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倫
理
学
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
ど
う
論
じ
る
か
。｣

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

死
な
な
い
で
い
る
こ
と
の
〈
理
由
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[略歴]

年齢

住所

経歴

34歳

かね まつ

兼松

埼玉県さいたま市在住

誠さん

1976年東京都調布市にて生まれる。

1996年 青山学院大学文学部フランス文学科入学

1998年 専修大学文学部人文学科入学

2002年専修大学文学部人文学科卒業

現在、聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科に在籍

(博士後期課程 1年)。専門は、哲学および神学。特に生命倫理学を

通じて、哲学者ハンス・ヨナスに注目、自らの研究の対象とする。

[応募動機及びコメント]

暁烏敏賞の第一部門は「私たちの将来の生活に展望や示唆を与える研究論文」

を求めるということでしたので、今回、「赤ちゃんポスト」をテーマとした論文を

提出させていただきました。「赤ちゃんポスト」はこれまで正しく議論されてきて

いないのではないか一一このことを今一度きちんと議論しておくことは、倫理学

を志す自分の責務であり「責任」ではなし、かと思い、自らの見解を公にできる場

を探していたのでした。

私の論文の説得力如何に関わらず、「赤ちゃんポスト」に対する批判は今後も存

続し続けるでしょう。私はこうした批判に対しでも理解を示すことができるつも

りでおります。しかしいずれにせよ、今回、選考に残ったのは、私の論文がとい

うよりも、「赤ちゃんポスト」という感動的な出来事が、選考委員の方々の間で一

定の理解を得るに至ったからだと、私自身は受け止めております。

「赤ちゃんポスト j の運営に携わる慈恵病院の方々に敬意を表したいと思いま

す。そして今回、私の論文に目を通して下さった選考委員の方々にお礼を申し上

げたいと思います。
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〔
梗 

概
〕 

  

二
〇
〇
七
年
に
運
営
が
開
始
さ
れ
た
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
は
、
当
初
か
ら
激

し
い
批
判
が
差
し
向
け
ら
れ
て
き
た
。
親
の
無
責
任
な
行
為
を
助
長
す
る
な
ど
、
「
赤

ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
結
果
的
に
社
会
に
悪
い
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
懸
念
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
広
く
取
り
上
げ
た
こ
と
で
、

各
方
面
か
ら
多
く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
倫
理
学
的
観
点
か
ら
本
格
的
に
論
じ

た
も
の
は
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
文
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
倫
理
学

的
研
究
で
あ
る
。 

 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
主
題
は
、
親
の
保
育
を
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
赤
ん
坊

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
方
法
論
的
に
は
、
赤
ん
坊
を
根
本
的
主
題
に
据
え
る
倫
理

学
説
を
も
っ
て
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
論
じ
な
け
れ
ば
、「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
と

同
じ
主
題
を
共
有
し
、
そ
の
本
質
を
解
明
し
た
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
本
論
文
が
注
目
し
た
の
が
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
思
想
で
あ
る
。
主
著
『
責

任
と
い
う
原
理
』
に
お
い
て
、
未
来
世
代
へ
の
責
任
を
説
い
た
ヨ
ナ
ス
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
際
、
責
任
の
原
初
的
対
象
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
の
が
赤
ん
坊
な
の
で
あ
っ
た
。

ヨ
ナ
ス
は
、
赤
ん
坊
と
い
う
存
在
に
対
し
て
倫
理
学
的
観
点
か
ら
鋭
い
検
討
を
加
え

た
思
想
家
で
あ
っ
た
。 

 

ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
我
々
の
赤
ん
坊
に
対
す
る
関
係
の
仕
方
は
責
任
的
で
し
か
あ

り
え
な
い
。
そ
れ
は
我
々
成
人
の
相
互
人
格
的
関
係
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
赤

ん
坊
へ
の
責
任
の
引
き
受
け
行
為
は
、
倫
理
学
的
反
省
や
推
論
か
ら
出
て
く
る
も
の

で
は
な
く
、
い
わ
ば
存
在
論
的
ア
ク
テ
ィ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で

あ
る
。
人
は
倫
理
的
で
あ
る
か
ら
赤
ん
坊
に
責
任
を
引
き
受
け
る
の
で
は
な
い
。
赤

ん
坊
に
責
任
を
引
き
受
け
る
か
ら
こ
そ
倫
理
的
な
の
で
あ
る
。 

 

ヨ
ナ
ス
の
学
説
に
基
づ
い
て
、
本
論
文
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
本
質
が
責
任

倫
理
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
我
々
の
倫
理
的
反
省

か
ら
出
て
く
る
も
の
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
も
、
ま
し
て
や

普
遍
化
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な
い
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
責
任
倫
理
と
し
て
規
定

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
倫
理
的
な
決
定
的
出
来
事
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
と
は
結
論
で
は
な
く
端
緒
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
「
赤

ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
我
々
の
社
会
に
ど
れ
だ
け
適
っ
て
い
る
か
で
は
な
く
、
我
々
の

社
会
が
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
ど
れ
だ
け
適
っ
て
い
る
か
を
問
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。 

 

一 

序 

  

二
〇
〇
七
年
に
熊
本
県
の
慈
恵
病
院
に
お
い
て
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」(

正
式
名
称

は
「
こ
う
の
と
り
の
ゆ
り
か
ご
」)

の
運
営
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
試
み
は
、
親
が
自

分
で
育
て
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
我
々
の
日
常
の
片
隅
で
ひ
そ
か
に
命
を
落
と

さ
ざ
る
を
え
な
い
赤
ん
坊
を
一
人
で
も
多
く
救
う
た
め
の
試
み
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
多
く
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な

る
が
、
こ
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
は
当
初
か
ら
存
在
し
て

い
た
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る
賛
否
両
論
が
週
刊
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
賑

わ
し
、
そ
し
て
そ
の
後
、
坂
本
恭
子
氏
に
よ
る
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
テ
ー
マ
と

す
る
学
術
論
文(

１)

が
登
場
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、

倫
理
学
的
観
点
か
ら
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
論
じ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 
こ
の
小
論
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
倫
理
学
的
考
察
で
あ

る
。
倫
理
学
的
観
点
か
ら
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
適
切
に
、

そ
の
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
議
論
し
て
き
た
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

思
う
に
、
現
代
倫
理
学
の
成
果
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
極

め
て
「
責
任
」
的
な
行
為
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
小
論
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん

ポ
ス
ト
」
の
責
任
倫
理
学
的
叙
述
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
観
点
か
ら
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ

ス
ト
」
を
評
価
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
？ 



 
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
反
対
す
る
人
々
は
、
そ
の
運
営
者
た
ち
に
執
拗
に
釈
明

を
迫
っ
た
。
彼
ら
が
求
め
た
の
は
い
わ
ゆ
る
釈
明
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
倫
理
学
的

に
は
、
当
事
者
間
の
相
互
性
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
相
互
性
は
倫

理
学
の
普
遍
性
を
支
え
る
根
幹
で
あ
る
が
、
こ
の
、
い
わ
ば
理
性
主
義
的
な
倫
理
学

を
批
判
す
る
形
で
、
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
思
う
「
責
任
」
の
倫
理
学
は
出
て
き
た

と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
思
う
に
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
こ
の
「
責
任
」
の

倫
理
学
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
小
論
が

終
的
に
到
達
す
る
結
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
単
純
に
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス

ト
」
に
賛
成
で
あ
る
か
、
反
対
で
あ
る
か
の
議
論
が
目
指
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。 

 

二 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
意
見 

 

二
―
一
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る
反
対
意
見 

 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
初
か
ら
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る
強
い
反
発
は

少
数
な
が
ら
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
典
型
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
捨
て
子
に
代

表
さ
れ
る
親
の
無
責
任
な
行
動
を
助
長
す
る
と
い
う
批
判
で
あ
り
、
こ
の
種
の
立
場

は
、
ま
ず
何
よ
り
性
や
命
の
教
育
を
通
じ
た
啓
発
を

優
先
課
題
に
挙
げ
る
（
２
）

。 

 

さ
ら
に
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
設
置
以
前
に
取
り
組
む
べ
き
、
見
直
す
べ
き
問
題

が
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
を
疑
問
視
す
る
声
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
養
子
縁

組
を
進
め
る
公
的
機
関
の
体
制
が
貧
弱
な
こ
と
や
婚
外
子
に
対
す
る
差
別
意
識
（
３
）

」

の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
「
婚
外
子
」
差
別
に
謝
罪
と
賠
償
を
求
め
る
裁
判
を
支
援

す
る
会
」
の
土
橋
博
子
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
設
置
に
反
対
を
表
明
し
て
い

る
。 

 

 

性
教
育
に
、
リ
プ
ロ
に
、
法
学
に
、
人
権
問
題
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
、
事
実
婚

