
　
　
　
　
　
「
法
　
と
　
道
　
徳
」
　
論
　
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
１
そ
　
の
　
批
　
判
　
的
　
考
　
察
－
‐
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿
　
　
田
　
　
竜
　
　
輔

　
　
　
　
　
　
　
三
　
私
　
　
見
　
　
（
続
）

　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
　
道
　
　
　
徳

　
道
徳
と
い
う
も
の
は
、
―
”
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
ｌ
法
・
道
徳
論
に
お
い
て
は
一
般
に
人
間
個
人
が
彼
の
自
由
な
意
志
な
い

し
は
良
心
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
規
律
す
る
規
範
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
自
律
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

規
範
と
し
て
の
道
徳
な
る
も
の
が
現
実
に
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
前
号
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
㈲
　
し
か
し
な
が
ら
、
自
律
的
規
範
と
し
て
の
道
徳
と
い
う
観
念
は
今
日
の
わ
が
国
に
お
い
て
Ｉ
学
説
的
に
も
通
俗
的
に
も
ｉ
余
り
に
も

　
　
　
根
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
道
徳
観
念
の
批
判
を
補
足
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
例
え
ば
、
大
島
康
正
博
士
は
、
そ
の
「
道
徳
の
本
質
」
（
大
島
編
「
道
徳
」
所
収
）
に
お
い
て
「
道
徳
の
本
質
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
の

　
　
　
　
「
法
と
道
徳
」
論
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出
来
上
っ
て
外
に
高
く
掲
げ
ら
れ
た
旗
印
と
し
て
の
普
遍
妥
当
的
法
則
や
、
社
会
理
想
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
法
則
や
理
想
を
不

　
　
　
断
に
求
め
、
課
し
て
い
こ
う
と
し
、
ま
た
何
か
そ
う
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
よ
う
な
我
々
の
在
り
方
に
根
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
同
書
四

　
　
　
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
思
索
す
る
個
個
の
人
間
の
主
観
‥
‥
‥
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
が
そ
の
ま
ま
道
徳
で

　
　
　
あ
る
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
反
面
道
徳
の
１
本
来
、
客
観
的
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
Ｉ
規
範
的
側

　
　
　
面
と
い
う
も
の
が
不
当
に
軽
視
さ
れ
て
了
っ
て
い
る
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
の
自
律
性
と
い
う
よ
う
な
誤
れ
る
考
え
方
が
生
ま

　
　
　
れ
る
ゆ
え
ん
も
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
道
徳
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
観
念
が
倫
理
学
の
全
領
域
を
支
配
し
て
い
る
と

　
　
　
は
、
決
し
て
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
（
註
朗
参
照
）
和
辻
博
士
の
ほ
か
に
も
道
徳
の
問
題
が
個
人
の
枠
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ

　
　
　
て
は
決
し
て
理
解
し
得
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
学
者
も
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
佐
藤
俊
夫
「
倫
理
学
」
、
特
に
Ｉ

　
　
　
九
九
頁
参
照
。

　
　
　
　
右
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
道
徳
に
つ
い
て
の
思
考
的
混
乱
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
は
、
本
来
社
会
的
他
律
的
な
存
在
と
し
て
の
道
徳

　
　
　
規
範
と
そ
れ
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
個
人
の
心
理
的
状
況
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
か
か
る
こ
と
が
最
も
肝
要
で
あ
る
と
筆
者
は
思
う
の

　
　
　
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
道
徳
の
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
殺
す
な
か
れ
Ｌ
、
「
盗
む
な
か
れ
」
と
い
う
よ
う
な
規
範
は
、
そ

れ
が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
人
間
の
内
心
に
突
然
に
浮
か
び
で
て
彼
の
行
動
を
規
律
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く

て
、
こ
れ
ら
は
Ｉ
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
規
範
一
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
１
行
為
者
と
し
て
の
人
間
と
社
会
関
係
に
あ
る

他
の
人
間
か
ら
す
る
他
律
的
な
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
拡
詐
言
訳
註
）

　
処
で
そ
れ
で
は
、
右
の
よ
う
な
道
徳
的
な
諸
要
求
を
社
会
的
人
間
に
対
し
て
提
出
す
る
他
の
人
間
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
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か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
立
場
に
た
つ
人
間
の
規
範
的
要
求
と
い
え
る
の
か
。
「
殺
す
な
か
れ
Ｌ
「
盗
む
な
か
れ
」
等
等
の
要

求
は
Ａ
だ
け
が
こ
れ
を
も
ち
、
Ｂ
や
Ｃ
は
そ
れ
を
も
た
な
い
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
筈
で
あ

る
。
幼
児
や
精
神
異
常
者
で
も
な
い
限
り
、
人
間
は
誰
し
も
生
命
は
惜
し
い
し
、
生
活
の
た
め
に
自
分
が
所
有
す
る
財
産
を
他
人
に

奪
わ
れ
た
く
な
い
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
右
の
よ
う
な
諸
要
求
と
い
う
も
の
は
、
ノ
ー
マ
ル
な
す
べ
て
の

人
間
が
彼
の
隣
人
た
ち
に
対
し
て
’
―
－
‐
い
わ
ば
自
己
保
存
本
能
的
に
１
１
い
だ
い
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
よ
り
近
代
的
、
抽
象
的
な
表
現
形
式
を
と
る
「
自
由
」
さ
ら
に
は
「
平
等
」
と
い
っ
た
よ
う
な
道
徳
的
諸
要
求
に
つ
い

て
も
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
規
範
の
規
律
主
体
が
誰
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
社
会
生
活

を
い
と
な
む
ノ
ー
マ
ル
な
す
べ
て
の
人
間
（
或
は
社
会
の
大
多
数
の
ひ
と
び
と
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
場
合
注
意

す
べ
き
点
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
道
徳
規
範
の
主
体
た
り
得
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
彼
の
隣
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
で
あ

っ
て
、
自
己
自
身
に
対
し
て
は
規
律
主
体
た
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
正
確
に
は
、
道
徳
的
要
求
と
は
社

会
生
活
を
い
と
な
む
す
べ
て
の
人
間
が
自
分
以
外
の
す
べ
て
の
人
間
に
対
し
て
い
だ
く
処
の
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
道
徳
規
範
の
規
律
主
体
と
い
う
も
の
は
こ
と
さ
ら
に
特
殊
な
社
会
的
立

場
な
い
し
は
性
格
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
的
人
間
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
く
誰
彼
を
問
わ
な
い
わ
け
な
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
人
間
の
す
べ
て
が
有
す
る
処
の
規
範
的
要
求
が
ほ
か
な
ら
ぬ
道
徳
の
実
態
で
は
な
い
か
と
筆

者
は
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
⑦
　
そ
の
意
味
で
は
、
あ
る
社
会
階
級
、
あ
る
民
族
と
い
っ
た
よ
う
な
特
殊
な
社
会
に
の
み
通
用
す
る
よ
う
な
社
会
的
要
求
は
真
の
意
味
の
道
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徳
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
過
去
の
わ
が
国
に
お
い
て
国
民
道
徳
と
さ
れ
た
「
忠
孝
」
の
よ
う
な
も
の
、
ま
た
現
在
の
よ
う

