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二
朗

は
じ
め
に

一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
低
調
期
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ

て
、
メ
リ
ル
の
社
会
的
責
任
論
批
判
に
よ
り
、
活
気
を
取
り
戻
す
。
エ
ド
マ
ン
ド
・
Ｂ
・
ラ
ン
ベ
ス
や
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
Ｇ
・
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
ズ
と
い
っ
た
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
報
告
書A

 F
ree an

d
 R

espon
sible P

ress （
１
）

と
、
そ
の
内
容
を
「
社
会
的
責
任
論
」
と

し
て
理
論
化
し
た
『
マ
ス
コ
ミ
の
自
由
に
関
す
る
四
理
論

（
２
）（

以
下
『
四
理
論
』
と
す
る
）』
を
評
価
す
る
研
究
者
た
ち
が
、
メ
リ
ル
の
批
判
に

答
え
る
べ
く
、
社
会
的
責
任
論
に
道
徳
哲
学
的
な
基
盤
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
メ
リ
ル
の
社
会
的
責
任
論
批

判
が
、
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
大
き
な
発
展
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
メ
リ
ル
が
提
唱
し
た
実
存
主
義

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
今
現
在
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

論

　説

（
八
二
三
）
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七
〇

本
論
は
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
、
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
に
お
け
る
メ
リ
ル
の
位
置
づ
け
を
再
検
討
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
あ
る
。一

、
メ
リ
ル
の
社
会
的
責
任
論
批
判

一
九
七
〇
年
代
に
入
る
頃
に
は
、
社
会
的
責
任
論
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
理
論
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
主
流
と
な
っ
た

理
論
を
強
く
批
判
し
た
の
が
、
一
九
七
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
メ
リ
ル
のT

h
e Im

perative of F
reed

om

：A
 P

h
ilosoph

y of 

Jou
rn

alistic A
u

ton
om

y
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
が
そ
の
低
調
期
を
抜
け
出
た
、
一
九
七
〇

年
代
の
代
表
的
な
文
献
と
さ
れ
て
い
る

（
３
）

。

メ
リ
ル
は
ま
ず
「
社
会
的
責
任
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

社
会
的
責
任
論
の
支
持
者
は
、
社
会
的
責
任
論
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
発
達
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
リ
バ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
「
責
任
」
と
い
う
も
の
に
関
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
自
分
で
決
定
し

た
り
自
律
的
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
個
々
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
許
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
何
も
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会
的
責
任
論
は
自
由
を
強
調
す
る
代
わ
り
に
、
社
会
へ
の
責

任
を
強
調
す
る
。
こ
の
理
論
で
い
う
責
任
が
、
自
由
意
志
に
よ
る
協
力
で
は
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
局
、
当
該
社
会
を
統
治
す
る
政
府

に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
に
課
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
正
確
で
有
意
義
な
文
脈
に
お
い
て
事

実
を
報
道
す
る
た
め
の
社
会
的
責
任
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
プ
レ
ス
の
行
為
を
監
視
し
「
相
応
に
」
プ
レ
ス

が
機
能
し
続
け
る
た
め
の
規
制
シ
ス
テ
ム
の
唱
道
へ
と
導
く
。
政
府
の
規
制
の
い
く
つ
か
の
類
型
は
、
プ
レ
ス
が
自
ら
の
責
任
を
受
け
入

（
八
二
四
）
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れ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
心
地
良
い
響
き
と
、
多
く
の
人
が

否
定
し
が
た
い
魅
力
を
持
つ
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
わ
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
へ
の
疑
念
と
不
満
を
含
ん
だ
、
世
界
中
に
存
在
す
る
傾

向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
内
在
す
る
も
の
は
、
統
治
に
関
わ
る
集
団
が
社
会
的
に
責
任
あ
る
も
の
を
定
義
し
決
定
で
き
る
し
、
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
自
由
に
社
会
的
に
責
任
あ
る
も
の
と
は
何
か
を
決
め
ら
れ
な
い
、
と

い
う
こ
と
も
ま
た
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
も
し
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト
が
当
該
プ
レ
ス
は
責
任
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
決
定
し
た
ら
、
憲
法

修
正
一
条
で
さ
え
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
自
由
を
守
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
４
）

。

あ
る
意
味
で
は
、
政
府
に
監
視
さ
れ
て
い
る
プ
レ
ス
は
、
よ
り
責
任
あ
る
も
の
で
あ
る
。
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報
道
は
、
プ
レ
ス
内

で
規
制
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
常
に
統
治
を
支
援
し
、
公
的
政
策
を
後
押
し
す
る
も
の
と
な
り
う
る
、
異
口
同
音
の
国
家
の
た
め
の
プ

レ
ス
は
、
当
該
国
家
と
い
う
社
会
に
対
し
て
責
任
あ
る
も
の
で
あ
る
。
責
任
あ
る
も
の
の
定
義
は
、
政
府
等
か
ら
画
一
的
に
定
義
さ
れ
、

実
行
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
機
能
的
な
の
で
あ
る
。
あ
る
国
家
の
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
が
、
必
然
的
に
政
府
の
統
制
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
、
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
定
義
は
相
対
的
で
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
責
任
の
理
論
が
、
い
か

な
る
国
に
お
い
て
も
何
某
か
の
意
義
を
持
ち
う
る
唯
一
の
方
法
は
、
当
該
政
府
の
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト
が
、
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
と
い

う
類
型
の
定
義
者
と
強
制
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

（
５
）

。

社
会
的
責
任
と
い
う
言
葉
を
定
義
づ
け
る
の
が
、
国
家
の
側
で
あ
り
、
国
家
の
社
会
政
治
的
哲
学
が
当
該
国
家
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム

を
決
定
す
る
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
す
べ
て
社
会
的
責
任
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
所
謂

「
共
産
主
義
」
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
、
自
ら
を
社
会
的
に
責
任
あ
る
も
の
と
考
え
る
し
、
明
ら
か
に
自
身
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
責
任

を
持
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
理
論
に
お
い
て
、
社
会
的
責
任
と
共
産
党
や
政
府
へ
の
支
援
は
、
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
か
ら
、
多
元
的
で
自
律

（
八
二
五
）
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的
に
活
動
し
て
い
る
資
本
主
義
の
プ
レ
ス
は
、
共
産
主
義
に
と
っ
て
は
想
像
で
き
る
限
り
で
、
最
も
無
責
任
な
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
。
同
じ
こ
と
は
、
所
謂
「
権
威
主
義
」
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
も
い
え
る
。
権
威
主
義
の
プ
レ
ス
理
論
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

国
家
の
指
導
者
や
指
導
者
の
統
治
に
対
す
る
責
務
の
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
家
の
権
威
、
国
家
の
安
定
等
が
支
援
さ
れ
、
保