に
、
そ
し
て
市
民
運
動
に
関
わ
る
全
て
の
人
達
に
あ
え
て
問
う
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス

ト
」
が
突
き
つ
け
る
も
の
に
つ
い
て
語
る
こ
と
な
く
、
設
置
さ
せ
て
し
ま
っ
て
よ

い
の
か
？
（
４
） 

  

そ
し
て
、
親
を
知
る
権
利
、
自
ら
の
出
生
を
知
る
権
利
を
軽
視
し
て
い
る
と
の
批

判
も
あ
る
（
５
）

。
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
に
は
、
「
出
来
る
限
り
親
を
知
る
権
利
」
が

明
記
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
に
日
本
も
批
准
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、「
匿
名
で
預
け

ら
れ
た
子
供
が
成
長
し
て
出
自
を
知
り
た
く
な
っ
た
場
合
、
現
時
点
で
の
計
画
で
対

応
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
は
な
い
（
６
）

」
か
ら
で
あ
る
。 

 

二
―
二 

慈
恵
病
院
の
見
解 

 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
設
置
に
踏
み
切
っ
た
慈
恵
病
院
理
事
長
の
蓮
田
太
二
氏

は
、
捨
て
子
を
助
長
す
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。 

 

 

私
は
「
ゆ
り
か
ご
」
が
捨
て
子
を
助
長
す
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。「
ゆ
り
か
ご
」

が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
現
実
に
悲
し
い
事
件
は
続
発
し
て
い
ま
す
。
残
念
な

が
ら
、
そ
れ
は
変
え
ら
れ
ぬ
事
実
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
少
し
で
も
救
お
う
と
い
う

の
が
「
ゆ
り
か
ご
」
な
の
で
す
。（
７
） 

  

そ
し
て
、
親
を
知
る
権
利
を
子
供
か
ら
奪
う
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
蓮
田
氏

は
次
の
よ
う
に
子
供
に
言
っ
て
あ
げ
た
い
と
言
う
。 

 

 
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
は
、
深
い
愛
情
が
あ
っ
て
、
あ
な
た
を
私
た
ち
に
預
け
ら

れ
た
の
で
す
よ
。
自
分
は
育
て
ら
れ
な
い
。
結
果
的
に
あ
な
た
の
生
命
す
ら
守
れ

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
思
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
『
こ
う
の
と
り
の
ゆ
り
か

ご
』
に
あ
な
た
を
預
け
た
の
で
す
よ
（
８
） 

  

蓮
田
氏
を
は
じ
め
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
者
た
ち
の
言
動
に
し
ば
し
ば
見



受
け
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
人
間
観
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
我
が
子
を
好
き

好
ん
で
捨
て
る
親
な
ど
い
な
い
の
で
あ
る
。
赤
ち
ゃ
ん
を
危
険
な
場
所
に
放
置
し
、

死
に
至
ら
し
め
て
し
ま
っ
た
親
た
ち
は
、
家
族
や
社
会
か
ら
孤
立
し
、
適
切
な
判
断

を
下
す
た
め
の
十
分
な
情
報
を
得
ら
れ
ず
、
精
神
的
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
預
け
入
れ
る
際
の
匿
名
性
の
尊
重
を

も
っ
て
、
子
を
捨
て
る
親
に
対
す
る
懲
罰
的
要
素
を
一
切
放
棄
し
て
い
る
こ
と
も
、

お
そ
ら
く
は
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
（
９
）

。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
ず
何
よ
り
も

．
．
．
．
．
．
赤
ん
坊
の
命
の
安
全
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
蓮
田
氏
た
ち
は
考
え
る
。
慈
恵
病
院
で
は
、
妊
娠
や
子
育
て
に
悩
む
女

性
の
電
話
相
談
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
地
道
な
営
み
は
、
倫
理
学

的
に
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
先
立
つ
形
で
為
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
ず
．
．

何
よ
り
も

．
．
．
．
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
と
い
う
赤
ん
坊
の
命
の
危
機
に
対
す
る
応
答
に
先

立
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ

ス
ト
」
の
こ
の
「
ま
ず
何
よ
り
も
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る
批
判
が
共
有
し
て
い
る
の
は
、
十
分
な
議
論
が

為
さ
れ
な
い
ま
ま
、
強
引
な
形
で
施
設
の
運
営
が
開
始
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
印

象
で
あ
る
。 

 

 

結
局
明
確
な
制
度
的
、
法
的
判
断
が
さ
れ
ず
に
見
切
り
発
車
と
な
っ
た
感
じ
が

強
い
と
い
う
点
で
す
。
関
係
者
が
一
定
の
対
応
を
し
た
点
は
周
知
し
て
い
ま
す
が
、

明
ら
か
に
予
想
さ
れ
る
問
題
に
対
し
て
、
制
度
的
判
断
を
十
分
に
せ
ず
に
運
用
は

ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
「
赤
ち
ゃ
ん
と
は
誰
か
」
「(

特
別)

養

子
縁
組
の
要
件
や
そ
の
後
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
」
「
犯
罪
性
は
ど
の
よ
う

な
方
法
で
確
定
す
る
の
か
」
「
障
害
児
が
預
け
ら
れ
る
風
潮
に
な
っ
た
ら
ど
う
す

る
の
か
」
な
ど
、
初
歩
的
な
疑
問
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
初
歩
的

な
疑
問
に
さ
え
、
明
確
な
回
答
は
さ
れ
る
こ
と
な
く
運
用
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
（
10
） 

 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
否
定
論
が
認
め
て
い
る
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
問
題
性

の
本
質
は
こ
こ
に
あ
る
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
、
そ
れ
が
大
変
重
要
な
影
響
を

人
々
に
与
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
世
論
を
無
視
す
る
形
で
推
し

進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
わ
が
国
に
お
い
て
歴
史
的
に
培
わ
れ
て
、
今
や
生
き
た
エ
ー

ト
ス
と
な
っ
て
い
る
民
主
主
義
的
ル
ー
ル
に
対
す
る
明
ら
さ
ま
な
挑
戦
で
は
な
い
の

か
？ 

 

し
か
し
、
議
論
の
た
め
の
十
分
な
時
間
な
ど
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
そ
も
そ
も

あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
と
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
形

で
、
つ
ま
り
行
為
遂
行
の
慎
重
さ
を
求
め
る
声
を
敢
え
て
無
視
す
る
形
で
し
か
為
し

え
な
い
行
為
な
の
で
は
な
い
か
？
ど
こ
か
で
赤
ん
坊
が
ミ
ル
ク
も
与
え
ら
れ
ず
に
飢

え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
ど
こ
か
暗
い
と
こ
ろ
で
凍
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
引
き
受
け
た
の
は
、
赤
ん
坊
が
置
か
れ
て
い
る
こ
う
し
た

状
況
で
あ
る
。「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
に
踏
み
切
っ
た
慈
恵
病
院
に
は
、
そ
も

そ
も
そ
の
よ
う
な
猶
予
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
赤
ん
坊
の
命

の
危
機
が
、
我
々
世
論
の
「
も
っ
と
十
分
に
議
論
を
！
」
の
「
十
分
に
」
を
、
「
赤
ち

ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
「
ま
ず
何
よ
り
も
」
に
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か

ら
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
本
質
を
我
々
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
？
以
下
、
こ
の
観
点
か
ら
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る
倫
理
学
的
解
明
を
試

み
る
。 

 

三 

責
任
の
倫
理
学
の
考
え
方 

 

三
―
一
「
責
任
」
と
し
て
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」 

 

こ
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
お
け
る
こ
の
「
ま
ず
何
よ
り
も
」
の
倫
理
的
本
質

を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
現
代
の
倫
理
学
は
一
つ
の
述
語
を
持
ち
出
す
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
「
応
答
可
能
性
」
と
も
時
に
訳
さ
れ
る
「
責
任

responsabilité / 

V
erantw

ortung

」
の
概
念
が
そ
れ
で
あ
る
。 



 
か
つ
て
責
任
倫
理
と
言
え
ば
、
人
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
に
お
い
て
、
心
情
倫
理
と
と
も
に
提
示
し
た
考
え

方
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う
心
情
倫
理
と
は
、
行
為
の
正
当
性
を
心
情
の
純

粋
性
に
求
め
る
立
場
で
あ
り
、
一
方
、
責
任
倫
理
と
は
自
ら
の
行
為
の
帰
結
に
対
す

る
責
任
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
政
治
家
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
結
果
を
重
視
す

る
責
任
倫
理
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
現
代
倫
理
学
で
は
、
責
任
の
倫
理
学
は
新
た
な
展
開
を
見
せ
、
「
責
任
」

は
倫
理
学
の
重
要
な
用
語
と
な
っ
た
。
そ
の
代
表
的
思
想
家
が
、
「
顔
の
倫
理
学
」
で

知
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
あ
り
、
未
来
倫
理

学
も
し
く
は
世
代
間
倫
理
学
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ハ
ン

ス
・
ヨ
ナ
ス
で
あ
る
（
11
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
文
で
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
と

