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21 現在の正義論についての批判的所見（一）

正
義G

erechtigkeit

が
、
現
在
の
哲
学
の
討
議
に
お
い
て
、
た
い
て

い
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
う
る
の

だ
ろ
う
か
。
正
義
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
に
い
く
ら
か
の
時
間
を
か
け

て
従
事
し
て
き
た
も
の
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
い
っ
た
疑
い
に
行
き

着
き
う
る
。
よ
り
詳
細
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
の
と
き
―
―
こ
れ
が
こ

の
論
文
の
提
題
で
あ
る
が
―
―
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
正
義
概
念
に
過

大
な
意
義
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
く
な
る
。
こ
の
こ
と

を
立
証
す
る
た
め
に
、
以
下
で
意
味
論
的
な
考
察
を
結
集
す
る
と
と
も

に
、
私
の
分
析
か
ら
出
て
く
る
メ
タ
理
論
的
な
熟
慮
を
し
た
い
と
思
う
。

私
の
基
本
的
な
問
い
は
、
次
で
あ
る
。
正
義
は
、
我
々
の
道
徳
的
な
直

観
の
全
領
域
で
ど
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
る
の
か
。
私
は
、
次
の
よ
う
に
答

え
る
だ
ろ
う
。す
な
わ
ち
正
義
と
い
う
の
は
、多
く
の
正
義
論
者
が
思
っ

て
い
る
ほ
ど
に
は
、
意
義
が
到
底
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
の
意
味
論

的
な
探
求
の
た
め
に
、
我
々
が
多
か
れ
少
な
か
れ
共
有
し
て
い
る
日
常

言
語
で
の
正
義
概
念
を
私
は
引
き
合
い
に
出
す
。
こ
の
日
常
言
語
で
の

正
義
概
念
が
、
哲
学
に
お
い
て
役
に
立
つ
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
ま
で
に
、
そ
の
輪
郭
線
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ

で
も
そ
の
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
重
大
な
哲
学
的
分
析
に
お
い
て
絶
え
間

な
い
結
節
点
と
し
て
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
い
ま
ま
で
の
と

こ
ろ
目
に
見
え
て
こ
な
い
が
、
こ
れ
は
正
義
を
め
ぐ
る
莫
大
に
細
分
化

さ
れ
た
討
議
を
背
景
に
し
て
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
奇
妙
な
事
実
で
あ
る

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
私
に
は
、
次
の
こ
と
は
強
調
す
る
に
値
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
正
義
が
、
二
つ
の
異
な
っ
た
規
範
に
か
ん
す
る
論

説
の
公
然
た
る
中
心
を
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
多
様
に
互
い
に
結
び
付
け

ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
形
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』（1971

）
以
来
の
、

共
同
体
の
適
切
な
根
本
構
造
を
め
ぐ
る
討
議
の
主
導
概
念
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
。
私
は
、
こ
れ
を
表
現
の
制
度
倫
理
的
な
使
用institu-

tionenethische Verw
endung

と
徴
づ
け
る
。
他
方
で
正
義
は
、
我
々

現
在
の
正
義
論
に
つ
い
て
の
批
判
的
所
見
（
一
）

ク
リ
ス
ト
フ
・
ホ
ル
ン

（
岡
田
悠
汰
訳
）



22

が
個
人
の
道
徳
的
要
求
の
心
臓
部
と
み
な
す
で
あ
ろ
う
こ
と
―
―
し
か

も
そ
れ
は
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
の
個
人
の
合
法
的
な
利
益
を
越
え

で
て
い
る
―
―
を
徴
づ
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
二
番
目
の
使

用
を
私
は
、
正
義
の
個
人
倫
理
的
な
使
用individualethische Ver-

w
endung

と
徴
づ
け
る
。
比
較
的
新
し
い
討
議
の
内
部
で
の
後
者
の
立

場
の
存
在
は
、
ジ
ョ
ン
・
S
・
ミ
ル
の
著
作
『
功
利
主
義
』（1861

）

に
よ
っ
て
決
定
的
に
示
唆
を
受
け
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
た

め
に
、
私
は
有
力
な
証
拠
文
献
を
明
示
し
よ
う
。
ミ
ル
の
薄
い
文
献
だ

が
、
し
か
し
並
外
れ
て
示
唆
的
な
文
献
が
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で

あ
れ
、
二
十
世
紀
の
比
較
的
多
く
の
哲
学
者
に
決
定
的
に
重
大
な
影
響

を
お
そ
ら
く
与
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
一
つ
の
歴
史
的
な
源
泉
に
つ
い

て
の
仮
説
、
す
な
わ
ち
ミ
ル
が
ま
さ
し
く
正
義
に
か
ん
す
る
こ
の
見
解

の
考
案
者
で
あ
る
と
い
う
仮
定
を
、
私
は
そ
の
こ
と
と
結
び
つ
け
は
し

な
い（
1
）。

正
義
に
か
ん
す
る
ミ
ル
の
分
析
は
、
単
純
な
が
ら
要
を
得
て
い
る
。

我
々
が
正
義
に
数
え
入
れ
て
い
る
規
範
に
か
ん
す
る
問
題
に
つ
い
て
、

彼
の
小
冊
子
の
第
五
章
に
従
え
ば
、
次
の
道
徳
的
な
規
則
の
領
域
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
規
則
と
は
、
他
者
に
そ
の

規
則
が
必
ず
追
従
さ
れ
て
い
る
状
態
を
我
々
が
み
よ
う
と
し
、
従
っ
て

そ
の
規
則
の
遵
守
の
た
め
に
我
々
が
、
や
む
を
得
な
い
時
に
は
強
制
的

手
段
を
用
い
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
ミ
ル
は
、
正
義
概
念
に
つ

い
て
の
論
議
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

誰
か
が
正
義
に
従
っ
て
、
何
か
を
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
と
我
々
が
思
う
の
な
ら
ば
、
我
々
は
、
ひ
と
が
彼
に
そ
れ
を

す
る
よ
う
に
強
い
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
を
常
と
し
て
い
る
。

そ
れ
を
強
い
る
権
力
を
も
っ
て
い
る
人
間
に
よ
っ
て
、
義
務
を
果

た
す
こ
と
が
強
制
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て

徹
頭
徹
尾
正
当
で
あ
ろ
う
。
法
律
に
よ
っ
て
義
務
を
強
制
し
よ
う

と
す
る
こ
と
が
賢
明
で
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
が
み

て
と
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
を
残
念
で
あ
る
と
我
々
は
思
う
し
、

不
正
義
が
無
罪
に
終
わ
る
こ
と
を
悪
と
み
な
す
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
我
々
は
罪
人
に
彼
の
お
こ
な
っ
た
行
い
に
か
ん
し
て
の
固
有

な
拒
絶
と
一
般
的
な
拒
絶
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
正

義
に
対
す
る
補
償
を
し
よ
う
と
試
み
る
の
だ（
2
）。

引
用
が
立
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
正
義
に
関
連
す
る
現
象
の
領
野
が
、

ミ
ル
に
と
っ
て
は
同
時
に
義
務
の
領
野
で
も
あ
る
。
限
定
的
に
彼
は
次

の
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
す
な
わ
ち
正
義
は
、
確
か
に
道
徳
的
な
義
務

一
般
と
完
全
に
等
し
く
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
道
徳
的
な
義
務

の
最
も
重
要
な
部
分
の
領
域
、
す
な
わ
ち
「
完
全
義
務vollkom

m
ene 

Pflichten

」
の
領
域
と
完
全
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
完
全
義

務
は
、
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
成
果
を
も
た
ら
す
人
間
の
側
の
義
務
に
、
要
求
す
る
権
利
を

も
つ
人
間
の
側
の
義
務
を
果
た
す
と
い
う
直
接
的
な
要
求
が
対
応
し
て

い
る
が
、
他
方
で
不
完
全
義
務unvollkom

m
ene Pflichten

に
つ
い
て

は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
の
要
求
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
不
完

全
義
務
で
は
、
義
務
を
担
う
も
の
の
側
か
ら
の
実
行
の
余
地
が
あ
る

の
だ
。
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さ
て
道
徳
的
な
義
務
は
、
周
知
の
と
お
り
、
倫
理
学
者
に
よ
っ
て

（
い
く
ぶ
ん
不
適
当
な
こ
と
に
）「
完
全
」
義
務
と
「
不
完
全
」
義

務
と
し
て
徴
づ
け
ら
れ
る
二
つ
の
ク
ラ
ス
に
区
分
け
さ
れ
る
。
そ

の
さ
い
、
後
者
の
場
合
は
、
行
為
そ
の
も
の
を
義
務
付
け
る
と
き

に
、
行
為
の
遂
行
に
お
け
る
具
体
的
な
所
与
が
我
々
の
選
択
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
た
し
か
に
そ
れ
を
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
あ
る
特
定
の
人
物
に
対

