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は
じ
め
に

　

筆
者
が
二
〇
一
〇
年
に
上
梓
し
た
拙
著
は
『
倫
理
空
間
へ
の
問
い
』
と
い
う
題
名
を
も
つ
。
こ
の
本
は
現
代
の
多
様
な
倫
理
問
題
を

扱
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
叙
述
を
つ
ら
ぬ
く
問
題
意
識
は
、
倫
理
空
間
と
い
う
こ
と
ば
を
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
姿
を
提
示
す
る
現
代
の
倫
理
問
題
の
構
造
を
可
能
な
か
ぎ
り
統
一
的
な
視
点
か
ら
俯
瞰
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。そ
れ
だ
か
ら
、

倫
理
空
間
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
の
本
に
と
っ
て
の
鍵
概
念
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
書
名
の
た
め
だ
け
に
あ
つ
ら
え
た
気
の
利
い
た
表
現

に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
目
論
見
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
ば
は
一
種

の
比
喩
と
し
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
生
ま
れ
る
の
に
は
、
た
し
か
に
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
。
倫
理
空
間

と
い
う
こ
と
ば
は
こ
れ
ま
で
倫
理
学
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
き
た
概
念
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拙
著
に
お
い
て
は
倫
理
空
間
に

関
す
る
概
念
規
定
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
倫
理
空
間
と
い
う
概
念
に
た
い
し
て
よ
り
明
確
な
輪
郭
を
あ
た
え
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
ば
の
耐
用
性
を

た
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
試
み
に
よ
っ
て
歩
み
う
る
の
は
わ
ず
か
数
歩
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
数
歩

の
歩
み
に
よ
っ
て
、
拙
著
に
含
ま
れ
て
は
い
る
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
は
展
開
し
え
な
か
っ
た
論
点
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

一　
倫
理
空
間
と
は
な
に
か

　

倫
理
空
間
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
拙
著
に
お
い
て
は
、
倫
理
空
間
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。
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倫
理
学
は
世
界
を
〈
倫
理
空
間
〉
と
し
て
描
き
だ
す
。
倫
理
空
間
と
は
人
間
と
人
間
と
が
か
か
わ
る
こ
と
で
成
立
す
る
空
間
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
し
て
も
よ
い
こ
と
」、「
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
を
規
定
す
る
ル
ー
ル
、
規
則
が
支
配
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
「
倫
理
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
。
倫
理
学
は
、
人
び
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
―
―
生
ま
れ
る
こ
と
、
食
べ
る
こ
と
、
学
ぶ
こ
と
、

働
く
こ
と
、
助
け
あ
う
こ
と
、
恋
愛
す
る
こ
と
、
治
療
す
る
こ
と
、
死
に
ゆ
く
こ
と
、
殺
し
あ
う
こ
と
、
そ
し
て
倫
理
学
を
営
む
こ

と
な
ど
一
切
合
切
―
―
が
倫
理
空
間
に
お
い
て
生
起
す
る
と
考
え
る
。

こ
の
引
用
文
に
お
い
て
は
、
倫
理
空
間
と
い
う
こ
と
ば
は
倫
理
規
範
が
支
配
し
て
い
る
空
間
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
特

別
な
空
間
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
ひ
と
び
と
が
そ
こ
で
日
常
的
な
生
活
を
営
む
あ
り
ふ
れ
た
空
間
で
あ
る
。
一
定
の
社
会
生
活
を
営
む

者
た
ち
な
ら
ば
、
そ
の
生
活
の
営
み
に
お
い
て
、
常
に
す
で
に
倫
理
空
間
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
な
ら
ば
、

倫
理
空
間
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
あ
り

ふ
れ
た
空
間
で
あ
る
の
な
ら
、
た
と
え
ば
そ
れ
を
生
活
空
間
と
か
日
常
空
間
と
か
よ
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
事
足
り
て
し
ま
う

だ
ろ
う
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
生
活
空
間
や
日
常
空
間
を
あ
え
て
倫
理
空
間
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、な
に
が
企
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
た
い
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

生
活
空
間
や
日
常
空
間
を
倫
理
空
間
と
し
て
見
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
生
を
営
む
ひ
と
び
と
を
義
務
と
責
任
の
主
体
と
し
て
見
る
こ
と
、

あ
る
い
は
、
そ
こ
で
営
ま
れ
る
ひ
と
び
と
の
振
る
舞
い
を
倫
理
的
な
行
為
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
よ

う
だ
。
ま
ず
は
、
倫
理
空
間
と
類
似
す
る
こ
と
ば
、
つ
ま
り
道
徳
共
同
体
あ
る
い
は
倫
理
共
同
体
と
い
う
こ
と
ば
と
の
異
同
を
考
え
る

