
〈
公
募
論
文
〉

類
推
と
道
徳
科
学

｜
｜

J

・
S

・
ミ
ル
に
お
け
る
他
者
の
心
の
論
証
に
つ
い
て
ー
ー
ー

は
じ
め
に
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私
が
心
を
も
つ
よ
う
に
、
他
者
も
心
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
も
し
他
者

が
心
を
も
つ
の
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
私
は
そ
れ
を
知
る
の
か
。
こ

の
よ
う
な
所
調
「
他
我
問
題
」
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
常
に
重
要
な
哲

学
的
難
問
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
『
功
利
主
義
論
」
や

「
自
由
論
」
の
著
者
と
し
て
名
高
い
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ユ
アl
ト
・
ミ
ル
も

ま
た
「
他
者
の
心
が
実
在
す
る
こ
と
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
知
る
の

か
？
」
と
い
う
問
い
に
応
答
を
試
み
た
哲
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
彼
が

「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
卿
の
哲
学
の
検
討
」
（
以
下
「
検
討
」
）
で
お

こ
な
っ
た
他
者
の
心
の
論
証
は
、
「
類
比
か
ら
の
論
証
（
R
m
c
g
g
二
『
。
ョ

自
己
o
司
こ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

岡

本

平

’慎

し
か
し
残
念
な
が
ら
こ
の
論
証
は
非
常
に
弱
い
推
論
で
あ
り
、
ほ
と
ん

ど
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
一
般
に
ミ
ル
が
お
こ
な

っ
た
こ
の
論
証
は
、
〈
自
己
の
身
体
と
他
者
の
身
体
と
の
類
似
か
ら
、
自

分
に
心
が
あ
る
の
な
か
ら
、
他
者
に
も
心
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
〉
と
結
論

付
け
る
推
論
だ
と
理
解
さ
れ
、

H

・

J

・
マ
ク
ロ
ス
キ
l

、
ジ
ョ
ン
・
ス

コ
ラ
プ
ス
キ
、
ア
ン
デ
ィ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
ら
多
く
の
解
釈
者
も
こ
う
し
た

解
釈
を
引
継
ぎ
、
こ
の
間
い
に
対
す
る
ミ
ル
の
論
証
に
あ
ま
り
高
い
評
価

を
与
え
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
や
ジ
ャ
ニ

ス
・
ト
マ
ス
は
、
あ
く
ま
で
類
推
で
は
あ
っ
て
も
ミ
ル
の
論
証
は
心
の
因

果
性
に
基
づ
い
た
議
論
で
あ
り
、
上
述
の
「
単
な
る
弱
い
類
推
」
だ
と
い

(3
) 

う
解
釈
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
だ
が
ど
ち
ら
の
論
者
も
こ
れ
が
他

我
問
題
へ
の
応
答
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
た
め
、
ミ
ル
の
倫
理
学
の
全

体
像
の
中
で
こ
の
論
証
が
果
た
す
合
意
を
見
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
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れ
る
。
と
い
う
の
も
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
彼
が
類
推
に
与
え
て
い
る
役

割
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
論
証
そ
れ
自
体
は
真
理
の
探
究
で
は
な
く
、
何

ら
か
の
科
学
を
推
進
す
る
た
め
の
作
業
仮
説
の
導
出
と
み
な
さ
れ
る
べ
き

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
ミ
ル
の
倫
理

学
に
お
け
る
科
学
の
役
割
を
強
調
す
る
近
年
の
多
く
の
論
者
の
解
釈
で
も
、

な
ぜ
彼
は
道
徳
科
学
を
構
想
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
の
か
と

い
う
問
い
へ
の
答
え
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
ミ
ル
の
論
証
を
他
の
論
者
の
批
判
か
ら

擁
護
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ミ
ル
の
論
証
し
た
「
他
者
の
心
」
と
そ
の
合

意
が
、
彼
の
哲
学
体
系
の
中
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ミ
ル
の
道
徳
科
学
が
抱
え
る
一
種
の
「
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
」
を
埋
め
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

公募論文

類
推
の
役
割

ま
ず
ミ
ル
が
「
類
推
（
g
m
－o
句
）
」
と
い
う
推
論
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。

「
論
理
学
体
系
」
第
三
筋
第
二
十
章
「
類
推
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
ミ
ル

は
、
類
推
を
「
本
質
的
に
は
帰
納
的
だ
と
み
な
さ
れ
る
が
、
完
全
な
帰
納

(4
) 

に
は
至
ら
な
い
」
推
論
と
し
て
定
義
し
、
そ
の
本
性
と
価
値
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
そ
こ
で
ミ
ル
は
狭
義
の
類
推
、
す
な
わ
ち
「
関
係
の
類
似

（
問
。8
5
E
8
2
0
同
信
z
g
s

こ
か
ら
論
を
は
じ
め
る
。
こ
の
「
関
係
の

類
似
」
と
は
、
な
ん
ら
か
の
二
つ
の
事
物
の
聞
の
関
係
が
別
の
二
つ
の
事

物
の
関
係
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
根
拠
を
置
く
推
論
で
あ
る
。
た
と
え

ば
ミ
ル
が
例
に
挙
げ
る
事
例
で
は
、
「
親
と
子
の
関
係
」
と
「
宗
主
国
と

植
民
地
の
関
係
」
の
類
似
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
子
ど
も
が
両
親
に
対
し

て
「
従
順
で
あ
っ
た
り
愛
情
を
も
っ
た
り
す
る
こ
と
が
適
切
」
だ
と
み
な

さ
れ
る
一
方
で
、
宗
主
国
と
植
民
地
の
関
係
は
し
ば
し
ば
親
子
に
な
ぞ
ら

え
ら
れ
る
た
め
、
「
植
民
地
が
宗
主
国
に
対
し
て
従
順
で
あ
っ
た
り
愛
情

を
も
っ
た
り
す
る
こ
と
も
適
切
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
推
論
が
類
推
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
「
関
係
の
類
似
」
は
、
類
推
の
典
型
例
で
は
あ
っ
て
も
、

こ
れ
の
み
が
類
推
な
の
で
は
な
い
。
で
は
類
推
と
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を

