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《
書
評
》

生
命
倫
理
学
に
と

っ
て
《
事
例
》
と
は
何
か

|
『
意
味
と
医
療
ー
ヘ
ル
ス
ケ
ア
哲
学
読
本
』

Hilde L
i
n
d
e
m
a
n
n
 Nelson, J
a
m
e
s
 L
i
n
d
e
m
a
n
n
 Nelson (ed.) 

M
e
a
n
i
n
g
 a
n
d
 Medicine: A
 Reader in the Philosophy of Health Care 

Routledge, N.Y/London, 1
9
9
9
 

今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
医
療
•
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
化
や
医

療
技
術
の
発
展
と
と
も
に
、
多
く
の
哲
学
的
・
倫
理
的
問
題
が
提
起
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
哲
学
・
倫
理
学
を
含
む
諸
学
問
は
、
そ
こ
で
実
際
に

生
じ
て
い
る
様
々
な
困
惑
や
問
題
に
対
処
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
領
域
に
お
け
る
論
孜
を
多
様
な
観
点
か
ら
集
め
た
論
文
集
『
意
味
と

医
療
—
ー
ヘ
ル
ス
ケ
ア
哲
学
読
本
』
も
、
そ
の
要
求
に
対
す
る
―
つ
の
応

答
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
形
而
上
学
、
認
識
論
、
倫
理
学
、
社
会
哲
学
、

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
五
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
四

＼
七
編
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
が
書
評
の
対
象
と
す
る
の
は
、

セ
ク
シ
ョ
ン

m
（
倫
理
学
）
の
七
編
の
う
ち
五
編
の
論
文
で
あ
る
。

セ
ク
シ
ョ
ン

mは
生
命
倫
理
学
が
扱
う
問
題
に
直
接
重
な
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
分
野
で
お
決
ま
り
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
種
々
の
テ
ー
マ

（
例
え
ば
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
、
自
己
決
定
、
安
楽
死
・
尊

厳
死
、
脳
死
・
臓
器
移
植
、
人
工
妊
娠
中
絶
な
ど
）
を
網
羅
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
ま
た
ど
れ
か
―
つ
の
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る

を
読
む
—
|

の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
成
立
し
て
か
ら
二

0
年
以
上
に
な
る
生

命
倫
理
学
の
歴
史
的
な
展
開
を
意
識
し
、
そ
の
過
程
を
論
争
的
な
か
た
ち

で
映
し
出
す
よ
う
編
集
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
読

む
と
、
そ
の
過
程
は
、
現
実
の
事
柄
に
常
に
向
き
合
う
応
用
倫
理
学
と
し

て
の
生
命
倫
理
学
の
営
み
に
普
遍
的
に
横
た
わ
る
―
つ
の
問
題
を
軸
に
し

て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
《
事
例

g
se》
の
在
り

方
・
捉
え
方
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
に
焦
点
を
当
て
る
。

実
際
、
生
命
倫
理
学
は
、
現
実
の
医
療
現
場
で
生
ま
れ
た
諸
問
題
に
イ

ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
場
で
起
こ
っ
た
事
例
の

存
在
と
そ
れ
へ
の
対
応
な
く
し
て
は
学
自
体
が
成
り
立
た
な
い
。
生
命
倫

理
学
者
は
個
々
の
事
例
に
出
会
い
、
そ
こ
に
あ
る
倫
理
的
な
困
惑
や
問
題

を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
直
接
に
は
出
会
わ
な
い
ま
で
も
、
様
々
な

事
例
を
読
み
、
そ
れ
を
介
し
て
問
題
へ
の
対
処
の
仕
方
を
考
え
た
り
、
さ

ら
に
生
命
倫
理
学
に
関
す
る
理
論
を
提
案
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
事
例

は
、
生
命
倫
理
学
の
営
み
に
寄
与
す
る
単
な
る
素
材
と
い
う
に
は
、
そ
れ

堀

江

剛
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⑤
 

④
 

③
 

②
 

①
 

自
身
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
様
相
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
個
々
の
事
例