い
う
行
為
も
し
く
は
出
来
事
の
本
質
と
し
て
「
責
任
」
が
語
ら
れ
る
時
、
我
々
が
通

常
使
う
意
味
で
の
責
任
の
概
念
と
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
責
任
倫
理
の
概
念
と
も
か
な

り
ズ
レ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
い
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
責

任
」
の
考
え
方
の
難
し
さ
が
、
同
時
に
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
本
質
を
理
解
す
る

こ
と
の
難
し
さ
で
も
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
の
「
責
任
」
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、
両
方
の
思
想
家
に
共
通
し
て
言
え
る

の
は
、
我
々
の
相
互
性
と
い
う
も
の
を
、
つ
ま
り
対
等
な
人
間
関
係
と
い
う
も
の
を

あ
か
ら
さ
ま
な
形
で
、
あ
る
い
は
挑
発
的
な
仕
方
で
、
前
提
に
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
非
相
互
的
な
、
非
対
称
的
な
関
係
に
お
い
て
、
自
分
は

相
手
に
対
し
て
、
一
方
的
に
、
つ
ま
り
何
の
見
返
り
も
な
い
の
に
、
相
手
に
と
っ
て

好
ま
し
い
状
態
を
も
た
ら
す
た
め
に
動
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、

自
分
が
相
手
に
対
し
て
引
き
受
け
て
い
る
も
の
が
「
責
任
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

従
っ
て
責
任
の
倫
理
学
の
い
う
「
責
任
」
と
は
、
過
去
の
行
為
に
対
し
て
引
き
受

け
る
回
顧
的
な
責
任
―
―
損
害
賠
償
や
刑
罰
―
―
と
は
全
く
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。

リ
ク
ー
ル
は
こ
れ
ま
で
の
責
任
の
捉
え
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
て

い
る
―
―
「
民
法
に
お
い
て
は
、
責
任
は
、
人
が
自
ら
の
過
失
に
よ
っ
て
、
そ
し
て

法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
あ
る
事
例
に
お
い
て
生
じ
さ
せ
た
損
害
の
埋
め
合
わ

せ
を
す
る
義
務
と
し
て
定
義
さ
れ
、
刑
法
に
お
い
て
は
、
懲
罰
を
受
け
る
義
務
と
し

て
定
義
さ
れ
る
（
12
）

」
。 

 

し
か
し
、
ヨ
ナ
ス
は
そ
れ
と
は
も
っ
と
別
の
責
任
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
為
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
遡
及
的
回
顧
的
な
負
担
に
で
は
な
く
、
為

さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
決
定
に
関
わ
る
責
任
（
13
）

」
で
あ
る
。
そ
の
責
任
の
対
象
は
、
「
私

に
対
し
て
行
為
す
る
よ
う
要
求
を
掲
げ
て
く
る
事
柄
．
．Sache

」（
14
）

で
あ
る
。
現
代
の

責
任
倫
理
の
決
定
的
な
特
徴
は
、
こ
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
柄
そ
れ
自
体
が
、

私
の
行
為
の
在
り
方
を
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
と
い
う

点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
責
任
の
対
象
は
、
決
し
て
我
々
の
自
由
に
処
理
で

き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
―
―
「
重
要
な
の
は
、
事
柄
こ
そ
が
第
一
の

も
の
で
あ
り
、
私
の
意
志
の
状
態
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
柄
が

意
志
を
動
か
す
と
い
う
仕
方
で
、
事
柄
は
私
に
と
っ
て
目
的
と
な
る
。（
15
）

」
こ
れ
は
、

行
為
主
体
の
自
律
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
近
代
の
倫
理
学
の
考
え
方

の
対
極
に
位
置
し
て
い
る
。 

 

責
任
の
対
象
と
し
て
の
事
柄
そ
れ
自
体
は
、
我
々
の
倫
理
的
も
し
く
は
法
的
な
議．

論
の
対
象

．
．
．
．
に
は
な
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
事
柄
そ
れ
自
体
の
呼
び
か
け
に
対
す

る
応
答
と
し
て
の
責
任
は
、
倫
理
学
的
反
省
や
熟
慮
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

人
は
倫
理
的
で
あ
る
か
ら
事
柄
そ
れ
自
体
に
責
任
を
負
う
の
で
は
な
く

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
責
任
を
負

．
．
．
．

う
か
ら
こ
そ

．
．
．
．
．
、
責
任
を
負
い
う
る
か
ら
こ
そ
倫
理
的
な
の
で
あ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
―
―
「
人
間
は
、

こ
の
呼
び
か
け
に
触
発
さ
れ
る
可
能
性

．
．
．
．
．
．
．
．
を
持
っ
て
い
る
が
故
に
、
す
で
に
潜
在
的
に

「
道
徳
的
存
在
」
な
の
で
あ
る
。（
16
）

」
こ
の
点
は
、
責
任
の
倫
理
学
を
理
解
す
る
上

で
重
要
な
点
で
あ
る
。
責
任
的
な
行
為
は
、
そ
れ
自
体
は
、
倫
理
学
的
反
省
か
ら
出

て
こ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
倫
理
学
全
般
の
基
礎
に
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
理
解
が
ヨ

ナ
ス
に
は
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
、
人
格
の
相
互
性
の
倫
理
学
は
責
任
の
倫
理

学
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。 



 
そ
の
事
柄
そ
れ
自
体
つ
ま
り
責
任
の
対
象
は
、
傷
付
き
や
す
い
他
者
で
あ
る
。
「
は

か
な
さ
」
、
「
欠
乏
性
」
、
「
不
確
実
性
」
が
こ
の
他
者
の
特
質
で
あ
る
（
17
）

。
弱
者
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
の
責
任
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

た
る
も
の
が
、

ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
赤
ん
坊
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
論
じ
よ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
責
任
倫
理
学
の
考
え
方
は
、
常
識
的
に
は
善
意
や
同
情
を
超
え

た
極
端
な
考
え
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヨ
ナ
ス
だ
け
で
な
く
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
倫
理
学
に
関
し
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
―
―
い
や
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
方
が
こ
の

点
で
は
極
端
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
「
責
任
」
の
倫
理
学
に
対
し
て
、
当
然
、
多
く

の
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
実
用
的
で
あ
る
の
か
？
そ
れ
は
ど

こ
ま
で
一
般
化
で
き
る
の
か
？
人
々
に
責
任
感
情
を
喚
起
し
得
な
い
場
合
、
そ
の
倫

理
学
に
は
一
体
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
（
18
）

？
し
か
し
、
こ
う
し
た
疑
問
は
、
倫
理

学
に
お
け
る
人
格
の
相
互
性
を
無
条
件
的
に
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
出
て
く
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
倫
理
学
の
「
責
任
原
理
は
、
権
利
の
観
念
か
ら
も
、
相

互
性
の
観
念
か
ら
も
全
く
独
立
し
て
（
19
）

」
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
責
任
」

の
倫
理
学
は
、
こ
の
相
互
性
の
倫
理
学
が
想
定
し
て
い
る
理
性
的
主
体
に
対
す
る
疑

問
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
責
任
の
倫
理
学
は
、
社
会

契
約
論
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
自
律
的
主
体
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
相
互
的
関
係

を
モ
デ
ル
に
考
え
る
近
代
の
倫
理
学
に
対
す
る
批
判
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
側
か
ら
出
発
す
る
限
り
見
え
て
こ
な
い
、
あ
る
い
は
見

落
と
さ
れ
て
し
ま
う
、
事
実
と
し
て
生
起
し
て
い
る
「
責
任
と
い
う
原
現
象

U
rphänom

en der V
erantw

ortung

（
20
）

」
を
事
柄
そ
れ
自
体
に
即
し
て
捉
え
よ
う
と

す
る
の
が
責
任
の
倫
理
学
な
の
で
あ
る
。 

 

三
―
二 

相
互
性
の
倫
理
学 

 

次
に
、
相
手
と
の
相
互
的
関
係
を
想
定
し
な
い
現
代
の
責
任
の
倫
理
学
と
対
立
す

る
関
係
に
あ
る
相
互
性
の
倫
理
学
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
倫
理
学
の
性
質
を
確
認

し
て
お
く
こ
と
は
、
我
々
が
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
ど
の
よ
う
に
議
論
し
た
か
を

理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
結
論
か
ら
述
べ
て
お
く
と
、
こ
の
相
互
性
の
倫

理
学
で
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
相
互
性
の
倫
理
学
は
、
理
性
的
な
主
体
を
想
定
し
て
、
そ
れ
ら
の
主
体
間
の

