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第
四
章

市
民
権

�
政
治
倫
理
学
に
お
け
る
市
民
権
の
体
系
的
地
位

社
会
倫
理
学
的
に
は
市
民
の
義
務

(

の
範
囲)

を
限
定
し
て
初
め
て
権

利
を
語
る
こ
と
が
出
来
る
。
市
民
は
、
即
ち
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
国
家

の
共
同
善
に
統
合
さ
れ
る
自
由
な
行
為
主
体
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、

共
同
善
は
市
民
に
と
っ
て
第
一
規
範
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
市
民
は
行
為

す
る
者
と
し
て
、
そ
の
統
合
に
対
応
す
る
機
能
を
果
た
す
義
務
を
先
ず
負
っ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
彼
と
し
て
は
国
家
か
ら
全
体
の
一
員
と
し
て
尊
重

さ
れ
そ
れ
相
応
に
保
護
と
支
援
を
得
る
権
利
が
生
じ
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ

る
補
完
性
原
理
の
体
系
的
基
礎
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
市
民
は
先
ず
自
己

か
ら
進
ん
で
こ
と
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
規
範
秩
序
は
、
そ
こ
で
政
治
の
現
実
に
お
い
て
実
現
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
具
体

的
に
存
在
す
る
人
間
は
概
し
て
こ
の
規
範
秩
序
を
尊
重
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
即
ち
、
彼
は
本
来
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
共
同
善
を
真
っ
先

に
求
め
は
し
な
い
。
彼
が
第
一
に
考
え
る
の
は
自
己
自
身
で
あ
る
。
し
か

も
彼
は
自
分
の
負
担
を
で
き
る
だ
け
他
者
に
、
と
り
わ
け
社
会
国
家
に
委

ね
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
他
方
、
国
家
権
力
の
保
持
者
も
又
、
市
民

の
側
か
ら
判
断
す
る
と
、
共
同
善
の
管
理
者
と
し
て
非
難
の
余
地
無
き
も

の
で
は
な
い
。
市
民
の
側
で
は
、
統
治
者
達
の
清
廉
潔
白
性
を
疑
う
十
分

な
理
由
が
あ
る
。
腐
敗
の
嫌
疑
を
棚
に
上
げ
た
と
し
て
も
、
市
民
は
国
庫

の
貯
蓄
意
志
を
疑
う
。
市
民
は
、
内
政
の
失
敗
か
ら
市
民
の
目
を
逸
ら
す

た
め
に
政
府
が
外
交
で
危
険
な
決
断
を
下
す
場
合
を
全
く
別
と
す
る
な
ら

ば
、
納
税
者
た
る
市
民
が
負
担
す
る
政
府
の
歳
出
に
注
目
し
さ
え
す
れ
ば

よ
い
。

こ
う
し
た
相
互
不
信
は
国
家
と
市
民
の
間
の
関
係
を
具
体
的
に
形
成
す

る
に
際
し
て
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
共
同
善
は
政
府
と
市
民
と
が
協

同
し
て
の
み
実
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
市
民
の

積
極
的
な
参
加
が
見
込
め
る
権
限
配
分
の
規
則
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
要
す
る
に
、
市
民
に
対
し
て
は
国
家
に
よ
っ
て
一
定
の
権
利
が
、

あ
る
意
味
で
市
民
の
給
付
分
担
が
誤
用
さ
れ
な
い
と
い
う
保
障
と
し
て
、

承
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
政
治
に
実
際
の
場

に
お
い
て
共
同
善
が
個
人
権
の
最
上
で
主
要
な
基
準
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
す
る
社
会
倫
理
学
的
規
範
の
順
序
を
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
一
体
、
共
同
善
概
念
は
、
自
由
主
義
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

空
想
観
念
で
あ
り
、
現
実
に
よ
っ
て
実
体
な
き
も
の
と
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
主
張
は
実
践
の
現
実
に
よ
っ

て
反
駁
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
個
々
人
へ
実
際
に
制
限
な
き
権
限
配
分

を
行
っ
て
は
、
一
般
の
利
益
の
た
め
に
国
家
の
側
で
市
民
権
の
形
式
化
の

た
め
の
事
後
修
正
が
常
に
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
顕
著
と
な

る
の
は
、
無
制
限
の
言
論
の
自
由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
結
果
が
も
っ

と
明
瞭
に
な
る
の
は
社
会
的
請
求
権
の
場
合
で
あ
る
。
何
時
の
日
か
、
否

極
め
て
短
期
間
に
国
庫
は
空
に
な
る
。
こ
れ
を
避
け
ん
が
た
め
、
自
由
主

翻 訳
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義
は
、｢

憶
測
上
の｣

共
同
善
を
救
う
た
め
に
自
由
権
の
保
障
だ
け
が
問

題
な
の
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
請
求
権
を
無
効
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
個
人
的
自
由
の
諸
権
利
が
活
発
化
さ
れ
得
る
の
は
、
個
々
人

