
「
ケ
ア
」
の
関
係
的
位
相
に
関
す
る
倫
理
学
的
解
明

新

茂

之

は

じ

め

に

本
論
の
ね
ら
い
は
、
現
代
の
日
本
社
会
の
な
か
で
鍵
概
念
と
な
っ
て
い
る
「
ケ
ア
」（care

）
に
着
目
し
、
そ
こ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る

関
係
性
の
倫
理
学
的
意
味
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

現
在
、
日
本
で
は
、
高
齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
齢
者
を
ど
の
よ
う
に
社
会
的
に
支
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
課

題
は
、
高
齢
化
に
伴
う
社
会
保
障
の
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
高
齢
者
の
社
会
的
支
援
を
検
討
す
る
な
か
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る

の
が
「
ケ
ア
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
と
く
に
福
祉
の
分
野
で
は
よ
く
使
わ

れ
て
お
り
、
そ
の
例
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
か
ケ
ア
プ
ラ
ン
と
か
認
知
症
ケ
ア
専
門
士
と
か
と
い
う
よ
う
に
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い

ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
ば
の
表
す
概
念
に
は
、
一
定
の
倫
理
学
的
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
把
握
は
、「
ケ
ア
」
と

い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
浸
透
に
比
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
行
き
わ
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
山
善
康

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
〇
年
に
介
護
保
険
制
度
が
開
始
さ
れ
る
と
、「『
ケ
ア
』
が
『
介
護
』
の
意
味
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で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
」⑴
な
り
、
つ
い
に
は
「
行
政
が
し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス
」⑵
を
指
す
こ
と
ば
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
ア

メ
リ
カ
で
「
ケ
ア
」
と
い
う
概
念
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、「
ケ
ア
」
は
、
た
ん
に
介
護
と
か

看
護
と
か
の
行
な
い
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
道
徳
性
発
達
理
論
」（the

theory
of

m
oral

developm
ent

）
を

提
唱
し
た
心
理
学
者
ロ
ー
レ
ン
ス
・
コ
ー
ル
バ
ー
グ
（L

aw
rence

K
ohlberg,

1927−
1987

）
の
考
え
方
に
対
し
て
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ギ
リ

ガ
ン
（C

arol
G

illigan,
1936−

）
が
、
倫
理
的
判
断
に
関
わ
る
女
性
特
有
の
視
点
と
し
て
、「
ケ
ア
」
を
打
ち
だ
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
⑶
。
こ
れ
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
の
女
性
教
育
哲
学
者
ネ
ル
・
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
（N

el
N

oddings,
1929−

）
は
、「
ケ
ア
」
の
観
点
を
、

「
倫
理
学
と
道
徳
教
育
に
対
す
る
、
女
性
的
な
と
り
組
み
方
」⑷
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
か
ら
す
れ
ば
、「
ケ
ア
」
と

特
徴
づ
け
ら
れ
も
す
る
人
間
の
行
な
い
に
つ
い
て
は
、
倫
理
性
と
女
性
性
を
見
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
ケ
ア
」
は
、
た
し
か
に
「
女
性
的
」
と
言
わ
れ
も
す
る
よ
う
な
事
態
を
含
み
は
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ノ
デ
ィ
ン

グ
ズ
は
、「
ケ
ア
」
の
典
型
的
な
現
れ
を
、
母
と
子
と
の
あ
い
だ
に
築
か
れ
る
関
係
に
求
め
て
い
る
し
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
を“she”

や

“her”

で
受
け
、「
ケ
ア
」
さ
れ
る
ひ
と
に
対
し
て
は

“he”

や

“him
”

を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、「
男
性
が
そ
れ

を
抱
く
べ
き
で
な
い
理
由
は
な
に
も
な
い
」⑸
と
明
言
し
て
、「
ケ
ア
」
が
内
含
す
る
「
出
会
い
と
か
情
感
的
な
応
答
と
か
を
人
間
的
な
経

験
の
基
礎
的
事
実
と
し
て
認
め
る
」⑹
視
座
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
ケ
ア
」
と
い
う
概
念
に
関
し
て
は
、
そ
こ
か
ら
女
性
特

有
の
も
の
の
見
方
を
引
き
だ
す
と
い
う
、
性
差
に
焦
点
を
絞
る
限
定
的
な
考
究
が
課
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
女
性
性
で
は
な
く
そ
の
概

念
が
倫
理
学
の
領
域
に
帰
属
し
て
い
る
、
と
い
う
事
態
の
ほ
う
に
も
っ
と
目
を
向
け
、「
ケ
ア
」
の
倫
理
性
を
析
出
さ
せ
て
「
ケ
ア
」
の