相
互
尊
敬
に
立
脚
し
て
倫
理
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
倫
理

学
は
人
格
主
義
お
よ
び
普
遍
主
義
と
い
う
性
格
を
示
す
。
そ
の
た
め
、
倫
理
的
命
題

は
、
理
性
を
も
っ
た
人
な
ら
ば
誰
で
も
納
得
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
は
、
そ
の
行
為
の
動
機
の
純

粋
性
が
ど
う
で
あ
れ
、
国
民
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
理
論
的
な
普
遍
性
を
提
示
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
の
時
代
以
降
、
近
代
の
倫
理
学
は
そ
の
普
遍
的
な
基
礎
づ
け

に
腐
心
し
て
き
た
。
近
代
の
個
人
主
義
的
倫
理
学
は
、
宗
教
や
伝
統
に
よ
る
基
礎
付

け
を
放
棄
し
て
い
る
。
そ
の
倫
理
学
は
、
相
互
主
観
的
で
、
一
般
的
な
拘
束
力
を
も

ち
、
証
明
可
能
で
あ
る
も
の
に
訴
え
る
。
次
節
で
述
べ
る
が
、
ヨ
ナ
ス
が
赤
ん
坊
を

「
責
任
の
原
初
的
対
象
」
と
し
、
倫
理
学
の
基
礎
に
こ
れ
を
持
っ
て
こ
よ
う
と
し
た

と
き
、
価
値
相
対
化
の
時
代
に
あ
っ
て
な
お
倫
理
学
の
普
遍
性
を
擁
護
す
る
ド
イ
ツ

討
議
倫
理
学
が
ヨ
ナ
ス
の
弱
点
と
し
て
こ
の
考
え
方
を
突
い
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の

観
点
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
我
々
が
赤
ん
坊
に
対
し
て
抱
く
特
別
の
感
情
は
、

中
に
は
当
然
赤
ん
坊
に
そ
れ
が
湧
か
な
い
人
が
い
る
こ
と
を
想
定
し
う
る
以
上
、

「
普
遍
的
拘
束
力
を
持
つ
証
明
可
能
性
の
フ
ィ
ル
タ
ー
（
21
）

」
を
通
過
で
き
な
い
の

で
あ
り
、
市
民
社
会
的
な
倫
理
学
的
議
論
の
出
発
点
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 
普
遍
主
義
的
な
相
互
性
の
倫
理
学
は
、
し
ば
し
ば
正
義
の
倫
理
学
と
し
て
の
形
を

と
る
。
こ
の
人
格
の
相
互
性
に
立
脚
し
た
正
義
の
倫
理
学
に
、
ま
ず
も
っ
て
―
―
多

く
の
場
合
、
自
分
よ
り
も
弱
い
立
場
に
あ
る
―
―
他
者
へ
の
配
慮
を
「
も
う
ひ
と
つ

の
声
」
と
し
て
提
示
し
た
の
は
キ
ャ
ロ
ル
・
ギ
リ
ガ
ン
で
あ
っ
た
（
22
）

。
現
在
、
ケ

ア
の
倫
理
学
は
、
看
護
や
介
護
に
従
事
す
る
人
た
ち
の
行
為
の
倫
理
的
特
質
を
説
明

す
る
も
の
と
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ケ
ア
の
本
質
が
真
剣
に
議



論
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
理
性
的
で
健
康
な
人
格
の
相
互
性
を
前
提
と
す
る
正
義

論
の
原
理
原
則
で
は
、
個
別
的
具
体
的
状
況
に
お
い
て
対
処
で
き
な
い
と
い
う
現
場

の
焦
り
が
あ
っ
た
。
ギ
リ
ガ
ン
に
お
い
て
は
ケ
ア
の
倫
理
学
は
正
義
の
倫
理
学
に
対

す
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
声
」
で
あ
っ
た
が
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
の
よ
う
に
正
義
の
倫
理

学
に
対
す
る
ケ
ア
の
倫
理
学
の
絶
対
的
優
位
性
を
主
張
す
る
立
場
も
、
そ
の
後
登
場

す
る
に
い
た
る
。
こ
こ
で
は
、
現
代
の
倫
理
学
の
論
争
形
態
の
一
つ
と
し
て
、
正
義

の
倫
理
学
と
ケ
ア
の
倫
理
学
が
、
つ
ま
り
相
互
性
の
倫
理
学
と
非
相
互
性
の
倫
理
学

が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
事
情
に
、
筆
者
は
読
者
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
き

た
い
（
23
）

。 

 

普
遍
主
義
を
志
向
す
る
よ
う
な
倫
理
学
、
た
と
え
ば
討
議
倫
理
学
は
、
し
ば
し
ば

形
式
的
、
抽
象
的
、
非
実
践
的
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
ど
と
批
判
を
被
っ
て
き
た
。
実

際
に
討
議
原
則
に
即
し
て
新
た
な
倫
理
的
命
題
が
構
築
し
う
る
の
か
は
様
々
な
形
で

疑
問
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
民
主
主
義
の
理
念
が
一
般
化
し
、
そ
の
歴
史

的
意
義
が
も
は
や
疑
え
得
な
い
時
代
を
生
き
る
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
、
倫
理
学
の

普
遍
主
義
的
観
点
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
誰
も
が
否
定
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
。
国
際
平
和
の
実
現
の
た
め
に
は
異
文
化
に
対
す
る
理
解
が
欠
か
せ
な
い

が
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
自
分
た
ち
の
文
化
の
価
値
や
規
範
の
相
対
化
に
は
、
ど
う

し
て
も
こ
う
し
た
普
遍
主
義
的
視
点
を
持
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
普

遍
主
義
は
理
念
と
し
て
、
常
に
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
問
題
は
、
そ
れ
が
万
能
視
さ
れ
、
倫
理
的
な
る
も
の
が
そ
れ
へ
と
一
元
化

さ
れ
て
し
ま
う
と
き
生
じ
る
。
普
遍
主
義
を
大
義
に
掲
げ
る
我
々
の
相
互
性
の
過
度

の
、
そ
し
て
無
反
省
的
な
適
用
は
、
「
利
害
関
心
の
調
整
と
妥
協
の
倫
理
学

eine 

E
thik des Interessenausgleichs und des K

om
prom

isses
(

24)

」
に
転
落
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
？
こ
の
バ
ウ
ム
ガ
ル
ト
ナ
ー
の
言
葉
は
、
直
接
に
は
討
議
倫
理
学
を

批
判
し
て
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
現
代
の
生
命
倫
理
の
議
論
が
こ
の
よ

う
な
憂
慮
す
べ
き
事
態
に
陥
っ
て
い
る
し
、
我
々
が
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
論
じ

る
際
に
も
気
を
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
討
議
倫
理
学
の
「
普
遍
化
原
則
」
と
し
て
「
全
て
の

．
．
．
妥
当
な

規
範
は
、
全
て
の
個
人
の
利
害
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
し
て
そ
れ
ら
の
規
範
に
普
遍
的

．
．
．

な．
仕
方
で
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
想
定
さ
れ
る
帰
結
や
そ
の
副
次
的
影
響
を
、

関
係
す
る
全
て
の

．
．
．
人
が
強
制
な
し
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
条
件
を

満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

25)

」
と
定
式
化
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
厳
密
な
表

現
を
取
ら
な
く
て
も
、
戦
後
民
主
主
義
教
育
を
受
け
て
き
た
我
々
日
本
人
も
ま
た
こ

う
し
た
、
あ
る
立
場
を
採
用
す
る
際
の
こ
の
種
の
形
式
的
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。

実
際
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
、
社
会
に
与
え
る
と
予
想
さ
れ
る
帰
結
や
副
次
的
影

響
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
が
た
め
に
、
多
く
の
批
判
を
招
い
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
、
我
々

の
相
互
性
に
お
け
る
形
式
的
な
手
続
き
を
尊
重
す
る
民
主
主
義
に
対
す
る
挑
戦
と
し

て
受
け
止
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
時
、
現
代
倫
理
学
で
検
討
さ
れ
て
き
た
倫
理
学
の
普
遍
主
義
の
限

界
性
が
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
同
時
に
き
ち
ん
と
考
慮
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
？

我
々
の
相
互
性
に
お
い
て
、
普
遍
主
義
観
点
か
ら
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
論
じ
る

こ
と
の
正
当
性
は
、
果
た
し
て
真
剣
に
議
論
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
？
も
っ
と
言
っ
て

し
ま
え
ば
、
我
々
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
し
て
、
誤
っ
た
議
論
を
展
開
し
て

き
た
の
で
は
な
い
か(

26)

？ 

 

三
―
三 

ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
に
と
っ
て
赤
ん
坊
と
は
何
か
？ 

 
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
固
有
の
主
題(

＝
事
柄
そ
れ
自
体

S
ache)

と
は
端
的
に

赤
ん
坊
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
も
親
の
世
話
を
直
接
に
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
命
の
危