と
一
般
的
な
倫
理
的
・
道
徳
的
原
則
と
の
関
係
‘
―
つ
の
事
例
が
含
ん
で

い
る
複
雑
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
、
ま
た
事
例
を
事
例
と
し
て
捉
え
る
仕
方
や

バ
イ
ア
ス
の
存
在
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
生
命
倫
理
学
の
根
幹
に
触
れ
る

も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
十
分
に
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
一
連
の
論
文
を
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。
カ
ッ

コ
内
は
初
出
の
年
を
示
し
て
い
る
。

S
t
e
p
h
e
n
 T
o
u
l
m
i
n
,
 
How M
e
d
翌
箋
S
ミ
器
d
the Life o
f
 Ethics, p. 

121'132. 
(1982) 

J
o
h
n
 D
.
 A
r
r
a
s
,
 G
e
t
t
i
n
g
 D
o
w
n
 to 
C
a
s
e
s
:
 T
h
e
 R
e
v
i
v
a
l
 o
f
 

Q
且
stry
in Bioethics, p. 
1
3
3
 ,
 
146. 
(1991) 

T
o
m
 L. 
B
e
a
u
c
h
a
m
p
,
 T
h
e
 "
F
o
u
r
 ,
 
Principles'ご

A
p
p
r
o
a
c
h
,
p. 

1
4
7
 ,
 
155. 
(1994) 

D
a
v
i
d
 D
e
G
r
a
z
i
a
,
 M
o
v
i
n
g
 F
o
r
w
a
r
d
 in Bioethical T
h
e
o
r
y
:
 

Theories, 
Cases, 
a
n
d
 Specified P
r
i
n
c
i
p
l
i
s
m
,
 p. 
1
6
7
'
1
8
5
.
 

(1992) 

T
o
d
 C
h
a
m
b
e
r
s
,
 F
r
o
m
 the Ethicist's P
o
i
n
t
 o
f
 V
i
e
葵

T
h
e

L
i
t
e
r
§
N且ture
o
f
 Ethical lnq与
ゞ
p
.
1
8
6,
 
198. 
(1996) 

①
論
文
は
、
生
命
倫
理
学
に
お
け
る
「
決
疑
論

gsuistry
」
の
重
要
性

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
決
疑
論
と
は
、
本
来
キ
リ
ス
ト
教
の
細
か
な
教

義
に
お
け
る
違
反
や
告
白
の
問
題
を
個
々
の
事
例
に
応
じ
て
対
処
す
る
た

め
に
、
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
発
展
し
た
宗
教
・
道
徳
上
の
判
定

技
術
を
意
味
す
る
。
著
者
で
あ
る
S
.
T
o
u
h
n
i
n
は
、
生
命
倫
理
に
お
け
る

実
際
の
事
例
判
定
の
経
験
か
ら
、
事
例
に
対
し
て
一
般
的
な
道
徳
規
範
を

適
用
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
―
つ
の
事
例
に
詳
し
く
踏
み
込
み
、
そ
こ
か

ら
、
当
の
問
題
の
解
決
を
試
み
る
方
法
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

し
て
こ
う
し
た
立
場
を
「
新
し
い
決
疑
論
」
と
呼
ん
だ
。
生
命
倫
理
学
に

お
け
る
こ
の
流
れ
を
、
伝
統
的
な
決
疑
論
と
区
別
し
て
こ
こ
で
は
〈
事
例

主
義
〉
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

S. T
o
u
l
旦
n
は
ま
た
、
自
ら
の
立
場
を
二

0
世
紀
の
英
語
圏
に
お
け
る

倫
理
学
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
位
置
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二

0
世
紀

前
半
に
は
倫
理
命
題
を
言
語
分
析
的
手
法
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
「
メ
タ

倫
理
学
」
が
主
流
を
成
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
現
実
生
活
に
お
け
る
道

徳
・
倫
理
の
問
題
に
向
か
わ
ず
、
む
し
ろ
抽
象
的
な
命
題
分
析
の
技
術
論

に
終
始
し
て
い
た
。
し
か
し
六
0
年
代
に
な
っ
て
医
療
の
領
域
で
様
々
な

倫
理
問
題
が
現
実
の
訴
え
と
し
て
提
起
さ
れ
出
し
、
倫
理
学
は
そ
れ
に
向

か
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
つ
ま
り
論
文
の
題
名
が
示
す
よ
う
に
、

