あ
る
ジ
リ
ア
ン
・
マ
レ
ー
は
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
正
統
な
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
。
こ
れ

は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』
一
三
巻
に
登
場
す
る
。
ユ
リ
シ
ー
ズ
と
ア
ヤ
ッ
ク
ス
が
、
殺
さ
れ
た
ア
キ
レ
ス
の
鎧
を
誰
が

手
に
入
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
と
き
、
ユ
リ
シ
ー
ズ
は
彼
の
敵
と
自
分
と
を
辛
辣
に
比
べ
た
の
だ
。「
あ
な
た
の
右

手
は
戦
争
に
役
立
ち
ま
す
。
そ
れ
は
才
能
で
す
…
…
。
し
か
し
、
あ
な
た
は
考
え
な
し
に
人
び
と
を
率
い
ま
す
。
未
来
の
ケ
ア
は
私

の
も
の
で
す
［m

ihi cura futuri

［」（M
urray�2003

）。「
考
え
な
し
に
人
び
と
を
率
い
る
」
こ
と
は
、
短
期
的
に
は
よ
り
成
功
す
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
未
来
を
ケ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
違
う
ふ
う
に
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ユ
リ
シ
ー
ズ
は
そ
の
よ

う
に
論
じ
、
自
分
こ
そ
が
ア
キ
レ
ス
の
真
の
後
継
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
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はじめに

私
た
ち
は
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
リ
ー
ダ
ー
が
「
考
え
な
し
に
人
び
と
を
率
い
る
」
時
代
に
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
在

の
思
考
の
な
さ
の
な
か
で
も
、
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
側
面
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
た
い
。

す
な
わ
ち
、
ケ
ア

0

0

に
対
す
る
私
た
ち
の
関
心
に
い
っ
た
い
何
が
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
な
ぜ
人
間
の
生
や
政
治
の
多
く
が
、

利
己
心
、
貪
欲
、
利
益
に
つ
い
て
の
議
論
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
の
政
治
的
な
言
語
は
、
な
ぜ

経
済
学
の
言
語
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
よ
う
に
み
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
ケ
ア
」
と
い
う
こ
の
小
さ
な
言
葉
が
、
別
の
重
荷
を
背
負
っ
て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
あ
る
。
何
が
間
違
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
本
論
の
な
か
で
論
じ
る
が
、
私
た
ち
は
、「
経
済
」
の
世
界
以
外
の
、
人
間
存
在
の
別
の
側
面
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

労
働
者
と
消
費
者
と
し
て
の
経
済
的
役
割
に
加
え
、
市
民
は
他
の
ふ
た
つ
の
領
域
に
生
き
て
い
る
。
ひ
と
つ
が
、
世
帯
、
家
族
、
友

人
か
ら
な
る
輪
と
い
う
親
密
な
ケ
ア
の
世
界
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
政
治
の
世
界
で
あ
る
。
本
書
で
私
は
、
私
た
ち
は
政
治
を
、
経
済

学
の
世
界
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
し
て
い
る
と
訴
え
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
政
治
は
世
帯
の
一
部
、
す
な
わ
ち
ケ
ア
の
領

域
と
考
え
て
い
る
も
の
に
、
歴
史
的
に
は
近
く
、
そ
し
て
正
し
く
は
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
と
、
私
は
論
じ
た
い
。「
母
的
思
考
」

に
対
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
（e.g.,�D

［etz�1985

）
―
―
私
も
「
母
的
思
考
」
の
支
持
者
も
、
政
治
的
関
心
と

家
庭
的
関
心
と
の
間
に
完
全
な
一
致
が
あ
る
と
は
論
じ
て
は
い
な
い
の
だ
が
―
―
、
政
治
思
想
家
が
家
政
を
政
体
に
た
と
え
て
き
た

こ
と
に
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
の
だ
。
家
政
も
政
体
も
、
人
び
と
が
自
己
利
益
を
追
求
す
る
と
き
に
生
じ
る
も
の
と
は
異
な
る
結
び

つ
き
を
頼
り
に
す
る
制
度
な
の
だ
。
民
主
主
義
で
は
、
政
治
は
私
た
ち
の
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
ケ
ア
実
践
の

す
べ
て
に
対
す
る
一
定
の
支
援
を
、
私
た
ち
は
国
家
に
期
待
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
政
府
と
は
、
私
た
ち
が
大ケ

ア

ア

バ

ウ

切
に
思
っ
て

いトる
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
私
た
ち
に
も
「
ケ
ア
」
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
作
用
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。