険
に
晒
さ
れ
て
い
る
赤
ん
坊
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
方

法
論
的
に
は
、「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
本
質
を
的
確
に
論
じ
る
た
め
に
は
、
赤
ん
坊

と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
が
ま
ず
も
っ
て
先
に
来
て
い
な
く
て
は
な

ら
な
い
。 

 

ヨ
ナ
ス
が
、
親
の
子
供
に
対
す
る
世
話
の
責
任
を
モ
デ
ル
に
し
て
考
え
て
い
る
こ



と
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
言
う
か
、
こ
れ
に
言
及
せ
ず
し
て
ヨ
ナ
ス
の

倫
理
学
を
紹
介
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ナ
ス
に
と
っ

て
赤
ん
坊
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
を
真
正
面
か
ら
論
じ
た
研
究
は
今
の
と
こ

ろ
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
赤
ん
坊
の
話
は
、
わ
か
り
や
す
い
事
例
と

し
て
彼
が
紹
介
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
、
こ
れ
ま
で
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。 

 

ヨ
ナ
ス
が
、
親
子
関
係
の
他
に
責
任
の
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
政
治
家
の

責
任
で
あ
る(

27)

。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
は
も
ち
ろ
ん
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
親
が
子
に
対
し
て
、
政
治
家
が
国
民
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
も
の
と

し
て
類
比
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
赤
ん
坊
が
、
責

任
の
一
つ
の
事
例
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
処
理
の
仕
方
は
、
こ
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
で
赤
ん
坊
の
責
任
倫
理
へ
の
導
入
が
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
影
響
し
て
い

る
。 

 

し
か
し
、
ヨ
ナ
ス
の
『
責
任
と
い
う
原
理
』
と
い
う
著
作
の
な
か
で
、
赤
ん
坊
は

二
つ
の
仕
方
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、

上
に
述
べ
た
、
政
治
家
の
責
任
と
の
類
比
で
言
及
さ
れ
る
際
の
赤
ん
坊
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
『
責
任
と
い
う
原
理
』
第
四
章
Ⅶ
「
子
ど
も
―
責
任
の
原
初
的
対
象
」
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
赤
ん
坊
で
あ
る
。 

 

存
在
（
～
で
あ
る
）
か
ら
当
為
（
～
べ
き
）
は
導
き
出
せ
な
い
と
さ
れ
る
ヒ
ュ
ー

ム
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
倫
理
学
上
の
難
題
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
ヨ
ナ
ス
が
提

示
し
た
の
が
こ
の
赤
ん
坊
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
赤
ん
坊
と
は
「
端
的
な
、

事
実
的
な
〈
で
あ
るist

〉
が
明
白
な
か
た
ち
で
〈
べ
きsoll

〉
と
合
致
す
る
存
在
的

．
．
．

な．
範
例
（
28
）

」
で
あ
る
。
何
故
か
？
赤
ん
坊
は
「
そ
の
た
だ
息
遣
い
だ
け
で
、
抵
抗

で
き
な
い
か
た
ち
で
、
周
囲
の
者
た
ち
に
、
そ
の
世
話
を
せ
よ
と
の
当
為
〔
べ
し
〕

を
差
し
向
け(

29
）

」
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
赤
ん
坊
と
い
う
存
在
に
は
絶
対
に
否
定
で

き
な
い
当
為
が
内
在
し
て
い
る
の
だ
、
そ
の
よ
う
に
「
私
は
本
当
に
厳
密
に
思
う(

30)

」

と
ヨ
ナ
ス
は
告
白
す
る
。
そ
し
て
、
赤
ん
坊
と
い
う
存
在
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ

れ
る
の
で
あ
る
―
―
赤
ん
坊
は
「
責
任
の
対
象
と
し
て
、
経
験
的
に

初
の
、
そ
し

て
直
観
的
に

も
明
白
な
」
、
そ
し
て
さ
ら
に
「
内
容
的
に

も
完
全
な
範
例
」
で
あ

り
「
文
字
通
り
の
原
型
」
で
あ
る
（
31
）

、
と
。 

 

赤
ん
坊
と
は
、
剥
き
出
し
の
生
命
で
あ
り
、
生
命
の
裸
形
で
あ
る
と
述
べ
て
差
し

支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
赤
ん
坊
は
、
存
在
と
非
存
在
の
間
を
漂
う
寄
る
辺
な
い
存
在

で
あ
り
（
32
）

、
周
囲
の
助
け
が
な
け
れ
ば
、
再
び
無
へ
と
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
存

在
で
あ
る
。
こ
の
赤
ん
坊
の
本
質
的
な
二
極
性
は
、
『
責
任
と
い
う
原
理
』
と
と
も
に

ヨ
ナ
ス
の
主
著
と
さ
れ
る
―
―
一
般
に
ヨ
ナ
ス
の
グ
ノ
ー
シ
ス
研
究
と
倫
理
学
研
究

を
媒
介
す
る
と
さ
れ
る
―
―
『
生
命
と
い
う
現
象
―
―
哲
学
的
生
物
学
に
向
け
て
』

に
お
い
て
、
す
で
に
ヨ
ナ
ス
が
、
生
命
が
自
ら
存
在
す
る
こ
と
へ
と
躍
り
出
た
こ
と

に
よ
っ
て
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
代
償
と
し
て
言
及
し
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
命
と
は
、
存
在
と
非
存
在
の
緊
張
状
態
に
お
い
て
、
無
の
深

淵
の
上
の
空
中
停
止

hovering

な
の
で
あ
る
（
33
）

。
こ
の
脆
さ
、
も
し
く
は
傷
付
き

や
す
さ
と
い
う
点
で
生
命
の
本
質
と
赤
ん
坊
と
は
、
ヨ
ナ
ス
に
お
い
て
合
致
し
て
い

る
。 

 

存
在
と
当
為
の
見
事
な
合
致
の
事
例
と
し
て
の
赤
ん
坊
へ
の
注
視
は
、
ヨ
ナ
ス
の

体
系
的
理
解
を
可
能
に
す
る
。
何
故
な
ら
、
ヨ
ナ
ス
に
お
い
て
赤
ん
坊
は
、
彼
の
存

在
論
と
倫
理
学
と
を
媒
介
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
赤
ん
坊
が
宙
づ
り
に
な
っ
て
い

る
無
の
空
隙
を
埋
め
る
も
の
こ
そ
親
と
い
う
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
い
わ
ば
存
在

論
的
に
前
も
っ
て
見
込
ま
れ
て
い
る
（
34
）
」
も
の
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら

を
生
み
出
そ
う
と
す
る
自
然
に
関
す
る
彼
の
形
而
上
学
は
、
必
然
的
に
倫
理
学
を
要

請
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
生
命
の
本
質
と
し
て
の
弱
さ
へ
の
洞
察
が
、
そ
の
保
護
者
を

存
在
論
的
前
提
と
し
て
呼
び
出
す
の
で
あ
る
。 

 

絶
対
的
に
無
力
な
赤
ん
坊
は
、
そ
れ
を
保
護
す
る
側
に
位
置
す
る
我
々
に
「
責
任

感
情V

erantw
ortungsgefühl

」
を
喚
起
す
る
―
―
「
こ
の
感
情
は
、
経
験
的
事
実
と

し
て
存
在
し
て
い
る
。（
35
）

」
し
か
し
、
こ
の
「
責
任
感
情
」
を
「
道
徳
的
判
断
の
心

情
倫
理
的
狭
隘
化
（
36
）

」
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
（
37
）

。
ヨ
ナ
ス
は
こ
の
「
責



任
感
情
」
を
解
明
す
る
資
格
を
倫
理
学
に
認
め
て
い
な
い
。
ヨ
ナ
ス
の
言
う
「
責
任

感
情
」
に
は
、
我
々
の
倫
理
学
的
反
省
に
対
す
る
あ
る
種
の
超
越
的
契
機
が
読
み
取

れ
る
―
―
つ
ま
り
、
「
「
未
来
倫
理
学
」
の
第
一
原
理
は
、
そ
れ
自
体
は
、
行
為
論
と

し
て
の
倫
理
学
の
内
部
に

．
．
．
は
な
い
（
38
）

」
の
で
あ
る
。
赤
ん
坊
を
前
に
し
て
、
そ
れ

が
何
故
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
に
責
任
感
情
を
喚
起
す
る
の
か
は
倫
理
学
で
は

解
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
経
験
可
能
で
あ
る
し
、
事
実
的
出
来

事
と
し
て
生
起
し
て
い
る
、
と
ヨ
ナ
ス
は
考
え
る
。
赤
ん
坊
を
救
お
う
と
し
て
の
責

任
的
行
為
と
は
、
存
在
論
的
な
ア
ク
テ
ィ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
で
あ
る
。
倫
理
学
に
と
っ