　
　
　
な
、
階
級
的
分
裂
の
社
会
に
お
け
る
支
配
階
級
の
道
徳
―
被
支
配
階
級
の
道
徳
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
（
末
川
・
天
野
「
法
学
通
論
」
参

　
　
　
照
）
が
そ
う
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、
道
徳
は
し
ば
し
ば
聖
賢
の
書
あ
る
い
は
、
道
徳
教
科
書
な
ど
の
か
た
ち
で
存
在
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ

　
　
　
る
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
著
書
が
そ
の
ま
ま
道
徳
規
範
の
主
体
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
ら

　
　
　
の
著
書
の
内
容
が
す
べ
て
の
人
間
の
内
心
の
要
求
に
合
致
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
が
道
徳
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
っ
て

　
　
　
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
既
に
存
在
す
る
人
間
の
道
徳
的
要
求
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
す
ぎ
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
わ
け
で
、
道
徳
規
範
の
主
体
は
ノ
ー
マ
ル
な
社
会
的
人
間
の
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
、
社
会
生
活
を
い
と
な
む
個
個
の
人
間
が
彼
の
隣
人
に
対
し
て
い
だ
く
と
こ
ろ
の
要
求
と
い
う
も
の
は
十
人
十
色
、

千
差
万
別
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
道
徳
規
範
の
内
容
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
彼
ら
の
如
何
な
る
種
類
の
要
求
が
道
徳
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
彼
ら
に
共
通
の
い
わ
ば
最
大
公
約
数
的

な
要
求
が
そ
れ
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
先
に
あ
げ
た
「
殺
す
な
か
れ
」
「
盗
む
な
か
れ
」
、
あ
る
い
は
「
自

由
」
「
平
等
」
等
等
の
諸
規
範
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
で
あ
ろ
う
（
。
逆
に
、
道
徳
規
範
の
内
容
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
じ

め
て
、
道
徳
の
規
律
主
体
と
い
う
も
の
が
Ｉ
真
の
意
味
で
Ｉ
社
会
的
人
間
の
す
べ
て
で
あ
る
と
い
い
得
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
圓
　
も
ち
ろ
ん
、
社
会
的
人
間
に
共
通
の
要
求
以
外
の
も
の
を
道
徳
と
呼
ぶ
こ
と
も
、
そ
れ
が
用
語
の
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
た
と
え
ば
「
汝
ら
の
天
の
父
の
全
き
が
如
く
、
汝
ら
も
全
か
れ
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
教
え
が
し
ば
し
ば
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
。
し

　
　
　
　
か
し
な
が
ら
、
平
均
以
上
或
は
そ
れ
以
下
の
非
凡
な
い
し
は
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
人
間
の
理
想
や
要
求
は
１
そ
れ
が
い
か
に
高
尚
な
も
の
と

　
　
　
　
は
い
え
て
も
ｉ
ｌ
結
局
個
人
的
な
も
の
私
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
人
間
の
社
会
生
活
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
と
は
い
え
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ず
、
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
自
称
道
徳
を
社
会
的
に
殊
に
法
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
必
要
は
う
す
く
な
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

　
　
　
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
の
対
象
と
な
る
の
は
、
倫
理
的
慣
習
と
で
も
い
う
べ
き
平
均
的
な
人
間
の
要
求
と
し
て
の

　
　
　
道
徳
で
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
パ
ウ
ン
ド
「
法
と
道
徳
」
（
高
柳
・
岩
田
訳
）
一
〇
九
―
ー
一
一
○
頁
、

　
　
　
ま
た
矢
崎
光
圀
「
社
会
に
お
け
る
道
徳
の
役
割
と
法
の
機
能
」
（
法
律
時
報
三
四
巻
一
二
号
）
参
照
。

　
要
す
る
に
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
す
べ
て
の
社
会
的
な
人
間
に
共
通
の
要
求
、
つ
ま
り
社
会
的
人
間
一
般
の
い
だ
く
規

範
的
要
求
こ
そ
が
い
わ
ゆ
る
道
徳
の
本
質
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
個
個
の
人
間
は
社

会
的
自
己
保
存
本
能
か
ら
し
て
右
の
よ
う
な
諸
要
求
を
規
出
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
お
互
同
志
が
拘
束
し
あ
う
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
彼
ら
は
社
会
生
活
、
共
同
生
活
を
い
と
な
む
こ
と
が
で
き
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
に

お
い
て
道
徳
は
そ
の
規
範
的
要
求
を
通
し
て
人
間
の
社
会
生
活
一
般
を
な
り
た
た
し
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
ば
し

ば
道
徳
の
理
念
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
処
の
「
善
」
な
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
人
間
の
社
会
生
活
そ
の
も
の
を
し

め
す
言
葉
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
（
原
註
箭
竹
）
。
右
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
道
徳
的
諸
規
範
は

人
間
の
社
会
に
み
ら
れ
る
各
種
の
規
範
の
う
ち
で
も
最
も
基
礎
的
、
一
般
的
な
規
範
あ
る
い
は
普
遍
妥
当
的
で
な
そ
れ
で
あ
る
と
い

わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
れ
故
、
道
徳
を
人
間
の
ふ
み
お
こ
な
う
べ
き
道
と
す
る
よ
う
な
通
俗
的
な
説
明
は
決
し
て
理
由
の
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

も
の
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ほ
ど
道
徳
の
本
質
を
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
所
説
は
ほ
か
に
見
当
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
圓
　
た
と
え
ば
、
「
辞
海
」
（
三
省
堂
）
道
徳
の
項
な
ど
。
な
お
、
和
辻
博
士
も
倫
理
と
は
人
間
の
道
で
あ
る
と
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
し

　
　
　
（
前
掲
書
、
九
頁
）
ま
た
佐
藤
教
授
も
倫
理
を
人
間
の
あ
り
方
、
道
徳
を
特
に
典
型
的
な
（
？
）
人
間
の
あ
り
方
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
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て
い
る
（
前
掲
吉
夢
照
）
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
生
活
を
い
と
な
む
ノ
ー
マ
ル
な
す
べ
て
の
人
間
が
い
だ
く
共
通
の
要
求
に
ほ
か
な
ら
ぬ
道
徳
規

範
に
違
反
し
た
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
い
か
な
る
事
態
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
－
１
規
範
一
般

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
ｌ
－
道
徳
規
範
の
規
律
主
体
で
あ
る
行
為
者
以
外
の
も
の
よ
り
す
る
社
会
的
な
反
応
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
既
に
述
べ
で
お
り
で
あ
る
（
八
ド
こ
卜
詣
″
ヒ
ハ
腿
い
牡
ご
竺
づ
皿
尚
）
。
レ
ｔ
、
規
範
の
規
律
主
体

よ
り
す
る
規
範
違
反
者
に
対
し
て
の
反
応
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
当
該
規
範
主
体
の
社
会
的
性
格
に
よ
っ
て
特
色
ず
け
ら
れ
る
も

の
な
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
規
範
の
場
合
、
そ
の
規
律
主
体
と
い
う
も
の
が
社
会
の
一
般
の
人
間
（
い
わ
ゆ
る
世
間
の
ひ
と
び
と
）
で
あ
る

こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
反
応
も
そ
れ
な
り
の
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
要
求
が

