
〈
書

評

『
は
じ
め
て
学
ぶ
生
命
倫
理は

誰
が
決
め
る
の
か
』

小
林
亜
津
子

「
い
の
ち
」

本
書
の
位
置
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「
生
命
倫
理
学
」
を
、
さ
し
あ
た
り
主
に
医
療
技
術
や
生
命
科
学
の
進

展
に
伴
う
諸
問
題
を
倫
理
学
的
に
考
察
す
る
領
域
の
こ
と
を
指
す
と
す
る

と
、
と
く
に
近
年
、
医
療
倫
理
も
含
め
て
関
連
す
る
入
門
書
や
教
科
書
は
、

シ
リ
ー
ズ
も
の
か
ら
新
書
サ
イ
ズ
の
も
の
ま
で
多
く
の
本
が
出
版
さ
れ
て

い
る
。
数
あ
る
生
命
倫
理
学
関
連
の
入
門
書
や
教
科
書
の
な
か
で
も
、
本

書
は
、
中
学
生
の
読
者
も
想
定
し
た
「
ち
く
ま
プ
リ
マ
l

新
書
」
の
一
冊

と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
予
備
知
識
の
な
い

読
者
を
視
野
に
入
れ
て
書
か
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
入
門
の
入
門
と
も
呼
べ

る
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
の
小
林
氏
も
「
は
じ

め
に
」
に
お
い
て
「
何
か
を
「
教
え
る
」
た
め
の
教
科
書
」
で
は
な
く
、

読
者
に
「
自
分
の
頭
を
使
っ
て
、
の
び
の
び
と
自
由
な
発
想
で
「
い
の
ち

筑
摩
書
房
、
二
O
一
一
年

堀

回

義

郎

太

の
決
定
」
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
た
め
の
「
場
」
を
提
供
」
S

す
る

と
い
う
執
筆
意
図
を
述
べ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
考
え
る
た
め
に
は
、
考
察
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
は
当
然

と
し
て
、
考
え
方
に
つ
い
て
も
一
定
の
知
識
と
理
解
が
必
要
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
入
門
書
の
一
つ
の
課
題
は
、
理
解
す
る
た
め
の
負
担
を
で
き

る
だ
け
軽
く
し
つ
つ
、
考
え
る
た
め
の
筋
道
を
つ
け
な
が
ら
、
問
題
の
構

造
を
広
く
深
く
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
分
か
り
ゃ
す
さ

の
追
求
と
情
報
の
質
量
の
担
保
は
一
般
に
ト
レ
ー
ド
オ
フ
関
係
に
な
り
が

ち
な
の
で
、
両
者
が
ど
の
く
ら
い
の
水
準
で
達
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う

点
が
入
門
書
の
一
つ
の
評
価
基
準
に
な
る
。

こ
の
観
点
か
ら
見
て
、
本
書
は
、
豊
富
な
素
材
を
駆
使
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
例
を
考
え
る
上
で
必
要
な
情
報
が
分
か
り
ゃ
す
く
提
示
さ
れ
て
お

り
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
高
い
水
準
で
達
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

各
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
ト
ピ
ッ
ク
に
即
し
て
、
敬
体
で
問
い
か
け
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る
文
体
で
展
開
さ
れ
、
初
学
者
の
読
者
で
も
ス
ム
ー
ズ
に
問
題
意
識
を
育

む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
論
述
は
一
貫
し
て
具
体
的
な
ケ

l

ス
に
即
し

た
形
で
進
め
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
原
則
を
紹
介
し
て
か
ら
個
々
の
ケ

ー
ス
に
適
用
す
る
と
い
っ
た
原
則
主
義
的
な
手
法
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
考
え
る
た
め
の
「
場
」
を
提
供
す
る
と
い
う
本
書
の
目
的
に
沿

っ
て
い
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ
よ
り
積
極
的
に
、
生
命
倫
理
（
学
）
に
対

す
る
著
者
自
身
の
見
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

生
命
倫
理
学
で
は
、
個
々
の
ケ
l

ス
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
際
の
「
判
断

の
枠
組
み
」
を
組
み
立
て
る
こ
と
自
体
が
課
題
に
な
っ
て
お
り
（
E
N
）
、

そ
の
議
論
は
、
専
門
家
だ
け
で
な
く
様
々
な
立
場
の
人
々
が
参
加
す
る

「
対
話
」
（5
0
）
と
い
う
性
質
を
も
っ
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