も
っ
た
推
論
な
の
か
？
ミ
ル
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。

：
・
我
々
は
、A
に
つ
い
て
真
で
あ
る
と
知
ら
れ
て
い
る
あ
る
事

実
m
に
つ
い
て
、
も
し

B

が
A
と
そ
の
性
質
の
い
く
つ
か
に
お
い
て

一
致
し
て
い
る
な
ら
ば
、
（m
と
そ
れ
ら
の
性
質
の
聞
に
関
連
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
）

B

と
属
性
m

を
持
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
他
の
も
の
と
の
問
に
何
の
類
似
性
も

見
つ
か
っ
て
い
な
い
場
合
に
比
べ
れ
ば
、
B

に
つ
い
て

m
が
真
で
あ

(6
) 

る
可
能
性
が
高
い
、
と
結
論
付
け
る
。

こ
れ
を
先
の
植
民
地
と
親
子
の
事
例
に
あ
て
は
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

る
。
ま
ず
我
々
は
、
親
子
関
係
に
つ
い
て
、
「
子
は
親
に
愛
情
を
も
つ
べ

き
だ
」
と
い
う
主
張
が
正
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
親
子
関
係
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と
宗
主
国
・
植
民
地
関
係
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
親
子
関
係
に
つ
い
て
正
し
か
っ
た
主
張
が
、
植
民
地
関
係
に
お
い
て

も
「
植
民
地
は
宗
主
国
に
愛
情
を
も
つ
べ
き
だ
」
と
い
う
形
で
結
論
付
け

ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
妥
当
な
帰
納
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
親
子
関
係
と
宗

主
国
・
植
民
地
関
係
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
性
質
が
、
愛
情
を
持
つ
こ

と
の
原
因
で
あ
る
か
否
か
が
ま
っ
た
く
確
証
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

（
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
こ
の
推
論
は
正
し
く
な
い
）
。
こ
の
点
で
単
な
る
類
推

と
正
当
な
帰
納
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
ミ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
類
推
と
帰
納
の
〕
違
い
は
、
完
全
な
帰
納
の
場
合
に
は
、
事
例
の

適
切
な
比
較
に
よ
っ
て
、
前
者
の
性
質
な
い
し
諸
性
質
と
、
後
者
の

性
質
の
問
に
不
変
の
連
接
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
事
前
に
示
さ
れ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
類
比
的
推
論
と
呼
ば
れ
る

も
の
の
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
連
接
は
ま
っ
た
く
示
さ
れ
な
い
。
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ミ
ル
が
『
論
理
学
体
系
』
で
分
類
・
定
式
化
し
た
帰
納
の
諸
方
法
は
、
こ

う
し
た
こ
つ
の
事
例
間
で
何
が
同
じ
要
素
で
あ
り
、
何
が
異
な
る
要
素
な

の
か
を
確
定
さ
せ
る
操
作
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
帰
納
が
な
け
れ
ば
、
推
論
は
こ
の
よ
う
な
「
類
似
が
ま
っ
た
く
な
い
場

合
に
比
べ
れ
ば
真
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
」
だ
け
の
類
推
と
な
る
。
こ
の

よ
う
に
類
推
は
不
確
か
な
推
論
で
あ
り
、
科
学
的
な
真
理
の
探
求
方
法
と

し
て
み
れ
ば
極
め
て
心
許
な
い
。
類
推
に
頼
っ
て
し
ま
え
ば
、
た
と
え
ば

「
地
球
も
月
も
ど
ち
ら
も
天
体
で
あ
る
」
と
い
う
根
拠
か
ら
、
「
月
に
も
生

物
が
住
ん
で
い
る
」
と
結
論
付
け
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
偽
で
あ

る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
ミ
ル
は
類
推
を
誤
謬
推
理
に
つ
な
が
る
も
の

(9
} 

と
し
て
注
意
を
促
し
て
す
ら
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
真
理
の
探
究
で
は
な
く
、
仮
説
の
設
定
と
い
う
目
的

に
と
っ
て
は
、
類
推
は
多
大
な
重
要
性
を
持
つ
推
論
と
な
る
。
た
と
え
ば

ミ
ル
は
光
の
理
論
を
例
に
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ー
「
光
の
二
つ

（
叩
）

の
理
論
、
す
な
わ
ち
前
世
紀
の
粒
子
説
や
今
世
紀
の
波
動
説
」
は
、
（
少

な
く
と
も
ミ
ル
が
生
き
た
当
時
は
）
検
証
不
可
能
な
理
論
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
ど
ち
ら
の
理
論
も
「
光
と
粒
子
の
類
似
」
や
「
光
と
波
の
類
似
」
に
根

拠
を
置
く
類
推
に
基
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
理
論
が
検
証

過
程
を
経
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
真
理
の
探
究
に
と
っ
て
ま
っ
た
く

の
無
益
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ミ
ル
は
「
才
能
あ
る
人
に
実
験
を
考
案

さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
実
験
の
う
ち
で
一
方
を
捨
て
も
う
一
方
を
選
ば
せ

る
理
由
を
与
え
た
り
す
る
示
唆
は
、
科
学
に
と
っ
て
最
大
の
利
益
を
も
た

ら
す
」
と
、
類
推
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
仮
説
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

い
わ
ば
作
業
仮
説
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
科
学
の
理
論
は
そ
の
仮
説
を
実
証

す
る
た
め
に
進
歩
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
業
仮
説
の
設
定
は
、

主
と
し
て
類
推
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
ミ
ル
は
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ミ
ル
は
類
推
を
真
理
の
探
究
の
た
め
の
推
論
と
し
て

は
ほ
と
ん
ど
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
作
業
仮
説

の
設
定
と
い
う
点
に
閲
し
て
は
、
類
推
に
重
要
な
価
値
を
認
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ミ
ル
が
も
し
類
推
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
主
張
を
提
示
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
目
的
は
真
理
の
探
究
自
体
で
は
な
く
、
真
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理
の
探
究
の
た
め
の
作
業
仮
説
の
設
定
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ

ろ
、
っ
。

公募論文

他
者
の
心
の
論
証

そ
れ
で
は
、
ミ
ル
に
よ
る
他
者
の
心
の
論
証
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
ミ