無
視
さ
れ
た
場
合
で
も
、
一
般
的
に
は
そ
れ
に
報
い
る
べ
き
強
力
な
制
裁
手
段
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
道
徳
違
反
者
に
対
す
る
彼
ら
の
反
応
は
違
反
者
の
非
難
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
そ
れ
に
と
ど
ま
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
ま

た
、
道
徳
的
制
裁
と
い
う
も
の
は
、
ｌ
‐
そ
の
規
範
主
体
相
互
の
組
織
化
が
充
分
で
な
い
た
め
ー
－
そ
れ
が
組
織
的
に
お
こ
な
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
も
な
い
（
ヤ
肘
記
圓
）
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
な
非
難
に
加
え
て
し
ば
し
ば
違
反
者
の

社
会
的
追
放
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
る
と
い
う
事
実
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
道
徳
規
範
違
反
者
に
対
す
る
社
会
的
な
反
応
す
な
わ
ち
制
裁

が
決
し
て
微
弱
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
近
に
お
け
る
各
種
の
報
道
機
関

い
わ
ゆ
る
マ
ス
・
コ
ミ
の
非
常
な
る
発
達
に
伴
う
そ
の
利
用
可
能
性
と
い
う
こ
と
を
も
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
道
徳
違
反
者
に
対
す

る
社
会
的
反
応
に
つ
い
て
の
従
来
の
所
説
と
い
う
も
の
は
少
か
ら
ず
修
正
の
余
地
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
４
。
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叫
　
な
お
、
道
徳
違
反
者
の
良
心
の
苛
責
と
か
自
責
の
念
と
か
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
道
徳
的
制
裁
の
違
反
者
に
お
け
る
心
理
的
対
応
物
に

　
　
　
す
ぎ
な
い
（
テ
ィ
マ
ー
シ
ェ
フ
、
一
六
七
―
一
六
八
頁
参
照
）
。

　
更
に
ま
た
、
道
徳
は
そ
の
違
反
に
対
し
て
右
の
よ
う
な
社
会
的
反
応
を
と
も
な
う
が
故
に
実
践
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
Ｉ
こ
の
点

も
他
の
社
会
規
範
の
場
合
と
本
質
的
に
は
異
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
道
徳
規
範
の
実
践
に
か
ぎ
っ
て
、
通
説
は
Ｉ
｜
‐
‐
そ
の
前

規
で
あ
る
道
徳
自
律
説
と
も
関
連
し
て
Ｉ
そ
れ
が
強
制
に
よ
ら
ず
行
為
者
自
身
の
良
心
に
よ
っ
て
自
発
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
い

う
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
説
明
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
も
既
に
述
べ
た
処
で
あ
っ
て
、
道
徳

も
そ
の
違
反
者
に
対
し
て
規
範
主
体
か
ら
の
反
応
を
当
然
に
伴
う
規
範
的
要
求
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
行
為
者
に

心
理
的
に
強
制
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
二
言
ケ
じ
監
詔
い
烈
）
。
宍
、
々
に
ゆ
え
道
徳

規
範
の
実
践
が
自
発
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
な
錯
覚
を
生
ず
る
の
か
と
い
え
ば
、
道
徳
と
い
う
も
の
が
元
来
す
べ
て
の
人
間
を
そ

の
規
律
主
体
と
す
る
規
範
で
あ
り
、
行
為
者
自
身
も
自
分
以
外
の
他
の
人
間
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
そ
の
規
律
主
体
た
り
得
る

が
た
め
（
規
律
の
相
互
性
）
、
行
為
者
に
は
自
己
の
実
践
行
為
が
社
会
的
反
応
を
伴
う
規
範
的
要
求
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
て
い
る
と

い
う
自
覚
症
状
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
道
徳
規
範
の
実
践
に
際
し
て
、
行
為
者
が
す
べ
て
の

社
会
的
人
間
の
共
通
の
要
求
で
あ
る
該
規
範
に
す
べ
て
の
も
の
が
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
社
会
生
活
が
可
能
に
な
る
か
ら
と
い

う
よ
う
な
認
識
、
す
な
わ
ち
良
心
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
心
理
的
状
況
か
ら
も
っ
ぱ
ら
行
動
し
た
と
し
て
も
、
彼
の
行
動
か
ら
強
制
と

い
う
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
行
為
者
が
規
範
違
反
の
場
合
に
お
け
る
社
会
的
反
応
を

は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
道
徳
的
制
裁
が
不
明
確
な
こ
と
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に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
反
応
に
対
す
る
漠
然
た
る
不
安
こ
そ
が
彼
を
行
動
へ
と
駆
り
た
て
た
と
み
る
べ
き
だ
か
ら

　
　
　
�

で
あ
る
。

　
　
�
　
ケ
ル
ゼ
ン
も
、
道
徳
が
そ
の
規
範
違
反
に
対
し
て
社
会
的
反
応
を
と
も
な
う
点
か
ら
み
て
も
、
純
粋
に
規
範
自
体
へ
の
顧
慮
が
動
機
と
な

　
　
　
っ
て
そ
れ
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
あ
り
得
な
い
と
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
一
五
ｌ
一
六
頁
）
。
ま
た
、
道
徳
が
善
を
理
念
と
す
る
規
範

　
　
　
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
動
機
ず
け
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
実
践
行
動
に
お
け
る
強
制
的
要
素
を
観
念
的
に
カ
ム
ラ
ラ

　
　
　
ー
ジ
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
（
川
島
、
前
掲
書
三
三
頁
）
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
判
断
す
る
こ
と
は
人
間
の
規

　
　
　
範
的
行
動
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
要
す
る
に
、
道
徳
と
は
ノ
ー
マ
ル
な
す
べ
て
の
社
会
的
人
間
が
そ
の
規
律
主
体
と
な
り
、
彼
ら
に
共
通
の
社
会
的
要
求
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
を
そ
の
内
容
と
す
る
基
礎
的
な
社
会
規
範
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
生
活
を
い
と
な
む
誰
か
が
こ
れ
に
違
反

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
規
範
主
体
よ
り
す
る
反
応
即
制
裁
が
そ
の
も
の
に
加
え
ら
れ
る
結
果
、
そ
の
よ
う
な

規
範
的
制
裁
を
恐
れ
て
’
－
Ｉ
そ
れ
が
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
大
多
数
の
人
間
が
そ
れ
に
し
た
が
う
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
道
徳
の
存
在
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
社
会
生
活
一
般
が
可
能
に
な
る
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
道
徳
が
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
と
比
較
対
照
さ
れ
る
べ
き
法
は
い
か
な
る
特
色
を
も
つ
社
会
規
範
で
あ
る
か

１
１
そ
れ
を
次
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
句
　
法
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道
徳
の
場
合
と
異
り
、
法
が
社
会
的
他
律
的
な
規
範
で
あ
る
Ｉ
Ｉ
Ｉ
そ
れ
が
社
会
関
係
に
あ
る
一
方
の
人
間
が
他
方
の
人
間
に
対
し

て
な
す
要
求
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
論
者
の
あ
い
だ
に
見
解
の
相
異
は
な
い
。
ま
た
、
い
ま
述
べ
た
道
徳
の
よ
う
な
社
会
規