「
い
か
に
し
て
医
療
は
倫
理
学
の
生
命
を
救
っ
た
か
」
と
い
う
脈
絡
で
生

事
例
主
義
と
原
則
主
義
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命
倫
理
学
を
捉
え
、
そ
の
命
の
源
泉
と
し
て
の
《
事
例
》
に
足
場
を
置
こ

う
と
す
る
。

だ
が
倫
理
学
に
お
け
る
こ
う
し
た
転
換
に
よ
っ
て
、
事
例
主
義
が
そ
の

ま
ま
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
生
命
倫

理
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
な
道
徳
理
論
を
具
体
的
な
事
例
へ
と

ど
の
よ
う
に
無
理
な
く
応
用
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
課
題
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
課
題
の
中
で
最
初
に
確
立
さ
れ
、
今
日
で
も
絶
大
な
影

響
力
を
持
っ
て
い
る
方
法
が
、
③
論
文
の
著
者
T
.
L. 
B
e
a
u
c
h
a
m
p
が
J
.

F. 
Childress
と
と
も
に
七

0
年
代
終
わ
り
に
打
ち
出
し
た
〈
原
則
主
義

priciplism
〉
で
あ
る
（
③
論
文
は
一
九
九
四
年
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ

の
立
場
が
体
系
的
に
示
さ
れ
た
の
は
両
者
の
共
著
―
'Principles
of 

Biomedical 
Ethics", 1979. に
お
い
て
で
あ
る
）
。
原
則
主
義
と
は
、
す
で

に
確
立
さ
れ
て
い
る
古
典
的
な
道
徳
理
論
・
倫
理
概
念
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を

諸
原
則
principles
と
し
て
抽
出
し
（
す
な
わ
ち
、
仁
恵
beneficence
・無

危
害
n
o
n
m
a
l
e
f
i
c
e
n
c
e
•

自
律
尊
重
r
e
s
p
e
c
t
of a
u
t
o
n
o
m
y
・
 
正
義

justice
の
四
原
則
）
、
そ
れ
ら
の
原
則
を
事
例
に
適
用
す
る
こ
と
、
ま
た

―
つ
の
事
例
で
二
つ
以
上
の
原
則
が
競
合
す
る
場
合
に
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス

を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
倫
理
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
立

場
で
あ
る
。

事
例
主
義
は
、
こ
の
原
則
主
義
に
よ
る
問
題
解
決
が
実
際
に
は
う
ま
く

行
か
な
い
と
い
う
経
験
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
複
雑

な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
含
む
事
例
に
対
し
て
、
そ
れ
を
数
少
な
い
原
則
に
よ

っ
て
解
釈
し
問
題
解
決
を
試
み
る
の
で
は
な
く
‘
―
つ
の
事
例
が
固
有
に

持
っ
て
い
る
道
徳
的
な
根
拠
づ
け
m
o
r
a
l
r
e
a
s
o
n
i
n
g
に
注
意
を
払
う
こ

と
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
種
々
の
根
拠
づ
け
方
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
い
て

他
の
事
例
に
向
か
う
こ
と
、
そ
し
て
事
例
に
お
け
る
問
題
解
決
方
法
の
多

義
性
を
常
に
認
め
る
こ
と
、
な
ど
を
指
針
に
す
る
。
し
か
し
原
則
主
義
か

ら
の
批
判
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
な
っ
た
状
況
の
中
で
も
何
ら
か
の
一

貰
性
を
失
わ
な
い
根
拠
づ
け
が
道
徳
的
根
拠
づ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

を
個
々
の
事
例
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
示
せ
な
け
れ
ば
倫
理
学
と
呼
べ

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
事
例
主
義
も
原
則
主
義
も
、

そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
が
あ
る
よ
う
だ
。

そ
れ
ぞ
れ
の
改
良
案

こ
の
よ
う
に
七

0
年
代
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
、
原
則
主
義
・
事
例

主
義
の
二
つ
の
立
場
が
登
場
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
立
場
を
批
判