倫
理
学
的
意
味
を
広
く
解
明
す
る
試
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
倫
理
学
的
に
は
、「
ケ
ア
」
と
い
う
概
念
は
、
ど

の
よ
う
に
把
捉
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ケ
ア
」
の
関
係
的
位
相
に
関
す
る
倫
理
学
的
解
明
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そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
ま
ず
、
倫
理
的
命
令
と
し
て
生
起
す
る

“I
m

ust”

の
意
味
を
説
き
あ
か
し
て
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
考
え
方
か

ら
、「
ケ
ア
」
す
る
こ
と
へ
の
生
得
的
衝
動
と
い
う
見
解
を
抽
出
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、T

raum
a

and
R

ecocery

の
著
者
ジ
ュ
デ
ィ
ス

・
ル
イ
ス
・
ハ
ー
マ
ン
（Judith

L
ew

is
H

erm
an,

1942−

）
は
、「
ケ
ア
」
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
経
験
を
重
視
し
て
い
る
の
で
、
つ

ぎ
に
、
そ
の
意
義
を
吟
味
し
て
、「
ケ
ア
」
に
関
わ
る
生
得
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
な
が
ら
、「
ケ
ア
」
さ
れ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
人
間

存
在
の
根
本
的
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し
た
究
明
を
踏
ま
え
て
、
わ
た
し
た
ち
の
倫
理
的
基
盤
に
「
ケ
ア
」
の
相
補
的
な
関
係
性

が
あ
る
こ
と
を
証
示
し
、「
ケ
ア
」
の
関
係
的
位
相
と
の
関
連
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
な
ぜ
「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
か
、
そ

の
根
拠
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。

一
「
ケ
ア
」
を
指
向
す
る
倫
理
的
命
令

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
れ
ば
、
倫
理
的
な
命
令
は
、
一
般
に
、“I

m
ust”

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
⑺
。
こ
れ
は
、
日
本
語
で
は
、「
わ
た
し

が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
明
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
倫
理
的
な
命
令
は
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
言
表
の
文
法
構
造
に
従
っ
て
、「
し
な
け
れ
ば
」
と
「
な
ら
な
い
」
の
複
合
で
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句

に
解
析
の
照
準
を
定
め
れ
ば
、「
し
な
け
れ
ば
」
で
は
、「
す
る
」
の
未
然
形
と
う
ち
消
し
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
仮
定
形
が
結
合
し
て
、

そ
れ
に
接
続
助
詞
の
「
ば
」
が
く
っ
つ
い
て
い
る
か
ら
、「
し
な
け
れ
ば
」
は
、
あ
る
行
為
が
遂
行
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
否
定
的
条

件
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
の
か
を
、「
ば
」
に
続
く
文
言
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
。「
な
ら
な
い
」
は
、
動
詞
「
な
る
」
の
未
然
形
に
う
ち
消
し
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
終
止
形
が
接
続
し
て
い
る
か
ら
、
物
事
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の
不
成
立
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
句
は
、
あ
る
行
な
い
が
為
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
行
為

の
消
極
的
様
態
の
も
と
で
は
事
柄
が
成
就
し
な
い
こ
と
を
立
言
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
述
定
は
、
日
本
語
の
特
性
に
依
拠
し

て
い
る
か
ら
、“I

m
ust”

の
意
義
を
露
わ
に
し
て
い
な
い
、
と
い
う
非
難
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、“I

m
ust”

に
よ
っ

て
表
出
さ
れ
て
い
る
指
令
に
つ
い
て
の
、
こ
う
し
た
読
解
の
正
当
性
は
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
引
き
あ
い
に
出
し
て
い
る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

例
に
よ
っ
て
支
持
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
が
椅
子
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
自
由
に
な
り
た
い
と
死
に
も
の
狂
い

で
望
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
、
も
が
く
よ
う
に
『
わ
た
し
が
な
に
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（I

m
ust

do
som

ething

）。
わ

た
し
が
こ
の
束
縛
か
ら
抜
け
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（I

m
ust

be
free

from
this

）』
と
言
い
も
す
る
。」⑻
こ
の
よ
う
に
、“I

m
ust”

は
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
束
縛
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
な
に
か
手
を
打
た
な
い
と
、
自
由
に
は
な
れ
な
い
、
と
い
う
仕
方

で
現
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
身
体
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
の
な
か
で
は
、
身
体
的
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
当
の
束

縛
か
ら
身
体
を
解
き
は
な
と
う
と
す
る
と
り
組
み
が
要
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
わ
た
し
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
表
現
は
、
そ
れ
が
言
明
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
な
に
か
も
く
ろ
み
が
あ
り
、
そ
の
達
成
に
必
須
の
行
為
の
遂
行
を
命
じ
て
い
る
。

