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序
論

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』①

は
、
伝
統
的
な
社
会
契
約
説
の
概
念
装
置
を

用
い
た
一
種
の
思
考
実
験
を
通
じ
て
、
社
会
の
基
礎
構
造

―
す
な
わ
ち
、
諸
々
の

主
要
な
社
会
制
度

―
の
善
し
悪
し
の
究
極
的
な
判
定
基
準
と
な
る
べ
き
正
義
原
理

の
確
立
を
試
み
る
著
作
と
し
て
、
つ
と
に
有
名
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
正
義
原
理

は
原
初
状
態
と
呼
ば
れ
る
公
正
な
選
択
状
況
の
中
で
の
仮
想
的
な
合
意
の
結
果
と
し

て
確
立
さ
れ
る
と
い
う
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」
の
構
想
や
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ

る
「
正
義
の
二
原
理
」
は
、
以
後
の
倫
理
学
、
法
哲
学
、
政
治
哲
学
等
の
規
範
理
論

に
関
わ
る
領
域
で
多
大
な
反
響
を
招
き
、
そ
の
影
響
は
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

し
か
し
、原
著
の
本
論
だ
け
で
も
六
〇
〇
頁
足
ら
ず
（
改
訂
版
で
は
五
〇
〇
頁
超
）
に

及
ぶ
こ
の
浩
瀚
な
著
作
の
中
で
、
公
正
と
し
て
の
正
義
や
正
義
の
二
原
理
が
主
題
的

に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
そ
の
約
三
分
の
二
に
と
ど
ま
る
。
事
実
、『
正
義

論
』
は
、
第
一
部
「
理
論
」、
第
二
部
「
諸
制
度
」、
第
三
部
「
諸
目
的
」
か
ら
成
る

三
部
構
成
を
取
っ
て
い
る
が
、
公
正
と
し
て
の
正
義
や
正
義
の
二
原
理
が
主
に
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
の
は
第
一
部
と
第
二
部
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
残
る
第
三
部
で
は
そ

れ
ら
と
は
い
く
ぶ
ん
異
な
る
問
題
に
照
明
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
れ
が
、

公
正
と
し
て
の
正
義
の
「
安
定
性
」（stability

）
と
呼
ば
れ
る
問
題
で
あ
る
。

安
定
性
の
問
題
と
は
、
正
義
原
理
の
確
立
や
導
出
、
あ
る
い
は
そ
の
制
度
的
な
適

用
に
関
わ
る
問
題
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
正
義
原
理
が
導
出
さ
れ
、
ま
た
そ
の
正

義
原
理
に
統
制
さ
れ
る
形
で
諸
々
の
主
要
な
社
会
制
度
が
編
成
さ
れ
た
後0

、
換
言
す

れ
ば
、
完
全
に
正
義
に
か
な
っ
た
理
想
社
会
が
確
立
さ
れ
た
後0

に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
。
上
記
の
と
お
り
、
ロ
ー
ル
ズ
の
公
正
と
し
て
の
正
義
と
呼
ば
れ
る
正
義
構
想
で

は
、ま
ず
原
初
状
態
で
の
仮
想
的
合
意
と
い
う
形
で
正
義
の
二
原
理
が
導
出
さ
れ
る
。

次
に
、
そ
の
正
義
の
二
原
理
に
則
し
た
形
で
、
万
人
に
諸
々
の
基
本
的
自
由
を
平
等

に
保
障
す
る
憲
法
や
、
諸
個
人
の
間
の
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
を
許
容
し
つ
つ
も
、

各
人
に
公
正
な
機
会
均
等
を
保
障
し
、
最
も
不
遇
な
人
び
と
に
最
大
限
の
便
益
を
付

与
す
る
よ
う
な
、
諸
々
の
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公

正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
に
従
っ
て
正
義
原
理
が
確
立
さ
れ
、
ま
た
そ
の
正
義
原
理

に
よ
っ
て
基
礎
構
造
が
統
制
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
万
人
の

間
で
公
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
社
会
こ
そ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
が
構
想
す
る
完

全
に
正
義
に
か
な
っ
た
理
想
社
会
、
す
な
わ
ち
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う
「
秩
序
だ
っ
た
社

会
」（w

ell-ordered society

）
で
あ
る
（cf. T

J 453-4/397[595]

）。

し
か
し
、
こ
の
公
正
と
し
て
の
正
義
に
基
づ
く
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
中
で
さ
え
、

諸
個
人
が
そ
の
正
義
原
理
の
要
求
ど
お
り
に
行
為
す
る
と
い
う
保
証
は
何
も
な
い
。

確
か
に
そ
の
正
義
原
理
は
、
仮
に
自
分
（
ま
た
は
自
分
の
代
理
人
）
が
原
初
状
態
と
い

う
仮
想
的
な
正
義
原
理
の
選
択
状
況
に
置
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
合
意
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
正
義
原
理
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
原
初
状
態
の
中
で
は
そ
の
正
義

原
理
が
合
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
想
上
の
事
実
そ
れ
自
体
は
、
秩
序
だ
っ
た

社
会
の
中
の
諸
個
人
が
実
際
に
そ
の
正
義
原
理
の
要
求
ど
お
り
に
行
為
す
る
こ
と
を

正
義
原
理
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
理
由

―
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
第
八
章
に
お
け
る
道
徳
的
動
機
づ
け
の
問
題
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何
ら
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
秩
序
だ
っ
た
社
会
の

中
の
諸
個
人
は
正
義
原
理
の
要
求
ど
お
り
に
行
為
す
る
動
機
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲

得
す
る
の
か
と
い
う
、
道
徳
的
動
機
づ
け
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
公
正
と
し
て
の
正
義
に
基
づ
く
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
中
に

生
ま
れ
育
っ
た
諸
個
人
が
、
そ
の
成
長
に
つ
れ
て
、「
正
義
の
原
理
を
適
用
し
、
そ
れ

ら
に
基
づ
い
て
行
為
し
た
い
と
い
う
通
常
は
実
効
的
な
欲
求
」（T

J 505/442[661]

）、

す
な
わ
ち
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う
「
正
義
感
覚
」（sen

se of ju
stice

）
を
ど
の
よ
う
に
し
て

習
得
す
る
に
至
る
の
か
と
い
う
、
道
徳
性
の
発
達
に
関
す
る
心
理
学
的
な
仮
説
の
提

示
を
試
み
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
公
正
と
し
て
の
正
義
に
基
づ
く
秩
序
だ
っ
た

社
会
の
諸
個
人
は
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
傾
向
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
諸
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
社
会
は
、
そ
の
基
礎
構
造
が
「
ほ

ぼ
規
則
ど
お
り
に
遵
守
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
人
び
と
は
そ
の
基
本
的
ル
ー
ル
に
積
極

的
に
従
っ
て
行
為
し
て
い
る
」（T

J 6/6[9]

）
よ
う
な
社
会
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、安

定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
一
端
が
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
公
正
と
し
て

の
正
義
に
基
づ
く
秩
序
あ
る
社
会
が
、
功
利
主
義
な
ど
他
の
対
抗
す
る
正
義
構
想
に

基
づ
い
た
社
会
に
比
べ
て
も
よ
り
一
層
安
定
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
す
れ

ば
、
公
正
と
し
て
の
正
義
は
よ
り
実
行
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ

う
。以

上
の
議
論
を
主
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
、『
正
義
論
』
第
三
部
第
八
章

「
正
義
感
覚
」
で
あ
る
。
本
章
は
、道
徳
性
の
発
達
に
関
す
る
半
ば
思
弁
的
で
半
ば
経

験
的
な
心
理
学
的
説
明
が
延
々
と
続
く
こ
と
も
あ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
を
め

ぐ
る
従
来
の
研
究
の
中
で
も
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
箇
所
で
あ
る
。
し
か

し
、
あ
る
意
味
で
本
章
は
、
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
道
徳
的
な
行
為
に
動
機
づ
け

ら
れ
る
の
か
と
い
う
倫
理
学
の
中
心
問
題
の
ひ
と
つ
に
ロ
ー
ル
ズ
が
肉
薄
し
て
い
る

箇
所
と
も
言
え
る
の
で
あ
り②
、
綿
密
な
検
討
に
値
す
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
道
徳
性
の
発
達
に
関
す
る
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
心
理
学
的
説
明

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
徳
的
動
機
づ
け
の
問
題
に
対
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
見
解

の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
手
順
で

議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
、こ
の
道
徳
性
の
発
達
に
関
す
る
心
理
学
的
説
明
を
概
観
し
、

秩
序
だ
っ
た
社
会
の
諸
個
人
が
互
恵
性
の
傾
向
を
通
じ
て
徐
々
に
道
徳
性
を
発
達
さ

せ
、
最
終
的
に
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
ま
で
に
至
る
、
そ
の
三
段
階
か
ら
成
る
過
程

を
確
認
す
る
（
第
一
節
）。
次
に
、
こ
の
道
徳
性
の
発
達
の
三
段
階
の
中
で
も
、
第
一
・

第
二
段
階
と
第
三
段
階
の
間
に
は
大
き
な
懸
隔
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
道
徳
的

動
機
づ
け
に
関
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
見
解
に
対
し
て
重
大
な
問
題
点
を
突
き
付
け
て
い

る
こ
と
を
論
じ
る
（
第
二
節
）。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
対
し
て
ロ
ー
ル
ズ
の

立
場
か
ら
ど
の
よ
う
な
応
答
が
可
能
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
徳
的

動
機
づ
け
を
め
ぐ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
見
解
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
（
第
三
節
）。

一
、
道
徳
性
の
発
達
の
三
段
階

本
節
で
は
、道
徳
性
の
発
達
に
関
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
心
理
学
的
説
明
を
概
観
す
る
。

上
記
の
と
お
り
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
公
正
と
し
て
の
正
義
に
基
づ

く
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
中
で
生
ま
れ
育
っ
た
諸
個
人
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
正
義
感

覚
を
習
得
す
る
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
で
あ
る
。こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
、