生
命
倫
理
学
（
あ
る
い
は
よ
り
一
般
に
倫
理
学
）
の
講
義
の
課
題
の
一
つ

は
、
個
々
の
聞
い
に
明
確
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
の
難
し
さ
と
興
味
深
き

を
、
聞
い
の
背
後
に
あ
る
問
題
の
構
造
に
分
け
入
り
な
が
ら
学
生
に
自
問

自
答
を
通
し
て
経
験
し
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
は

そ
の
た
め
の
入
り
口
と
し
て
最
適
な
教
材
の
一
つ
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、

ま
ず
本
舎
の
内
容
を
各
章
に
沿
っ
て
概
観
し
た
う
え
で
、
若
干
の
コ
メ
ン

ト
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

評書

本
書
の
概
要

ま
ず
、
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
「
生
命
倫
理
学
」
が
、
「
『
い
の
ち
」
を
、

誰
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
る
の
か
を
議
論
す
る
過
程
で
形
成
さ
れ
て

き
た
学
問
」
、
「
人
間
の
生
と
死
、
「
い
の
ち
」
の
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ

り
」
の
あ
い
だ
に
起
こ
る
さ
ま
さ
ま
な
問
題
と
向
き
合
う
学
問
」
と
し
て

広
く
規
定
さ
れ
る
（
昂
）
。
前
半
の
「
「
い
の
ち
』
を
誰
が
、
ど
の
よ
う
に

し
て
決
め
る
の
か
」
と
い
う
聞
い
は
、
副
題
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
本
書
全
体
を
貫
く
テ
l

マ
と
な
っ
て
お
り
、
七
つ
の
章
の
タ
イ
ト
ル
は

す
べ
て
「
：
：
：
は
誰
が
決
め
る
の
か
」
と
い
う
問
い
の
形
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
、
「
い
の
ち
の
「
終
わ
り
」
は
誰
が
決
め
る
の
か
」
で
は
、
激

痛
に
苛
ま
れ
た
末
期
が
ん
患
者
が
安
楽
死
を
依
頼
す
る
と
い
う
ケ
l

ス
が

扱
わ
れ
る
。
「
生
命
の
神
聖
性
」
（S
O
L

）
と
「
生
命
の
質
」
（Q
O
L

）

が
対
置
さ
れ
、
Q
O
L

を
重
視
す
る
価
値
観
が
漫
画
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ

ツ
ク
」
の
登
場
人
物
ド
ク
タ
ー
・
キ
リ
コ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
。
た
だ
、

キ
リ
コ
の
「
い
の
ち
が
助
か
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
台
詞
を

通
し
て
、
Q
O
L

重
視
の
価
値
観
は
必
ず
し
も
S
O
L

を
否
定
し
て
い
な

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
問
題
が
「
治
る
見
込
み
の
な
い
患

者
の
延
命
が
、
ほ
ん
と
う
に
患
者
の
幸
福
に
な
る
の
か
」
（
主
）
と
い
う

点
に
集
約
さ
れ
、
読
者
に
「
理
想
的
な
医
師
と
は
ど
ん
な
人
か
」
｜
｜
あ

く
ま
で
救
お
う
と
す
る
医
師
か
、
報
わ
れ
な
い
苦
し
み
か
ら
解
放
し
て
く

れ
る
医
師
か
ー
ー
と
い
う
問
い
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
の
「
子
ど
も
の
医
療
は
誰
が
決
め
る
の
か
」
で
は
、
「
お
と
な

に
近
い
子
ど
も
」
の
決
定
を
主
題
と
し
て
、
二
つ
の
対
照
的
な
結
末
を
迎

え
た
事
例
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
事
例
は
、
生
命
に
危
険
が
迫
っ

て
い
る
に
も
拘
ら
ず
治
療
を
拒
否
す
る
一
六
歳
の
少
女
を
両
親
が
訴
え
た

ケ
l

ス
で
あ
る
。
両
親
が
勝
訴
し
強
制
的
に
治
療
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
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り
、
親
子
関
係
は
破
綻
し
か
け
た
が
、
酷
い
状
態
で
運
ば
れ
て
き
た
拒
食

