
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の

比
較
考
察

─
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
の
功
罪

─

杉

　
　本

　
　竜

　
　也

は
じ
め
に

一
　
ケ
ア
の
倫
理
の
人
間
理
解

二
　
社
会
契
約
説
に
お
け
る
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化

三
　
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
社
会
契
約
説
批
判
の
妥
当
性

お
わ
り
に

論

　説

二
五
五



は
じ
め
に

ケ
ア
の
倫
理
に
関
す
る
研
究
の
特
徴
と
し
て
は
、
そ
れ
が
多
様
な
学
問
領
域
で
研
究
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
政

治
学
・
政
治
哲
学
で
の
ケ
ア
の
倫
理
研
究
に
は
、
他
の
領
域
に
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な
困
難
が
存
在
す
る
。

本
質
的
に
、
ケ
ア
と
政
治
は
相
容
れ
な
い
性
格
を
有
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
性
格
の
相
違
は
、
人
間
観
お
よ
び
市
民
観
に
関
す

る
見
解
の
違
い
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
政
治
が
市
民
の
主
体
性
・
能
動
性
を
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し

て
要
求
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
人
間
の
受
動
的
側
面
を
必
ず
し
も
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な

側
面
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
つ
ま
り
、
政
治
は
主
体
的
市
民
の
価
値
を
称
揚
し
、
人
々
の
積
極
的
な
政
治
的
実
践
を
推
奨
す
る
の
に
対

し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
と
い
う
行
為
は
む
し
ろ
人
間
の
弱
さ
や
そ
こ
か
ら
生
じ
る
受
動
性
に
光
を
あ
て
、
そ
れ
に
応
答
す
る
こ
と
を

重
視
す
る
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
と
政
治
は
単
に
相
容
れ
な
い
実
践
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
双
方
の
目
指
す
価
値
に
と
っ
て
互
い
に
脅
威
に

も
な
り
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
治
と
ケ
ア
の
本
質
的
対
立
こ
そ
、
政
治
学
・
政
治
哲
学
に
お
け
る
ケ
ア
の
倫
理
研
究
に
伴
う
独
特
の

困
難
さ
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
克
服
こ
そ
が
こ
の
研
究
に
お
け
る
最
大
の
課
題
と
な
る
。

上
記
の
問
題
意
識
に
立
ち
、
本
稿
で
は
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
中
核
で
あ
る
社
会
契
約
説
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理

の
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
。
そ
れ
に
際
し
て
、
本
稿
で
は
、
政
治
思
想
を
含
む
近
代
思
想
が
「
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
」
と
い
う
特

性
を
有
し
て
お
り
、
社
会
契
約
説
は
そ
こ
か
ら
生
じ
た
「
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
市
民
」（independent, autonom

ous, and 

reasonable citizen

）
と
い
う
人
間
像
・
市
民
像
を
基
礎
と
し
て
構
築
さ
れ
た
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い
て
議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
そ
し

て
、
そ
の
た
め
に
、
社
会
契
約
説
お
よ
び
そ
れ
を
根
拠
と
す
る
政
治
体
制
や
社
会
に
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
像
・
市
民
像
に
則
っ
た
条
件
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
へ
の
排
除
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
ケ
ア
の
倫
理
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
一
方

で
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
与
件
化
し
て
い
る
今
日
、
社
会
契
約
説
を
は
じ
め
と
す
る
契
約
主
義
的
政
治
思
想
を
完
全
否
定
す
る

こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
危
険
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
学
・
政
治
哲
学
に
お
け
る
ケ
ア
の
倫
理
研
究
の
課
題
は
、
た
だ
社
会
契
約
説

を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
内
在
す
る
問
題
点
や
危
険
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
発
展
的
に
新
た
な
可
能
性
を
模
索
す

る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
た
め
の
問
題
提
起
を
行
い
た
い
。

上
記
の
研
究
課
題
に
関
し
て
、
本
稿
は
以
下
の
流
れ
で
論
を
展
開
し
て
い
く
。

第
一
に
、
ケ
ア
の
倫
理
が
前
提
と
し
て
い
る
人
間
像
に
つ
い
て
、
主
に
「
脆
弱
性
」（vulnerability

）
と
い
う
概
念
を
中
心
に
概
説
す
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
ケ
ア
の
倫
理
と
社
会
契
約
説
と
の
対
比
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
明
確
に
し
な
が
ら
論
を
展
開
す

る
予
定
で
あ
る
。

第
二
に
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
論
を
取
り
上
げ
て
、
社
会
契
約
説
が
前
提
と
し
て
き
た
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
市
民
と

い
う
人
間
像
・
市
民
像
と
そ
の
よ
う
な
前
提
が
要
請
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
の
際
、
注
目
し
た
い
の
が
、
理
性
お
よ
び
そ
の

能
力
の
中
心
と
な
る
「
認
識
能
力
」（cognitive capacity
）
で
あ
る
。
詳
細
は
後
述
し
て
い
く
が
、
こ
の
能
力
こ
そ
、
自
立
的
・
自
律
的
・

理
性
的
市
民
と
い
う
存
在
の
最
大
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
近
代
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
理
性
の

絶
対
視
・
絶
対
化
が
求
め
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
三
に
、
ケ
ア
の
倫
理
の
提
唱
者
や
同
様
の
問
題
意
識
を
有
す
る
論
者
に
よ
る
社
会
契
約
説
批
判
の
妥
当
性
に
つ
い
て
考
え
る
。
結
論

的
に
い
え
ば
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
概
し
て
社
会
契
約
説
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
そ
の
批
判
の
妥
当
性
を
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
に

よ
る
政
治
哲
学
に
関
す
る
著
作
で
あ
る
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
を
材
料
に
検
討
し
た
い
。
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そ
し
て
、
最
後
に
、
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
と
の
理
論
的
な
架
橋
の
可
能
性
に
関
す
る
見
解
を
示
し
た
い
。

一
　
ケ
ア
の
倫
理
の
人
間
理
解

考
察
を
進
め
る
前
に
、
ま
ず
ケ
ア
の
倫
理
に
つ
い
て
、
簡
単
に
定
義
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

研
究
を
通
し
て
得
ら
れ
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
人
間
の
本
質
的
特
徴
と
し
て
「
弱
さ
」
を
認
識
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
「
ケ

ア
」
を
人
間
の
生
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
と
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
規
範
な
い
し
そ
れ
に

関
す
る
考
え
方
の
こ
と
で
あ
る
（
１
）

。

ケ
ア
の
倫
理
は
、
人
間
は
す
べ
て
「
脆
弱
性
」（vulnerability

）
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
認
識
を
大
前
提
と
し
て
い
る
。
エ
ヴ
ァ
・
フ
ェ

ダ
ー
・
キ
テ
ィ
は
「
依
存
」（dependence

）、
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
「
傷
つ
き
や
す
さ
」（fragility

）
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
語
が
含
意
し
て
い
る
も
の
は
本
質
的
に
は
共
通
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
は
そ
の
生
に
お
い
て
自
分
単
独
で
は
自
身
こ
と

で
さ
え
対
応
で
き
な
い
状
態
が
必
ず
存
在
す
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ア
の
倫
理
の
議
論
は
、「
人
間
の
生
に
は
弱
さ
が
必

ず
伴
う
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
状
態
に
容
易
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
と
常
に
直
面
し
て
い
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
た
と

え
ば
、
キ
テ
ィ
は
、
依
存
を
、「
個
人
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
い
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
（
２
）

。
健

康
な
人
間
で
も
、
誰
で
も
乳
幼
児
期
に
は
手
厚
く
世
話
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
成
長
後
も
病
気
の
際
に
は
看
病
や
看
護
を
受
け
る
可

能
性
は
高
く
、
そ
し
て
老
年
期
に
入
れ
ば
そ
れ
は
ほ
ぼ
確
実
な
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
生
に
と
っ
て
、
依
存
は
例
外
的
状
況
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
は
脆
弱
性
や
依
存
を
人
間
の
条
件
と
見
な
す
（
３
）

。
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
人
間
の
生
に
は
必
ず
ケ
ア
が
付
随
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ケ
ア
は
脆
弱
性
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、

脆
弱
性
が
人
間
の
生
の
本
質
的
条
件
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
ケ
ア
も
必
然
的
に
人
間
の
生
に
伴
う
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
の
倫
理
に
お

い
て
は
、
ケ
ア
と
い
う
行
為
、
具
体
的
に
い
え
ば
ケ
ア
を
す
る
こ
と
、
ま
た
反
対
に
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
の
い
ず
れ
も
人
間
の
条
件
と
な

る
。こ

れ
に
対
し
て
、
社
会
契
約
説
が
前
提
と
し
て
き
た
人
間
は
、「
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
」（independent, autonom

ous, and 

reasonable

）
な
人
間
・
市
民
で
あ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
は
物
心
両
面
で
自
立
し
て
、
ま
た
自
ら
の
思
考
や
言
動
、
行
動
を

常
に
適
切
に
律
し
、
そ
し
て
理
性
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
自
立
と
自
律
を
成
し
遂
げ
て
い
る
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
健
康
な
人
間
で
あ
っ
て
も
一
生
の
内
の
部
分
的
な
期
間
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
少

な
く
と
も
、
人
生
の
初
め
と
終
焉
に
お
い
て
、
人
間
は
必
ず
誰
か
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
誰
か
の
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
た
め
、
社
会
契
約
説
な
ど
の
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
が
前
提
と
し
て
き
た
人
間
像
・
市
民
像
は
、
実
態
と
し
て
は
「
神

話
（
４
）

」
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
以
降
の
政
治
理
論
の
多
く
で
は
、
そ
の
非
現
実
的
な
人
間
像
が
あ
た
か
も
必
要
条
件
で
あ
る
か
の

よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
近
代
政
治
社
会
で
は
、
人
間
の
実
態
の
認
識
は
閑
却
さ
れ
、
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
「
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
範
が
強
制
さ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
規
範
を
充
足

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
間
や
こ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
人
間
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
は

政
治
社
会
か
ら
“
正
当
に
”
排
除
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
社
会
契
約
説
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

理
論
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
人
間
の
本
質
と
し
て
の
脆
弱
性
を
適
切
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
「
自
立
的
・
自
律
的
・

理
性
的
市
民
」（independent, autonom

ous, and reasonable citizen

）
と
い
う
虚
構
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
告
発
し
て
い
る
の
で

二
五
九



あ
る
。

ま
た
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
ケ
ア
と
政
治
を
同
一
の
俎
上
で
議
論
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
一
般
的
に
、
ケ
ア
は
特
定
の
個
人
に
対
し

て
密
接
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
閉
鎖
的
な
状
況
下
で
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
他
方
、
政
治
は
、
複
数
も
し
く
は
不
特
定
多
数
の
人
間
の

間
で
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
利
害
や
思
想
信
条
、
感
情
を
異
に
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
た
め
に
時
に
は
激
し
い
摩
擦
や
暴
力
が
存
在
し
て
い