ロ
ー
ル
ズ
は
、
ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
コ
ー
ル
バ
ー
グ
と
い
っ
た
心

理
学
者
や
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
見
解
に
着
想
を
得
た
、
道
徳
性
の
発
達

に
関
す
る
心
理
学
的
説
明
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
心
理
学
的
説
明
の
目

標
は
、「
あ
る
人
が
こ
の
特
別
な
形
態
の
﹇
＝
公
正
と
し
て
の
正
義
に
基
づ
く
﹈
秩
序

だ
っ
た
社
会
の
中
で
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
正
義
の
原
理
の
理
解
お
よ
び
そ
れ
ら
へ

の
愛
着
を
習
得
す
る
よ
う
に
な
る
主
要
な
段
階
を
示
す
こ
と
」（T

J 461/404[605]

）
に

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
性
の
発
達
に
関
す
る
こ
の
説
明
の
背
後
に
は
、
公
正
と

し
て
の
正
義
に
基
づ
く
秩
序
だ
っ
た
社
会
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
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置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
ル
ズ
が
探
究
し

て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
、
公
正
と
し
て
の
正
義
と
い
う
特
定
の
正
義
構
想
に
基
づ

く
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
諸
個
人
は
正
義
感
覚
を
習
得
す
る

に
至
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
諸
個
人
が
正
義
感
覚
を
習
得
す

る
に
至
る
そ
の
過
程
を
、
権
威
の
道
徳
性
、
連
合
体
の
道
徳
性
、
原
理
の
道
徳
性
と

い
う
三
段
階
に
即
し
て
説
明
し
て
い
る
た
め
、
以
下
で
も
こ
れ
ら
三
段
階
に
即
し
て

ロ
ー
ル
ズ
の
説
明
を
見
て
行
き
た
い
。

（
一
）
権
威
の
道
徳
性

道
徳
性
の
発
達
の
第
一
段
階
は
、「
権
威
の
道
徳
性
」（m

orality of au
th

ority

）
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
諸
個
人
が
権
威
者
の
命
令
や
指
令
に
従
っ
て
行
為
す
る

よ
う
な
段
階
の
道
徳
性
で
あ
り
、
典
型
的
に
は
、
家
族
の
中
で
両
親
の
権
威
に
服
し

て
い
る
幼
児
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
道
徳
性
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
幼
児
に
道
徳
性

が
芽
生
え
る
そ
の
背
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
心
理
法
則
が
成
り
立
つ
と
主
張
す
る
。

第
一
法
則
：
家
族
の
制
度
が
正
義
に
か
な
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
両
親
が
子
ど
も

を
愛
し
、
子
ど
も
の
善
に
心
を
砕
く
こ
と
に
よ
っ
て
親
の
愛
を
表
明
し
て
い
る
な

ら
ば
、
子
ど
も
は
自
分
に
対
す
る
両
親
の
明
白
な
愛
を
認
識
し
、
彼
ら
を
愛
す
る

よ
う
に
な
る
。（T

J 490/429[642]

）

こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
両
親
が
、「
子
ど
も
を
世
話
し
よ
う
と
い
う
、
す
な
わ

ち
子
ど
も
の
合
理
的
な
自
己
愛
が
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
を
彼
に
対
し
て

行
な
う
と
い
う
親
の
明
白
な
意
図
」（T

J 463/406[608]

）
を
表
明
す
る
よ
う
な
形
で
子

ど
も
の
欲
求
や
ニ
ー
ズ
を
気
遣
い
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
子
ど
も
の
有
能
感
や
自
己

肯
定
感
を
支
持
し
て
い
る

―
端
的
に
言
え
ば
、
両
親
が
子
ど
も
を
愛
し
て
い
る

―
な
ら
ば
、「
子
ど
も
も
や
が
て
両
親
を
愛
し
、か
つ
信
頼
す
る
よ
う
に
な
る
」（T

J 

463/406[608]

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
当
初
子
ど
も
の
行
為

を
動
機
づ
け
て
い
る
の
は
本
能
的
な
自
己
愛
で
あ
り
、「
子
ど
も
の
達
成
目
標
は
（
適

切
に
制
限
さ
れ
た
意
味
で
の
）
合
理
的
な
自
己
利
益
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
」（T

J 

463/406[608]

）。
し
か
し
、
当
初
は
そ
の
よ
う
な
形
で
行
為
す
る
子
ど
も
も
、
両
親
が

自
分
に
対
し
て
明
白
に
愛
を
差
し
向
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
ま
た
そ
の
両
親
の

愛
に
満
ち
た
行
為
か
ら
便
益
を
得
る
よ
う
に
な
る
と
、
や
が
て
は
そ
の
両
親
に
対
す

る
愛
や
信
頼
と
い
う
新
規
の
態
度
を
生
み
出
し
、
そ
の
愛
や
信
頼
に
基
づ
い
て
自
ら

の
行
為
を
統
制
す
る
ま
で
に
至
る
。
し
か
も
、
こ
の
両
親
に
対
す
る
子
ど
も
の
愛
や

信
頼
は
、
子
ど
も
が
「
当
初
か
ら
抱
い
て
い
た
自
己
本
位
的
な
目
的
を
達
成
す
る
た

め
の
一
手
段
」（T

J 463/406[608]

）
と
し
て
、道
具
的
合
理
性
に
則
し
た
形
で
生
み
出

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
両
親
が
子
ど
も
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
て
お
り
、「
子
ど
も
に
対
す
る
両
親
の
愛
が
、
そ
の
見
返
り
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

子

ど
も
の
愛
を
生
じ
さ
せ
る
」（T

J 463/406[608]

傍
点
追
加
）
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
心
理
法
則
を
背
景
と
し
た
場
合
に
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

な
道
徳
性
が
子
ど
も
に
現
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、

こ
の
よ
う
に
し
て
親
に
対
す
る
愛
や
信
頼
が
育
ま
れ
る
と
、
子
ど
も
は
「
自
分
に
関

す
る
両
親
の
判
断
を
受
け
入
れ
、
両
親
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
に
は
、
彼
ら
が
な

す
よ
う
な
仕
方
で
自
分
を
判
断
す
る
」（T

J 465/407[610]

）
傾
向
を
有
す
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
小
さ
な
子
ど
も
は
、
親
の
指
令
や
命
令
を
理
性
的
に
拒
絶
で

き
る
だ
け
の
知
識
や
理
解
力
を
未
だ
発
達
さ
せ
て
お
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
規
範
に
従
う

べ
き
な
の
か
と
い
う
理
由
を
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
親
が
子
ど
も
に
対
し
て

課
す
規
範
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
制
約
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
も
し
子

ど
も
が
両
親
を
愛
し
か
つ
信
頼
し
て
い
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
ん
誘
惑
・
衝
動
に
屈
し

て
﹇
親
の
課
す
規
範
に
背
い
て
﹈
し
ま
っ
た
場
合
、
自
分
の
不
品
行
に
対
し
て
両
親

が
取
る
態
度
を
共
有
し
た
い
と
願
」
い
、「
子
ど
も
は
お
の
れ
の
罪
責
を
認
め
、
和
解

を
求
め
よ
う
と
す
る
」（T

J 465/407[610]

）。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
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義
原
理
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
理
由

915

処
罰
に
対
す
る
恐
怖
や
親
の
愛
を
失
う
こ
と
へ
の
不
安
な
ど
と
は
区
別
さ
れ
る
よ
う

な
、
罪
責
と
い
う
紛
れ
も
な
い
道
徳
感
情
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
親
に
対
す
る

子
ど
も
の
愛
や
信
頼
と
い
う
自
然
本
性
的
態
度
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
も
し
そ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
逆
も
ま
た
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
も
し
子
ど
も
が
罪
責
の
感
情
を
示
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
親
に
対
す
る
愛

や
信
頼
も
ま
た
欠
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、「
罪
責
の
意
識
の

不
在
は
愛
や
信
頼
の
欠
如
を
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
」（T

J 

465/407[610]

）
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

（
二
）
連
合
体
の
道
徳
性

続
く
道
徳
性
の
発
達
の
第
二
段
階
は
、「
連
合
体
の
道
徳
性
」（m

orality of 

association

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
連
合
体
の
道
徳
性
を
、先
の
権
威
の
道
徳
性

と
区
別
す
る
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
諸
個
人
が
従
う
べ
き
規
範
の
内
容
上
の
相

違
で
あ
る
。
上
記
の
と
お
り
、
先
の
第
一
段
階
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
（
子
ど
も
）
が

従
う
べ
き
規
範
の
内
容
は
、
両
親
な
ど
の
権
威
者
に
よ
る
命
令
や
指
令
と
し
て
与
え

ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
第
二
段
階
に
お
い
て
諸
個
人
が
従
う
べ
き
規

範
の
内
容
は
、「
個
々
人
が
所
属
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
連
合
体
に
お
け
る
当
人
の
役

割
に
適
合
し
た
道
徳
的
基
準
」（T

J 467/409[613]

）
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、家
族
の
よ
う
な
小
集
団
で
あ
っ
て
も
、そ
れ
は
「
通
常
は
明
確
な
階
層
性
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
各
成
員
が
一
定
の
権
利
と
義
務
を
有
し
て
い
る
連
合
体
」（T

J 

467/409[613]

）
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
子
ど
も
は
、
成
長
す
る
に
つ

れ
、
よ
い
息
子
・
よ
い
娘
に
ふ
さ
わ
し
い
振
る
舞
い
や
態
度
な
ど
、
家
族
と
い
う
連

合
体
の
中
で
の
自
分
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
道
徳
的
基
準
を
身
に
付
け
て
い
く
。
ま

た
、
そ
の
子
ど
も
が
、
学
校
や
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
、
ご
近
所
関
係
や
仲
間
と
の
交
遊

関
係
な
ど
様
々
な
連
合
体
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
各
々
の
連
合
体
の
中