ル
の
論
証
の
流
れ
を
把
握
す
る
た
め
に
、
そ
の
大
ま
か
な
枠
組
み
を
確
認

し
た
い
。
ミ
ル
が
こ
の
問
題
を
論
じ
た
の
は
、
晩
年
の
大
著
『
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
卿
の
哲
学
の
検
討
』
第
十
二
章
「
信
念
の
心
理
学
的
理

論
は
ど
の
程
度
心
に
適
用
可
能
な
の
か
？
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
章

の
目
的
は
、
前
章
で
論
じ
ら
れ
た
「
外
的
世
界
の
事
物
に
つ
い
て
の
信
念

の
心
理
学
的
理
論
」
を
、
事
物
で
は
な
く
心
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

信
念
の
心
理
学
的
理
論
と
は
、
な
ぜ
我
々
が
外
的
世
界
の
事
物
に
つ
い
て

の
信
念
を
抱
く
よ
う
に
な
る
の
か
を
、
観
念
連
合
の
心
理
学
法
則
に
よ
っ

て
説
明
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
ら
直
観
主
義
者
が
外
界
の
事
物

に
つ
い
て
も
直
観
に
よ
っ
て
把
握
可
能
で
あ
る
と
論
じ
た
の
に
対
し
、
ミ

ル
は
物
質
を
「
恒
常
的
な
感
覚
可
能
性
」
と
し
て
定
義
し
、
外
界
の
事
物

は
個
々
の
内
的
な
感
覚
へ
と
還
元
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。

こ
れ
が
信
念
の
心
理
学
的
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
事
物
に
つ
い
て
の
信
念

が
主
観
的
な
感
覚
へ
と
還
元
さ
れ
る
よ
う
に
、
ミ
ル
は
心
に
つ
い
て
の
信

念
を
も
「
感
覚
可
能
性
」
へ
と
還
元
し
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
の
も
ミ
ル

に
と
っ
て
「
心
に
つ
い
て
の
我
々
の
知
識
も
、
物
質
に
つ
い
て
の
知
識
と

同
様
に
完
全
に
相
対
的
だ
と
い
う
の
は
明
白
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

、
ル
は
心
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

我
々
は
心
の
概
念
を
、
そ
の
意
識
的
な
現
れ
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の

と
し
て
は
持
っ
て
い
な
い
。
形
而
上
学
者
た
ち
が
心
の
状
態
や
変
化

（s
a
E
g
g

ロ
）
と
い
う
名
で
呼
ぶ
一
連
の
多
様
な
感
情
（
E

－E
宮
）

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
以
外
に
は
、
我
々
は
心
を
知
る

（
日
｝

こ
と
も
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
心
は
「
一
連
の
感
情
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
ミ
ル
の
主

張
で
あ
る
。
そ
し
て
ミ
ル
は
こ
う
し
た
主
張
を
前
提
と
し
た
上
で
、
「
私

の
同
胞
存
在
の
実
在
性
に
つ
い
て
私
が
持
つ
証
拠
は
何
か
？
超
自
然
的

世
界
、
一
言
で
い
え
ば
神
の
証
拠
は
何
か
？
そ
し
て
最
後
に
、
不
死
性

の
証
拠
は
何
か
？
」
と
い
う
心
に
関
連
す
る
三
つ
の
問
題
そ
れ
ぞ
れ
に
応

答
を
試
み
る
。

ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
ト
マ
ス
・
リ
l
ド
は
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
に
対
し
て

「
何
も
な
い
（Z
S
ぬ
こ
と
答
え
る
。
と
い
う
の
も
、
リ
ー
ド
に
と
っ
て
は

こ
れ
ら
の
問
題
は
直
観
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
経
験
と
証

拠
に
基
づ
く
推
論
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
リ

l

ド
の
見
解
を
受
け
入
れ
る
な
ら
、
ミ
ル
に
と
っ
て
「
私
は
宇
宙

に
一
人
ぼ
っ
ち
」
だ
と
い
う
結
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
ミ
ル

は
、
直
観
に
よ
っ
て
把
握
し
う
る
も
の
は
自
己
の
知
覚
経
験
と
記
憶
と
い

う
私
的
な
も
の
だ
け
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
破
滅
的
な
結

論
を
回
避
す
る
た
め
、
ミ
ル
は
第
一
の
問
題
、
す
な
わ
ち
他
者
の
心
に
つ

い
て
の
経
験
的
証
拠
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
肯
定
的
に
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答
え
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
ミ
ル
が
提
示
し
た
議
論
が
次
の
論
証
で
あ
る
。
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私
自
身
の
感
情
の
状
態
の
経
験
が
、
他
者
の
存
在
の
し
る
し
で
あ
る

と
証
明
す
る
よ
う
な
特
定
の
も
の
に
よ
っ
て
、
私
は
他
者
の
存
在
を

結
論
付
け
る
。
こ
れ
ら
の
し
る
し
は
前
件
と
後
件
と
い
う
二
種
類
の

も
の
、
す
な
わ
ち
感
情
に
先
立
つ
前
提
条
件
と
、
そ
の
感
情
の
結
果

や
帰
結
で
あ
る
。
私
が
他
の
人
間
存
在
を
、
私
と
同
じ
く
感
情
を
持

つ
も
の
だ
と
結
論
付
け
る
理
由
は
、
第
一
に
、
彼
ら
も
私
の
身
体
と

同
様
の
身
体
を
持
つ
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
こ
の
身
体
は
、
私
自
身

の
場
合
に
は
、
感
情
の
前
件
と
し
て
私
が
知
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
第
二
に
、
行
為
や
他
の
外
的
な
し
る
し
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

私
自
身
の
場
合
に
は
、
こ
れ
は
経
験
や
感
情
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
も
の
と
し
て
私
が
知
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
場
合
、
私

は
斉
一
的
な
配
列
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
一
連
の
事
実
を
意
識
す
る
。

こ
の
配
列
の
始
ま
り
は
身
体
の
変
化
で
あ
り
、
中
間
は
感
情
で
あ
り
、

そ
し
て
終
端
は
外
的
な
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
他
の
人
間
存
在
の
場
合
、

私
は
こ
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
最
初
の
リ
ン
ク
と
最
後
の
リ
ン
ク
の

結
合
の
感
覚
と
い
う
証
拠
を
持
つ
が
、
中
間
の
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の