範
を
法
の
名
の
も
と
に
（
自
然
法
と
し
て
）
理
解
し
よ
う
と
で
も
し
な
い
限
り
、
い
わ
ゆ
る
法
（
実
定
法
）
の
規
範
的
特
色
に
つ
い

て
の
所
説
の
あ
い
だ
に
そ
う
大
き
な
開
き
も
な
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
法
に
つ
い
て
の
従
来
の
所
説
を
規
範
と
い
う

観
点
か
ら
整
理
補
足
す
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。

　
　
陶
　
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
問
題
を
わ
が
国
の
場
合
に
限
っ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
外
国

　
　
　
殊
に
西
洋
諸
国
に
お
い
て
、
古
来
種
々
の
解
答
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
の

　
　
　
問
題
が
道
徳
の
場
合
同
様
用
語
の
問
題
で
あ
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
早
川
武
夫
「
法
の
定
義
に
つ
い
て
」
法
律
時
報
三
三
巻
四
一
号
一

　
　
　
　
Ｉ
頁
以
下
参
照
）
。

　
　
　
　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
通
俗
的
な
意
味
に
お
け
る
法
の
観
念
と
い
う
も
の
（
こ
れ
が
学
問
の
対
象
と
し
て
む
し
ろ
重
要
な
の
だ

　
　
　
が
）
は
そ
う
多
義
的
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
意
味
を
も
つ
法
観
念
と
し
て
川
島
教
授
は
次
の
二
つ
の
も
の
を
指
摘

　
　
　
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
つ
は
、
政
治
権
力
の
強
制
即
制
裁
を
と
も
な
う
規
範
―
・
権
力
規
範
と
し
て
の
法
と
い
う
観
念
で
あ
り
、

　
　
　
も
う
一
つ
は
、
権
利
の
保
護
調
整
を
内
容
と
す
る
規
範
―
―
権
利
規
範
と
し
て
の
法
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
（
川
島
「
法
社
会
学
」
上
、
六

　
　
　
五
ｌ
ハ
一
頁
、
ま
た
「
近
代
社
会
と
法
」
三
八
ｌ
四
二
頁
。
）
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
二
つ
の
法
観
念
の
う
ち
権
力
規
範
と
し
て
の
法
と
い
う

　
　
　
考
え
方
の
方
が
わ
が
国
で
は
」
般
的
で
あ
る
し
（
川
島
、
前
掲
書
）
、
ま
た
権
利
の
保
護
調
整
と
い
う
こ
と
も
、
結
局
は
そ
れ
が
政
治
権
力

　
　
　
に
よ
る
強
制
を
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
そ
の
充
分
な
実
現
が
期
待
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
権
力
規
範
と
し
て
の
法
と
い
う
観
念
の
方
が

　
　
　
実
際
的
に
い
っ
て
よ
り
重
要
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
法
も
社
会
的
な
要
求
つ
ま
り
社
会
規
範
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
規
律
主
体
は
誰
か
１
‐
い
か
な
る

社
会
的
な
立
場
に
あ
る
も
の
が
そ
の
よ
う
な
要
求
を
提
出
す
る
の
か
と
い
う
点
が
考
察
の
中
心
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
は
、
六
法
全
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の
法
を
念
頭
に
お
い
て
考
察
を
す
す
め
て
い
く

の
が
実
際
的
で
あ
ろ
う
。
処
で
、
具
体
的
に
い
っ
て
、
国
民
の
基
本
的
人
権
や
そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
民
主
的
な
政
治
制
度
を
規

定
し
て
い
る
「
日
本
国
憲
法
」
な
る
も
の
が
、
ま
た
個
人
に
物
権
・
債
権
等
の
財
産
権
を
み
と
め
た
り
、
夫
婦
親
子
等
の
親
族
相
互

間
に
扶
養
の
義
務
を
定
め
て
い
る
「
民
法
」
が
、
更
に
は
殺
人
・
強
盗
そ
の
他
の
罪
を
犯
し
た
も
の
を
種
種
の
刑
で
罰
す
る
こ
と
を
定

め
て
い
る
「
刑
法
」
と
い
っ
た
よ
う
な
諸
法
が
い
か
な
る
も
の
の
組
範
的
要
求
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
そ

れ
ら
が
国
家
的
な
要
求
な
い
し
は
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
国
家
と
い
う
社
会
は
、

そ
こ
に
お
い
て
権
力
を
背
景
と
し
て
人
間
が
入
間
を
支
配
す
る
と
い
う
現
象
す
な
わ
ち
政
治
と
い
う
も
の
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
社
会

組
織
で
あ
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
国
家
的
な
要
求
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
実
際
は
国
家
な
る
社
会
に
お
い
て
政
治
権
力
を
所
有
、
行
使

し
て
自
ら
の
要
求
を
実
現
し
得
る
立
場
に
あ
る
も
の
の
規
範
的
要
求
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
勿

論
、
法
は
右
の
よ
う
な
国
家
の
政
治
権
力
者
の
要
求
と
し
て
の
そ
れ
に
限
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
、
殊
に
最
近
と
み
に
そ
の
重
要
性
を

ま
し
つ
つ
あ
る
国
際
法
（
条
約
そ
の
他
よ
り
な
る
）
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
が
か
た
ち
ず
く
る
国
際
社
会
に
お
け
る
権
力

国
家
相
互
間
の
規
範
的
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
法
規
範
の
規
律
主
体

と
い
う
も
の
が
社
会
に
お
け
る
政
治
権
力
の
所
有
者
（
単
数
ま
た
は
複
数
）
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な

政
治
権
力
者
の
提
出
す
る
処
の
規
範
的
な
要
求
が
と
り
も
な
お
さ
ず
法
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
権
力
者
の
規

範
的
要
求
で
あ
る
法
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
社
会
に
お
け
る
政
治
的
な
統
一
な
い
し
は
政
治
的
支
配
が
実
現
達
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成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
は
政
治
的
規
範
さ
ら
に
は
権
力
規
範
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
胸

社
会
規
範
な
の
で
あ
る
。

　
　
諮
　
�
を
参
照
。
な
お
、
小
野
博
士
が
「
攻
法
Ｔ
Ｉ
広
い
意
味
の
　
ｊ
な
く
し
て
法
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
一
と
さ
れ
ス
法
学
概
論
」

　
　
　
二
Ｉ
頁
）
、
ま
た
小
林
・
碧
海
両
教
授
も
法
を
政
治
的
に
組
織
さ
れ
た
社
会
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
、
「
法
理
学
」

　
　
　
上
、
一
七
頁
お
よ
び
「
法
哲
学
」
概
論
、
六
一
丁
六
三
頁
）
こ
と
を
も
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
法
が
政
治
権
力
者
の
規
範
的
要
求
と
し
て
特
色
ず
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
の
権
力

者
と
い
う
も
の
は
Ｉ
す
く
な
く
と
も
、
近
代
国
家
に
つ
い
て
み
れ
ば
Ｉ
－
複
雑
な
構
成
を
と
る
多
数
者
な
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の

要
求
を
権
力
的
な
手
段
（
警
察
力
な
い
し
軍
事
力
の
よ
う
な
）
に
よ
っ
て
実
現
し
得
る
立
場
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
が
そ
の
限
度
に
お