護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
で
あ
る
。
自
律
的
で
多
元
的
な
批
判
的
プ
レ
ス
は
、
国
家
の
政
策
を
蝕
み

国
家
の
調
和
を
混
乱
さ
せ
る
傾
向
が
あ
り
、
権
威
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
呪
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
う
る
。
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
は
、

批
判
的
プ
レ
ス
は
極
め
て
無
責
任
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
責
任
と
無
責
任
の
定
義
は
、
あ
る
特
定
の
国
家
社
会
に
応
じ
て

相
対
的
な
ば
か
り
で
な
く
、
個
々
の
国
家
社
会
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
用
語
は
そ
の
時
点
で
の
状
況
次
第
で
多
く
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ

る
（
６
）

。社
会
的
責
任
と
い
う
言
葉
を
批
判
し
た
後
に
、
メ
リ
ル
は
『
四
理
論
』
の
内
容
に
触
れ
な
が
ら
、
理
論
と
し
て
の
社
会
的
責
任
論
に
次

の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
く
。

『
四
理
論
』
で
は
、「
政
府
は
、
介
入
す
る
必
要
が
大
き
く
、
か
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
っ
と
す
ぐ
れ
た
結
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
ば
あ

い
に
の
み
介
入
す
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
慎
重
に
介
入
す
べ
き
で
あ
る

（
７
）

」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
理
論
は
、
政
府
が
強
圧

的
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
政
府
が
介
入
す
る
た
め
の
必
要
度
の
十
分
さ
や
、
得
ら
れ
た
結
果
の
十

分
さ
に
関
し
て
疑
問
が
生
じ
る
。
政
府
に
よ
る
ど
れ
ほ
ど
の
介
入
が
「
強
圧
的
」
で
あ
る
の
に
十
分
な
の
か

（
８
）

。

ま
た
、「
人
間
の
良
心
に
た
い
す
る
義
務
が
、
社
会
的
責
任
理
論
の
も
と
に
お
け
る
表
現
自
由
の
権
利
の
基
本
的
な
基
礎
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
る

（
９
）

」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
必
要
度
が
高
け
れ
ば
政
府
は
介
入
す
べ
き
、
と
い
う
こ
と
と
ど
う
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
人
の
良
心
に
対
す
る
義
務
と
い
う
も
の
は
、
極
め
て
相
対
的
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
良
心
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
す
べ
き
で

（
八
二
六
）
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七
三

な
い
と
感
じ
た
こ
と
を
、
他
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
す
べ
き
義
務
で
あ
る
と
感
じ
た
場
合
、
ど
ち
ら
か
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
社
会
に
対

し
て
無
責
任
な
の
だ
ろ
う
か

（
10
）

。

さ
ら
に
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、「
プ
レ
ス
の
行
動
と
い
う
も
の
は
、
無
統
制
に
な
ん
で
も
勝
手
に
や
ら
せ
て
お
い
て
も
か
ま
わ
な

い
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
市
民
に
は
情
報
に
た
い
す
る
道
徳
的
権
利
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

情
報
に
た
い
す
る
緊
急
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
11
）

」
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
ス
が
、
市
民
に
そ
の
よ
う
な
権
利
を
与

え
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
疑
問
な
の
は
、
い
か
な
る
情
報
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
誰
の
情
報
に
対
す
る
道
徳
的
権
利
な
の
だ
ろ
う

か
。
社
会
的
責
任
論
の
支
持
者
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
自
律
的
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
十
分
な
も
の
と
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
、
い
か
な
る
証
拠
も
な
い
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
も
は
や
有
用
で
は
な
く
な
り
、
社
会
的
責
任
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
人
々
の
ま
さ
に
「
感
覚
」
や
「
意
見
」
で
あ
る
。
確
か
に
、
プ
レ
ス
が
受
け
手
に
伝
え
る
情
報
に
は
、

ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
。
社
会
の
誰
も
が
全
て
の
場
合
に
、
自
分
が
好
む
種
類
と
量
の
情
報
を
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
大
概
の
人

が
、
常
に
そ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
異
な
る
記
者
が
観
察
し
た
情
報
を
伝
え
れ
ば
、
様
々
な
見

解
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
異
な
る
編
集
の
決
定
作
成
者
が
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
他
の
何
か
へ
変
え
た
と
こ

ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
情
報
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う

（
12
）

。

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
社
会
で
は
、
す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
受
け
手
に
達
す
る
情
報
の
全
て
が
、
信
頼
性
が
あ
り
、
誠
実
で
、
完
全

で
、
公
正
で
、
社
会
的
に
責
任
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
主
張
さ
れ
は
し
な
い
。
そ
ん
な
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る

の
か
誰
も
知
ら
な
い
。
既
存
の
社
会
的
責
任
の
定
義
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
我
々
の
メ
デ
ィ
ア
が
従
お
う
と
努
め
る
べ
き
標
準
は
現
実
に

は
存
在
し
な
い
。
全
て
の
プ
レ
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
、
当
該
社
会
の
た
め
に
責
任
あ
る
も
の
と
自
称
し
う
る
が
、
当
該
社
会
に
さ
ま
ざ
ま
な

（
八
二
七
）
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七
四

意
見
や
思
想
を
注
入
す
る
自
律
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
思
想
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
シ
ス
テ
ム
の
み
が
正
当
に
主
張
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
プ
レ
ス
の
自
律
は
、「
無
責
任
」
と
考
え
ら
れ
る
程
他
の
理
論
か
ら
逸
脱
し
た
、
い
く
つ
か
の
報
道
機

関
の
正
当
性
、
少
な
く
と
も
存
在
す
る
可
能
性
、
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
責
任
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
や
概
念

が
ア
メ
リ
カ
か
ら
姿
を
消
し
た
時
、
あ
る
い
は
姿
を
消
す
間
近
に
ま
で
来
た
時
、
そ
の
時
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
自
由
や
自
律
が
死
滅
す

る
時
で
あ
る

（
13
）

。二
、
メ
リ
ル
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学

メ
リ
ル
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
倫
理
学
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
位
置
づ
け
る
。

倫
理
学
は
、
自
身
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
行
う
べ
き
正
し
い
こ
と
を
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
決
定
す
る
手
助
け
を
す
る
哲
学
の

一
分
野
で
あ
る
。
倫
理
学
は
、
ま
さ
に
自
発
的
行
為
の
た
め
の
規
範
科
学
で
あ
り
、
必
然
的
に
「
自
己
規
制
」
や
「
自
己
強
制
」
を
扱
う
。

も
ち
ろ
ん
、
倫
理
学
は
法
と
関
わ
る
け
れ
ど
も
、
異
な
る
本
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
法
は
、
あ
る
一
定
の
時
期
の
社
会
に
お
け
る
倫