感
覚
は
持
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
初
と
最
後
の
配
列
は
、
私

自
身
の
場
合
と
同
様
に
一
定
で
あ
る
。
私
自
身
の
場
合
、
私
は
第
一

の
リ
ン
ク
が
中
間
的
な
リ
ン
ク
を
通
っ
て
最
後
の
リ
ン
ク
を
生
み
出

す
こ
と
を
、
そ
し
て
中
間
の
リ
ン
ク
な
し
に
は
最
後
の
リ
ン
ク
は
生

み
出
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
経

験
か
ら
、
中
間
の
リ
ン
ク
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
付

(
MM
) 

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
一
節
は
、
他
者
と
自
分
の
類
似
に
よ
っ
て
他
者
の
心
を
論
証
し
よ
う

と
す
る
推
論
の
典
型
例
と
し
て
、
現
在
で
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

典
型
的
な
解
釈
は
、
た
と
え
ば
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
が
示
す
よ
う
な
単
な
る
類

(
Mm
} 

推
と
い
う
以
下
の
解
釈
で
あ
る
。

(l
) 

人
は
自
分
自
身
の
場
合
、
身
体
の
変
化
と
感
情
の
変
化
の
相

互
関
係
を
知
る
。

他
者
の
場
合
に
は
、
身
体
の
変
化
が
（
自
分
と
類
似
し
た
仕

方
で
）
生
じ
る
こ
と
を
知
る
。

し
た
が
っ
て
、
他
者
に
お
い
て
身
体
が
変
化
す
る
の
な
ら
、

自
分
自
身
と
同
様
に
、
他
者
に
も
感
情
の
変
化
が
生
じ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

(2
) 

(3
) 

も
し
こ
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
ミ
ル
が
お
こ
な
っ
た
論
証
は
、
自
分
の

身
体
と
他
者
の
身
体
の
類
似
に
よ
っ
て
前
者
に
付
随
す
る
「
心
を
も
っ
」

と
い
う
性
質
を
後
者
に
も
付
随
す
る
と
み
な
す
推
論
と
な
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
こ
の
解
釈
は
、
ミ
ル
の
論
証
の
一
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
た

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
ミ
ル
が
こ
こ
で
お
こ
な
っ
て
い
る
論
証
は
、

第
一
に
我
々
の
心
は
環
境
や
身
体
の
変
化
と
い
う
前
件
を
も
ち
、
自
然
の

継
起
法
則
に
従
う
因
果
的
な
も
の
だ
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
第
二
に
、
私

自
身
の
場
合
と
同
様
に
、
他
者
の
場
合
も
こ
の
継
起
現
象
が
生
じ
て
い
る
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と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
情
意
し
論
証
を
再
構
成
す
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

(1
) 

人
は
自
分
自
身
の
場
合
に
、
前
件
で
あ
る
身
体
の
変
化
と
心

の
変
化
の
因
果
関
係
を
知
る
。

次
い
で
、
心
の
変
化
と
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
生
じ
る
行
為
の

聞
の
因
果
関
係
を
知
る
。

し
た
が
っ
て
、
身
体
の
変
化
と
生
じ
る
行
為
の
聞
に
は
、
心

を
中
間
項
と
し
た
因
果
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

自
分
自
身
の
場
合
に
は
、
こ
の
因
果
関
係
の
中
間
項
と
し
て

心
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

他
者
の
場
合
に
も
、
身
体
の
変
化
と
行
為
の
因
果
関
係
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
中
間
項
と
し
て
お
そ
ら
く
心

が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
他
者
の
場
合
に
も
観
察
可
能
な
も
の
は
身
体

の
変
化
と
行
為
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
自
分
自
身
の
場
合

と
同
様
の
因
果
関
係
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

(2
) 3 4 

(5
) 

(6
) 

こ
の
論
証
は
、
自
己
に
お
け
る
「
身
体
の
変
化
↓
心
↓
行
為
」
と
い
う

因
果
的
連
関
と
、
他
者
に
お
け
る
「
身
体
の
変
化
↓

X

↓
行
為
」
と
い

う
因
果
的
連
関
が
同
一
の
自
然
法
則
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

（
げ
）

い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
ミ
ル
の
論
証
に
は
単
に
「
他

者
に
心
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
合
意
と
し
て
「
人

の
心
は
、
自
身
の
場
合
も
他
者
の
場
合
も
、
普
遍
的
な
因
果
法
則
に
従

う
」
と
い
う
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ミ
ル
自
身
が
こ
の

論
証
の
合
意
に
ど
の
程
度
自
覚
的
だ
っ
た
の
か
は
明
示
的
で
は
な
い
。
だ

が
少
な
く
と
も
後
の
版
で
批
判
に
応
答
す
る
中
で
、
彼
は
こ
の
論
証
で
示

（
叩
叩
）

さ
れ
た
こ
と
を
「
因
果
の
連
鎖

P
E
n
g
－
ロo
r
g
g
z
g

）
」
と
呼
ん
で

い
る
こ
と
は
念
頭
に
置
い
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
彼
が
論
証
し
た
内

容
は
、
単
に
「
他
者
に
心
が
あ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
心
が
〈
身

体
の
変
化
と
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
生
じ
る
行
為
を
つ
な
ぐ
因
果
関
係
の
中

間
項
と
し
て
〉
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
と
し
て
も
こ
の
論
証
だ
け
で
は
適
切

な
帰
納
と
は
言
い
が
た
く
、
ミ
ル
の
論
証
は
検
証
過
程
を
経
て
い
な
い
一

種
の
類
推
だ
と
主
張
す
る
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
ら
の
見
解
は
、
少
な
く
と
も
部

分
的
に
は
正
し
い
。
だ
が
こ
の
結
論
を
偽
で
あ
る
と
し
て
他
者
の
心
の
存

在
を
疑
う
に
足
る
よ
う
な
合
理
的
な
理
由
も
ま
た
存
在
し
な
い
。
ミ
ル
は

論
証
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
過
程
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
惑
星
を
軌
道
に
保
つ
力
と
リ
ン
ゴ
を