と
こ
ろ
か
ら
、
考
察
を
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

倫
理
学
の
語
彙
の
な
か
で
倫
理
空
間
と
い
う
こ
と
ば
に
近
い
も
の
を
探
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
道
徳
共
同
体
あ
る
い
は
倫
理
共
同
体

⑴
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と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
言
語
共
同
体
が
特
定
の
言
語
を
話
す
ひ
と
び
と
の
集
合
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
道
徳
共
同
体
は
特
定
の
道
徳

規
範
、
倫
理
規
範
に
し
た
が
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
の
集
合
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
倫
理
空
間
と
い
う
こ
と
ば
も
ま
た
、
倫
理
規
範
の

支
配
を
想
定
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
点
で
道
徳
共
同
体
と
い
う
こ
と
ば
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
道
徳
共
同
体
と
い
う
こ
と

ば
に
は
、
そ
れ
が
他
の
種
類
の
共
同
体
と
は
異
質
の
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
隔
た
り
が
含
意
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
た
と
え
ば
、
あ
る
と
き
は
言
語
共
同
体
、
あ
る
と
き
は
科
学
者
共
同
体
、
そ
し
て
あ
る
と
き
は
道
徳
共
同
体
と
い
う
よ
う
に
、
人

は
同
時
に
い
く
つ
か
の
共
同
体
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
そ
の
も
の
は
独
立
し
た
も
の
と
し
て
思
念
さ
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
あ
る
お
な
じ
人
物
の
科
学
者
共
同
体
で
の
営
み
と
道
徳
共
同
体
で
の
営
み

と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
科
学
者
共
同
体
の
内
部
で
の
行
為
は
科
学
的
行
為

で
あ
っ
て
道
徳
的
な
評
価
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
道
徳
的
評
価
の
対
象
と
な
る
の
は
道
徳
共
同
体
の
内
部
で
の
行
為
だ
け
で
あ
る
と
い

う
よ
う
な
理
解
が
抱
か
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

道
徳
共
同
体
と
い
う
語
の
か
わ
り
に
倫
理
空
間
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
、
そ
う
し
た
諸
共
同
体
の
独
立
性
を
仮
構
す
る
見
方
を
相

対
化
し
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
科
学
者
共
同
体
に
属
し
て
い
る
と
い
う
表
現
を
用
い
る
と
、
こ
の
共
同
体
の
内
部
に
存
在

す
る
人
物
は
も
っ
ぱ
ら
科
学
者
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
人
物
の
営
み
は
、
も
っ
ぱ
ら
科
学
的
な
も
の
と

し
て
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
科
学
者
共
同
体
に
属
す
る
人
物
と
そ
の
行
為
は
倫
理
と
は
無
関
係
の
こ
と
が
ら
と

し
て
、
倫
理
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
。
倫
理
空
間
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
で
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
断
絶
は
な

り
た
た
ず
、
科
学
者
の
営
み
も
ま
た
す
ぐ
れ
て
倫
理
と
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
科
学
者
共
同
体
に
属
す
人
物
が
科
学

的
営
み
を
遂
行
す
る
こ
と
も
、
ス
ポ
ー
ツ
共
同
体
に
属
す
る
人
物
が
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
も
、
常
に
す
で
に
倫
理
的
な
評
価
の
対
象

と
な
り
う
る
。
噓
を
つ
か
な
い
と
か
人
助
け
を
す
る
と
か
い
っ
た
よ
う
な
、
狭
い
意
味
で
の
倫
理
的
行
為
や
、
殺
人
や
盗
み
の
よ
う
な

狭
い
意
味
で
の
反
倫
理
的
行
為
と
同
じ
よ
う
に
、
科
学
、
ス
ポ
ー
ツ
、
経
済
活
動
と
い
っ
た
通
常
は
倫
理
的
に
無
記
だ
と
思
わ
れ
て
い
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る
行
為
も
ま
た
、
倫
理
的
な
眼
差
し
に
さ
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
学
的
視
点
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
世
界
が
倫
理
空

間
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
倫
理
空
間
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
科
学
者
共
同
体
も
政
治
共
同
体
も
道
徳
共
同
体
を
も
越
え
て
包
み

こ
ん
で
い
る
。

　

こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
世
界
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
記
述
し
う
る
。
物
理
学
者
な
ら
、
こ

の
世
界
を
物
理
法
則
が
支
配
す
る
物
理
空
間
と
見
な
す
だ
ろ
う
。
自
由
落
下
の
法
則
を
用
い
て
運
動
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
物
理
学
者