い
て
権
力
者
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
そ
の
要
求
と
Ｉ
ロ
に
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
と
い
う
も

の
は
経
済
的
な
そ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
多
種
多
様
に
わ
た
る
わ
け
で
あ
り
Ｉ
Ｉ
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
権
利
の
名
で
呼
ば
れ
る
の
で
あ

　
詞る
が
Ｉ
、
い
わ
ゆ
る
法
と
は
彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の
要
求
の
合
成
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
、
法
規
範
の
場
合
、
規
範
的
要
求
の
実
現
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
実
現
さ
る
べ
き
規
範
的
要
求
の
定

立
な
い
し
は
そ
の
内
容
的
確
定
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
権
力
者
た
ち
の
そ
の
よ
う
な
活
動
す
な
わ

ち
立
法
と
い
う
も
の
を
組
織
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
立
法
活
動
に
よ

っ
て
定
立
さ
れ
た
多
数
の
法
規
範
を
国
家
の
如
き
複
雑
且
つ
大
規
模
な
社
会
に
お
い
て
適
確
に
実
現
す
る
た
め
に
は
、
規
範
的
要
求

の
実
施
執
行
（
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
を
含
む
）
１
。
１
司
法
お
よ
び
行
政
―
を
も
組
織
的
、
画
一
的
に
お
こ
な
う
必
要
も
生
ず
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る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
要
求
を
具
体
化
す
る
と
こ
ろ
の
特
種
の
法
組
範
が
う
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
法
規
範
は
複
数

権
力
者
た
ち
の
規
範
の
定
立
な
い
し
実
施
の
た
め
の
活
動
を
相
互
に
組
織
化
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
と
く
に
組
織
法
と
呼
ば
る

べ
き
性
質
の
法
な
の
で
あ
る
が
、
憲
法
は
そ
の
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
政
治
権
力
者
の
被
治
者
（
一
般
国
民
）
に
対

す
る
要
求
に
ほ
か
な
ら
ぬ
本
来
の
意
味
に
お
け
る
法
規
範
は
こ
の
よ
う
な
組
織
法
に
も
と
ず
い
て
定
立
さ
れ
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
組
織
法
と
区
別
し
て
行
為
法
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
行
為
法
的
な
規
範
と
い
う
も
の
は

彼
ら
権
力
者
の
社
会
的
要
求
の
多
様
化
細
分
化
に
と
も
な
っ
て
非
常
な
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
更
に
、
法
規
範
に

は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
法
に
対
応
し
て
そ
の
規
範
的
内
容
を
効
果
的
に
実
現
す
る
目
的
で
行
為
法
違
反
者
に
対
し
て
科
す
べ
き
権
力

的
制
裁
（
後
述
）
を
規
定
す
る
処
罰
法
と
も
い
う
べ
き
法
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
因
み
に
、
民
法
あ
る
い
は
刑
法
な

ど
の
法
は
い
ず
れ
も
右
の
よ
う
な
行
為
法
プ
ラ
ス
処
罰
法
の
性
質
を
も
っ
た
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ

の
う
ち
の
基
本
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
同
様
の
性
質
を
有
す
る
法
は
ほ
か
に
も
無
数
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
わ
け

で
、
法
規
範
の
場
合
、
規
範
の
分
化
ａ
な
ら
び
に
量
的
尨
大
化
ａ
と
い
う
現
象
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
点
も
政

治
的
権
力
的
な
規
範
と
し
て
の
法
が
も
つ
規
範
的
な
特
色
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
諸

種
、
無
数
の
法
な
い
し
法
規
範
と
い
う
も
の
は
憲
法
ｌ
ｌ
さ
ら
に
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
わ
ゆ
る
根
本
規
範
ｌ
ｔ
を
中
心
と
し
て
法
論
理

的
に
整
然
た
る
体
系
、
シ
ス
テ
ム
を
か
た
ち
ず
く
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
法
を
全
体
的

に
は
政
治
権
力
者
の
規
範
的
要
求
と
い
う
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
学
問
的
に
い
っ
て
ま
さ
に
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
。
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帥
　
権
利
な
る
観
念
は
し
ば
し
ば
法
に
特
有
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
権
利
を
規
範
的
要
求
を
通
し
て
保
護
さ
れ
る
利
益
と
い
う
よ
う
に
解

　
　
　
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
実
態
は
道
徳
そ
の
他
の
社
会
規
範
の
場
合
に
も
存
在
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意

　
　
　
味
で
は
そ
の
よ
う
な
所
説
は
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
と
は
い
え
ま
い
。

　
　
叫
　
尾
高
博
士
は
、
法
な
い
し
法
規
範
の
こ
の
よ
う
な
分
化
を
組
織
規
範
・
社
会
規
範
・
裁
判
規
範
と
い
う
立
体
構
造
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い

　
　
　
る
。
「
法
哲
学
概
論
」
二
一
四
－
二
二
二
頁
、
二
二
五
頁
。

　
　
　
　
ま
た
、
法
が
成
文
法
、
判
定
法
（
憲
法
・
法
律
・
命
令
な
ど
の
）
お
よ
び
不
文
法
、
非
判
定
法
（
制
例
法
な
ど
）
と
い
う
よ
う
に
法
源
的

　
　
　
に
分
化
し
て
い
る
点
も
ひ
と
つ
の
特
色
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
�
　
こ
の
こ
と
は
ま
た
技
術
的
な
法
規
範
の
増
加
と
い
う
よ
う
に
も
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
。
田
中
（
耕
）
「
法
律
学
概
論
」
九
二
頁
以
下
、

　
　
　
ま
た
尾
高
、
前
掲
書
二
一
六
―
二
一
七
頁
参
照
。

　
処
で
、
そ
れ
で
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
国
家
そ
の
他
の
社
会
に
お
け
る
政
治
権
カ
者
の
規
範
的
要
求
と
し
て
の
法
１
と
い
っ

て
も
、
行
為
法
の
性
質
を
も
つ
そ
れ
で
あ
る
が
Ｉ
に
違
反
す
る
が
如
き
行
動
を
被
治
者
が
敢
え
て
お
こ
な
っ
た
場
合
、
い
か
な
る

社
会
的
な
反
応
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
国
家
の
場
合
、
法
規
範
違
反
者
に
対
し

て
は
該
規
範
の
規
律
主
体
で
あ
る
権
力
者
か
ら
刑
罰
あ
る
い
は
強
制
執
行
と
い
っ
た
よ
う
な
特
有
の
反
応
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

制
裁
が
加
え
ら
れ
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
お
り
、
一
般
に
は
そ
の
よ
う
な
強
制
（
制
裁
の
意
味
に
お
け
る
）
こ
そ
が
ま
さ
に
法
を
法
た

ら
し
め
る
本
質
的
な
要
素
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
法
規
範
違
反
者
に
対
す
る
右
の
よ
う

な
制
裁
と
い
う
も
の
は
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
法
規
範
の
存
在
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
な
ん

ら
か
の
規
範
が
そ
の
よ
う
な
特
殊
の
制
裁
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
法
規
範
と
な
る
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
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こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
法
的
強
制
即
制
裁
に
み
ら
れ
る
特
色
と
い
う
も
の
も
既
に
述
べ
た
如
き
法
規
範
そ
の