理
学
的
価
値
か
ら
生
ず
る
場
合
が
極
め
て
多
く
、
し
ば
し
ば
倫
理
学
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
は
、
社
会
的
に
決
定
さ
れ
社

会
的
に
強
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
倫
理
は
、
個
人
的
に
決
定
し
個
人
的
に
強
制
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

倫
理
学
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
行
為
の
正
誤
・
善
悪
・
責
任
無
責
任
等
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
確
か
な
基
本
的
原
理
や
標
準
を
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
供
給
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
法
は
、
何
が
合
法
的
で
あ
る
か
を
問
題
と
す
る
が
、
合
法
的
で
あ
っ
て
も
、
倫
理
的
で

は
な
い 

多
く
の
行
為
が
存
在
す
る
。
何
が
倫
理
的
か
を
論
じ
る
こ
と
の
方
が
、
常
に
困
難
で
あ
る
。
倫
理
学
的
論
争
を
解
決
す
る
た
め

に
参
照
す
る
「
倫
理
規
範
の
一
覧
表
」
は
存
在
し
な
い
。
倫
理
学
に
、
す
な
わ
ち
自
身
の
行
為
の
質
に
、
関
心
を
持
つ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

（
八
二
八
）
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は
、
有
徳
で
あ
る
こ
と
を
望
む
者
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
が
有
徳
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
「
道
徳
的
あ
る
い
は
倫
理
的
な
」
人
と

は
何
か
、
と
い
う
疑
問
に
戻
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
徳
の
本
質
は
、
も
し
我
々
が
歴
史
的
に
偉
大
な
思
想
家
に
い
く
ら
か
で
も
敬
意
を

持
っ
て
い
れ
ば
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
相
対
的
で
も
な
い
し
漠
然
と
し
て
も
い
な
い
。
た
と
え
徳
が
、
少
な
か
ら
ぬ
意
味
論
的
雑
音
を
含

む
用
語
で
概
念
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一
般
的
に
哲
学
者
の
中
の
意
味
づ
け
に
は
少
な
か
ら
ぬ
共
通
性
が
存
在
す
る

（
14
）

。

メ
リ
ル
は
、
倫
理
学
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
正
し
い
自
発
的
行
為
を
行
う
た
め
の
規
範
科
学
、
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
倫

理
学
に
則
っ
て
行
為
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
有
徳
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
有
徳
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
規
範

と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

有
徳
な
行
為
を
決
定
す
る
た
め
の
一
般
的
な
倫
理
学
的
標
準
に
は
、
主
に
目
的
論
的
理
論
と
義
務
論
的
理
論
と
い
う
二
つ
の
も
の
が
あ

る
。
目
的
論
的
理
論
は
行
為
の
結
果
を
み
る
。
つ
ま
り
、
結
果
を
検
討
し
行
為
の
道
徳
的
正
誤
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、
結
果
の
み
を

考
え
る
の
で
あ
る

（
15
）

。
こ
の
理
論
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
実
際
に
多
数
派
の
た
め
で
あ
る
か
ど
う
か
で
善
を
決
定
す
る
と

い
う
問
題
と
、
第
二
に
、
多
数
派
の
意
見
や
行
為
と
「
善
」
を
同
等
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
記

事
に
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ど
の
行
為
が
最
大
多
数
の
人
々
の
最
大
善
を
生
ず
る
か
を
知
る
正
し
い
方

法
を
持
た
な
い
の
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
そ
れ
が
最
大
善
に
な
る
と
い
う
、
推
測
や
期
待
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
「
多
数
決

の
道
徳
性
」
で
あ
る
た
め
、
個
人
の
担
っ
た
責
任
や
個
人
の
理
性
を
放
棄
し
て
、「
人
々
が
欲
し
た
も
の
を
人
々
に
与
え
る
」
と
い
う
類

の
倫
理
学
的
立
場
へ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

義
務
論
的
理
論
は
そ
の
行
為
が
道
徳
的
に
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
結
果
以
外
の
何
か
他
の
も
の
が
決
定
す
る
と
把
握
す
る
点
で
、

ま
さ
に
目
的
論
的
理
論
と
は
極
め
て
異
な
る

（
16
）

。
義
務
論
の
最
良
の
例
は
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
我
々
の
行
為
の

（
八
二
九
）
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指
針
の
た
め
に
採
用
す
べ
き
、
具
体
的
な
倫
理
学
的
規
則
を
決
定
す
る
た
め
の
必
然
的
原
理
と
し
て
「
君
の
意
志
の
格
律
が
、
い
つ
で
も

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

（
17
）

」
と
い
う
「
定
言
的
命
法
」
を
提
示
し
た
。
要
す
る
に
、
カ
ン
ト
は
、

人
が
同
じ
状
況
に
あ
れ
ば
、
誰
も
が
応
用
す
る
も
の
を
自
分
の
規
則
に
す
る
よ
う
気
を
つ
け
る
な
ら
ば
、
倫
理
的
に
行
為
し
て
い
る
、
と

す
る
の
で
あ
る
。
義
務
論
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
は
、
行
為
が
な
さ
れ
て
き
た
原
理
で
あ
る
。
格
律
を
適
用
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
は
、
結

果
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
言
的
命
法
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
行
為
す
る
す
べ
て
の
格
律
を
テ
ス
ト
す
る
こ
と

を
、
当
該
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
許
す
で
あ
ろ
う
原
理
や
一
般
的
規
則
で
あ
る
。
定
言
的
命
法
は
、
特
定
の
事
例
で
応
用
さ
れ
る
特
定
の
規

則
に
つ
い
て
、
考
え
る
指
針
と
な
る
よ
う
奉
仕
す
る
。
も
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
定
言
的
命
法
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
当
該
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
は
、
自
身
が
従
う
た
め
の
特
定
の
規
則
や
指
針
を
思
い
続
け
る
必
要
は
な
い
。
当
該
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
に
、

定
言
的
命
法
の
テ
ス
ト
を
通
過
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
行
為
は
倫
理
学
的
に
健
全
で
あ
り
、
当
該
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
有
徳
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
18
）

。

つ
ま
り
メ
リ
ル
の
い
う
有
徳
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
相
応
し
い
倫
理
学
理
論
と
は
、
目
的
論
的
な
功
利
主
義
倫
理
学
で
は
な
く
、
カ
ン

ト
の
義
務
倫
理
学
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

三
、
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

メ
リ
ル
は
、
有
徳
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
目
指
す
べ
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
唱
道
す
る
。
そ
れ

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

も
し
我
々
が
、
カ
ン
ト
に
例
証
さ
れ
る
よ
う
な
、
倫
理
学
の
絶
対
的
な
理
論
を
投
げ
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
道
徳
性
の
議
論
は
好
み