に
そ
れ
に
必
要
な
収
入
を
獲
得
す
る
可
能
性
が
提
供
さ
れ
て
い
る
と
い
う

条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
我
々
は
自
由
権
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
社
会
権
で
も
あ
る
働
く
権
利
の
前
に
立
た
さ
れ
る
。
社
会

的
請
求
権
を
限
定
し
自
己
発
議
を
刺
戟
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
市
民

に
働
く
こ
と
へ
の
門
戸
を
、
従
っ
て
相
応
な
収
入
へ
の
門
戸
を
確
保
す
る

可
能
性
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
個
人
主
義
化
さ
れ
た
社
会
に

お
い
て
も
又
、
共
同
善
が
権
利
と
義
務
の
配
分
の
基
準
で
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
。
共
同
善
の
倫
理
学
は
必
ず
し
も
、
予
め
抱
か
れ
た
具
体
的
共
同

善
の
定
義
に
従
っ
て
自
由
を
分
与
す
る
君
主
政
体
を
要
求
す
る
も
の
で
は

な
い
。
た
だ
共
同
善
の
具
体
的
定
義
は
、
も
し
そ
れ
が
法
的
に
提
訴
可
能

な
個
人
権
に
依
存
せ
し
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
共
同
体
秩
序
を
救
う

た
め
に
個
人
権
が
後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
大
き
な
困
難
と

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

�
市
民
の
基
本
権
と
し
て
の
良
心
の
自
由

(

１)

良
心
の
自
由
の
定
義

良
心
の
自
由
と
い
う
基
本
権
は
、
各
人
が
本
性
か
ら
し
て
自
ら
の
最
終

的
な
実
践
的
判
断
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
本
性
的
精
神
的
状

態
を
法
的
に
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
強
調
は

｢

本
性
に
従
っ
て
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
点
に
置
か
れ
る
。
他
の
仕
方
で
人
は
全
く
行
為

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
最
後
の
実
践
判
断
は
本
性
的
な
必
然
性
を
以
て

意
思
を
決
断
へ
、
そ
れ
故
行
為
へ
導
く
。
こ
の
最
終
的
実
践
判
断
は
一
般

的
に
良
心
判
断
と
呼
ば
れ
る
。
厳
密
に
捉
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
判
断
で
は

な
く
、
実
践
理
性
の
全
領
域
の
駆
動
力
で
あ
る
最
上
の
絶
対
的
命
令
に
従
っ

て
一
般
的
に
実
践
理
性
に
適
用
さ
れ
る
命
令
で
あ
る
。
道
徳
的
行
為
に
先

立
っ
て
こ
の
最
終

｢

判
断｣

が
下
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
自
由
な

意
志
は
こ
の
実
践
的
判
断
自
身
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は

も
は
や
自
由
で
は
な
い
。
人
間
は
、
ち
ょ
う
ど
泳
者
が
一
旦
自
由
に
飛
び

板
か
ら
跳
び
込
ん
だ
以
上
必
然
的
に
水
中
へ
入
り
込
む
よ
う
に
、
具
体
的

な
実
践
命
令
が
そ
れ
に
従
っ
て
生
じ
る
精
神
の
配
置���������

�����������
に
自
動
的
に
従
う
。
人
間
は
そ
の
自
由
な
意
志
で
以
て
、

最
終
的
実
践
判
断
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
配
置
そ
れ
自
身
を
築
く
。
最
終
的

命
令
を
下
す
前
に
、
彼
は
そ
の
基
礎
を
依
然
と
し
て
熟
慮
し
て
他
の
結
論

に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
践
理
性
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
妥
当
す
る
命
令

(

善
は
為
さ
れ
る
べ
く
、

悪
は
避
け
ら
れ
る
べ
し)

か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
道
徳
的
命

令
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
終
命
令
の
心
理
的
強
制

は
同
時
に
義
務
の
性
格
を
有
す
る
。
こ
の
表
現
方
法
は
、
義
務
に
つ
い
て

語
り
得
る
の
が
行
為
す
る
か
し
な
い
か
に
つ
き
人
が
自
由
で
あ
る
場
合
の

み
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
外
見
上
の
矛
盾
は
既
に
実
践
理
性
の
土
台
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

何
と
な
れ
ば
、
人
は
誰
も
が
理
性
が
初
め
て
目
覚
め
る
と
、
本
性
的
に
最
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高
の
実
践
理
性
の
命
令
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
丁
度