右
の
例
で
は
、
身
体
的
自
由
の
確
保
が
目
的
で
あ
り
、
束
縛
を
解
く
と
い
う
行
為
の
敢
行
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う

な
「
わ
た
し
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
は
、
倫
理
的
な
脈
絡
で
は
、
い
っ
た
い
、
な
に
を
ね
ら
い
に
定
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、「
道
徳
性
に
対
す
る
、
わ
た
し
た
ち
の
傾
向
と
関
心
は
、
ケ
ア
す
る
こ
と
か
ら
出
て
き
て
い
る
」⑼
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
文
言
か
ら
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
倫
理
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
た
り
す
る

姿
勢
の
起
源
は
、「
ケ
ア
」
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
わ
た
し
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
陳
述
が
「
ケ
ア
」
に
関
わ
る
営
み
を

め
ざ
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
と
き
、
そ
の
発
現
は
、
倫
理
的
な
命
令
と
な
る
。
し
か
も
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、「
道
徳
的
で
あ
り
た
い
と

「
ケ
ア
」
の
関
係
的
位
相
に
関
す
る
倫
理
学
的
解
明
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い
う
、
こ
の
強
い
欲
望
は
、
関
係
づ
け
ら
れ
、
関
係
づ
け
ら
れ
つ
づ
け
た
い
と
い
う
、
い
っ
そ
う
基
本
的
で
自
然
な
欲
望
か
ら
、
反
省
的

に
導
か
れ
る
」⑽
と
確
言
し
て
い
る
の
で
、「
ケ
ア
」
を
指
向
す
る
態
度
に
は
、
ほ
か
の
ひ
と
と
の
あ
い
だ
に
一
定
の
関
係
を
形
づ
く
る
ね

ら
い
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
は
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
見
解
か
ら
す
る
と
、「
ケ
ア
」
の
「
関
係
性
」⑾
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
、「
わ

た
し
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
令
が
、
ほ
か
の
ひ
と
と
の
あ
い
だ
に
「
ケ
ア
」
さ
れ
「
ケ
ア
」
す
る
関
係
を
築
く
方
向
に
、

主
体
の
行
為
を
定
位
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
指
令
は
、
倫
理
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
わ
た
し

た
ち
の
行
為
の
倫
理
的
基
盤
に
、「
ケ
ア
」
の
係
わ
り
あ
い
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
提
唱
し
て
い
る
考
え
方
で
は
、「
目
の
前
に
い
る
、
ほ
か
の
ひ
と
の
た
め
に
行
為
す
る
衝
動
は
、
そ
れ
自
体
、
生
得

的
で
あ
る
」⑿
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
動
物
が
そ
の
子
を
養
育
す
る
の
は
、
動
物
的
本
能
に

基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
⒀
、
人
間
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
衝
動
を
共
有
し
て
い
る
と
言
え
も
す
る
⒁
。
し
か
も
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、

「
こ
の
衝
動
は
、
病
気
が
な
い
と
き
に
、
自
然
に
、
す
く
な
く
と
も
た
ま
に
は
生
じ
る
」⒂
と
述
定
し
て
、「
ほ
か
の
ひ
と
の
痛
み
を
け
っ

し
て
感
じ
な
い
と
公
言
す
る
ひ
と
」
を
「
病
的
」⒃
と
断
定
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
従
え
ば
、「
ケ
ア
」
を
求
め
て
い
る

ひ
と
を
前
に
し
て
、「
ケ
ア
」
の
気
持
ち
が
ま
っ
た
く
湧
き
お
こ
ら
な
い
人
間
は
、
病
ん
で
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
た

し
た
ち
は
、
健
全
で
あ
る
か
ぎ
り
、
あ
ら
か
じ
め
備
わ
っ
て
い
る
、「
ケ
ア
」
す
る
こ
と
へ
の
衝
動
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
ひ
と
の
援
助
へ

と
駆
り
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
ケ
ア
」
し
よ
う
と
す
る
衝
動
が
本
能
と
し
て
あ
る
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
の
基
礎
に
「
ケ

ア
」
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た
衝
動
の
生
得
性
を
積
極
的
に
認
め
て
も
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
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二
「
ケ
ア
」
に
つ
い
て
の
原
初
的
経
験

前
節
の
論
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
言
う
「
ケ
ア
」
へ
の
衝
動
は
生
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
と
は
対

照
的
に
、
ハ
ー
マ
ン
は
、「
世
界
の
な
か
に
い
て
安
全
で
あ
る
と
い
う
感
覚
、
あ
る
い
は
、
基
本
的
信
頼
は
、
人
生
の
最
初
期
に
、
最
初

に
ケ
ア
を
し
て
く
れ
る
ひ
と
と
の
関
係
の
な
か
で
得
ら
れ
る
」⒄
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
言
説
か
ら
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
、
わ
た