に
と
っ
て
は
、
雨
粒
も
鉄
球
も
人
間
の
身
体
も
等
し
く
質
量
を
も
っ
た
「
物
体
」
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
落
下
物
の
さ

ま
ざ
ま
な
差
異
は
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
物
理
学
者
は
そ
の
よ
う
に
世
界
を
観
察
し
説
明
す
る
。
分
子
生
物
学
者
で
あ
れ
ば
、
人

間
で
あ
ろ
う
が
ア
メ
ー
バ
で
あ
ろ
う
が
、
分
子
生
物
学
的
な
視
線
の
も
と
で
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
を
捨
象
し
、
分
子
構
造
と
い

う
点
で
共
通
の
性
質
を
も
つ
有
機
体
と
し
て
そ
れ
ら
を
考
察
の
対
象
と
す
る
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
、
倫
理
学
は
こ
の
世
界
を
倫
理
空

間
と
し
て
見
出
し
、
そ
こ
で
生
を
営
む
ひ
と
び
と
、
そ
の
振
る
舞
い
、
そ
れ
ら
が
織
り
な
す
制
度
と
い
っ
た
も
の
を
倫
理
的
な
意
味
を

帯
び
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
倫
理
的
な
位
相
を
も
つ
も
の
と
し
て
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

話
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
井
上
ひ
さ
し
の
『
犯
罪
調
書
』
冒
頭
の
一
節
を
例
に
し
て
み
よ
う
。

白
い
下
半
身
を
剥
き
出
し
に
し
た
娘
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
麻
酔
薬
を
嗅
が
せ
ら
れ
て
い
る
ら
し
く
身
動
き
ひ
と
つ
し
な
い
。
娘
の
、

高
く
盛
り
上
っ
た
胸
が
皮
鞴
の
よ
う
に
規
則
正
し
く
ゆ
っ
く
り
と
せ
り
上
り
沈
み
込
む
。
と
、
思
い
つ
め
た
目
を
し
た
中
年
男
が
冷

た
く
光
る
鋭
利
な
刃
物
を
握
り
し
め
、
娘
の
下
腹
部
へ
顔
を
近
づ
け
て
行
き
、
ぐ
さ
り
と
そ
の
刃
物
を
突
き
立
て
た
…
…
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
い
っ
た
い
な
に
を
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
中
年
男
の
行
為
が
記
述
さ
れ
て
い
る
と
、
ひ

と
ま
ず
は
い
え
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
な
す
動
作
が
客
観
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、
他
者
の
身
体
に
刃
物
を
突
き
立

⑵
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て
る
行
為
は
、
同
時
に
加
害
行
為
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
動
作
を
単
純
に
「
中
年
男
の
動
作
」
と
は
見
な

い
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
加
害
行
為
と
し
て
見
ら
れ
る
や
い
な
や
、
そ
れ
は
倫
理
的
に
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
が

問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
倫
理
的
評
価
の
対
象
と
な
る
。
あ
る
視
点
か
ら
は
単
な
る
動
作
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の
も
ま
た
倫
理
空
間
に

お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
常
に
倫
理
的
に
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
他
者
の
身
体
に
刃
物
を
突
き
立
て
る
と
い
う
動

作
が
、
他
者
へ
の
危
害
を
禁
じ
る
規
範
の
支
配
す
る
倫
理
空
間
内
の
行
為
と
し
て
認
知
さ
れ
、
そ
う
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
他

者
危
害
原
則
に
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
倫
理
空
間
に
お
い
て
見
る
と
は
、
具
体
的
に
は
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
意
味
す
る
。

　

井
上
の
テ
ク
ス
ト
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
井
上
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、じ
っ
さ
い
は
手
術
の
場
面
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
中
年
男
の
行
為
は
医
学
的
行
為
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
倫
理
空
間
の
外
部
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
行
為
は
倫
理
学
的
視
線
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
手
術
と
い
う
場
面
設
定
が

行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
次
々
に
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
年
男
は
有
資
格
の
医
師
な
の
だ
ろ
う
か
。
医
師
な
の
だ
と

し
て
、
彼
は
患
者
の
同
意
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
術
は
現
代
の
適
正
な
技
術
レ
ベ
ル
を
と
も
な
う
適
切
な
環
境
の
も
と
で

行
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
さ
ず
に
手
術
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
手
術
は
倫
理
的
に
許
さ
れ

な
い
加
害
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

医
学
的
行
為
の
よ
う
な
、
一
見
倫
理
と
は
無
関
係
に
見
え
る
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
、
倫
理
学
は
そ
の
事
柄
に
か
か
わ
る
主
体
の
適