る
現
実
の
中
で
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
従
来
、
正
面
か
ら
ケ
ア
と
政
治
を
関
連
付
け
て
議
論
す
る
こ
と
は
稀

で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
政
治
学
の
伝
統
的
価
値
観
が
、
ケ
ア
と
政
治
の
分
断
を
固
定
化
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
政
治
学
の
内
部
に
は
、
ケ

ア
は
あ
く
ま
で
も
私
的
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
的
領
域
の
事
象
で
は
な
い
と
い
う
公
私
二
元
論
が
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で

存
在
し
て
き
た
。
そ
れ
以
上
に
、
ケ
ア
は
価
値
的
に
劣
位
に
あ
る
行
為
だ
と
い
う
評
価
ま
で
下
さ
れ
て
き
た
（
５
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ

け
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
か
ら
の
強
い
影
響
を
受
け
た
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
脆
弱
性
理
解
に
立
て
ば
、
ひ
と
り
の
人
間
の
生
を
公
私
に
分
断

す
る
こ
と
も
、
ま
た
人
間
を
公
的
領
域
の
み
に
属
す
る
者
と
私
的
領
域
に
属
す
る
者
に
単
純
に
二
分
す
る
こ
と
の
い
ず
れ
も
、
そ
の
非
現

実
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
公
的
実
践
に
お
い
て
中
核
的
機
能
を
担
う
存
在
と
さ
れ
て
き
た
理
性
だ
が
、
そ
れ
は
人
間
の
生
を
形
成

す
る
特
定
の
部
分
で
し
か
な
く
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
た
身
体
的
・
本
能
的
要
素
は
意
図
的
に
無
視
さ
れ
て
き
た
。
ケ
ア
の
倫
理
は
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の
蓄
積
を
継
承
し
て
、
理
性
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
ま
で
に
高
い
評
価
の
背
景
に
あ
る
差
別
や
排
除
を
暴
露
す

る
批
判
理
論
と
し
て
の
性
格
も
持
っ
て
い
る
。

近
代
思
想
の
公
私
二
元
論
に
つ
い
て
、
岡
野
八
代
は
ア
イ
リ
ス
・
ヤ
ン
グ
の
見
解
を
引
き
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
包
摂
の
暴
力
」
と
「
忘

却
の
政
治
」
と
い
う
性
格
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
告
発
し
て
い
る
（
６
）

。
ま
ず
、
普
遍
的
（universal

）
か
つ
不
偏
的
（im

partial

）
な
理
性
に

対
す
る
絶
対
的
信
仰
は
、
特
定
の
共
通
的
基
準
や
普
遍
的
法
則
を
強
制
す
る
こ
と
で
、
現
実
に
存
在
す
る
多
様
な
事
象
を
同
一
の
客
体
に

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

還
元
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
現
実
に
あ
る
多
様
な
事
象
の
う
ち
、
単
一
の
規
準
に
適
合
し
な
い
も
の
は
暴
力
的
に
排
除
さ
れ
る
。
加

え
て
、
近
代
国
家
は
多
様
性
を
尊
重
し
て
い
る
よ
う
な
外
見
と
は
異
な
り
、
実
は
何
か
に
依
存
す
る
人
間
を
そ
の
正
当
な
構
成
員
と
は
認

め
な
い
。
ま
た
、
近
代
国
家
に
お
け
る
人
間
は
、
自
身
の
内
部
に
あ
る
多
様
な
欲
望
な
ど
を
意
志
に
よ
っ
て
統
制
し
、
さ
ら
に
忘
却
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
主
体
」
と
い
う
存
在
へ
と
変
化
す
る
。
こ
の
変
質
が
見
ら
れ
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
な
性
格
の
近
代
国
家
が
存
在
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
岡
野
は
、
こ
の
よ
う
な
主
体
を
「
忘
却
す
る
主
体
」
と
表
現
し
て
い
る
（
７
）

。
包
摂
の
暴
力
と
忘
却
の
政
治
は
密
接
に

結
び
付
い
て
い
る
。
普
遍
的
か
つ
不
偏
的
な
規
準
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
無
機
的
な
主
体
概
念
の
創
出
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
主
体
の
非
現
実
的
性
格
が
多
様
な
要
素
の
忘
却
を
迫
る
。
包
摂
の
暴
力
と
忘
却
の
政
治
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
立
し
た
近
代
国
家

は
、
普
通
の
人
間
の
、
普
通
の
特
性
で
あ
る
は
ず
の
脆
弱
性
が
あ
た
か
も
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
脆
弱
性
が
顕
著
だ
と
さ
れ

た
人
間
に
関
し
て
は
ま
る
で
こ
れ
ら
の
人
々
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
取
り
扱
う
。
よ
り
深
刻
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
が
必
要
悪

と
し
て
消
極
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
が
規
範
に
適
っ
た
態
度
で
あ
る
か
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

近
代
国
家
が
推
奨
す
る
の
は
、
自
発
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
国
家
に
お
い
て
、
主
体
と
い
う
存
在
は
、
自
己
を
律
す
る
こ
と
に
と

ど
ま
ら
ず
、
自
己
の
存
在
を
具
体
的
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
が
規
範
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
主
体
と
し
て
の
人
間
は
、
私
的
に
は
各
人

が
個
人
と
し
て
の
生
を
自
ら
の
能
力
に
よ
っ
て
維
持
す
る
こ
と
を
、
公
的
に
は
政
治
や
経
済
、
そ
の
他
社
会
的
場
面
に
お
い
て
自
ら
の
能

力
を
通
し
て
何
ら
か
の
役
割
を
担
い
、
そ
の
組
織
や
共
同
体
の
全
体
的
な
利
益
の
拡
大
に
貢
献
す
る
こ
と
を
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。
近
代

国
家
は
そ
こ
に
属
す
る
人
々
の
自
発
性
を
動
因
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
に
よ
っ
て
成
立
し
、
維
持
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
発

性
は
、
近
代
国
家
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
共
に
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
に
課
さ
れ
た
最
も
枢
要
な
規
範
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
キ
テ
ィ
は
「
私
た
ち
の
生
活
に
は
、（
中
略
）
強
制
さ
れ
て
も
い
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
自
発
的
に
選
ば
れ
て
も
い

な
い
よ
う
な
つ
な
が
り
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
（
８
）

」
と
い
う
現
実
を
根
拠
に
、
自
発
性
に
基
づ
く
国
家
像
を
否
定
す
る
。
彼
女
の
考
え
で
は
、

近
代
国
家
に
よ
る
自
発
性
偏
重
の
原
因
は
社
会
契
約
説
に
求
め
ら
れ
る
。
社
会
契
約
説
は
、
社
会
制
度
の
正
統
性
を
、
平
等
な
権
利
を
有

す
る
人
々
の
自
発
的
合
意
に
求
め
る
（
９
）

。
こ
こ
で
の
自
発
性
は
、
具
体
的
に
は
自
己
利
益
の
追
求
と
い
う
形
を
と
る
。
各
個
人
の
関
心
は
自

ら
の
利
益
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
政
治
社
会
の
形
成
も
自
己
の
生
存
や
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
護
を
動
機
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
は

脆
弱
性
を
抱
え
て
い
る
他
者
へ
の
ケ
ア
（
気
遣
い
）
は
顧
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
キ
テ
ィ
の
考
え
に
則
れ
ば
、
社
会
契
約
説
は
、
ケ

ア
を
可
能
に
す
る
社
会
的
環
境
を
破
壊
し
、
有
機
的
人
間
関
係
に
と
っ
て
の
脅
威
と
な
る
政
治
理
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
10
）

。

総
じ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
中
核
で
あ
る
社
会
契
約
説
に
対
し
て
警
戒
的
で
あ
る
。
ケ
ア
の

倫
理
の
提
唱
者
の
多
く
は
、
社
会
契
約
説
や
そ
れ
に
関
連
す
る
種
々
の
政
治
理
論
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
今
日
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
基
本
的
に
は
容
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
社
会
契
約
説
が
政
治
社
会
・
市
民
社
会
と
い
う
人
為
的
関
係
性
を
構
築
す

る
た
め
の
政
治
理
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
目
的
と
は
反
対
に
、
自
律
性
の
偏
重
と
い
う
そ
の
本
質
的
特
徴
の
た
め
に
、
現
実

に
は
人
間
の
孤
立
や
社
会
の
分
断
を
惹
起
す
る
政
治
理
論
で
あ
る
こ
と
を
危
険
視
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
契
約
説
は
、

「
強
い
人
間
」
と
い
う
誤
っ
た
人
間
像
・
市
民
像
に
基
づ
く
無
機
的
人
間
関
係
を
主
張
す
る
た
め
に
、「
弱
さ
を
抱
え
た
人
間
」
の
存
在
と

そ
れ
へ
の
ケ
ア
に
よ
っ
て
取
り
結
ば
れ
る
有
機
的
人
間
関
係
に
と
っ
て
の
脅
威
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

二
　
社
会
契
約
説
に
お
け
る
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化

ケ
ア
の
倫
理
の
観
点
か
ら
社
会
契
約
説
を
考
察
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
理
性
す
な
わ
ち
認
識
能
力
（cognitive capacity

）
の
重
視
と
そ

れ
へ
の
信
頼
と
い
う
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

社
会
契
約
説
は
、「
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
市
民
」（independent, autonom

ous, and reasonable citizen

）
と
い
う
人
間
像
・
市
民

像
を
基
礎
と
し
て
理
論
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、「
自
立
的
」
と
は
、
身
体
的
・
精
神
的
・
経
済
的
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
、
特
定
の
人
間
や
集
団
、
組
織
、
そ
し
て

国
家
な
ど
、
こ
れ
ら
の
何
も
の
に
も
従
属
・
隷
属
し
て
い
な
い
状
態
を
意
味
す
る
。
こ
の
自
立
に
は
、
自
分
が
望
む
こ
と
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
し
、
自
分
以
外
の
何
も
の
か
ら
も
自
ら
が
望
む
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
反
対
に
自
分
が
望

ま
な
い
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
。

さ
ら
に
、
近
代
以
後
の
自
立
概
念
で
は
、
経
済
的
要
素
が
加
味
さ
れ
て
い
る
。
近
代
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
、
一
定
の
経

済
的
基
礎
に
よ
る
裏
付
け
が
な
い
限
り
、
経
済
的
自
立
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
自
立
も
承
認
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
一
定
の
財
産

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
人
や
国
家
に
従
属
せ
ず
に
、
自
由
に
考
え
、
発
言
し
、
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
理
解
が
存
在
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
財
産
の
有
無
や
多
寡
に
よ
っ
て
政
治
的
自
由
の
程
度
に
差
を
つ
け
る
制
限
選
挙
の
よ
う
な
制
度
が
、
正
当
な
も
の
と