｢

存

在
す
る
も
の
は
同
時
に
存
在
し
な
い
も
の
で
は
あ
り
得
な
い｣

と
い
う
原

理
に
本
性
に
よ
っ
て
従
う
理
論
理
性
と
同
様
で
あ
る
。
理
論
理
性
は
そ
れ

以
外
の
働
き
を
な
し
得
な
い
。
同
様
に
、｢

(

存
在
に
即
し
た)

善
は
欲

せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る｣

と
い
う
最
高
の
実
践
的
命
令
が
妥
当
す
る
。

カ
ン
ト
或
い
は
新
カ
ン
ト
学
派
に
お
い
て
は
、
定
言
命
令
は
純
粋
に
形

式
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
を
含
ま
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
存
在
は
経
験

に
属
す
る
も
の
と
看
做
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
定
言
命
令
に
お
け
る
強
制
と
義
務
の
内
的

融
合
と
い
う
こ
の
謎
を
、
最
高
命
令
は
創
造
者
の
実
践
命
令
の
分
有
、
即

ち

｢

永
遠
法｣

の
分
有
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
で
解
消
し
た
。
も
ち
ろ

ん
分
有
は
経
験
と
関
連
す
る
こ
と
で
存
在
の
第
一
認
識
が
得
ら
れ
て
初
め

て
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
他
の
説
明
は
存
在
し
な
い
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
や
近
代
倫
理
学
の
他
の
多
数
の
者
同
様
に
、
謎
の
解

消
を
放
棄
し
、
人
間
は
道
徳
的
存
在
な
り
と
い
う
単
な
る
確
言
に
安
住
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
な
る
と
、
し
か
し
、
人
間
は
自
ら
を
物
見
え

ぬ
者
と
看
做
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
理
性

は
そ
れ
自
身
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
既
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
原

因
か
ら
の
説
明
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る

(

２)

。

良
心
の
自
由
と
い
う
基
本
権
は
、
実
践
理
性
の
自
然
状
態
を
承
認
す
る

と
い
う
こ
と
、
即
ち
、
人
間
は
何
時
で
も
何
処
で
も
自
分
の
良
心
に
従
わ

ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
専
ら
心
的
素
質
か
ら
そ
う

｢

せ
ね
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
事
実
を
承
認
す
る
こ
と
以
上
の
こ
と
で
は
最
早
あ
り
得
な
い
。
こ

の
点
で
は
本
来
良
心
の
自
由
は
語
ら
れ
得
な
い
。
良
心
に
従
っ
て
は
な
ら

な
い
者
は
、
心
的
緊
張
状
態
、
即
ち

｢

実
存
的
同
一
性
の
危
機｣

と
呼
ば

れ
る
状
態
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
良
心
の
自
由
と
い
う
語
は
、
良
心
と

呼
ば
れ
る
も
の
の
自
然
的
心
的
事
態
を
人
間
間
の
法
的
規
制
の
基
礎
と
し

て
承
認
す
る
社
会
的
環
境
に
関
係
し
て
い
る
。

誰
も
他
者
の
具
体
的
実
践
命
令
の
心
的
経
過
を
評
価
で
き
な
い
と
す
る

な
ら
ば
、
具
体
的
実
践
命
令
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
内
容
で
あ
ろ
う
と
も
、

基
本
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
。

自
分
は
或
る
一
定
の
具
体
的
状
況
下
で
良
心
に
基
づ
い
て
行
為
し
た
と
い

う
個
々
人
の
主
張
は
、
か
く
し
て
基
本
法
に
よ
っ
て
保
護
に
値
す
る
と
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
兵
役
拒
否
者
が
良
心
判
断
に
訴

え
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
前
提
下
で
は
果
た
し
て
社
会
的
に
容
認
で
き
な

い
動
機
が
存
在
す
る
の
か
否
か
は
吟
味
さ
れ
得
な
い
。
当
局
が
こ
れ
に
関

し
て
尚
検
査
を
実
施
し
た
時
代
に
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
令
の
自
然
的
素

質
と
具
体
的
良
心
判
断
の
間
に
注
目
に
値
す
る
区
別
が
存
す
る
こ
と
を

[

裁
判
所]

当
局
は
明
ら
か
に
自
覚
し
て
い
た
。
こ
こ
に
今
日
で
は
法
律

に
従
っ
て
主
観
的
良
心
判
断
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
司
法

[

当
局]

に
と
っ
て
の
本
来
の
問
題
が
あ
る
。

一
般
的

(

ア
プ
リ
オ
リ
に
妥
当
す
る)