し
て
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
特
定
の
時
間
に
対
し
て
で
も
な
い
慈

悲
と
慈
善
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
法
哲
学
の
正
確
な
言
葉
で
は
、

完
全
義
務
と
い
う
の
は
、
そ
の
義
務
を
通
じ
て
ひ
と
り
の
他
者
で

あ
れ
複
数
の
他
者
で
あ
れ
適
当
な
権
利
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
り
、

不
完
全
義
務
は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
が
そ
の
義
務
に
対
立
し
な
い

も
の
で
あ
る
。
容
易
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
区
別
は
、
正

義
と
他
の
慣
習
的
な
義
務
と
の
区
別
に
合
致
す
る（
3
）。

ミ
ル
に
と
っ
て
正
義
と
は
、
国
家
と
法
の
秩
序
を
通
し
て
、
す
な
わ
ち

そ
の
司
法
を
通
し
て
強
制
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
英
語
だ
と

自
然
に
出
て
く
る
誤
解
、
す
な
わ
ち
「
正
義
」
と
し
て
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ

4

4

4

4

4

ス4justice

と
「
司
法Justiz

」
と
し
て
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス

4

4

4

4

4

4

と
い
う
短
絡

的
な
等
置
に
感
づ
く
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
疑
い
は
起
こ
り
う

る
が
、
し
か
し
起
こ
ら
な
く
て
も
い
い
。
ミ
ル
の
見
解
の
根
源
を
探
求

す
る
こ
と
よ
り
も
重
要
な
の
は
、次
の
問
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、我
々

が
正
義
概
念
を
実
際
に
、
ミ
ル
が
主
張
す
る
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
の

か
ど
う
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
す
で
に
一
見
に
し
て
、
ミ
ル
の
意
味

論
的
な
分
析
は
あ
ま
り
説
得
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ミ
ル
の
論

述
を
正
義
感
に
つ
い
て
の
彼
の
断
言
ま
で
追
跡
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
分

析
は
お
そ
ら
く
一
時
的
な
が
ら
説
得
力
が
増
す
だ
ろ
う
。
彼
は
、
我
々

が
集
中
的
に
感
じ
る
、
深
刻
な
違
反
行
為
を
引
き
起
こ
し
た
誰
か
へ
の

制
裁
や
処
罰
の
願
望
を
こ
の
正
義
感
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
ミ
ル
は

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

正
義
と
い
う
概
念
は
、
二
種
類
の
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
行
動
規
則
と
規
則
に
よ
る
制
裁
と
し
て
の
感
情
で
あ
る
。

一
方
で
規
則
は
、
人
間
性
全
体
に
共
通
し
て
お
り
、
人
間
性
の
繁

栄
に
役
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
で
感
情
は
、
規
則
に
違

反
し
た
も
の
ど
も
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
へ
の
願
望
で
あ
る（
4
）。

ミ
ル
の
見
解
は
、
こ
の
引
用
に
よ
っ
て
十
分
に
輪
郭
が
描
か
れ
て
い
る
。

我
々
の
正
義
に
つ
い
て
の
表
象
は
、
あ
る
（
名
目
上
我
々
の
自
然
本
性

に
深
く
根
付
い
て
い
る
）
感
情
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
の
感
情

を
通
じ
て
、
我
々
は
道
徳
の
核
心
的
な
領
域
に
関
係
し
て
い
る
―
―
す

な
わ
ち
す
べ
て
の
人
間
が
、
そ
の
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
を
要
求
で
き

る
、
必
ず
妥
当
し
て
い
る
規
則
の
領
野
に
関
係
し
て
い
る
。
誰
か
が
そ

の
よ
う
な
要
求
に
背
い
た
と
き
、
ミ
ル
は
、
強
く
感
情
的
に
染
ま
っ
た

制
裁
感
情
が
我
々
に
起
こ
り
、
こ
れ
が
ま
さ
し
く
正
義
感
だ
と
考
え
る

だ
ろ
う
。
い
わ
れ
な
く
ミ
ル
は
、
ド
イ
ツ
語
で
成
立
す
る
「
正
義
」
と

「
報
復R

ache

」
の
間
の
言
語
史
的
な
連
関
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
他
の
道
徳
的
な
義
務
は
、
ミ
ル
の
場
合
で
は
そ
う
な
の
だ
が
、

我
々
に
と
っ
て
は
比
較
的
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
誰
か
が
そ
の
よ

う
な
義
務
に
違
反
す
る
と
き
、
犯
人
を
有
罪
と
み
な
す
と
い
う
比
較
可
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能
で
情
動
的
な
い
か
な
る
請
求
も
、我
々
の
う
ち
に
は
惹
起
し
な
い（
5
）。

し
か
し
ミ
ル
に
よ
る
正
義
の
再
構
築
は
、
納
得
の
い
く
も
の
だ
ろ
う

か
。
ミ
ル
が
恣
意
的
に
用
語
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
を
も
く
ろ
ん
で
い
る

と
し
た
ら
、
こ
の
問
い
は
無
駄
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る
哲
学

者
は
、
ミ
ル
の
意
見
に
従
っ
て
そ
の
よ
う
に
確
立
す
る
権
利
を
持
っ
て

い
る
が
。
そ
れ
で
も
み
た
と
こ
ろ
、
ミ
ル
に
と
っ
て
は
、
本
当
の
意
味

論
的
な
分
析
が
関
心
事
で
あ
り
、
そ
の
分
析
の
た
め
に
彼
は
、
歴
史
的

な
言
語
使
用
と
同
時
代
の
言
語
使
用
に
明
確
に
関
心
を
向
け
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
分
析
は
、
そ
れ
が
ど
の
範
囲
ま
で
我
々
の
日
常
言
語
お
よ

び
理
論
言
語
の
使
用
に
合
致
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
甘
ん
じ
て

受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
初
の
不
満
は
、
次
の
考
察
か
ら
で
て
く
る
。
少
な
く
と
も
、
ロ
ー

ル
ズ
に
連
な
る
同
時
代
の
討
議
に
お
い
て
、
正
義
は
全
く
も
っ
て
道
徳

哲
学
の
核
心
的
な
概
念
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
討
議
の
な

か
で
は
、
我
々
が
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
個
人
倫
理
は
関
心
事
に
な
っ

て
い
な
い
も
同
然
で
、
政
治
哲
学
、
す
な
わ
ち
制
度
倫
理
が
関
心
事
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
に
次
の
七
つ
の
主
題
が
、
中
心
的

に
討
議
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、（
ⅰ
）
権
利
、
自
由
、
公
職
、
お
よ
び

機
会
を
適
切
に
配
分
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
た
政
治
的
な
正
義
、

（
ⅱ
）
実
質
的
な
財
産
、
仕
事
場
、
資
源
の
配
分
に
あ
た
る
社
会
的
、

経
済
的
な
正
義
、（
ⅲ
）
性
別
間
の
正
義
、
す
な
わ
ち
女
性
と
男
性
を

同
列
に
置
く
こ
と
と
同
等
に
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
の
問
い
、（
ⅳ
）
世

代
間
の
正
義
、（
ⅴ
）
処
罰
に
つ
い
て
の
正
義
を
含
む
法
律
上
の
正
義
、

（
ⅵ
）
医
療
に
つ
い
て
の
正
義
、
す
な
わ
ち
健
康
に
関
連
し
た
財
産
の

分
配
、
そ
し
て
（
ⅶ
）
正
当
な
戦
争
を
め
ぐ
る
古
く
か
ら
の
議
論
を
継

承
す
る
も
の
と
し
て
の
国
家
間
の
正
義
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
明
白
に
、

ミ
ル
が
正
義
の
も
と
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
主
題
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
こ
こ
で
名
指
さ
れ
た
主
題
に
つ
い
て
、
そ
の
義
務
が
果
た
さ
れ
な
い

と
き
に
我
々
の
う
ち
に
制
裁
願
望
が
お
こ
る
よ
う
な
強
制
的
な
義
務
が
、

第
一
に
関
心
事
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
ミ
ル
も
制

度
的
な
強
制
力
も
し
く
は
制
裁
力
を
彼
が
考
え
る
義
務
に
従
属
さ
せ
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
が
殺
人
や
、
窃
盗
、
詐
欺
の
よ
う
な
個
人

の
間
で
発
生
す
る
侵
害
の
事
例
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
か
わ
ら
な
い（
6
）。

し
か
し
、
確
か
に
ミ
ル
の
場
合
は
違
う
が
、
ロ
ー
ル
ズ
と
彼
の
後
に

続
く
も
の
が
「
正
義
」
を
一
つ
の
用
語
と
し
て
の
意
味
で
使
用
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
、
な
る
ほ
ど