し
て
市
民
革
命
後
に
も
残
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

次
に
、「
自
律
的
」
と
は
、
自
身
の
思
考
や
感
情
、
行
動
を
自
ら
が
適
切
に
統
制
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
を
指
す
。
こ
こ
で
い
う
自

律
の
特
徴
は
、
ひ
と
り
の
自
己
の
内
面
に
、
統
御
に
関
す
る
主
体
と
客
体
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
石
川
文
康
の
表
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現
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
自
律
に
は
「
自
己
内
他
者
」
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
石
川
は
、
自
己
の
内
面

を
「
責
め
ら
れ
る
自
己
と
、
そ
の
他
者
と
し
て
の
責
め
る
自
己
と
が
葛
藤
す
る
場
」
と
し
て
理
解
す
る
（
11
）

。
そ
の
た
め
、
自
律
を
表
す
の
に

統
御
の
主
客
を
よ
り
明
確
に
意
識
さ
せ
る
自
己
統
治
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
は
、
的
を
射
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
12
）

。

最
後
に
、「
理
性
的
」
と
は
、
意
志
の
発
現
や
そ
の
現
実
化
の
た
め
の
行
動
、
ま
た
感
情
や
行
動
の
統
御
が
理
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
前
述
の
自
立
と
自
律
の
い
ず
れ
も
、
理
性
の
統
御
と
指
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
自
立
的
」
と
「
自

律
的
」
の
二
要
素
は
、「
理
性
的
」
と
い
う
要
素
の
下
位
に
置
か
れ
、
包
括
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
立
と
自
律
の
い
ず
れ
も
理
性
に
よ
る

営
為
で
あ
り
、
理
性
こ
そ
が
近
代
に
お
け
る
人
間
像
を
規
定
す
る
根
本
的
概
念
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

西
洋
思
想
に
お
い
て
理
性
は
古
代
以
来
の
概
念
だ
が
、
そ
れ
は
近
代
に
お
い
て
大
き
な
変
化
を
見
せ
る
。
近
代
理
性
概
念
の
根
幹
は
、

認
識
能
力
（cognitive capacity

）
に
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
は
、
認
識
論
を
「『
人
間
の
知
識
の
本
性
、
起
源
お
よ
び
限
界
』

を
探
究
す
る
学
問
（
13
）

」
と
呼
ん
で
い
る
。
ロ
ー
テ
ィ
は
、
ロ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
十
七
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
が
認
識
論
に
乗
り
出
し
た
理

由
と
し
て
、
彼
ら
が
知
識
と
い
う
も
の
を
「
正
当
化
さ
れ
た
真
な
る
信
念
」（know

ledge as justified true belief

）
と
見
な
す
の
を
や
め
、

人
間
と
命
題
の
関
係
で
は
な
く
、
人
間
と
対
象
（objects
）
の
関
係
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
14
）

。
知
識
に
対

す
る
考
え
に
見
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
自
然
科
学
の
発
展
の
影
響
を
強
く
被
っ
て
い
る
。
自
然
科
学
に
お
け
る
認
識
は
外
在
的
存

在
と
し
て
の
対
象
に
対
す
る
客
観
的
把
握
か
ら
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
は
把
握
し
た
事
象
や
現
象
を
観
念
へ
と
変

換
す
る
能
力
す
な
わ
ち
認
識
能
力
が
重
視
さ
れ
る
。
結
果
的
に
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
認
識
過
程
に
関
す
る
研
究
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

認
識
能
力
を
中
核
と
す
る
理
性
に
対
す
る
関
心
を
喚
起
し
、
最
終
的
に
は
理
性
の
所
有
者
か
つ
使
用
者
で
あ
る
人
間
と
い
う
存
在
の
考
察

へ
と
到
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
要
す
る
に
、
人
間
の
認
識
を
質
す
こ
と
は
、
最
終
的
に
人
間
の
本
質
に
関
し
て
思
索
す
る
こ
と
を
意
味

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

し
た
。

さ
て
、
ロ
ッ
ク
の
理
性
概
念
は
、「
経
験
」（E

xperience

）
を
根
拠
と
し
て
い
る
（
15
）

。
彼
が
重
視
す
る
の
は
、
知
覚
し
た
経
験
を
「
観
念
」

（Ideas

）
へ
と
変
換
す
る
認
識
過
程
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
知
識
は
「
感
覚
」（S

ensation

）
と
「
反
省
」（R

eflection

）
か
ら
獲
得

さ
れ
る
。
感
覚
は
、
色
や
触
覚
、
味
覚
と
い
っ
た
も
の
を
指
す
。
反
省
は
、「
知
覚
す
る
こ
と
」（P

erception

）、「
思
考
す
る
こ
と
」

（T
hinking

）、「
疑
う
こ
と
」（D

oubting

）、「
信
じ
る
こ
と
」（B
elieving

）、「
推
論
す
る
こ
と
」（R

easoning

）、「
知
る
こ
と
」（K

now
ing

）、

「
意
志
を
持
つ
こ
と
」（W

illing

）
を
中
心
と
す
る
す
べ
て
の
「
私
た
ち
の
心
の
活
動
」（actings of our ow

n m
inds

）
の
こ
と
で
あ
る
（
16
）

。

ロ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
感
覚
と
反
省
の
働
き
を
通
し
て
、
人
間
は
観
念
を
獲
得
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
理
論
で
は
生
得
観
念
は
不
要
で
あ
り
、

観
念
は
経
験
の
み
に
由
来
す
る
。
彼
の
哲
学
が
経
験
論
と
呼
ば
れ
る
理
由
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
、
知
性
に
と
っ
て
の
唯
一
の

手
段
で
あ
る
理
性
す
な
わ
ち
認
識
能
力
が
絶
対
に
適
正
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

加
え
て
、
ロ
ッ
ク
の
理
性
概
念
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
人
格
の
同
一
性
（personal identity

）
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
責
任
主
体

と
し
て
の
人
間
像
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、「
人
格
（P

erson

）」
と
は
、「
理
性
と
反
省
（reflection

）
の
能
力
を

有
し
た
、
思
考
す
る
知
的
な
存
在
（thinking intelligent being

）」
で
あ
る
と
共
に
、「
自
分
自
身
の
こ
と
を
自
分
自
身
だ
と
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
、
異
な
る
時
間
と
場
所
に
お
い
て
も
同
一
の
思
考
を
す
る
存
在
」
と
定
義
し
て
い
る
（
17
）

。
そ
こ
か
ら
、
人
格
の
成
立
要
件
と
し

て
、
人
格
の
通
時
的
同
一
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
時
点
で
自
分
が
発
言
し
た
こ
と
を
ま
っ
た
く
記
憶
し
て
お

ら
ず
、
そ
の
後
の
時
点
で
そ
れ
と
異
な
る
考
え
を
平
気
で
口
に
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
自
身
の
状
態
を
理
解
し
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
そ

こ
に
前
の
時
点
か
ら
後
の
時
点
に
ま
で
一
貫
し
て
存
在
す
る
自
分
と
い
う
主
体
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
ロ
ッ
ク
は

「
記
憶
」（M

em
ory

）
を
重
視
す
る
（
18
）

。
人
格
は
、
自
ら
の
過
去
を
記
憶
し
、
そ
れ
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
理

二
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性
と
反
省
の
能
力
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
自
身
の
過
去
の
行
為
を
顧
み
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
格
は
、
自

身
の
過
去
に
対
し
て
「
責
任
を
負
う
」（accountable

）
こ
と
が
で
き
る
（
19
）

。
ロ
ッ
ク
は
、
過
去
の
行
為
を
思
い
出
す
こ
と
を
「
専
有
」

（appropriation
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
専
有
に
よ
っ
て
、
行
為
を
行
っ
た
人
間
と
自
己
と
の
同
一
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、

そ
こ
に
過
去
の
行
為
に
対
す
る
現
在
の
自
己
の
道
徳
的
責
任
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（
20
）

。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
理
性
と
い
う
概
念
に
依
拠
し
て
、
ロ
ッ
ク
の
人
間
像
を
素
描
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
人
間
は
、

経
験
を
通
し
て
事
物
や
現
象
を
認
識
す
る
能
力
を
有
す
る
。
次
い
で
、
人
間
は
、
過
去
を
記
憶
し
、
そ
れ
を
通
し
て
自
己
を
省
察
す
る
能

力
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
自
身
の
行
為
や
言
動
な
ど
に
対
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
人
間
は
、
理
性
を
有
す
る
知
的
存

在
で
あ
る
と
同
時
に
責
任
主
体
で
も
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
哲
学
に
お
い
て
、
理
性
は
人
間
の
条
件
で
あ
る
。
理
性
こ
そ
、
人
間
と
動
物
を
隔

て
る
最
大
の
基
準
で
あ
る
（
21
）

。

さ
て
、
ロ
ッ
ク
は
『
統
治
二
論
』
に
お
い
て
人
間
の
平
等
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
保
障
し
て
い
る
の
も
理
性
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
同
じ
種
、
同
じ
等
級
に
属
す
る
被
造
物
が
、
す
べ
て
生
ま
れ
な
が
ら
差
別
な
く
同
じ
自
然
の
便
益
を
享
受
し
、
同
じ
能
力

（sam
e faculties

）
を
行
使
す
る
こ
と
以
上
に
明
白
な
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、（
中
略
）
す
べ
て
の
者
が
従
属
や
服
従
の
関
係
を
も
た
ず
、

相
互
に
平
等
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
22
）

。

こ
こ
で
ロ
ッ
ク
が
「
能
力
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
も
の
は
理
性
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
と
い
う
種
の
平
等
と
理
性
の
平

等
を
連
続
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
政
治
主
体
と
し
て
の
市
民
の
平
等
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
由
の
主
た
る
要
素

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

で
あ
る
従
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
平
等
は
表
裏
一
体
で
あ
る
た
め
、
ロ
ッ
ク
の
い
う
能
力
す
な
わ
ち
理
性
の
平
等
は
人
間
の
自
由
の
根

拠
で
も
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
ロ
ッ
ク
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
理
性
的
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
生
来
的
に
自
由

0

0

0

0

0

0

な
の
で

あ
る
（
23
）

」
と
言
明
し
て
い
る
。
反
面
、
自
由
や
平
等
の
理
由
を
理
性
に
求
め
る
こ
の
考
え
方
は
、
知
的
能
力
に
関
し
て
何
ら
か
の
問
題
が
確

認
さ
れ
る
人
間
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い
を
肯
定
す
る
。

し
か
し
、
も
し
も
、
人
が
、
自
然
の
通
常
の
成
り
行
き
か
ら
外
れ
て
生
じ
る
欠
陥
の
た
め
に
、
法
を
知
り
、
そ
の
規
範
の
な
か
で
生

き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
理
性
の
程
度
に
達
し
な
い
場
合
、
彼
は
、
決
し
て
自
由
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
、
ま
た
、（
意
志