で
の
当
人
に
ふ
さ
わ
し
い
道
徳
的
基
準
、
す
な
わ
ち
、
よ
い
生
徒
、
よ
い
級
友
、
よ

い
チ
ー
ム
メ
イ
ト
、
よ
い
隣
人
、「
付
き
合
い
の
い
い
奴
」（good sport

）
等
々
に
ふ

さ
わ
し
い
振
る
舞
い
や
態
度
を
身
に
付
け
て
行
く
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
観

は
成
人
後
の
人
生
に
ま
で
及
び
、
当
人
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
成
人
と
し
て
の
身
分
や
職

業
、家
族
の
中
で
の
持
ち
場
、そ
し
て
社
会
の
一
成
員
と
し
て
の
境
遇
」（T

J 468/409-

10[614]

）
等
に
応
じ
て
、
よ
い
夫
、
よ
い
妻
、
よ
い
友
人
、
よ
い
市
民
等
々
、
各
々

の
地
位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
様
々
な
道
徳
的
基
準
や
徳
、
す
な
わ
ち
ロ
ー
ル
ズ
の

言
う
数
多
く
の
「
理
想
」
を
身
に
付
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
諸
個
人
は
、
こ
の
連
合
体
の
道
徳
性
を
習
得
す
る
の
か
。

そ
の
際
に
ま
ず
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
複
雑
な
知
的
能
力
の
発
達
で
あ
る
。
上
記
の

と
お
り
、
連
合
体
の
道
徳
性
の
そ
の
内
容
は
、
家
族
や
友
人
関
係
、
学
校
や
職
場
、

さ
ら
に
は
国
や
社
会
と
い
っ
た
様
々
な
連
合
体
の
中
で
の
、
当
人
の
地
位
や
役
割
に

ふ
さ
わ
し
い
様
々
な
「
理
想
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
「
個
々
の

理
想
は
お
そ
ら
く
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
役
割
あ
る
い
は
地
位
が
属
し
て
い
る
連
合

体
の
達
成
目
標
や
目
的
の
文
脈
で
説
明
さ
れ
る
」（T

J 468/410[614]

）。
そ
の
た
め
、

人
び
と
が
連
合
体
の
道
徳
性
を
習
得
す
る
た
め
に
は
、
自
分
が
属
し
て
い
る
連
合
体

は
全
体
と
し
て
何
を
目
的
と
し
た
、
ど
の
よ
う
な
連
合
体
な
の
か
を
理
解
す
る
能
力

が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
連
合
体
の
中
で
は
、
そ
の
目
的
を
首
尾
よ
く
達
成
で
き

る
よ
う
、
異
な
る
諸
個
人
に
対
し
て
様
々
な
役
割
や
地
位
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る

の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
他
の
諸
個
人
は
当
人
の
地
位
に
応
じ
た
別
個
の
役

割
を
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
彼
ら
の
視
座
は
自
分
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
能
力
、
彼
ら
が
有
す
る
計
画
や
意
図
や
動
機
を
評
価
す

る
能
力
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
理
解
や
評
価
を
参
照
し
つ
つ
、
自
分
の
振
る
舞
い
を
適

切
に
統
制
す
る
能
力
も
ま
た
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
連
合
体
の
道

徳
性
の
習
得
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
物
事
を
考
慮
し
、
こ
う
し
た
観
点
の
総
体

か
ら
ひ
と
つ
の
協
働
シ
ス
テ
ム
の
諸
相
と
考
え
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、
知
的
能

力
の
発
達
に
基
づ
い
て
い
る
」（T

J 468/410[614]

）
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
諸
個
人
が
こ
れ
ら
の
知
的
能
力
を
発
達

さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
自
ず
と
連
合
体
の
道
徳
性
が
習
得
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
知
的
能
力
は
、
た
と
え
ば
他
の
諸
個
人
を
食
い
も
の
に

し
て
自
ら
の
利
益
を
追
求
す
る
な
ど
、
道
徳
的
と
は
言
い
難
い
行
為
を
遂
行
す
る
う

え
で
も
有
用
な
技
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
諸
個
人
が
連
合
体
の
中
の
自
ら
の
地

位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
道
徳
的
基
準
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
よ

う
に
な
る
そ
の
背
後
に
は
、
た
ん
な
る
知
的
能
力
の
発
達
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、
道

徳
的
動
機
づ
け
の
発
達
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
連
合
体
へ
の
参
加

を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
な
態
度
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
そ

う
し
た
態
度
の
発
達
に
関
す
る
仮
説
と
し
て
、
次
の
心
理
法
則
を
主
張
す
る
。

第
二
法
則
：
第
一
法
則
に
則
っ
た
愛
着
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仲
間
意
識
を

抱
く
個
人
の
能
力
が
実
現
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
社
会
的
な
制
度
編
成
は
正
義
に
か

な
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
と
公
共
的

に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
個
人
は
、
他
の
人
び
と
が

明
白
な
意
図
を
持
っ
て
彼
ら
の
義
務
と
責
務
を
遵
守
し
、
そ
し
て
各
々
の
持
ち
場

に
お
け
る
理
想
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
限
り
、
連
合
体
の
中
で
他
の
人
び
と
に

対
す
る
友
愛
の
情
と
信
頼
の
絆
と
を
発
達
さ
せ
る
。（T

J 490/429[642]
）

つ
ま
り
、
連
合
体
の
中
で
す
で
に
固
定
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
他
の
諸
個
人
が
自

ら
の
役
割
を
き
ち
ん
と
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
理
想
を
体
現
し

て
い
る
な
ら
ば
、
新
た
に
そ
の
連
合
体
の
中
に
参
加
す
る
に
至
っ
た
諸
個
人
は
、
彼

ら
に
対
し
て
友
情
や
相
互
信
頼
の
絆
と
い
っ
た
愛
着
を
発
達
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
い
っ
た
ん
「
そ
の
制
度
編
成
に
参
加
し
て
い
る
人
び
と
が
友
情
と
相
互
信
頼

の
絆
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
各
自
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
お
互
い
に
信
頼
す
る
」

（T
J 470/411[616]

）
よ
う
に
な
る
と
、
諸
個
人
は
、
そ
の
連
合
体
の
仲
間
に
対
す
る
友

情
や
相
互
信
頼
の
絆
に
統
制
さ
れ
る
形
で
、
そ
の
連
合
体
の
中
で
自
ら
に
求
め
ら
れ

て
い
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
動
機
づ
け
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
連
合
体
の
中
の
他
の
諸
個
人
が
自
ら
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
、
そ
の
連
合
体
に
属
す
る
諸
個
人
の
間
に
友
情
や
信
頼
の
絆
が
発
達
す
る

よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
は
、
第
一

法
則
の
場
合
と
同
様
の
互
恵
性
の
効
果
が
働
い
て
い
る
と
い
う
。
先
の
第
一
法
則
に

お
い
て
は
、
両
親
が
子
ど
も
に
対
し
て
明
白
に
愛
を
示
し
、
子
ど
も
の
欲
求
や
ニ
ー

ズ
を
気
遣
う
な
ら
ば
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
子
ど
も
は
親
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
心
理
的
機
序
が
働
い
て
い
た
。
他
方
、
こ
の
第
二
法
則
の
場
合
に
は
、
連
合
体

に
属
す
る
諸
個
人
が
自
ら
の
役
割
を
果
た
す
と
き
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
連
合

体
の
中
で
定
め
ら
れ
た
自
ら
の
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
振
る
舞
い
を
示
し
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
必
ず
し
も
仲
間
の
欲
求
や
ニ
ー
ズ
を
直
接
的
に
気
遣
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
連
合
体
の
制
度
編
成
が
正
義
に
か
な
っ
て
い

る
こ
と
が
そ
の
連
合
体
の
中
で
公
共
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る

―
こ
れ
は
第
二
法
則

の
中
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
も
あ
る

―
場
合
に
は
、「
そ
の
連
合
体
の
す
べ

て
の
成
員
は
そ
の
活
動
か
ら
便
益
を
得
て
お
り
、
便
益
を
得
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て

い
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
た
め
、
お
の
れ
の
役
割
を
果
た
す
他
の
人
び
と
の
振
る
舞

い
は
各
人
の
便
益
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」（T

J 

471/412[618]

）。
と
す
れ
ば
、
連
合
体
の
中
の
他
の
諸
個
人
が
明
白
な
意
図
を
持
っ
て

自
ら
の
義
務
や
責
務
を
遵
守
し
て
い
る
場
合
、そ
れ
は
連
合
体
の
諸
個
人
に
と
っ
て
、

自
分
た
ち
の
便
益
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
明
白
な
意
図
の
現
れ
と
し
て
認
識
さ
れ
、

ま
た
こ
う
し
た
認
識
が
、「
そ
の
見
返
り
と
し
て
友
情
や
信
頼
の
感
情
を
喚
起
す
る
」

（T
J 471/412[618]

）。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
第
二
法
則
は
第
一
法
則
と
同
様
、
互
恵

性
と
い
う
発
想
を
体
現
し
た
心
理
法
則
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
い
っ
た
ん
諸
個
人
が
連
合
体
の
中
で
友
情
や
相
互

信
頼
の
絆
を
発
達
さ
せ
る
と
、
諸
個
人
は
自
ら
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
動
機
づ
け
ら
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れ
る
だ
け
で
な
く
、「
自
分
の
役
割
を
果
た
し
損
な
っ
た
と
き
、（
連
合
体
の
）
罪
責
の

意
識
を
経
験
す
る
」（T

J 470/412[617]

）
よ
う
に
も
な
る
。
具
体
的
に
は
、自
ら
の
振

る
舞
い
の
不
正
さ
を
認
め
て
そ
れ
を
謝
罪
し
よ
う
と
し
た
り
、
他
人
に
加
え
た
害
を

償
お
う
と
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
他
方
、
あ
る
人
が
自
ら
の
役
割
を
果
た
し
損

ね
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
こ
う
し
た
性
向
が
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
友
情
や
相
互
信
頼
の
絆
の
不
在
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
先