そ
の
表
現
を
、
政
治
哲
学
に
お
い
て
規
範
的
に
み
て
関
心
事
と
な
る
も

の
に
対
す
る
内
容
的
に
未
規
定
な
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
―
―
我
々
が
ど
の
よ
う
に
正
義
概
念
を
日
常
言
語
で
使
用

し
て
い
よ
う
と
も
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
。
私
に
と
っ
て
は
し
か
し
、

ロ
ー
ル
ズ
と
彼
を
受
け
継
い
だ
著
者
た
ち
が
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
え

な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
に
と
っ

て
正
義
と
は
、
専
門
用
語

4

4

4

4term
inus technicus

と
し
て
で
は
な
く
、
現

代
社
会
に
お
け
る
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
な
生
活
条
件
に
向
け
ら

れ
た
直
観
的
に
背
負
わ
さ
れ
た
概
念
と
し
て
み
な
さ
れ
る
。
―
―
と
り

わ
け
我
々
の
公
平
さ
に
対
す
る
直
観
は
、
こ
の
理
論
の
文
脈
で
卓
越
し

た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

さ
て
し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
も
ミ
ル
も
、
正
義
を
我
々
が
共
有
し
て
い
る

直
観
に
依
存
せ
ず
、
通
常
の
言
語
使
用
と
も
切
り
離
し
て
使
用
し
よ
う
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と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
奇
異
な
光
景
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー

ル
ズ
を
受
け
継
い
だ
制
度
倫
理
の
議
論
も
、
ミ
ル
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ

た
個
人
倫
理
の
伝
統
も
正
義
概
念
を
規
範
的
な
中
心
に
指
定
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
政
治
哲
学
の
中
心
概
念
を
問
題
に
し

た
か
と
思
え
ば
、
他
方
で
次
は
道
徳
哲
学
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
両
方
の
見
解
が
完
全
に
等
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。

明
ら
か
に
両
方
が
同
時
に
正
当
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
私
の
信

念
に
従
え
ば
、
両
方
の
立
場
は
誤
っ
て
お
り
、
そ
の
立
場
で
は
ミ
ル
の
文

脈
で
の
正
義
の
誤
解
が
は
な
は
だ
し
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
に
ミ
ル
へ
と
戻
ろ
う
。
彼
の
意
味
論
的
な
分
析
が
事
実
に

合
致
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
問
い
を
立
て
る
や
い
な
や
示
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
に
か
ん
す
る
問
い
が
話
題
に
な
る
と
き
に
、

実
際
に
中
心
的
な
道
徳
の
問
題
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
私
の
考
え

で
は
、
よ
り
正
確
な
分
析
に
よ
っ
て
示
さ
れ
う
る
の
は
、
正
義
に
つ
い
て

の
諸
問
題
が
、
ミ
ル
の
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
は
定
義
さ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
私
は
こ
の
問
い
を
さ
ら
に
究
明
す

る
ま
え
に
、
こ
の
正
義
概
念
が
―
―
と
り
わ
け
現
在
の
ド
イ
ツ
語
で
の

討
議
に
お
い
て
―
―
成
し
遂
げ
た
非
常
に
大
き
な
進
展
を
一
瞥
し
よ
う
。

1
．
ミ
ル
の
正
義
概
念
と
理
論
に
つ
い
て
の
現
在
の
討
議

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
ミ
ル
の
直
接
的
な
（
あ
る
い
は
間
接

的
な
）
影
響
（
あ
る
い
は
可
能
な
他
の
源
泉
）
へ
の
問
い
を
脇
に
置
い

て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
注
目
す
る
価
値
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
は
、
ミ
ル
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
両
者
の
特
徴
が
、
ど

れ
ほ
ど
強
く
同
時
代
の
理
論
家
の
言
語
使
用
を
規
定
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
あ
る
例
の
な
か
の
一
つ
、
例
え
ば
オ
ッ
ト
フ

リ
ー
ド
・
ヘ
ッ
フ
ェ
は
「
責
務
を
負
っ
た
社
会
道
徳
」
と
い
う
意
味
で

の
正
義
の
規
定
を
提
示
し
て
い
る
。
ヘ
ッ
フ
ェ
は
、
最
近
の
論
述
で
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
（H

öffe

﹇2001

﹈,29 f.

）。

道
徳
の
全
領
域
を
、
正
義
は
汲
み
つ
く
し
て
い
な
い
。
人
間
が
自

分
に
対
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
持
ち
う
る
義
務
は
、
す
で
に
そ
こ

か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
る
。
そ
し
て
社
会
道
徳
の
枠
の
な
か
で
、

正
義
は
あ
る
小
さ
な
、
責
務
を
負
っ
た
部
分
に
関
係
す
る
。
す
な

わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
法
義
務
な
い
し
法
道
徳
に
関
係
す
る
の
だ
。
同

情
、
慈
善
、
鷹
揚
さ
、
感
謝
、
救
急
業
務
の
よ
う
な
徳
の
義
務
へ

の
違
反
が
許
容
さ
れ
る
と
き
に
人
が
失
望
す
る
一
方
で
、
正
義
の

違
反
に
さ
い
し
て
は
憤
激
と
抗
議
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
正
義
を
請
求
す
る
徳
の
義
務
を
承
認
す
る
こ
と
を
、
ひ
と

は
他
者
に
懇
願
し
、
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
慈
善
が
最
善
で

最
高
次
の
基
準
を
形
作
り
、
連
帯
が
中
間
位
置
を
占
め
る
一
方
で
、

責
務
を
負
っ
た
社
会
道
徳
と
し
て
、
正
義
は
一
緒
に
生
き
る
全
て

の
人
間
の
基
本
的
で
最
高
次
の
基
準
の
地
位
を
持
つ
。

ヘ
ッ
フ
ェ
が
ミ
ル
の
模
範
に
的
確
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ま
ぎ

れ
も
な
い
。
ヘ
ッ
フ
ェ
に
よ
れ
ば
、
正
義
は
確
か
に
我
々
自
身
の
境
遇

の
道
徳
的
観
点
と
全
て
の
道
徳
を
含
意
し
な
い
が
、
し
か
し
規
範
的
と

み
な
さ
れ
て
必
ず
他
者
に
帰
属
す
べ
き
も
の
を
含
意
し
て
い
る
。
正
義

に
つ
い
て
の
問
い
は
、
ヘ
ッ
フ
ェ
に
と
っ
て
も
道
徳
の
揺
る
が
な
い
核

心
部
を
、
す
な
わ
ち
厳
格
に
責
務
を
負
っ
た
部
分
を
形
作
る
の
で
あ
り
、
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そ
の
部
分
が
無
視
さ
れ
る
と
我
々
は
憤
激
し
て
そ
れ
に
気
づ
く
し
、
そ

れ
に
つ
い
て
法
的
な
強
制
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
我
々
は
望
む
の
だ
。
加

え
て
ヘ
ッ
フ
ェ
は
、
我
々
の
正
義
感
が
他
の
道
徳
的
感
情
か
ら
際
立
っ

て
区
別
さ
れ
る
と
い
う
信
念
を
明
確
に
ミ
ル
と
共
有
し
て
い
る（
7
）。

そ
れ
で
も
、
ヘ
ッ
フ
ェ
一
人
だ
け
が
こ
の
立
場
に
あ
る
の
で
は
決
し

て
な
い
。
ミ
ル
の
概
念
分
析
の
更
な
る
例
と
し
て
、ペ
ー
タ
ー
・
コ
ラ
ー

が
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
、
現
存
の
わ
ず
か
な
意
味
論
的
な
探

求
の
う
ち
の
一
つ
で
、
正
義
概
念
を
次
の
よ
う
に
性
格
づ
け
て
い
る

（K
oller

﹇2001

﹈,22

）。

正
義
は
、
全
体
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
従
っ
て
道
徳

4

4

、
す
な
わ
ち
人

間
の
行
為
の
尺
度
と
方
針
の
集
合
の
一
部
を
形
作
っ
て
い
る
。
そ

の
尺
度
と
方
針
に
つ
い
て
我
々
は
、
そ
れ
ら
が
一
般
的
で
上
位
の

妥
当
性
を
有
し
、
ゆ
え
に
あ
ら
ゆ
る
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
追
従

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
正
義
は
、
第

一
に
対
人
で
の
振
る
舞
い
に
関
係
し
、
第
二
に
高
度
に
拘
束
力
を

持
っ
た
道
徳
的
要
請
を
対
象
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
、
疑
い
な

く
道
徳
の
内
部
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
正
義

は
、
従
っ
て
相
互
の
要
求
と
拘
束
力
、
人
間
の
権
利
と
義
務
を
根

拠
づ
け
る
道
徳
的
要
請
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
（
強
調
は
原
著
者

