
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
、
現
代
に
お
い
て
―

'Whyb
e
 m
o
r
a
l
•
ー
ー
と
呼
ば
れ
る
倫

理
学
上
の
問
い
を
初
め
て
発
し
た
の
が
、
『
国
家
』
第
11
巻
に
お
け
る
グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
で
あ
る
。
彼
ら
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

に
対
し
て
、
正
義
が
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
善
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
正
義
に
従
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
(
1
)

。
彼
ら
は
、
い
っ
た
ん
は
論
駁
さ
れ
た
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
を
も
う
一
度
復
活
さ
せ
、
道
徳
に
対
す
る

人
々
の
考
え
か
た
を
徹
底
的
に
暴
き
出
し
て
み
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
な
お
道
徳
に
従
う
べ
き
理
由
が
あ
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
の
か
を
問
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
の
発
し
た
問
い
の
意
味
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
し
、
そ
れ
に

ど
う
答
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
現
代
の
優
れ
た
論
考
の
中
で
、
ニ
ー
ル
セ
ン
は
次
の
よ
う
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る
(
2
)

。
彼
に
よ
れ
ば
、
―

'Why

b
e
 m
o
r
a
l●
ー
ー
と
い
う
問
い
に
は
二
つ
の
層
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

m
「
な
ぜ
ひ
と
は
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

(Whyshould 

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
II
巻
に
お
け
る

4'Whyb
e
 moral●
ー
ー
の
問
題
ー

ー． 
は
じ
め
に

『
国
家
』

二
0
三

中

澤

第

II
巻
に
お
け
る
―

'Whyb
e
 moral?"
の
問
題
ー

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
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グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
II
巻
に
お
け
る

''Why
be m
o
r
a
l
?
"
の
問
題
—

people b
e
 moral?)
」
と
い
う
、
道
徳
の
一
般
的
な
正
当
化
を
め
ぐ
る
問
い
と
、
②
「
な
ぜ
私
が
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

(
W
h
y
s
h
o巳
d

l
b
e
 m
o
r
a
l●
）
」
と
い
う
、
こ
の
私
の
行
為
の
理
由
を
問
う
特
殊
な
問
い
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
区
別
を
立
て
た
う
え
で
、

彼
は
②
の
問
い
こ
そ
最
も
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
い
の
問
い
は
、
一
般
に
人
々
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
道
徳
的
に
行
為
す
る

の
が
合
理
的
で
あ
る
の
か
を
説
明
で
き
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
②
の
問
題
は
、
そ
れ
で
は
す
ま
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
私
の

具
体
的
な
行
為
の
場
面
を
考
え
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
に
ふ
る
ま
わ
な
い
ほ
う
が
、
か
え
っ
て
私
の
利
益
に
か
な
う
よ
う
な
状
況
が
、
い
く

ら
で
も
起
こ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
そ
れ
で
も
私
が
道
徳
的
に
ふ
る
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、

そ
の
動
機
を
与
え
る
も
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
国
家
』
に
お
い
て
グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
が
直
面
し
て
い
た
問
題
こ
そ
、

ま
さ
に
こ
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
ル
セ
ン
は
、
道
徳
的
な
観
点
か
ら
十
分
な
理
由
づ
け
を
与
え
る
こ
と
で
こ
の
問
題
に
答
え
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
立
湯
を
不
十
分
な
も
の
と
し
て
退
け
、
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
の
伝
統
に
従
い
な
が
ら
、
道
徳
を
無
視
し
て
ふ
る
ま

お
う
と
す
る
者
が
本
当
に
幸
福
で
あ
り
う
る
の
か
否
か
を
、
粘
り
強
く
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
彼
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指

輪
の
物
語
で
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
問
題
を
、
道
徳
的
規
則
に
従
わ
な
い
ほ
う
が
行
為
者
の
利
益
に
な
る
場
合
が
あ
り
う
る
と
い
う
事

態
を
ど
の
よ
う
に
解
消
す
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
捉
え
(
3
〉
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
な
し
に
は
（
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
状
況

下
で
も
、
行
為
者
は
道
徳
的
に
ふ
る
ま
う
べ
き
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
な
し
に
は
）
ヽ
②
に
対
す
る
究
極
的
な
答
え
を
与

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
粘
り
強
い
考
察
の
結
果
、
ニ
ー
ル
セ
ン
が
到
達
し
た
結
論
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
究

極
的
な
答
え
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
こ
か
ら
、
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
に
合
理
的
な
理
由
は
な
く
決
断
が
あ
る
の

み
だ
と
い
う
「
主
観
主
義

(subjectivism)
」
の
主
張
を
評
価
し
、
そ
の
人
間
が
生
き
て
き
た
文
脈
や
人
格
の
あ
り
方
と
い
っ
た
要
素

が
、
道
徳
的
生
の
あ
り
方
に
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
強
調
す
る
。

以
上
の
ニ
ー
ル
セ
ン
の
考
察
は
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
が
提
示
し
た
問
い
の
本
性
を
的
確
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
彼

二
0
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グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
第
1
巻
に
お
け
る
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
論
駁
の
議
論
に
満
足
で
き
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
し
て
、
「
正
し
く
あ
る
こ
と

は
不
正
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
す
べ
て
に
お
い
て
ま
さ
る

(
3
5
7
a
5
,
b
2
)
」
こ
と
を
説
得
し
て
ほ
し
い
と
要
求
す
る
(
4
)

。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
そ

の
説
明
を
求
め
ら
れ
た
彼
は
、
善
の
分
類
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
分
析
か
ら
始
め
る
。
グ
ラ
ウ
コ
ン
に
よ
れ
ば
、
〈
善
い
も
の

(
a
g
a
t
h
o
n
)
〉
に
は
、
次
の
三
つ
の
種
類
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
れ
自
身
ゆ
え
に
愛
し
求
め
る
も
の
」
（
た
と

え
ば
、
「
喜
ぶ
こ
と
」
や
「
害
を
伴
わ
な
い
快
楽
」
）
‘
②
「
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
れ
自
体
ゆ
え
に
も
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
結
果
ゆ
え
に
も
愛

し
求
め
る
も
の
」
（
た
と
え
ば
、
「
知
恵
を
も
つ
こ
と
」
、
「
も
の
を
見
る
こ
と
」
、
「
健
康
で
あ
る
こ
と
」
）
‘
③
「
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
れ
自
体

ゆ
え
に
で
は
な
く
、
報
酬
な
ど
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
結
果
ゆ
え
に
持
ち
た
い
と
思
う
も
の
」
（
た
と
え
ば
、
「
身
体
の
鍛
錬
」
、
「
病
気
の
と

き
治
療
を
受
け
る
こ
と
」
、
「
医
療
や
そ
の
他
の
金
儲
け
の
仕
事
」
）
の
三
つ
で
あ
る
。

正
義
は
、
そ
の
う
ち
の
②
に
該
当
す
る
善
で
あ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
る
が
、
し
か
し
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
人
々
は

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
1
1
巻
に
お
け
る•
'
W
h
y

b
e
 m
o
r
a
l
?
＝
ー
の
問
題
ー

2 ． 

ら
は
単
に
、
な
ぜ
道
徳
が
共
同
体
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
理
由
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
道
徳
が

存
在
し
て
い
る
と
き
、
こ
の
私
が
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
一
体
い
か
な
る
理
由
が
あ
る
の
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
問
題
を
考
え
る
と
き
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
発
し
た
問
い
は
、
今
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り

も
は
る
か
に
手
ご
わ
い
難
問
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
点
を
中
心
に
、
彼
ら
の
議
論
を
詳
細
に
分
析
し
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。グ