し
た
ち
を
取
り
ま
い
て
い
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
的
状
況
の
な
か
で
安
心
し
て
い
ら
れ
る
の
は
、
乳
幼
児
期
に
、
ケ
ア
す
る
ひ
と
か
ら
与

え
ら
れ
た
、
ケ
ア
さ
れ
た
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
し
か
も
、
ハ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
経
験
は
、「
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
を
通

じ
て
、
そ
の
ひ
と
を
支
え
る
」⒅
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
存
在
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
、「
ケ
ア
」
す
る
こ
と
へ
の
強
い
想
い
で
は

な
く
、「
ケ
ア
」
の
受
容
に
対
す
る
、
幼
い
こ
ろ
の
体
験
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
「
ケ
ア
」
す
る
こ
と
に
対
す
る
衝

動
を
強
調
す
る
の
に
反
し
て
、
ハ
ー
マ
ン
に
依
拠
す
れ
ば
、「
ケ
ア
」
さ
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
根
源
的
に
わ
た
し

た
ち
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
原
初
的
経
験
を
求
め
る
衝
動
が
生
得
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
、
確
定
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、「
ケ
ア
」
さ
れ
た
と
い
う
体
験
の
な
い
ま
ま
成
人
し
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
人
間
は
、「
ケ
ア
」
の
効
果
に
関
す
る
観
念
を
形
成
で
き

ず
、
そ
の
せ
い
で
「
ケ
ア
」
に
関
わ
る
習
慣
も
獲
得
で
き
な
い
の
で
、「
ケ
ア
」
さ
れ
「
ケ
ア
」
す
る
関
係
の
成
就
を
行
為
の
指
針
に
置

か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
ケ
ア
」
へ
の
衝
動
に
あ
る
生
得
性
は
、
は
っ
き
り
と
立
言
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、「
有
意
味
な
世
界
に
つ
い
て
の
信
念
は
、
ほ
か
の
ひ
と
と
の
関
係
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
人
生
の
最
初
期
に
始
ま
る
」⒆
と
い

「
ケ
ア
」
の
関
係
的
位
相
に
関
す
る
倫
理
学
的
解
明
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う
ハ
ー
マ
ン
の
洞
察
に
準
拠
す
れ
ば
、
人
間
存
在
の
根
本
的
規
定
は
、「
ケ
ア
」
の
関
係
的
授
与
に
伴
う
、
最
初
期
の
具
体
的
経
験
に
横

た
わ
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
右
に
引
い
た
、
ハ
ー
マ
ン
の
文
言
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ほ
か
の
ひ
と
た
ち
と
の
あ
い
だ
に
樹
立
さ
れ
る
、

「
ケ
ア
」
さ
れ
「
ケ
ア
」
す
る
関
係
が
、
世
界
の
有
意
義
性
に
関
す
る
基
底
的
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
逆
に
、「
ケ
ア
」
の
関
係

に
よ
っ
て
他
者
と
結
ば
れ
て
い
な
い
と
、
わ
た
し
た
ち
は
、
た
と
え
ば
、
法
律
を
遵
守
し
た
り
公
正
な
態
度
を
取
っ
た
り
す
る
こ
と
に
、

ど
の
よ
う
な
意
義
も
見
い
だ
さ
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
、
自
分
自
身
を
制
し
て
法
律
を
守
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会

的
秩
序
が
保
た
れ
て
い
る
世
界
の
な
か
で
、
意
味
の
あ
る
生
活
を
送
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
世
界
を
否

定
的
に
捉
え
れ
ば
、
遵
法
も
正
義
も
自
分
の
生
活
を
導
く
指
針
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
ー
マ
ン
は
、「
法
、
正

義
、
お
よ
び
公
平
の
感
覚
に
つ
い
て
の
、
の
ち
の
彫
琢
は
、
児
童
期
に
、
ケ
ア
し
て
く
れ
る
ひ
と
や
友
人
仲
間
と
の
両
方
の
関
係
の
な
か

で
発
達
す
る
」⒇
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
あ
り
方
の
根
底
に
あ
る
の
は
、「
ケ
ア
」
す
る
衝
動
で

も
、
正
義
を
重
視
す
る
態
度
で
も
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
に
で
も
通
用
す
る
普
遍
的
な
価
値
を
追
い
も
と
め
る
精
神
で
も
な
く
て
、

特
定
の
ひ
と
と
の
具
体
的
な
繋
が
り
の
な
か
で
与
え
ら
れ
る
「
ケ
ア
」
に
つ
い
て
の
原
初
的
経
験
で
あ
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、「
ケ
ア
」
を
求
め
る
心
の
動
き
は
、
な
に
も
子
ど
も
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
ー
マ
ン
は
、「
あ
る
レ
イ