に
よ
る
）。

コ
ラ
ー
に
お
い
て
も
、
正
義
は
道
徳
の
揺
る
が
な
い
核
心
部
、
す
な
わ

ち
対
人
で
の
振
る
舞
い
に
お
い
て
高
度
に
拘
束
力
を
持
つ
も
の
を
徴
づ

け
て
い
る
。
傑
出
し
た
例
の
一
覧
を
挙
げ
続
け
る
た
め
だ
が
、
似
た
よ

う
な
発
言
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゴ
ゼ
パ
ト
に
見
出
さ
れ
る
。
ゴ
ゼ
パ
ト

が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
彼
も
ま
た
「
正
義
の
定
義
」

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
正
義
は
、
道
徳
的
要
求
が
向

け
ら
れ
る
状
態
を
打
ち
立
て
維
持
す
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
」

（G
osepath

﹇2004

﹈,48

）。
ゴ
ゼ
パ
ト
に
お
い
て
は
、
な
お
他
の
こ
と

が
加
わ
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
正
義
と
い
う
語
の
意
味
を
よ
り

正
確
に
「
適
切
さA

ngem
essenheit

」（G
osepath

﹇2004

﹈,44

）
と

し
て
分
析
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
平
等
主
義Egalitarism

us

と
い
う
意
味

で
規
定
す
る
。
正
義
は
、「
さ
し
あ
た
り
道
徳
的
な
適
切
さ
の
原
理
に

一
致
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
人
が
、
道
徳
的
規
範

に
応
じ
て
そ
の
人
の
状
況
や
環
境
に
従
っ
て
、
ゆ
え
に
そ
の
人
に
道
徳

的
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、
あ
つ
か
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（G

osepath

﹇2004

﹈,48

）。
ゴ
ゼ
パ
ト
に
お
い
て
、
適
格
に
す
る
も
の
は
、
さ
し
あ

た
り
正
義
の
二
つ
の
水
準
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
彼

が
一
つ
目
の
水
準
に
置
い
て
い
る
正
義
の
標
準
規
格
が
、
誰
に
何
が
ど

の
範
囲
で
帰
属
す
べ
き
も
の
を
申
し
立
て
る
一
方
で
、
二
つ
目
の
水
準

で
は
、
つ
ま
り
ゴ
ゼ
パ
ト
が
い
う
よ
う
な
「
道
徳
的
に
よ
り
有
意
義
な

水
準
」
で
は
、
何
が
標
準
規
格
自
体
を
公
正
に
す
る
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
関
心
事
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、
ミ
ル
や
、

ヘ
ッ
フ
ェ
、
あ
る
い
は
コ
ラ
ー
に
お
い
て
話
題
に
な
っ
て
い
な
い
契
機

を
担
ぎ
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
高
い
段
階
の
平
等
主
義
と
い

う
契
機
で
あ
る
。
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
つ
ま
り
、
正
義
の
標
準
規
格

が
不
偏
不
党
の
上
位
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ゴ
ゼ
パ
ト
は
、「
平
等
と
い
う
仮
定
」
に
つ
い
て
語
っ

て
お
り
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
不
平
等
な
分
配
に
対
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す
る
良
い
、
正
当
化
し
う
る
根
拠
が
存
在
す
る
場
合
を
除
い
て
、
つ
ね

に
平
等
な
分
配
は
公
正
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
他
方
で
、
再
び
ミ
ル
、

ヘ
ッ
フ
ェ
、
コ
ラ
ー
と
一
致
し
て
彼
が
強
調
す
る
の
は
、「
正
義
と
請

求
可
能
な
道
徳
の
部
分
」
が
合
流
し
、
最
後
に
は
ミ
ル
の
感
情
の
構
成

要
素
ま
で
も
加
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
こ
の
領
域
に
お
い
て
多

く
の
も
の
は
、
憤
激
、
軽
蔑
、
罪
、
羞
恥
と
い
っ
た
情
動
の
よ
う
な
道

徳
的
制
裁
と
、
そ
れ
に
加
え
て
叱
責
や
非
難
と
い
っ
た
そ
の
情
動
に
適

合
し
た
抗
弁
的
な
発
話
行
為
に
よ
る
矛
盾
し
た
振
る
舞
い
に
反
応
し
て

い
る
」（G

osepath

﹇2004
﹈,73
）（
8
）。

正
義
に
か
ん
す
る
ゴ
ゼ
パ
ト
の
二
つ
の
水
準
の
区
別
は
、
エ
ル
ン
ス

ト
・
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
が
彼
の
後
期
の
著
作
の
多
く
で
発
展
さ
せ

た
モ
デ
ル
と
近
い
関
係
に
あ
る（
9
）。
正
義
は
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ

ト
が
『
レ
テ
ィ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
対
話D

ialog in Leticia

』
の
な
か

で
い
う
に
は
、「
簡
単
に
は
追
加
の
主
題
を
形
成
し
な
い
」
―
―
考
え

ら
れ
て
い
る
の
は
道
徳
に
追
加
し
た
主
題
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
義

は
、
む
し
ろ
「
道
徳
の
統
合
さ
れ
た
成
分
」（Tugendhat
﹇1997

﹈,58

）

で
あ
る
。
ゴ
ゼ
パ
ト
の
よ
う
に
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
も
、
正
義
の

現
象
が
置
か
れ
る
べ
き
第
一
の
場
所
が
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
問
い
、

す
な
わ
ち
具
体
的
な
政
治
的
・
社
会
的
な
正
義
に
つ
い
て
の
問
い
の
た

め
の
メ
タ
規
則
と
し
て
役
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
規
則
の
均
衡
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
。
こ
の
問
い
に
お
い
て
は

じ
め
て
、
個
人
の
具
体
的
な
振
る
舞
い
が
関
心
事
に
な
る
は
ず
だ
。
注

目
す
べ
き
こ
と
に
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
が
、
彼
の
「
倫
理
学
講
義
」

に
て
、「
正
義
に
か
ん
す
る
我
々
の
理
解
に
つ
い
て
の
最
良
の
現
象
学

あ
る
い
は
解
釈
学
は
、「
功
利
主
義
」
の
第
五
章
に
お
け
る
ミ
ル
の
も

の
で
あ
る
」（Tugendhat

﹇1993

﹈, 369 Fn.4

）
と
い
う
と
き
に
は
、

彼
は
明
確
に
ミ
ル
の
肩
を
持
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
彼
は
、
ミ
ル
が
―

―
か
つ
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
同
様
に
―

―
正
義
を
本
質
的
に
消
極
的
な
義
務
の
遵
守
に
制
限
し
た
と
叱
責
し
て

い
る
。
し
か
し
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
は
、
正
義
を
原
則
的
に
刑
法
上

で
強
制
可
能
な
も
の
の
領
域
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
を
、
ミ
ル
と
と
も

に
正
し
い
と
み
な
し
て
い
る
（Tugendhat

﹇1993

﹈, 370

）。

消
極
的
な
義
務
に
背
く
こ
と
を
不
正
義
と
徴
づ
け
る
こ
と
が
、
そ

れ
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
ミ
ル
が
、
こ

こ
に
義
務
に
か
ん
す
る
狭
義
の
概
念
が
出
て
く
る
と
い
う
点
で
正

し
い
。
カ
ン
ト
も
同
様
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
、
消

極
的
な
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
が
刑
法
上
強
制
さ
れ
う
る
と
い
う

こ
と
が
、
消
極
的
な
義
務
に
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
し
か

し
こ
の
こ
と
は
、（
原
則
と
し
て
）
刑
法
上
追
求
可
能
で
あ
る
も
の

を
、
消
極
的
な
義
務
に
と
っ
て
で
は
な
く
、
義
務
の
ク
ラ
ス
の
統

一
体
に
と
っ
て
基
本
的
で
あ
る
と
み
な
す
よ
う
な
考
え
を
抱
か
せ

る
。
例
え
ば
親
が
、
自
分
の
子
供
た
ち
に
対
し
て
自
分
の
積
極
的

な
義
務
に
背
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
刑
法
上
追
求
可
能
で
あ
る
。

ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
が
カ
ン
ト
に
つ
い
て
主
張
す
る
こ
と
は
、
お
そ

ら
く
部
分
的
に
は
正
し
い
が
、
実
質
と
は
関
係
な
い
（
上
記
引
用
の
注

7
参
照
）。
我
々
と
の
連
関
で
重
要
な
の
は
、
彼
も
正
義
概
念
を
法
的

に
強
制
可
能
な
も
の
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
あ
る
。
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
も
、
か
く
し
て
お
お
よ
そ

4

4

4

4grosso 
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ミ
ル
の
概
念
の
伝
統
に
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
さ
ら
な
る
著

者
の
系
列
全
体
が
、
追
加
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る（
10
）。