271

監
訳
者
解
説

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
な
ケ
ア
の
民
主
的
倫
理
へ
―
―N

o�Fem
inism

,�N
o�D
em
ocracy

ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
に
つ
い
て

本
書
『
ケ
ア
リ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
―
―
市
場
・
平
等
・
正
義
』（［2013

［2024

）
は
、
ケ
ア
の
倫
理
の
嚆
矢
と
な
っ
た
キ
ャ

ロ
ル
・
ギ
リ
ガ
ン
『
も
う
ひ
と
つ
の
声
で
』（［1982

［2022

）
に
思
想
的
な
刺
激
を
受
け
、
政
治
的
合
理
性
に
つ
い
て
の
論
文
で
一

九
八
一
年
に
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
て
博
士
号
を
取
得
し
た
直
後
か
ら
、
政
治
学
の
領
域
で
ケ
ア
と
は
何
か
、
ケ
ア
活
動
の
社
会
的

位
置
づ
け
、
そ
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
を
政
治
理
論
と
し
て
文
脈
づ
け
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
の
主
著
で
あ
る
。

ト
ロ
ン
ト
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
ハ
ン
タ
ー
校
、
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
で
は
両
大
学
の
名
誉
教
授
と
な
り
、

ケ
ア
の
倫
理
・
理
論
に
関
す
る
国
際
的
な
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ア
・
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
と
し
て
活
発
な
研
究
活
動
を
展
開
し

て
い
る
。

本
書
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
た
後
、
こ
う
し
て
ト
ロ
ン
ト
政
治
理
論
の
集
大
成
と
も
い
え
る
本
書
が
日
本
語
で
公

刊
さ
れ
る
意
味
を
監
訳
者
と
し
て
次
の
ふ
た
つ
の
点
か
ら
、
後
書
き
に
代
え
て
論
じ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
政
治

理
論
家
と
し
て
の
ト
ロ
ン
ト
の
功
績
を
紹
介
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
ト
ロ
ン
ト
の
研
究
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
が
大

き
く
政
治
理
論
へ
と
展
開
し
た
こ
と
、
そ
し
て
ふ
た
つ
め
に
は
、
既
存
の
民
主
主
義
論
に
対
し
て
新
た
な
挑
戦
を
理
論
的
に
も
、
実
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践
的
に
も
突
き
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
ト
ロ
ン
ト
は
本
書
公
刊
に
よ
っ
て
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
立
大
学
マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー
民
主
主
義
研
究
所
よ
り
、
ブ
ラ
ウ

ン
民
主
主
義
賞
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
賞
は
、
世
界
的
に
民
主
主
義
を
独
創
的
な
方
法
で
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
尽
力
し
て
き
た

団
体
お
よ
び
個
人
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
書
籍
の
公
刊
が
功
績
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
の
受
賞
を
機
に
執

筆
さ
れ
た
『
ケ
ア
す
る
の
は
誰
か
？

W
ho�Cares?

』［2015

［
は
、
拙
訳
に
よ
り
二
〇
二
〇
年
に
邦
訳
さ
れ
て
い
る
（
ト
ロ
ン

ト
・
岡
野
（2020
）、
ト
ロ
ン
ト
に
よ
る
受
賞
記
念
本
の
訳
を
第
一
章
に
収
録
、
そ
の
他
の
章
を
岡
野
が
執
筆
し
た
共
著
）。
ト
ロ
ン
ト
と
の

共
著
『
ケ
ア
す
る
の
は
誰
か
？
』
で
私
は
、「
訳
者
ま
え
が
き
」
と
し
て
ト
ロ
ン
ト
自
身
の
簡
単
な
経
歴
を
、
ま
た
第
2
章
に
お
い

て
、
民
主
主
義
の
再
生
を
試
み
る
ト
ロ
ン
ト
の
思
索
の
歩
み
を
、
一
九
八
七
年
に
公
刊
し
た
ト
ロ
ン
ト
の
論
文
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差

異
を
越
え
て
、
ケ
ア
の
理
論
へ
」
に
遡
り
な
が
ら
論
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ト
ロ
ン
ト
自
身
の
研
究
来
歴
の
な
か
で
の
本
書
の
特
徴

に
つ
い
て
は
、
そ
ち
ら
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
ト
ロ
ン
ト
の
議
論
が
そ
の
他
の
研
究
者
た
ち
に
与
え
て
き
た
思
想
的
イ
ン
パ

ク
ト
を
中
心
に
、『
ケ
ア
リ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
意
義
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ケ
ア
の
政
治
理
論
へ

ト
ロ
ン
ト
の
研
究
な
し
に
は
、
現
在
の
ケ
ア
を
め
ぐ
る
理
論
的
、
規
範
論
的
興
隆
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
本
書
第
1
章
に
お
い
て
ト
ロ
ン
ト
は
、
ケ
ア
と
ケ
ア
リ
ン
グ
の
定
義
を
主
に
社
会
学
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
概
念
的
な