格
性
、
規
範
、
文
脈
な
ど
に
注
目
し
、
倫
理
的
判
断
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
分
野
の
行
為
で
あ
れ
、
あ
る

行
為
が
な
さ
れ
る
と
き
、
倫
理
学
的
視
線
は
、
そ
の
主
体
、
結
果
、
動
機
、
規
範
と
い
っ
た
構
成
要
素
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
倫
理
的
妥

当
性
を
問
う
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
学
的
視
線
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
世
界
、
そ
れ
が
倫
理
空
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
言

い
捨
て
に
し
て
お
く
。
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二　
倫
理
空
間
の
現
在

　

拙
著
で
は
、
倫
理
空
間
の
現
代
的
な
有
り
様
を
描
く
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
拙
著
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
い
く

つ
か
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
の
倫
理
空
間
の
特
徴
が
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
拙
著
に
お
い
て
は
、
現
代

の
倫
理
空
間
の
、
お
も
に
二
つ
の
特
徴
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
倫
理
空
間
の
拡
大
と
自
由
主
義
化
と
の
二
つ
で
あ
る
。
本
節

で
は
、
ま
ず
前
者
の
倫
理
空
間
の
拡
大
と
い
う
特
徴
か
ら
見
て
い
く
。

　

一
般
に
、
あ
る
領
域
の
拡
大
や
縮
小
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
そ
の
領
域
の
境
界
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
で
は
倫
理
空
間
の
境
界

線
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
正
確
に
答
え
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
ひ
ど
く
面
倒
な
作
業
を
こ
な
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
倫
理
空
間
の
境
界
は
、
そ
の
内
部
で
行
為
す
る
行
為
主
体
の
影
響
と
責
任
が
お
よ
ぶ
範
囲

に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
と
い
う
説
明
を
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。倫
理
空
間
の
現
在
的
特
徴
に
関
し
て
最
低
限
の
こ
と
を
述
べ
る
に
は
、

そ
の
よ
う
な
大
雑
把
な
説
明
で
も
充
分
に
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

倫
理
空
間
の
境
界
、
つ
ま
り
行
為
主
体
の
影
響
と
責
任
の
範
囲
を
拡
大
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
要
因
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、

た
と
え
ば
地
球
環
境
問
題
を
例
に
し
よ
う
。
地
球
環
境
問
題
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
影
響
は
文
字
ど
お
り
地
球
規
模
の
も
の
で
あ
っ
て
、

国
境
の
存
在
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
あ
る
国
の
日
常
生
活
を
さ
さ
え
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
水
、
土
地
な
ど
の
消
費
、
廃
棄
物
の
放
出

な
ど
の
影
響
は
一
国
の
内
部
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
影
響
は
一
国
の
領
域
を
越
境
し
、
異
国
の
顔
も
知
ら
ぬ
他

者
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
う
し
た
他
者
た
ち
の
健
康
を
損
な
っ
た
り
生
命
を
奪
っ
た
り
す
る
か
ぎ
り
、
要
す
る
に
生
活
環
境
を
破
壊
す
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
影
響
は
加
害
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
に
、
他
者
へ
の
加
害
が
倫
理
的
に
許

さ
れ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
地
球
環
境
問
題
を
引
き
起
こ
す
行
為
、
制
度
、
そ
の
主
体
は
、
倫
理
的
な
視
線
に
よ
っ
て
捕
捉
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さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
球
環
境
問
題
を
引
き
起
こ
す
行
為
は
倫
理
空
間
の
内
部
の
出
来
事
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
て
、
地
球
環
境
問
題
が
地
球
規
模
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倫
理
空
間
が
文
字
ど
お
り
地
球
規
模
に
ま
で
拡
大
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

　

倫
理
空
間
の
境
界
を
拡
大
す
る
別
の
圧
力
要
因
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
、
周
知
の

よ
う
に
経
済
、
情
報
、
文
化
な
ど
社
会
の
様
々
な
領
域
が
地
球
規
模
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
地
球
環
境
問
題
も
環
境
問
題
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
る
と
い
え
る
。
経
済
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
か
つ
て
、「
ア
メ
リ
カ
が

く
し
ゃ
み
を
す
れ
ば
日
本
が
風
邪
を
ひ
く
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
ん
に
ち
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
体
制
は
「
ア
メ
リ
カ

が
く
し
ゃ
み
を
す
れ
ば
世
界
が
風
邪
を
ひ
く
」
と
い
う
状
況
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
く
し
ゃ
み
を
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
だ