2
．
正
義
の
意
味
理
論
に
か
ん
す
る
い
く
つ
か
の
考
察

こ
れ
ま
で
、
正
義
の
概
念
領
域
に
つ
い
て
の
意
味
論
的
な
分
析
は
数

少
な
い（
11
）。
し
か
も
そ
れ
ら
の
分
析
の
う
ち
に
は
、
深
刻
な
意
見
の

相
違
が
支
配
し
て
い
る
。
た
だ
少
な
く
と
も
明
ら
か
な
の
は
、
次
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
正
義
は
、
倫
理
学
や
政
治
哲
学
に
お
い
て
、
我
々
の
重

要
な
、
そ
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
規
範
的
な
諸
表
象
の
一
つ
を
形
成

す
る
の
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
あ
る
人
物
が
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
な
ら
、
我
々
は
こ
の
こ
と
を
高
度
に
称
賛
に
値
す
る
特
性
と
み
な
す
。

不
当
な
社
会
的
状
況
、
あ
る
い
は
不
当
な
政
治
制
度
に
我
々
は
憤
慨
す

る
し
、
そ
れ
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
私
に
は
、
我
々
の
日

常
的
な
正
義
の
制
度
が
、
二
つ
の
伝
統
的
な
理
念
の
一
つ
に
依
拠
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
で
我
々
は
、
正
当
な
の
は
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
に
自
身
の
も
の
が
帰
属
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
我
々
が
こ

の
制
度
に
従
う
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
彼
あ
る
い
は
彼
女
が
得

た
も
の
を
、
受
け
取
る
べ
き
だ
し
、
そ
れ
も
メ
リ
ッ
ト
や
利
益
と
い
っ

た
積
極
的
な
意
味
か
、
あ
る
い
は
デ
メ
リ
ッ
ト
や
損
害
と
い
っ
た
消
極

的
な
意
味
で
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
。
他
方
で
し
か
し
我
々
は
、
適
切

な
平
等
と
い
う
理
念
を
考
え
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
正
当
な
の
は
、
同
じ

で
な
い
事
例
を
同
じ
よ
う
に
あ
つ
か
わ
な
い
の
と
同
様
に
、
同
じ
事
例

を
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
根
本
命
題
は
、
プ
ラ
ト
ン

―
―
い
わ
ゆ
る
個
別
記
述
的
な
公
式
―
―
に
さ
か
の
ぼ
り
、
た
い
て
い

ラ
テ
ン
語
の
公
式
で
は
、「
各
人
に
各
人
の
所
有
す
べ
き
も
の
を
」
と

し
て
引
用
さ
れ
る
。
二
つ
目
の
根
本
命
題
は
、
そ
の
根
源
に
お
い
て
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
で
あ
る（
12
）。
今
日
ま
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
理
念
に

よ
っ
て
基
本
的
で
理
論
的
な
二
者
択
一
が
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
間
の
原
理
的
な
違
い
で
あ
る
。
最

初
の
場
合
で
は
、
個
人
に
は
自
身
で
得
た
も
の
が
帰
属
す
る
と
い
う
表

象
に
我
々
は
依
拠
し
て
い
る
。
―
―
詳
し
く
い
う
と
、
個
人
は
特
定
の

メ
リ
ッ
ト
を
得
た
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
負
荷
を
担
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
表
象
で
あ
る
。
人
物
A
に
財
産
が
帰
属
し
、
人
物
B
に

損
失
が
帰
属
す
る
た
め
に
、
A
と
B
の
間
の
比
較
が
か
か
わ
っ
て
い

る
必
要
は
な
い
。
二
つ
目
の
場
合
で
は
、
一
つ
目
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
熟
慮
が
、
特
定
の
社
会
的
な
分
配
の
側

面
を
対
象
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
対
人
関
係
に
お
け
る
比
較
に
も
と
づ

い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
と
き
同
時
に
多
く
の
人
に
関
係
す
る

分
布
状
況
、
例
え
ば
子
供
の
誕
生
日
会
の
参
加
者
で
ケ
ー
キ
の
分
割
を

視
野
に
入
れ
て
判
断
す
る
の
だ
。
人
物
B
が
y
を
得
た
の
で
、
人
物

A
に
、
こ
こ
で
は
x
が
帰
属
し
て
お
り
、
逆
も
し
か
り
で
あ
る
。
財

産
と
負
担
の
分
配
の
理
由
づ
け
は
、
相
互
依
存
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
第
一
の
概
念
の
使
い
方
を
絶
対
的
な
（
す
な
わ
ち
も
っ
ぱ
ら
あ
る
人

物
に
関
係
し
た
）
正
義
概
念
と
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
二
番
目

の
も
の
を
、
関
係
的
な
正
義
概
念
、
す
な
わ
ち
対
人
関
係
的
な
正
義
概

念
と
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
番
目
の
場
合
に
の
み
、
正
義
と
い

う
こ
と
で
不
偏
不
党
の
規
則
の
適
用
、
あ
る
い
は
財
産
と
損
失
の
平
等

な
分
配
を
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

正
義
の
意
味
の
領
野
は
、
名
指
さ
れ
た
二
つ
の
使
用
法
に
よ
っ
て
す

で
に
汲
み
つ
く
さ
れ
て
い
る
の
か
。
当
然
そ
う
で
は
な
い
。
正
義
概
念
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の
意
味
論
は
、
複
合
的
な
問
題
の
領
野
を
提
示
す
る
か
ら
だ
。
我
々
の

日
常
的
な
言
語
使
用
は
、
哲
学
に
か
ん
す
る
概
念
の
使
用
と
同
様
に
多

義
的
な
使
用
の
疑
い
を
引
き
起
こ
す
。
無
関
係
だ
と
し
て
さ
し
あ
た
り

除
外
さ
れ
る
こ
と
は
、
我
々
は
「
正
当
で
あ
るgerecht

」
と
い
う
表

現
を
記
述
的
に
使
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（「
事
象
に
適
っ
て

い
るSachgerecht
」
と
か
「
障
が
い
者
に
適
っ
て
い
るbehinderten-

gerecht

」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
と
同
様
に
）。
重
要
な
の
は
し
か
し
、

規
範
的
な
言
語
使
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
目
に
つ
く
の
は
、
ど
れ
だ
け
多

く
の
異
な
っ
た
対
象
に
、
そ
の
表
現
が
関
係
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か

で
あ
る
。
我
々
の
哲
学
に
か
ん
す
る
言
語
使
用
と
同
様
に
、
我
々
の
日

常
的
な
言
語
使
用
は
、
私
に
は
次
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
少
な
く
と
も
対
象
の
異
な
っ
た
十
個
の
型
に
照
準
が
向
け
ら
れ

て
い
る
。
正
当
で
あ
る
か
不
当
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ

は
（
1
）
人
物
と
そ
の
集
団
を
、
そ
し
て
（
2
）
人
物
の
行
為
、
振
る

舞
い
方
、
態
度
、
そ
し
て
性
格
を
、
さ
ら
に
は
（
3
）
人
物
か
ら
出
て

く
る
判
断
、
評
価
、
査
定
（
人
物
に
か
ん
す
る

4

4

4

4

4

4

4

正
義
の
使
用
形
式
）
を

徴
づ
け
る
。
こ
れ
に
加
わ
る
の
が
、（
4
）
法
律
な
ら
び
に
規
則
と
い

う
手
続
き
を
視
野
に
い
れ
た
概
念
の
使
用
と
（
5
）
社
会
的
な
制
度
、

政
治
的
な
状
態
、
国
家
、
経
済
シ
ス
テ
ム
、
そ
し
て
社
会
秩
序
へ
の
適

用
（
制
度
に
か
ん
す
る

4

4

4

4

4

4

4

用
法
）
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
重
要
な
使
用
形
式

は
、（
6
）
抽
象
的
な
諸
理
論
、
諸
原
理
、
諸
構
想
、
そ
し
て
諸
モ
デ

ル
を
視
野
に
い
れ
た
も
の
（
理
論
に
か
ん
す
る

4

4

4

4

4

4

4

使
用
形
式
）
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
わ
る
の
が
、（
7
）
分
配
の
経
過
や
手
順
、
例
え
ば
競
争
の

手
続
き
や
抽
選
の
手
続
き
を
視
野
に
い
れ
た
使
用
（
手
順
に
か
ん
す
る

4

4

4

4

4

4

4

用
法
）
で
あ
る
。
そ
れ
と
並
ん
で
存
在
す
る
の
が
、（
8
）
我
々
が
交

換
に
さ
い
し
て
の
贈
与
と
返
礼
の
関
係
、
あ
る
い
は
仕
事
に
さ
い
し
て

の
成
果
と
報
酬
の
関
係
、
あ
る
い
は
犯
罪
行
為
に
さ
い
し
て
の
犯
行
と

刑
罰
の
関
係
を
、
正
当
で
あ
る
あ
る
い
は
不
当
で
あ
る
と
徴
づ
け
る
さ

い
の
使
用
で
あ
る
。
我
々
は
さ
ら
に
、
正
義
概
念
を
ご
く
普
通
に

（
9
）
ス
ポ
ー
ツ
競
技
、
応
募
の
手
続
き
、
歴
史
的
な
発
展
の
結
果
に

対
し
て
、
あ
る
い
は
人
間
の
人
生
全
体
の
運
命
的
な
過
程
に
対
し
て
も

用
い
て
い
る（
結
果
に
関
係
し
た

4

4

4

4

4

4

4

用
法
）。
さ
ら
に
そ
れ
と
同
系
な
の
は
、

（
10
）
分
配
の
状
態
を
視
野
に
い
れ
た
正
義
概
念
の
使
用
、
と
り
わ
け

万
物U

niversum

の
あ
ら
ゆ
る
状
態
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
こ
の
状

態
が
、
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
的
に
要
求
す
る
権
利
の
あ
る
も
の
と
み
な
し