症
患
者
を
目
に
し
て
少
女
は
親
に
感
謝
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、

S

O
L

を
重
視
す
る
親
と
Q
O
L

を
重
視
す
る
子
が
対
立
し
、
最
終
的
に
は

親
の
決
定
の
妥
当
性
を
本
人
も
認
め
ら
れ
た
例
に
な
る
（
8
1
2
）
。
第
二

の
事
例
は
、
宗
教
的
理
由
で
翰
血
を
拒
否
し
た
一
五
歳
の
白
血
病
の
少
年

の
ケ
l

ス
で
あ
る
。
両
親
も
同
じ
理
由
で
輸
血
を
拒
否
し
て
い
た
た
め
、

病
院
が
裁
判
で
強
制
的
輸
血
を
勝
ち
取
っ
た
。
し
か
し
こ
の
少
年
は
、
治

療
拒
否
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
一
八
歳
を
迎
え
て
、
再
び
輸
血
を
拒
否
し

て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
一
五
歳
か
ら
一
八
歳
の
三
年
間
の
輸

血
（
強
制
的
な
治
療
）
が
本
当
に
本
人
の
た
め
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
が

問
わ
れ
た
ケ
！
ス
で
あ
る
。
一
八
歳
時
の
少
年
の
治
療
拒
否
が
本
心
か
ら

だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
本
人
の
決
定
権
を

取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
る
（
吋
ω
）
。

第
三
章
「
判
断
能
力
は
誰
が
決
め
る
の
か
」
は
、
治
療
を
拒
否
す
る
認

知
症
患
者
を
例
と
し
て
「
判
断
能
力
の
判
定
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
扱
わ
れ

る
。
著
者
は
、
判
断
能
力
の
判
定
（
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
評
価
）
は
「
生
命
倫

理
の
「
陰
の
主
役
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
重
要
な
概
念
」
（
∞
印
）
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
評
価
が
問
題
と
な
る
場
面
と
は
、
自
律
尊
重

と
「
患
者
の
最
善
の
利
益
を
図
る
」
と
い
う
「
相
容
れ
な
い
『
原
則
」
同

士
の
衝
突
が
発
生
し
て
い
る
場
面
」
で
あ
る
が
、
医
療
者
・
法
学
者
・
哲

学
者
の
あ
い
だ
で
「
一
致
し
た
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
の
基
準
」
は
存
在
し
な
い

（
勾i
g
。
著
者
は
五
つ
の
臨
床
的
基
準
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
「
リ
ス
ク

や
侵
襲
度
の
高
い
処
置
」
と
「
軽
微
な
処
置
の
場
合
」
で
は
「
コ
ン
ピ
テ
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ン
ス
の
判
定
基
準
」
を
変
え
る
と
い
う
考
え
方
を
紹
介
し
て
い
る
。
一
方

で
、
低
リ
ス
ク
で
高
メ
リ
ッ
ト
の
処
置
に
つ
い
て
は
「
治
療
拒
否
を
認
め

る
た
め
の
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
の
基
準
を
厳
し
く
」
し
、
他
方
、
高
リ
ス
ク
で

低
メ
リ
ッ
ト
の
処
置
に
つ
い
て
は
「
治
療
拒
否
の
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
」
を

低
く
設
定
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る

2
8
1ご
。
と
は
い
え
、
こ
の
考

え
方
に
つ
い
て
も
、
評
価
基
準
を
「
恋
意
的
に
厳
し
く
」
す
る
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
、
「
誰
が
尊
厳
を
そ
な
え
た
人
格
で
、
誰
が
そ
う
で
な
い
か
を

『
決
め
る
」
の
は
い
っ
た
い
誰
」
か
（5
N
）
、
と
い
う
聞
い
で
閉
じ
ら
れ

る
。第

四
章
以
降
は
、
決
定
に
よ
っ
て
「
い
の
ち
」
が
左
右
さ
れ
る
当
人
が

不
在
、
あ
る
い
は
本
人
の
意
思
が
明
確
に
分
か
ら
な
い
状
況
で
の
「
い
の

ち
」
の
判
断
・
選
択
問
題
が
扱
わ
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
第
四
章
の