プ
生
存
者
」21
の
証
言
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。「
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
な
か
で
、
そ
の
よ
う
に
戦
慄
し
、
だ
れ
も
助
け
て
く
れ

な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
」22
。
ハ
ー
マ
ン
は
、
強
姦
を
、「
他
者
へ
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
の
感
覚
が
破
壊
さ
れ
る
」23
事
件
と
し
て
捉
え
て

い
る
。
こ
の
証
言
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
被
害
者
は
、
ほ
か
の
ひ
と
か
ら
差
し
の
べ
ら
れ
る
は
ず
の
保
護
と
か
救
済
と
か
が
ま
っ
た

く
期
待
で
き
な
い
と
い
う
、
破
滅
的
な
体
験
に
よ
っ
て
、「
自
分
自
身
と
か
、
ほ
か
の
ひ
と
た
ち
と
か
、
神
と
か
に
対
す
る
信
頼
を
失
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う
」24
。
だ
か
ら
、
自
分
自
身
を
信
用
し
、
他
人
が
信
じ
ら
れ
る
の
は
、「
ケ
ア
」
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
想
い
を
、
そ
れ
が
た
と
え
淡
い

期
待
で
あ
っ
て
も
、
な
ん
と
か
持
ち
つ
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
ほ
か
の
ひ
と
か
ら
「
ケ
ア
」
が
受
け
ら
れ
る
、
と
い

う
漠
然
と
し
た
思
い
が
完
全
に
は
裏
ぎ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
な
ん
と
か
世
の
な
か
に
い
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ケ

ア
」
の
要
求
は
、
わ
た
し
た
ち
に
い
つ
も
伏
在
し
て
お
り
、
し
か
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、「
ケ
ア
」
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
内
々
に
信
じ
て

い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
確
信
が
徹
底
的
に
否
認
さ
れ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ハ
ー
マ
ン
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、「
自

己
の
基
礎
的
構
造
に
損
害
を
蒙
る
」25
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
は
、
明
確
に
、
あ
る
い
は
、
暗
々
裏
に
、
だ
れ
か
ほ
か
の
ひ
と
に
「
ケ

ア
」
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
世
間
で
は
生
き
て
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

三
「
ケ
ア
」
を
内
蔵
す
る
倫
理
性

こ
れ
ま
で
の
論
述
を
踏
ま
え
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
存
在
的
基
盤
は
、「
ケ
ア
」
に
対
す
る
受
動
的
経
験
の
始
原
的
既
存
性
と
、「
ケ

ア
」
の
潜
在
的
所
与
性
に
対
す
る
陰
伏
的
確
信
と
に
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
実
相
を
、
こ
の
よ
う
に
捕
捉
す
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
、

「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
の
存
在
を
つ
ね
に
前
提
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
だ
か
ら
、
世
の
な
か
で
生
き
る
、
と
い
う
の
は
、
自
分
も
含
め
て
、

だ
れ
か
ほ
か
の
ひ
と
に
係
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
倫
理
に
は
、
そ
も
そ
も
、
わ
た
し
た
ち
の
行
為
に
関
わ
る
共
同
性
と
い

う
局
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
示
し
た
、
道
徳
性
の
発
達
的
過
程
に
基
づ
け
ば
、
い
っ
そ
う
高
次
の
段
階
に
進
む
に
つ

れ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
ほ
か
の
ひ
と
た
ち
や
社
会
的
な
規
則
を
指
向
す
る
態
度
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
あ
る
い
は
、
日
本

で
道
徳
教
育
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
ひ
と
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
の
規
範
意
識
の
低
下
を
危
惧
し
て
お
り
、
こ
の
不
安
は
、
自
分
以

「
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の
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係
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に
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す
る
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外
に
だ
れ
か
が
い
て
、
そ
の
ひ
と
と
社
会
生
活
を
営
む
に
は
、
一
定
の
ル
ー
ル
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方

が
養
わ
れ
て
い
な
い
と
嘆
く
声
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
が
倫
理
を
問
題
に
す
る
と
き
に
は
、
共
同
性
は
い
つ
も

随
伴
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
共
同
性
は
、
わ
た
し
た
ち
の
倫
理
を
組
織
し
て
い
る
、
と
言
え
る
。
し
か
も
、
共
同
性
は
、
ひ
と
と
ひ

と
と
の
結
び
つ
き
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
、
倫
理
の
基
底
に
は
、
ひ
と
と
ひ
と
と
の
係
わ
り
あ
い
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
根
源
的
に
、「
ケ
ア
」
さ
れ
て
自
己
の
存
立
が
保
た
れ
る
、
と
い
う
あ
り
方