け
で
あ
る
と
限
定
す
る
必
要
は
な
い
が
。
近
年
の
、
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
例
が
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
制
度
の
破
綻
で
あ
っ
た
。
返

済
能
力
に
疑
問
符
が
つ
く
ひ
と
び
と
に
住
宅
ロ
ー
ン
を
貸
し
つ
け
る
こ
と
を
許
し
た
あ
や
し
げ
な
制
度
の
破
綻
は
、
世
界
規
模
で
の
景

気
後
退
へ
と
帰
結
し
た
。
地
上
の
あ
る
地
域
で
の
出
来
事
が
そ
の
地
域
的
圏
域
を
越
境
し
、
た
と
え
ば
地
球
の
裏
側
に
住
む
ひ
と
び
と

の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
経
済
は
相
互
依
存
の
関
係
を
地
球
規
模
で
深
め
て
い
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
、
こ
の
よ
う
に
地
球
規
模
で
の
ひ
と
び
と
の
結
合
と
一
体
化
を
し
め
す
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
グ
ロ
ー
バ

ル
化
し
た
世
界
に
お
い
て
は
、
ひ
と
び
と
の
影
響
関
係
は
ロ
ー
カ
ル
な
圏
域
の
内
部
に
は
留
ま
り
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
倫
理
空
間
は

拡
大
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ひ
と
び
と
の
行
為
が
影
響
を
及
ぼ
し
、
だ
か
ら
そ
の
責
任
を
負
う
べ
き
他
者
の
領
域
が
拡
大
す
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
空
間
の
拡
大
に
よ
っ
て
焦
点
化
す
る
倫
理
を
、
た
と
え
ば
試
み
に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
倫
理
」
と
形
容
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
他
者
の
領
域
が
地
球
規
模
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
倫
理
で
あ
る
。
従
来
の
倫
理
は
い
わ
ば

顔
が
見
え
る
範
囲
に
適
用
さ
れ
る
「
隣
人
倫
理
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
あ
る
人
物
が
倫
理
的
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
他
者
は
、
隣
人
と
よ
ば
れ
る
範
囲
に
あ
る
者
た
ち
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
倫
理
に
お
い
て
は
、
異
国

⑷
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の
飢
餓
に
苦
し
む
者
た
ち
、
圧
政
の
も
と
で
虐
げ
ら
れ
て
い
る
者
た
ち
、
故
郷
を
追
わ
れ
難
民
と
化
し
た
者
た
ち
が
、
倫
理
的
配
慮
の

対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
文
脈
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
隣
人
倫
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
倫
理
と
い
う
二
種
類
の
倫
理
を
、『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
の

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
な
ら
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
「
閉
じ
た
道
徳
」
と
「
開
か
れ
た
道
徳
」
と
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
閉
じ
た
道
徳
は
閉
じ
た
社
会
に
、
開
か
れ
た
道
徳
は
開
か
れ
た
社
会
に
組
み
込
ま
れ
る
。
閉
じ
た
社
会
と
は

「
ど
ん
な
瞬
間
に
も
若
干
数
の
個
人
を
包
含
し
、
そ
の
他
の
個
人
を
排
除
す
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い

て
支
配
し
て
い
る
の
が
閉
じ
た
道
徳
で
あ
る
。「
人
間
の
元
来
の
、
基
礎
的
な
道
徳
的
構
造
は
、
単
純
で
閉
じ
た
社
会
の
た
め
に
作
ら

れ
て
い
る
」。
そ
の
典
型
的
な
も
の
は
、
家
族
愛
や
祖
国
愛
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
愛
す
る
者
た
ち
の
た
め
に
自
己
犠
牲
や
献
身
を
要
求

す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
愛
が
到
達
す
る
距
離
は
家
族
や
国
家
の
内
部
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
そ
の
外
部
に
存
在
す
る
個
人
は
、
む
し
ろ

排
除
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、「
開
い
た
社
会
と
は
、
原
則
的
に
は
、
全
人
類
を
包
含
す
る
よ
う
な
社
会
の
こ

と
で
あ
る
」。
そ
う
し
た
社
会
に
お
い
て
は
、「
社
会
的
連
帯
を
人
類
的
同
胞
愛
に
ま
で
拡
大
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
よ
う
な

道
徳
が
支
配
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
倫
理
空
間
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
拡
大
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
開
か
れ
た
道
徳
」
と
呼
ぶ
も
の
を
ま
さ
に

必
要
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

三　
自
由
主
義
と
そ
の
限
界

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
な
ら
ん
で
、
今
日
の
倫
理
空
間
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
自
由
主
義
で
あ
る
だ
ろ
う
。
自
由
主
義
の
定
義
は
難
し