命
令
と
具
体
的
命
令
の
間
の
こ

の
区
別
の
う
ち
に
、
良
心
は
本
性
か
ら
第
一
に
自
由
と
関
連
し
て
い
な
い

と
い
う
よ
り
深
い
認
識
が
存
す
る
。
良
心
は
、
寧
ろ
第
一
に
、
人
間
の
存

在
即
ち
本
性
に
適
合
し
た
意
志
の
規
範
で
あ
る
。
存
在
実
現
を
目
指
す
こ

の
傾
向
は
、
実
践
理
性
の
不
滅
の
要
素
で
あ
る
。
さ
て
、
具
体
的
な
良
心
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形
成
の
途
上
に
お
い
て
存
在
の
真
理
を
目
指
す
こ
の
一
般
的
な
傾
向
が
獲

得
さ
れ
た
意
志
の
配
置
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
た
な
ら
ば
、
実
践
理
性
の
自

然
的
素
質
は
、
意
志
が
捻
じ
曲
げ
ら
れ
た
判
断
に
従
う
場
合
に
或
る
種
の

責
任
意
識

(
こ
れ
は
通
常

｢

良
心
の
呵
責｣

と
い
う
表
現
で
呼
ば
れ
る)

に
現
出
す
る
抵
抗
と
い
う
仕
方
で
、
反
応
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
践

理
性
の
自
然
的
素
質
も
自
堕
落
な
生
活
習
慣
に
よ
っ
て
機
能
不
全
に
陥
る

こ
と
が
あ
り
得
る
。
そ
う
し
た
場
合
は

｢

良
心
の
な
い｣

人
と
呼
ば
れ
る
。

ア
プ
リ
オ
リ
に
妥
当
す
る
命
令
か
ら
具
体
的
良
心
判
断
に
到
る
道
を
よ
り

詳
細
に
叙
述
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
事
態
に
よ
り
光
を
当
て
る
こ
と
に

し
よ
う
。

ア
プ
リ
オ
リ
に
妥
当
す
る
命
令
か
ら
具
体
的
良
心
判
断
へ
の
道

最
上
の
実
践
的
命
令
は
理
論
理
性
と
同
様
に
、
存
在
そ
れ
自
身
に
関
わ

る
。
尤
も
、
理
論
理
性
と
は
次
の
一
点
に
お
い
て
相
違
す
る
。
即
ち
、
実

践
理
性
に
と
っ
て
の
存
在
は
本
性
適
合
的
に
善
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
意
志

の
本
性
的
対
象
で
あ
る
限
り
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
我
々

は
、
人
間
は
誰
も
が
自
己
の
幸
福
を
求
め
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
理
論
理

性
に
お
い
て
具
体
的
事
態
の
認
識
に
突
進
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
誤
謬
の

可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
事
情
に
よ
っ
て

は
実
際
の
事
態
を
認
識
す
る
た
め
に
必
要
な
経
験
が
不
足
す
る
と
い
う
理

由
か
ら
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
誤
謬
か
ら
実
践
理
性
に

お
い
て
も
同
様
に
誤
謬
が
生
じ
る
。
そ
の
場
合
に
は
誤
れ
る
良
心
が
語
ら

れ
る
。
こ
の
誤
謬
は
実
践
理
性
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
責
任

の
な
い
誤
っ
た
良
心
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
間
違
い
を
克
服
す
る

た
め
に
は
、
相
応
な
解
明
が
必
要
な
だ
け
で
あ
る
。

最
上
の
実
践
的
命
令
は
そ
れ
以
上
遡
及
し
て
問
い
得
な
い
。
そ
れ
は
ア

プ
リ
オ
リ
に
通
用
し
、
従
っ
て
一
般
的
に
妥
当
す
る
。
こ
の
一
般
的
妥
当

性
は
、
し
か
し
な
が
ら
、｢

何
で
あ
れ
善
と
思
わ
れ
た
も
の
は
為
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る｣

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
対
象
、
即
ち
善
を
た
だ
単
に
形

式
的
に
実
践
的
命
令
が
表
現
す
る
と
い
う
点
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
寧
ろ
一
般
的
妥
当
性
は
、
存
在
の
普
遍
性
に
、
そ

れ
故
に
又
、
存
在
に
即
し
た
、
即
ち
真
理
に
適
合
し
た
善
の
普
遍
性
に
根

拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。｢

存
在
に
適
合
し
た
善
が
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。｣

類
比
的
に
意
志
も
ま
た
、
本
性
か
ら
存
在
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
意

志
は
本
性
的
に
実
践
理
性
に
よ
っ
て
存
在
に
即
し
た
も
の
と
し
て
為
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
表
象
さ
れ
た
も
の
を
追
求
す
る
。
意
志
は
命
令
的
に
で