て
根
本
的
な
も
の
が
「
倫
理
学
の
内
部
に
は
な
い
」
の
は
、
そ
れ
が
、
相
互
的
な
権

利
お
よ
び
義
務
の
観
念
が
由
来
し
て
い
る
は
ず
の
「
自
立
し
た
成
人
た
ち
の
間
の
関

係
」
の
う
ち
側
で
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
39
）

。
し
た
が
っ
て
、
我
々

行
為
主
体
の
在
り
方
を
一
方
的
に
決
定
的
な
仕
方
で
規
定
す
る
事
柄
そ
れ
自
体
と
し

て
の
赤
ん
坊
へ
の
責
任
感
情
を
支
え
て
い
る
の
は
「
普
遍
性A

llgem
einheit

の
理
念

で
は
な
い
（
40
）

」
。
も
っ
と
一
般
化
し
て
言
え
ば
こ
う
で
あ
る
―
―
危
機
に
瀕
し
た
赤

ん
坊
へ
の
責
任
的
取
り
組
み
は
、
我
々
の
議
論
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
、
つ
ま
り

我
々
は
そ
れ
を
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
し
か
し
、
そ
れ
は
我
々
の
相
互
的
な

議
論
も
し
く
は
反
省
に
先
立
っ
て
根
源
的
な
事
実
と
し
て
生
起
す
る
の
で
あ
り
、
倫

理
学
的
諸
範
疇
を
も
っ
て
思
考
し
よ
う
と
す
る
我
々
は
、
そ
の
普
遍
化
可
能
性
で
は

な
く
、
そ
の
出
来
事
の
重
み
を
こ
そ
真
剣
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で

来
て
、
我
々
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
論
じ
る
た
め
の
準
備
を
す
で
に
整
え
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

四 

責
任
倫
理
か
ら
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
批
判
の
内
実
を
考
え
る 

 

四
―
一
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
賛
同
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？ 

 

ヨ
ナ
ス
が
、
倫
理
学
の
可
能
性
と
し
て
の
責
任
を
問
う
と
き
、
そ
れ
は
、
責
任
が

成
就
す
る
出
来
事
を
越
え
出
て
超
越
論
的
な
仕
方
で
問
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
、
そ
の
出
来
事
に
基
づ
い
て
倫
理
学
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ

い
て
の
問
い
へ
と
促
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
要
す
る
に
、
ヨ
ナ
ス
の
責
任
の
倫
理
学
と
は
、
倫
理
学
に
お
け
る
超
越
論
的

問
題
設
定
に
対
す
る
断
固
た
る
抵
抗
な
の
で
あ
る
。
赤
ん
坊
に
対
し
て
責
任
を
引
き

受
け
る
行
為
に
つ
い
て
倫
理
学
は
何
も
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
出

来
事
に
つ
い
て
の
証
言
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倫
理
学
は
倫
理
学
と
し
て
成
立
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

責
任
の
倫
理
学
は
、
我
々
の
倫
理
的
可
能
性
が
既
に
実
現
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、

そ
の
上
で
何
か
を
議
論
し
よ
う
と
い
う
主
張
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
我
々
の
倫
理
が

成
立
す
る
瞬
間
を
、
つ
ま
り
倫
理
的
な
る
も
の
が
発
生
す
る
瞬
間
を
捉
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
の
倫
理
学
は
、
倫
理
の
成
立
に
先
立
っ
て
、

そ
し
て
倫
理
学
的
反
省
に
先
立
っ
て
責
任
的
に
行
為
す
る
主
体
を
想
定
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
し
て
、
我
々
の
大
部
分
は
、
立
ち
遅
れ
つ
つ
、
そ
の
先
行
者
に
勇
気
付
け

ら
れ
て
行
為
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
エ
リ
ー
ト
主
義
と
い
っ

て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
の
先
行
者
と
立
ち
遅
れ
つ
つ
あ
る
我
々
と
の
間
に

は
歴
然
た
る
差
が
あ
る
の
で
あ
り
、
同
列
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

こ
の
差
を
確
認
し
続
け
る
こ
と
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
論
ず
る
際
に
は
非
常

に
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
反
対
す
る
者
た
ち
は
、
不
適

切
に
も
、
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
の
運
営
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
賛
同
す
る
者
た

ち
に
も
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
―
―
す
な
わ
ち
、
「
赤
ち

ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
賛
同
す
る
者
は
、
捨
て
ら
れ
た
赤
ん
坊
に
責
任
を
取
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
と
。
こ
の
批
判
に
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る
根
本
的
な
無
理
解

が
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
賛
同
す
る
と
い
う
こ

と
―
―
そ
れ
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
倫
理
的
出
来
事
が
開
始
さ
れ
た
そ
の
決
定

的
瞬
間
に
お
い
て
、
ま
さ
に
出
来
事
と
し
て
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
―
―

は
、
全
て
の
人
が
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
入
れ
ら
れ
た
赤
ん
坊
に
一
次
的
に
責
任

を
負
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
何
ら
意
味
し
な
い
。こ
の
批
判
の
問
題
点
は
、
「
赤
ち



ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
相
互
性
と
普
遍
性
の
水
準
で
思
考
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
合
意
可

能
性
と
説
明
可
能
性
の
議
論
へ
と
す
り
替
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
我
々

は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
設
置
と
い
う
勇
気
あ
る
行
為
を
前
に
し
て
、
も
し
そ
れ

が
正
し
く
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
二
次
的
に
我
々
の
社
会
の
あ
り
方
を
問
い
始
め
る

に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
お
い
て
赤
ん
坊
に
責
任

を
引
き
受
け
る
こ
と
と
決
し
て
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
、
「
赤
ち
ゃ

ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
ス
タ
ッ
フ
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
ス
タ
ッ
フ

と
肩
を
並
べ
て
―
―
つ
ま
り
、
相
互
性
に
お
い
て
―
―
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
語

り
、
賛
同
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス

ト
」
は
、
常
に
立
ち
遅
れ
つ
つ
あ
る
我
々
が
倫
理
学
的
反
省
を
開
始
す
る
原
点
と
し

て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
、
我
々
の
社
会
の
倫
理
的
震
源
地
な
の
で
あ
り
、
多
く

の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
は
、
我
々

の
間
で
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
関
し
て
共
通
了
解
が
成
立
し
て
い
な
い
か
ら
で
は

な
い
。
そ
し
て
、
慈
恵
病
院
が
国
民
的
了
解
を
待
た
ず
に
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の

実
施
に
踏
み
切
っ
た
か
ら
で
も
な
い
。
我
々
の
市
民
社
会
の
議
論
の
中
で
、
そ
し
て

議
論
の
帰
結
と
し
て
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
実
現
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
、
赤
ん
坊
が
救
わ
れ
る
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
一

方
的
に
、
無
条
件
的
に
責
任
を
引
き
受
け
ら
れ
、
そ
し
て
実
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

我
々
の
社
会
に
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
倫
理
を
問
う
我
々
に
と
っ
て
決
定
的
で

あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
相
互
性
の
倫
理
学
に
お
い
て
は
常
に
問
う
側
に
あ
っ

た
が
我
々
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
度
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
問
わ
れ
る

側
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。 

 

四
―
二
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
批
判
の
検
討 

 

四
―
二
―
一
〈
親
の
無
責
任
を
助
長
す
る
〉
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る

批
判
に
な
り
う
る
か
？ 

 

確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
赤
ん
坊
と
は
、
責
任
の
原
初
的
対
象
で
あ
り
、
赤
ん
坊
の

存
在
に
対
す
る
主
題
的
な
引
き
受
け
は
責
任
と
し
て
し
か
果
た
さ
れ
え
な
い
。
「
赤

ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
と
い
う
営
み
は
、
そ
れ
が
赤
ん
坊
に
主
題
的
に
関
与
し
て
い
る
限

り
で
、
責
任
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
本
質
は
責
任
の
倫
理

で
あ
る
。 

 

そ
う
い
う
わ
け
で
結
局
の
と
こ
ろ
、
我
々
の
倫
理
学
的
反
省
に
先
立
っ
て
遂
行
さ

れ
て
い
る
倫
理
的
行
為
と
し
て
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
そ
の

反
省
の
外
部
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
我
々
は
倫
理
的
に
追
い
越
す
こ

と
は
で
き
ず
―
―
何
故
な
ら
我
々
の
倫
理
学
的
反
省
あ
る
い
は
倫
理
学
的
討
議
を
出

発
点
と
し
て
い
な
い
か
ら
―
―
原
理
的
に
我
々
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
つ
い
て
、

そ
し
て
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
お
い
て
何
が
生
じ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
語
る
た

め
の
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。
我
々
が
赤
ん
坊
で
あ
っ
た
こ
と
が
我
々
自
身
の
記
憶

に
お
け
る
限
界
で
あ
る
よ
う
に
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
我
々
の
倫
理
学
的
反
省
の
、