の
限
界
を
知
ら
ず
、
意
志
の
適
切
な
導
き
手
で
あ
る
知
性
も
も
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
）
自
分
自
身
の
意
志
の
ま
ま
に
振
舞
う
よ
う
に
放
任
さ

れ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
彼
は
、
自
分
自
身
の
知
性
が
そ
の
責
任
を
果
た
せ
な
い
と
き
は
、
常
に
他
人
の
監
督
と
支
配
と
の
下
に
あ

り
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
を
病
む
者

0

0

0

0

0

0

（lunatics

）
や
極
度
な
愚
者

0

0

0

0

0

（ideots

）
は
そ
の
両
親
の
支
配
か
ら
決
し
て
解
放
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
（
24
）

。

周
知
の
と
お
り
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
の
主
要
な
目
途
は
、
パ
タ
ー
ナ
ル
な
隷
属
状
態
か
ら
の
市
民
の
解
放
に
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、

こ
の
個
所
で
明
瞭
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
目
標
で
あ
る
隷
属
か
ら
の
解
放
の
対
象
か
ら
、
精
神
疾
患
を
抱
え
て
い
る
人
間
や
知
的

能
力
に
問
題
が
あ
る
人
間
を
完
全
に
排
除
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
が
こ
の
よ
う
な
躊
躇
の
な
い
表
現
で
こ
れ
ら
の
人
々
の
排
除
を
主
張
で
き

た
の
は
、
彼
ら
は
人
間
の
条
件
で
あ
る
理
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
判
断
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、

彼
の
社
会
契
約
説
に
お
い
て
、
理
性
の
欠
如
は
、
政
治
社
会
か
ら
特
定
の
人
間
を
排
除
す
る
正
当
な
事
由
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
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こ
こ
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
み
を
取
り
上
げ
た
が
、
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
と
い
う
性
格
は
社
会
契
約
説
の
多
く
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る

特
徴
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
福
田
歓
一
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
25
）

。

こ
こ
に
社
会
契
約
説
は
、
伝
統
的
な
イ
ド
オ
ラ
の
支
配
を
破
る
そ
の
哲
学
的
な
基
礎
の
上
に
立
っ
て
、
人
間
の
認
識
と
実
践
と
の
能
力

を
吟
味
し
、
た
ん
な
る
所
与
と
し
て
の
個
体
＝
自
然
人
が
い
か
に
し
て
文
化
創
造
の
主
体
＝
理
性
人
に
到
達
す
る
か
を
問
い
、
こ
の
よ

う
な
個
人
の
自
己
超
越
と
し
て
、
そ
の
相
互
組
織
の
う
ち
に
政
治
社
会
構
成
の
論
理
を
見
出
し
、
か
く
構
成
せ
ら
れ
た
国
民
国
家
に
お

い
て
理
性
展
開
の
場
を
保
障
し
た
の
で
あ
っ
た
（
26
）

。

福
田
は
、
理
性
の
政
治
思
想
と
し
て
社
会
契
約
説
を
評
価
し
て
い
る
。
福
田
に
よ
れ
ば
、
社
会
契
約
説
の
最
大
の
眼
目
は
、「
政
治
社

会
を
人
間
の
作
為
と
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
よ
り
重
視
し
た
の
は
、
人
間
が
政
治
社
会
を
形
成
す
る
作
為
の
主
体
で
あ
る
自

ら
を
「
文
化
形
成
者
」
と
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
社
会
契
約
説
は
何
よ
り
も
「
人
間
の
哲
学
」

と
し
て
定
義
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
27
）

。「
人
間
の
哲
学
」
は
、
第
一
に
人
間
の
実
践
能
力
と
認
識
能
力
を
関
連
づ
け
、

そ
れ
ら
を
共
に
生
成
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
を
要
請
す
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
実
践
哲
学
と
し
て
、
身
体
や
社
会
、
歴
史
を
含
む
実
践

的
世
界
全
体
を
哲
学
的
に
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
第
三
に
、
こ
の
実
践
的
世
界
を
対
象
と
す
る
人
間
の
科
学
に
対
し
て
、
独
立
性
と

共
に
関
連
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
基
本
的
人
権
に
代
表
さ
れ
る
政
治
に
お
け
る
価
値
を
客
観
的
に
根
拠
づ
け
、
人
間
の
実

存
に
規
範
を
課
す
も
の
で
あ
る
（
28
）

。
要
す
る
に
、
実
践
と
認
識
に
関
す
る
十
分
な
能
力
を
有
し
た
人
間
と
い
う
存
在
が
、
そ
れ
ら
を
行
使
し

て
現
実
的
に
政
治
社
会
の
主
体
を
担
う
と
同
時
に
、
そ
の
政
治
社
会
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
規
範
を
実
存
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

福
田
の
考
え
る
社
会
契
約
説
の
主
意
で
あ
っ
た
。
彼
の
考
え
で
は
、
社
会
契
約
説
と
は
、
理
性
を
中
心
概
念
と
す
る
人
間
の
哲
学
を
、
政

治
と
い
う
現
実
世
界
に
お
い
て
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
す
理
論
で
あ
っ
た
（
29
）

。

福
田
が
こ
こ
ま
で
理
性
を
強
調
し
た
理
由
と
し
て
は
、
彼
が
、
社
会
契
約
説
の
主
た
る
性
格
と
し
て
、
所
与
性
か
ら
の
切
断
を
、
評
価

し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
30
）

。
福
田
に
よ
れ
ば
、
社
会
契
約
説
は
、
既
存
の
政
治
体
制
を
弁
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
ま
っ
た
く
所

与
の
事
実
か
ら
切
断
」
さ
れ
、「
論
理
的
に
自
己
完
結
し
た
、
象
徴
の
体
系
と
し
て
、
自
律
性
を
獲
得
」
し
た
「
政
治
社
会
一
般
の
理
論
」

を
目
指
し
て
構
築
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
（
31
）

。
そ
の
た
め
、
新
た
な
社
会
秩
序
の
形
成
を
考
え
る
社
会
契
約
説
は
、
一
般
性
・
普
遍
性
・
抽
象

性
を
そ
な
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
慣
習
な
ど
で
複
雑
に
規
定
さ
れ
た
既
存
の
体
制
や
秩
序
と
い
っ
た
所
与
性
か
ら
完
全
に
分
離

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
よ
り
前
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
慣
習
や
伝
統
に
よ
っ
て
堅
固
か
つ
複
雑
に
規
定
さ
れ
た
社
会
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
分
離
と
切
断
に
よ
っ
て
、
社
会
契
約
説
は
与
件
に
対
す
る
批
判
理
論
と
し
て
の

性
格
も
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
社
会
契
約
説
が
こ
れ
ら
の
特
徴
を
そ
な
え
る
た
め
に
は
、
自
身
の
理
論
的
な
正
し
さ
を
根
拠

づ
け
る
絶
対
的
な
理
性
と
認
識
能
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

三
　
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
社
会
契
約
説
批
判
の
妥
当
性

ケ
ア
の
倫
理
は
、
ご
く
自
然
な
そ
の
理
論
的
帰
結
と
し
て
、
社
会
契
約
説
に
内
在
す
る
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
を
批
判
す
る
。
ケ
ア

の
倫
理
が
想
定
し
て
い
る
脆
弱
性
が
具
現
化
し
た
最
た
る
も
の
が
、
障
碍
で
あ
る
。
社
会
契
約
説
が
前
提
と
さ
れ
た
場
合
、
最
初
に
排
除

さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
は
、
様
々
な
障
碍
の
中
で
も
知
的
お
よ
び
精
神
的
な
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

二
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こ
れ
に
関
し
て
、
ス
テ
イ
シ
ー
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
シ
ン
プ
リ
カ
ン
は
、
社
会
契
約
の
実
態
が
「
能
力
契
約
」（capacity contract

）

で
あ
る
と
評
し
て
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
排
除
性
を
告
発
し
て
い
る
（
32
）

。
彼
女
に
よ
る
と
、
今
日
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
、「
論
理
的
思
考
」

（reasoning
）、「
熟
考
」（reflection

）、「
倫
理
的
判
断
」（judgem

ent

）、「
熟
議
」（deliberation

）
と
い
っ
た
「
知
的
作
業
」（cognitive 

tasks

）
が
、
最
も
重
要
な
政
治
的
義
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
市
民
の
知
的
能
力

が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
正
統
性
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
能
力
に
何
ら
か
の
問
題
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
信
頼
性
に
も
動
揺
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
社
会
契
約
説
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
、
知
的
・
精
神
的
障
碍
は
政

治
社
会
に
と
っ
て
の
深
刻
な
脅
威
な
の
で
あ
る
（
33
）

。

さ
て
、
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
説
に
関
し
て
は
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト
マ
ン
は
、
そ
れ
が
「
性
契
約
」（sexual contract

）
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
理
由
に
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
が
女
性
を
政
治
社
会
か
ら
排
除
し
て
い
る
理
由
は
、「
女
性
は
、
生

ま
れ
つ
き
の
自
然
に
よ
っ
て
市
民
的
個
人
と
な
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
能
力
（capacities required to becom

e civil individuals

）
を
欠
く

か
ら
で
あ
る
（
34
）

」。
そ
の
能
力
と
は
、
具
体
的
に
は
、「
政
治
的
権
利
を
作
り
、
保
持
す
る
能
力
」
を
指
し
て
い
る
（
35
）

。
前
述
の
通
り
、
ロ
ッ
ク

は
基
本
的
に
は
人
間
の
平
等
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
間
と
い
う
種
の
間
に
理
性
の
平
等
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
精
神
疾

患
や
知
的
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る
人
間
が
政
治
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
は
、
能
力
的
に
そ
の
平
等
原
則
を
適
用
で
き
な
い
か
ら
で

あ
っ
た
。
ペ
イ
ト
マ
ン
の
意
図
は
社
会
契
約
説
の
性
差
別
的
性
格
の
告
発
に
あ
る
が
、
既
述
の
通
り
、
彼
女
も
ロ
ッ
ク
の
性
差
別
的
傾
向

が
知
的
能
力
の
問
題
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
の
内
部
で
は
理
性
の
能
力
に
関
す
る

差
別
と
女
性
に
対
す
る
性
差
別
が
一
体
化
し
て
お
り
、
政
治
社
会
に
お
け
る
女
性
排
除
が
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強

く
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
社
会
契
約
説
や
そ
の
影
響
を
受
け
た
各
種
契
約
思
想
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
四
点

を
挙
げ
て
い
る
（
36
）

。
第
一
に
政
治
社
会
を
形
成
す
る
設
計
者
（fram

ers

）
と
市
民
集
団
の
等
式
化
、
第
二
に
力
（pow

er

）
と
能
力
（force

）

の
平
等
性
お
よ
び
そ
の
道
徳
的
平
等
性
、
第
三
に
相
互
有
利
性
（m

utual advantage

）
を
目
的
と
し
た
契
約
、
第
四
に
女
性
お
よ
び
身
体

的
・
知
的
能
力
に
お
い
て
不
平
等
な
位
置
に
い
る
人
々
の
排
除
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
三
の
「
相
互
有
利
性
」
と
は
、
社
会
契
約
に
よ