地
面
に
落
と
す
力
と
を
同
定
し
た
過
程
と
完
全
に
一
致
す
る
。
ニ
ュ

ー
ト
ン
に
は
そ
れ
が
他
の
い
か
な
る
力
で
も
あ
り
え
な
い
こ
と
を
証

明
す
る
義
務
は
な
か
っ
た
。
他
の
力
を
想
定
す
る
必
要
が
な
い
こ
と

を
示
す
だ
け
で
、
彼
は
自
分
の
主
娠
の
正
し
さ
を
示
し
た
も
の
と
考

（ω
）
 

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
身
体
の
変
化
か
ら
行
為
へ
と
い
う
悶
果
的
連
関
の
ミ
ッ
シ

ン
グ
リ
ン
ク
を
埋
め
る
た
め
に
、
ミ
ル
は
自
分
自
身
の
場
合
に
「
自
分
の
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心
」
と
い
う
中
間
項
が
判
明
し
て
い
る
こ
と
を
示
せ
ば
十
分
だ
と
考
え
て

い
た
。
そ
し
て
他
者
の
場
合
に
も
「
他
者
も
心
を
も
っ
」
と
仮
定
す
れ
ば
、

少
な
く
と
も
心
以
外
の
仮
定
を
置
か
な
く
と
も
行
為
の
因
果
的
連
鎖
の
説

（
初
｝

明
を
お
こ
な
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
証
が
正
当
な

も
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
心
と
他
者
の
心
は
ど
ち
ら
も
同
じ
因
果
法
則
に

よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

道
徳
科
学
の
構
想

97 

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ミ
ル
に
と
っ
て
「
類
推
」
に
よ
っ
て
導
出

さ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
単
独
で
は
真
理
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
真
理
を
探
求

す
る
た
め
の
科
学
を
動
か
す
た
め
に
有
用
な
仮
説
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
類
推
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
「
自
分
の
心
も

他
者
の
心
も
等
し
く
因
果
法
則
に
従
う
」
と
い
う
仮
説
は
、
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
科
学
の
た
め
の
作
業
仮
説
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
彼
が

実
際
に
心
を
因
果
的
述
鎖
の
一
部
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
基
づ
く
「
道
徳

科
学
」
を
構
想
し
て
い
た
「
論
理
学
体
系
」
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

「
科
学
の
対
象
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
す
ら
論

争
が
絶
え
な
い
」
領
域
で
あ
る
道
徳
や
政
治
と
い
う
領
域
の
科
学
の
構
成

を
意
図
し
て
い
た
ミ
ル
に
と
っ
て
、
「
人
間
の
行
動
に
対
し
て
、
他
の
現（辺

）

象
と
同
じ
く
厳
密
な
意
味
で
因
果
の
法
則
が
適
用
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
」

と
い
う
問
題
に
答
え
る
こ
と
は
そ
の
科
学
の
成
否
を
左
右
す
る
最
重
要
問

題
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
論
理
学
体
系
」
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
対
す
る

回
答
は
、
決
定
論
（
必
然
論
）
を
採
用
し
た
と
し
て
も
意
思
の
自
由
は
否

定
さ
れ
な
い
の
だ
と
両
立
論
的
な
立
場
か
ら
自
由
意
志
論
争
に
答
え
る
だ

け
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
の
「
我
々
の
身
体
組
織
に
生
じ
る
感
覚
の
場
合
、

我
々
の
身
体
組
織
の
法
則
と
我
々
の
精
神
の
法
則
と
が
、
外
界
の
対
象
の

法
則
と
同
じ
よ
う
に
、
生
じ
た
結
果
を
決
定
す
る
た
め
に
直
接
的
に
働
い

（
幻
｝

て
い
る
」
こ
と
の
根
拠
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
言
わ
ば
こ
の
点
に
一
磁

の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ミ
ル
に
と
っ
て

本
当
に
必
要
だ
っ
た
も
の
は
、
自
分
の
場
合
も
他
者
の
場
合
も
心
に
は
普

遍
的
な
因
果
法
則
が
働
い
て
い
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
前
節
で

述
べ
た
よ
う
に
、
『
検
討
」
に
お
け
る
ミ
ル
の
他
者
の
心
の
論
証
は
、
心

を
因
果
的
連
関
の
一
部
と
し
て
捉
え
る
が
ゆ
え
に
心
を
科
学
の
研
究
対
象

と
し
て
理
解
す
る
た
め
の
｜
｜
い
わ
ば
道
徳
科
学
の
た
め
の
｜
｜
こ
の
作

業
仮
説
を
提
出
し
て
い
る
。
ミ
ル
が
実
際
に
こ
う
し
た
作
業
仮
説
の
提
示

を
意
図
し
て
論
証
を
試
み
て
い
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
こ
の
仮
説
が

ミ
ル
の
構
想
し
て
い
た
道
徳
科
学
の
体
系
と
整
合
的
で
あ
り
、
ま
た
こ
の

仮
説
な
し
で
は
道
徳
科
学
が
成
立
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ミ
ル
の
道
徳
科
学
の
体
系
は
、
実
際
に

「
自
分
の
場
合
も
他
者
の
場
合
も
、
心
に
同
一
の
因
果
法
則
が
働
い
て
い

る
」
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ミ
ル

の
道
徳
科
学
の
構
想
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
心
が

因
果
法
則
に
従
う
こ
と
」
が
ミ
ル
の
倫
理
学
に
お
い
て
果
た
す
役
割
を
検

討
し
た
い
。



公募論文 98 

前
述
の
よ
う
に
、
ミ
ル
は
人
間
の
心
や
行
動
に
お
い
て
も
他
の
自
然
現

象
と
同
様
に
一
種
の
科
学
と
し
て
の
方
法
論
を
確
立
し
う
る
と
考
え
て
い

た
。
し
か
し
道
徳
科
学
、
と
り
わ
け
そ
の
軸
と
な
っ
て
い
る
人
間
本
性
の

科
学
（
心
理
学
）
は
、
化
学
や
天
文
学
と
同
程
度
の
精
密
さ
で
は
因
果
法

則
を
描
き
出
せ
な
い
こ
と
も
ミ
ル
は
ま
た
認
め
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
心