い
が
、
こ
こ
で
は
個
人
の
自
由
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
立
場
と
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

さ
て
、
倫
理
と
い
う
も
の
を
「
し
て
も
よ
い
こ
と
」
と
「
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
の
リ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
許
容
と
禁
止
の
規
則
の

⑸

⑹⑺

⑻
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リ
ス
ト
と
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
リ
ス
ト
を
作
る
た
め
に
は
基
準
、
す
な
わ
ち
個
々
の
規
則
の
取
捨
選
択
を
支
え
る
原
則
が
必

要
で
あ
る
が
、
こ
の
原
則
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
古
典
的
功
利
主
義
な
ら
「
全
体
の
幸
福
量
を
増
大
さ
せ
る
か
ど
う

か
」
と
い
う
原
則
を
採
用
し
て
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
主
義
な
ら
ば
「
他
の
人
格
を
目
的
と
し
て
扱
う
」
と
い
う
原
則

を
掲
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
自
由
主
義
は
「
各
人
の
自
由
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
」
と
い
う
原
則
を
採
用
す
る
だ
ろ
う
。
お
そ

ら
く
、
今
日
こ
の
自
由
主
義
の
原
則
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
政
治
や
経
済
と
同
じ
く
倫
理
も
ま
た
自
由
主
義
的
な
影
響
を

大
き
く
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
比
例
す
る
よ
う
に
、
自
己
犠
牲
と
共
同
体
へ
の
献
身
を
命
じ
る
倫
理
の
評
価
は
、
お
そ
ら
く

圧
倒
的
な
速
度
で
凋
落
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
自
由
の
尊
重
と
い
う
原
則
に
は
重
要
な
限
定
が
と
も
な
う
。
他
者
危
害
原
則
に
よ
る
限
定
で
あ
る
。
他
者
危
害
原
則
は
、

厳
密
に
は
他
者
危
害
禁
止
原
則
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
文
字
通
り
、
他
者
へ
危
害
を
加
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
原
則
で
あ
る
。
各

人
の
自
由
を
尊
重
せ
よ
と
い
う
自
由
主
義
の
原
則
は
、
こ
の
他
者
危
害
原
則
を
伴
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
主
義
が
尊

重
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
自
由
は
万
人
の
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
部
の
ひ
と
び
と
の
自
由
は
尊
重
さ
れ
る
が
、
他
の
ひ
と

び
と
の
自
由
は
毀
損
さ
れ
て
も
よ
い
と
い
う
発
想
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
尊
重
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
各
人
が
自

か
ら
の
自
由
を
追
求
す
る
と
き
、
あ
る
ひ
と
の
自
由
が
他
の
ひ
と
へ
の
危
害
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
喫
煙

と
い
う
行
為
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
喫
煙
に
よ
っ
て
喫
煙
者
本
人
の
健
康
が
む
し
ば
ま
れ
た
と
し
て
も
、
基
本
的
に
喫
煙
は
自
由
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
喫
煙
は
完
備
さ
れ
た
環
境
で
行
な
わ
れ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
受
動
喫
煙
に
よ
っ
て
必
然
的
に
他
者
に
害
を
あ
た

え
て
し
ま
う
。
受
動
喫
煙
に
よ
っ
て
健
康
を
害
し
た
り
命
を
落
と
し
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
受
動
喫
煙
被
害
者
の
自
由
は
大
幅
に
奪
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
万
人
の
自
由
が
尊
重
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
喫
煙
の
自
由
は
他
者
に
危
害
を

加
え
な
い
と
い
う
制
限
の
も
と
で
の
み
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
ひ
と
の
自
由
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
れ
は
他
者
の
自
由
を
奪
っ
た
り
、
他
者
に
危
害
を
与
え
た
り
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
自
由
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主
義
は
自
由
の
尊
重
と
い
う
大
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
由
を
無
制
限
に
尊
重
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
他
者
危
害
原
則
を

毀
損
し
な
い
と
い
う
限
定
の
も
と
で
最
大
限
に
自
由
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、こ
れ
ま
で
今
日
の
倫
理
空
間
の
特
徴
と
し
て
そ
の
拡
大
と
自
由
主
義
的
な
構
築
に
つ
い
て
並
列
的
に
述
べ
て
き
た
。
問
題
は
、

自
由
主
義
的
倫
理
空
間
の
構
築
は
倫
理
空
間
の
拡
大
と
両
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
倫
理
空
間
の
拡
大
は
他
者
の
領
域
の
拡