「
い
の
ち
の
「
質
」
は
誰
が
決
め
る
の
か
」
は
、
「
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
ベ
ピ

l

」
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
こ
と
」
（
＝
ご
の
是
非
問
題
か
ら
、
人
工
授
精

一
般
に
議
論
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
と
く
に
重
視
す
る
の
は
子
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
で
あ
る
。
匿
名
で
行
わ
れ
る
現
在
の
人
工
授
精

に
つ
い
て
、
「
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
ド
ナ
ー
を
知
ら
な
い
で
い
る
こ

と
が
よ
い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
を
、
こ
れ
ま
で
誰
も
考
え
て
こ
な
か
っ

た
」
（Z
S

と
指
摘
さ
れ
、
最
後
に
、
亡
夫
の
冷
凍
精
子
を
用
い
て
子
を

つ
く
っ
た
事
例
に
つ
い
て
の
賛
否
両
論
が
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
「
冷
凍
庫

の
な
か
の
父
」
に
つ
い
て
子
ど
も
は
ど
う
思
う
の
か
、
と
関
わ
れ
て
い
る
。

(-
NH
) 第

五
章
か
ら
第
七
章
は
、
当
人
が
決
定
者
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
点
に
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加
え
て
、
優
先
さ
れ
る
べ
き
「
い
の
ち
」
と
は
ど
の
よ
う
な
「
い
の
ち
」

な
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
第
五
章

は
人
と
人
、
第
六
章
は
人
と
動
物
の
「
い
の
ち
」
の
選
択
問
題
が
、
第
七

章
は
胎
児
の
「
い
の
ち
」
と
妊
娠
し
た
女
性
の
「
自
己
決
定
」
の
ど
ち
ら

を
尊
重
す
る
か
と
い
う
選
択
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
第
五
章
「
双
子
の
生
死

は
誰
が
決
め
る
の
か
」
で
は
、
身
体
が
結
合
し
て
生
ま
れ
て
き
た
双
子

（
ジ
ヨ
デ
ィ
と
メ
ア
リ
）
の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
結
合
し
た
ま
ま
で

は
二
人
と
も
半
年
程
し
か
生
き
ら
れ
ず
、
メ
ア
リ
の
心
臓
や
肺
の
機
能
は

ジ
ヨ
デ
ィ
に
依
存
し
て
い
た
た
め
、
分
離
す
る
と
メ
ア
リ
は
確
実
に
死
ん

で
し
ま
う
が
ジ
ヨ
デ
ィ
は
長
く
生
き
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
状
況

だ
っ
た
。
両
親
は
分
離
手
術
に
同
意
で
き
な
か
っ
た
が
、
医
療
者
た
ち
が

裁
判
を
起
こ
し
て
手
術
が
最
終
的
に
認
め
ら
れ
た
。
予
想
通
り
、
メ
ア
リ

は
術
中
に
亡
く
な
っ
た
が
、
ジ
ヨ
デ
ィ
は
術
後
、
著
し
い
回
復
を
見
せ
成

長
し
た
。
著
者
は
さ
ら
に
、
一
方
の
子
に
「
頭
」
が
な
く
、
「
人
の
形
」

を
し
て
い
な
か
っ
た
ら
ど
う
か
と
問
う
。
イ
ン
ド
で
下
半
身
に
も
う
一
人

の
子
ど
も
が
つ
な
が
っ
て
お
り
、
手
足
が
八
本
あ
る
状
態
の
子
ど
も
が
生

ま
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
も
う
一
人
の
子
ど
も
に
は
手
足
と
胴
体
は
あ
っ
た

が
頭
が
な
か
っ
た
。
同
じ
く
分
離
手
術
が
検
討
さ
れ
た
が
、
切
り
離
さ
れ

る
子
ど
も
を
「
殺
す
」
と
い
う
考
え
は
誰
も
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

頭
が
あ
る
か
ど
う
か
が
「
人
間
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
と
っ
て
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
と
考
察

を
通
し
て
、
脳
が
機
能
す
る
か
ど
う
か
を
「
い
の
ち
の
優
先
順
位
」
の
判

断
基
準
に
す
る
こ
と
の
妥
当
性
へ
の
問
い
が
読
者
に
提
示
さ
れ
る
。

評書

第
六
章
「
い
の
ち
の
『
優
先
順
位
」
は
誰
が
決
め
る
の
か
」
で
は
、
動

物
と
人
間
の
「
い
の
ち
」
の
優
先
順
位
が
扱
わ
れ
る
。
著
者
は
、
動
物
と

人
間
を
身
体
的
特
徴
や
精
神
的
能
力
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