が
因
果
法
則
か
ら
自
由
な
も
の
だ
か
ら
で
は
な
く
、
た
と
え
人
間
の
心
が

自
然
法
則
に
従
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
心
の
前
件
と
な
る

外
的
環
境
が
限
り
な
く
多
様
で
あ
り
、
個
々
の
行
為
や
社
会
現
象
の
前
件

と
し
て
特
定
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
心
に
影
響
を
与
え

る
前
件
が
す
べ
て
特
定
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
ま
だ
人
岡

本
性
の
科
学
は
科
学
足
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
人
間
の
諸
行
動
や

印
象
は
、
現
在
の
諸
状
況
の
結
果
と
し
て
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
う

し
た
状
況
と
そ
の
個
人
の
性
格
が
結
合
し
た
結
果
」
で
も
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
も
し
外
的
環
境
か
ら
心
へ
と
い
う
入
力
の
場
面
で
の

因
果
法
則
が
成
り
立
つ
と
し
て
も
、
そ
の
中
間
項
で
あ
る
心
の
内
部
で
ど

の
よ
う
な
反
応
が
起
こ
り
ど
の
よ
う
な
行
為
へ
と
至
る
の
か
、
つ
ま
り
そ

の
出
力
は
個
々
人
で
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ミ
ル
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
人
間
本
性
の
科
学
に
あ
る
一
つ
の
下
位

分
野
を
設
け
る
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と
試
み
た
。
す
な
わ
ち
人
間
本
性
の

科
学
を
科
学
と
し
て
十
分
な
も
の
に
展
開
す
る
た
め
に
、
個
々
人
に
お
け

る
感
受
性
や
傾
向
性
の
相
違
を
説
明
す
る
た
め
の
科
学
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
人
の
性
格
や
傾
向
性
が
ど
の
よ

う
な
原
因
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
性
格
形
成
の
科
学
、

エ
ソ
ロ
ジ
l

（E
F
o－o
句
）
で
あ
る
。

ミ
ル
は
こ
の
エ
ソ
ロ
ジ

l

を
構
想
す
る
上
で
、
性
格
形
成
の
理
論
と
し

て
の
生
理
学
的
な
決
定
論
（
骨
相
学
）
と
環
境
に
よ
る
決
定
論
（
オ
lウ

（
お
）

エ
ン
主
義
）
の
双
方
を
拒
絶
す
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
も
、
生
理
学
的
な
前
件

や
外
的
環
境
と
い
う
前
件
が
性
格
形
成
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い

て
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
心
を
因
果
的
連
鎖
の
一
部
と
し
て

捉
え
る
な
ら
ば
、
前
件
で
あ
る
そ
れ
ら
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

だ
が
骨
相
学
に
よ
る
性
格
形
成
の
説
明
で
は
性
格
の
す
べ
て
が
先
天
的
な

要
因
に
帰
さ
れ
て
し
ま
い
、
環
境
決
定
論
で
は
人
聞
が
自
分
の
意
志
で
自

分
自
身
の
性
格
を
変
化
さ
せ
う
る
こ
と
を
説
明
し
え
な
い
。
ミ
ル
に
と
っ

て
、
「
も
し
願
う
の
な
ら
ば
自
分
の
性
格
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
お
）

の
だ
」
と
い
う
こ
階
の
意
欲
こ
そ
が
「
道
徳
的
自
由
の
感
情
」
で
あ
り
、

我
々
が
自
由
意
志
と
呼
ぶ
も
の
の
正
体
で
あ
る
。
「
検
討
」
に
お
い
て
も
、

「
人
間
の
行
為
の
因
果
性
の
真
の
原
則
は
：
：
：
我
々
の
行
為
だ
け
で
な
く
、

我
々
の
性
格
も
が
、
部
分
的
に
は
我
々
の
意
思
に
服
す
る
こ
と
を
主
張

す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
こ
の
感
情
が
前
件
か
ら
因
果
的
に
説
明

で
き
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
自
由
の
感
情
自
体
が
性
格
形
成
や
行
為

の
前
件
と
な
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
性
格
形
成
の
科
学
と
し

て
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
ミ
ル
が
構
想
し
て
い
た
性
格
形
成
の
科
学
が
エ

ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
ミ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
こ
の
科
学
を
説
明
す
る
。

あ
ら
ゆ
る
人
間
が
同
じ
環
境
で
同
じ
よ
う
に
感
じ
た
り
行
為
し
た
り



す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
人
聞
が
所
与
の
場
所
で
あ
る

仕
方
で
感
じ
た
り
行
為
し
た
り
し
、
他
の
人
が
他
の
仕
方
を
す
る
の

は
な
ぜ
か
、
ま
た
、
あ
る
感
情
や
行
動
の
仕
方
が
：
：
：
人
間
本
性
の

諸
法
則
に
準
拠
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
形
成
さ
れ
る

か
と
い
う
こ
と
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は

単
一
の
普
遍
的
法
則
を
も
っ
て
は
い
な
い
が
、
性
格
形
成
に
関
す
る

（
お
）

普
遍
的
法
則
は
実
在
す
る
の
で
あ
る
。

類推と道徳科学

こ
う
し
た
エ
ソ
ロ
ジ

l

、
そ
し
て
エ
ソ
ロ
ジ
！
に
立
脚
し
た
人
間
本
性
の

科
学
は
、
ミ
ル
の
道
徳
哲
学
全
体
か
ら
み
て
も
、
大
き
く
わ
け
で
二
つ
の

点
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
科
学
と
技
芸
の
関

係
を
つ
な
ぐ
接
点
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
『
論
理
学
体
系
」
第
六
筒
最

終
章
で
「
適
切
に
言
え
ば
、
倫
理
や
道
徳
は
、
人
間
本
性
や
社
会
に
関
す

（
お
）

る
科
学
に
対
応
す
る
技
芸
の
一
部
」
で
あ
る
と
述
べ
、
事
実
で
は
な
く
当

為
の
形
で
述
べ
ら
れ
る
倫
理
学
に
も
科
学
的
な
基
礎
が
必
要
で
あ
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
検
討
」
に
お
い
て
も
、
ミ
ル
は
倫
理
学
と