る
政
治
社
会
の
形
成
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
全
体
の
利
益
の
増
大
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
動
機
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
下
で
は
、
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る
人
間
は
、
社
会
全
体
の
利
益
増
進
へ
の
貢
献
度
が
低
く
、
相
互
有

利
性
に
乏
し
い
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
関
係
構
築
の
た
め
の
契
約
の
当
事
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
（
37
）

。
こ
の
よ
う
に
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
社
会
契

約
説
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
自
ら
の
権
利
と
利
益
の
擁
護
と
増
進
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
第
一
か
ら
第
四
の
特
徴
を

可
能
に
し
て
い
る
の
は
や
は
り
理
性
の
能
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、
社
会
契
約
説
が
理
性
の
絶
対
視
・
絶

対
化
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
社
会
契
約
説
に
お
け
る
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
評
価
が

存
在
し
て
い
る
。
第
一
の
評
価
は
、
福
田
歓
一
の
よ
う
に
、
社
会
契
約
説
に
よ
る
政
治
社
会
形
成
が
理
性
に
基
づ
く
高
度
な
知
的
営
為
の

成
果
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
政
治
社
会
は
確
固
た
る
正
統
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
評
価
に
お
い
て
は
、
理
性
の
存
在
と
能
力
こ
そ
が
人
間
性
の
価
値
や
人
間
の
尊
厳
を
証
明
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

対
す
る
、
第
二
の
評
価
は
、
社
会
契
約
説
が
認
識
能
力
を
中
核
と
す
る
理
性
の
能
力
的
有
効
性
を
過
度
に
偏
重
し
た
た
め
に
、
知
的
能
力

に
何
ら
か
の
支
障
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
人
間
の
排
除
が
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
ケ
ア
の
倫
理
な
ど
に
よ
る
批
判

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
間
は
脆
弱
性
を
抱
え
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
契
約
説
に
関
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の

二
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評
価
の
相
対
立
す
る
性
格
は
、
人
間
と
い
う
存
在
に
関
す
る
見
解
の
相
違
に
由
来
し
て
い
る
。

で
は
、
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
の
間
に
共
通
点
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
理
論
に
共
通
す
る
の
は
、
理
論
の
基
礎
と
な
る

人
間
像
・
市
民
像
に
対
し
て
き
わ
め
て
強
い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
は
い
ず
れ
も
理
論
の

基
底
と
な
る
人
間
像
を
重
視
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
像
が
相
対
立
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
こ
れ
ら
の
相

違
が
強
調
さ
れ
、
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
の
理
論
的
な
対
立
関
係
は
、
そ
れ
ら
が
共
に
人
間
性

を
高
く
謳
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
は
い
ず
れ
も
人
間
性
を
重
要
視
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
間
の
対
立
は
理
性
に
対
す
る
評
価
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
人
間
像
に
関
す
る
慎
重
な
再
検
討
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る

可
能
性
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
を
材
料
に
考
え
て
み
た
い
。

周
知
の
と
お
り
、
カ
ン
ト
は
理
性
を
絶
対
的
に
評
価
し
た
典
型
的
哲
学
者
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
格
（P

ersönlichkeit

）
に
は
感

性
的
側
面
と
理
性
的
側
面
が
あ
る
。
人
間
の
生
に
と
っ
て
感
性
的
側
面
は
不
可
欠
だ
が
、
こ
れ
は
自
然
法
則
の
下
に
あ
る
た
め
、
外
部
的

影
響
に
左
右
さ
れ
る
（「
他
律
」）。
人
間
が
真
に
自
由
（「
自
律
」）
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
身
の
理
性
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
道
徳
法
則
に

対
し
て
、
義
務
と
し
て
自
ら
服
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
そ
の
た
め
、
こ
の
道
徳
法
則
は
、「
命
法
」
と
呼
ば
れ
る
）。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、

カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
人
格
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

人
格
0

0

と
は
、
行
為
の
責
任
を
負
う

0

0

0

0

0

こ
と
の
で
き
る
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
的
人
格
性
と
は
、
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
理

性
的
存
在
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
中
略
）
こ
の
こ
と
か
ら
次
に
、
人
格
が
（
ひ
と
り
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
他
の
ひ
と

び
と
と
一
緒
に
）
自
己
自
身
に
与
え
る
法
則
以
外
の
い
か
な
る
他
の
法
則
に
も
支
配
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
（
39
）

。

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
人
格
・
理
性
・
道
徳
性
・
自
律
・
自
由
は
完
全
に
一
体
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
機
能
し
た
場
合
に
生

じ
る
の
が
、
責
任
で
あ
る
。
自
ら
の
判
断
に
よ
る
行
為
に
は
、
必
然
的
に
帰
責
性
が
付
随
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
帰
責
性
を
問
え
な

い
存
在
に
対
し
て
は
自
律
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
理
性
に
関
す
る
能
力
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
人
間

の
人
格
は
結
果
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ト
に
よ
る
、
こ
の
よ
う
な
人
間
に
対
す
る
理
解
は
、
彼
の
政
治
哲
学
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
政
治
に
お
け
る
人
間

の
意
味
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
能
動
的
国
民
」
と
「
受
動
的
国
民
」
に
分
類
す
る
。
こ
の
う
ち
、
後
者
は
商
人
や
職
人
の
徒
弟
や

未
成
年
者
、
女
性
な
ど
を
指
し
、
こ
れ
ら
の
「
一
般
に
、
自
分
自
身
の
経
営
に
従
っ
て
で
は
な
く
て
、
他
人
た
ち
の
指
図
（
国
家
の
そ
れ

は
除
く
）
に
従
っ
て
自
分
の
現
存
（
栄
養
と
防
御
）
を
維
持
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
て
い
る
者
は
誰
で
も
、
公
民
的
人
格
性
を
欠
き
、
か
く
て
、

そ
う
い
う
者
の
現
存
は
言
わ
ば
た
だ
の
内
属
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
40
）

。
カ
ン
ト
の
場
合
は
自
律
や
自
由
が
理
性
と
一
体
的
に
理
解

さ
れ
て
い
る
た
め
、
受
動
的
と
い
う
表
現
は
理
性
の
適
切
な
使
用
が
見
ら
れ
な
い
状
態
、
も
し
く
は
理
性
的
な
能
力
に
問
題
が
あ
る
状
態

を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
受
動
的
国
民
は
、
人
格
と
い
う
評
価
に
は
値
し
な
い
存
在
と
さ
れ
る
。

だ
が
、
カ
ン
ト
が
そ
れ
と
対
置
さ
せ
て
い
る
「
物
件
」（S

ache

）
と
合
わ
せ
て
人
格
概
念
を
考
察
す
る
と
、
カ
ン
ト
の
考
え
る
人
格
が

よ
り
複
雑
で
広
範
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
物
件
と
は
、「
自
由
な
選
択
意
志
の
客
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
自
由
を
欠
い
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
（
41
）

」、
要
す
る
に
帰
責
性
を
問
え
な
い
存
在
を
指
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
物
件
の
価
値

は
価
格
で
表
現
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
自
分
の
自
由
を
放
棄
す
る
奴
隷
契
約
の
よ
う
な
も
の
は
自
己
矛
盾
で
無
効
だ
と
明
言
し
て
い
る

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
基
本
的
に
す
べ
て
の
人
間
を
物
件
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
要
す
る
に
人
格
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と

推
量
さ
れ
る
（
42
）

。
つ
ま
り
、
帰
責
性
を
問
う
こ
と
が
困
難
な
い
し
不
可
能
だ
と
評
価
さ
れ
る
、
知
的
・
精
神
的
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る
人
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間
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
は
す
べ
て
道
徳
的
な
人
格
と
し
て
の
資
質
を
有
す
る
存
在
な
の
で
あ
り
、
そ
の
尊
厳
は
適
正
に
認
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
、
人
間
性
（M

enschheit

）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
間
性
そ
の
も
の
は
尊
厳
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
は
、
い
か
な
る
人
間
に
よ
っ
て
も
（
他
人
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

自
己
自
身
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
た
ん
に
手
段
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
え
ず
、
つ
ね
に
同
時
に
目
的
と
し
て
用
い
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
こ
そ
ま
さ
に
人
間
の
尊
厳
（
人
格
性
）
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
、
世
界

に
お
け
る
人
間
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
存
在
─
し
か
も
用
い
ら
れ
う
る
─
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
物
件
よ
り
も
、
自
ら
を
優
位
に
置

く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
自
己
自
身
を
い
か
な
る
価
格
で
も
売
却
す
る
こ
と
（
そ
う
す
る
こ
と
は
自
重
の
義
務
に
背
く
こ
と
に
な

ろ
う
）
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、〔
同
じ
く
〕
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
の
他
人
の
必
然
的
な
自
重
を
阻
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ

ち
、
人
間
に
は
、
す
べ
て
の
他
人
の
内
に
宿
る
人
間
性
の
尊
厳
を
実
践
的
に
承
認
す
る
義
務
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
は
、
す

べ
て
の
他
人
に
是
非
と
も
示
さ
る
べ
き
尊
敬
に
か
か
わ
る
義
務
が
あ
る
こ
と
に
な
る
（
43
）

。

確
か
に
、
カ
ン
ト
は
人
格
概
念
を
理
性
と
結
び
付
け
て
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
彼
は
、
こ
の
引
用
や
よ
く
知
ら
れ

た
定
言
命
法
で
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
無
条
件
な
敬
意
を
求
め
る
（
44
）

。
表
面
的
に
は
矛
盾
す
る
よ

う
な
こ
れ
ら
の
見
解
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
カ
ン
ト
が
自
身
の
哲
学
を
説
い
た
対
象
は
、
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
人
間
で
あ
っ

た
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
服
部
健
司
は
、
カ
ン
ト
の
人
格
概
念
が
「
人
間
を
対
象
的
に
と
ら
え
、
外
か
ら
裁
く
た
め
に
人
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

格
概
念
を
使
用
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
内
的
な
自
覚
に
か
か
わ
る
局
面
で
使
用
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
使
用
さ
れ
る
時
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
「
病
的
で
非
人
格
的
な
人
間
の
所
属
先
の
在
処
で
は
な
く
て
、
行
為
主
体
と
し
て
の
わ
れ
わ

れ
自
身
の
能
動
的
な
あ
り
か
た
」
だ
と
し
て
い
る
（
45
）

。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
、
精
神
疾
患
や
知
的
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る

人
々
を
社
会
的
・
政
治
的
場
面
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
身
が
主
体
的
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
て
い
る
人
間
に
対
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
た
思
考
や
行
動
、
態
度
を
促
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