て
い
る
生
物
に
関
係
す
る
範
囲
で
の
万
物
の
あ
ら
ゆ
る
状
態
に
関
係
し

た
正
義
概
念
の
使
用
で
あ
る
（
状
況
に
関
係
し
た

4

4

4

4

4

4

4

用
法
）。
ひ
と
が
本

来
の
意
味
で
正
当
で
あ
る
あ
る
い
は
不
当
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
の
は
、

対
象
の
ど
の
ク
ラ
ス
な
の
か
。
そ
れ
は
分
配
す
る
人
物
、
分
配
す
る
諸

制
度
、
抽
象
的
な
分
配
理
論
、
分
配
の
手
順
、
分
配
の
結
果
、
あ
る
い

は
分
配
の
状
態
な
の
か
。
私
に
は
、
こ
こ
で
は
分
配
の
状
態
と
い
う
観

点
に
優
位
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
我
々
が
人
物
、
政

治
的
な
秩
序
、
諸
理
論
を
、
つ
ね
に
こ
の
観
点
を
視
野
に
い
れ
て
正
当

で
あ
る
と
名
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

状
況
に
関
係
し
た
用
法
の
優
位
に
対
す
る
私
の
論
証
は
、
か
く
し
て

次
の
通
り
で
あ
る
。
我
々
が
何
か
を
正
当
で
あ
る
あ
る
い
は
不
当
で
あ

る
と
特
徴
づ
け
る
た
び
に
、
そ
の
さ
い
に
暗
黙
の
裡
に
財
産
と
損
害
の

適
切
な
分
配
の
状
態
に
か
ん
す
る
表
象
に
関
連
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
人
物
は
、
正
当
な
行
為
、
規
則
、
あ
る
い
は
制
度
を
生
み

出
す
と
き
、
す
な
わ
ち
最
終
的
に
正
当
な
状
態
に
配
慮
し
て
い
る
ま
さ
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し
く
そ
の
と
き
に
、
正
当
で
あ
る
と
か
不
当
で
あ
る
と
か
み
な
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
行
為
、
規
則
、
制
度
が
正
当
な
状
態
を
も
た
ら
す
か
、
そ

れ
を
満
た
す
ま
さ
し
く
そ
の
と
き
に
、
そ
れ
ら
を
我
々
は
そ
れ
ら
の
側

か
ら
正
当
で
あ
る
と
徴
づ
け
る
。
同
じ
こ
と
が
、
政
治
や
哲
学
か
ら
出

て
く
る
諸
理
論
、
諸
原
理
、
諸
構
想
に
も
当
て
は
ま
る
。
人
は
、
容
易

に
反
対
の
検
証
が
で
き
る
し
、
他
の
情
勢
を
前
も
っ
て
よ
く
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
あ
る
人
物
が
不
当
な
分
配
の
理
論
を
考
え
出
し
た
な
ら

ば
、
そ
の
人
物
は
不
当
な
の
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う

の
も
、
確
か
に
性
格
の
欠
損
の
ほ
か
に
認
知
的
な
欠
如
が
あ
り
う
る
か

ら
で
あ
る
。
諸
制
度
が
正
当
な
人
物
を
生
み
出
す
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は

正
当
な
の
か
。
我
々
は
、
こ
の
こ
と
を
確
実
に
、
正
当
な
諸
制
度
の
第

一
の
課
題
と
み
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
の
私
の

帰
結
に
よ
れ
ば
、
正
義
に
か
ん
す
る
意
味
論
は
、
単
な
る
「
家
族
的
類

似
」
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
指
摘
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
正
義
に
か
ん

す
る
意
味
論
は
、
焦
点
と
な
る
次
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

様
々
に
異
な
る
用
法
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
状
況
に
関
係
し
た
使
用
に
帰

着
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
適
切
で
あ
ろ
う
と
不
適
切

で
あ
ろ
う
と
分
配
の
状
態
は
、
第
一
の
指
示
対
象R

eferenzobjekt
で

あ
り
、
そ
の
状
態
へ
と
全
て
の
使
用
形
式
が
一
へ
向
か
っ
て

4

4

4

4

4

4pros hen

関
係
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る（
13
）。

状
況
に
関
係
し
た
用
法
が
基
本
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
立
証
に

よ
っ
て
、
関
係
を
示
す
正
義
概
念
は
、
絶
対
的
な
使
用
法
に
対
し
て
優

位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ

ら
く
そ
の
よ
う
に
論
証
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
考
量
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
絶
対
的
な
用
法
も
ま
た
こ
の
結
果

と
両
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
的
な
用
法
の

擁
護
者
は
、
正
当
な
世
界
が
一
つ
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
で
あ
ら

ゆ
る
人
間
が
自
分
の
も
の
を
保
持
す
る
、
し
か
も
他
者
が
保
持
す
る
も

の
や
保
持
し
な
い
も
の
に
関
係
な
く
保
持
す
る
と
主
張
で
き
る
世
界
で

あ
る
。
事
情
が
ど
う
で
あ
れ
、
明
ら
か
な
の
は
、
私
の
意
味
論
的
な
分

析
が
ミ
ル
の
提
題
に
対
抗
す
る
二
つ
の
さ
ら
な
る
考
量
へ
と
導
く
こ
と

で
あ
る
。
一
方
で
ミ
ル
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
な
言
語
使
用
と
関
係
的

な
言
語
使
用
の
間
の
区
別
に
相
当
す
る
よ
う
な
も
の
が
何
も
見
出
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、
道
徳
の
核
心
部
に
か
ん
す
る
問

い
を
形
成
す
る
も
の
が
、
本
当
に
適
切
で
あ
ろ
う
と
不
適
切
で
あ
ろ
う

と
財
産
と
損
害
の
分
配
の
状
態
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
疑
わ

れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
重
要
な
点
に
私
は
、
す
ぐ
に
戻

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
さ
し
あ
た
り
、
概
念
史
に
か
ん
す
る
所
見
を
も
う
一
つ
述
べ

て
お
こ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
正
義
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
討
議

に
お
い
て
は
、
主
に
制
度
倫
理
的
な
問
い
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

反
し
て
、
そ
れ
よ
り
古
い
理
論
の
歴
史
を
一
瞥
す
る
こ
と
で
次
の
こ
と

を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
古
代
と
中
世
の
哲
学
者
の
多
数
は
、
正
義
を

一
次
的
に
人
物
の
性
質
と
し
て
、
つ
ま
り
人
物
の
も
つ
徳
と
し
て
、
さ

ら
に
換
言
す
る
な
ら
、
財
産
と
負
担
の
適
切
な
分
配
す
る
、
あ
る
い
は

個
人
の
責
務
を
正
し
く
割
り
当
て
る
習
慣
的
な
能
力
と
し
て
把
握
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
次
的
な
意
味
で
は
、
正
義
が
た
び
た

び
制
度
倫
理
の
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
通
例
は
、
そ
の
さ

い
に
正
当
な
公
職
人
、
正
当
な
支
配
者
、
正
当
な
市
民
を
か
な
り
の
度

合
い
で
関
心
事
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
人
物
本
位
の
意
味
合
い
を
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も
っ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
正
義
の
主
題
は
、
前
近
代
で
は
よ
り

個
人
倫
理
の
枠
内
で
取
り
扱
わ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
近
代
や
現
代
で
は

制
度
倫
理
の
地
平
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
と
、
お
お
よ
そ

4

4

4

4

確
実
か
つ
的

確
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

あ
る
何
ら
か
の
意
味
で
、
制
度
倫
理
的
な
見
方
は
、
個
人
倫
理
的
な

見
方
よ
り
優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
物
が
正

当
な
状
態
、
規
則
、
理
論
を
生
み
出
す
と
き
に
、
そ
の
人
物
を
―
―
す

で
に
示
し
た
よ
う
に
―
―
つ
ね
に
正
当
で
あ
る
と
ば
か
り
名
づ
け
る
で

あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
正
義
と
い
う
人
物
の
性
質
を

近
代
の
よ
う
に
な
お
ざ
り
に
す
る
の
も
問
題
が
あ
る
。
こ
の
側
面
を
脇

に
お
く
な
ら
ば
、
我
々
の
生
活
世
界
に
お
け
る
正
義
の
理
解
の
本
質
的

な
部
分
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
特
に
そ
う
す
る
こ
と
で
、
個