「
動
物
支
配
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
」
と
い
う
シ
ン
ガ
ー

の
「
種
差
別
」
批
判
の
説
得
力
を
認
め
た
上
で
、
種
差
別
が
「
根
拠
の
な

い
偏
見
」
で
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
を
や
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
い
を
提

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ン
ガ
ー
の
「
種
差
別
」
批
判
は
「
苦
痛
を
感
じ

る
か
」
「
自
己
意
識
を
も
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
能
力
に
基
づ
い
て
い
る

点
で
あ
る
種
の
「
能
力
主
義
」
で
あ
り
、
「
人
間
の
い
の
ち
を
軽
視
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
」
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
（
H
S
）
。

最
後
の
第
七
章
「
い
の
ち
の
「
始
ま
り
」
は
誰
が
決
め
る
の
か
」
で
扱

わ
れ
る
の
は
中
絶
で
あ
る
。
「
人
間
の
い
の
ち
の
『
始
ま
り
と
に
つ
い
て

の
複
数
の
基
準
が
解
説
さ
れ
、
問
い
が
提
起
さ
れ
る
が
、
と
く
に
中
絶
の

た
め
に
取
り
出
し
た
胎
児
が
生
き
て
い
た
ケ
l

ス
が
考
察
さ
れ
て
い
る
点

が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
ケ
l

ス
か
ら
、
中
絶
胎
児
が
生
き
た
ま
ま
取
り

出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
中
絶
」
の
意
味
が
変
わ
る
可
能
性
が
示
唆
さ

れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
「
胎
児
を
子
宮
か
ら
と
り
だ
す
こ
と
と
、
胎

児
を
殺
め
る
こ
と
と
は
、
同
時
に
起
こ
」
る
。
だ
が
、
「
生
存
胎
児
が
取

り
出
さ
れ
た
場
合
」
、
中
絶
は
「
子
宮
を
空
に
す
る
こ
と
」
に
は
な
る
が

「
胎
児
を
殺
め
る
こ
と
」
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
中
絶
は
「
必
ず

し
も
倫
理
的
に
悪
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
呂
町
）
。

著
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
し
か
し
実
際
に
胎
児
を
子
宮
か
ら
取
り
出

す
処
置
を
行
う
人
で
「
子
宮
を
空
に
し
た
だ
け
」
と
思
え
る
人
が
ど
れ
だ



け
い
る
の
か
、
と
問
う
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
中
絶
を
し
た
女
性
に
と
っ

て
、
「
お
腹
の
な
か
の
胎
児
は
、
自
分
の
か
ら
だ
の
一
部
（
臓
器
な
ど
）
で

は
な
く
、
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
『
い
の
ち
」
だ
っ
た
」
の
で
は
な
い
か

2
g
て
と
い
う
聞
い
で
終
え
ら
れ
る
。
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以
上
ご
く
概
略
的
に
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
内
容
を
確
認
し
て
き
た
。

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
個
別
具
体
的
な
事
例
か
ら
離
れ
る
こ

と
な
く
問
題
を
提
起
す
る
と
い
う
形
式
で
一
貫
し
て
お
り
、
著
者
自
身
の

積
極
的
な
評
価
や
判
断
は
差
し
控
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
自

身
の
考
え
方
は
、
扱
わ
れ
る
事
例
の
選
択
や
聞
い
の
接
続
の
方
向
性
に
示

唆
さ
れ
て
は
い
る
が
、
総
じ
て
慎
重
で
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
方
向
に
進
め

ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
講
義
や
ゼ
ミ
で
用
い
る
際
に
は
、
一
つ
ひ

と
つ
の
問
い
に
つ
い
て
、
と
く
に
著
者
が
意
図
的
に
設
け
た
と
い
う
「
余

白
」
（
吋
）
の
部
分
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
様
々
な
角
度
か
ら
考
察
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
、
評
者
自
身
「
対
話
」
の
一
参
加
者
と