第
二
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
人
間
像
と
市
民
像
が
あ
る
部
分
で
は
重
な
り
、
ま
た
別
の
あ
る
部
分
で
は
区
別
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
定
義
・
区
別
と
そ
の
用
法
が
必
ず
し
も
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
明
確
で
も
な
い
こ
と
は
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
他
の
社
会
契
約
論
者
に
も
見
受
け
ら
れ
る
傾
向
性
で
あ
り
、
本
稿
で
も
社
会
契
約
説
に
関
し
て
論
及

し
て
い
る
個
所
に
お
い
て
し
ば
し
ば
「
人
間
像
・
市
民
像
」
と
い
う
こ
れ
ら
を
併
記
し
た
表
現
を
使
用
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
理
性
を
持
っ
た
市
民
に
よ
る
政
治
社
会
構
築
を
主
張
す
る
社
会
契
約
説
の
最
大
の
特
徴
と
問
題
点
が
あ
る
。
先

に
福
田
の
見
解
を
紹
介
し
た
通
り
、
社
会
契
約
説
は
理
性
と
い
う
概
念
を
中
心
と
し
て
、
人
間
論
と
市
民
論
を
一
体
的
に
捉
え
る
こ
と
を

思
想
的
特
徴
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
と
い
う
存
在
自
体
が
有
す
る
価
値
と
、
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
領
域
に
お
け
る
主
体
と

し
て
の
市
民
と
い
う
存
在
の
価
値
は
、
本
来
は
別
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
契
約
説

で
は
、
理
性
を
絶
対
視
・
絶
対
化
す
る
あ
ま
り
、
元
々
は
一
体
的
に
語
ら
れ
る
必
要
の
な
い
人
間
像
と
市
民
像
の
意
識
的
な
一
体
視
な
い

し
混
同
が
行
わ
れ
て
い
る
。
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
領
域
は
近
代
以
降
に
生
き
る
人
間
の
生
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
で
は
あ
る
が
、

そ
の
人
間
全
体
の
価
値
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
市
民
と
し
て
の
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尊
厳
は
、
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
質
的
に
異
な
る
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
的
な
差
異
を
理
解
し
た
上
で
論
じ
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
46
）

。

本
稿
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ケ
ア
の
倫
理
は
社
会
契
約
説
の
公
私
二
元
論
を
批
判
し
て
い
る
が
、
実
は
社
会
契
約
説

や
そ
れ
を
根
拠
に
成
立
し
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
、
公
私
二
元
論
と
共
に
、
歪
ん
だ
形
で
の
公
私
の
融
合
と
相
互
の
浸

食
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
た
と
え
ば
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
指
摘
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
経
済
と
い
う
私
的
領
域
に
よ
る
公
的

領
域
の
浸
食
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
今
回
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
、
人
間
の
持
つ
公
的
部
分
と
理
性
と
を
関
連

付
け
て
、
そ
れ
点
の
み
を
偏
重
し
た
上
で
、
さ
ら
に
は
そ
の
公
的
部
分
だ
け
で
評
価
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
は
ず
の
人
間
と
い
う

存
在
の
価
値
と
尊
厳
を
、
そ
の
偏
っ
た
規
準
に
基
づ
い
て
評
価
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
、
公
に
よ
る
私
の
侵
食
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
社
会
契
約
説
や
そ
れ
に
基
づ
く
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
二
元
論
的
な
公
私
分
断
と
、
私
に
よ
る
公
の
侵
食
と

公
に
よ
る
私
の
侵
食
と
い
う
相
対
立
す
る
二
種
類
の
公
私
融
合
が
、
複
雑
に
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
は
、
あ
る
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
、
啓
蒙
思
想
・
解
放
思
想
と
し
て
の
性

格
を
共
に
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
既
存
の
状
況
に
対
し
て
看
過
し
難
い
問
題
点
を
認
識
し
、
そ
れ

を
打
開
す
る
た
め
に
あ
る
種
の
理
想
を
掲
げ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
社
会
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
啓
蒙
思
想
・

解
放
思
想
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
各
自
の
理
論
の
基
礎
と
し
て
人
間
像
を
重
ん
じ
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
、
社
会
契
約
説

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

が
高
い
理
性
に
関
す
る
能
力
を
持
つ
「
強
い
人
間
」
を
称
揚
す
る
の
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
「
弱
さ
を
抱
え
た
人
間
」
と
い
う
あ
り

の
ま
ま
の
人
間
の
受
容
を
求
め
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
間
性
の
崇
高
さ
を
謳
い
な
が
ら
も
、
そ
の
人
間
性
に
対
す
る
理
解

と
評
価
が
隔
た
っ
て
い
る
た
め
に
、
は
か
ら
ず
も
思
想
的
な
対
立
関
係
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
会
契
約
説
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
並
ぶ
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
的
根
拠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
社

会
契
約
説
の
こ
れ
ま
で
の
実
績
と
今
日
的
意
義
を
単
純
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
社
会
契
約
説
に
代

表
さ
れ
る
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
と
の
密
接
な
関
連
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ケ
ア
と
い
う
行

為
は
、
過
度
に
パ
タ
ー
ナ
ル
で
抑
圧
的
な
価
値
観
や
社
会
秩
序
と
容
易
に
一
体
化
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
、
安

易
に
自
己
犠
牲
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ケ
ア
す
る
人
間
に
対
す
る
配
慮
も
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
価
値
規
範

や
伝
統
的
秩
序
の
弊
害
を
批
判
し
、
個
人
の
価
値
を
主
張
し
た
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
は
今
も
な
お
有
効
性
を
失
っ
て
い

な
い
ど
こ
ろ
か
、
ケ
ア
の
実
践
の
適
切
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
そ
れ
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

社
会
契
約
説
を
考
え
る
際
に
念
頭
に
置
く
べ
き
は
、
初
期
の
社
会
契
約
説
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
状
況
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
こ
の
理

論
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
絶
対
王
政
や
貴
族
制
度
と
い
っ
た
旧
来
の
秩
序
に
対
抗
し
て
新
た
な
社
会
秩
序
の
形
成
す
る
こ
と
に
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
旧
体
制
の
桎
梏
を
強
力
に
破
壊
し
、
個
人
に
よ
る
人
為
と
し
て
の
共
同
体
の
正
統
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
必
須
で

あ
っ
た
。
こ
の
期
待
に
応
え
る
た
め
に
、
社
会
契
約
説
は
、
理
性
を
そ
な
え
た
有
益
な
（positive

）
人
間
像
・
市
民
像
を
掲
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
時
代
的
要
請
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
所
与
の
も
の
と
な
っ
た
現
在
、
社
会
契
約
説
が
殊
更
に
「
強
い
人
間
」
を
強
調
す
る
必
要
は

も
は
や
な
く
、
そ
の
よ
う
な
前
提
は
積
極
的
に
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
と
い
う
能
力
は
、
人
間
と
い
う
存
在
の
全
体

二
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的
価
値
を
決
定
す
る
絶
対
的
規
準
で
は
あ
り
え
ず
、
こ
の
点
の
み
を
も
っ
て
政
治
主
体
と
し
て
の
市
民
を
定
義
す
る
こ
と
も
、
評
価
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
人
間
像
・
市
民
像
の
再
検
討
に
あ
た
っ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
近
代
思
想
に
全
体
的
に
見
ら
れ
る
理
性
偏
重
に
対
す
る
批

判
理
論
と
し
て
機
能
す
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
、
ケ
ア
と
い
う
具
体
的
実
践
の
価
値
と
意
義
の
強
調
を
通
し
て
、
そ
の
批
判
的
考
察
が
虚

無
的
に
傾
く
こ
と
を
妨
げ
る
。
そ
し
て
、
単
に
「
弱
さ
を
抱
え
た
人
間
」
の
保
護
を
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
長
所
と
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
他
の
特
性
と
共
に
脆
弱
性
を
人
間
の
特
徴
に
位
置
づ
け
、
人
間
の
「
生
」
そ
の
も
の
を
肯
定
す
る
理
論
と
し
て
の
性
格
も
有

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、「
有
益
さ
」
で
は
な
く
、「
肯
定
的
」「
楽
観
的
」
と
い
う
意
味
合
い
で
の
《positive

》
を
重

視
す
る
。
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
を
架
橋
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
生
」
の
見
直
し
を
通
し
た
人
間
像
の
再
定
義
が
不
可
欠
で
あ

る
。※

本
稿
は
、
日
本
大
学
の
派
遣
に
よ
る
、
ア
メ
リ
カ
・
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
で
の
在
外
研
究
（
二
〇
一
七
年
〜
二
〇
一
八
年
）
の
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
本
稿
の
作
成
・
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
教
授
（
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
）
と
の
共
同
研
究
で
得
ら
れ
た
知

見
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
に
特
記
し
て
、
ト
ロ
ン
ト
教
授
に
謝
意
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

※
本
稿
の
一
部
は
、
二
〇
一
八
年
二
月
二
九
日
に
行
わ
れ
た
日
本
大
学
法
学
部
政
治
研
究
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

※
外
国
語
書
籍
か
ら
の
引
用
は
、
邦
訳
書
を
記
載
し
て
い
る
も
の
以
外
は
拙
訳
で
あ
る
。

（
1
） 

従
来
、
ケ
ア
の
倫
理
は
普
遍
的
な
規
範
原
理
を
強
調
す
る
「
倫
理
学
」（ethics
）
と
い
う
語
で
は
な
く
、
個
別
具
体
的
な
「
倫
理
」（ethic

）
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

と
い
う
語
を
使
用
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
安
井
絢
子
に
よ
る
と
、
ケ
ア
の
倫
理
に
関
す
る
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
一
般
化
を
試
み
る

傾
向
が
強
ま
り
、
次
第
に
前
者
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
（
安
井
絢
子
「
ケ
ア
の
倫
理
の
理
論
的
展
開
　
ケ
ア
の
倫
理
の
公
的
領
域
へ
の

適
用
に
向
け
て
」『
倫
理
学
研
究
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
四
三
─
一
四
四
）。
こ
の
指
摘
は
興
味
深
い
も
の
だ
が
、
本
稿
の
主
題
で
は
な
い

た
め
、
今
回
は
一
般
に
流
通
し
て
い
る
「
ケ
ア
の
倫
理
」
と
い
う
表
現
を
統
一
的
に
使
用
す
る
。

（
2
） E

va F
eder K

ittay, L
ove’s L

abor: E
ssays on

 W
om

en
, E

qu
ality, an

d
 D

epen
d

en
cy, N

ew
 Y

ork: R
outledge, p. 29.