精
緻
化
を
は
か
り
つ
つ
も
、
概
念
は
あ
く
ま
で
あ
る
特
定
の
目
的
の
た
め
に
設
計
さ
れ
た
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
訴
え
る
。「
ケ
ア
の

規
範
的
適
切
さ
は
、
そ
の
概
念
の
明
確
さ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
お
か
れ
る
、
よ
り
大
き
な
政
治
的
・
社
会
的
理
論
か
ら
生
じ

る
」
と
（
三
一
頁
）。
こ
の
主
張
は
、
前
述
し
た
一
九
八
七
年
の
ケ
ア
の
倫
理
に
関
す
る
初
め
て
の
論
文
以
降
、
彼
女
の
も
う
ひ
と

つ
の
主
著
で
あ
る
『
モ
ラ
ル
・
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
―
―
ケ
ア
の
倫
理
と
政
治
学
』（［1993

［
邦
訳
近
刊
）
に
い
た
る
ま
で
の
彼
女
の
研
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究
を
通
じ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
が
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
ケ
ア
の
倫
理
研
究
の
あ

り
方
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
。
八
七
年
論
文
で
ト
ロ
ン
ト
は
す
で
に
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

ケ
ア
は
、
そ
れ
が
他
の
諸
価
値
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
検
討
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
公
的
な
生
を
評
価
す
る
批
判
的

な
観
点
と
し
て
役
立
ち
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
（T
ronto�1987,�656

）。

道
徳
心
理
学
の
専
門
書
と
も
い
え
る
『
も
う
ひ
と
つ
の
声
で
』
公
刊
以
降
の
、
ケ
ア
の
倫
理
の
理
論
的
展
開
に
寄
与
し
た
研
究
書

に
つ
い
て
は
、
倫
理
学
、
正
義
論
の
立
場
か
ら
、
エ
ヴ
ァ
・
フ
ェ
ダ
ー
・
キ
テ
イ
『
愛
の
労
働
あ
る
い
は
依
存
と
ケ
ア
の
正
義
論
』

（［1999

［2023

）、
経
済
学
の
分
野
で
は
ナ
ン
シ
ー
・
フ
ア
ー
ブ
レ
『
見
え
ざ
る
心
―
―
経
済
学
と
家
族
価
値
』（2001

）
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
い
か
に
ト
ロ
ン
ト
が
い
ち
早
く
政
治
理
論
の
な
か
に
ケ
ア
を
位
置
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
理
論
そ
の
も
の

を
ケ
ア
の
視
点
か
ら
再
検
討
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
か
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
三
者
の
理
論
化
に
よ
っ
て
、
正
義
の
射
程
も

（
キ
テ
イ
）、
経
済
学
の
射
程
も
（
フ
ア
ー
ブ
レ
）、
そ
し
て
政
治
学
の
射
程
も
（
ト
ロ
ン
ト
）、
人
間
の
諸
活
動
を
包
括
的
に
捉
え
る
こ

と
で
、
大
き
く
拡
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
理
論
化
は
、
そ
れ
ま
で
ケ
ア
活
動
が
織
り
な
す
ケ
ア
関
係
が
対
面
的
か
つ

個
人
的
で
あ
る
と
い
う
固
定
観
念
を
打
ち
破
り
、
人
間
社
会
全
体
の
な
か
で
ケ
ア
活
動
が
果
た
す
役
割
か
ら
、
ケ
ア
関
係
が
生
み
出

す
価
値
や
態
度
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

ケ
ア
概
念
の
精
緻
化
と
と
も
に
理
論
化
を
促
し
た
の
は
、「
ケ
ア
は
人
類
的
な
活
動
」
で
あ
る
と
い
う
広
義
の
ケ
ア
概
念
で
あ
る

（
二
四
頁
）。
こ
の
定
義
は
、
ト
ロ
ン
ト
が
ベ
レ
ニ
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
の
共
著
論
文
「
ケ
ア
活
動
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
理
論
に
向
か

っ
て
」
の
な
か
で
初
め
て
提
示
し
た
も
の
だ
が
（F［sher�and�T

ronto�1990
）、
そ
の
後
ケ
ア
活
動
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
諸
局
面
の

分
節
化
が
よ
り
緻
密
に
な
り
、
ケ
ア
理
論
に
よ
る
批
判
対
象
が
展
開
さ
れ
る
な
か
で
も
な
お
、
ト
ロ
ン
ト
は
こ
の
定
義
に
一
貫
し
て
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こ
だ
わ
っ
て
き
た
。