は
な
く
、
遂
行
的
に
活
動
す
る
。
一
般
的
な
善
の
観
点
で
は
意
志
は
自
由

で
は
な
い
。
存
在
の
一
般
的
領
域
に
お
い
て
理
論
理
性
と
実
践
理
性
並
び

に
意
志
は
相
互
に
本
性
的
に
調
和
し
て
い
る
。
意
志
が
初
め
て
自
由
に
な

る
の
は
、
こ
の
対
象
か
あ
の
対
象
か
何
れ
か
に
決
定
す
る
具
体
化
の
段
に

な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
人
生
に
お
い
て
肝
要
な
こ
と
は
、
具
体
的
な
対

象
に
直
面
し
た
際
に
真
の
存
在
に
対
す
る
定
位
を
失
う
こ
と
が
な
い
よ
う

意
志
を
調
整
す
る
こ
と
で
あ
る
。
意
志
が
こ
の
課
題
を
果
た
さ
な
い
な
ら

ば
、
理
性
と
意
志
と
の
根
源
的
調
和
は
破
壊
さ
れ
る
。
即
ち
、
意
志
は
具

体
的
実
践
的
判
断
を
捻
じ
曲
げ
る
。
そ
れ
故
に
堕
落
し
た
意
志
は
、
虚
偽

の
、
即
ち
存
在
に
矛
盾
す
る
判
断
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
責
が
あ
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る
。
こ
こ
で

｢

し
て
し
ま
う｣���
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
状
況
下

で
は
そ
の
意
志
に
と
っ
て
他
の
対
象
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

決
定
的
な
問
題
は
、
従
っ
て
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
如
何
に
す
れ
ば
意

志
を
鍛
練
し
て
、
具
体
的
秩
序
に
お
い
て
存
在
へ
の
根
源
的
定
位
を
無
視

し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
。
こ
こ
で
助
け
に
な
る
の
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
既
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
毎
日
の
生
活
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
つ
き
弛
ま
ず
徳
の
獲
得
に
努
め
る
と
い
う
方
法
だ
け

で
あ
る
。

理
性
と
意
志
と
の
協
同
を
い
う
こ
の
説
明
は
、
決
し
て
仮
説
な
ど
で
は

な
い
。
そ
れ
は
理
性
と
自
由
な
意
志
と
を
賦
与
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
人

間
の
定
義
か
ら
生
ず
る
。
両
者
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
本
能
だ
け

に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
得
な
い
道
徳
的
行
為
の
必
要
前
提
で
あ
る
。

実
践
的
命
令
が
よ
り
具
体
的
に
な
れ
ば
直
ち
に
、
既
述
の
如
く
、
意
志

の
個
別
的
状
態
は
そ
の
重
要
度
を
よ
り
増
し
て
い
く
。
か
く
て
こ
こ
か
ら
、

良
心
判
断
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
次
の
誤
謬
が
生
ま
れ
る
。
意
志
の
状
態

は
激
情
に
よ
っ
て
大
い
に
影
響
を
受
け
る
。
従
っ
て
、
人
間
は
良
心
判
断

に
際
し
て
は
常
に
、
正
し
い
良
心
決
定
を
求
め
る
際
に
意
志
が
存
在
に
、

即
ち
真
理
に
定
礎
さ
れ
た
善
に
本
性
的
に
定
位
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
自
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
道
徳
的
誤
謬
、
罪
は
、

形
式
的
に
み
た
場
合
、
自
由
意
志
が
一
旦
良
心
に
よ
っ
て
善
し
と
さ
れ
た

表
象
に
従
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ト
マ
ス
が
言
う
よ
う
に

(��������������
)

、
最
終
的
実
践
判
断
を
形
成
す
る
際
の
、
獲
得
さ

れ
た
一
面
的
な
意
志
の
態
度
に
あ
る
。
最
後
の
実
践
的
な
判
断
は
、
そ
れ

が
正
し
か
ろ
う
と
正
し
く
な
か
ろ
う
と
、
ど
の
場
合
に
も
意
志
を
拘
束
す

る
の
で
、
意
志
は
こ
う
し
た
仕
方
で
行
動
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
る
。
意
志

が
こ
の
強
制
を
免
れ
得
る
と
し
た
ら
、
自
ら
を
組
み
替
え
る
と
き
の
み
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
他
の
激
情

(

例
え
ば
、
こ
の
態
度
の
諸
帰

結
へ
の
恐
怖)

が
高
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。

意
志
は
、
従
っ
て
、
実
践
的
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
時
に
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
自
己
自
身
を
拘
束
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
良
心