的
に
検
討
・
改
良
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
九

0
年
代
始
め
に
現
れ
る
。

②
•
④
論
文
が
そ
れ
に
当
た
る
。

②
論
文
の
著
者
J
•D.Arras
に
よ
れ
ば
、
事
例
主
義
の
積
極
的
な
点
は
、

道
徳
的
な
原
則
を
外
か
ら
適
用
す
る
の
で
は
な
く
事
例
の
内
か
ら
「
発
見
」

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
見
通
し
の
つ
か
な
い
曖
昧
な
状
況

に
あ
る
限
り
で
、
と
り
あ
え
ず
分
節
化
さ
れ
・
誘
導
さ
れ
・
使
用
さ
れ
る

よ
う
な
、
そ
し
て
時
に
は
何
ら
か
の
決
定
を
控
え
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
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道
徳
的
な
判
断
acco
目
ts
の
自
然
な
在
り
方
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
。
実

際
こ
の
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
け
る
倫
理
的
な

反
応
や
そ
の
反
省
の
プ
ロ
セ
ス
に
無
理
な
く
一
致
す
る
。
ま
た
事
例
主
義

は
、
原
則
王
義
の
よ
う
に
何
ら
か
の
倫
理
的
な
「
教
示
恒
i
gn
e
e
」
を
目

指
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
た
ち
の
日
々
の
倫
理
的
判
断
の
「
冗
長
性

red
目
音
c
y」
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
消
極
的
な
点
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
事
例
主
義
は
、
事
例
を
扱
う

と
き
の
「
観
点
の
選
択
」
に
対
し
て
無
反
省
で
あ
る
と
い
う
。
事
例
主
義

者
は
、
事
例
の
中
に
あ
る
道
徳
的
な
問
題
を
「
い
か
に
し
て
選
択
し
た
か
」

を
間
わ
な
い
。
道
徳
的
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
選
択
方
法
そ
れ
自
身
が
道
徳
的

な
偏
り
を
持
っ
て
い
る
（
こ
う
し
た
こ
と
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
し
ば
し
ば

指
摘
す
る
）
と
す
れ
ば
、
事
例
主
義
は
そ
の
問
題
を
無
視
ま
た
は
隠
蔽
す

る
。
さ
ら
に
「
選
択
の
観
点
」
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
種
々
の
事
例

を
比
較
検
討
・
考
察
す
る
た
め
の
「
関
連
性
の
原
則

principles
of 

relevance
」
が
提
示
さ
れ
な
い
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
的
に
重
要
だ
と

考
え
ら
れ
る
一
般
的
な
倫
理
問
題
を
取
り
扱
う
と
き
、
事
例
主
義
が
そ
れ

を
明
確
に
判
定
で
き
な
い
と
も
言
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら

J
•D. Arras
は
、
事
例
主
義
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
そ

の
「
限
界
を
心
に
留
め
る
べ
き
」
だ
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
事
例
主
義
は
、

「
観
点
の
選
択
」
や
「
関
連
性
の
原
則
」
を
可
能
に
し
て
い
る
よ
う
な
社

会
的
文
脈
に
対
し
て
自
覚
的
・
批
判
的
で
あ
る
よ
う
心
が
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
生
命
倫
理
学
に
お
け
る
「
事
例
に
降
り
・
注

と
い
う
相
反
す
る
道
徳
的
な
規
範
に
遭
遇
し
う
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
道

(b) (a) 
意
を
払
う
G

g
ing d
o
w
n
 to 
g
 
ses
」
と
い
ヽ
つ
事
例
主
義
の
態
度
が
生
か

さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

他
方
④
論
文
で
は
、
原
則
主
義
か
ら
の
改
良
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

著
者
D
•
D
e
G
r
a
z
i
a
は
、
原
則
主
義
に
お
い
て
一
般
原
則
と
個
別
事
例
と

の
間
に
あ
る
「
様
々
に
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
の
規
範
の
関
係
」
、
あ
る
い
は

原
則
の
演
繹
的
な
誘
導
．
接
続
に
は
「
還
元
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
規
範
の

