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市
民
が
自
分
の
身
分
や
属
性
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
な
対
話
に

よ
っ
て
思
考
を
深
め
る
哲
学
対
話
だ
が
、
す
で
に
日
本
で
も
全
国
各

地
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
評
を
読
ま
れ
て
い
る
方
々
も
自
由

な
対
話
に
関
心
を
も
ち
、
参
加
を
検
討
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
あ
る
い
は
、
す
で
に
参
加
し
て
お
り
、
対
話
の
難
し
さ
を
実
感

さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
を
紹
介
し
て
い
る
私
自
身
、
こ
れ
ま

で
幾
度
か
哲
学
対
話
に
参
加
し
て
お
り
、
対
話
の
進
行
役
を
務
め
た

こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
喜
ば
し
い
体
験
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
困

難
や
失
敗
も
経
験
し
た
こ
と
は
、
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私

の
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
、
本
書
は
、
哲
学
対
話
の
可
能
性
を
理
解

し
な
お
す
と
と
も
に
、
困
難
や
失
敗
を
乗
り
越
え
る
う
え
で
、
大
き

な
助
け
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
本
書
が
、
哲
学
対
話
に
か
ん
す

る
多
様
な
論
点
や
実
践
の
方
法
を
、
と
り
わ
け
網
羅
的
に
論
じ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
を
論
じ
る
執
筆
者
の
ほ
と
ん
ど

は
、
日
本
に
お
い
て
哲
学
対
話
を
主
導
し
実
践
し
て
き
た
方
々
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
熟
練
し
た
実
践
者
に
よ
る
経
験
の
総
括
を
読
み

【
図
書
紹
介
】
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本
書
の
構
成
を
示
す
な
ら
ば
、
序
章
は
導
入
部
と
し
て
、
哲
学
対

話
の
定
義
や
歴
史
を
論
じ
て
い
る
。
第
二
章
は
、
学
校
教
育
で
の
実

施
や
地
域
の
問
題
の
解
決
、
自
分
の
悩
み
と
向
き
合
う
こ
と
な
ど
、

哲
学
対
話
の
目
的
と
方
法
と
を
論
じ
て
い
る
。
第
三
章
は
、
対
話
の

進
め
方
や
記
録
の
仕
方
、
題
材
な
ど
、
哲
学
対
話
の
具
体
的
な
実
践

方
法
を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
四
章
は
、
こ
れ
は
類
書
に
見
ら
れ

な
い
内
容
だ
が
、
哲
学
対
話
に
な
じ
み
が
な
い
人
の
た
め
に
、
知
っ

て
お
き
た
い
哲
学
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
概
説
し
て
く
れ
て
い
る
。
最

後
に
第
五
章
は
、
哲
学
対
話
を
め
ぐ
る
海
外
の
現
状
や
関
連
す
る
書

籍
を
紹
介
し
て
い
る
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
本
書
を
貫
く
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
人
生
を
よ
り
よ
い
も
の
と
し
、
自
分
が
属
す
る
組
織
や
社

会
を
よ
り
優
れ
た
も
の
と
す
る
、「
対
話
の
力
」
へ
の
信
頼
で
あ
る
。

そ
の
「
対
話
の
力
」
に
、
私
も
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

と
い
う
の
は
、
停
滞
し
続
け
る
日
本
社
会
を
変
え
る
可
能
性
が
、

人
々
の
自
由
で
平
等
な
対
話
の
な
か
に
あ
る
と
、
私
が
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
の
啓
蒙
論
を
称
賛
す
る
意
図
も
な
け
れ

ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
論
を
繰
り
返
す
意
図
も
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
れ
で
も
哲
学
対
話
は
、
日
本
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
優
れ

た
可
能
性
を
含
ん
だ
活
動
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

哲
学
対
話
を
経
験
し
た
人
間
の
一
人
と
し
て
、
多
く
の
人
々
が
本
書

を
紐
解
き
、
積
極
的
に
対
話
に
参
加
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
紹
介

の
文
章
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。