し
て
、
著
者
に
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
内
容
を
含
む
こ
と
を
承

知
の
う
え
で
、
思
っ
た
こ
と
を
二
点
ほ
ど
述
べ
て
コ
メ
ン
ト
に
代
え
さ
せ

て
頂
き
た
い
。

本
書
を
貫
く
問
い
は
、
冒
頭
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
誰
が
、
ど
の

よ
う
に
し
て
決
め
る
の
か
」
（
岱
）
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
メ
イ
ン
に
据
え

ら
れ
る
の
は
「
誰
」
の
方
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
多
様
な
ケ
l

ス
を
読

者
に
分
か
り
ゃ
す
い
形
で
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
間
い

は
、
実
質
的
に
は
「
誰
が
決
め
る
の
が
〈
よ
い
〉
の
か
」
と
い
う
問
い
の

省
略
形
と
し
て
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
間
い
の
光
に
よ
っ
て
照
ら
し

出
さ
れ
る
部
分
は
大
き
い
。
し
か
し
同
時
に
、
光
が
強
い
ほ
ど
逆
に
影
に

な
る
部
分
も
気
に
な
っ
て
く
る
。

第
一
に
気
に
な
っ
た
こ
と
は
、
「
誰
」
に
関
す
る
問
い
は
、
果
た
し
て

根
本
的
な
問
い
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
く
に
「
誰
」
に
関

す
る
問
い
と
「
決
定
内
容
」
に
関
す
る
問
い
と
の
関
係
が
気
に
な
っ
た
。

両
者
が
い
ず
れ
も
「
よ
さ
」
に
関
わ
る
問
い
だ
と
し
て
、
「
誰
が
決
め
る

の
が
よ
い
の
か
」
と
「
ど
ん
な
内
容
の
決
定
が
よ
い
の
か
」
と
い
う
こ
つ

の
問
い
に
は
、
著
者
も
併
記
す
る
よ
う
に
た
し
か
に
重
な
る
部
分
も
あ
る
。

た
だ
そ
の
上
で
、
問
題
は
や
は
り
決
定
の
内
容
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
思
わ
れ
る
。

本
書
で
扱
わ
れ
る
事
例
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る

決
定
が
、
本
人
あ
る
い
は
誰
か
（
何
か
）
に
対
し
て
、
一
般
的
に
考
え
て

「
よ
い
」
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
有
害
な
結
果
を
も
た
ら
す

よ
う
な
ケ

i

ス
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
決
定
者
が
本
人
か
周
囲
か
も
含
め

て
、
決
定
内
容
と
そ
の
背
後
に
あ
る
諸
価
値
の
重
み
付
け
を
ス
ト
レ
ー
ト

に
問
題
に
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
本
人

の
決
定
を
斥
け
る
こ
と
の
コ
ス
ト
を
上
回
る
利
益
や
価
値
、
当
人
に
と
っ

て
の
長
期
的
利
益
や
周
囲
に
与
え
る
悪
影
響
の
回
避
等
を
ど
う
見
積
る
か
、

シ
』
。も

ち
ろ
ん
、
最
後
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
個
々
の
ケ
l

ス
に
閑
す
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る
具
体
的
な
結
論
に
つ
い
て
「
誰
に
と
っ
て
も
納
得
の
い
く
、
ク
リ
ア
な

答
え
」
（5
0
）
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
そ
れ
も
ま
た
、
決
定
内

容
に
関
す
る
不
一
致
の
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
背

後
に
あ
る
の
は
、
具
体
的
な
ケ
l

ス
に
関
す
る
個
々
の
価
値
（
あ
る
い
は

複
数
の
原
理
）
の
評
価
・
重
み
付
け
に
関
す
る
不
一
致
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
た
し
か
に
、
自
律
性
の
侵
害
や
肉
体
的
苦
痛
に
よ
る
コ
ス
ト
や
、
長

期
的
利
益
、
ま
た
周
囲
に
与
え
う
る
影
響
な
ど
を
具
体
的
に
ど
う
見
積
も

る
か
に
つ
い
て
、
誰
も
が
納
得
す
る
よ
う
な
基
準
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ

は
、
個
々
の
決
定
と
そ
の
背
後
に
あ
る
諸
価
値
の
重
み
付
け
や
諸
原
則
の

評
価
と
そ
の
理
由
を
め
ぐ
る
問
題
に
な
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