の
第
一
段
階
に
お
い
て
は
、
親
に
対
す
る
子
ど
も
の
愛
が
育
ま
れ
る
こ
と
で
子
ど
も

が
罪
責
の
感
情
を
持
つ
に
至
っ
た
の
と
同
様
に
、
こ
の
第
二
段
階
に
お
い
て
も
、
友

情
や
相
互
信
頼
の
絆
が
仲
間
た
ち
の
間
で
育
ま
れ
る
こ
と
で
、
諸
個
人
は
罪
責
そ
の

他
の
道
徳
感
情
を
持
つ
に
至
る
。
つ
ま
り
、「
ど
ち
ら
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
あ
る
種

の
自
然
本
性
的
な
態
度
が
そ
れ
に
対
応
す
る
道
徳
感
情
の
基
底
を
成
し
て
い
る
。
逆

に
い
え
ば
、道
徳
感
情
の
欠
如
は
自
然
本
性
的
な
態
度
の
不
在
の
証
拠
と
な
る
」（T

J 

471/412[618]

）
の
で
あ
る
。

（
三
）
原
理
の
道
徳
性

諸
個
人
が
以
上
の
二
段
階
を
経
て
最
終
的
に
到
達
す
る
第
三
段
階
の
こ
と
を
、

ロ
ー
ル
ズ
は
「
原
理
の
道
徳
性
」（m

orality of prin
ciple

）
と
呼
ん
で
い
る
。
無
論
、

こ
の
第
三
段
階
に
お
い
て
諸
個
人
が
従
う
よ
う
に
な
る
規
範
と
は
、
正
義
原
理
に
他

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
諸
個
人
が
従
う
べ
き
規
範
の
内
容
に
よ
っ
て

第
二
段
階
と
第
三
段
階
と
を
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、ロ
ー
ル
ズ
は
、

先
の
第
二
段
階
に
お
い
て
も
、
諸
個
人
は
正
義
原
理
を
遵
守
す
る
動
機
を
持
ち
う
る

と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
第
二
段
階
と
第
三
段
階
と
の
間
に
は
ど
の
よ

う
な
顕
著
な
相
違
点
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
第
二
段
階
に
あ
る
諸
個
人
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
正
義
原
理
を

遵
守
す
る
動
機
を
持
つ
に
至
る
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
上
記
の
と
お
り
、
連
合

体
の
道
徳
性
は
成
長
と
と
も
に
拡
大
し
、
当
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
や
職
業
上
の
地

位
を
担
う
に
つ
れ
て
、
そ
の
地
位
や
役
割
に
応
じ
た
数
多
く
の
理
想
を
身
に
付
け
て

行
く
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
家
族
か
ら
学
校
や
職
場
、
さ
ら
に
は
地
域
社
会
や
社

会
全
体
と
い
っ
た
具
合
に
、
自
ら
の
属
す
る
連
合
体
が
よ
り
大
き
く
か
つ
包
括
的
な

も
の
に
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
各
々
で
自
ら
に
求
め
ら
れ
て
い
る
理
想
も
ま
た
よ
り

複
雑
で
包
括
的
な
も
の
と
な
り
、「
次
第
に
よ
り
優
れ
た
知
的
判
断
力
と
よ
り
洗
練
さ

れ
た
道
徳
的
識
別
力
」（T

J 468/410[614]

）
が
要
求
さ
れ
る
。
す
る
と
、
諸
個
人
は
、

秩
序
だ
っ
た
社
会
の
中
で
は
諸
々
の
主
要
な
社
会
制
度
が
正
義
原
理
に
よ
っ
て
統
制

さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
立
法
や
司
法
等
の
職
務
に
就
い
て
い
る
公
人
の
そ
の
職
務
に

付
随
す
る
理
想
の
内
容
も
ま
た
正
義
原
理
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
は
、「
こ
の
諸
原
理
は
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
市
民
と
い
う
役
割

に
も
適
用
さ
れ
る
」（T

J 472/413[619]

）
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、自

ら
も
ま
た
社
会
と
い
う
連
合
体
の
中
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
平
等
な
市
民
と
い

う
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
そ
の
平
等
な
市
民
と
し
て
の
理
想
の
内
容

を
定
め
て
い
る
の
は
正
義
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
諸
個
人
が
理
解
す
る
よ
う
に

な
る
と
、
諸
個
人
は
「
正
義
に
か
な
っ
た
（
も
し
く
は
公
正
な
）
制
度
枠
組
み
に
お
い

て
私
た
ち
と
協
働
し
て
い
る
人
び
と
に
対
し
て
愛
着
を
持
つ
よ
う
に
な
る
」（T

J 

472/413[619]

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
二
段
階
に
お
い
て
も
、
諸
個
人
は
第
二
法
則

に
従
っ
て
他
の
市
民
に
対
す
る
友
情
や
相
互
信
頼
の
絆
を
発
達
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
を

通
じ
て
、
自
ら
の
市
民
と
し
て
の
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
理
想
に
即
し
て
行
為
す
る
動

機
を
持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
第
二
段
階
に
お
い
て
は
、「
個
人
は
正
義
の
諸
原
理
を
理
解
す
る
と

は
い
え
、
そ
の
原
理
を
遵
守
す
る
こ
と
へ
の
動
機
は
﹇
中
略
﹈
友
情
や
仲
間
意
識
と

い
っ
た
他
者
と
の
絆
や
、
よ
り
大
規
模
な
社
会
か
ら
是
認
さ
れ
る
こ
と
へ
の
気
遣
い

か
ら
主
と
し
て
生
じ
て
い
る
」（T

J 473/414[620]

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
段
階
に

至
る
と
諸
個
人
は
、「
そ
う
し
た
最
高
位
の
原
理
そ
れ
自
体
に
愛
着
を
覚
え
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
結
果
、
先
の
連
合
体
の
道
徳
性
の
段
階
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
付
き
合
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い
の
い
い
奴
に
な
り
た
い
と
欲
し
て
い
た
の
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で

は
正
し
い
人
に
な
り
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
る
」（T

J 473/414[620]

）。
つ
ま
り
、
こ

こ
に
至
る
と
諸
個
人
は
、
正
義
原
理
そ
れ
自
体
に
対
し
て
愛
着
を
抱
き
、
正
義
原
理

の
要
求
に
従
っ
て
行
為
し
た
い
と
い
う
欲
求
、
す
な
わ
ち
正
義
感
覚
を
発
達
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
段
階
と
第
三
段
階
と
を
区
別
す
る
顕
著
な
相
違
点

は
、
諸
個
人
が
、
仲
間
や
同
胞
市
民
に
対
し
て
育
ま
れ
た
友
情
や
相
互
信
頼
の
絆
に

基
づ
い
て
正
義
原
理
に
従
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
正
義
原
理
そ
れ
自
体
に
対
し
て
育

ま
れ
た
愛
着
に
基
づ
い
て
正
義
原
理
に
従
う
の
か
と
い
う
、
正
義
原
理
の
要
求
に

従
っ
て
行
為
す
る
そ
の
動
機
の
上
で
の
相
違
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
第
三
段
階
に
ま
で
到
達
し
た
諸
個
人
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
正
義
原
理
そ

の
も
の
に
対
す
る
愛
着
、
正
義
原
理
に
基
づ
い
て
行
為
し
よ
う
と
す
る
欲
求
と
し
て

の
正
義
感
覚
を
育
む
に
至
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
ロ
ー
ル
ズ
は
、
次
の

よ
う
な
心
理
法
則
を
主
張
し
て
い
る
。

第
三
法
則
：
最
初
の
二
法
則
に
則
っ
た
愛
着
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仲
間
意

識
を
抱
く
個
人
の
能
力
が
実
現
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
社
会
の
諸
制
度
は
正
義
に
か

な
っ
て
い
て
、
ま
た
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
と
公
共
的
に

知
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
個
人
は
、
自
分
や
お
の
れ
が
世
話
を
焼
い
て
い
る

人
た
ち
が
そ
う
し
た
制
度
編
成
の
受
益
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
限
り
、
そ
れ
に

対
応
し
た
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
。（T

J 491/429-30[642-3]

）

上
記
の
と
お
り
、
す
で
に
第
二
段
階
に
お
い
て
正
義
原
理
を
遵
守
す
る
動
機
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
諸
個
人
は
、
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
諸
々
の
主
要
な
社
会
制
度
が
正
義

原
理
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
立
法
や
司
法
等
の
職
務
に
就
い

て
い
る
公
人
は
常
に
そ
の
正
義
原
理
を
適
用
・
解
釈
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
を
理
解
し
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
い
っ
た
ん
こ
の
よ
う
に
し
て

諸
個
人
が
「﹇
正
義
﹈
原
理
に
精
通
し
、原
理
が
保
証
す
る
価
値
や
そ
れ
ら
が
す
べ
て

の
人
の
相
対
的
利
益
に
な
る
方
途
を
理
解
す
る
」（T

J 473/414[621]

）
よ
う
に
な
る

と
、
そ
こ
に
こ
の
第
三
法
則
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
個
人
は
正
義
感
覚
を
習

得
す
る
。
つ
ま
り
、「
ひ
と
た
び
、
正
義
の
原
理
に
合
致
し
た
社
会
的
な
制
度
編
成
が

ど
の
よ
う
な
仕
方
で
私
た
ち
の
善
や
私
た
ち
と
連
携
し
て
い
る
人
び
と
の
善
を
促
進

す
る
の
か
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
そ
う
し
た
原
理
を
適
用
し
そ
れ
ら
に
準

拠
し
て
行
為
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
発
達
さ
せ
る
」（T

J 474/415[621]

）
の
で
あ
る
。

ま
た
、こ
の
よ
う
に
し
て
諸
個
人
が
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
な
ら
ば
、彼
ら
は
「
私

た
ち
に
適
用
さ
れ
、
私
た
ち
と
私
た
ち
の
仲
間
が
便
益
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
の
正
義

に
適
っ
た
制
度
を
受
け
入
れ
」（T

J 474/415[621]