ラ
ウ
コ
ン
の
求
め
る
善

二
0
五



グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
11
巻
に
お
け
る

''Whyb
e
 m
o
r
a
l
?
"の問
題
—

③
に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
。
以
上
を
前
提
し
た
う
え
で
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
、
報
酬
な
ど
結
果
と
し
て
生
じ
る
も
の
に
つ

い
て
は
一
切
排
除
し
て
、
正
義
が
そ
れ
自
体
と
し
て
愛
し
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
、
す
な
わ
ち
、
「
〈
正
〉
〈
不
正
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
が
何
で
あ

る
か
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
魂
の
内
に
あ
る
と
き
に
、
純
粋
に
そ
れ
自
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
力
を
も
つ
も
の
な
の
か
」
を
明
ら
か
に
す

る
よ
う
に
要
求
す
る

(
3
5
8
b
l
,
7
)
。

グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
「
そ
れ
自
体
で
善
い
も
の
」
を
、
行
為
者
か
ら
独
立
し
た
抽
象
的
な
価
値
と
し
て
で
は
な
く
、
行
為
者
に
内
在
し
行

為
者
自
身
が
直
接
経
験
で
き
る
望
ま
し
い
状
態
と
し
て
描
写
し
て
い
る
。
彼
は
、
行
為
者
個
々
人
が
、
正
し
い
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
内
在
的
な
利
益
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
(
5
)
。
で
は
、
彼
は
な
ぜ
こ
う
し
た
内
在
的
な
利
益
を
、
あ
え
て
問

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
問
い
が
、
第
I
巻
の
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
論
駁
の
文
脈
に
登
場
し
な
か
っ
た
問
い
だ
か
ら
だ
と
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
論
駁
で
は
、
正
義
が
そ
れ
を
お
こ
な
う
者
の
利
益
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
論
証
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
利
益
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
本
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
6
)

。
し
か
し
、
正
義
の
与

え
る
利
益
が
、
本
当
に

'Whyb
e
 moral●
ー
ー
の
問
題
に
答
え
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
利
益
の
内
実
こ
そ
が
問
題
に
さ
れ
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
利
益
が
行
為
者
の
行
為
を
促
す
動
機
づ
け
を
与
え
る
も
の
で
な
い
な
ら
、
「
な
ぜ
私
が
道
徳
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
上
述
の
切
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
②
の
問

い
の
枠
組
の
中
で
、
行
為
者
に
行
為
の
動
機
づ
け
を
与
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
善
の
あ
り
方
を
問
題
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
彼
の
求
め
る
善
の
内
容
を
設
定
す
る
と
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
続
い
て
、
一
般
の
人
々
が
正
義
を
ど
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
か
を
詳
し
く
説
明
し
、
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
る
正
義
と
は
全
く
異
な
る
、
魅
力
の
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
以
下
、
彼
の
議
論
を
順
次
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
0
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グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
ま
ず
第
一
の
論
点
と
し
て
、
人
々
が
正
義
の
起
源
と
し
て
考
え
て
い
る
説
明
を
提
示
す
る

(
3
5
8
e
3
,
3
5
9
b
5
)
。
そ
れ

は
、
社
会
契
約
に
基
づ
く
道
徳
の
起
源
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
議
論
で
あ
る
(
7
)

。
彼
の
説
明
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

グ
ラ
ウ
コ
ン
は
ま
ず
、
共
同
体
の
中
に
正
義
が
生
成
し
て
く
る
過
程
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

自
然
本
来
の
あ
り
方
か
ら
い
え
ば
、
人
に
不
正
を
加
え
る
こ
と
は
善
で
あ
り
、
自
分
が
不
正
を
受
け
る
こ
と
は
悪
で
あ
る

(
3
5
8
e
3
-
4
)
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
が
不
正
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
る
悪
の
ほ
う
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
自
分
が
不
正
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
善
よ
り
も
大
き
い

(
3
5
8
e
4
-
5
)
。
そ
こ
で
、
人
間
た
ち
が
お
互
い
に
不
正
を
加
え
た
り
受
け
た
り
し
合
っ
て
、

そ
の
両
方
を
経
験
す
る
と
、
一
方
を
避
け
他
方
を
得
る
だ
け
の
力
の
な
い
連
中
は
、
不
正
を
加
え
る
こ
と
も
受
け
る
こ
と
も
な
い
よ
う
に

契
約
を
結
ん
で
お
く
の
が
得
策
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る

(
3
5
8
e
5
,
3
5
9
a
2
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
は
法
律
を
制
定
し
、
お
互
い
の
間

の
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
を
始
め
た

(
3
5
9
a
2
'
3
)
。
そ
し
て
、
法
の
命
ず
る
事
柄
を
「
合
法
的
」
で
あ
り
「
正
し
い
こ
と
」
で
あ
る
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
3
5
9
a
3
-
4
)
。

以
上
の
説
明
か
ら
正
義
の
正
体
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
と
は
「
不
正
を
は
た
ら
き
な
が
ら
罰
を
受
け
な
い
と
い
う
最
善

の
こ
と
と
、
不
正
な
仕
打
ち
を
受
け
な
が
ら
仕
返
し
を
す
る
能
力
が
な
い
と
い
う
最
悪
の
こ
と
と
の
、
中
間
的
な
妥
協

(
3
5
9
a
5
,
7
)
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
の
中
間
に
あ
る
正
義
は
、
積
極
的
な
善
と
し
て
歓
迎
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
不
正
を
は
た

ら
く
だ
け
の
力
が
な
い
か
ら
尊
重
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

(
3
5
9
a
7
,
b
l
)
。
不
正
を
な
し
う
る
能
力
の
あ
る
真
の
男
子
な
ら
ば
、
不
正

を
加
え
る
こ
と
も
受
け
る
こ
と
も
し
な
い
と
い
う
契
約
な
ど
決
し
て
誰
と
も
結
ぼ
う
と
は
し
な
い

(
3
5
9
b
l
,
3
)
。

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
11
巻
に
お
け
る

"Whyb
e
 m
o
r
a
l
?
＝
ー
の
問
題
ー

3 ． 

社
会
契
約
と
正
義

二
0
七



グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
1
1
巻
に
お
け
る
．

wテ
y
b
e
m
o
r
a
l
?
"
の
問
題
ー

以
上
が
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
提
示
す
る
正
義
の
起
源
の
説
明
で
あ
る
。
彼
の
社
会
契
約
説
的
な
説
明
に
お
い
て
は
、
利
己
的
な
行
為
者
た

ち
が
、
自
分
の
行
動
を
制
約
す
る
法
に
従
う
ほ
う
が
得
策
で
あ
る
と
合
理
的
に
判
断
し
て
、
互
い
に
契
約
を
結
ぶ
。
こ
の
基
本
的
な
枠
組

は
通
常
の
社
会
契
約
説
と
変
わ
ら
な
い
(
8
)

。
し
か
し
、
彼
の
理
論
に
は
ま
た
、
通
常
の
契
約
説
に
は
み
ら
れ
な
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
通
常
の
契
約
説
の
枠
組
で
は
、
社
会
の
成
員
の
持
つ
力
は
同
等
で
あ
り
、
大
き
な
差
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
が
、
成

員
全
員
に
よ
る
契
約
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
説
明
で
は
、
社
会
の
成
員
全
員
が
契
約
に
参
加
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
彼
の
想
定
す
る
社
会
の
中
に
、
不
正
を
避
け
る
力
の
な
い
弱