（
八
三
〇
）
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や
勝
手
な
選
択
と
い
っ
た
、
分
別
の
類
と
は
か
け
離
れ
た
議
論
に
し
か
な
ら
な
い
。「
こ
れ
は
正
当
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
決
定
で
あ
る
」

と
い
う
見
解
は
、
ま
さ
に
あ
る
人
が
、
た
だ
「
私
は
こ
の
決
定
が
好
き
だ
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
倫
理
学
が
相
対
主

義
の
形
を
と
れ
ば
、
文
脈
Ａ
の
中
で
は
、
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
が
、
極
め
て
善
で
あ
り
倫
理
的
で
あ
る
一
方
で
、
同
じ
行
為
が

文
脈
Ｂ
の
中
で
行
わ
れ
る
と
、
悪
か
非
倫
理
的
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
状
況
が
倫
理
学
を
支
配
す
る
こ
と

に
な
り
、
文
脈
が
正
誤
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
対
主
義
は
、
そ
の
個
人
主
義
的
な
雰
囲
気
の
た
め
に
興
味
を
そ
そ
る
け
れ

ど
も
、
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
対
主
義
は
、
全
く
倫
理
学
的
な
立
場
で
は
な
い
。
む
し
ろ
相
対
主
義
は
「
非
倫
理
学
」
ま
た
は

「
反
倫
理
学
」
で
あ
る
。
倫
理
学
の
問
題
が
客
観
主
義
、
す
な
わ
ち
状
況
や
文
脈
へ
と
希
釈
さ
れ
る
時
、
そ
の
問
題
は
倫
理
学
と
し
て
の

す
べ
て
の
意
味
を
失
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
学
は
、「
個
人
的
な
も
の
」
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
と
も
「
集
団
的
に
是
認
」
さ
れ
た
社
会
的
な
道
徳
性
や
規
範
で
あ
る
綱
領
、
信
条
、
標
準
、
そ
の
他
集
団
的
に
決
定
さ
れ
た
協
定
等
に

よ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
自
分
自
身
の
倫
理
綱
領
を
決
定
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
集
団

の
価
値
を
受
け
入
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
日
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
プ
レ
ス
評
議
会
、
プ

レ
ス
・
コ
ー
ト
の
よ
う
な
、
新
し
い
機
関
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
機
関
や
調
停
者
は
、
個
人
的
自
律
的
倫
理
学
か
ら
、
社
会
的

に
圧
力
を
か
け
ら
れ
強
制
さ
れ
る
倫
理
学
へ
と
移
行
す
る
傾
向
を
も
つ
も
の
で
あ
る

（
19
）

。

相
対
主
義
が
実
用
的
な
効
率
性
、
個
人
主
義
、
個
人
の
自
律
等
と
同
一
視
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
ス
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、

絶
対
的
形
式
主
義
的
理
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ま
り
好
意
的
に
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
極
め
て
一
貫
し
て
自
由

を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
自
由
は
カ
ン
ト
倫
理
学
に
と
っ
て
絶
対
的
な
要
求
で
あ
る
。
倫
理
学
的
命
法
は
、
自
由
に
選
択
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
主
義
者
は
、
自
分
自
身
の
道
徳
的
指
針
を
自
由
に
選
ぶ
と
い
う
意
味
で
明
ら

（
八
三
一
）
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か
に
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
あ
る

（
20
）

。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
自
律
は
最
高
の
価
値
で
あ
り
、
自
己
以
外
の
決
定
に
従
う
者
は
自
身
を
裏
切
り
、
自
ら
の
本
質
や
本
来

性
を
喪
失
す
る
。
ゆ
え
に
自
由
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
心
を
な
す
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
実
存
主
義
的
立
場
で
も
あ
る

（
21
）

。

実
存
主
義
の
至
高
の
徳
は
、
誠
実
さ
で
あ
る
。
人
は
自
分
で
自
分
の
行
為
を
決
定
す
る
選
択
が
で
き
な
け
れ
ば
誠
実
さ
を
保
つ
こ
と
は

で
き
な
い
。
実
存
主
義
者
は
選
択
と
い
う
行
為
を
構
成
す
る
も
の
を
、
人
の
最
も
本
質
的
な
も
の
と
考
え
る
。
選
択
は
自
由
の
結
果
で
あ

り
、
換
言
す
れ
ば
、
選
択
は
自
由
な
雰
囲
気
に
お
い
て
の
み
実
際
の
意
味
を
持
つ
。
人
が
自
分
の
生
活
を
し
て
い
る
時
、
生
活
の
価
値
は

そ
の
人
が
そ
の
生
活
の
中
に
注
い
だ
も
の
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
価
値
は
人
の
個
人
的
自
由
の
投
影
で
あ
る
。
実
存
主
義
者
に
と
っ
て
、

自
由
は
人
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
人
の
最
も
基
本
的
な
欲
求
は
独
立
の
た
め
の
、
自
由
な
選
択
で
あ
る
。
実
存

主
義
者
は
自
由
の
拠
り
所
を
責
任
と
考
え
る
。
人
は
自
分
自
身
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
そ
の
人
の
行
為
や
行
為
の
結
果
に
責
任
を
持
つ
。

他
の
誰
も
、
そ
の
人
の
こ
と
の
た
め
に
責
任
は
取
れ
な
い
。
各
自
は
自
由
に
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
行
為
の
責
任
を
受
け

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
22
）

。

つ
ま
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
自
由
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
唱
道
す
る
と
い
う

こ
と
は
極
め
て
妥
当
、
と
メ
リ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る

（
23
）

。

四
、
カ
ー
ル
・
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
と
の
論
争

メ
リ
ル
の
所
論
は
、
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
者
と
の
論
争
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

「
新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
」
を
き
っ
か
け
と
す
る
、
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
と
の
論
争
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
八
三
二
）
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七
九

社
会
的
責
任
論
の
浸
透
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
い
る
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
指
針
を
示
そ
う
と
い
う
動
き
と
組
み
合

わ
さ
っ
て
、
社
会
的
責
任
論
の
再
評
価
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
世
界
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
共
有
で
き
る
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
指
針
を

作
り
出
そ
う
と
す
る
中
で
、
社
会
的
責
任
論
に
備
わ
っ
て
い
る
普
遍
性
が
注
目
さ
れ
出
す
の
で
あ
る
。
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
五
つ
の

要
請
の
う
ち
の
「
日
々
の
出
来
事
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
誠
実
で
、
包
括
的
で
、
理
性
的
な

説
明
を
す
る
こ
と
」
は
、
ど
の
社
会
で
も
共
通
し
て
必
要
と
す
る
、
真
実
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
の
要
請
で
あ
り
、「
社
会
を
構
成
す
る

諸
集
団
の
代
表
的
な
実
像
を
映
し
出
す
こ
と
」
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
尊
厳
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
原
理
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
社
会
的
責
任
論
の
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
な
理
解
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
国
際
的
な
理
解
や
平
和
に
コ
ミ
ッ
ト
さ
せ
る
、
と
い
う