関
係
」
が
十
分
記
述
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

不
十
分
で
あ
る
分
、
事
例
に
お
け
る
問
題
が
、
競
合
す
る
原
則
の
間
の

「
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
」
と
し
て
抽
象
的
な
い
し
直
観
的
に
し
か
解
決
さ
れ
な

い
と
い
う
。
そ
こ
で
著
者
は
、
単
に
原
則
を
事
例
に
「
適
用
す
る
apply
」

の
で
は
な
く
、
原
則
と
事
例
の
間
に
横
た
わ
る
諸
規
範
を
事
例
に
応
じ
て

「
特
殊
化
す
る
specify
」
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

例
え
ば
、
あ
る
弁
護
士
が
レ
イ
プ
事
件
の
加
害
者
を
弁
護
す
る
た
め
レ

イ
プ
の
被
害
者
の
性
生
活
に
関
す
る
尋
問
を
行
う
、
と
い
う
事
例
が
あ
る

と
す
る
。
単
純
に
考
え
て
こ
の
場
合
、
弁
護
士
は
、

法
律
に
関
係
す
る
限
り
で
、
顧
客
の
利
害
を
追
求
す
べ
き
で
あ

る
（
尋
問
を
行
う
べ
き
で
あ
る
）

人
の
世
間
的
な
評
判
や
人
格
を
故
意
に
お
と
し
め
る
べ
き
で
な

い
（
尋
問
を
行
う
べ
き
で
な
い
）
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(d) 
徳
原
則
（
こ
の
事
例
で
は
①
が
仁
恵
と
正
義
、
⑯
が
自
律
尊
重
の
原
則
に

従
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）
の
抽
象
的
な
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
考
量
に
よ
っ

て
、
無
理
な
く
解
決
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う

な
規
範
の
特
殊
化
S

百
且
8
tion
を
行
う
。

で
あ
る

そ
の
被
害
者
の
世
間
的
な
評
判
や
人
格
を
故
意
に
お
と
し
め
る

べ
き
で
な
い

こ
の
よ
う
に
規
範
を
「
（
事
例
に
合
わ
せ
て
）
仕
立
て
る
巨
lor」
こ
と
に

よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
最
初
の
抽
象
的
な
葛
藤
は
緩
和
さ
れ
、
む
し
ろ
二

つ
の
規
範
は
「
相
互
に
助
け
合
う
」
か
た
ち
で
事
例
の
理
解
と
解
決
に
貢

献
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
今
の
例
は
極
め
て
単
純
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
場

合
に
は
、
個
々
の
事
例
に
応
じ
て
様
々
な
規
範
の
レ
ベ
ル
で
の
仕
立
て
11

特
殊
化
が
な
さ
れ
う
る
。
こ
こ
で
「
原
則
は
、
特
殊
化
を
通
し
て
よ
り
特

殊
な
規
範
に
枝
分
か
れ
し
、
特
殊
な
事
例
に
関
す
る
判
断
に
ま
で
降
り
て

く
る
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
目
指
さ
れ
る
の
は
、
倫
理
的
判
断
の
「
一

貫
性
・
相
互
適
応

c
o
h
e
r
e
n
c
e
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
合
理
的
で
受
容

可
能
な
評
定
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
特
殊
化
に
よ
る
原
則
主
義
specified

principlism
」
は
、
事
例
主
義
の
柔
軟
性
を
取
り
入
れ
つ
つ
原
則
王
義
に

団
法
律
と
倫
理
に
関
す
る
限
り
で
、
顧
客
の
利
害
を
追
求
す
べ
き

こ
れ
ま
で
の
論
文
を
見
る
限
り
、
《
事
例
》
は
生
命
倫
理
学
が
取
り
扱

い
う
る
現
実
の
対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
事
例
か
ら
い
か

に
豊
か
な
成
果
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
事
例
主
義
）
、
あ
る
い

は
事
例
に
い
か
に
細
や
か
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
（
原
則
主
義
。

通
常
の
原
則
主
義
で
も
、
抽
象
的
な
道
徳
理
論
の
適
用
に
比
べ
、
は
る
か

に
現
実
（
事
例
）
に
近
づ
い
た
適
用
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
自
負
を