自
律
尊
重
の
価
値
（
あ
る
い
は
利
益
）
を
、
な
ぜ
そ
こ
ま
で
大
き
く
（
あ

る
い
は
小
さ
く
）
見
積
も
る
の
か
、
と
。

そ
し
て
、
気
に
な
っ
た
こ
と
の
こ
点
目
は
、
こ
う
し
た
諸
価
値
あ
る
い

は
諸
利
害
の
重
み
付
け
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
え
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

著
者
が
個
々
の
ケ
l

ス
に
対
す
る
評
価
や
判
断
を
控
え
て
フ
ァ
シ
リ
テ
！

タ

l

に
徹
す
る
こ
と
は
、
「
対
話
」
の
場
と
素
材
を
提
供
す
る
と
い
う
本

書
の
目
的
に
適
っ
て
い
る
。
た
だ
、
ハ
ー
ド
で
は
あ
る
が
具
体
的
な
事
例

を
扱
う
生
命
倫
理
学
の
領
域
は
、
具
体
的
な
ケ
l

ス
に
関
す
る
著
者
の
見

解
へ
の
疑
問
を
通
し
て
読
者
が
考
察
を
深
め
る
余
地
も
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

ま
た
、
評
者
と
し
て
は
、
と
く
に
、
著
者
自
身
の
立
場
が
問
い
の
接
続
の

方
向
性
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
箇
所
で
、
実
際
に
著
者
が
ど

う
考
え
て
い
る
の
か
が
気
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
素
直
な
感
想
で
あ
る
。

た
と
え
ば
第
三
車
で
の
、
治
療
の
リ
ス
ク
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
に
応
じ
て
コ
ン

評f年

ピ
テ
ン
ス
判
定
基
準
の
厳
格
さ
を
変
え
る
と
い
う
考
え
方
に
「
自
己
立
法

者
と
し
て
の
尊
厳
」
を
対
置
す
る
箇
所
で
は
（
－
c
o
l－
）
、
自
律
の
価
値
を

重
く
見
積
も
る
立
場
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

と
は
い
え
、
以
上
の
よ
う
な
点
は
お
そ
ら
く
著
者
に
と
っ
て
は
織
り
込

み
済
み
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
自
体
、
本
書
が
開
く
問
い
の
圏
内
に

あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
最
初
に
述
べ
た
よ

う
に
、
本
書
に
は
、
学
生
に
自
問
自
答
と
対
話
を
促
す
た
め
の
入
り
口
が
、

豊
富
な
実
例
と
印
象
的
な
素
材
を
多
用
し
て
各
所
に
聞
か
れ
て
お
り
、
今

後
、
と
く
に
一
般
教
養
の
生
命
倫
理
学
関
連
科
目
の
テ
キ
ス
ト
を
選
択
す

る
際
の
有
力
候
補
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

注（l
）
倫
理
学
の
入
門
書
や
教
科
骨
に
望
ま
れ
る
性
質
に
つ
い
て
は
、
本
誌

三
九
号
の
書
評
で
江
口
聡
氏
が
、
ハ
門
一
般
性
と
公
平
性
、
口
具
体
的

な
問
題
と
の
接
合
、
臼
関
連
す
る
諸
事
実
に
閲
す
る
デ
l
タ
の
盟
官

さ
と
正
確
さ
、
四
叙
述
の
平
明
さ
の
四
つ
に
ま
と
め
て
お
り
、
評
者

も
賛
成
す
る
。
こ
の
う
ち
口
の
具
体
的
な
問
題
の
接
合
を
、
読
者
の
理

解
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
四
と
と
も
に
分
か
り
ゃ
す
さ
の
一
要
素
と

考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
付
と
臼
を
ま
と
め
て
情
報
の
質
量
と
呼

べ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
課
題
に
な
る
と
言
え
る
。

生
命
倫
理
学
の
場
合
、
口
の
具
体
性
は
領
域
の
性
質
上
お
の
ず
か
ら
ク

リ
ア
さ
れ
る
が
、
他
方
、
情
報
の
質
量
が
課
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
ほ
っ
た
よ
し
た
ろ
う
・
東
京
理
科
大
学
）