も
の
の
特
色
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
制
裁
が
右
の
よ
う
な
特
有
の
形
態
を

と
る
そ
の
わ
け
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
法
規
範
の
組
律
主
体
が
社
会
に
お
け
る
政
治
権
力
者
で
あ
り
、
該
規
範
が
彼
ら
の
支
配
的

要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会
の
権
力
者
は
そ
の
名
の
し
め
す
と
お
り
強
大
な
権
力
を
所
有
し
行
使
し
得
る
が
故
に
、

彼
ら
は
自
ら
の
要
求
に
従
わ
ぬ
も
の
に
対
し
て
刑
罰
の
如
き
制
裁
手
段
を
も
っ
て
の
ぞ
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
刑
罰
・
強
制
執
行
な
ど
の
法
的
制
裁
と
い
う
も
の
が
、
１
非
権
カ
的
な
規
範
主
体
を
し
か
有
し
な
い
道
徳
の
よ
う
な
社

会
規
範
の
そ
れ
と
比
較
し
た
場
合
－
一
般
的
に
強
力
か
つ
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
く
い
え
る
と
思
う
。

と
は
い
え
、
法
的
制
裁
の
も
つ
特
色
は
単
に
そ
の
よ
う
に
い
っ
た
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
さ
ら
に
、
法
的
制
裁
は

１
先
に
述
べ
た
よ
う
に
Ｉ
そ
れ
自
体
が
規
範
化
さ
れ
て
お
り
、
行
為
法
に
つ
ず
く
処
罰
法
の
か
た
ち
で
定
型
化
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
（
い
わ
ゆ
る
法
規
範
の
二
重
構
造
）
　
こ
の
よ
う
な
規
範
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
の
規
範

的
定
型
化
と
い
う
事
実
も
ま
た
道
徳
な
ど
の
場
合
に
は
み
ら
れ
ぬ
法
的
制
裁
の
特
色
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
こ
こ
心
心
釦
皿
掲
）
、
そ

の
こ
と
は
ま
た
彼
治
者
た
ち
の
反
規
範
的
行
動
を
予
め
防
止
し
、
彼
ら
に
規
範
的
行
動
を
促
す
の
に
役
だ
っ
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ

る
。
更
に
ま
た
、
国
家
の
場
合
、
法
規
範
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
が
そ
の
目
的
で
設
置
さ
れ
た
権
力
的
強
制
機
構
（
裁
判
所
・
刑
務

所
な
ど
）
の
活
動
を
通
じ
て
組
織
的
に
、
従
っ
て
適
確
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
も
、
道
徳
な
ど
の
場
合
と
は
異
る

法
的
制
裁
の
特
色
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
法
的
制
裁
は
単
に
そ
れ
が
強
力
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま

ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
が
定
型
的
、
組
織
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
規
範
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
き
わ
め
て
効
果
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

な
手
段
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
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㈲
　
法
を
政
治
権
カ
者
の
規
範
的
要
求
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
刑
罰
の
如
き
制
裁
を
必
ず
し
も
伴
わ
な
い
種
類
の
法
―
憲
法
。

　
　
　
更
に
は
国
際
法
な
ど
Ｉ
め
法
的
性
質
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
擲
　
ケ
ル
ゼ
ン
も
、
道
徳
的
制
裁
に
対
し
て
、
法
的
制
裁
の
規
範
的
定
型
化
お
よ
び
組
織
化
と
い
う
特
色
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
適
切

　
　
　
と
い
え
よ
う
（
前
掲
書
、
二
〇
頁
）
。

　
処
で
さ
ら
に
、
法
は
規
範
違
反
者
に
対
し
て
の
右
の
よ
う
な
権
力
的
、
組
織
的
な
制
裁
を
準
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
規
範
的

内
容
の
実
現
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
行
為
者
た
る
被
治
者
が
そ
の
よ
う
な
法
的
制
裁
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
し
て
規
範
的
行
動
へ

と
強
制
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
規
範
的
強
制
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
行
為
者
の
心

理
を
媒
介
と
す
る
と
い
う
意
味
で
の
心
理
的
な
強
制
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
道
徳
そ
の
他
の
社
会
規
範
の
実
践
に

さ
い
し
て
も
同
様
に
み
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
法
だ
け
に
特
有
の
現
象
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が

あ
う
う
M
l
l
l
l
W
ン
、
）
・
勿
論
、
法
規
範
の
実
践
者
の
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
規
範
的
制
裁
へ
の
恐
怖
の
し
め
る
比
重
と
も
の

が
法
的
制
裁
の
効
果
に
比
例
し
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
規
範
的
制
裁
を
伴
わ
ぬ
規
範
的

要
求
と
い
う
も
の
は
現
実
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
道
徳
実
践
者
の
場
合
の
そ
れ
と
の
差
異
は
あ
く
ま
で
も
量

的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
処
に
よ
っ
て
、
簡
単
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
法
な
い
し
法
規
範
の
も
つ
規
範
的
特
色
の
学
問
的
な
反
省
な
ら
び
に
整
理

を
お
こ
な
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
法
と
は
社
会
に
お
け
る
政
治
権
力
の
所
有
者
を
そ
の
規
律
主
体
と
す
る
規
範
的
な
要

求
－
・
社
会
規
範
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
法
規
範
に
違
反
し
た
も
の
に
対
し
て
は
当
然
該
規
範
の
主
体
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よ
り
し
て
権
力
的
な
制
裁
が
科
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
法
的
制
裁
へ
の
恐
怖
か
ら
大
多
数
の
も
の
が
規
範
的
行
動
を

強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
法
規
範
の
実
現
を
通
じ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
社
会
に
政
治
的
な
秩
序
が
も
た
ら
さ
れ
る

わ
け
で
あ
り
、
国
家
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
的
社
会
が
形
成
さ
れ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
辨
　
両
者
の
規
範
的
差
異

　
法
・
道
徳
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
以
上
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
社
会
規
範
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
処
に
し
た
が
っ
て

両
者
の
規
範
的
な
差
異
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
法
・
道
徳
両
者
は
同
じ
く
社
会
規
範
と
し
て
規
律
主
体
で
あ
る
一
方
の
人
間
が
他
方
の
人
間
に
対
し
て
な
す
処
の
要

求
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
律
主
体
の
有
す
る
社
会
的
性
格
な
い
し
は
立
場
と
い
う

点
に
お
い
て
両
者
の
あ
い
だ
に
は
重
要
な
規
範
的
差
異
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
規
範
の
場
合
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

そ
の
規
律
主
体
は
社
会
生
活
を
い
と
な
む
ノ
ー
マ
ル
な
す
べ
て
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
法
規
範
の
場

合
に
は
、
そ
の
規
律
主
体
が
社
会
に
お
け
る
政
治
権
力
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
っ
た
ち
が
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
法
・

道
徳
両
規
範
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
差
異
か
ら
し
て
、
規
範
違
反
者
に
対
し
て
両
規
範
が
科
す
る
処
の
制
裁
の
態
様
な
い
し

は
そ
の
強
制
的
効
果
な
ど
の
差
異
が
派
生
す
る
わ
け
で
あ
る
し
、
ま
た
、
道
徳
的
規
範
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
社
会