を
し
て
お
り
、
人
間
の
、
そ
う
し
た
根
本
的
規
定
は
、
生
ま
れ
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
、
実
際
に
「
ケ
ア
」
し
て
く
れ
る
ひ
と
と
の
個
別
的

な
交
わ
り
を
通
じ
た
、「
ケ
ア
」
に
つ
い
て
そ
の
具
体
的
経
験
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
わ
た
し
た
ち
の
倫
理
は
、「
ケ
ア
」
の
係
わ
り

あ
い
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

逆
に
言
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
は
、
表
立
っ
て
い
よ
う
と
、
内
々
で
あ
ろ
う
と
、「
ケ
ア
」
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
感
覚
に
支
え

ら
れ
て
い
る
の
で
、「
ケ
ア
」
の
観
点
を
欠
く
規
範
は
、
そ
れ
が
い
く
ら
高
尚
で
最
高
度
の
普
遍
性
を
備
え
て
い
た
と
し
て
も
、
わ
た
し

た
ち
の
行
為
に
関
す
る
、
実
質
的
な
指
針
の
役
に
は
立
た
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
ケ
ア
」
さ
れ
た
と
い
う
経
験
が
得
ら
れ
る
た
め
に
は
、

「
ケ
ア
」
を
提
供
す
る
人
間
、
す
な
わ
ち
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
存
在
に
必
要
な
条
件
で
も
あ

る
。す

る
と
、
行
為
に
つ
い
て
の
、
あ
る
指
針
が
倫
理
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
、「
ケ
ア
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
裏

書
き
す
る
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
と
の
係
わ
り
あ
い
に
向
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
だ
れ
か
ほ
か
の
ひ
と

に
対
し
て
「
ケ
ア
」
す
る
立
場
に
あ
る
ひ
と
の
ふ
る
ま
い
は
、「
ケ
ア
」
に
関
わ
る
行
な
い
で
あ
り
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、「
ケ
ア
す
る
こ

と
に
は
、
必
然
的
に
、
あ
る
形
式
の
助
け
あ
い
が
あ
る
」26
と
力
説
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
の
行
為
を
倫
理
的
に
基
礎
づ
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け
る
根
本
的
規
定
は
、「
ケ
ア
」
さ
れ
「
ケ
ア
」
す
る
営
み
が
醸
成
す
る
、
ひ
と
と
ひ
と
と
の
相
補
的
な
関
係
性
に
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
考
究
が
露
わ
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は

「
ケ
ア
」
を
求
め
て
い
る
。
だ
れ
か
が
わ
た
し
た
ち
を
「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。「
ケ
ア
」
を
求
め
て
い
る
ひ
と
が
い
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
応
答
す
る
ひ
と
が
だ
れ
も
い
な
い
と
き
、
そ
の
と
き
、「
ケ
ア
」
の
係
わ
り
あ
い
に
包
有
さ
れ
て
い
る
相
補
的
な

関
係
性
は
成
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
、「
ケ
ア
」
を
求
め
て
い
る
ひ
と
の
内
的
生
存
は
瓦
解
し
て
い
く
虞
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
な
ぜ
「
わ

た
し
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
見
解
で
は
、
た
と
え
ば
、
親
が
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
の
は
、
生

ま
れ
な
が
ら
に
備
わ
っ
て
い
る
傾
向
性
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
得
性
は
、
本
論
で
説
き
あ
か
し
て
き
た
よ
う
に
、
か
な
ら
ず
し
も
明
白

で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
わ
た
し
は
、
わ
が
子
を
「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
ろ
う
か
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、「『
わ
た
し
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
を
喚
起
す
る
責
務
が
わ
た
し
た
ち
に
な
い
の
は
、
完
結
の
可
能
性
が
ほ
か

の
ひ
と
に
な
に
も
な
い
と
き
で
あ
る
」27
と
表
明
し
て
い
る
。「
ケ
ア
」
さ
れ
「
ケ
ア
」
す
る
関
係
で
は
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
と
同
じ
よ

う
に
、「
ケ
ア
さ
れ
る
ひ
と
に
つ
い
て
も
受
容
性
（receptivity

）
が
要
求
さ
れ
る
」28
。
と
い
う
の
は
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
が
「
ケ
ア
」

さ
れ
る
ひ
と
に
い
く
ら
懸
命
に
関
与
し
た
と
し
て
も
、「
ケ
ア
」
さ
れ
る
ひ
と
が
そ
れ
に
応
え
な
け
れ
ば
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ

う
な
係
わ
り
あ
い
も
築
か
れ
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
ケ
ア
」
の
係
わ
り
あ
い
に
は
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
の
関
与
を
、「
ケ
ア
」
さ