大
を
意
味
す
る
わ
け
だ
が
、そ
れ
は
同
時
に
他
者
危
害
原
則
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
他
者
の
領
域
が
拡
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

保
護
さ
れ
る
べ
き
他
者
が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
由
は
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
だ
か
ら
、
倫
理
空
間
の
拡
大
は
自
由
を

制
限
す
る
圧
力
と
し
て
作
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

　

た
と
え
ば
、
す
で
に
ふ
れ
た
地
球
環
境
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
私
が
労
働
の
正
当
な
対
価
と
し
て
受
け
取
っ
た
貨
幣
を
用
い
て
、

エ
ア
コ
ン
と
電
力
を
購
入
し
た
と
し
よ
う
。
自
由
主
義
の
原
則
に
従
う
な
ら
、
私
が
正
当
な
手
段
で
手
に
入
れ
た
所
有
物
を
ど
の
よ
う

に
用
い
る
か
は
私
の
自
由
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
私
が
エ
ア
コ
ン
と
電
力
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
も
私
の
自
由
で
あ
る
。
少
し
暑
さ
の

気
配
が
せ
ま
る
初
夏
の
日
に
涼
感
を
得
よ
う
と
し
て
、
あ
る
い
は
酷
暑
の
夏
に
生
命
の
危
機
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
―
―
場
合
に
よ
っ

て
は
真
冬
の
無
人
の
部
屋
に
冷
気
を
充
満
さ
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
だ
け
に
―
―
エ
ア
コ
ン
と
電
力
を
用
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
私

の
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、
隣
人
倫
理
が
支
配
す
る
よ
う
な
狭
い
倫
理
空
間
に
お
い
て
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
他
者

危
害
原
則
を
破
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
地
球
環
境
問
題
と
い
う
視
点
か
ら
眺
め
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
別
様
に
評
価
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
エ
ア
コ
ン
を
稼
働

さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
力
は
石
油
を
燃
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
石
油
を
燃
や
す
こ
と
は
二
酸
化
炭
素
を
発

生
さ
せ
る
が
、
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
は
地
球
温
暖
化
を
加
速
さ
せ
る
と
い
わ
れ
る
。
二
酸
化
炭
素
の
増
加
に
よ
る
地
球

温
暖
化
が
科
学
的
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
エ
ア
コ
ン
の
使
用
は
隣
人
の
領
域
を
越
え
た
他
者
た
ち
に
様
々
な
か
た
ち
で
地
球
規
模
の

悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
石
油
を
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
世
代
が
石
油
を
消
費
す
る
チ
ャ
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ン
ス
を
奪
う
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
地
球
環
境
問
題
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
エ
ア
コ
ン
を
用
い
る
と

い
う
日
常
生
活
に
お
い
て
あ
り
ふ
れ
た
行
為
が
、
他
者
危
害
行
為
と
し
て
認
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
れ
が
他
者
危
害
行
為

で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
倫
理
空
間
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
で
あ
れ
企
業
で
あ
れ
国
家
で
あ
れ
、
そ
の
行
為

が
も
た
ら
す
影
響
を
、
た
と
え
ば
一
国
と
い
う
閉
じ
た
倫
理
空
間
の
な
か
で
の
み
評
価
す
る
こ
と
は
説
得
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
行
為
主
体
の
行
為
は
、
多
く
の
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
行
う
や
い
な
や
、
こ
れ
ま
で
自
由
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
た
行
為
が
他
者
危
害
原
則
と
い
う
制
約

に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
推
論
が
正
し
い
の
だ
と
し
た
ら
、
自
由
主
義
は
相
当
の
制
限

を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
自
由
主
義
と
倫
理
空
間
の
拡
大
と
は
、
こ
う
し
た
齟
齬
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
倫
理
空
間
の
現
代
的
な
特
徴
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
倫
理
空
間
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

誰
が
こ
の
空
間
の
な
か
に
属
す
の
か
と
い
う
問
題
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
倫
理
空
間
の
境
界
問
題
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

よ
う
。
倫
理
空
間
の
拡
大
は
、
確
か
に
他
者
の
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
と
び
と
が
倫

理
空
間
の
な
か
に
招
き
い
れ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
他
者
が
倫
理
空
間
の
内
部
に
無
条
件
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
こ

と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
倫
理
空
間
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
眺
め
る
か
に
応
じ
て
誰
が
倫
理
空
間
の
構
成
員
と
し
て

数
え
入
れ
ら
れ
る
か
が
変
化
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
ト
ゥ
ー
リ
ー
の
よ
う
な
パ
ー
ソ
ン
論
の
議
論
を
思
い
起
こ
せ
ば
よ
い
。
通
常
は
、
人
間
が
倫
理
空
間
の
構