生
活
一
般
が
可
能
と
な
る
の
に
対
し
て
、
法
規
範
の
実
現
に
よ
っ
て
は
社
会
の
政
治
的
統
一
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
両

規
範
の
機
能
的
な
差
異
も
生
ず
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
法
・
道
徳
両
規
範
を
そ
れ
ぞ
れ
簡
潔
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
道
徳
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
社
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会
生
活
に
不
可
欠
の
規
範
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
普
遍
的
一
般
的
な
社
会
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

に
対
し
て
、
特
に
権
力
に
よ
る
人
間
の
支
配
関
係
と
し
て
の
政
治
的
社
会
を
も
た
ら
す
処
の
法
は
政
治
的
権
力
的
な
規
範
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
道
徳
の
普
遍
性
・
一
般
性
に
対
す
る
法
の
政
治
性
・
権
力
性
。
法
・
道
徳
両
者
の
差
異
と
い
う
も
の
を
こ
の

よ
う
に
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
両
者
の
差
異
に
関
す
る
従
来
の
所
説
に
み
ら
れ
る
理
論
的
な
諸
欠
陥
を
克
服
し

得
る
も
の
と
筆
者
は
思
う
の
で
あ
ら
。

　
　
�
　
法
・
道
徳
両
者
の
差
異
に
関
し
て
は
、
通
説
的
な
見
解
の
ほ
か
に
も
諸
種
の
見
解
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
両
者
の
差
異
に
つ
い

　
　
　
て
の
本
質
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
批
判
は
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
詳
細
は
、
善
家
幸
敏

　
　
　
「
法
と
道
徳
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
法
学
研
究
（
愛
知
学
院
大
学
論
叢
）
四
巻
一
号
五
一
頁
）
以
下
、
ま
た
末
川
・
天
野
、
前
掲
書
二
〇

　
　
　
上
元
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
陶
　
両
規
範
の
関
連
の
問
題

　
処
で
、
以
上
述
べ
た
如
き
差
異
な
い
し
は
特
色
を
有
す
る
法
・
道
徳
両
規
範
は
相
互
に
い
か
な
る
関
連
を
た
も
つ
か
と
い
う
こ
と

Ｉ
Ｉ
こ
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
み
た
両
規
範
の
差
異
に
関
す
る
そ
れ
と
並
ん
で
法
・
道
徳
論
の
も
う
一
つ
の
、
実
際
的
に
は
よ
り
重
要

な
部
分
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
方
を
最
後
に
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
法
・
道
徳
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
法
、
道
徳
の
問
題
を
論
ず
る
も
の
の
多
く
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
規
範

は
そ
の
内
容
か
ら
み
て
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
ば
し
ば
両
者
が
一
致
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
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あ
ら
。
そ
れ
が
事
実
が
あ
る
こ
と
は
、
先
に
あ
げ
た
「
殺
す
な
か
れ
Ｌ
「
盗
む
な
か
れ
」
或
は
「
自
由
」
「
平
等
」
等
等
の
道
徳
的
規

範
が
同
時
に
憲
法
・
民
法
・
刑
法
等
い
わ
ゆ
る
法
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
一
応
肯
定
で
き
よ
う
が
、
た
だ
１
本
論
の

は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
Ｉ
Ｉ
－
法
・
道
徳
両
者
が
内
容
的
に
一
致
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
両
規
範
の
関
連
の
問
題

の
説
明
と
し
て
は
表
面
的
形
式
的
に
す
ぎ
ヽ
学
問
的
に
充
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
ａ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
は
ヽ

両
者
の
内
容
の
一
致
な
る
も
の
は
い
わ
ゆ
る
同
姓
同
名
の
如
く
単
な
る
偶
然
的
な
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
し
て
、
法
・
道
徳
両
者
の
そ
の
よ
う
な
内
容
上
の
一
致
が
偶
然
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
両
者
の
あ
い
だ
に
そ
れ
以
上
の
必
然
的

な
関
連
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
法
、
道
徳
の
問
題
が
法
学
研
究
の
基
本
的
課
題
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
義
務
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
も
な
く
な
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
・
道
徳
両
者
の
あ
い
だ
に
は
単
な
る
内
容
の
一

致
以
上
の
関
係
が
存
在
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
両
規
範
が
そ
れ
ぞ
れ
の
規
律
主
体
を
通
じ
て

歴
史
的
、
現
実
的
に
密
接
な
関
連
を
た
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
両

規
範
の
内
容
的
な
一
致
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ
か
ら
生
じ
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
逆
説
的
に
い
え

ば
、
法
・
道
徳
両
者
の
規
範
的
な
差
異
が
学
問
上
特
に
問
題
と
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
自
体
が
既
に
両
者
の
現
実
的
な
関
連
と

い
う
も
の
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
帥
　
田
中
（
耕
）
「
法
と
道
徳
」
四
六
ｌ
五
〇
頁
、
そ
の
他
を
参
照
。

　
　
如
　
社
会
規
範
プ
ラ
ス
強
制
規
範
と
い
う
二
重
構
造
を
と
る
法
の
社
会
規
範
の
部
分
に
お
い
て
、
法
は
道
徳
と
む
す
び
つ
く
（
尾
高
、
前
掲
書

　
　
　
二
一
〇
ー
二
一
四
頁
）
と
い
っ
て
み
て
も
、
五
十
歩
で
百
歩
で
あ
ろ
う
。
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す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
法
が
社
会
に
お
け
る
政
治
権
力
の
所
有
者
の
規
範
的
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て

も
、
そ
の
規
律
主
体
で
あ
る
権
力
者
と
い
う
も
の
は
彼
ら
の
思
い
の
ま
ま
に
自
ら
の
過
大
な
要
求
を
法
の
内
容
と
し
て
実
現
し
得
る

か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
か
な
い
の
が
現
実
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
政
治
権
力

者
と
い
え
ど
も
権
力
者
で
あ
る
ま
え
に
社
会
的
な
人
間
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
か
ら
に
は
、
彼
ら
も
ま
た
Ｉ
ノ
ー
マ
ル
な
他

の
す
べ
て
の
人
間
と
同
じ
よ
う
に
Ｉ
Ｉ
「
殺
す
な
か
れ
」
「
盗
む
な
か
れ
」
な
ど
の
自
己
保
存
的
な
要
求
を
当
然
い
だ
い
て
い
て
よ
い

筈
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
要
求
を
権
力
的
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
一
般
の
ひ
と

び
と
が
共
通
に
い
だ
く
道
徳
的
要
求
が
法
の
内
容
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
場
合
、
権

力
者
自
ら
の
生
命
・
財
産
の
保
護
に
重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
か
ら
す
れ
ば
被
治
者

で
あ
る
多
く
の
ひ
と
び
と
の
そ
れ
を
も
権
力
的
に
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
彼
ら
自
身
の
生
命
・
財
産
な
い
し
は
そ
の
支
配

的
地
位
が
さ
ら
に
安
泰
と
な
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
権
力
者
が
被
治
者
の
い
だ
く
道
徳
的
要
求
の
保
障
に
消

極
的
で
あ
っ
た
り
、
彼
ら
自
身
そ
れ
を
無
視
す
る
が
如
き
政
治
を
あ
え
て
お
こ
な
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
連
鎖
反
応
は
逆
に