）
た
り
、「
正
義
に
適
っ
た
制
度
の

設
立
の
た
め
に
尽
く
し
た
い
（
も
し
く
は
、
少
な
く
と
も
反
対
し
な
い
）
と
い
う
意
欲
」

（T
J 474/415[622]

）
を
持
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、諸
個
人
が
自
ら
の
正

義
感
覚
に
反
し
た
振
る
舞
い
を
し
、
自
分
の
義
務
や
責
務
を
尊
重
し
損
ね
た
場
合
に

は
、
先
の
二
段
階
の
場
合
と
同
様
、
罪
責
と
い
う
道
徳
感
情
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
罪
責
の
意
識
は
、
両
親
に
対
す
る
愛
や

信
頼
、
特
定
の
個
人
や
共
同
体
に
対
す
る
友
情
や
信
頼
の
絆
に
依
存
す
る
も
の
で
は

な
く
、
正
義
原
理
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
説
明
可
能
と
な
る
よ

う
な
意
識
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、諸
個
人
は
、こ
の
原
理
の
道
徳
性
の
段
階
に
至
っ

て
「
初
め
て
厳
密
な
意
味
で
の
罪
責
の
意
識
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
」（T

J 

474/415[622]

）
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
基
礎
構
造
が
正
義
原
理
に
よ
っ
て
統

制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
諸
個
人
が
知
り
、
正
義
原
理
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
よ

う
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
諸
個
人
は
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
の
か
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
そ
こ
に
は
先
の
二
つ
の
心
理
法
則
の
場
合
と
同
様
、
互

恵
性
の
効
果
が
働
い
て
い
る
と
主
張
す
る
。
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﹇
三
つ
の
﹈
心
理
法
則
は
、﹇
中
略
﹈
愛
や
友
情
と
い
っ
た
能
動
的
な
情
操
そ
し
て

正
義
感
覚
で
さ
え
、
私
た
ち
の
善
の
た
め
に
行
為
す
る
と
い
う
他
の
人
び
と
の
明

白
な
意
図
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
良
好
に
暮
ら
し

て
い
る
こ
と
を
他
の
人
び
と
は
願
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
は

お
返
し
に
、
彼
ら
の
暮
ら
し
よ
さ
に
心
を
砕
く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た

ち
の
善
が
人
び
と
や
制
度
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で

理
解
す
る
の
か
に
応
じ
て
、
人
び
と
や
制
度
に
対
す
る
愛
着
を
私
た
ち
は
習
得
す

る
。﹇
こ
こ
で
は
﹈
互
恵
性
と
い
う
観
念
、
す
な
わ
ち
、
同
じ
こ
と
で
返
礼
・
応
答

す
る
と
い
う
傾
向
性
が
基
礎
的
な
観
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。（T

J 

494/433[647-8]

）

こ
の
よ
う
に
ロ
ー
ル
ズ
は
、
道
徳
性
の
発
達
の
三
段
階
を
特
徴
づ
け
る
三
つ
の
心
理

法
則
は
、
い
ず
れ
も
互
恵
性
と
い
う
人
間
の
心
理
的
傾
向
性
の
反
映
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。
互
恵
性
と
は
、「
私
た
ち
が
良
好
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
他
の
人
び
と

は
願
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
は
お
返
し
に
、
彼
ら
の
暮
ら
し
よ

さ
に
心
を
砕
く
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
同
じ
こ
と
で
返
礼
・
応

答
す
る
と
い
う
傾
向
性
」
で
あ
り
、
ま
た
こ
う
し
た
傾
向
性
は
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ

ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
の
「
根
深
い
心
理
学
的
事
実
」（deep psych

ological 

fact

）
で
も
あ
る
と
も
い
う
（T
J 494/433[648]

）。

他
方
、
上
記
の
と
お
り
、
も
し
諸
々
の
主
要
な
社
会
制
度
が
正
義
に
か
な
っ
て
お

り
、
か
つ
そ
の
こ
と
が
公
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
諸
個
人
は
、「
正
義

の
原
理
に
合
致
し
た
社
会
的
な
制
度
編
成
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
私
た
ち
の
善
や
私

た
ち
と
連
携
し
て
い
る
人
び
と
の
善
を
促
進
す
る
の
か
を
理
解
す
る
」（T

J 

474/415[621]

）
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、そ
の
よ
う
な
理
解
を
持
つ
諸
個
人
は
、上

記
の
互
恵
性
と
い
う
傾
向
性
の
た
め
に
、
自
分
た
ち
の
善
の
促
進
を
気
に
か
け
て
く

れ
て
い
る
そ
の
諸
制
度
や
、
そ
の
諸
制
度
を
統
制
し
て
い
る
正
義
原
理
に
対
し
て
、

お
返
し
と
し
て
愛
着
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
諸
個
人
は
、
互
恵
性
の
傾
向

と
い
う
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
根
深
い
心
理
学
的
事
実
」
の
た
め
に
、
両
親
に
対
す
る

愛
情
や
、
連
合
体
の
仲
間
に
対
す
る
友
情
や
相
互
信
頼
の
絆
だ
け
で
な
く
、
正
義
原

理
そ
れ
自
体
に
対
し
て
も
愛
着
を
抱
き
、
正
義
感
覚
の
習
得
に
至
る
の
で
あ
る
。

二
、諸
個
人
は
正
義
原
理
そ
れ
自
体
に
対
し
て
愛
着
を
持
ち
う
る
か

前
節
で
は
、
公
正
と
し
て
の
正
義
に
基
づ
く
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
中
に
生
ま
れ

育
っ
た
諸
個
人
が
徐
々
に
道
徳
性
を
発
達
さ
せ
、
最
終
的
に
正
義
感
覚
や
道
徳
感
情

を
習
得
す
る
に
至
る
そ
の
三
段
階
か
ら
成
る
過
程
を
概
観
し
、
そ
の
背
後
に
は
各
々

の
段
階
に
対
応
す
る
三
つ
の
心
理
法
則
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
や
、
こ
れ
ら
の
心
理

法
則
は
い
ず
れ
も
、
互
恵
性
の
傾
向
と
い
う
人
間
の
「
根
深
い
心
理
学
的
事
実
」
を

反
映
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
心
理
学
的
説
明
の
中
に
は
、
一
見
し
て
不
可
解
に
思

わ
れ
る
事
柄
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
互
恵
性
の
傾
向
が
人
間
の
「
根

深
い
心
理
学
的
事
実
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
な
お
第
一
・
第

二
段
階
の
心
理
法
則
と
第
三
段
階
の
心
理
法
則
の
間
に
は
、
大
き
な
懸
隔
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

詳
し
く
説
明
し
よ
う
。
第
一
段
階
で
は
、
両
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
愛
を
背
景
と

し
て
、
子
ど
も
は
両
親
に
対
す
る
愛
と
い
う
新
た
な
態
度
を
習
得
し
、
ま
た
そ
の
態

度
に
統
制
さ
れ
る
形
で
、
両
親
の
命
令
や
指
令
に
従
う
よ
う
に
な
る
。
続
く
第
二
段

階
で
は
、
様
々
な
連
合
体
の
中
で
自
ら
の
役
割
や
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
行
為

す
る
他
の
人
び
と
の
存
在
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
連
合
体
に
所
属
す
る
諸
個
人
は
友

情
や
相
互
信
頼
の
絆
と
い
う
新
た
な
態
度
を
習
得
し
、
ま
た
そ
の
態
度
に
統
制
さ
れ

る
形
で
、
連
合
体
の
中
で
の
自
分
の
役
割
や
地
位
に
応
じ
た
義
務
や
責
務
を
果
た
す

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
第
一
・
第
二
段
階
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
自
身
の
善
の
こ
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と
を
気
に
か
け
て
く
れ
る
特
定
の
諸
個
人
が
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
彼
ら
が
自
身
の

善
を
気
に
か
け
る
よ
う
な
仕
方
で
明
白
に
行
為
す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
個
人
は
両
親

に
対
す
る
愛
や
信
頼
、
仲
間
に
対
す
る
友
情
や
相
互
信
頼
と
い
っ
た
愛
着
を
発
達
さ

せ
、
お
返
し
を
し
よ
う
と
す
る
動
機
づ
け
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
段
階
で
は
、
正
義
原
理
や
そ
れ
に
基
づ
い
た
社
会
の
基
礎

構
造
に
対
す
る
理
解
を
背
景
と
し
て
、
諸
個
人
は
正
義
原
理
そ
れ
自
体
に
対
す
る
愛

着
を
発
達
さ
せ
、
正
義
に
基
づ
い
て
行
為
し
た
い
と
い
う
欲
求
、
す
な
わ
ち
正
義
感

覚
を
習
得
す
る
に
至
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
第
一
段
階
に
お
け
る
両
親
や
、
第

二
段
階
に
お
け
る
連
合
体
の
仲
間
と
い
っ
た
、
諸
個
人
が
愛
着
を
抱
く
そ
の
対
象
と

な
る
べ
き
特
定
の
諸
個
人
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
第
三
段
階
に
お

い
て
は
、
諸
個
人
は
正
義
原
理
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

0

0

0

に
対
し
て
愛
着
を
抱
く
と
想
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
段
階
で
は
親
に
対
す
る
子
ど
も
の
愛
が
、
第
二
段
階

で
は
仲
間
に
対
す
る
友
情
や
相
互
信
頼
が
そ
れ
ぞ
れ
育
ま
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
道

徳
的
な
行
為
の
動
機
や
罪
責
の
感
情
な
ど
が
促
さ
れ
て
お
り
、「
ど
ち
ら
の
場
合
に

あ
っ
て
も
、
あ
る
種
の
自
然
本
性
的
な
態
度
が
そ
れ
に
対
応
す
る
道
徳
感
情
の
基
底

を
成
し
て
」（T

J 471/412[618]

）
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、第
三
段
階
に

至
る
と
諸
個
人
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
本
性
的
態
度
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
正
義
の