い
う
学
問
は
「
そ
れ
が
道
徳
感
情
論
と
：
：
：
経
験
か
ら
明
ら
か
に
な
る
人

間
の
福
利
に
関
す
る
状
態
の
調
査
か
ら
成
り
立
つ
限
り
、
そ
の
言
葉
の
あ

ら
ゆ
る
意
味
で
科
学
」
で
あ
り
、
「
政
治
の
科
学
は
政
治
現
象
の
法
則
、

す
な
わ
ち
社
会
的
条
件
下
で
の
人
間
本
性
の
科
学
を
扱
う
」
と
い
っ
た
よ

（
お
）

う
に
、
倫
理
学
や
政
治
学
と
い
っ
た
規
範
的
学
問
の
基
礎
に
は
人
間
本
性

の
科
学
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ミ
ル
は
、
倫
理
学

に
は
人
々
が
ど
の
よ
う
に
し
て
道
徳
的
感
情
を
抱
く
よ
う
に
な
る
の
か
と
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い
う
道
徳
心
理
学
や
、
実
際
に
生
じ
て
い
る
社
会
現
象
を
説
明
・
改
善
す

る
た
め
の
社
会
科
学
を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
個
々
人

の
多
様
性
を
認
め
そ
の
多
様
性
の
根
拠
を
探
求
す
る
エ
ソ
ロ
ジl
を
前
提

と
し
て
お
り
、
ま
た
エ
ソ
ロ
ジ

l

が
科
学
と
し
て
成
り
立
っ
た
め
に
は
、

そ
の
対
象
で
あ
る
人
間
の
心
や
性
格
が
自
然
の
因
果
法
則
に
服
す
る
こ
と

が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
エ
ソ
ロ
ジ

l

を
含
め
た
道
徳
科
学
の
構
想
は
、
自
他
の
快
苦

の
比
較
考
慮
と
い
っ
た
「
功
利
主
義
論
』
に
お
け
る
難
問
に
も
解
決
の
糸

口
を
与
え
る
も
の
と
な
る
。
科
学
的
研
究
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
た

「
自
分
の
心
も
他
者
の
心
も
等
し
く
因
果
法
則
に
従
う
」
と
い
う
主
張
は
、

次
の
よ
う
な
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
と
他
者
の
快
苦
の
感
受

性
の
相
違
が
生
じ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
。
第
一
に
、
我
々
は
自
分
の
意

識
状
態
に
つ
い
て
の
反
省
に
よ
っ
て
、
自
分
の
快
楽
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
次
い
で
、
エ
ソ
ロ
ジ
！
の
原
理
に
よ
っ
て
、
自
分
が
そ
の
よ
う

に
感
じ
る
に
至
っ
た
原
因
や
、
そ
う
し
た
原
因
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た

感
受
性
が
、
他
者
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
そ
し
て
、
性
格
（
感
受
性
）
が
形
成
さ
れ
る
原
因
を
特
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
自
己
の
快
楽
と
他
者
の
快
楽
の
相
違
が
ど
の
よ
う

（
お
）

に
異
な
り
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
同
じ
で
あ
り
う
る
の
か
が
判
明
す
る
。

こ
う
し
た
説
明
は
、
あ
く
ま
で
心
が
自
然
現
象
と
し
て
因
果
的
に
説
明
可

能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
説
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
自
分
と
他
者
の
聞

で
、
そ
し
て
様
々
な
個
人
の
間
で
、
快
苦
の
感
受
性
に
差
異
が
生
じ
て
し

ま
う
の
か
を
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
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ま
と
め
に
か
え
て
、
最
後
に
本
稿
の
議
論
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
本
稿

で
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
主
張
を
行
っ
た
。
第
一
に
、
ミ
ル
に
と
っ

て
類
推
が
も
っ
と
も
価
値
を
持
つ
の
は
真
理
の
探
究
で
は
な
く
、
真
理
の

探
究
を
お
こ
な
う
科
学
的
方
法
を
推
進
す
る
た
め
の
「
仮
説
」
を
導
出
す

る
場
合
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
他
者
の
心
の
論
証
は
単
に
〈
自
分
の
身

体
と
他
者
の
身
体
と
の
類
似
か
ら
、
他
者
に
も
心
が
あ
る
と
結
論
づ
け

る
〉
推
論
で
は
な
く
、
心
を
因
果
法
則
に
従
う
自
然
現
象
と
し
て
理
解
し

た
上
で
、
〈
身
体
の
変
化
〉
と
〈
行
為
〉
を
つ
な
ぐ
因
果
的
連
関
の
ミ
ッ

シ
ン
グ
リ
ン
ク
を
埋
め
る
推
論
で
あ
り
、
心
を
因
果
的
連
関
の
一
部
と
し

て
捉
え
る
と
い
う
仮
説
が
類
推
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

道
徳
科
学
を
推
進
す
る
た
め
の
作
業
仮
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て

最
後
に
、
そ
れ
に
基
づ
く
道
徳
科
学
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ミ
ル

の
倫
理
学
全
体
の
中
で
ど
う
い
っ
た
役
割
を
果
た
す
も
の
な
の
か
を
概
観

し
た
。

以
上
、
本
稿
で
は
「
他
者
の
心
」
の
類
推
を
仮
説
導
出
の
た
め
の
推
論

と
し
て
解
釈
し
、
心
を
因
果
法
則
に
従
う
も
の
と
し
て
捉
え
る
ミ
ル
の
視

点
が
、
そ
の
哲
学
全
体
に
ま
で
射
程
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

ミ
ル
が
構
想
し
て
い
た
道
徳
科
学
の
体
系
の
要
点
は
、
人
間
の
心
を
ど
の

よ
う
に
自
然
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
、
こ
の
問
題
に
集
約
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
ミ
ル
の
倫
理
学
を
そ
の
基
礎
か
ら
捉
え
る

た
め
に
は
、
こ
れ
ら
心
や
人
間
本
性
に
つ
い
て
の
ミ
ル
の
立
場
を
さ
ら
に

研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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ジ
ヨ
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し
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ミ
ル
の
論
証
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こ
の
よ
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な
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で
言
及
し
て
い
る
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0）
冨
巳
一
一F
o
E
n
g
a
Z
2
8芝
ω
5
E