〔
エ
ヴ
ァ
・

フ
ェ
ダ
ー
・
キ
テ
ィ
、
岡
野
八
代
／
牟
田
和
恵
訳
『
愛
の
労
働
あ
る
い
は
依
存
と
ケ
ア
の
正
義
論
』
白
澤
社
、
二
〇
一
〇
年
、
八
一
ペ
ー
ジ
。〕

（
3
） 

ロ
バ
ー
ト
・
グ
デ
ィ
ン
が
提
起
し
た
「
脆
弱
性
モ
デ
ル
」（vulnerability m

odel

）
は
、
ケ
ア
の
倫
理
の
議
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し

か
し
、
グ
デ
ィ
ン
の
見
解
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
一
般
的
な
脆
弱
性
理
解
と
の
間
に
は
、
小
さ
か
ら
ぬ
違
い
が
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
他
者
と
の

関
係
性
を
重
視
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
の
は
人
間
と
い
う
存
在
が
本
質
的
に
有
す
る
脆
弱
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
グ
デ
ィ

ン
の
考
え
る
脆
弱
性
と
は
、
複
数
の
存
在
の
関
係
性
に
お
い
て
、
も
し
あ
る
存
在
の
意
志
や
行
動
が
他
の
存
在
の
利
害
に
影
響
を
与
え
る
と
し
た
ら
、

後
者
は
前
者
に
対
し
て
脆
弱
性
を
負
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
と
い
う
概
念
の
こ
と
で
あ
る
（R

obert G
oodin, “V

ulnerabilities and 

R
esponsibilities, A

n E
thical D

efense of T
he W

elfare S
tate. ” T

h
e A

m
erican

 P
olitical S

cien
ce R

eview
, V

ol. 79, N
o. 3, 1985, 

779

）。
つ
ま
り
、
グ
デ
ィ
ン
は
、
個
々
の
存
在
の
脆
弱
性
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
存
在
が
形
成
す
る
関
係
性
の
中
に
生
じ
る
脆
弱
性
に
注
目
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
脆
弱
性
概
念
は
、
心
身
の
障
碍
と
い
っ
た
個
別
具
体
的
な
脆
弱
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
社
会
全
体
に
存
在
す
る
多
種

多
様
な
関
係
性
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
山
崎
望
が
グ
デ
ィ
ン
の
脆
弱
性
モ
デ
ル
を
評
価
す
る
理
由
も
、
こ
の
よ
う
な
敷
衍
性
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
（
山
崎
望
「
ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
ル
／
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
福
祉
を
め
ぐ
っ
て
　
現
代
民
主
主
義
論
の
観
点
か
ら
」『
政
治
思
想
研
究
』
第

一
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
五
二
）。
し
か
し
、
極
端
な
見
方
を
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
世
界
第
一
位
の
資
産
家
の
投
資
行
動
に
よ
っ
て
第
二
位
の
資
産

家
の
資
産
状
態
に
変
化
が
生
じ
る
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
が
脆
弱
性
概
念
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
彼
の
考
え
る
脆
弱
性
は
、
ケ
ア
の
倫
理
が
重

視
し
て
き
た
脆
弱
性
概
念
の
本
質
を
曖
昧
に
す
る
危
険
が
あ
る
。
グ
デ
ィ
ン
の
脆
弱
性
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
キ
テ
ィ
は
以
前
は
彼
の
モ
デ
ル
の
中
に

ケ
ア
の
倫
理
の
有
力
な
理
論
的
基
礎
を
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
を
期
待
し
て
い
た
が
、
望
ん
だ
通
り
の
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
感

想
を
記
し
て
い
る
（K

ittay, p. 63.

〔
邦
訳
　
一
四
九
ペ
ー
ジ
〕）。
キ
テ
ィ
は
そ
の
よ
う
な
評
価
に
至
っ
た
理
由
を
あ
ま
り
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、

二
七
九



彼
女
も
グ
デ
ィ
ン
の
脆
弱
性
理
解
が
ケ
ア
の
倫
理
の
そ
れ
と
は
異
な
る
性
質
を
持
っ
た
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
4
） Joan C

. T
ronto, M

oral B
ou

n
d

aries: A
 P

olitical A
rgu

m
en

t for an
 E

th
ic of C

are, N
ew

 Y
ork: R

outledge, 1993, p. 135.
（
5
） Joan C

. T
ronto, C

arin
g D

em
ocracy: M

arkets, E
qu

ality, an
d

 Ju
stice, N

ew
 Y

ork: N
ew

 Y
ork U

niversity P
ress, 2013, pp. 

9-10.

（
6
） 

岡
野
八
代
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
　
ケ
ア
の
倫
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
二
四
─
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
7
） 

岡
野
、『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
』、
八
八
─
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
8
） K

ittay, p. 62. 
〔
邦
訳
　
一
四
九
ペ
ー
ジ
〕。

（
9
） K

ittay, pp. 63-64. 
〔
邦
訳
　
一
四
九
ペ
ー
ジ
〕。

（
10
） 

キ
テ
ィ
は
、
契
約
と
い
う
行
為
自
体
に
は
規
範
性
を
見
い
だ
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
法
律
学
に
は
、
契
約
行
為
自
体
が
個
人
の
尊
厳
に
由
来
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
場
合
、
契
約
の
自
由
は
日
本
国
憲
法
第
十
三
条
「
個
人
の
尊
厳
」
お
よ
び
第
二
十
九
条

財
産
権
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
小
野
秀
誠
「
契
約
の
自
由
と
当
事
者
の
地
位
　
契
約
と
基
本
権
」『
一
橋
法
学
』
第
七
巻
第
一
号
、

二
〇
〇
八
年
、
一
八
ペ
ー
ジ
）。
そ
の
た
め
、「
契
約
の
神
聖
さ
」
と
い
う
考
え
方
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

（
11
） 

石
川
文
康
『
良
心
論
　
そ
の
哲
学
的
試
み
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
九
〇
─
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
12
） 

周
知
の
通
り
、
カ
ン
ト
の
い
う
自
律
は
、
自
ら
が
決
定
し
た
普
遍
的
法
則
に
自
ら
従
う
こ
と
で
あ
る
（
カ
ン
ト
、
中
山
元
訳
『
道
徳
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
七
─
一
四
八
ペ
ー
ジ
）。
つ
ま
り
、
自
律
と
は
、
決
し
て
自
分
が
望
ん
で
い
る
よ
う

に
行
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
ら
定
め
た
も
の
と
は
い
え
、
法
則
と
い
う
外
部
的
概
念
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
間
に
常

に
何
ら
か
の
他
者
性
を
意
識
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ン
ト
の
考
え
る
自
律
は
、
自
己
の
内
面
に
お
け
る
主
客
意
識
の
摩
擦
や
対
立
、
葛
藤
の
存
在

を
前
提
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
13
） R

ichard R
orty, P

h
ilosoph

y an
d

 th
e M

irror of N
atu

re, P
rinceton: P

rinceton U
niversity P

ress, 1979, p. 140. 

〔
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ロ
ー
テ
ィ
、
野
家
啓
一
監
訳
『
哲
学
と
自
然
の
鏡
』
産
業
図
書
、
一
九
九
三
年
、
一
四
六
ペ
ー
ジ
。〕

（
14
） R

orty, pp. 141-142. 

〔
邦
訳
　
一
四
八
ペ
ー
ジ
〕。

二
八
〇



社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

（
15
） John L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, O
xford: O

xford U
niversity P

ress, 1975, p. 104.
（
16
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, p. 105.
（
17
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, p. 335.

（
18
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, pp. 149-150.

（
19
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, p. 341.

（
20
） 

今
村
健
一
郎
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
人
格
同
一
性
論
」『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』
第
三
三
号
、
二
〇
一
〇
年
、
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
21
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, p. 668.

（
22
） John L

ocke, T
w

o T
reatises of G

overn
m

en
t, L

ondon: C
am

bridge U
niversity P

ress, 1963, p. 287. 

〔
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
、
加
藤
節

訳
『
完
訳
　
統
治
二
論
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）、
二
〇
一
〇
年
、
二
九
六
ペ
ー
ジ
。〕

（
23
） L

ocke, T
w

o T
reatises of G

overn
m

en
t, p. 326. 

〔
邦
訳
　
三
六
三
ペ
ー
ジ
〕。
傍
点
は
原
著
に
よ
る
。

（
24
） L

ocke, T
w

o T
reatises of G

overn
m

en
t, pp. 325-326. 

〔
邦
訳
　
三
六
二
ペ
ー
ジ
〕。
傍
点
は
原
著
に
よ
る
。

（
25
） 

社
会
契
約
説
は
、
政
治
体
制
・
政
治
社
会
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
現
在
で
も
健
在
な
政
治
思
想
で
あ
り
、
ま
た
今
日
に
至
る
ま
で
き
わ
め
て
多

様
な
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ロ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
近
代
初
頭
の
社
会
契
約
説
と
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
現
代
の
社
会
契
約
説
の

間
の
違
い
は
大
き
い
。
だ
が
、
本
稿
で
は
、
論
者
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
契
約
説
は
い
ず
れ
も
人
間
の
理
性
に
対
す
る
信

頼
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
社
会
契
約
説
に
関
す
る
代
表
的
な
分
析
と
し
て
福
田
歓
一
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
政
治
的
・
社
会
的
・
思
想
的
な
歴
史
的
経
緯
の
中
で
社
会
契
約
説
が
培
わ
れ
て
き
た
西
洋
社
会
で
行
わ
れ
た
研
究
よ
り
も
、
本
来
的
に
異
質

な
も
の
と
し
て
概
念
の
移
植
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
日
本
で
の
研
究
の
方
が
、
特
に
戦
後
日
本
に
お
い
て
近
代
的
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
確
立
を
具
体
的
に
意
図
し
て
行
わ
れ
た
研
究
の
方
が
、
社
会
契
約
説
の
本
質
に
対
し
て
よ
り
意
識
的
で
敏
感
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た

め
で
あ
る
（
そ
の
反
面
、
当
然
な
が
ら
、
結
果
的
に
社
会
契
約
説
に
対
す
る
評
価
が
楽
観
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
問
題
点
を
伴
う
こ
と
に
な
る
）。

つ
ま
り
、
福
田
に
よ
る
社
会
契
約
説
の
研
究
は
、
西
洋
社
会
に
お
け
る
研
究
以
上
に
そ
の
理
論
の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
お
り
、
こ
の
理
論
の

本
質
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二
八
一



（
26
） 

福
田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
三
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
27
） 

福
田
、
二
四
四
─
二
四
五
ペ
ー
ジ
。
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
、
カ
ン
ト
ら
に
よ
る
社
会
契
約
説
の
構
想
過
程
は
、
初
め
に
認
識
論
に
よ
っ
て
基
礎

と
な
る
人
間
像
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
に
関
し
て
い
え
ば
、『
人
間
知
性
論
』
と
『
統
治
二
論
』
は
い
ず
れ
も
一
六
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
が
、
前
者
の
執
筆
開
始
年
は
一
六
七
一
年
、
後
者
の
執
筆
開
始
年
は
一
六
七
九
年
で
あ
り
、
や
は
り
彼
も
政
治
思
想
よ
り
も
か
な
り
先
行
し
て