要
求
ど
お
り
に
行
為
す
る
よ
う
動
機
づ
け
ら
れ
た
り
、
罪
責
な
ど
の
道
徳
感
情
を
抱

い
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
懸
隔
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
先
の
三
段
階
に
つ
い
て
の
説
明

の
後
で
、
道
徳
感
情
と
自
然
本
性
的
態
度
と
の
結
び
つ
き
を
議
論
し
て
い
る
『
正
義

論
』
七
四
節
で
あ
る
。
本
節
に
お
い
て
ロ
ー
ル
ズ
は
、
第
一
段
階
で
の
親
に
対
す
る

子
ど
も
の
愛
と
罪
責
と
の
関
係
や
、
第
二
段
階
で
の
仲
間
に
対
す
る
友
情
・
相
互
信

頼
と
罪
責
と
の
関
係
を
再
度
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
こ
の
道
徳
感
情
の
不
在
は
、

そ
う
し
た
愛
着
の
不
在
を
含
意
し
て
い
る
」（T

J 486/425[637]

）
と
述
べ
、自
然
本
性

的
な
態
度
と
道
徳
感
情
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
強
調
し
て
い
る
。
他
方
で
ロ
ー
ル

ズ
は
、「
義
憤
や
罪
責
の
感
情
は
、
た
と
え
ば
そ
う
し
た
愛
着
の
証
拠
と
し
て
し
ば
し

ば
見
な
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、﹇
義
憤
や
罪
責
の
感
情
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
﹈
そ
の
他
の
説
明
も
存
在
し
う
る
」（T

J 486/425-6[637]

）
と
述
べ
、道
徳
感
情
が

自
然
本
性
的
な
態
度
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
現
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
同
時
に

認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
自
然
本
性
的
な
態
度
と
は
、
道
徳
感

情
や
道
徳
的
動
機
づ
け
の
十
分
条
件
で
は
あ
っ
て
も
、
必
要
条
件
と
は
見
な
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ロ
ー
ル
ズ
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
道
徳
性
の
発
達
に
つ
い
て
の
今
ま
で
の
説
明
は
、
特
定
の
人
び
と
に
対

す
る
愛
情
が
道
徳
性
の
習
得
に
あ
た
っ
て
必
須
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
仮
定

し
て
い
る
。
し
か
し
、
万
一
そ
う
し
た
﹇
特
定
の
人
び
と
に
対
す
る
﹈
愛
着
が
何

ら
必
要
な
い
と
す
れ
ば
そ
れ
は
意
外
な
こ
と
で
あ
る

―
私
は
そ
う
思
う
の
だ
が

―
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
態
度
が
後
の
発
達
段
階
に
属
す
る
道
徳
的
動
機
づ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
し
て
ど
れ
程
必
要
と
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
未
決
の
ま
ま
に
し
て
お
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

。（T
J 486/426[637] 

傍
点
追
加
）

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
道
徳
性
の
発
達
の
た
め
に
は
特
定
の
諸
個
人
に
対
す

る
愛
着
の
形
成
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
一
方
で
、
第
三
段
階
と
い
う
「
後

の
発
達
段
階
」
で
の
道
徳
的
動
機
づ
け
に
関
し
て
特
定
の
諸
個
人
に
対
す
る
愛
着
が

必
要
と
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
態
度
を
保
留
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
諸
個
人
が
、
特
定
の
諸
個
人
に
対
す
る
愛
着
と
い
う
自
然
本
性
的
な
態

度
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
規
範
的
原
理
と
し
て
の
正
義
原
理
そ
れ
自
体
に
対
し
て

愛
着
を
抱
き
、
正
義
原
理
に
従
っ
て
行
為
し
た
い
と
い
う
欲
求
と
し
て
の
正
義
感
覚

を
習
得
す
る
に
至
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
道
徳
的
動
機
づ
け
に
関
す
る
説
明
と
し

て
は
奇
妙
で
は
な
か
ろ
う
か③
。
実
際
、
も
し
諸
個
人
が
正
義
原
理
そ
れ
自
体
に
対
し

て
愛
着
を
抱
き
、
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
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こ
ろ
正
義
感
覚
と
は
、
た
だ
端
的
に
正
義
原
理
そ
れ
自
体
の
た
め
に
行
為
し
よ
う
と

す
る
、
非
合
理
的
で
盲
目
的
な
規
則
崇
拝
の
態
度
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ

ろ
う
か④
。
次
節
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

三
、
正
義
感
覚
は
た
ん
な
る
規
則
崇
拝
か

そ
こ
で
、
第
三
段
階
に
お
い
て
諸
個
人
が
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
に
至
る
そ
の
過

程
を
、
再
度
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
諸
個
人
が
第

一
段
階
か
ら
第
二
段
階
、
そ
し
て
第
二
段
階
か
ら
第
三
段
階
へ
と
発
達
を
遂
げ
る
際

に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
第
二
法
則
・
第
三
法
則
と
い
っ
た
心
理

法
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
法
則
・
第
三
法
則
が
作
動
す
る
よ
う
に
な
る
そ
の
背

後
に
は
、
諸
個
人
の
知
的
判
断
力
や
道
徳
的
識
別
力
の
増
大
と
い
っ
た
、
知
的
能
力

の
発
達
が
前
提
と
し
て
伴
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
諸
個
人
は
、
連
合
体
の
目
的
や
そ
の
中
で
の
様
々
な
役
職
や
地
位
を
理
解
し
た

り
、
自
分
と
は
異
な
る
視
座
を
持
つ
他
人
の
計
画
や
意
図
や
動
機
を
評
価
し
た
り
す

る
能
力
を
発
達
さ
せ
て
こ
そ
、
連
合
体
の
仲
間
に
対
す
る
友
愛
や
信
頼
の
絆
を
習
得

す
る
。
ま
た
、
諸
個
人
は
、
社
会
の
主
要
な
諸
制
度
が
正
義
原
理
に
よ
っ
て
統
制
さ

れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
中
で
自
ら
も
平
等
な
市
民
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ

と
、
そ
の
平
等
な
市
民
と
し
て
の
理
想
も
ま
た
正
義
原
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ

と
な
ど
を
理
解
す
る
能
力
を
発
達
さ
せ
て
こ
そ
、
正
義
原
理
そ
れ
自
体
に
対
す
る
愛

着
、
す
な
わ
ち
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
自
ら
の
心
理
的
説
明
の
構
築

に
際
し
て
参
照
し
て
い
る
コ
ー
ル
バ
ー
グ
は
、
子
ど
も
の
成
長
に
つ
れ
て
道
徳
判
断

に
も
認
知
形
式
上
の
変
化
が
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
、
道
徳
判
断
の
発
達
は
認
知
的

で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
正
義
観
や
正
義
感
情⑤
の
発
達
は
互
恵
性
・

平
等
概
念
の
認
識
に
基
づ
く
と
述
べ
て
い
る
が⑥
、
道
徳
性
の
発
達
の
背
後
に
は
、
そ

の
よ
う
な
知
的
能
力
の
発
達
が
前
提
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
て
、
第
三
段
階
に
お
い
て
諸
個
人
が
正
義
感
覚
を
習
得
す

る
そ
の
背
後
に
は
ど
の
よ
う
な
知
的
能
力
の
発
達
が
伴
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
直
し

て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
に
つ
い
て
の
理
解
と
い
う
顕
著

な
知
的
能
力
の
発
達
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
正
義
原
理
は
具

体
的
に
何
を
要
求
し
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
た
ち
の
利
益
の
促
進
に
寄
与

し
て
い
る
の
か
と
い
う
正
義
原
理
の
実
質
的
内
容
や
、
自
分
た
ち
の
社
会
の
基
礎
構

造
は
実
際
に
そ
の
正
義
原
理
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の

理
解
だ
け
で
は
な
く
、そ
の
正
義
原
理
は
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
基
盤
を
有
し
て
お
り
、

ど
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
正
義
原
理
の
導
出
に
つ
い
て
の

理
解
も
ま
た
、
第
三
段
階
に
お
い
て
諸
個
人
が
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
に
至
る
そ
の

背
景
的
な
条
件
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
正
義
原
理
の
導
出
に
つ
い
て

の
理
解
と
は
、
正
義
原
理
は
原
初
状
態
と
い
う
公
正
な
初
期
状
態
に
置
か
れ
た
道
徳

的
人
格
と
し
て
の
諸
個
人
（
＝
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
よ
り
、正
義
原
理
の
選
択
に
歪
み
を
も

た
ら
す
恣
意
的
な
情
報
を
一
切
剥
奪
さ
れ
た
諸
個
人
）
が
合
理
的
に
合
意
し
う
る
よ
う
な

原
理
で
あ
る
と
い
う
、
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
に
つ
い
て
の
理
解
に
他
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
段
階
と
は
、
正
義
原
理
に
対
す
る
理
解
と
、
そ
の
道
徳
的

基
礎
と
し
て
の
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
に
対
す
る
理
解
を
と
も
に
発
達
さ
せ
た

諸
個
人
が
、
第
三
法
則
に
導
か
れ
る
形
で
、
正
義
原
理
そ
れ
自
体
に
対
す
る
愛
着
を

抱
き
、
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
よ
う
に
な
る
段
階
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
に
対
し
て
理
解
を
有
し
て
い

る
諸
個
人
が
、
正
義
原
理
そ
の
も
の
に
対
し
て
愛
着
を
抱
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ

と
は
、
た
ん
な
る
盲
目
的
な
規
則
崇
拝
の
態
度
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
は
別
物
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
と
き
諸
個
人
は
、
あ
く
ま
で
も
公
正
と
し

て
の
正
義
の
構
想
に
対
す
る
理
解
を
背
景
と
し
て
、
正
義
原
理
に
対
す
る
愛
着
を
抱

く
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
諸
個
人
が
正
義
原
理
に
対
し
て
愛
着
を
抱
く
そ
の

背
後
に
は
、
そ
の
正
義
原
理
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
諸
制
度
か
ら
自
分
た
ち
が
利
益
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を
得
て
い
る
と
い
う
正
義
原
理
の
実
質
的
内
容
に
関
す
る
理
解
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
正
義
原
理
は
〈
原
初
状
態
と
い
う
公
正
な
初
期
状
態
の
中
に
置
か
れ
た
道
徳
的
人