れ
る
ひ
と
が
、
感
じ
と
り
受
け
と
め
て
、
そ
れ
に
応
じ
る
、
と
い
う
、「
ケ
ア
」
さ
れ
る
ひ
と
の
受
容
的
な
態
度
も
作
動
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、「
ケ
ア
」
の
完
結
と
は
、「
ケ
ア
」
さ
れ
る
ひ
と
か
ら
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
の
関
与
に
対
す
る
感
知
的
受
容
に
促
さ
れ
て
現
れ
て

く
る
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
の
働
き
か
け
に
対
す
る
応
答
が
出
て
き
て
、「
ケ
ア
」
の
相
補
的
な
関
係
性
が
は
じ
め
て
生
成
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
ケ
ア
」
の
完
結
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
理
解
が
得
ら
れ
れ
ば
、「
ケ
ア
」
の
方
向
に
定
位
さ
れ
た
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倫
理
的
命
令
の
基
底
は
、
い
っ
た
い
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
「
ケ
ア
」
の
関
係
的
構
造

こ
れ
ま
で
の
論
考
に
基
づ
け
ば
、
倫
理
を
「
ケ
ア
」
の
相
補
的
な
関
係
性
に
よ
っ
て
規
定
す
る
と
き
に
は
、
ハ
ー
マ
ン
の
言
う
よ
う

に
、「
ケ
ア
」
さ
れ
る
こ
と
へ
の
要
求
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
従
っ
て
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
と
し
て
行
為
す
る
基
盤

を
明
述
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
問
う
た
よ
う
に
、
な
ぜ
わ
た
し
が
「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
か
、
そ
の
理
由

を
問
う
た
め
の
論
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

前
節
の
考
究
に
基
づ
く
と
、「
ケ
ア
」
の
係
わ
り
あ
い
に
は
、「
ケ
ア
」
の
完
結
が
欠
か
せ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
こ
で
は
、
そ
の
前
提

条
件
と
し
て
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
の
関
与
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、「
ア
フ
リ
カ
で
飢
え
て
い
る
子
ど
も
た

ち
を
ケ
ア
す
る
責
務
は
、
わ
た
し
に
は
な
い
」29
と
明
言
す
る
。
こ
れ
は
、
飢
餓
で
苦
し
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
を
救
わ
な
く
て
も
よ
い
、

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
ケ
ア
」
の
相
補
的
な
関
係
性
は
、
特
定
の
ひ
と
た
ち
と
の
あ
い
だ
に
現
実
的
に
構
築
さ

れ
る
具
体
的
な
係
わ
り
あ
い
の
な
か
で
よ
う
や
く
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
に
措
定
さ
れ
る
他
者
と
の
一
般
化
さ
れ
た
関
係
に

は
な
い
。

す
る
と
、「
ケ
ア
」
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
原
初
的
経
験
が
わ
た
し
た
ち
の
実
相
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、「
ケ
ア
」
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
築
か
れ
る
具
体
的
な
係
わ
り
あ
い
は
、
そ
れ
が
存
続
し
て
い
る
か
ぎ
り
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
の
あ
り
方
を
実
際
に
限
定
し
、
そ

れ
を
形
づ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、「
人
間
的
な
出
会
い
（encounter

）
の
独
自
性
」30
に
も
着
眼
し
て
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い
る
。
ひ
と
と
ひ
と
と
の
出
会
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
同
じ
出
会
い
は
な
い
。
出
会
い
の
、
そ
う

し
た
唯
一
無
二
性
は
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
が

“encounter”

と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
偶
然
性
に

よ
る
。
だ
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
重
な
っ
て
、
た
ま
た
ま
「
ケ
ア
」
す
る
立
場
に
立
ち
、
そ
こ
に
「
ケ
ア
」
さ
れ
「
ケ
ア
」
す
る
関

係
が
生
じ
る
と
、
こ
ん
ど
は
、
そ
の
具
体
的
な
係
わ
り
あ
い
が
、
能
力
と
か
権
限
と
か
と
い
っ
た
点
で
「
ケ
ア
」
で
き
る
地
位
に
置
か
れ

て
い
る
ひ
と
の
行
な
い
を
方
向
づ
け
る
。
と
い
う
の
も
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
の
関
与
が
な
い
と
、「
ケ
ア
」
さ
れ
る
ひ
と
は
「
ケ
ア
」
に

つ
い
て
の
原
初
的
経
験
は
得
ら
れ
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
伏
在
的
確
信
も
保
た
れ
な
い
し
、
出
会
い
の
偶
然
性
が
刻
印
す
る
、
具
体
的
な
係

わ
り
あ
い
の
特
異
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
自
身
の
固
有
性
も
消
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
世
で
わ
が
子
と
出
会
い
、
た
ま
た
ま
親
の
位
置
に
あ
り
、
そ
の
な
か
で
、
わ
が
子
の
面
倒
を
見
、
自
分
自
身
を
省
み
て
い
る
、