す
な
わ
ち
倫
理
学
そ
れ
自
体
の
限
界
で
あ
る
。
唯
一
我
々
に
で
き
る
の
は
、
決
定
的

な
出
来
事
と
し
て
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
後
に
続
く
こ
と
だ
け
で
あ
る
（
こ
の

位
置
関
係
が
、「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
我
々
の
社
会
に
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
て
い
る
）
。 

 

我
々
が
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
安
直
に
語
り
す
ぎ
て
い
る

と
い
う
事
態
は
、
日
本
国
民
が
倫
理
学
的
思
考
の
水
準
と
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
、

も
っ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
無
反
省
的
に
相
互
性
を
採
用
し
て
い
る
事
実
を
反
映
し

て
い
る
。
こ
れ
は
我
々
の
、
あ
る
程
度
成
長
の
度
合
い
を
見
せ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

文
化
的
水
準
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
我
々
の
人

倫
の
そ
れ
で
は
決
し
て
な
い
。 

 

そ
し
て
同
時
に
そ
の
水
準
は
、
逆
説
的
に
も
倫
理
学
的
反
省
の
倫
理
的
出
来
事
に

対
す
る
宿
命
的
な
立
ち
位
置
を
素
直
な
形
で
反
映
し
て
も
い
る
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス

ト
」
の
理
念
は
我
々
が
考
え
て
い
る
以
上
に
古
い
．
．
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
代
に
お
け

る
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
制
度
化
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
問
題
な



の
は
、
我
々
の
社
会
に
お
い
て
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
と
し
て
形
態
化
し
て
き
た
、

倫
理
学
的
反
省
に
対
し
て
も
人
間
存
在
の
物
質
的
基
盤
に
対
し
て
も
常
に
根
源
と
し

て
し
か
立
ち
現
れ
な
い
ア
ノ
時
ア
ノ
場
所
デillic et tunc

の
出
来
事
の
方
な
の
で
あ

る
。 

 

こ
の
出
来
事
の
根
源
性
、
あ
る
い
は
根
源
性
の
出
来
事
が
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」

と
し
て
先
鋭
化
さ
れ
る
形
で
登
場
さ
せ
た
の
は
、
我
々
自
身
の
常
に
後
退
局
面
に
お

い
て
し
か
な
い
倫
理
性
で
あ
る
。
赤
ん
坊
が
そ
の
責
任
の
引
き
受
け
手
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
し
て
そ
の
責
任
の
引
き
受
け
手
が
後
に
取
り
残
さ

れ
た
者
と
し
て
の
大
多
数
の
我
々
に
よ
っ
て
付
き
従
わ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
赤

ん
坊
へ
の
配
慮
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
と
し
て
形
態
化
さ
れ
る
必
要
性
を
免
れ
て

い
る
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
お
け
る
赤
ん
坊
へ
の
配
慮
責
任
の
先
鋭
化
と
、
そ
れ

が
社
会
に
与
え
る
影
響
の
深
刻
化
は
、
我
々
の
非
倫
理
性
に
対
す
る
告
発
の
激
化
と

密
接
に
関
連
し
て
い
る
。 

 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
遂
行
を
ま
っ
て
、
す
な
わ
ち
赤
ん
坊
へ
の
責
任
の
引
き

受
け
行
為
に
立
ち
遅
れ
る
形
で
噴
出
し
出
し
た
批
判
の
数
々
は
、
も
う
一
度
繰
り
返

す
が
、
我
が
国
の
国
民
レ
ベ
ル
で
の
倫
理
学
的
反
省
の
水
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か

を
は
っ
き
り
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る
批
判
の
数
々

は
、
我
々
に
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
を
直
接
的
に
は
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
し
て
は
既

に
用
意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
決
し
て
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
赤
ち

ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
対
す
る
批
判
が
不
当
な
批
判
で
あ
る
の
は
、
そ
の
必
然
性
を
批
判

自
身
が
認
識
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
実
際
、
あ
ま
り

に
も
不
当
な
批
判
を
こ
う
む
っ
て
来
た
。「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
、
我
々
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
ど
う
い
う
営
み
で
あ
る
の
か
が
依
然
と
し
て
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
向
け
ら
れ
る
典
型
的
な
批
判
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
安

易
に
子
供
を
捨
て
る
親
が
増
え
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
子
供
を
捨
て

る
、
子
育
て
を
し
な
い
、
出
産
を
安
易
に
考
え
る
と
い
う
事
態
は
大
変
憂
慮
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
親
を
我
々
の
仲
間
内
か
ら
出
さ
な
い
た
め
の

努
力
は
我
々
の
相
互
的
な
努
力
に
よ
っ
て
し
か
果
た
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
我
々
は

こ
の
努
力
を
、
出
来
事
と
し
て
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
営
み
の
後
に
続
く
こ
と

に
よ
っ
て
し
か
開
始
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

赤
ん
坊
の
直
接
の
親
を
は
じ
め
と
す
る
我
々
の
一
人
一
人
が
常
に
赤
ん
坊
に
と
っ

て
良
き
保
護
者
で
あ
る
た
め
の
努
力
は
、
我
々
の
相
互
的
な
連
帯
の
う
ち
で
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
赤
ん
坊
を
捨
て
る
親
の
増
加
は
、
我
々
自
身
の
問
題
な
の
で

あ
っ
て
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
実
の
親
に
捨
て
ら
れ
命
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
赤
ん
坊
に
対
し
て
責
任
を
引
き
受
け
る
以
前
に
差
し
向
け
ら
れ
る
問
題
な
の
で
は

な
い
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
釈
明
す
べ
き
は
赤
ん
坊
に
対
し
て
な
の
で
あ
っ
て
、

我
々
に
対
し
て
な
の
で
は
な
い
。 

 

そ
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
者
た
ち
に
、
我
々
に
対
す
る
釈
明
を
強
い
た

悲
し
む
べ
き
事
態
は
、
我
々
が
ど
れ
だ
け
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
倫
理
的
本
質
を

理
解
せ
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
相
互
性
の
領
域
で
そ
れ
を
語
っ
て
し
ま

っ
た
か
を
証
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
不
適
切
に
も
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」

の
普
遍
化
可
能
性
を
考
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に

対
す
る
批
判
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
我
々
の
社
会
に
対
す
る
影
響
を
し
か
考
慮

し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
お
い
て
現
に
生
じ
て
い
る
倫
理
的

出
来
事
や
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
根
源
的
主
題
に
つ
い
て
は
何
ら
本
質
的
な
事
柄

が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
め
ぐ
っ
て
釈
明
を
強
い
ら
れ
る
の
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス

ト
」
の
運
営
者
た
ち
で
は
な
く
我
々
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」

に
よ
っ
て
審
問
さ
れ
る
側
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
も
し
我
々
が
自
己
弁
明
に
真
剣
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
捨
て
子
が

増
え
る
と
い
っ
た
批
判
な
ど
で
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
社
会

は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
登
場
に
よ
っ
て
そ
の
倫
理
的
妥
当
性
の
反
省
を
迫
ら
れ
、

我
々
の
社
会
の
再
編
成
と
再
構
成
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 



 
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト

．
．
．
．
．
．
．
」
が
我
々
の
社
会
に
適
っ
て
い
る
か

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
で
は
な
く
、
我
々
の
社

．
．
．
．

会
が
．
．
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト

．
．
．
．
．
．
．
」
に
適
っ
て
い
る
か

．
．
．
．
．
．
．
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
し
て
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
設
置
に
よ
っ
て
育
児
を
し

な
い
親
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
応
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
者
た
ち
な
の
で
は
な
く
我
々
の
方
な
の
で
あ
る
。 

  

四
―
二
―
二
〈
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
設
置
以
前
に
や
る
こ
と
が
あ
る
〉
と
い
う
批

判
は
可
能
な
の
か
？ 

 

ま
た
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
設
置
以
前
に
ほ
か
に
や
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
い
う

批
判
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
に
お
い
て
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
ま
ず
何

よ
り
も
赤
ん
坊
を
根
本
的
主
題
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
い

な
い
し
、
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
が
根
源
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
赤
ん
坊
と
は
何
で
あ
っ
た
か
？
赤
ん
坊
と
は
、
我
々
の
倫
理
的
な
る
も
の
が

終

的
に
帰
着
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
倫
理
そ
れ
自
体
の
証
言
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
か
ら
し
て
赤
ん
坊
へ
の
応
答
可
能
性
が
我
々
の
倫
理
的
現
象
の
可
能
性
を
規
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
人
類
は
間
引
き
、
中
絶
、
子
捨
て
な
ど
に
よ

っ
て
赤
ん
坊
へ
の
責
任
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
退
け
て
き
た
。
赤
ん
坊
へ
の
応
答
が
可

能
で
あ
る
一
方
で
、
時
と
し
て
我
々
が
赤
ん
坊
へ
の
責
任
を
放
棄
す
る
こ
と
の
可
能

性
は
我
々
が
目
を
背
け
て
は
な
ら
な
い
排
除
不
可
能
な
悪
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヨ

ナ
ス
も
認
め
て
い
る
（
41
）

。
だ
が
、
こ
の
地
上
で
人
類
が
今
な
お
存
続
し
て
い
る
事

実
が
決
定
的
な
敗
北
主
義
を
退
け
る
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
。
責
任
の
倫
理
学
は
、

か
つ
て
赤
ん
坊
に
対
し
て
責
任
を
引
き
受
け
た
人
が
い
た
と
い
う
倫
理
学
的
に
決
定

的
な
出
来
事
を
《
証
言
》
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
傾
向
性
に
対
し
て

あ
ま
り
に
無
防
備
な
ま
ま
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
赤
ん
坊
へ
の
責
任
と
し
て
の
「
赤
ち

ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
、
我
々
の
倫
理
的
可
能
性
の
確
か
な
《
証
言
》
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
根
源
と
し
て
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
数
あ
る
社
会
的
実
践
の

う
ち
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
我
々

が
通
常
使
う
意
味
で
の
「
慈
善
」
行
為
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
少
数
民
族
、
老
人
、

ホ
ー
ム
レ
ス
、
障
害
者
と
い
っ
た
抑
圧
さ
れ
て
い
る
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
配
慮
と

同
一
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
人
々
に
対
す
る
配
慮
と
し
て
の
「
慈
善
」

行
為
は
我
々
の
相
互
性
と
連
帯
性
に
お
い
て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
来
相

互
的
で
あ
る
人
々
が
、
自
分
の
相
互
的
な
資
格
を
我
々
の
多
数
に
お
い
て
主
張
で
き

な
い
こ
と
に
対
す
る
不
当
性
を
克
服
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
志
が
「
慈
善
」
を
支
え

て
い
る
。 

 

何
ら
か
の
理
由
で
不
利
な
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
人
に
対
し
て
支
援
の
手
を
差

し
伸
べ
、
我
々
の
相
互
性
と
連
帯
性
へ
と
引
き
戻
そ
う
と
す
る
配
慮
が
「
慈
善
」
行

為
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
赤
ん
坊
へ
の
配
慮
と
し
て
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の

実
践
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
の
で
は
な
い
（
42
）

。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」

の
設
置
以
前
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
「
赤
ち
ゃ

ん
ポ
ス
ト
」
を
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
た
ち
に
対
す
る
炊
き
出
し
と
い
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
と
同
列
に
不
適
切
に
も
置
い
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
に
為
さ
れ
る
も
の
に
過

ぎ
な
い
。
我
々
が
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
以
前
に
思
考
し
て
い
る
の
は
、
自
己
の
権

益
の
擁
護
と
利
害
調
整
を
目
的
と
し
た
単
な
る
形
式
上
の
ル
ー
ル
で
し
か
な
い
。

我
々
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
後
で
し
か
、
あ
る
い
は
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に

お
い
て
し
か
真
に
倫
理
的
な
事
柄
を
思
考
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
責
任
」
の
倫
理
学

か
ら
言
え
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

五 

総
括 

  

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
我
々
自
身
の
問
題
を
無
反
省
的
に
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」

に
背
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
着
想
は
、
赤
ん
坊
と
我
々
の
非
相
互
的
な
関
係
と
、
我
々

の
相
互
的
な
関
係
と
を
区
別
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
赤
ん
坊
へ
の
真
剣
な
取
り
組
み

と
し
て
の
責
任
の
倫
理
学
の
、
倫
理
学
一
般
に
対
す
る
根
源
性
を
、
我
々
の
相
互
性

に
お
い
て
理
念
的
に
追
及
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
普
遍
性
と
を
混
同
し
て
し
ま
っ



て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
き
て
い
る
。
も
っ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス

ト
」
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
の
批
判
は
、
倫
理
学
に
お
け
る
相
互
性
の
原
理
と
非
相
互

性
の
そ
れ
と
を
き
ち
ん
と
区
別
し
て
議
論
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
帰
結
し
て

い
る
。
非
相
互
的
に
「
責
任
」
的
に
し
か
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
「
赤
ち
ゃ
ん

ポ
ス
ト
」
を
、
不
適
切
に
も
、
相
互
性
の
倫
理
学
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
一
般
化
可
能

か
を
問
う
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
と
は
、
倫
理
的
な
出
来
事
が
開
始
さ
れ
た
決
定
的

な
瞬
間
で
あ
る
。
赤
ん
坊
へ
の
配
慮
と
し
て
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
実
践
は
、

倫
理
学
的
討
議
の
結
果
と
し
て
出
て
き
た
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
我
々
の
相
互
性

に
お
け
る
普
遍
主
義
的
思
考
に
基
づ
い
て
生
み
出
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
倫
理
学
的
反
省
の
総
体
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
立
ち
遅
れ
る
形
で
し
か
開

始
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
普
遍
化
さ
れ
る
こ
と
も
完
全
義
務
化
さ
れ
る
こ
と
で
き

な
い
し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
。
し
か
し
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
を
通
し

て
赤
ん
坊
へ
の
責
任
を
無
条
件
的
に
引
き
受
け
た
こ
と
が
で
き
た
人
の
存
在
は
、
倫

理
の
何
た
る
か
を
真
剣
に
問
う
我
々
を
も
告
発
さ
れ
る
側
に
追
い
遣
る
威
厳
を
醸
し

出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
赤
ん
坊
と
い
う
倫
理
学
に
お
け
る
普
遍
化
に
抗
す
る
残
余

に
先
駆
的
に
取
り
組
み
、
そ
し
て
赤
ん
坊
と
い
う
存
在
に
応
答
す
る
こ
と
の
で
き
た

者
の
「
愛
の
孤
独
な
決
断
（
43
）

」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

言
う
ま
で
も
な
く
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は
赤
ん
坊
を
救
う
こ
と
を
第
一
の
課
題

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
評
価
を

終
的
に
決
定
す
る
の

は
、
そ
れ
が
赤
ん
坊
の
要
請
に
ど
れ
だ
け
適
っ
て
い
る
か
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
が
故
に
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
者
た
ち
は
我
々
に
対
す
る
釈
明
を
義
務
付

け
ら
れ
て
い
な
い
。
い
や
、
そ
も
そ
も
で
き
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。
行
政
機
関

や
マ
ス
コ
ミ
が
彼
ら
か
ら
の
釈
明
を
要
求
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス

ト
」
の
出
来
事
を
倫
理
学
的
普
遍
性
と
一
般
性
と
に
お
い
て
、
そ
し
て
一
面
的
な
正

義
の
原
理
を
補
完
す
る
慈
善
の
行
為
と
し
て
理
解
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
観
点
に
立
て
ば
、
好
意
に
則
っ
た
行
い
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
社
会
に
与
え
る
影

響
を
配
慮
す
る
責
務
が
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
は

慈
善
（
好
意
）
の
原
理
よ
り
も
責
任
の
原
理
に
則
っ
た
行
い
で
あ
る
。「
赤
ち
ゃ
ん
ポ

ス
ト
」
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
内
部
化
し
よ
う
と
す
る
倫
理
学
的
反
省
の
試
み
は
挫

折
し
、
今
度
は
逆
に
そ
の
非
倫
理
性
を
告
発
さ
れ
る
側
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
特
異
性
が
、
時
と
し
て
人
々
に
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス

ト
」
は
、
そ
れ
が
結
果
的
に
社
会
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
影
響
に
対
し
て
配
慮
を
欠
き
、

無
責
任
で
あ
る
と
の
印
象
を
抱
か
せ
、
そ
し
て
苛
立
た
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
に
関
し
て
我
々
が
真
剣
に
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト

．
．
．
．
．
．
．
」
が
我
々
の
社
会
に
ど
れ
だ
け
適
っ
て
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

る
か
．
．
で
は
な
く
、
我
々
の
社
会
が

．
．
．
．
．
．
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト

．
．
．
．
．
．
．
」
に
ど
れ
だ
け
適
っ
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

か．
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
を
批
判
す
る
よ
り
も
前
に
、
「
赤

ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
と
と
も
に
自
分
た
ち
の
あ
り
方
を
反
省
し
、
改
革
し
て
い
け
る
社

会
は
健
全
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
匿
名
の
大
衆
社
会
が
倫
理
的
本
来

性
に
都
合
よ
く
目
覚
め
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
現
実
的
で
は
あ

り
え
な
い
。
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
運
営
に
携
わ
る
者
た
ち
は
、
自
ら
の
根
源
的
主

題
で
あ
る
赤
ん
坊
と
、
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
の
何
た
る
か
を
理
解
で
き
ず
に
苛
立
つ

一
般
大
衆
た
ち
の
間
で
こ
れ
か
ら
も
恐
ら
く
は
苦
悩
し
続
け
る
は
ず
で
あ
る
。 
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