者
た
ち
と
、
不
正
を
加
え
な
が
ら
そ
れ
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
強
者
た
ち
と
い
う
、
二
種
類
の
人
間
た
ち
を
区
別
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
契
約
を
結
ぶ
の
が
得
策
と
考
え
る
人
間
は
、
不
正
を
避
け
る
力
の
な
い
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
強
い
人
間
た
ち
（
真
の
男
子
）
は
そ

も
そ
も
契
約
を
結
ぼ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
想
定
す
る
社
会
契
約
と
は
、
弱
い
者
た
ち
の
間
で
結
ば
れ
る
も
の
で
あ

り
、
弱
者
の
利
益
を
守
る
た
め
に
強
制
力
を
持
つ
法
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
社
会
の
中
に
は
常
に
、
契
約
に
参
加
せ
ず
に
そ
の

効
力
を
否
定
す
る
勢
力
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
9
)
0

さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
弱
者
た
ち
が
契
約
を
結
ぶ
際
の
心
理
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
確
か
に
、
弱
者
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
事

情
を
勘
案
し
た
結
果
と
し
て
、
自
己
利
益
が
最
大
に
な
る
と
合
理
的
に
判
断
し
て
契
約
を
結
ん
だ
。
し
か
し
、
彼
ら
の
中
に
は
常
に
、
で

き
る
こ
と
な
ら
他
者
に
不
正
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
自
己
利
益
を
獲
得
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
枠
組
の
中
で
は
、
弱
者
に
も
ま
た
強
者
と
同
じ
心
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
枠
組
の
独
自
性
は
、
彼
が
そ
の
説
明
を
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
の
復
活
と
い
う
か
た
ち
で
提
示
し
て
い
る

こ
と
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
は
グ
ラ
ウ
コ
ン
説
と
決
定
的
な
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
に
お
い
て
は
、
正
義
と
は
強
者
（
支
配
者
）
の
利
益
で
あ
り
、
強
者
が
自
分
た
ち
を
利
益
を
得
る
た
め
に

二
0
八



設
定
し
て
、
弱
者
（
被
支
配
者
）
た
ち
に
押
し
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
弱
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
正
義
と
は
他
人
の
善
（
利

益
）
で
あ
り
、
自
分
に
と
っ
て
は
不
利
益
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
逆
に
不
正
こ
そ
自
分
の
利
益
に
な
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た

(
3
3
8
c
1
3
3
9
a
、
3
4
3
b
,
3
4
4
c
)
。
こ
の
枠
組
は
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
的
な
正
義
の
枠
組
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み

る
と
、
両
者
の
間
に
は
奇
妙
な
共
通
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ウ
コ
ン
説
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
中
の
多
数
派
で
あ
る
弱
者
た

ち
が
、
そ
の
支
配
者
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
自
分
の
利
益
と
不
利
益
の
差
し
引
き
額
を
最
大
化
す
る
た

め
に
法
を
制
定
し
、
そ
れ
を
正
義
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
共
同
体
に
お
い
て
は
、
強
者
は
少
数
派
で
あ
り
、
そ
う
し

た
正
義
を
自
ら
の
不
利
益
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
的
枠
組
に
お
け
る
強
者
と
弱
者
の
関
係
が
逆
転
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
弱
者
た
ち
は
、
強
者
と
は
異
な
り
、
自
分
が
蒙
る
不
正
を
自
ら
の
力
で
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
み
ず
か

ら
進
ん
で
自
分
の
利
益
を
制
限
す
る
正
義
を
設
定
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
支
配
者
た
る
弱
者
た
ち
は
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
に

お
い
て
自
分
た
ち
が
被
支
配
者
で
あ
っ
た
と
き
に
押
し
付
け
ら
れ
た
の
と
同
じ
正
義
を
、
自
分
た
ち
自
身
に
押
し
付
け
て
し
ま
う
の
で
あ

る
(
1
0
)
0

ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
は
、
み
ず
か
ら
の
理
想
と
す
る
強
者
の
あ
り
方
を
示
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
弱
者
た
ち

が
多
数
派
を
占
め
る
現
実
の
共
同
体
の
姿
を
描
写
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
世
界
で
は
、
強
者
と
弱
者
の
関
係
が
逆
転
し
て
い

る
。
し
か
し
、
両
者
は
、
い
ず
れ
も
自
己
利
益
の
確
保
を
基
本
原
理
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
そ
こ
か
ら
全
く
同
一
の

正
義
の
姿
が
現
れ
出
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
提
示
す
る
社
会
契
約
説
は
、
転
倒
し
た
ト
ラ

シ
ュ
マ
コ
ス
説
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
な
る
意
味
で
グ
ラ
ウ
コ
ン
説
が
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
の
復
活
で
あ
る
の
か
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
な
ぜ
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
の
枠
組
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
11
巻
に
お
け
る
―

'Whyb
e
 m
o
r
a
l
●
ー
ー
の
問
題
ー

二
0
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ま
ず
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
話
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

正
義
の
起
源
を
特
殊
な
社
会
契
約
説
と
し
て
提
示
し
た
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
次
に
、
「
正
し
い
こ
と
を
す
る
人
々
は
み
な
、
そ
れ
を
〈
善

い
こ
と
〉
で
は
な
く
〈
や
む
を
え
な
い
こ
と
〉
と
見
な
し
て
、
し
ぶ
し
ぶ
そ
う
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の
説
明
を
、
以
下
の
よ
う
な
思

考
実
験
に
よ
っ
て
与
え
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
に
よ
れ
ば
、
正
し
い
人
と
不
正
な
人
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
何
で
も
望
む
が

ま
ま
の
こ
と
が
で
き
る
自
由
を
与
え
て
や
り
、
彼
ら
が
ど
こ
へ
導
か
れ
る
か
を
観
察
す
れ
ば
、
正
し
い
人
が
欲
心
に
駆
ら
れ
て
、
不
正
な

人
と
ま
っ
た
く
同
じ
と
こ
ろ
に
向
か
う
さ
ま
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
す
べ
て
自
然
状
態
に
あ
る
も
の
は
、
こ
の

欲
心
を
こ
そ
善
き
も
の
と
し
て
追
求
す
る
の
が
本
来
の
あ
り
方
な
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
が
、
法
の
力
で
む
り
や
り
に
平
等
の
尊
重
ヘ

と
、
わ
き
へ
逸
ら
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

(
3
5
9
c
3
'
6
)
」
か
ら
で
あ
る
。

4
 

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
I
I
巻
に
お
け
る

''Whyb
e
 moral●
ー
ー
の
問
題
ー

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
の
提
示
す
る
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
の
社
会
契
約
説
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
、
第
1
巻
の
議
論
で
は
表
面
化
し
な

か
っ
た
、
よ
り
深
刻
な
問
題
を
突
き
つ
け
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
新
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
い
て

は
、
契
約
さ
れ
た
道
徳
と
法
が
持
つ
強
制
力
の
正
当
性
に
対
し
て
常
に
疑
念
を
抱
い
て
い
る
勢
力
が
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
、
正
義
を

作
り
出
し
た
弱
者
た
ち
自
身
が
、
自
分
た
ち
の
結
ん
だ
契
約
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で

‘''Whyb
e
 moral?"
を

め
ぐ
る
新
た
な
問
題
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
神
話
の
か
た
ち
で
表
現
し
た
も
の
が
、
次
に
見
る
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指

輪
」
物
語
で
あ
っ
た
。ギ

ュ
ゲ
ス
の
指
輪
と
二
つ
の
生

二―

0



以
上
を
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
リ
ュ
デ
ィ
ア
人
ギ
ュ
ゲ
ス
を
め
ぐ
る
神
話
を
語
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
(11)
。
こ
の
有
名
な
神