彼
ら
自
身
の
身
に
も
お
よ
ぶ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
権
力
者
た
ち
が
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
般
の
道
徳
的
要
求
を
原
則
的
に
は
法
規
範
の
内
容
と
し
て
採
り
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
ば

し
ば
、
「
法
は
道
徳
の
最
小
限
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
・
道
徳
両
者
が
内

容
的
に
一
致
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
事
実
の
背
後
に
は
、
右
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で

あ
る
。
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匈
　
福
田
歓
一
「
政
治
と
倫
理
」
（
政
治
学
事
典
（
平
凡
社
）
所
収
）
、
小
林
、
前
掲
書
六
〇
頁
、
川
島
「
近
代
社
会
と
法
」
四
二
頁
以
下
な
ど

　
　
　
参
照
。
な
お
、
道
徳
が
裁
判
に
お
い
て
法
と
接
触
す
る
と
い
う
説
明
に
つ
い
て
は
、
パ
ウ
ン
ド
、
前
掲
書
（
訳
）
ハ
○
ｌ
八
四
頁
参
照
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
政
治
的
権
力
者
と
い
う
も
の
は
そ
の
保
持
す
る
権
力
の
故
に
、
被
治
者
の
道
徳
的
要
求
と
多
か
れ

少
か
れ
相
容
れ
な
い
よ
う
な
自
ら
の
過
大
な
要
求
（
た
と
え
ば
、
重
税
な
ど
）
を
、
し
ば
し
ば
法
の
名
に
お
い
て
強
行
せ
ん
と
す
る

傾
向
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
歴
史
の
し
め
す
処
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
ま
た
、
法
・
道
徳
両
者
の
内
容
的
な
不
一
致
と
い

う
こ
と
が
殆
ど
つ
ね
に
さ
け
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら

Ｉ
。

　
　
匈
　
福
田
「
政
治
と
倫
理
」
、
小
林
、
前
掲
書
五
七
｜
五
九
頁
、
川
島
、
前
掲
書
四
九
―
五
〇
頁
な
ど
。

　
も
っ
と
も
、
社
会
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
権
力
者
自
ら
が
そ
の
よ
う
な
反
道
徳
的
行
動
へ
は
し
り
得
る
可
能
性
と
い
う
も
の
は

徐
々
に
少
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
被
治
者
た
る
人
民
の
力
が
増
大
す
る
に
つ
れ

て
、
彼
ら
は
直
接
間
接
に
権
力
者
の
お
こ
な
う
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
民
主
的
な
政

治
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
彼
ら
が
共
通
に
い
だ
く
処
の
道
徳
的
要
求
を
権
力
者
が
無
視
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
以
前
に
も

ま
し
て
困
難
と
な
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
（
皿
Ｊ
ご
墟
而
五
〇
、
）
・
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
民
主
的
な
制
度
の
も
と
で

は
、
一
般
人
民
も
ま
た
政
治
権
力
を
分
有
す
る
権
力
者
と
し
て
の
立
場
に
た
つ
わ
け
で
あ
り
、
権
力
者
と
し
て
彼
ら
の
道
徳
的
要
求

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
段
階
に
お
い
て
は
、
社
会
に
お
け
る
法
規
範
の
規
律

主
体
と
道
徳
規
範
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
の
組
織
的
、
制
度
的
な
自
同
化
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
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て
、
法
・
道
徳
両
者
の
関
連
は
よ
り
密
接
な
も
の
必
然
的
な
も
の
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
「
自
由
」
さ

ら
に
は
「
平
等
」
と
い
っ
た
よ
う
な
人
民
の
道
徳
要
求
を
保
障
す
る
い
わ
ゆ
る
権
利
宣
言
や
人
民
参
政
の
政
治
制
度
を
規
定
す
る
成

文
憲
法
の
現
代
的
普
及
は
、
右
の
事
実
を
裏
付
け
る
の
に
充
分
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
は
い
え
、
社
会
の
政
治
制
度
が
Ｉ
Ｉ
右
の
よ
う
に
１
１
す
べ
て
の
人
民
の
参
政
を
み
と
め
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
と
し
て

も
、
実
際
的
に
は
代
表
民
主
制
と
い
う
形
態
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
処
か
ら
し
て
、
当
該
制
度
の
も
と
で
は
、
人
民
の
代
表
者
た

ち
が
政
治
の
実
権
を
に
ぎ
る
よ
う
に
な
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
Ｉ
Ｉ
権
カ
者
一
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
Ｉ
Ｉ

社
会
の
道
徳
的
要
求
を
等
閑
視
し
て
、
自
ら
の
不
当
な
る
要
求
を
法
の
名
に
お
い
て
強
制
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
な
い
と
は
決
し
て

い
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
一
般
人
民
の
道
徳
的
要
求
の
完
全
な

る
実
現
が
阻
ま
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
皿
七
前
）
・
人
間
の
社
会
的
な
平
等
＾
い
わ
ゆ
る
「
正
義
叫
」
）
と
い
う
よ
う
な
道

徳
の
理
想
が
容
易
に
達
成
さ
れ
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
わ
け
で
、
真
の
意
味
で
、
す
べ
て
の
社
会
的
人
間
が
均

等
に
権
力
を
所
有
、
行
使
し
得
る
如
き
が
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
法
・
道
徳
両
者
の
完
全
な
る
一
致
と
い
う
こ
と
は
期

待
し
得
な
い
と
い
え
よ
う
し
、
ま
た
そ
の
と
き
ま
で
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
存
在
な
い
し
は
機
能
を
い
と
な
み
っ
ず
け
る
で
あ
ろ

　
　
叫
　
「
正
義
」
は
普
通
法
の
目
的
な
い
し
は
理
念
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
人
間
の
社
会
的
平
等
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
か
ぎ
り

　
　
　
　
（
た
と
え
ば
、
尾
高
、
前
掲
書
二
六
七
頁
以
下
参
照
）
、
そ
れ
は
社
会
的
人
間
に
共
通
の
道
徳
的
要
求
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
法
・
道
徳
両
者
は
密
接
不
可
分
の
関
連
を
た
も
つ
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
実
的
に
は
両
規
範
の
主
体
で

161



あ
る
政
治
的
権
力
者
と
被
治
者
た
る
一
般
人
民
と
の
関
係
の
反
映
に
は
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ

の
規
範
の
関
係
と
い
う
も
の
は
、
結
果
的
に
は
こ
れ
を
道
徳
に
よ
る
批
判
を
通
じ
て
法
の
内
容
的
進
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
よ

う
に
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
よ
う
け
れ
ど
大
群
」
（
諸
病
劈
）
、
そ
れ
は
両
規
範
主
体
の
対
立
相
剋
の
歴
史
を
通
じ
て
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
両
者
の
関
係
は
Ｉ
本
質
的
に
は
Ｉ
｜
相
補
協
同
の
関
係

【
心
皿
い
】
詔
面
）
と
い
え
る
よ
う
な
な
ま
ぬ
る
い
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
絶
対
的
背
反
の
そ
れ
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
面
部
％
）
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
法
道
徳
両
者
の
規
範
的
な
関
連

と
い
う
も
の
が
学
問
的
に
妥
当
に
把
握
さ
れ
得
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）
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