見
解
が
あ
る

（
24
）

。
こ
の
考
え
方
が
示
す
よ
う
に
、
社
会
的
責
任
論
を
ア
メ
リ
カ
に
特
有
な
も
の
と
考
え
ず
、
た
ま
た
ま
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ

た
だ
け
で
、
世
界
に
共
通
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
と
す
る
把
握
の
仕
方
が
あ
り
、
そ
の
考
え
方
の
中
心
人
物
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

倫
理
綱
領
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
張
を
後
押
し
し
た
の
が
、

所
謂
新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
の
一
連
の
動
き
で
あ
っ
た
。

国
連
の
経
済
社
会
理
事
会
の
中
に
設
け
ら
れ
た
情
報
・
新
聞
自
由
小
委
員
会
は
、
一
九
五
〇
年
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
国
際
的
な
倫

理
綱
領
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
草
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
国
際
的
な
倫
理
綱
領
の
草
案
は
、
そ
の
前
文
で
「
新
聞
お
よ
び
そ
の
他
の

報
道
機
関
に
従
事
す
る
も
の
が
、
真
実
を
探
求
し
事
実
を
報
道
又
は
批
判
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
感
を
、
各
自
の
自
発
的
行
動
を
通

じ
て
、
不
断
に
維
持
、
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
保
障
さ
れ
得
る

（
25
）

」
た
め
の
職
務
遂
行
上
の
基
準
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
案
は

結
局
、
案
の
ま
ま
で
終
わ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
の
主
旨
が
第
三
世
界
の
国
々
に
と
っ
て
は
、
国
際
的
な
ニ
ュ
ー
ス
の
流
通
の
改
善
と
受

け
取
ら
れ
た
が
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
言
論
・
表
現
の
自
由
を
支
持
す
る
国
に
と
っ
て
は
、
自
由
を
抑
制
し
う
る
、
何
ら
か
の
義
務

（
八
三
三
）
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を
課
す
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
は
、
そ
の
後
も

ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
文
化
機
関
）
で
活
発
に
行
わ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
流
れ
は
、
国
際
理
解
へ
の
貢
献
や
偏
見
の
排
除
と
い
っ
た
も
の
を

よ
り
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
象
徴
的
な
も
の
が
、
一
九
七
八
年
に
ユ
ネ
ス
コ
で
採
択
さ
れ
た
、
所
謂
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
宣

言
」
の
六
条
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
公
正
で
永
続
的
な
平
和
の
確
立
と
、
発
展
途
上
国
の
経
済
的
、
政
治
的
な
独
立
に
資
す
る
情
報

の
交
流
の
、
あ
ら
た
な
均
衡
と
よ
り
大
き
な
互
恵
主
義
を
確
立
す
る
た
め
、
発
展
途
上
国
へ
の
ま
た
は
発
展
途
上
国
か
ら
の
、
な
ら
び
に

そ
れ
ら
の
国
の
間
の
情
報
の
交
流
の
不
均
衡
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
発
展
途
上
国
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
、
強

力
と
な
り
発
展
し
、
自
分
た
ち
の
間
に
お
い
て
も
、
ま
た
発
達
し
た
国
々
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
も
相
互
に
協
力
し
う
る
、
十
分
な
資
源

を
有
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る

（
26
）

」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
言
論
、
表
現
、
報
道
の
自
由
の
保
障
が
、
国
際

的
な
情
報
流
通
の
自
由
や
民
主
的
な
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
を
、
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
、
と
の
考
え
方
が
垣
間
見
え
る
。

こ
の
流
れ
が
、
新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
と
い
う
考
え
方
や
、
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
委
員
会
の
報
告
書

（
27
）

等
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
倫
理
を
国
際
的
に
比
較
分
析
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
て
き
た
。
そ

う
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
の
国
際
比
較
研
究
の
代
表
的
な
も
の
が
、C

om
m

u
n

ication
 E

th
ics an

d
 G

lobal C
h

an
ge

と
さ
れ
て

い
る

（
28
）

。C
om

m
u

n
ication

 E
th

ics an
d

 G
lobal C

h
an

ge
は
、
一
三
ヵ
国
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕

方
に
関
す
る
論
文
を
掲
載
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
に
関
す
る
各
国
の
相
違
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
共
通
の
目
的
を
追

求
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
29
）

。
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
と
メ
リ
ル
と
の
論
争
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル

な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
綱
領
を
制
定
す
る
こ
と
の
賛
否
に
関
す
る
、
ま
さ
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
よ
う
な
両
者
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
八
三
四
）



ジ
ョ
ン
・
Ｃ
・
メ
リ
ル
の
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
塚
本
）

八
一

ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
は
、P

rofessionalism
 in T

ransition: Journalistic E
thics （

30
）

と
題
し
て
、
新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
秩
序
の
考
え
方
に
則
っ
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
社
会
的
な
責
任
を
担
っ
た
専
門
職
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
責
任
を
担
う
理
由
は
、
一
方
で
は
、
客
観
的
現
実
と
い
う
真
実
の
像
を
獲
得
す
る
人
民
の
権
利
か
ら
、
も
う
一
方
で
は
、
人

道
主
義
の
普
遍
的
価
値
か
ら
生
ず
る
。
真
実
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
真
実
の
本
質
に
関
す
る
諸
伝
統
間
の
明
白
な
相
違
は
存
在
す
る

け
れ
ど
も
、
原
理
的
に
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
主
流
と
同
様
に
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
国
際
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
よ
う
な
普
遍
的
な
価
値
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
典
型
的
な
西
洋
的
伝
統
か
ら
の
意
義
あ
る
逸
脱
と
、
社
会
主
義

国
や
発
展
途
上
国
で
一
般
的
に
理
解
さ
れ
た
専
門
職
の
概
念
へ
向
け
た
動
き
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
倫
理
学
は
、

真
実
の
追
求
よ
り
他
に
い
か
な
る
社
会
政
治
的
義
務
か
ら
も
自
由
で
あ
り
続
け
る
、
と
い
う
情
熱
を
伴
う
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に

よ
る
典
型
的
な
把
握
を
超
越
す
る
二
つ
の
意
義
深
い
段
階
を
含
む
。
第
一
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
普
遍
的
に
認
識
さ
れ
た
多
く
の
理

想
を
支
援
し
対
応
す
る
悪
と
戦
う
よ
う
促
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
様
に
す
べ
て
の
市
民
に
当
て
は
ま
る
、
一
般
的
な
社
会
的
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
上
に
、
件
の
普
遍
的
な
価
値
は
、
真
実
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
や
そ
の
他
の
専
門
職
特