話
の
概
略
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

羊
飼
い
と
し
て
リ
ュ
デ
ィ
ア
王
に
仕
え
て
い
た
ギ
ュ
ゲ
ス
は
、
あ
る
日
、
大
雨
と
地
震
に
よ
っ
て
大
地
に
あ
い
た
穴
を
発
見
す
る
。
穴

の
中
に
入
っ
た
ギ
ュ
ゲ
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
思
議
な
事
物
の
中
に
、
青
銅
製
の
馬
を
見
つ
け
る
。
そ
の
中
に
は
、
指
に
黄
金
の
指
輪
を

は
め
た
屍
体
が
あ
り
、
ギ
ュ
ゲ
ス
は
そ
れ
を
抜
き
取
っ
て
穴
の
外
に
出
る
。
そ
の
後
、
彼
は
指
輪
を
は
め
て
羊
飼
い
た
ち
の
集
ま
り
に
出

席
し
た
が
、
そ
の
際
、
指
輪
の
玉
受
け
を
内
側
に
廻
す
と
自
分
の
姿
が
消
え
、
外
側
に
廻
す
と
再
び
現
れ
る
の
を
偶
然
発
見
す
る
。
ギ
ュ

ゲ
ス
は
王
へ
の
使
者
に
加
わ
り
、
こ
の
指
輪
の
力
を
利
用
し
て
王
妃
と
通
じ
、
共
謀
し
て
王
を
殺
し
て
、
王
権
を
わ
が
も
の
と
す
る

(
1
2
)
0

さ
て
、
こ
の
指
輪
を
正
し
い
人
と
不
正
な
人
に
与
え
た
と
し
よ
う
。
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
主
張
で
は
、
正
し
い
人
も
ま
た
不
正
に
走
り
、
不

正
な
人
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ
「
何
び
と
も
自
発
的
に
正
し
い
人
間
で
あ
る
者
は
な
く
、

強
制
さ
れ
て
や
む
を
え
ず
そ
う
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
の
、
動
か
ぬ
証
拠

(
3
6
0
c
5
-
6
)
」
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
〈
不
正
〉

の
ほ
う
が
個
人
的
に
は
〈
正
義
〉
よ
り
も
ず
っ
と
得
に
な
る
と
考
え
て
い
る

(
3
6
0
c
8
,
d
l
)
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
は
、
ギ
ュ

ゲ
ス
の
よ
う
な
自
由
を
手
に
し
て
い
な
が
ら
、
何
ひ
と
つ
悪
事
を
な
そ
う
と
し
な
い
人
間
を
、
「
世
に
も
あ
わ
れ
な
や
つ
、
大
ば
か
者

(
3
6
0
d
4
-
5
)
J

と
見
な
し
、
表
面
的
に
は
皆
で
賞
賛
す
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
に
不
正
を
働
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
」
物
語
は

‘''Whyb
e
 moral?＝
ー
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
登
湯
し
、

考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
(13)

。
現
実
に
は
起
こ
り
え
な
い

S
F
的
な
想
定
と
印
象
深
い
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
、
古
来
さ
ま

ざ
ま
な
応
答
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
代
表
的
な
批
判
的
意
見
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
考
察
を
通
し
て
、
こ
の
物
語
の
真
意
を

探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

―
つ
の
批
判
は
、
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
を
手
に
入
れ
た
者
は
誰
も
が
不
正
に
ふ
る
ま
う
は
ず
だ
と
い
う
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
想
定
そ
の
も
の
に

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
II
巻
に
お
け
る

"Whyb
e
 moral●
；
ー
の
問
題
ー



グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第

I
I
巻
に
お
け
る
'
'
W
h
y

ぽ

m
o
r
a
l
?
"
~
問
題
ー

： 

異
議
を
唱
え
る
。
と
い
う
の
も
、
現
実
の
世
界
に
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
も
な
お
正
義
を
守
る
人
間
が
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る
(14)

。

確
か
に
、
こ
の
物
語
を
読
む
と
き
、
誰
も
が
こ
の
疑
問
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
物
語
が
、
そ
れ
に
先
立

つ
社
会
契
約
説
を
前
提
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
語
る
一
連
の
話

は
、
人
々
が
一
般
的
に
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
「
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
を
は
じ
め
無
数
の
人
々
か
ら
、
・
・
・
耳
が
つ
ん
ぼ
に

な
る
ほ
ど
聞
か
さ
れ
て
、
途
方
に
く
れ
て
い
る
（
ほ
8
Q
S
)
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
」
物
語
も
、
そ
う
し
た
社
会
契
約

説
に
よ
る
道
徳
の
起
源
の
説
明
を
信
じ
て
い
る
人
た
ち
の
反
応
を
描
写
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
自
己
利
益
と
合
理
性

以
外
に
、
道
徳
の
根
拠
を
説
明
す
る
装
置
は
存
在
し
な
い
(15)

。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
枠
を
超
え
た
道
徳
的
法
則
や
倫
理
意
識
を
持
ち
出
し
て

も
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
何
の
意
味
も
な
い
の
で
あ
る
。
指
輪
を
所
有
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
不
正
を
犯
さ
な
い
者
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は

合
理
性
の
欠
如
し
た
者
（
「
世
に
も
あ
わ
れ
な
や
つ
、
大
ば
か
者
」
）
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
批
判
に
加
え
て
、
多
く
の
論
者
た
ち
は
、
こ
の
思
考
実
験
的
な
想
定
を
問
題
の
考
察
に
適
用
す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
不
適
切
な

こ
と
と
し
て
拒
絶
し
て
き
た
。
―
つ
の
批
判
は
、
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
」
物
語
は
現
実
に
は
不
可
能
な
想
定
で
あ
る
の
で
、
そ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
も
意
味
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
キ
ケ
ロ
が
『
義
務
に
つ
い
て
』
の
中
で
こ
の
物
語
に
触
れ
て
、
そ
う
し
た
批

判
を
す
る
者
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(16)

。
し
か
し
、
キ
ケ
ロ
自
身
が
そ
う
し
た
批
判
に
答
え
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ギ
ュ
ゲ

ス
の
指
輪
」
物
語
は
、
仮
に
そ
う
し
た
力
が
手
に
入
る
と
し
た
ら
、
人
々
が
ど
う
行
動
す
る
か
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
批

判
が
的
外
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

(
1
7
)
0

同
様
の
反
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
道
徳
制
度
は
、
物
理
的
に
可
能
な
事
態
の
中

だ
け
で
し
か
有
効
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
現
実
的
に
は
不
可
能
な
想
定
を
し
て
も
、
現
実
の
道

徳
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
不
適
切
で
あ
る
と
(18)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
ア
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン



は
、
問
題
に
対
し
て
現
実
的
な
応
答
を
す
る
こ
と
で
ギ
ュ
ゲ
ス
を
考
察
か
ら
除
外
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
現
実

の
世
界
に
生
き
て
お
り
、
そ
こ
で
は
不
正
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
帰
結
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
プ
ラ

ト
ン
は
第

x巻
に
お
い
て
、
不
正
は
必
ず
発
覚
す
る
と
い
う
現
実
的
な
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
う
し
た
常
識
に
依

存
す
る
だ
け
の
議
論
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
空
想
的
な
物
語
を
語
っ
た
の
で
あ
る
と

(
1
9
)
0

こ
う
し
た
批
判
は
、
確
か
に
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
本
当
に
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
」
物
語
が
、
ア
ナ

ス
の
言
う
よ
う
な
非
現
実
的
で
空
想
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
確
か
に
話
の
内
容
は
非
現
実
的

で
空
想
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
様
の
状
況
は
、
現
実
に
起
こ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ

は
、
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
」
物
語
が
そ
の
後
の
話
の
流
れ
と
い
か
に
関
係
し
て
い
る
か
に
気
づ
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
議

論
と
の
連
結
に
気
づ
く
と
き
、
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
」
物
語
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
物
語
に
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
の

後
展
開
さ
れ
る
二
つ
の
生
の
比
較
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
の
思
考
実
験
を
提
示
し
た
後
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
正
し
い
人
間
と
不
正
な
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
を
つ
き
合
わ
せ

て
、
そ
の
比
較
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
。
彼
は
そ
の
際
、
両
者
を
正
当
に
比
較
す
る
た
め
に
は
、
完
全
な
意
味
で
不
正
な
人
間
と
完
全
な

意
味
で
正
し
い
人
間
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
彼
の
言
う
完
全
な
意
味
で
の
不
正
な
人
間
は
、
一
流
の
技
術
者
の
よ

う
に
、
不
正
な
こ
と
を
な
す
際
に
失
敗
を
す
る
よ
う
な
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
悪
を
お
こ
な
い
な
が
ら
発
覚
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
不
正
が
暴
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
人
を
説
得
で
き
る
だ
け
の
弁
論
の
能
力
を
も
ち
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
勇
気
と
た
＜

ま
し
さ
に
よ
り

(
3
6
1
b
4
)
」
力
で
相
手
を
押
さ
え
つ
け
る
だ
け
の
力
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
完
全
に

不
正
な
人
間
は
、
「
実
際
に
は
正
し
い
人
間
で
は
な
い
の
に
、
正
し
い
人
間
だ
と
思
わ
れ

(
3
6
1
a
5
)

」
、
正
義
に
か
け
て
最
大
の
評
判
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
完
全
に
不
正
な
者
に
対
す
る
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
描
写
は
徹
底
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
人
間

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
I
I
巻
に
お
け
る

''Whyb
e
 m
o
r
a
l
?
"
の
問
題
ー

： 



グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
11
巻
に
お
け
る

''Why
be moral?"
の
問
題
ー

は
、
正
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
国
の
支
配
権
力
を
手
に
入
れ
、
婚
姻
関
係
を
通
し
て
そ
の
力
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
。
彼
は
、
不
正
を
働
く
こ
と
を
ま
っ
た
く
気
に
せ
ず
、
自
分
の
儲
け
の
た
め
に
権
力
を
利
用
す
る
。
彼
は
金
持
ち
に
な
り
、
神
々
に
も

多
大
な
捧
げ
物
を
す
る
た
め
、
神
に
愛
さ
れ
る
者
に
も
な
る
の
で
あ
る

(
3
6
2
b
-
c
)
。

グ
ラ
ウ
コ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
な
完
全
な
意
味
で
不
正
な
人
間
に
、
完
全
な
意
味
で
正
し
い
人
間
を
対
置
さ
せ
る
。
彼
は
、
正
し
い
人

間
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
す
べ
て
の
「
思
わ
れ
」
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
に
は
、
「
何
ひ
と
つ

不
正
を
は
た
ら
か
な
い
の
に
、
不
正
で
あ
る
と
い
う
最
大
の
評
判

(
3
6
1
c
4
-
5
)
」
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
グ

ラ
ウ
コ
ン
は
、
こ
れ
ら
二
人
の
人
間
の
生
を
比
較
し
た
と
き
、
ど
ち
ら
の
人
間
の
ほ
う
が
幸
福
で
あ
ろ
う
か
と
問
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
で
描
写
さ
れ
て
い
る
「
完
全
な
意
味
で
不
正
な
者
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
実
際
に
は
最
も

不
正
な
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
逆
に
正
し
い
人
間
だ
と
い
う
評
判
を
作
り
出
し
、
そ
の
評
判
の

影
に
隠
れ
て
ひ
そ
か
に
不
正
を
お
こ
な
う
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
完
全
な
意
味
で
不
正
な
者
」
の
姿
は
、
ギ
ュ
ゲ
ス
の
姿
と
重
な
り

合
う
。
と
い
う
の
も
、
両
者
と
も
自
分
の
真
の
姿
を
隠
し
、
人
々
の
目
を
免
れ
る
こ
と
で
、
罰
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
自
己
利
益
を
最
大

化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ギ
ュ
ゲ
ス
は
、
姿
を
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
の
監
視
を
免
れ
る
。
こ
れ
を
免
れ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
は
道
徳
と
い
う
外
的
強
制
力
か
ら

も
自
由
に
な
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
彼
は
い
か
な
る
戦
略
を
取
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ギ
ュ
ゲ
ス
は
、
姿
を
消
す
力
を
使
っ
て
、
契

約
論
的
な
社
会
そ
の
も
の
を
破
壊
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
ギ
ュ
ゲ
ス
は
あ
く
ま
で
も
、
契
約
論
的
な
社
会
の
住
人
で
あ
り
、
通
常
は
姿
の

見
え
る
社
会
の
一
員
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
ギ
ュ
ゲ
ス
は
、
こ
う
し
た
戦
略
を
選
択
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
ギ
ュ

ゲ
ス
は
、
契
約
説
的
な
社
会
が
自
己
の
利
益
を
最
大
化
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
合
理
的
判
断
か
ら
生
じ
た
よ
う
に
、
指
輪
を
利
用
し
て
自

己
の
利
益
を
最
大
化
で
き
る
こ
と
を
、
合
理
的
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
(20)
。
彼
は
、
必
要
に
応
じ
て
巧
み
に
姿
を
隠
し
な
が
ら
、
そ
う
し

二
―
四



さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
説
明
が
終
了
す
る
と
、
今
度
は
、
兄
の
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
が
話
を
引
き
継
ぎ
、
さ
ら
に
議
論
を

展
開
さ
せ
て
い
く
。
従
来
、
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
議
論
は
単
な
る
補
足
で
あ
り
、
重
要
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
(22)

。
確
か
に
、
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
議
論
は
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
話
と
比
べ
る
と
ま
と
ま
り
に
欠
け
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
し
か
し

グ
ラ
ウ
コ
ン
の
論
点
に
新
し
い
論
点
を
付
加
し
て
い
る
点
で
重
要
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
は
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
意
図
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
彼
と
は
逆
の
立
湯
、
す
な
わ
ち
「
〈
正
義
〉
の
ほ
う
を
讃

え
、
〈
不
正
〉
を
と
が
め
る
議
論

(
3
6
2
e
3
)
」
を
述
べ
る
と
い
う
。
彼
が
念
頭
に
し
て
い
る
の
は
、
一
般
の
人
々
が
正
義
を
勧
奨
す
る
と

き
の
言
説
の
あ
り
方
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
々
が
正
義
を
勧
奨
す
る
さ
い
に
、
彼
ら
は
正
義
そ
の
も
の
を
讃
え
て
い
る
の
で
は
な

く
、
正
義
が
も
た
ら
す
評
判
を
讃
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
評
判
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
善
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

に
あ
る

(
3
6
2
e
4
'
3
6
3
a
5
)
。
評
判
に
つ
い
て
の
人
々
の
考
え
は
、
さ
ら
に
神
々
に
ま
で
及
ぶ
。
す
な
わ
ち
人
々
は
、
敬
虔
で
あ
る
と
い
う

神
々
の
評
判
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
々
か
ら
の
大
き
な
報
酬
が
得
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
々
が
気
に
し
て
い
る
の
は
徳
の
評
判
だ
け
で
あ
り
、
節
制
や
正
義
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
美
し
い
も
の
で
あ
る
が
困
難
で
骨
の
折
れ