は
如
何
な
る
場
合
で
も｢

拘
束
す
る｣

と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
ラ
テ
ン
語
の���������

と
い
う
義
務
概
念
に
お
い
て

本
性
的
な
拘
束
と
本
来
的
な
自
由
の
道
徳
的
義
務
付
け
と
を
区
別
し
た
。

有
責
的
な
誤
れ
る
良
心
に
つ
い
て
自
己
責
任
の
拘
束
が
存
す
る
。
ト
マ
ス

は
、
こ
れ
に
つ
き
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
に
反
対
す
る
。
彼
は
こ
の
区
別

を
知
ら
な
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
有
責
的
な
誤
れ
る
良
心
は
義
務
付
け
な

い
と
説
い
た

(

３)

。

裁
判
官
は
自
ら
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
或
る
兵
役
拒
否
者
が
自
分
で
招

い
た
誤
謬
を
発
見
し
て
判
決
を
下
す
こ
と
は
あ
り
得
る
。
こ
と
に
よ
る
と

肉
体
的
辛
労
で
あ
る
と
か
、
家
族
へ
の
執
着
と
か
、
言
い
換
え
る
と
客
観

的
に
は
基
礎
づ
け
ら
れ
得
な
い

[

心
的]

状
況�����������
が
問
題
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
具
体
的
な
良
心
判
断
は
一
般
的
本
性
的
な
素
質
を

凌
駕
す
る
、
即
ち
主
観
的
に
形
成
さ
れ
る
が
故
に
、
第
三
者
の
判
断
は
そ

の
主
観
的
評
価
を
受
け
る
。
そ
こ
か
ら
二
つ
の
相
異
な
る
裁
量
判
断
が
、

即
ち
、
兵
役
拒
否
者
の
判
断
と
裁
判
官
の
判
断
が
生
じ
る
。
そ
れ
故
に
、

多
く
の
法
秩
序
に
お
い
て
良
心
の
決
断
の
吟
味
は
断
念
さ
れ
る
。
こ
う
し
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た
緩
い
対
応
は
な
る
ほ
ど
社
会
的
に
有
害
な
濫
用
を
惹
起
し
か
ね
な
い
。

し
か
し
、
良
心
の
自
由
に
対
す
る
、
純
粋
に
主
観
的
な
権
利
形
成
に
基
礎

を
お
く
法
秩
序
は
、
こ
の
如
何
と
も
し
難
い
結
果
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
良
心
は
今
日
で
は
自
由
と
同
一
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
国

勢
調
査
の
際
、
住
所
を
表
示
し
た
く
な
い
と
思
う
者
は
、
良
心
の
自
由
に

根
拠
を
有
す
る
不
可
侵
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
依
拠
す
る
。
良
心
概
念
を
他

の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
な
も
の
を
排
除
し
て
空
疎
化
す
る
に
つ
き
法
律
家
た

ち
は
大
い
に
あ
ず
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
良
心
の
本
義
は
、
真
理
内
容

に
人
間
を
拘
束
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
自
由
に
由
来
す
る
も
の

で
は
な
く
寧
ろ
理
性
と
意
志
に
対
し
て
自
然
本
性
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

他
者
の
良
心
に
つ
い
て
今
日
で
は
も
は
や
誰
も
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
理
由
は
、
一
般
的
に
妥
当
す
る
規
範
に
つ
い
て
の
本
性
的
認
識
が
欠

け
る
か
ら
と
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
第
三
者
に
よ
る
良
心
制
御
の
可
能
性
は
、

事
情
に
よ
り
特
に
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
大
き
な
危
険
を
伴
う
。
そ
れ
故
に
、

中
世
の
慣
習
的
司
法
に
対
し
て
、
良
心
統
制
に
限
定
を
付
す
の
は
正
義
の

要
請
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
良
心
と
自
由
を
混
同
す
る
こ

と
な
く
為
さ
れ
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
る
が
。
今
日
我
々
は
全
く
絶
対
的

な
自
由
に
辿
り
着
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
き
た
ら
、
基
礎
的

な
社
会
道
徳
規
範
の
喪
失
で
あ
る

(

様
々
な
国
に
お
け
る
男
性
同
性
愛
者
、

女
性
同
性
愛
者
の
婚
姻
の
承
認
と
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
で
の
そ

れ
に
呼
応
す
る
運
動
を
参
照
さ
れ
た
い)

。

或
る
状
況
下
に
お
い
て
、
良
心
と
自
由
が
同
じ
で
あ
る
と
す
る
者
は
、

良
心
の
原
義
が
絶
対
的
価
値
と
い
う
意
味
に
お
け
る
制
御
機
関
で
あ
る
こ

と
を
想
起
す
る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
裁
判
官
は
、
徹
底
的
な
実
証