成
員
と
見
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ト
ゥ
ー
リ
ー
は
、
生
物
学
的
な
意
味
で
の
人
間
（
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
）
と
、
道
徳
的
な
意

味
で
の
人
格
（
パ
ー
ソ
ン
）
と
を
峻
別
し
、
生
存
権
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
後
者
だ
け
で
あ
る
と
論
じ
た
。
ト
ゥ
ー
リ
ー
は
、

こ
の
論
理
を
用
い
て
、
胎
児
の
人
工
妊
娠
中
絶
の
み
な
ら
ず
、
新
生
児
の
殺
害
も
道
徳
的
に
許
容
さ
れ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
。
つ
ま

り
そ
れ
は
事
実
上
、
生
存
権
が
付
与
さ
れ
る
存
在
の
領
域
を
縮
小
す
る
試
み
で
あ
る
。
他
方
、
人
間
中
心
主
義
批
判
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
環
境
倫
理
学
は
、
道
徳
の
中
心
に
人
間
を
位
置
づ
け
る
発
想
を
批
判
す
る
。
環
境
倫
理
学
は
動
物
中
心
主
義
、
生
命
中
心
主

義
、
生
態
系
中
心
主
義
と
い
っ
た
枠
組
み
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
構
築
し
、
道
徳
的
に
配
慮
さ
れ
る
べ
き
存
在
の
領
域
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
倫
理
空
間
を
い
か
な
る
思
考
枠
組
み
の
も
と
で
目
差
す
か
に
応
じ
て
、
倫
理
空
間
に
招
き
い
れ
ら
れ
る
べ
き
他
者
の
領

域
が
変
容
を
こ
う
む
る
。
だ
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
て
も
な
お
、
誰
が
倫
理
空
間
の
住
民
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
続
け
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
倫
理
空
間
の
境
界
問
題
は
未
決
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
倫
理
空
間
の
境
界
問
題
は
、
誰
を
生
き
さ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
誰
の
命
を
奪
う
の
か
と
い
う

生
殺
与
奪
の
問
題
と
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
倫
理
学
が
倫
理
空
間
の
境
界
問
題
に
関
わ
る
と
き
、

そ
れ
は
ま
さ
に
倫
理
学
が
権
力
性
を
お
び
る
そ
の
瞬
間
と
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
倫
理
空
間
の
境
界
問
題
に
ど
の
よ
う
に
答
え

る
か
は
、
倫
理
学
の
基
本
的
な
方
向
づ
け
を
決
定
す
る
よ
う
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
倫
理
空
間
と
い
う
こ
と
ば
が
い

ま
だ
に
概
念
的
な
厳
密
さ
を
獲
得
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
大
ま
か
な
描
写
に
よ
っ

て
、
こ
の
こ
と
ば
が
は
ら
む
問
題
性
は
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
ひ
そ
か
に
希
望
し
な
が
ら
、
本
稿
を

閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

⑼

⑽
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注⑴　

拙
著
『
倫
理
空
間
へ
の
問
い
―
―
応
用
倫
理
学
か
ら
世
界
を
見
る
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
ⅰ
―
―
ⅱ
頁
。

⑵　

こ
の
例
は
以
下
か
ら
学
ん
だ
。
新
田
孝
彦
『
入
門
講
義　

倫
理
学
の
視
座
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
九
九
頁
。

⑶　

井
上
ひ
さ
し
『
犯
罪
調
書
』
集
英
社
文
庫
、
集
英
社
、
一
九
八
四
年
、
八
頁
。

⑷　

ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
『
責
任
と
い
う
原
理
―
―
科
学
技
術
文
明
の
た
め
の
倫
理
学
の
試
み
』
加
藤
尚
武
監
訳
、
東
信
堂
、
二
〇
〇
〇
年
、
一

四
頁
。

⑸　

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
平
山
高
次
訳
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
三
七
頁
。

⑹　

同
書
、
六
九
頁
。

⑺　

同
書
、
三
二
八
頁
。

⑻　

同
書
、
六
九
頁
。

⑼　

マ
イ
ケ
ル
・
ト
ゥ
ー
リ
ー
「
嬰
児
は
人
格
を
持
つ
か
」
森
岡
正
博
訳
、
加
藤
尚
武
・
飯
田
亘
之
編
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の
基
礎
―
―
欧

米
の
「
生
命
倫
理
」
論
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
所
収
。

⑽　

参
照
、
拙
稿
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
倫
理
学
」、『
理
想
』
六
八
五
号
、
理
想
社
、
二
〇
一
〇
年
。