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
11
巻
に
お
け
る
―

'Whyb
e
 m
o
r
a
l
?
＝
ー
の
問
題
—

5
 

た
社
会
の
中
で
、
自
己
利
益
を
最
大
化
し
よ
う
と
ふ
る
ま
う
。
彼
は
、
自
己
利
益
の
追
求
者
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
契
約
説
的
な
社
会

へ
の
依
存
者
で
あ
る
(21)
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
全
く
同
様
の
仕
方
で
、
「
完
全
な
意
味
で
不
正
な
者
」
も
、
評
判
と
い
う
隠
れ
蓑
を
ま
と
う

こ
と
で
、
他
者
の
監
視
を
免
れ
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。

ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
議
論

二
―
五



グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
11
巻
に
お
け
る

''Whyb
e
 moral?"
の
問
題
ー

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
放
埓
や
不
正
は
快
く
、
そ
れ
が
醜
い
の
は
世
間
の
思
わ
く
と
法
律
・
習
慣
の
上
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い

と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
不
正
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
力
を
持
っ
て
い
れ
ば
祝
福
し
、
無
力
で
あ
れ
ば
、
正
し
い
人
間
で
あ
っ
て
も
軽

蔑
す
る
の
で
あ
る

(
3
6
3
e
5
,
3
6
4
b
2
)
。
さ
ら
に
人
々
は
、
神
々
で
さ
え
も
、
よ
き
人
々
に
不
幸
を
、
悪
し
き
人
々
に
幸
福
を
与
え
る
こ
と

が
あ
る
と
考
え
、
供
犠
な
ど
で
神
々
を
言
い
な
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る

(
3
6
4
b
2
,
3
6
5
a
3
)
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
人
々
の
正
義
に
対
す
る
考
え
方
は
、
何
を
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
若
者
は
、
正
し
い
人
間
で
あ
っ
て
も
何
の

利
益
も
な
く
、
逆
に
不
正
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
正
義
の
評
判
を
獲
得
で
き
る
な
ら
ば
幸
福
な
生
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か

ら
、
外
見
だ
け
徳
が
あ
る
と
見
せ
か
け
る
の
が
よ
い
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
悪
は
必
ず
発
覚
す
る
と
い
う
反
論
に
対
し
て
も
、
説

得
す
る
技
術
を
身
に
つ
け
、
仲
間
を
作
る
こ
と
に
よ
り
、
利
益
を
得
な
が
ら
罰
を
受
け
ず
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
る
で
あ
ろ
う
。

神
々
の
目
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
彼
は
、
神
々
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
に
よ
っ
て
説
得
し
操
作
す
る
こ
と
で
、
罰
を
受
け
ず
に

す
む
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う

(
3
6
5
a
4
-
3
6
6
b
2
)
。
結
局
わ
れ
わ
れ
は
、
最
大
の
不
正
を
、
人
目
を
欺
＜
巧
み
な
偽
善
の
下
に
隠

し
て
所
有
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
、
神
々
の
も
と
で
も
人
々
の
間
で
も
、
生
き
て
い
る
う
ち
も
死
ん
で
か
ら
も
、

わ
れ
わ
れ
は
気
ま
ま
に
暮
ら
し
て
い
け
る
の
で
あ
る

(
3
6
6
b
3
,
7
)
。

一
通
り
話
が
す
む
と
、
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
は
次
の
よ
う
に
話
を
ま
と
め
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
が
生
じ
た
原
因
は
、
こ
れ
ま
で
正
義

が
評
判
や
名
誉
な
ど
の
結
果
的
な
報
い
ゆ
え
に
の
み
讃
え
ら
れ
、
正
義
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
い
か
な
る
善
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が

語
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
、
正
義
が
そ
れ
自
体
と
し
て
持
つ
善
と
は
何
な
の
か
を
説
明
し
て
欲
し
い

と

(
3
6
6
c
,
3
6
7
e
)

。

以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
は
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
説
明
と
の
違
い
を
考
え
て

み
よ
う
。
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
説
明
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
成
員
が
不
正
を
お
こ
な
う
こ
と
に
対
し
て
持
つ
意
識
は
消
極
的
な
も
の
で
あ

二
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る
。
彼
ら
は
、
表
面
的
に
は
道
徳
に
従
い
つ
つ
、
内
面
に
お
い
て
は
、
本
当
は
道
徳
を
守
る
こ
と
は
損
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
」
の
登
場
に
よ
り
、
そ
う
し
た
成
員
た
ち
は
、
道
徳
の
強
制
を
効
果
的
に
す
り
抜
け
る
た
め
の
確
実
な
力

モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
方
法
を
手
に
入
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
彼
ら
に
と
っ
て
共
同
体
と
は
、
自
分
の
真
の
姿
を
隠
し
て
自
己
利

益
を
最
大
化
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
、
す
べ
て
の
成
員
が
、
あ
る
種
の
「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」
（
道
徳
制
度
に
た
だ

乗
り
す
る
者
）
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
共
同
体
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

話
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
を
二
つ
の
種
類
に
分
け
て
考
え
よ
う
。
「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
①
」
と
は
、
他
者

が
道
徳
に
従
う
こ
と
を
よ
い
こ
と
に
、
み
ず
か
ら
は
道
徳
を
無
視
し
て
行
為
し
て
自
己
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
、
通
常
の
意
味
で
の
フ

リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
議
論
に
登
湯
す
る
「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
②
」
は
、
巧
み
に
み
ず
か
ら
の

利
己
的
な
姿
を
隠
し
、
表
面
的
に
は
道
徳
的
な
人
間
を
装
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
制
度
に
た
だ
乗
り
し
て
自
己
利
益
を
得
よ
う
と
す
る

特
殊
な
意
味
で
の
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
で
あ
る
。
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
描
く
共
同
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
成
員
全
員
が
自
己
利
益
を
最
大
化
す
る

た
め
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
②
で
あ
ろ
う
と
す
る
か
ら
、
表
面
的
に
は
成
員
全
員
が
道
徳
的
に
ふ
る
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
社
会
は
、
道
徳
的
な
社
会
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観
に
反
し
て
い
る
。
し
か
し
、
契
約
説

の
枠
組
の
中
で
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
そ
れ
が
道
徳
的
な
世
界
で
は
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
皆
、
本
心
は
ど
う
で
あ
れ
道
徳
的
に
ふ
る
ま
い
、
そ
の
道
徳
的
な
ふ
る
ま
い
ゆ
え
に
皆
が
自
己
利
益
を
最
大
化
す
る

可
能
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
、
「
な
ぜ
私
が
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
の
問
題
は
、
転
倒
し
た
か
た
ち
で
明
確
な
答
え

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
が
道
徳
的
に
ふ
る
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
自
己
利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
の
最
良
の

隠
れ
蓑
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
が
描
写
す
る
「
若
者
た
ち
の
魂

(
3
6
5
a
6
)
」
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
確
信
に
満
ち
て
い

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
—
『
国
家
』
第

I
I
巻
に
お
け
る
―
'
W
h
y
b
e
 moral●
ー
ー
の
問
題
ー

二
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6
，
お
わ
り
に

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
II
巻
に
お
け
る

"Why
ぽ
moral?＝
ー
の
問
題
ー

る
。
彼
ら
は
、
外
面
的
な
正
義
の
見
か
け
さ
え
作
っ
て
い
れ
ば
、
内
面
は
ど
う
で
も
よ
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
内
面
に
お
い
て
不
正
な
人
間
で
あ
る
こ
と
こ
そ
、
自
分
の
利
益
を
最
大
化
し
、
幸
福
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
確
信
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
議
論
も
合
わ
せ
た
と
き
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
挑
戦
の
深
刻
さ
が
、
い
っ
そ
う
浮
き
彫
り
に
な
る
。
な