と
い
う
関
係
的
脈
絡
の
な
か
で
は
、
わ
た
し
は
、
わ
が
子
を
「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、「
ケ
ア
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
が
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い

る
よ
う
な
事
態
も
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
。「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
い
く
ら
理
解
で
き
て
い
た
と
し
て
も
、「
ケ
ア
」

の
必
要
性
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
、
そ
れ
を
肌
で
き
ち
ん
と
感
じ
て
い
な
い
と
、
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
も
わ
た
し
た
ち
の
内
側
か
ら
は

生
ま
れ
て
こ
な
い
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
れ
ば
、「
ケ
ア
」
の
行
な
い
は

“feeling”

に
基
づ
く
の
で
31
、「
ケ
ア
」
の
場
面
で
は
、「
ケ
ア

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
想
い
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
肝
要
に
な
る
。「
ケ
ア
」
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
状
況
は
、
ノ

デ
ィ
ン
グ
ズ
の
こ
と
ば
を
借
り
て
言
え
ば
、
そ
の
想
い
が
「
か
す
か
に
さ
さ
や
き
、
消
え
さ
り
、
不
信
や
反
感
や
憎
悪
を
残
す
」32
よ
う

な
状
況
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ケ
ア
」
す
る
立
場
に
あ
る
ひ
と
に
、「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
想
い
が
感
じ
ら
れ
て
い
な

い
な
ら
、
そ
の
ひ
と
か
ら
は
、「
ケ
ア
」
の
係
わ
り
あ
い
を
肯
定
的
に
受
け
と
め
る
対
応
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
と
に
よ
る
と
、

「
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ア
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関
係
的
位
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関
す
る
倫
理
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「
ケ
ア
」
さ
れ
る
ひ
と
に
対
す
る
嫌
悪
が
表
立
っ
て
く
る
。

し
た
が
っ
て
、“feeling”

の
、
こ
の
よ
う
な
働
き
に
注
意
す
れ
ば
、「
ケ
ア
」
の
関
係
的
位
相
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
が

得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
の
根
底
に
「
ケ
ア
」
へ
の
潜
在
的
な
期
待
が
あ
る
か
ら
、
出
会
い
は
、
つ
ね
に
「
ケ
ア
」
の
係
わ
り
あ
い

を
生
む
こ
と
に
な
り
、
出
会
い
の
偶
然
性
は
、
そ
こ
に
参
与
し
て
い
る
ひ
と
た
ち
の
固
有
性
を
現
出
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
に
「
ケ

ア
」
さ
れ
「
ケ
ア
」
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
個
別
的
な
関
係
的
独
自
性
が
「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
に
特
有
の
あ
り
方
を
生
起
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
助
け
あ
い
の
相
補
的
な
関
係
性
に
よ
っ
て
現
実
に
繋
が
っ
て
い
る
相
手
に
係
わ
ら
な
け
れ
ば
、
自
己
の
存
在
は
成

り
た
た
な
い
。
端
的
に
は
、「
ケ
ア
」
し
な
け
れ
ば
、
成
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
想
い
が
は
っ

き
り
と
感
じ
ら
れ
、
そ
の
想
い
は
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
を
捕
ら
え
、「
ケ
ア
」
さ
れ
る
ひ
と
へ
の
関
与
を
促
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
論
で
は
、
な
ぜ
「
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
か
、
そ
の
根
拠
を
析
出
さ
せ
る
た
め
に
、「
ケ
ア
」
さ
れ
た
と
い
う
体
験
が
人

間
的
存
在
の
土
台
を
成
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
出
会
い
の
偶
然
性
が
「
ケ
ア
」
さ
れ
る
ひ
と
、「
ケ
ア
」
す
る
ひ
と
、
お
よ
び
、
そ
の

係
わ
り
あ
い
の
特
殊
性
を
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と
を
明
晰
に
し
て
、
偶
然
が
織
り
な
す
「
ケ
ア
」
の
相
互
補
完
的
な
結
び
つ
き
か
ら
生
ま

れ
る
絆
の
脈
絡
的
固
有
性
へ
の
依
存
が
倫
理
を
成
立
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
を
示
し
た
。

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、“feeling”

に
関
し
て
、「
倫
理
的
な
ふ
る
ま
い
の
源
泉
は
、
ふ
た
つ
のsentim

ent

に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の

で
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
言
う

“sentim
ent”

が
な
に
を
意
味
し
、“feeling”

と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
、
本
論
で
明
ら
か
に
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し
た
、「
ケ
ア
」
の
倫
理
に
つ
い
て
の
視
座
か
ら
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
考
察
は
、
本
論
の
目
的
を
超
え
て
い
る

の
で
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
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