持
っ
て
い
る
。
）
と
い
う
こ
と
が
問
題
の
全
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
命

倫
理
学
に
と
っ
て
《
事
例
》
は
素
朴
な
現
実
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
な

の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
提
起
す
る
の
が
⑤
論
文
で
あ
る
。

著
者
T.
C
h
a
m
b
e
r
s
は
、
生
命
倫
理
学
者
が
報
告
す
る
事
例
の
「
語
り

narrative
」
に
着
目
し
、
そ
の
中
で
事
例
が
ど
の
よ
う
に
「
構
成
さ
れ

constructed
」
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
。
そ
こ
で
事
例
は
、
与
え
ら
れ

た
現
実
と
し
て
で
は
な
く
、
す
で
に
何
ら
か
の
観
点
を
含
ん
だ
語
り
を
通

じ
て
生
産
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
生
命
倫
理
学
に
お
け
る
数

多
く
の
事
例
集
を
資
料
に
し
な
が
ら
、
著
者
は
三
つ
の
タ
イ
プ
の
「
語
り
」

方
を
分
類
し
て
い
る
。

第
一
に
、
ち
ょ
う
ど
医
師
が
患
者
を
診
る
か
の
よ
う
に
倫
理
学
者
が
事

例
を
語
る
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
問
題
を
抱
え
た
人
」
の
姿
が
「
公

構
成
さ
れ
た
語
り
と
し
て
の
事
例

お
け
る
「
教
示
」
の
性
格
を
保
持
す
る
と
い
う
。
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平
で
科
学
的
な
観
察
者
」
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
、
そ
こ
に
道
徳
原
則
や
そ

の
バ
ラ
ン
ス
の
適
用
と
い
っ
た
道
徳
的
な
問
題
解
決
が
試
み
ら
れ
る
と
い

う
図
式
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
医
学
・
心
理
学
的
な
診
療

の
特
徴
を
真
似
た
も
の
で
あ
り
、
生
命
倫
理
学
者
は
こ
う
し
て
臨
床
家
の

観
点
と
同
時
に
「
臨
床
家
の
権
威
」
を
事
例
の
構
成
の
中
で
再
生
産
し
て

い
る
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
か
も
臨
床
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
い

な
い
倫
理
学
者
が
、
こ
の
種
の
語
り
を
よ
く
や
る
と
い
う
。

第
二
に
、
徹
底
し
て
「
事
実
臣
cts
」
だ
け
を
、
ま
る
で
「
す
べ
て
の
出

来
事
を
観
察
し
た
」
か
の
よ
う
に
（
実
際
に
は
そ
れ
は
不
可
能
な
の
だ
が
）

語
る
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
倫
理
学
者
11

観
察
者
は
語
り
の
中
に
全

く
姿
を
現
さ
ず
、
当
事
者
の
内
面
的
な
思
考
•
感
情
も
排
除
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
語
り
は
、
事
例
に
含
ま
れ
る
文
脈
性
や
価
値
の
重
層
性
を
無

視
す
る
一
方
で
、
様
々
に
異
な
る
価
値
判
断
の
多
様
性
を
広
く
承
認
す
る

「
多
文
化
主
義
的
pluralistic」
な
観
点
を
再
生
産
す
る
。
つ
ま
り
「
事
実
」

と
し
て
の
事
例
と
と
も
に
、
そ
こ
に
加
え
ら
れ
う
る
価
値
判
断
の
可
能
性

が
完
全
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
見
せ
か
け
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
倫
理
学
者
が
一
人
称
で
、
つ
ま
り
彼
／
彼
女
が
事
例
に
コ
ミ

ッ
ト
し
て
い
る
個
人
的
な
観
点
か
ら
語
る
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一

つ
の
事
例
が
全
く
特
殊
な
出
会
い
と
し
て
倫
理
学
者
の
「
内
面
」
か
ら
構

成
さ
れ
る
と
同
時
に
、
当
事
者
の
「
内
面
」
に
触
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な