人
の
正
義
感
を
過
小
評
価
し
、
有
意
義
な
人
物
の
理
想
像
を
無
視
す
る

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
仕
方
で
、
社
会
の
道
徳
的
基
盤
へ
の
問
い
を
無

視
す
る
の
で
あ
る
。
動
機
の
背
景
と
し
て
の
正
義
に
対
し
て
の
不
十
分

な
代
案
は
、協
力
す
る
た
め
の
準
備
体
制
を
、戦
略
的
に
慎
重
に
メ
リ
ッ

ト
を
希
求
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
し
て
刑
罰
に
よ
る
制
裁
圧
力
を
通

じ
て
、
動
機
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
（
こ
こ
で
ミ
ル
に

よ
っ
て
狭
め
ら
れ
た
概
念
理
解
が
特
に
明
瞭
に
示
さ
れ
る
。
と
い
う
の

も
彼
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
）。
そ
し
て
最

終
的
に
、
純
粋
に
制
度
倫
理
的
な
シ
ナ
リ
オ
の
な
か
で
は
、
正
義
を
補

足
し
、
文
脈
づ
け
す
る
の
に
役
立
つ
、
公
正
さ
の
要
素
で
あ
る
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
的
な
エ
ピ
エ
ケ
イ
ア
〔
平
等
さ
〕
が
欠
け
て
い
る
だ
ろ
う
。

エ
ピ
エ
ケ
イ
ア
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
制
度
的
な
手
順
を

意
味
に
そ
く
し
て
拡
張
し
、
状
況
、
人
物
、
そ
し
て
事
象
に
適
っ
た
仕

方
で
使
用
す
る
能
力
、
ゆ
え
に
好
意
の
原
則

4

4

4

4

4

、
つ
ま
り
寛
容
と
好
意
に

か
ん
す
る
原
則
を
通
じ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
文
脈
に
敏
感
な

kontextsensitive

判
断
力
で
あ
る
。

同
様
に
近
代
の
行
為
主
体
に
は
、
コ
ス
モ
ス
に
適
っ
た
正
義
と
い
う

伝
統
的
な
表
象
が
欠
け
て
い
る
。
私
が
思
う
に
は
、
こ
こ
で
そ
れ
が
時

代
遅
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
は
、
確
か
に
簡
単
に
は
当
た
ら
な
い
。

例
え
ば
、
我
々
が
社
会
国
家
的
な
分
配
と
い
う
課
題
の
領
域
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
コ
ス
モ
ス
に
反
す
る
不
正
義

と
い
う
表
象
を
必
要
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
例
え
ば
、
身
体
障
が
い
が
職

業
的
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
あ
ら
わ
す
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
均

一
化
す
る
に
値
す
る
コ
ス
モ
ス
に
反
す
る
不
正
義
と
み
な
し
て
い
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
特
に
生
来
の
恵
ま
れ
た
素
質
、
例
え
ば
実
践
的
な
知

能
や
商
才
に
国
家
的
な
才
能
税
を
課
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、

我
々
に
は
そ
れ
ほ
ど
一
義
的
に
は
思
え
な
い
。
明
白
に
、
我
々
の
直
観

は
哲
学
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
コ
ス
モ
ス
に

適
っ
た
正
義
と
い
う
表
象
は
、
我
々
が
人
間
に
起
因
す
る
の
み
な
ら
ず
、

物
理
的
な
損
害
あ
る
い
は
物
理
的
な
財
産
（
よ
り
一
般
的
に
い
う
と
、

損
害
と
負
担
あ
る
い
は
財
産
と
優
遇
の
生
来
の
分
配
）
を
道
徳
的
に
関

係
し
た
現
象
と
み
な
す
か
ぎ
り
で
、
意
義
を
も
つ
。
次
の
よ
う
な
極
端

な
場
合
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
誰
か
が
、
一
般
的
な

機
会
の
平
等
を
割
り
当
て
る
た
め
の
国
家
的
に
制
御
さ
れ
た
遺
伝
工
学

的
な
特
長
操
作
計
画M

erkm
alplannung

は
、
正
義
に
よ
る
切
迫
し
た

指
令G

ebot
で
あ
る
、
と
い
う
提
題
を
支
持
し
て
い
る
と
。
翻
っ
て
誰

か
が
、
あ
ら
ゆ
る
病
気
、
障
が
い
、
あ
る
い
は
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
な

い
こ
と
は
、
そ
れ
が
ふ
り
か
か
っ
た
人
間
の
個
人
的
な
運
と
み
な
さ
れ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に
あ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

正
義
概
念
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
支
持
さ
れ
て
き
た
統
一
し
た
基
本

的
で
意
味
論
的
な
見
解
は
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
次
の
8
つ
で
あ

る（
14
）。

（
a
）
平
等
と
し
て
理
解
さ
れ
た
正
義
（
平
等
を
目
指
す
正
義
）

（
b
） 

公
平
さ
、
不
偏
不
党
、
手
続
き
あ
る
い
は
規
則
が
同
形
で
あ

る
こ
と
と
し
て
の
正
義
（
手
順
に
か
ん
す
る
正
義
）

（
c
） 

贈
与
と
返
礼
が
均
等
で
あ
る
こ
と
と
し
て
の
正
義
（
交
換
可

能
な
、
あ
る
い
は
交
換
に
か
ん
す
る
正
義
）

（
d
） 

関
連
す
る
第
三
者
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
デ
メ
リ
ッ
ト

や
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
均
一
化
す
る
こ
と
と
し
て
の
正
義

（
補
正
的
な
正
義
）

（
e
） 

成
果
あ
る
い
は
功
績
に
よ
る
賞
与
と
し
て
の
正
義
（
功
績
に

か
か
わ
る
正
義
）

（
f
） 

犯
罪
的
行
為
と
刑
罰
が
均
等
で
あ
る
こ
と
と
し
て
の
正
義（
報

復
的
あ
る
い
は
刑
罰
に
か
ん
す
る
正
義
）

（
g
） 

過
程
と
結
果
の
均
等
、
行
為
と
結
果
と
し
て
の
境
遇
が
均
等

で
あ
る
こ
と
と
し
て
の
正
義
（
結
合
的
な
正
義（
15
））

（
h
） 

生
来
の
財
産
と
負
担
を
適
切
に
分
配
す
る
こ
と
と
し
て
の
正

義
（
生
来
の
あ
る
い
は
宇
宙
的
な
正
義
）

（
a
）、（
b
）、（
c
）
の
表
象
は
、
明
白
に
関
係
的
な
言
語
使
用
に
帰

属
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
正
当
で
あ
る
と
か
不
当
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
の
は
、
他
者
が
受
け
取
る
も
の
と
比
較
し
て
、
何
を
ど
れ

ほ
ど
帰
属
さ
せ
た
ま
ま
に
す
る
の
か
で
あ
る
。
他
の
用
法
、
す
な
わ
ち

（
d
）
か
ら
（
h
）
は
、
関
係
的
に
あ
る
い
は
絶
対
的
に
理
解
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
誰

か
が
第
三
者
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
を
被
っ
た
な
ら
ば
、
彼

は
（
c
）
を
前
提
と
す
る
と
こ
れ
に
対
し
て
適
切
に
補
償
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
比
較
可
能
な
補
償
事
例
に
お
け
る
標
準
に
従
っ
て
い
る
場
合

で
も
、
そ
れ
と
は
独
立
し
て
い
る
場
合
で
も
そ
う
で
あ
る
。
誰
か
が
何

か
を
得
た
な
ら
ば
、
我
々
は
（
e
）
に
従
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
人
自

身
の
成
果
へ
の
視
野
を
持
っ
て
、
あ
る
い
は
他
の
人
々
へ
の
割
り
当
て

と
比
較
し
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。

お
そ
ら
く
い
ま
や
ゴ
ゼ
パ
ト
は
、
正
義
に
つ
い
て
の
二
つ
の
最
も
重

要
な
解
釈
が
唯
一
の
基
本
的
な
語
義
に
、
す
な
わ
ち
適
切
さ
に
還
元
す

る
と
い
う
上
記
の
見
解
に
か
ん
し
て
正
し
い
だ
ろ
う
。
関
係
的
な
正
義

の
場
合
で
は
、
対
人
に
か
ん
す
る
適
切
さ
の
原
則
が
関
心
事
に
な
る
だ

ろ
う
し
、
絶
対
的
な
正
義
の
場
合
で
は
、
個
人
に
関
係
し
う
る
、
他
の

何
ら
か
の
財
産
あ
る
い
は
価
値
理
論
に
基
づ
く
適
切
さ
の
議
論
が
関
心

事
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
正
義
は
、
様
々
に
異
な
っ
た
（
関
係