有
の
慣
行
と
同
様
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
専
門
職
の
極
め
て
重
大
な
構
成
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
別
な
専
門

職
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
的
な
真
実
ば
か
り
で
な
く
、
同
様
に
人
道
主
義
的
な
普
遍
的
価
値
を
も
ま
た
追

求
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
と
し
て
の
役
割
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
い
う
専
門
職
の

定
義
は
、
様
々
な
社
会
政
治
的
な
利
害
や
価
値
か
ら
独
立
的
か
つ
中
立
的
に
事
実
や
意
見
を
伝
達
す
る
仕
事
で
あ
る
、
と
い
う
リ
バ
タ
リ

ア
ニ
ズ
ム
の
概
念
を
大
き
く
飛
び
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
、
平
和
と
戦
争
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
専
制
政
治
、
国
家
の
解
放
と
植
民
地

（
八
三
五
）
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主
義
等
々
の
諸
概
念
が
、
戦
略
的
な
利
害
に
し
た
が
っ
た
実
質
的
に
い
か
な
る
解
釈
に
も
な
る
、
単
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
諸
概
念
の
ほ
と
ん
ど
は
、
国
際
法
下
で
は
特
定
の
意
味
を
持
つ
。
戦
争
宣
伝
と
い
う
よ
う
な
場
合
に

は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
広
い
応
用
が
存
在
し
、
そ
れ
は
、
本
質
的
に
普
遍
的
な
価
値
や
原
理
を
巡
り
、
解
釈
や
政
治
的
争
い
の
余
地

は
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
本
質
や
行
為
と
同
等
の
価
値
を
持
つ
、
何
ら
か
の
概
念
を
も
伴
う
。
普
遍
的
価
値
の
妥
当
性
に
関
す
る
懐
疑
主

義
と
は
、
か
か
わ
る
争
点
へ
の
典
型
的
な
無
視
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ま
さ
し
く
国
際
法
や
国
際
秩

序
の
基
盤
を
構
成
す
る
諸
価
値
に
率
直
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
も
し
平
和
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、
政

治
的
に
急
進
的
な
立
場
と
し
て
了
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
平
和
に
貢
献
す
る
価
値
が
政
治
的
急
進
主
義
を
表
す
こ
と
を
証
明
す
る
よ
り
も
む

し
ろ
、
平
和
の
普
遍
的
な
価
値
の
無
視
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
新
し
い
専
門
職
倫
理

は
、
情
報
の
分
野
の
中
に
、
い
か
な
る
特
定
の
「
政
治
化
」
を
も
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
新
し
い
専
門
職
倫
理
は
、
平
和
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
等
の
価
値
を
守
る
安
全
装
置
を
供
給
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
高
度
に
政
治
的
な
分
野
で
あ
り
、
あ
り
続

け
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
専
門
職
倫
理
の
い
か
な
る
選
択
も
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
、
政
治
的
立
場
を

表
す
も
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
ど
れ
が
政
治
的
で
ど
れ
が
非
政
治
的
か
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
唱
道
さ
れ
た
政
治
的
方
向
付
け

が
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
新
し
い
専
門
職
倫
理
は
、
想
像
さ
れ
う
る
限
り
の
「
不
偏
不
党
」
の
基

盤
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
普
遍
的
価
値
、
と
い
う
基
盤
で
あ
る
。

ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
は
、
社
会
的
責
任
論
で
い
わ
れ
る
社
会
的
責
任
の
内
容
を
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
普
遍
的
価
値
と
捉
え
て

い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
普
遍
的
価
値
を
共
有
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
行
為
す
る

こ
と
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
社
会
的
責
任
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
規
範
と
な
る
普
遍
的
価
値
を
学
ぶ
も
の
が
、

（
八
三
六
）



ジ
ョ
ン
・
Ｃ
・
メ
リ
ル
の
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
塚
本
）

八
三

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
規
範
を
明
文
化
し
た
国
際
的

な
綱
領
も
、
制
定
可
能
で
あ
り
、
制
定
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
メ
リ
ル
は
、G

lobal C
om

m
onalities for Journalistic E

thics: Idle D
ream

 or R
ealistic G

oal? （
31
）

と
題
し
て
、
次

の
よ
う
に
反
論
す
る
。

新
世
界
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
の
考
え
方
は
、
西
洋
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
範
囲
を
超
え
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
国
家
の
政
策
や
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
に
関
与
さ
せ
る
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
西
洋
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
、
専
制
体
制
、
植
民
地
主
義
、
病
気
、
栄
養
不
良
等
の
除
去
に
い
か
な
る
大
き
な
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
も
持
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
は
感
じ
な
い
。
西
洋
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
個
人
的
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
反
対
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
い
う
こ
と
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
は
な
い
。
異
国
民
や
異
文
化
と
の
原
理
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
と
て
も
難

し
く
、
た
ぶ
ん
倫
理
的
に
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
が
、
異
国
民
、
異
文
化
が
関
わ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
を
考
察
す
る

時
、
送
り
手
の
社
会
的
政
治
的
シ
ス
テ
ム
に
ご
く
密
接
に
結
び
つ
い
た
価
値
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
加
え
て
、
受
け
手
の
国
家

の
文
化
的
政
治
的
文
脈
に
結
び
つ
い
た
価
値
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
自
分
自
身
の
倫
理
的
原
理
に

従
う
の
か
、
そ
れ
と
も
自
身
の
原
理
と
は
相
容
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
受
け
手
の
側
の
原
理
に
従
う
の
か
。
こ
の
疑
問
は
、
国
境
を
越
え

て
倫
理
的
に
行
為
し
よ
う
と
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
直
面
す
る
、
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
も
し
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
押
し
つ
け

る
よ
う
な
、
政
治
中
心
の
「
綱
領
」
が
問
題
の
解
決
に
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
。
我
々
が
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
お
け
る
倫
理
学
を
話
す
時
、
ま
さ
に
我
々
の
関
心
は
、
国
家
間
あ
る
い
は
国
家
内
で
な
さ
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の

正
・
誤
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
心
は
、
我
々
を
相
違
す
る
価
値
シ
ス
テ
ム
と
国
家
の
伝
統
に
直
接
関
与
さ
せ
る
。
個
人
と
同
様
に
、
国

（
八
三
七
）
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家
や
文
化
は
、
普
通
そ
れ
自
体
の
価
値
の
傾
向
と
極
め
て
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
い
か
な
る
他
の
価
値
も
倫
理
的
な
も
の
と
考
え
る
の

を
困
難
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
か
な
る
意
義
深
い
も
の
に
お
い
て
も
、
価
値
シ
ス
テ
ム
の
相
対
性
の
認
識
な
し
に
、
倫
理
学
の
考
察

は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
に
立
て
ば
、
国
際
的
な
倫
理
学
も
相
対
的
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
的
な