主
義
者
で
あ
り
又
価
値
経
験
論
者
で
あ
る
が
故
に
法
と
道
徳
の
如
何
な
る

結
合
を
も
非
難
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
如
何
な
る
動
機
か
ら
、
突
然
そ

れ
に
つ
い
て
世
界
の
良
心
が
決
し
て
弁
解
を
も
た
ら
し
得
な
い
犯
罪
並
び

に
集
団
殺
戮
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
に
辿
り
着
い
た
の
か
、
語
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
そ
う
し
た
大
量
犯
罪
に
直
面
す
る
と
、
極
め
て
非
情
な

実
証
主
義
者
に
お
い
て
す
ら
原
良
心
が
目
覚
め
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
法
律
家
た
ち
は

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
賞
賛
に
浴
し
た
グ
ス
タ
ー

フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
も
そ
れ
に
属
す
る
の
で
あ
る
が

、
自
己
の
思

想
体
系
に
何
ら
反
省
的
推
論
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
唯
々
驚
く
べ
き
こ
と

で
あ
る
。

実
践
的
真
理
の
政
治
的
行
為
へ
の
変
換

実
践
的
真
理
は
上
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
偏
狭
な
理
論
的
認
識
に
依
存
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
又
そ
し
て
何
よ
り
も
各
人
の
道
徳
的
な
態
度
に
依
存

し
て
い
る
。
そ
れ
は
芸
術
作
品
に
関
す
る
判
断
が
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
よ

く
言
わ
れ
る
よ
う
に
趣
味
の
問
題
で
あ
る
の
に
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
自

体
と
し
て
見
れ
ば
、
他
の
市
民
と
の
議
論
に
入
る
市
民
は
誰
で
あ
れ
、
先

ず
は
自
分
の
個
人
的
意
志
選
好
に
つ
き
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
の

[

意
見
の]

不
一
致
は
議
論
す

る
両
者
の
異
な
る
理
論
的
形
成
に
よ
る
も
の
で
は
全
く
な
く
、
寧
ろ
意
志

態
度
の
不
一
致
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
尚
、
彼
等
は
ま
る
で

理
論
的
な
問
題
が
問
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
議
論
す
る
。
大
抵
の
場
合
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彼
等
は
個
々
人
の
立
場
に
由
来
す
る
結
果
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
事
情
に

よ
っ
て
は
と
ん
で
も
な
い
諸
結
果
に
直
面
し
て
、
意
志
の
態
勢
は
自
ず
か

ら
変
化
し
、
こ
れ
は
こ
れ
で
実
践
的
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
。

討
議
倫
理
学
は
、
そ
れ
と
は
知
ら
な
い
ま
ま
、
実
践
理
性
の
最
終
的
な

具
体
的
判
断
を
分
析
す
る
こ
と
だ
け
に
終
始
し
て
い
る
。
討
議
倫
理
学
は

次
の
事
項
を
理
解
し
て
い
な
い
。
即
ち
、
実
践
的
真
理
は
最
終
的
実
践
判

断
の
中
に
だ
け
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
抽
象
段
階
を
有
し

て
お
り
、
従
っ
て
、
実
践
理
性
は
、
ど
の
実
践
理
性
に
お
い
て
も
失
わ
れ

る
こ
と
の
な
い
最
上
の
命
令
に
始
ま
り
、
一
般
性
の
や
や
弱
ま
る
諸
原
理

例
え
ば
、
汝
は
汝
の
格
率
が
他
者
に
よ
っ
て
も
守
ら
れ
得
る
よ
う
に
、

そ
れ
故
、
誰
一
人
と
し
て
他
者
の
権
限
を
侵
犯
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

行
為
せ
よ
と
い
う
原
理

に
下
降
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
段
階
的
に
前

進
す
る
。
討
議
が
具
体
的
判
断
の
次
元
だ
け
で
為
さ
れ
る
限
り
、
精
々
妥

協
に
到
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
実
質
的
真
理
認
識
に
辿
り
着
く
こ
と
は
な

い
。こ

う
し
た
叙
述
か
ら
以
下
の
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
自
身
か
ら
し
て

明
証
的
な
理
論
的
命
題
と
同
様
に
、
そ
れ
自
身
で
真
で
あ
る
一
般
的
実
践

的
判
断
が
存
在
す
る
。
そ
れ
故
に
社
会
領
域
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
一

般
的
実
践
判
断
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
同
意
が
前
提
さ
れ
得
る
。
完
全
な