的
な
あ
る
い
は
絶
対
的
な
）
関
連
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
考
慮
し
た
適
切
さ

で
あ
ろ
う
。
私
は
、
こ
の
見
解
が
全
く
も
っ
て
魅
力
的
で
あ
る
と
考
え

る
。
正
義
に
よ
っ
て
我
々
の
規
範
的
な
直
観
の
中
心
が
名
指
さ
れ
る
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
意
義
あ
る
も
の
で
あ
り
さ
え
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

提
題
が
当
て
は
ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
ど
う
で
も
よ
い
。
提
題
に

よ
っ
て
、
正
義
が
中
心
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
適
切
さ
に
か
ん
す

る
二
つ
の
異
な
っ
た
理
解
が
、
著
し
く
互
い
に
異
な
っ
た
ま
ま
で
あ
る

こ
と
も
変
わ
ら
な
い
。
根
本
に
お
い
て
は
し
か
し
、
二
つ
の
根
本
意
義

の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
統
一
を
同
定
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ほ

ど
重
要
で
は
な
い
。
は
る
か
に
重
要
な
の
は
、
我
々
の
規
範
的
な
語
彙
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の
内
部
の
ど
こ
に
正
義
を
位
置
づ
け
る
べ
き
か
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ

る
。〔
続
〕

【
註
】

（
1
） 
ミ
ル
以
前
に
お
け
る
、
似
た
よ
う
な
概
念
の
使
用
は
、
例
え
ば

す
で
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。『
道
徳
感
情
論
』

に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
は
正
義
（justice

）
と
慈
善
（beneficence

）
を
、

強
制
し
う
る
成
果
と
い
う
意
味
と
自
由
意
志
か
ら
出
て
く
る
成
果
と

い
う
意
味
で
、
互
い
に
対
照
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
示
唆
に
つ
い
て
は
、

ノ
ー
ベ
ル
ト
・
ア
ン
ヴ
ァ
ン
ダ
ー
氏
に
感
謝
す
る
。

（
2
） 

J.S. M
ill, D

er U
tilitarism

us. Ü
bersetzung, A

nm
erkungen und 

N
achw

ort von D
. B

irnbacher, Stuttgart 1985, S.83 f.

か
ら
引
用
。

（
3
） 

同
書S.86

（
4
） 

同
書S.91 f.

（
5
） 

ミ
ル
の
理
論
に
つ
い
て
、
例
え
ば
リ
ン
デ
ー
ル
の
啓
蒙
的
な
論

文
を
参
照
。

（
6
） 

ミ
ル
は
、
我
々
の
正
義
の
表
象
の
決
定
的
に
重
大
な
二
つ
の
構

成
要
素
と
し
て
、「
ひ
と
り
あ
る
い
は
複
数
の
人
間
が
侵
害
さ
れ
る
こ

と
と
、
侵
害
し
た
張
本
人
が
有
罪
と
み
ら
れ
る
請
求
」（
同
書S.92

）

を
記
述
し
て
い
る
。

（
7
） 

管
見
の
限
り
、
ヘ
ッ
フ
ェ
は
正
義
自
体
の
彼
の
使
用
を
、
ミ
ル

で
は
な
く
、
カ
ン
ト
の
法
道
徳
と
徳
の
道
徳
の
対
置
に
由
来
さ
せ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
私
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
カ
ン
ト
は
、
こ
の
連
関
に
お
い
て
正
義
に
つ
い
て
語
っ
て
い

な
い
。
第
二
に
カ
ン
ト
は
、
完
全
義
務
を
決
し
て
法
道
徳
と
等
置
し

て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
に
と
っ
て
法
的
に
強
制
可
能
な
義
務

は
、
適
切
な
道
徳
的
動
機
を
必
要
と
せ
ず
、
単
な
る
「
適
法
性
」
や

合
法
性
（『
法
論
』
六219

参
照
）
を
必
要
し
て
い
る
一
方
で
、
完
全

義
務
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
外
的
に
す
ぎ
な
い
追
従
、
す
な
わ
ち
真

正
な
道
徳
的
動
機
以
上
の
も
の
を
要
請
す
る
（『
基
礎
づ
け
』
四422

脚
注
の
「
内
的
な
完
全
義
務
」
の
話
題
を
参
照
）。

（
8
） 

ゴ
ゼ
パ
ト
は
、『
平
等
な
正
義
』（2004

）
に
お
い
て
、
平
等
は

正
義
の
包
括
的
概
念
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
至
る
。
さ
ら
に
彼
は
、

平
等
が
正
義
と
い
う
概
念
の
非
歴
史
的
で
一
般
に
分
配
さ
れ
る
革
新

的
な
意
義
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
う
強
力
な
仮
定
を
主
張
し
て
さ
え

す
る
。
こ
の
驚
く
べ
き
提
題
の
背
景
は
、
そ
の
よ
う
な
核
と
な
る
不

変
の
意
義
な
し
に
、
道
徳
に
か
ん
す
る
討
議
や
政
治
に
か
ん
す
る
討

議
に
お
け
る
正
義
の
役
割
を
説
明
で
き
る
と
い
う
熟
慮
で
あ
る
。
私

に
は
、
こ
の
こ
と
が
、
正
義
の
概
念
史
を
み
る
と
明
ら
か
に
間
違
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（H

orn/Scarno

﹇2002

﹈
参
照
）。

（
9
） 

ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
は
、
四
つ
の
比
較
的
短
い
文
献
の
な
か

で
、
哲
学
的
な
正
義
論
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の
哲
学
的

な
正
義
論
が
比
較
的
簡
潔
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
し
く
重
要
な

貢
献
を
問
題
に
し
て
い
る
。
―
―
く
わ
し
く
い
う
と
、
そ
れ
は
そ
の

事
象
的
な
関
連
性
に
関
係
し
、
そ
し
て
著
者
自
身
が
（
私
が
思
い
違

い
を
し
て
い
な
け
れ
ば
）
規
範
に
か
ん
し
て
の
問
い
に
つ
い
て
思
案

す
る
た
め
に
そ
の
正
義
論
に
認
め
て
い
る
意
義
を
視
野
に
収
め
て
い

る
。
と
り
わ
け
『
レ
テ
ィ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
対
話
』（1997

）
で
は
、

わ
ず
か
な
ペ
ー
ジ
で
包
括
的
な
正
義
論
の
素
描
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

例
え
ば
、『
正
義
と
徳
に
向
け
て
』（1996

）
に
お
い
て
、
普
遍

的
に
妥
当
な
法
の
原
則
の
領
野
を
正
義
と
し
て
理
解
す
る
O
・
オ
ニ
ー

ル
を
参
照
。
R
・
フ
ロ
ス
ト
が
正
義
を
、
政
治
的
な
共
同
体
の
市
民

の
間
で
要
請
さ
れ
う
る
特
定
の
も
の
と
し
て
規
定
す
る
と
き
に
は
、

ロ
ー
ル
ズ
と
ミ
ル
の
伝
統
を
一
定
程
度
結
び
付
け
て
い
る
の
だ
。
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（
11
） 

こ
れ
は
、
特
に
・Tugendhat

﹇1993

﹈、K
rebs

﹇2000

﹈、K
oller

﹇2001

﹈、H
orn/Scarno

﹇2002

﹈、G
osepath

﹇2004

﹈
が
そ
う
で
あ
る
。

（
12
） 

プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
第
四
巻433a8 ff./ 586e

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
『
政
治
学
』
第
三
巻
十
二
章1282b14-22

参
照
。

（
13
） 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
第
4
巻
第
2
章
参
照
。

（
14
） 
最
も
重
要
な
個
々
の
立
場
に
つ
い
て
は
、H

orn/Scarno

﹇2002

﹈

を
参
照
。

（
15
） 

こ
の
表
現
は
、J. A

ssm
ann

﹇1990

﹈
に
由
来
す
る
。
そ
の
表
現
は
、

ア
ス
マ
ン
に
お
い
て
支
配
的
な
宇
宙
の
正
義
秩
序
と
い
う
古
代
エ
ジ

プ
ト
の
表
象
を
徴
づ
け
て
い
る
。
正
義
（
マ
ア
ト
〔
古
代
エ
ジ
プ
ト

に
お
け
る
正
義
を
司
る
女
神
〕）
は
、
そ
の
さ
い
に
行
為
と
結
果
と
し

て
の
境
遇
の
厳
密
な
結
び
つ
き
を
保
証
す
る
。
そ
の
結
び
つ
き
は
、

宇
宙
的
・
宗
教
的
な
水
準
を
、
道
徳
的
な
次
元
や
政
治
的
・
法
的
な

次
元
と
同
様
に
包
含
し
て
い
る
。