効
果
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る
倫
理
問
題
は
、

抽
象
的
な
道
徳
的
根
拠
づ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
〈
他
者
〉
へ
の
応
答

四
お
わ
り
に

r
e
s
p
o
n
s
e
 to a
n
 "
O
t
h
e
r
"
」
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

「
倫
理
的
な
も
の
」
を
、
こ
の
種
の
語
り
は
提
起
し
再
生
産
し
て
い
る
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
「
語
り
」
に
お
い
て
ど
れ
が
生
命
倫
理
学
に
と
っ
て
望

ま
し
い
の
か
、
あ
る
い
は
よ
り
有
効
な
新
し
い
「
語
り
」
が
可
能
な
の
か
、

著
者
は
何
も
言
わ
な
い
（
少
し
だ
け
最
後
の
語
り
方
に
好
意
を
持
っ
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
る
が
）
。
む
し
ろ
、
事
例
の
中
に
は
必
ず
、
語
り
に
お

い
て
構
成
さ
れ
る
「
あ
る
世
界
の
見
方
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の

よ
う
な
語
り
の
「
幾
つ
か
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
あ
る
」
こ
と
、
こ
れ
を
指
摘

す
る
に
止
め
て
い
る
。

さ
て
、
い
っ
た
い
生
命
倫
理
学
に
と
っ
て
《
事
例
》
と
は
何
か
。
抽
象

的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
生
命
倫
理
学
に
現
実
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
続

け
て
い
る
活
力
で
あ
り
、
理
論
的
な
解
析
の
前
に
立
ち
は
だ
か
り
続
け
る

対
象
で
あ
り
、
生
命
倫
理
学
自
ら
が
構
成
し
続
け
て
い
る
産
物
で
あ
る
。

そ
う
し
た
事
例
の
ト
ー
タ
ル
な
在
り
方
が
、
生
命
倫
理
学
の
歴
史
的
な
展

開
の
中
で
あ
ら
わ
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
倫
理
学
者
が
日
々
の
仕
事
の
中
で

相
手
に
し
て
い
る
個
々
の
事
例
•
個
々
の
倫
理
問
題
、
そ
れ
と
の
恐
ら
く

泥
沼
の
よ
う
な
格
闘
か
ら
少
し
距
離
を
と
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
「
生
命

倫
理
学
11

事
例
の
再
生
産
」
と
い
う
体
制
が
見
え
て
く
る
。
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常
に
気
に
な
っ
た
。

ほ
り
え
つ
よ
し

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
倫
理
学
者
が
個
々
の
事
例

に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
解
決
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
ま
た
、
事
例
主
義
や
原
則
王
義
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
改
良

が
、
事
例
一
般
に
お
け
る
「
構
成
」
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の

か
も
、
こ
こ
で
は
ま
だ
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、

こ
こ
で
取
り
扱
っ
た
一
連
の
論
文
か
ら
、
次
の
こ
と
は
明
確
に
な
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
学
者
が
一
定
の
仕
方
で
事
例
に
向
か

う
時
、
そ
こ
に
常
に
別
様
の
向
か
い
方
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

事
例
に
お
け
る
別
様
の
「
構
成
」
の
仕
方
（
そ
れ
は
未
知
の
も
の
も
含
む
）

が
存
在
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

別
様
の
•
未
知
の
可
能
性
を
含
む
も
の
と
し
て
、
（
生
命
）
倫
理
学
に
と

っ
て
の
《
事
例
》
は
存
在
し
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
（
な
い
し

英
語
圏
）
で
の
豊
富
な
事
例
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
事

例
の
「
生
産
体
制
」
が
す
で
に
確
立
し
て
い
る
場
所
で
の
問
題
の
展
開
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
体
制
が
十
分
に
確
立
し
て
い
る
と
は
い
え

な
い
日
本
の
よ
う
な
場
所
で
、
事
例
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
う
る

の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
事
例
が
事
例
と
し
て
表
に
出
に
く
い
よ
う
な

前
提
や
体
制
が
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
で
倫
理
学
は
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
論
文
を
読
み
進
め
な
が
ら
、
私
は
こ
れ
が

臨
床
哲
学
・
博
士
後
期
課
程
）
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