価
値
多
元
主
義
は
安
全
な
社
会
を
も
た
ら
し
得
な
い
。
こ
う
し
た
認
識
か

ら
、
良
心
の
自
由
を
承
認
し
た
と
し
て
も
あ
る
種
の
統
制
の
可
能
性
が
予

想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
立
法

者
は
事
実
上
、
多
数
の
市
民
の
価
値
感
情
の
み
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
手
続
は
、
と
り
わ
け
完
全
な
価
値
喪
失
の
前
に
立
た
さ
れ
た
社
会
に

あ
っ
て
は
十
分
で
は
な
い
。

教
育
政
策
に
必
要
な
帰
結

上
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
国
家
は
い
わ
ゆ
る
良
心
の
自
由
を
公
序
の
基

本
原
理
に
す
る
こ
と
で
満
足
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
国
家
に
と
っ
て
重
要
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
社
会

に
秩
序
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
秩
序
は
最
小
限
の
具
体
的
価
値

合
意
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
そ
れ
故
に
国
家
は
、

社
会
に
最
小
限
の
合
意
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
人
が
彼
自
身
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
断
言
す
る
自

由
を
各
人
に
認
め
る
こ
と
は
十
分
で
は
な
い
。
国
家
は
、
社
会
秩
序
の
樹

立
維
持
の
た
め
に
、
市
民
の
良
心
の
正
し
い
形
成
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
れ
が
実
現
す
る
た
め
に
は
基
礎
的
な
道
徳
規
範
の
万
民
の
教
育
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
教
育
は
通
常
な
ら
ば
家
庭
で
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
は
そ
れ
相
応
の
家
族
政
策
が
前
提
と
な
る
。
最
初
の
道
徳
教
育
の

継
続
は
学
校
で
為
さ
れ
る
。
倫
理
学
と
い
う
教
科
が
そ
れ
に
役
立
つ
か
ど

う
か
疑
問
で
あ
る
。
特
に
近
代
倫
理
学
が
多
く
の
流
派
で
、
各
人
は
各
人

に
と
っ
て
妥
当
す
る
と
さ
れ
得
る
格
率
を
選
択
す
る
と
い
う
自
由
論
に
満

足
し
て
い
る
現
状
で
は
尚
更
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
式
的
な
命
令
で
は
安

定
し
た
秩
序
は
築
か
れ
得
な
い
。
こ
ん
な
原
理
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
盗
賊

の
集
団
も
成
り
立
ち
得
る
。
倫
理
的
義
務
の
窮
極
の
根
が
創
造
者
の
命
令

に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、
信
仰
告
白
に
基
づ
く
教
育
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の
み
が
残
さ
れ
る
。
何
が
そ
れ
に
最
も
適
し
て
い
る
か
は
、
他
の
論
題
、

即
ち
宗
教
の
自
由
の
基
本
権
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

註

(

１)

こ
れ
に
つ
き
次
の
文
献
を
も
参
照
。��������

��������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������̈���
��������������������������������

(

２)

意
志
は
自
由
と
同
一
視
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
誤
解
は
、
自
由
意

志
を
あ
ら
ゆ
る
存
在
諸
条
件
か
ら
解
き
放
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ

ブ
・
オ
ッ
カ
ム
に
由
来
す
る
。
実
存
主
義
は
こ
の
総
て
か
ら
解
放

さ
れ
た
自
由
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
近
代
倫
理
学
の
根
幹
に
据
え
た
。

人
間
が
幸
福
に
な
る
の
は
、
自
由
な
決
意
の
下
、
現
実
的
に
善
い

も
の
も
現
実
的
に
悪
い
も
の
も
選
ぶ
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
は
な

く
、
自
ら
の
自
然
本
性
の
素
質
を
意
識
し
て
行
動
し
た
こ
と
を
通

じ
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る

行
為
に
お
い
て
総
て
の
可
能
な
、
そ
し
て
不
可
能
な
選
択
肢
を
考

慮
に
入
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
最
も
確
実
で
近
い
方
法
で
最
深
部

に
お
い
て
人
間
本
性
に
合
致
す
る
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
い
う
訳
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
倫
理
学
の
中
心
論
題

と
し
て
徳
の
獲
得
を
据
え
た
の
で
あ
っ
た
。

(

３)

ト
マ
ス
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
を
明
示
は
し
て
い
な
い
。
こ

れ
に
つ
き
、
次
を
参
照
。�����������������
��������������������������������������
�����������������������������������������

中
世
に
お
い
て
は
生
存
す
る
著
者
名
は
自
分
の
議
論
の
仲
間
内
で

は
挙
げ
な
い
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
何
し
ろ
一
般
的
に
特
定
学
説

の
主
張
者
が
誰
か
は
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
ト

マ
ス
は
個
人
的
に
親
し
く
し
て
い
た
著
者
に
対
し
て
紳
士
的
で
あ
っ

た
。
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