行
為
に
関
す
る
、
実
質
的
な
い
か
な
る
合
意
も
決
し
て
存
在
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
国
際
的
倫
理
綱
領
は
不
合
理
で
不
可
能
で
あ
る
。

普
遍
的
で
あ
る
い
く
つ
か
の
広
い
原
理
が
存
在
す
る
、
と
い
う
認
識
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
原
理
は
道
徳
意
識
を
持
つ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
が
、
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
原
理
は
、
他
者
を
規
定
す
る
倫
理
綱
領
を
、
う
ま
く
列
挙
し
提
示
す
る
こ

と
に
手
を
貸
す
よ
う
な
類
い
の
原
理
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
に
役
立
つ
と
感
じ
て
、
受
け
入
れ

た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
の
み
使
用
さ
れ
る
た
め
の
、
倫
理
的
行
為
の
根
本
的
な
原
理
で
あ
る
。
そ
う
し
た
原
理
が
、
成
文
化
さ
れ

る
こ
と
や
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
い
か
な
る
専
門
職
機
関
に
よ
っ
て
持
た
れ
る
こ
と
も
、
絶
対
的
に
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
個
人
的
な
価
値
シ
ス
テ
ム
と
調
和
す
る
一
定
の
倫
理
的
格
律
は
、
公
式
化
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
改
善
に
向
け
た
長
い
道
の
り
を
行
く
こ
と
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
国
際
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
は
、
実
際

に
は
決
し
て
自
身
の
価
値
シ
ス
テ
ム
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
べ
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
あ
る
程
度
「
伝
道
師
」
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
他
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
よ
う
と
し
て

い
る
、
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
事
実
は
、
一
種
の
伝
道
師
的
精
神
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
異
文
化
の
文
脈

や
価
値
シ
ス
テ
ム
の
中
に
異
な
る
思
想
や
情
報
を
注
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の
「
伝
道
」

を
意
味
す
る
。
個
人
と
し
て
あ
る
い
は
国
民
と
し
て
我
々
が
、
あ
る
種
の
利
己
的
で
自
民
族
中
心
主
義
的
な
動
機
な
し
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
我
々
が
そ
ん
な
こ
と
を
意
図
し
な
い
時
で
さ
え
、
我
々
は
あ
る
種
の
思
想
、
原
理
、
価
値
、
関
心

（
八
三
八
）
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領
域
、
技
術
等
を
推
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
国
民
が
、
他
の
国
民
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
帝
国
主
義
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
驚

く
こ
と
で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
呼
称
を
使
用
す
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
事
実
の
中
に
は
、
そ
う
非
難
し
た
国
民
自
身
が
、
典
型
的
な

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
帝
国
主
義
者
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
主
張
の
内
容
に
関
し
て
、
メ
リ
ル
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
共
通
の
基
盤
と
し
て
奉
仕
す
る
普
遍
的
な
倫
理
学
的
基
準
や
、

原
理
が
実
際
に
存
在
し
な
い
、
と
す
る
点
、
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
は
自
民
族
中
心
主
義
的
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
倫

理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
と
、
自
民
族
中
心
主
義
的
な
政
治
的
社
会
的
シ
ス
テ
ム
を
結
び
つ
け
て
し
ま
う
点
等
は
、
以
前
の
自
分
の
主

張
に
反
さ
な
い
の
か
、
疑
問
に
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
実
際
に
、
世
界
規
模
の
倫
理
学
的
共
通
基
盤
が
、

存
在
す
る
と
ま
さ
に
い
っ
て
き
た
し
、
道
徳
性
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
国
際
原
理
を
支
持
さ
え
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
倫
理
綱
領
と
し

て
、
そ
う
い
う
原
理
を
成
文
化
し
よ
う
と
し
た
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
陣
営
の
宣
伝
的
な
面
に
、
そ
う
し
た
原
理
を
授
け
よ
う
と
す
る

い
か
な
る
試
み
に
も
反
対
し
て
き
た
、
と
す
る
。
ま
た
、
あ
る
一
定
の
政
治
的
社
会
的
価
値
シ
ス
テ
ム
を
至
る
所
に
広
げ
る
と
い
う
、
試

み
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
国
際
綱
領
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
生
産
的
で
は
な
い
、
と
考
え
る
と
す
る
。
要
す
る
に
、
国

際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
倫
理
学
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
健
全
な
企
て
で
あ
る
が
、
倫
理
学
の
国
際
綱
領
の
成
文
化
を
試
み
る

こ
と
は
、
非
現
実
的
で
不
毛
な
努
力
で
あ
る
。
個
人
的
国
家
的
な
価
値
シ
ス
テ
ム
の
最
重
要
性
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
道

徳
性
と
い
う
天
蓋
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
、
倫
理
学
原
理
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
係
づ
け
た
議
論
は
、
世
界
的
な
視
野
を
持
っ
た

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
増
加
に
、
明
ら
か
に
役
立
つ
。
し
か
し
あ
る
種
の
「
ワ
ン
・
ワ
ー
ル
ド
イ
ズ
ム
」
へ
誘
う
規
範
的
倫
理
綱
領
は
、
世

界
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、
基
本
的
で
重
要
な
政
治
的
社
会
的
相
違
に
対
し
て
、
破
壊
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
個
々
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
が
、
個
人
的
に
持
つ
価
値
の
終
焉
を
も
ま
た
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に

（
八
三
九
）
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よ
っ
て
合
意
さ
れ
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
一
定
の
共
通
す
る
倫
理
学
原
理
が
い
く
つ
か
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
倫
理
綱
領
が
、

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
何
ら
か
の
意
義
あ
る
指
針
を
提
供
す
る
こ
と
に
は
、
惨
め
に
失
敗
し
て
き
た
。
倫
理
綱
領
が
議
論
の
的

と
な
る
ど
の
事
例
に
お
い
て
も
、
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
成
文
化
し
た
倫
理
綱
領
の
信
条
や
規
制
を
受
け
入
れ
は
し
な
か
っ
た
。

そ
の
主
な
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
、
理
論
的
に
も
現
実
的
に
も
多
元
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
対
象
や
方
法
は
、
多
様
な
の
で
あ
る
。
も
し
倫
理
綱
領
や
そ
の
他
の
国
家
的
ニ
ュ
ー
ス
評
議
会
の
よ
う
な
「
専
門
職

を
方
向
付
け
る
」
指
示
的
な
強
制
力
が
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
国
で
有
意
義
で
な
く
、
う
ま
く
い
か
な
い
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫

理
の
国
際
綱
領
を
、
ど
う
し
て
誰
か
が
真
剣
に
提
案
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
綱
領
は
、
政
治
的
宣
伝
文
書
で
あ
る
か
、
一
般
的
な
格
言