ぜ
な
ら
、
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
が
描
写
し
て
い
る
の
は
、
人
々
が
実
際
に
、
正
義
を
は
じ
め
と
す
る
道
徳
に
つ
い
て
グ
ラ
ウ
コ
ン
が
提
示
し

た
通
り
の
考
え
を
抱
い
て
お
り
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
行
為
し
て
い
る
と
い
う
現
実
社
会
の
姿
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
『
国
家
』
第
11
巻
に
お
い
て
グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
が
提
起
し
た
問
題
を
詳
細
に
検
討
し
た
。
考
察

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
提
示
し
た
問
題
は

''Whyb
e
 moral?＝
ー
を
め
ぐ
る
深
刻
な
問
い
で
あ
り
、
社
会
契
約
説
的
な
道

徳
の
基
礎
づ
け
が
い
か
に
破
綻
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
契
約
説
的
な
道
徳
は
、
自
己
利
益
の
概
念
な
ら

び
に
人
々
の
利
害
関
係
に
基
づ
く
契
約
の
成
立
と
い
う
道
具
立
て
に
よ
っ
て
、
正
義
の
存
立
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
契
約
説
的
道
徳
は
、
道
徳
的
社
会
を
破
綻
さ
せ
る
き
わ
め
て
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
破
綻
の
可
能
性
は
、
通
常
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
深
刻
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア

デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
描
写
す
る
共
同
体
は
、
大
多
数
の
道
徳
的
な
人
々
の
中
に
少
数
の
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
が
存
在
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な

く
、
成
員
の
す
べ
て
が
、
内
面
に
お
い
て
は
無
道
徳
的
で
あ
り
な
が
ら
、
表
面
的
に
は
道
徳
的
な
人
間
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
よ
う
な

二
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共
同
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
外
面
的
な
自
己
利
益
の
増
大
を
目
指
す
契
約
説
的
な
道
徳
の
基
礎
づ
け
が
、
原
理
的
に
は
こ
う

し
た
転
倒
し
た
道
徳
的
共
同
体
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
深
刻
な
問
題
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン
が
取
ろ
う
と
し
た
解
決
策
は
、
動
機
の
構
造
を
内
面
化
し
、
魂
の
構
造
の
中
に
道
徳
性

(11
利
他
性
）
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
と
自
己
利
益
と
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
(23)
。
彼
は
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん

だ
他
の
大
部
分
の
論
者
た
ち
の
よ
う
に
、
「
自
己
利
益
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
自
明
視
し
て
、
そ
の
素
朴
な
理
解
に
基
づ
い

て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
明
確
な
か
た
ち
を
持
た
な
い
曖
昧
な
「
自
己
利
益
」
の
概
念

に
、
行
為
者
の
内
面
に
お
け
る
魂
の
実
在
的
な
構
造
と
し
て
具
体
的
な
か
た
ち
を
持
た
せ
、
そ
れ
を
魂
の
一
種
の
健
康
状
態
と
し
て
捉
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
善
さ
の
内
実
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
弓

プ
ラ
ト
ン
が
取
ろ
う
と
し
た
こ
の
戦
略
は
、
彼
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、
正
し
い
魂
の
内
的
構
造
が
与
え
て
く
れ
る
自
己
利
益
の
内
実
を
問
う
こ
と
な
し
に
、
正
義
を
単
な
る
外
面
的
な
規
則
遵
守
の
問

題
と
し
て
捉
え
る
限
り
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
提
出
し
た
問
題
は
解
決
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら

(
2
5
)
0

(
l
)
『
国
家
』
に
お
け
る
「
正
義
」
(
d
i
k
a
i
o
s
y
n
e
)
は
、
現
代
に
お
け
る
狭
い
意
味
で
の
―
'
J
u
s
t
i
c
e
"
と
完
全
に
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

そ
れ
は
、
様
々
な
個
別
的
な
徳
の
根
拠
に
な
る
よ
う
な
性
質
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
道
徳
性
(
m
o
r
a
l
i
t
y
)
」
に
近
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る。
(
2
)
K
.
 Nielsen、

"WhyShould I 
B
e
 Moral?", in 
Why Be Moral●、Prometheus
Books、
1
9
8
9
、
1
6
7
,
1
9
5
.

(3)
ニ
ー
ル
セ
ン
は
、
こ
れ
を
「
無
人
島
問
題
」
と
呼
ぶ
。
ノ
ウ
ェ
ル
1
1

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
「
無
人
島

に
お
い
て
、
甲
が
、
瀕
死
の
乙
に
対
し
て
、
も
し
家
に
戻
れ
た
ら
彼
の
財
産
を
あ
る
仕
方
で
処
分
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
と
す
る
。
こ
の
と

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
II
巻
に
お
け
る

"Whybe m
o
r
a
l
●
ー
．
の
問
題
ー

―
―
―
九



グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第

n巻
に
お
け
る

"
W
h
y
ぽ
moral?"
の
問
題
ー

ニニ〇

き
、
あ
る
別
の
仕
方
で
財
産
を
分
配
す
る
ほ
う
が
よ
り
利
益
が
あ
る
こ
と
が
甲
に
明
ら
か
で
あ
り
、
彼
の
約
束
が
暴
露
す
る
可
能
性
が
全
く
な

い
場
合
、
彼
は
、
約
束
を
守
る
べ
き
義
務
の
下
に
あ
る
だ
ろ
う
か
？
」

d
.
P. H
.
 Nowell'Smith, Ethics、
p
g
g日
1
B
o
o
k
s、
1954、2
お．

(4)
以
下
、
引
用
は
、
藤
沢
令
夫
訳
『
国
家
』
（
岩
波
文
庫
）
を
使
用
す
る
。

(
5
)
以
上
の
「
善
の
三
分
類
」
を
め
ぐ
る
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
言
葉
は
必
ず
し
も
明
瞭
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
栗
原
史
郎
「
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
挑
戦
—
『
国
家
』3
5
7
A
lー

3
6
8
C
7」
、
『
倫
理
学
年
報
』3
3
(
1
9
8
4
)

、3
，1
6
を

参
照
。

(
6
)
ウ
ェ
イ
ス
は
、
第
I
部
に
お
い
て
、
正
義
が
不
正
よ
り
利
益
に
な
る
と
い
う
議
論
の
骨
格
は
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

d
. R. W
e
i
s
s
,
'
W
i器
G
u
y
s
a
n
d
 S
m
a
r
t
 A
l
e
c
k
s
 in Republic 1
 an
d
 2", in G
.
 R. F. Rerrari(ed.), The Cambridge C
o
m
p
a
n
i
o
n
 to 
Plato、S

苓
ublic、
C
B
1
b
r
i
d
g
e、
2
0
0
7、
90,115.
紬
千
七
0

に
よ
れ
ば
、
第

n巻
以
降
の
議
論
は
、
第
I
巻
の
議
論
の
詳
細
を
論
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
彼
女
の
指
摘
は
的
を
え
て
い
る
が
、
第
I
巻
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

(
7
)
カ
ー
ン
は
、
社
会
契
約
説
の
条
件
と
し
て
、
①
「
自
然
状
態
」
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
、
②
そ
の
原
初
的
社
会
の
不
安
定
性
が
原
理
的
に
示

さ
れ
る
こ
と
、
③
利
害
団
体
の
間
の
契
約
を
保
証
す
る
政
体
の
合
法
性
が
あ
る
こ
と
の
三
つ
を
指
摘
し
、
そ
の
起
源
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け

る
思
想
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

d
.
C
.
H
.
 K
a
h
n
,
'
'
T
h
e
 Origins of Social Contract Theory", in G
. B
•
K
e
r
f
e
r
d
(
e
d
.
)

、
T
h
eSophist 

a
n
d
 their L
e
g
a
c
y
‘
W
i
e
s
b
a
d
g
1
9
8
1
、
92,108、
p.93.
ク
ロ
ス
と
ウ
ッ
ズ
リ
ー
は
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
理
論
が
社
会
契
約
説
の
条
件
を
充
た
さ
な

い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
彼
の
説
明
が
こ
の
条
件
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
う
。

d
.
R. 
C. 
C
r
o
s
s
 a
n
d
 A
.
 D
. W
o
o
z
l
e
y、

Plato
、sRepublic、

M
a
g
巨
g
1
9
6
4
,
71-4. 