格
と
し
て
の
諸
個
人
が
合
意
し
う
る
よ
う
な
原
理
で
あ
る
〉
と
い
う
、
正
義
原
理
の

導
出
方
法
に
関
す
る
理
解
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
を
有
す
る
諸

個
人
に
と
っ
て
、
正
義
原
理
そ
れ
自
体
に
対
す
る
愛
着
と
は
、
た
ん
な
る
非
合
理
的

で
盲
目
的
な
規
則
崇
拝
の
態
度
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
公
正
と
し
て
の
正
義

の
構
想
や
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
正
義
原
理
の
実
質
的
内
容
に
対
す
る
理
解
を

背
景
と
し
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
欲
求
、
言
わ
ば
、
そ
れ
ら
の
理
解
に
よ
っ
て
動
機

づ
け
ら
れ
た
欲
求
な
の
で
あ
る⑦
。

事
実
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
Ｗ
・
Ｄ
・
ロ
ス
の
直
観
主
義
に
代
表
さ
れ
る
「
純
粋
に
良

心
的
な
行
為
を
説
く
学
説
」（th

e d
octrin

e of th
e p

u
rely con

scien
tiou

s act 

doctrin
e

）
に
お
け
る
道
徳
的
動
機
づ
け
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
く
だ
り
で
、
正
義
感

覚
が
そ
の
よ
う
な
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
の
理
解
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た

欲
求
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
純
粋
に
良
心
的
な
行
為
を
説
く

学
説
と
は
、「
最
高
の
道
徳
的
動
機
と
は
正
し
い
こ
と
や
公
正
な
こ
と
を
、
そ
れ
が
た

だ
正
し
く
公
正
で
あ
る
が
ゆ
え
に
お
こ
な
う
と
い
う
欲
求
で
あ
り
、
そ
の
他
の
記
述

は
適
切
で
は
な
い
」（T

J 477/418[625]

）
と
主
張
す
る
学
説
で
あ
る
が
、ロ
ー
ル
ズ
に

よ
れ
ば
、「
こ
の
解
釈
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
正
し
さ
の
感
覚
は
い
か
な
る
明
白
な
理
由

も
欠
い
て
」（T

J 478/418[626]

）
お
り
、道
徳
的
な
行
為
は
「
ま
っ
た
く
の
気
ま
ぐ
れ

に
な
っ
て
し
ま
う
」（T

J 478/418[626]

）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
続
け
る
形

で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
正
義
感
覚
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

契
約
理
論
を
理
解
し
受
け
入
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
正
義
の
情
操
と
は
、
す
べ
て

0

0

0

の
人
に
道
徳
的
人
格
と
し
て
の
対
等
な
代
表
権
を
付
与
し
て
い
る
初
期
状
態
に
お

0

0

0

0

0

0
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0
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理
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個
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う
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に
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て
行
為
し
た
い

0
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
欲
求

0

0

0

0

0

と
別
種
の
欲
求
で
は
な
い
。﹇
中
略
﹈正
義
の
原
理
は
こ
う
し
た
記
述

と
合
致
し
て
お
り
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
正
義
感
覚
に
対
し
て
受
け
入

れ
可
能
な
解
釈
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。﹇
中
略
﹈こ
う
し
た
原
理
に
よ
っ
て
律

せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
全
員
が
受
け
入
れ
る
よ
う
な

視
座
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
承
認
し
う
る
公
正
な
条
項
に
基
づ
い
て
、
他
の
人
び

と
と
と
も
に
生
を
営
む
こ
と
を
私
た
ち
が
欲
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う

し
た
基
礎
に
基
づ
い
て
協
働
し
て
い
る
人
び
と
と
い
う
理
想
は
、私
た
ち
の
感
情
・

気
質
に
対
し
て
ご
く
も
っ
と
も
な
誘
引
力
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。（T

J 478/418-

9[626] 

傍
点
追
加
）

こ
の
引
用
に
お
い
て
ロ
ー
ル
ズ
が
言
わ
ん
と
す
る
事
柄
を
、
純
粋
に
良
心
的
な
行
為

を
説
く
学
説
と
対
比
さ
せ
つ
つ
解
釈
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
純
粋
に
良
心
的
な
行
為

を
説
く
学
説
の
場
合
、
あ
る
人
が
正
し
い
行
為
を
行
な
う
そ
の
理
由
は
、
端
的
に
そ

の
行
為
が
正
し
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
理
由
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
の
道
徳
的
な
行
為
の
動
機
は
、「
正
し
い
こ
と
を
そ
れ
が
た
だ

正
し
い
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
行
な
う
と
い
う
欲
求
」（T

J 477/418[625-6]

）
と
し
て

し
か
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
動
機
で
は
、
な

ぜ
わ
れ
わ
れ
が
正
し
い
行
為
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
ま
っ
た
く
不

可
解
の
ま
ま
に
取
り
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
動
機
に
基
づ
く
行
為
は
「
ま
っ

た
く
の
気
ま
ぐ
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
の
場
合
に
は
、
あ
る
人
が
正
義
原

理
に
従
っ
て
行
為
す
る
そ
の
理
由
は
、
た
ん
に
そ
の
行
為
が
正
義
原
理
に
合
致
し
て

い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
正
義
原
理
は
、「
競
合
す
る
複
数
の
要
求

を
調
整
す
る
た
め
に
﹇
原
初
状
態
と
い
う
、
正
義
原
理
の
選
択
に
と
っ
て
望
ま
し
い

仮
想
的
選
択
状
況
に
置
か
れ
た
﹈
合
理
的
な
人
び
と
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
」（T

J 476/416-7[624]

）と
い
う
確
固
た
る
道
徳
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
だ
か
ら
、

ま
た
そ
う
し
て
導
出
さ
れ
た
正
義
原
理
は
「
合
意
に
基
づ
い
て
人
間
的
利
益
を
促
進
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す
る
手
法
を
定
義
」（T

J 476/417[624]

）
し
て
い
る
の
で
あ
り
、皆
が
そ
の
正
義
原
理

に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
利
益
が
公
正
な
仕
方
で
促
進
さ
れ
る
か

ら
等
々
、
正
義
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
さ
ら
な
る
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
の
正
義
原
理
に
従
っ
た
行
為
の
動
機
は
、「
合
理

的
な
達
成
目
標
と
は
無
関
係
な
独
断
・
専
横
的
原
理
へ
の
や
み
く
も
な
服
従
の
一
形

態
と
は
異
な
る
」（T

J 476/417[624]

）。
む
し
ろ
、
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
や
、

そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
正
義
原
理
に
つ
い
て
の
理
解
を
有
し
、
か
つ
そ
れ
ら
を
受
け

入
れ
て
い
る
諸
個
人
に
と
っ
て
、
正
義
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
理
由
と
は
、
そ
の

正
義
原
理
が
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
と
い
う
道
徳
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
か

ら
、
皆
が
そ
の
正
義
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
利
益
が
公
正

な
仕
方
で
促
進
さ
れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
際
に
諸
個
人
は
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
欲
求
に
よ
っ
て
行
為
を
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、そ
れ
は
、

公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
か
ら
導
出
さ
れ
る
よ
う
な
正
義
原
理
に
従
っ
て
行
為
し

た
い
と
い
う
欲
求
、
す
な
わ
ち
、「
す
べ
て
の
人
に
道
徳
的
人
格
と
し
て
の
対
等
な
代

表
権
を
付
与
し
て
い
る
初
期
状
態
に
お
い
て
、
合
理
的
な
個
々
人
が
合
意
し
う
る
よ

う
な
原
理
に
基
づ
い
て
行
為
し
た
い
と
い
う
欲
求
」
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る⑧
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
正
義
感
覚
は
、
非
合
理
的
で
盲
目
的
な
規
則
崇
拝

の
態
度
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
論
、
正
義
感
覚
が
こ
の
よ
う
な
契
約
論
的
な
欲
求
と
し
て
説
明
可
能
で
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
前
節
で
提
起
さ
れ
た
問
題
が
完
全
に
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
契
約
論
的
な
欲
求
は
あ
く
ま
で
も
、
諸
個
人
は
公
正
と
し
て
の
正

義
の
構
想
に
対
す
る
理
解
を
背
景
に
、
特
定
の
諸
個
人
に
対
す
る
愛
着
に
は
依
存
し

な
い
よ
う
な
正
義
感
覚
を
習
得
し
う
る
と
い
う
想
定
の
も
と
、
そ
の
際
の
諸
個
人
の

道
徳
的
動
機
づ
け
を
説
明
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
、
仮
説
的
な
欲
求
に
す
ぎ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
個
人
が
正
義
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
際
の
道
徳
的
動

機
づ
け
が
、
本
当
に
特
定
の
諸
個
人
に
対
す
る
愛
着
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
成
り
立

ち
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
相
変
わ
ら
ず
未
決
の
ま
ま
取
り
残
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
前
節
の
引
用
の
と
お
り
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
「
未
決
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
主
張
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

ロ
ー
ル
ズ
は
、
前
節
の
引
用
と
同
じ
『
正
義
論
』
七
四
節
に
お
い
て
、「
正
義
感
覚

を
欠
い
て
お
り
、
自
己
利
益
や
便
宜
が
促
す
場
合
を
除
い
て
は
、
正
義
が
要
求
す
る

よ
う
に
は
決
し
て
行
為
し
な
い
よ
う
な
人
」、
す
な
わ
ち
純
然
た
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
、

「
友
情
や
愛
情
、
そ
し
て
相
互
信
頼
の
絆
を
有
し
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
憤
慨
や
義

憤
を
経
験
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」（T

J 488/428[640]

）
と
主
張
し
て
い
る
。
な
ぜ
正

義
感
覚
を
欠
い
た
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
友
情
や
愛
情
や
相
互
信
頼
の
絆
を
有
し
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
の
か
と
言
え
ば
、「
そ
う
し
た
愛
着
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、﹇
彼
に
は
﹈