E
M
z
b
内
泊
。
足
立
－n
k
h
川
内
向
。
送
、
ぬ
ミ
S
H
E
h

『
宮
内
定s
s
n
s
H
N
R
q

可
、
町
民
守
包
』

v
p
y
s
（
問
。
ロ
己
O
R凶
問
。
）
g
u－
a
o－t
N・

（4
）

k
A
e器
達
矢
ト
。
h
n
（
以
下
ω
「
）
一
の
巧
〈
口
・
℃
・
印
忠
・
ミ
ル
の
引
用

は
全
て
向
。
～
～
R
H
ミ
モ
ミ
宮
ミ
．V
言
句
さ
ミ
ミ
ミ
－

a
s
s

－
包
・
司
・
開
－

F
・
－J
・
一02
r
w可ω
ロ
ι
』
・
宮
・
河
o
σ
ω
O
D
－
（C
E
〈
m
w『ω
一
号
。
同
寸
O
円
。
ロg

司
一
『
g
ω

）

か
ら
行
い
、
n
o＝0
2
0
仏
巧
O
円
宮
を
の
巧
と
略
記
し
、
巻
号
を
ロ
ー
マ

数
字
で
記
述
す
る
。

（5

）
印
戸
一
打
者
・
〈
口
・
℃
・
印
忠
・
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（6
）
ω
r
n
当
・
〈
口
・
－
u・
四
日
・

（7
）
印
「
一
口
当
・
〈
ロ
－
u
・
8
印
・

（8
）
印
「
一
円
巧
・
〈
口
・
℃
匂
・
印

8
1
吋
・

（9
）
ω
守
口
君
・
〈
自
－
E
u・
吋
宏I
C・

（
叩
）
印
【
れ
の
巧
・
〈
口
・
。
・
印

8
・

（
日
）
印
「
一
の
完
〈
ロ
－
U
・
印8
・

（
ロ
）
』
ミ
同
誌
さ
さ
志
ミ
ミ
M
U守
ぎ
た

h．

3

容
さ
き

5
3

止
。
旬
。
豆
、

（
以
下
何
回
可
）
一
の
者
・
只
・
司
・

5
∞
・

（
日
）
何
回
目Jn
巧
・
只
・
－
u・
5
p

（
比
）
何
回
目
u

一
円
宅
・
只
・
℃
・
5
0
・

（
日
）
巴
有
一
の
宅
－
－
H
－E
U－
H
U
D－
－

（M
W）
ω
－8
2

宮
主
（
呂
∞
也
）
℃
－

N
S
・

（
げ
）
こ
の
再
構
成
し
た
議
論
で
は
、
（
4

）
か
ら
（
5

）
へ
の
飛
曜
に
お

い
て
類
推
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ト
マ
ス
も
上
述
の
よ
う
な
再
構

成
を
行
い
、
因
果
的
系
列
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
を
示
す
こ
と
が
ミ
ル

．
の
意
図
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
→

F
o
g
S
G
o
o－
）
・3

・

印
（
）
吋
E
N
ω・

（
時
）
何
回
押
の
巧
・
℃
－

N
C吋
民

（
凹
）
巴
白
河
口
巧
－u
・
5
H
・

（
却
）
マ
ク
ロ
ス
キ
l

は
、
他
者
の
心
の
論
証
で
用
い
ら
れ
て
い
る
類
推
と

い
う
形
式
の
推
論
が
「
仮
説
の
源
泉
と
し
て
は
有
益
」
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
が
道
徳
科
学
の
全
体
へ
と
繋
が
り
う
る

も
の
で
あ
る
点
を
見
過
ご
し
て
い
る
。
言
。
。
－
o
ω
w
a（
邑
ご
）
。
・
5
N
・

（
幻
）
印
「
一
の
者
・
2
口
・
℃
・
∞
ω品
・

（
辺
）
印
「
一
の
さ
．
・
〈

5
・
。
・
自
由
・

（
お
）
印
守
口
君
・
〈
ロ
－
U
・
ω
ω∞
・

（
剖
）
印
守
口
巧
・
〈E
－
U
・
∞
当
・

（
お
）
こ
の
よ
う
な
性
格
形
成
を
め
ぐ
る
骨
相
学
、
オ
l
ウ
エ
ン
主
義
、
ミ

ル
の
エ
ソ
ロ
ジ
！
の
対
立
お
よ
び
技
芸
の
中
間
原
理
と
し
て
の
エ
ソ
ロ

ジ
！
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
川
名
雄
一
郎
（
二
O

二
乙
「
社
会
体
の

生
理
学
一
J

・
S

・
ミ
ル
と
商
業
社
会
の
科
学
」
（
京
都
大
学
学
術
出

版
会
）
第
八
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
お
）
印
「
一
の
ぎ
・
〈
自
・
匂
・
∞
土
・
こ
の
よ
う
に
、
ミ
ル
の
自
由
意
志
に
対
す

る
態
度
は
い
わ
ゆ
る
両
立
論
の
一
種
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
幻
）
何
回
ヲ
の
巧
・3
・
怠
印l
∞
・

（
お
）
印
「
一
口
語
〈E
－
U
・
∞
宏
・

（
却
）
印
「
一
の
巧
・
〈
旨
・
匂
・
宏

ω・

（
却
）
何
回
・
由
刀
打
巧
－
H
H
・
目
当
・

ω
印
O
l－
－

（
出
）
ラ
イ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
快
苦
の
個
人
間
比
較
の
可
能
性

は
、
ミ
ル
の
他
者
の
心
の
論
証
が
自
己
と
他
者
の
心
が
同
様
の
自
然
法

則
に
従
う
こ
と
の
論
証
で
あ
る
点
を
抜
き
に
し
て
は
理
解
で
き
な
い
。

ラ
イ
リ

l

は
ま
た
、
快
の
質
的
差
異
や
個
人
聞
の
感
受
性
の
相
違
も
中

間
原
理
と
し
て
の
エ
ソ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
原
理
的
に
は
説
明
可
能
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
。
E
－a

・
』
・2
8
∞
）
．H
匙
ミ
ミ
S
S
言
、
九
一
号
』
な
き
～

’p
s

～

n
E
5
3
s
q
S

町
民
H

∞
－
s
～
号
、
u
b止
ま
も
守
＝

（
のω
ヨ

σ
ユ
門
官
。CE
〈
E
l
m－q

司
『O
m
w
ω）
E
U・
－
印N
lム
・

（
お
か
も
と
し
ん
ぺ
い
・
広
島
大
学
）