や
抽
象
的
な
格
律
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
意
義
や
有
効
性
を
失
う
ほ
ど
実
質
や
限
定
性
を
欠
く
の
で
あ
る
。
あ
る

人
が
、
様
々
な
編
集
哲
学
や
ニ
ュ
ー
ス
の
定
義
に
沿
っ
て
、
世
界
中
の
プ
レ
ス
の
所
有
や
経
営
の
異
な
る
シ
ス
テ
ム
を
検
討
す
る
時
、
国

際
倫
理
綱
領
の
概
念
は
、
空
想
の
範
囲
を
帯
び
始
め
る
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
学
は
、
そ
の
人
自
身
の
背
景
と
価
値
シ
ス

テ
ム
か
ら
生
じ
、
そ
の
人
の
国
家
の
政
治
的
社
会
的
シ
ス
テ
ム
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
国
際
倫
理
綱
領
と
い
う
思

想
に
ほ
と
ん
ど
支
持
を
与
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
一
定
の
基
本
的
な
個
人
的
伝
統
的
価
値
を
普
遍
化
し
て
、
世
界
的
な
も
の
を
企
て
る

べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
し
あ
る
一
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
最
優
先
概
念
が
、
自
身
の
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
概
念
を
自
身
の
国
以
外
で
扱
う
時
に
、
自
身
に
と
っ
て
重
要
で
な
く
な
る
理
由
が

あ
る
だ
ろ
う
か
。
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
共
感
的
な
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
国
の
人
々
の
見
地
や
必
要
を
、
実
際
に
理
解
し
よ
う
と

い
う
欲
求
を
も
持
つ
。
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
現
実
の
実
質
的
な
争
点
と
重
要
な
思
想
を
扱
う
こ
と
を
欲
す
る
。
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
は
、
誠
実
で
、
率
直
で
、
正
直
で
、
明
確
で
あ
り
た
い
と
欲
す
る
。
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
決
し
て
個
人
や
政
治
シ
ス
テ
ム
に

（
八
四
〇
）
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対
し
て
論
争
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
受
け
手
を
尊
重
し
、
自
身
の
文
化
か
ら
生
じ
る
自
身
の
倫
理
的
基
準
に
貢
献
す
る
が
、
そ
う
あ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
れ
ば
、
柔
軟
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
以
上
が
、
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
、
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
文
化

と
国
家
の
架
け
橋
と
な
り
、
国
際
的
な
道
徳
性
に
い
く
つ
か
の
共
通
性
を
与
え
う
る
、
倫
理
学
的
原
理
や
格
律
を
生
む
手
助
け
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
メ
リ
ル
は
、
何
が
倫
理
的
な
行
為
か
の
判
断
は
、
あ
く
ま
で
個
々
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
な
の
で

あ
っ
て
、
明
文
化
さ
れ
た
倫
理
綱
領
の
必
要
性
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
価
値
の
多
様
性
を
理
由
に
、
明
文
化
さ
れ

た
倫
理
綱
領
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
を
「
無
駄
」
と
、
切
り
捨
て
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
の
他
に
も
、
メ
リ
ル
の
社
会
的
責
任
論
批
判
を
受
け
て
、
ラ
ン
ベ
ス
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
報
告
書

A
 F

ree an
d

 R
espon

sible P
ress

を
高
く
評
価
す
る
立
場
か
らC

om
m

itted
 Jou

rn
alism

: A
n

 E
th

ic for th
e P

rofession （
32
）

を
著
し

て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
確
立
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
。G

ood
 N

ew
s: S

ocial E
th

ics &
 th

e P
ress （

33
）

を
初
め
と
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
理
論
を
確
立
し
、
ア
メ
リ
カ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
史
の
中
で
も
高
い
評
価
を
受
け
る
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
ズ
も
、
そ
の
研
究
は
メ
リ
ル
の
批
判
に
対
抗
す
る
べ
く
、
社
会
的
責
任
論
に
道
徳
哲
学
的
な
基
盤
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が

発
端
で
あ
っ
た

（
34
）

。
ま
た
、
メ
リ
ル
と
ノ
ル
デ
ン
シ
ュ
テ
レ
ン
ク
の
論
争
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
国
際
的
な
倫
理
規
範
構
築
へ
の
動
き
を

刺
激
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

社
会
的
責
任
論
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
に
お
い
て
、
今
で
も
重
要
な
理
論
で
あ
る
が
、
登
場
し
た
時
期
は
、
ア
メ
リ
カ
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
低
調
期
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
倫
理
学
的
な
理
論
と
は
い
え
な
い
。

（
八
四
一
）
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そ
の
点
を
倫
理
学
研
究
の
視
点
か
ら
批
判
し
た
の
が
、
メ
リ
ル
で
あ
っ
た
。

メ
リ
ル
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
興
隆
、
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
倫
理
を
確
立
す
る
気
運
を
も
た
ら
し
た

功
労
者
と
し
て
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
研
究
者
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
史
の
位
置
づ
け
は
そ
こ

ま
で
に
と
ど
ま
る
。
世
界
的
な
レ
ベ
ル
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
基
盤
と
な
っ
た
社
会
的
責
任
論
に
対
し
て
、
倫
理
学
的
・
哲
学
的

不
備
を
批
判
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
必
要
な
倫
理
観
と
し
て
、
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
提
唱
し
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
・

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
研
究
の
低
調
期
を
脱
す
る
大
き
な
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
イ
コ
ー
ル
、
世
界
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫

理
学
研
究
の
暗
黒
時
代
脱
出
の
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
現
在
メ
リ
ル
の
実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
は
、
評
価
さ
れ
て
い
な
い
し
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
あ
ま
り
に
も
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
前
面
に
押
し
出
す
メ

リ
ル
倫
理
学
は
、
自
由
の
国
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
、
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
社
会
的
責
任
論
が
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
の
基
盤
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
の
は
、
メ
リ
ル
の
批
判
に
対
し
、
社
会
的
責
任
論
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
、
倫
理

学
的
・
哲
学
的
根
拠
を
示
し
て
対
抗
し
よ
う
と
し
た
、
ラ
ン
ベ
ス
と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
存
在
が
極
め
て
大
き
い
。
つ
ま
り
、
メ
リ
ル
の

実
存
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
理
論
は
、
そ
の
考
え
方
そ
の
も
の
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
別
と
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
が

大
き
な
発
展
を
遂
げ
る
の
に
必
要
な
起
爆
剤
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
本
論
は
、「
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）：
極
化
現
象
の
分
析
と
『
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
』
時
代
の
倫
理

学
的
視
座
の
探
求
（
研
究
種
目
：
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
一
般

　
研
究
課
題
番
号
：
一
八
Ｋ
〇
〇
〇
四
九
：
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
～
二
〇
二
〇
年
三
月

三
一
日
）」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
八
四
二
）
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