公
正
に
行
為
す
る
た
め
の
他
の
﹇
＝
自
己
利
益
や
便
宜
以
外
の
﹈
理
由
が
認
め
ら
れ

る
」（T

J 488/427[639]

）
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、な
ぜ
正
義
感
覚
を
欠
い
た
エ

ゴ
イ
ス
ト
は
憤
慨
や
義
憤
を
経
験
で
き
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
「
憤
慨
や

義
憤
は
道
徳
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
正
と
正
義
の
原
理
の
受
諾
に
言
及
す
る
説

明
を
前
提
」（T

J 488/427[639]

）
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、エ
ゴ
イ
ス
ト
は
い

か
な
る
正
義
原
理
や
道
徳
原
理
も
受
諾
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
続
け
て
ロ
ー
ル
ズ
は
、
次
の
よ
う
に
も
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ゴ
イ

ス
ト
の
例
を
踏
ま
え
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
正
義
感
覚
を
欠
い
て
い
る
人
は
、
人

間
性
と
い
う
観
念
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
、
特
定
の
基
底
的
な
態
度
と
能
力
が
欠
如
し

て
い
る
」（T

J 488/428[640]

）
と
さ
え
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、愛
や
友
情
や
相
互
信

頼
の
絆
と
い
っ
た
自
然
本
性
的
な
態
度
の
み
な
ら
ず
、
当
人
に
と
っ
て
不
快
に
感
じ

ら
れ
る
憤
慨
や
義
憤
と
い
っ
た
道
徳
感
情
で
さ
え
も
が
、「
私
た
ち
が
便
益
を
得
て
お

り
、
人
類
の
一
般
的
利
益
に
役
立
っ
て
い
る
制
度
や
伝
統
へ
の
専
心
に
伴
う
代
価
に

等
し
い
」（T

J 489/428[640]

）
も
の
で
あ
り
、そ
れ
ら
は
す
べ
て
人
間
性
の
観
念
の
一

部
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
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の
事
実
は
正
義
の
要
求
ど
お
り
に
行
為
す
る
理
由
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
が
、そ
れ
で
も
な
お
次
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

「
仮
に
正
義
感
覚
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い

た
か

―
そ
の
場
合
に
は
私
た
ち
の
人
間
性
の
一
部
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
も
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

―
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た

ち
は
そ
う
し
た
情
操
﹇
＝
正
義
感
覚
﹈
を
自
分
が
備
え
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る

よ
う
導
か
れ
る
の
で
あ
る
」（T

J 489/428[640-1]

）、
と
。

以
上
の
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
は
、
次
の
よ
う
な
洞
察
を
示
唆
し
て
い
る
。
確
か
に
わ

れ
わ
れ
は
、
正
義
感
覚
を
習
得
し
て
い
な
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
対
し
て
、
正
義
の
要
求

に
従
っ
て
行
為
す
る
理
由
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、

そ
れ
で
も
な
お
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
大
多
数
は
純
然
た
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
は
あ
り
え

な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
大
多
数
は
実
際
に
正
義
感
覚
を

習
得
し
て
お
り
、
正
義
の
要
求
に
従
っ
て
行
為
す
る
十
分
な
理
由
を
有
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
前
に
し
た
と
き
、
わ
れ
わ

れ
人
間
に
確
か
に
備
わ
っ
て
い
る
そ
の
正
義
感
覚
が
、
特
定
の
諸
個
人
に
対
す
る
愛

着
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
さ
し
た
る
重
要
性
を
持

た
な
い
。
と
い
う
の
も
、
公
正
と
し
て
の
正
義
に
基
づ
く
秩
序
だ
っ
た
社
会
は
安
定

的
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
と
い
う
元
来
の
目
的
に
照
ら
し
た
と
き
、
秩
序
だ
っ
た
社

会
に
生
ま
れ
育
っ
た
諸
個
人
が
正
義
感
覚
を
習
得
す
る
傾
向
を
有
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
こ
そ
が
、
本
当
に
重
要
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
問
題

に
さ
え
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
先
の
道
徳
的
動
機
づ
け
の
起
源
を
め
ぐ
る
問

題
に
つ
い
て
は
、「
未
決
の
ま
ま
」
で
も
何
ら
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

結
論

以
上
、
本
稿
で
は
、
道
徳
性
の
発
達
に
関
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
心
理
学
的
説
明
に
着

目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
中
に
潜
む
ロ
ー
ル
ズ
の
道
徳
的
動
機
づ
け
に
関
す
る
見

解
の
解
明
を
試
み
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
と
き
、
道
徳
的
動
機
づ

け
の
問
題
を
め
ぐ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
見
解
に
は
、
次
の
二
つ
の
顕
著
な
特
徴
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
諸
個
人
が
正
義
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
そ
の
理
由
は
、
そ
の
正
義
原

理
が
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
と
い
う
道
徳
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
と
と
も
に
、

皆
が
そ
の
正
義
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
利
益
は
公
正
な
仕

方
で
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
諸
個
人
の
理
解
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
正
義
原
理
に
基
づ
い
て
行
為
し
た
い
と
い
う
欲
求
と
し
て
の
正
義
感
覚
は
、
こ

の
よ
う
な
理
解
を
背
景
と
し
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
欲
求
、
す
な
わ
ち
、
公
正
と
し

て
の
正
義
の
構
想
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
欲
求
で
あ
る
。
そ
れ
を
敢
え
て
記
述

す
る
な
ら
ば
、「
す
べ
て
の
人
に
道
徳
的
人
格
と
し
て
の
対
等
な
代
表
権
を
付
与
し
て

い
る
初
期
状
態
に
お
い
て
、
合
理
的
な
個
々
人
が
合
意
し
う
る
よ
う
な
原
理
に
基
づ

い
て
行
為
し
た
い
と
い
う
欲
求
」
と
し
て
、
契
約
論
的
な
仕
方
で
記
述
さ
れ
る
。

第
二
に
、
そ
の
正
義
感
覚
が
、
特
定
の
諸
個
人
に
対
す
る
愛
着
の
拡
大
や
変
質
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
欲
求
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
に

対
す
る
理
解
を
通
じ
て
完
全
に
新
規
に
生
み
出
さ
れ
る
欲
求
な
の
か
と
い
う
、
正
義

感
覚
の
起
源
に
関
す
る
問
題
に
対
し
て
は
、
確
定
的
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
た
、
正
義
感
覚
が
そ
の
よ
う
な
正
義
構
想
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
欲

求
で
あ
る
か
ぎ
り
、そ
の
正
義
構
想
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
対
し
て
、

正
義
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
理
由
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
公
正

と
し
て
の
正
義
の
安
定
性
の
検
証
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
大
多

数
の
諸
個
人
が
確
か
に
正
義
感
覚
を
持
つ
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
の
事
実
を
揺
る

が
す
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
棚
上
げ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
諸
個
人
が
公
正
と
し
て
の
正
義
の
構
想
を
受
け
入
れ
、
正
義
感
覚
を
有
し

て
い
る
場
合
で
も
、
常
に
そ
の
正
義
感
覚
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
行
為
す
る
と
は
限
ら
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正
義
原
理
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
理
由

925

な
い
。
と
い
う
の
も
、
正
義
感
覚
は
他
の
欲
求
と
並
ぶ
ひ
と
つ
の
欲
求
で
あ
る
が
、

正
義
感
覚
が
他
の
欲
求
に
対
し
て
優
越
的
に
機
能
し
、
正
義
原
理
に
従
っ
た
行
為
を

動
機
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
何
ら
保
証
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ロ
ー
ル
ズ
は
、
続
く
『
正
義
論
』
第
九
章
に
お
い
て
、
正
義

に
か
な
っ
た
生
を
送
る
こ
と
は
当
人
の
観
点
か
ら
し
て
も
善
い
生
と
な
る
傾
向
を
有

し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
正
と
善
と
の
一
致
」
の
問
題
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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h
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史
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献
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え
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す
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善
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取
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ら
せ
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と
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概
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。
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史
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九
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年
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四
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頁
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⑦　

そ
の
意
味
で
正
義
感
覚
は
、
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
が
『
利
他
主
義
の
可
能
性
』
の
中

で
指
摘
す
る
よ
う
な
「
動
機
づ
け
ら
れ
た
欲
求
」（m

otivated desire

）
と
し
て
解

釈
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。cf. T
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om
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agel, T

h
e P
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, 
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rin

ceton
, N
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rin

ceton
 U

n
iversity P
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な
お
、ロ
ー
ル

ズ
は
『
正
義
論
』
中
の
二
箇
所
で
本
書
に
言
及
し
て
い
る
が
、そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
こ

こ
で
の
問
題
と
は
基
本
的
に
無
関
係
で
あ
る
。

⑧　

こ
の
よ
う
な
契
約
論
的
な
仕
方
で
の
道
徳
的
動
機
づ
け
の
説
明
は
、
後
に
ト
マ
ス
・

ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
「
契
約
主
義
」
的
道
徳
理
論
と
の
相
同
を
有
し

て
い
る
。cf. T

h
om

as M
. S
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d U
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bridge U
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iversity P
ress, 1982, pp. 103-128. 

事
実
ロ
ー
ル

ズ
は
、
後
の
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
の
中
で
、
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
の
道
徳
的
動
機
づ

け
と
の
異
同
を
示
し
つ
つ
も
そ
の
基
本
的
な
発
想
の
類
似
性
を
認
め
て
お
り
、「
公
正

と
し
て
の
正
義
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
私
た
ち
は
、ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
に
よ
っ
て
基
礎

的
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
た
ぐ
い
の
動
機
づ
け
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
」と

も
述
べ
て
い
る
。Joh

n
 R

aw
ls, P

olitical L
iberalism

, N
ew

 York: C
olu

m
bia 

U
n

iversity P
ress, 1993, pp. 49-50

（n
ote 2

）.

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）