(8)
ハ
イ
ラ
ン
ド
の
言
う
よ
う
に
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
原
子
論
的

(atomistic)
な
個
人
を
前
提
し
て
い
る
。

d
.
D
.
A
•
H
y
l
a
n
d

、
"
R
e
p
u
b
l
i
c

、

B
o
o
k
 II、
g
d
the Origins of Political P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
"

、
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
`
1
6
(
1
9
8
8
,
9
)

、
2
4
7
-
2
6
1
、
p
.
2
5
0
,
l
.
d
•
R
.

E. Allen、
''The
S
p
e
e
c
h
 of 

G
l
a
u
c
o
n
 in Plato's Republic̀
‘
、Journal
of
昔
History
of Philosophy、け
(1987)、や
11
、p.6,7.

(9)
こ
の
よ
う
な
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
説
明
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
わ
ゆ
る
「
弱
者
道
徳
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

(IO)
ア
ー
ウ
ィ
ン
は
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
と
グ
ラ
ウ
コ
ン
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
の
核
の
前
提
を
合
理
的
に
展
開
す
れ

ば
グ
ラ
ウ
コ
ン
説
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。d
.
T
•
H
.I
r
w
i
n、
"Republic
2: 
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 a
b
o
u
t
 Justice"、
in
G
.
 Fine(ed.)、
Plato
2: 
Ethics、

PolitigReligion
、
a
n
d
the Soul、
0
は
o
r
d、
1999,
164,185、
p.170.
こ
の
点
で
は
彼
の
解
釈
は
正
し
い
。
た
だ
し
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
説
で
弱

者
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
成
立
し
な
い
と
思
う
。



(ll)
こ
の
部
分

(359dl)

は
テ
キ
ス
ト
が
揺
れ
て
お
り
、
藤
沢
令
夫
訳
で
は
、
「
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
人
ギ
ュ
ゲ
ス
の
先
祖
」
と
読
み
、
こ
れ
が
同
じ

ギ
ュ
ゲ
ス
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

C.
E
l
m
y
n
,
J
o
n
e
s、
Plato
Republic 1,2.368c4、
A
丑

斧
眉
p
s、p.175
を
参
照
。

(12)
ヘ
ロ
ド
ト
ス

(1• 

8,12)

に
お
い
て
語
ら
れ
る
ギ
ュ
ゲ
ス
物
語
と
、
こ
こ
で
の
物
語
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
。

私
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
物
語
に
脚
色
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

cf.
A. L
a
i
r
d、

-Rm屯
n
g
the C
h
a
n
g
e
s
 o
n
 

G
y
g
e
s
:
 P
匡
o
s
o
p
h
y
a
n
d
 the F
o
r
m
a
t
i
o
n
 o
f
 Fiction in Plato's Republic‘
、、
fournal
of Hellenic Studies
、
121(2001)
、
12,29.

(
1
3
)
N
i
e
l
s
e
n、0p.
cit.
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
論
者
た
ち
を
参
照
。

(
1
4
)
D
.
 G
a
u
t
i
e
r、M
o
r
a
l
s
by A
g
r
e
e
m
e
n
t、
0
は
o
r
d、
g.10、
ル
ソ
ー
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
、
「
第
6
の
散
歩
」
な
ど
。

(15)
注
8
の
原
子
論
的
な
解
釈
を
参
照
。

藷）
C
i
c
e
r
o、
D
e
Officis、
3.9.

(
1
7
)
同
様
に
、
T
•
H
.I
r
w
i
n
、0p.
cit.
、170,2
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
そ
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

(18)
北
田
暁
大
『
責
任
と
正
義
』
、
勁
草
書
房
、

2
0
0
3
、
p.126
を
参
照
。

(19)J. A
n
n
a
s、A
n
Introduction to Plato
、s
Republic、O
x
f
o
r
d、
1
9
8
1
、p.69̀
70.

(20)
ア
ー
ウ
ィ
ン
は
、
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
の
使
用
法
を
め
ぐ
る
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
説
明
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
契
約
説
の
支
持
者
に

は
、
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
を
拒
絶
す
る
理
由
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
、
ギ
ュ
ゲ
ス
本
人
に
利
益
を
与
え
て
く
れ
る
正
義
の
シ
ス
テ
ム

を
、
彼
が
な
す
不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
い
、
か
え
っ
て
ギ
ュ
ゲ
ス
の
不
利
益
を
帰
結
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

T.

5
d
p
P
l
a
t
o
、s
M
o
r
a
l
 Theory, O
x
f
o
r
d、
1
9
7
7、
p.186.
し
か
し
、
私
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
ギ
ュ
ゲ
ス
は
正
義
の
シ
ス
テ
ム
自
体
を
ひ
っ
く

り
返
す
こ
と
な
し
に
、
最
大
の
利
益
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(21)
以
上
の
解
釈
は
、
北
田
、
前
掲
書
、
第
4
章
の
議
論
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。

(22)E.g. J. 
A
n
n
a
s
‘
S・
cit.
、
p.65.

(23)
こ
れ
は
、
原
子
論
に
基
づ
く
人
間
観
そ
の
も
の
を
克
服
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

cf.
D
.
 H
y
l
a
n
d
、
0p.
cit.
、
p.254
ff.、
R.
E. A
l
l
e
n、

0p. cit.、
p.9
ff. 

(24)
一
般
的
な
解
釈
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
正
義
と
は
魂
に
お
け
る
一
種
の
健
康
状
態
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
健
康
状
態
が
正
し
い
人
の
自
己

利
益
に
か
な
う
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
こ
の
問
い
に
解
決
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
魂
の
健
康
状
態
な
る
も
の
が
通
常
の
自
己

グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
II
巻
に
お
け
る
―
'
W
h
y
b
e
 m
o
r
a
l
?
"
の
問
題
ー

口



グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
問
い
ー
『
国
家
』
第
11巻
に
お
け
る

''Whyb
e
 m
o
r
a
l
•
=

．
の
問
題
ー

： 

利
益
の
概
念
で
理
解
可
能
な
も
の
だ
と
見
な
す
点
で
、
こ
の
解
釈
は
プ
ラ
ト
ン
の
意
図
を
誤
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、

自
己
利
益
の
内
実
を
固
定
し
た
上
で
、
考
察
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
内
実
は
、
考
察
の
最
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
も

の
な
の
で
あ
る
。

(25)
で
は
、
こ
の
魂
の
構
造
が
明
瞭
に
な
っ
た
と
き
、
人
々
は
単
に
そ
れ
を
知
る
だ
け
で
正
義
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ラ
ト
ン

の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
枠
組
で
は
、
当
の
行
為
者
の
欲
求
の
構
造
が

ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
か
が
、
決
定
的
に
重
要
な
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
格
の
形
成
と
い
う

本
人
の
自
由
意
志
と
は
無
関
係
な
要
素
が
、
人
間
の
道
徳
性
に
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。