認
識
論
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
冨
田
恭
彦
『
ロ
ッ
ク
入
門
講
義
　
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
原
点
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
七
年
、
五
九

─
七
四
ペ
ー
ジ
）。

（
28
） 

福
田
、
三
九
四
─
三
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
29
） 

こ
の
よ
う
な
福
田
の
見
解
と
は
対
照
的
に
、
丸
山
眞
男
は
政
治
的
主
体
が
絶
対
君
主
の
前
に
出
現
し
、
そ
こ
か
ら
個
人
と
い
う
主
体
が
見
い
だ

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
三
三

─
二
三
四
ペ
ー
ジ
）。

（
30
） 

関
谷
昇
「
日
本
に
お
け
る
近
代
社
会
契
約
説
研
究
の
展
開
と
そ
の
意
義
」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
第
二
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
、

一
五
六
─
一
五
七
ペ
ー
ジ
。
関
谷
は
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
、
社
会
契
約
説
に
強
い
影
響
を
受
け
た
福
田
歓
一
や
丸
山
眞
男
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
政
治
理
論
の
性
格
と
し
て
、「
個
人
主
義
的
主
体
論
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
関
谷
は
、
と
り
わ
け
福
田
の
見
解
を
、「
福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
性
格
の
第
一
が
社
会
契
約
の
主
体
と
し
て
の
「
個
人
」
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
で
あ
り
、
第
二
の
も
の
が
今
回
取
り
上
げ

た
所
与
性
の
切
断
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
も
の
が
、
関
谷
の
表
現
で
い
え
ば
「
個
へ
の
還
元
」
に
よ
る
大
陸
自
然
法
学
と
社
会
契
約
説
と
の
切

断
で
あ
る
。「
個
へ
の
還
元
」
は
第
二
の
所
与
性
の
切
断
と
密
接
に
関
係
し
た
概
念
だ
が
、
こ
れ
は
人
間
が
所
与
性
か
ら
の
切
断
を
通
し
て
、
血

縁
・
身
分
・
言
語
・
宗
教
な
ど
と
は
完
全
に
無
関
係
な
抽
象
的
存
在
と
し
て
の
「
個
人
」
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
「
個
へ
の

還
元
」
が
、
大
陸
自
然
法
学
と
社
会
契
約
説
を
隔
て
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
） 

福
田
、
二
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
32
） S

tacy C
lifford S

im
plican, T

h
e C

apacity C
on

tract: In
tellectu

al D
isability an

d
 th

e Q
u

estion
 of C

itizen
sh

ip, M
inneapolis: 

U
niversity of M

innesota P
ress, 2015, p. 3.

二
八
二



社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

（
33
） 

ル
ー
カ
ス
・
ピ
ニ
ェ
イ
ロ
も
シ
ン
プ
リ
カ
ン
と
共
通
し
た
問
題
意
識
を
有
し
て
お
り
、
彼
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
正
義
の
理
解
が
障
碍
と
共
に
生

き
て
い
る
人
々
の
排
除
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
契
約
思
想
を
「
健
常
者
中
心
主
義
的
契
約
」（ableist contract

）
と
呼
ん
で
批
判

し
て
い
る
（L

ucas G
. P

inheiro, “T
he A

bleist C
ontract: Intellectual D

isability and the L
im

its of Justice in K
ant ’s P

olitical 

T
hought. ” in B

arbara A
rneil and N

ancy J. H
irschm

an eds. D
isability an

d
 P

olitical T
h

eory C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity 

P
ress, 2016, 45

）。

（
34
） C

arol P
atem

an, T
h

e S
exu

al C
on

tract, P
olity P

ress, 1988, p. 94. 

〔
キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト
マ
ン
、
中
村
敏
子
訳
『
社
会
契
約
と
性
契

約
　
近
代
国
家
は
い
か
に
成
立
し
た
の
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
〕。

（
35
） P

atem
an, p. 96. 

〔
邦
訳
　
一
二
一
─
一
二
二
ペ
ー
ジ
〕。

（
36
） M

artha C
. N

ussbaum
, F

ron
tiers of Ju

stice: D
isability, N

ation
ality, S

pecies M
em

bersh
ip, C

am
bridge: B

elknap P
ress, 

2006, p. 53. 

〔
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
、
神
島
裕
子
訳
『
正
義
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
　
障
碍
者
・
外
国
人
・
動
物
と
い
う
境
界
を
越
え
て
』
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
六
四
ペ
ー
ジ
〕。

（
37
） N

ussbaum
, p. 20.

〔
邦
訳
　
二
七
ペ
ー
ジ
〕。
キ
テ
ィ
は
社
会
契
約
説
が
自
律
を
強
調
し
、
依
存
を
軽
視
す
る
た
め
に
、
有
機
的
な
人
間
関
係

の
構
築
を
妨
げ
て
い
る
と
考
え
た
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
社
会
契
約
説
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
政
治
社
会
の
形
成
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し

た
。
そ
の
た
め
、
社
会
契
約
説
に
対
す
る
キ
テ
ィ
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
批
判
は
大
枠
で
は
一
致
し
て
い
る
。
彼
女
ら
の
批
判
は
、
社
会
契
約
説
に
基
づ

く
政
治
社
会
は
真
の
意
味
で
の
有
機
的
人
間
関
係
と
は
言
い
難
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
38
） 

な
お
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
現
代
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
的
契
約
論
者
が
相
互
有
利
性
の
た
め
の
契
約
と
い
う
「
虚
構
」
の
み
を
強
調
し
、
元
々
ロ
ッ

ク
が
「
慈
恵
」（benevolence

）
と
人
間
の
尊
厳
を
重
視
し
た
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
（N

ussbaum
, p. 45. 

〔
邦
訳
　
五
六
ペ
ー

ジ
〕）。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
る
批
判
は
、
ロ
ッ
ク
自
身
に
対
す
る
も
の
よ
り
も
、
そ
の
思
想
を
部
分
的
に
誇
張
し
て
い
る
後
の
世
代
、
特
に
今
日
の
契

約
論
者
に
対
す
る
も
の
の
方
が
よ
り
厳
し
い
。

（
39
） 

カ
ン
ト
、
吉
澤
伝
三
郎
／
尾
田
幸
雄
訳
「
人
倫
の
形
而
上
学
」『
カ
ン
ト
全
集
』（
第
十
一
巻
）
理
想
社
、
一
九
六
六
年
、
四
六
ペ
ー
ジ
。
傍
点

は
原
著
に
よ
る
。

二
八
三



（
40
） 

カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
一
七
八
─
一
七
九
ペ
ー
ジ
。

（
41
） 

カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
42
） 
カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
一
三
一
ペ
ー
ジ

（
43
） 
カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
三
八
九
─
三
九
〇
ペ
ー
ジ
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
人
格
と
人
間
性
の
意
味
と
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
る
（
山
口
意
友
「
カ
ン
ト
『
教
育
学
講
義
』
に
お
け
る
「
人
間
性
」
と
「
人
格
性
」
に
つ
い
て
」『
玉
川
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
一
七
号
、

二
〇
一
七
年
、
八
一
─
九
九
ペ
ー
ジ
。）。
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
同
一
視
も
可
能
で
あ
る
ほ
ど
、
密
接
な
関
連
性
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
人
格
と
人
間
性
を
同
一
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。

（
44
） 

定
言
命
法
第
二
の
定
式
（
目
的
自
体
の
定
言
命
法
）「
君
は
、
み
ず
か
ら
の
人
格
と
他
の
す
べ
て
の
人
格
の
う
ち
に
存
在
す
る
人
間
性
を
、
い

つ
で
も
、
同
時
に
目
的
と
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
か
な
る
場
合
に
も
た
ん
に
手
段
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
」（
カ
ン
ト
、『
道
徳

形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』、
八
五
ペ
ー
ジ
）。

（
45
） 

服
部
健
司
「
医
療
倫
理
へ
の
カ
ン
ト
人
格
概
念
の
適
用
の
問
題
」『
医
学
哲
学
医
学
倫
理
』
第
十
二
巻
、
一
九
九
四
年
、
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
46
） 

カ
ン
ト
に
は
、
理
性
の
可
謬
性
に
対
す
る
警
戒
感
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
補
足
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
人
間
の
内
な
る
法
廷
」
と

い
っ
た
考
え
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
三
五
二
─
三
五
七
ペ
ー
ジ
）。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の

道
徳
的
判
断
は
、
自
己
の
理
性
の
中
に
想
定
さ
れ
る
「
あ
た
か
も
他
人
の
人
格
」
で
あ
る
よ
う
な
裁
判
官
の
審
議
を
経
て
行
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、

こ
の
作
用
を
「
良
心
」（G

ew
issen

）
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
述
の
「
自
己
内
他
者
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
石
川
文

康
は
、
こ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、「
訴
え
る
我
な
い
し
裁
く
我
と
訴
え
ら
れ
る
我
と
い
う
二
項
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
か
ら
な
る
一
個
の
自
己
意
識

論
を
、
し
か
も
訴
え
裁
く
契
機
を
自
己
内
他
者
と
し
て
ま
で
要
求
す
る
と
い
う
独
特
な
自
己
意
識
論
」
と
表
現
し
て
い
る
（『
カ
ン
ト
　
第
三
の
思

考
　
法
廷
モ
デ
ル
と
無
限
判
断
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
二
二
四
ペ
ー
ジ
）。
確
か
に
、「
人
間
の
内
な
る
法
廷
」
と
い
う
モ
デ
ル
を

採
用
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
理
性
内
の
働
き
で
あ
る
以
上
、
理
性
中
心
主
義
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
よ
り
高
い
レ
ベ

ル
の
理
性
の
働
き
を
求
め
る
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
を
一
層
強
調
す
る
も
の
だ
と
い
う
評
価
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
同

時
に
、
こ
れ
は
理
性
の
直
截
的
な
意
志
や
判
断
の
可
謬
性
を
カ
ン
ト
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
絶
対
的
な
理

二
八
四
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性
で
あ
っ
て
も
誤
っ
た
判
断
を
下
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
吟
味
し
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
す
る
存
在
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は

同
じ
く
絶
対
的
な
自
身
の
理
性
以
外
に
な
い
。
理
性
の
可
謬
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
理
性
の
作
用
内
部
の
恒
常
的
な
摩
擦
の
存
在
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性
概
念
は
、
独
善
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
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祉
を
め
ぐ
っ
て
　
現
代
民
主
主
義
論
の
観
点
か
ら
」『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
一

年
、
二
四
─
五
四
。

安
井
絢
子
「
ケ
ア
の
倫
理
の
理
論
的
展
開
　
ケ
ア
の
倫
理
の
公
的
領
域
へ
の
適
用
に
向
け
て
」『
倫
理
学
研
究
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
三
九

─
一
四
九
。
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