ト
ロ
ン
ト
の
研
究
に
大
き
な
示
唆
を
得
た
ド
イ
ツ
の
政
治
学
者
で
あ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
コ
ン
ラ
デ
ィ
と
ヨ
ル
マ
・
ハ
イ
ア
ー
に
よ

れ
ば
、
こ
う
し
て
定
義
さ
れ
た
ケ
ア
は
、
政
治
理
論
の
鍵
概
念
と
し
て
多
く
の
研
究
者
を
そ
の
後
鼓
舞
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
た

ち
は
共
著
論
文
「
ケ
ア
の
政
治
理
論
に
向
か
っ
て
」
に
お
い
て
、
政
治
理
論
に
は
三
つ
の
目
的
が
存
在
す
る
と
い
う
。
第
一
に
、
社

会
・
政
治
状
況
を
解
釈
し
、
そ
れ
と
し
て
理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
可
視
化
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
既
存
の
概
念
に
ひ
そ
む
先
入
観

や
偏
向
を
分
節
化
す
る
視
点
か
ら
、
一
般
に
流
通
し
て
い
る
概
念
を
批
判
的
分
析
に
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
現
在
の
思
考

そ
の
も
の
に
埋
め
込
ま
れ
た
障
壁
を
克
服
す
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
変
革
の
た
め
の
新
た
な
道
筋
を
描
く
こ
と
で
、
現
状
改
革

に
取
り
組
む
よ
う
私
た
ち
を
鼓
舞
す
る
こ
と
で
あ
る
（Conrad［�and�H

e［er�2014

）。

コ
ン
ラ
デ
ィ
ら
が
指
摘
す
る
そ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
は
、
本
書
が
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
平
仄
が
合
う
。
第
Ⅰ
部
で
は
、

政
治
理
論
が
こ
れ
ま
で
中
心
的
に
論
じ
て
き
た
民
主
主
義
、
責
任
と
い
っ
た
概
念
が
ケ
ア
の
観
点
か
ら
批
判
的
に
検
討
さ
れ
、
第
Ⅱ

部
で
は
、
合
衆
国
の
歴
史
を
中
心
に
で
は
あ
る
が
、
私
た
ち
が
現
在
行
っ
て
い
る
ケ
ア
活
動
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
を
通

じ
て
、
自
由
、
平
等
、
正
義
と
い
っ
た
理
念
に
照
ら
し
な
が
ら
、
現
在
の
社
会
状
況
が
克
明
に
描
か
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
第
Ⅲ
部

で
は
、
ケ
ア
を
民
主
化
す
る
た
め
に
、
ケ
ア
を
政
治
的
に
真
剣
に
考
え
る
関
心
事
に
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
民
主
主
義
を
よ
り
ケ

ア
に
満
ち
た
制
度
と
し
て
い
か
に
鍛
え
上
げ
る
べ
き
か
が
示
さ
れ
る
。

私
た
ち
人
間
は
す
べ
て
、
ケ
ア
す
る
／
さ
れ
る
人
間
で
あ
る
限
り
（T

ronto�2017

）、
経
済
的
な
生
産
を
中
心
に
し
た
社
会
か
ら
、

ケ
ア
を
中
心
と
し
た
社
会
へ
の
転
換
は
可
能
で
あ
る
と
ト
ロ
ン
ト
は
楽
観
的
だ
。
私
た
ち
は
、
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
存
在
で
あ
る
点

で
み
な
平
等
で
あ
り
、
自
ら
が
大
切
に
す
る
も
の
を
ケ
ア
で
き
る
よ
う
に
制
度
を
作
り
替
え
て
い
く
自
由
が
あ
り
、
そ
し
て
な
に
よ

り
、
誰
し
も
が
ケ
ア
負
担
を
一
方
的
に
強
制
さ
れ
た
り
、
ケ
ア
す
る
こ
と
で
社
会
の
周
辺
や
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
状
態
に
と
ど

め
置
か
れ
た
り
し
な
い
、
と
い
う
正
義
を
求
め
る
た
め
に
共
に
声
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
社
会
の
中
心
に
ケ
ア
を
位
置
づ
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け
る
ト
ロ
ン
ト
ら
の
定
義
は
、
自
己
責
任
論
や
企
業
的
自
己
像
を
は
じ
め
と
し
て
、
人
間
を
内
面
か
ら
作
り
替
え
る
ほ
ど
の
力
を
も

つ
と
さ
れ
る
新
自
由
主
義
の
時
代
の
閉
塞
感
を
（Brow

n�2015

）、
打
破
し
よ
う
と
す
る
多
く
の
研
究
者
た
ち
を
鼓
舞
し
続
け
て
い

る
。
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