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報
告

「
ア
ジ
ア
的
」

な
る
も
の
に
つ
い
て

1

1

ア
ジ
ア
の
人
権
・
権
利
概
念
理
解
の
前
提
と
し
て

序

東アジア文化と近代法

近
年
、
日
本
の
法
学
界
に
お
い
て
も
ア
ジ
ア
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
つ

(
1
)
 

て
お
り
、
こ
れ
と
と
も
に
ア
ジ
ア
法
に
関
す
る
論
考
も
増
え
て
き
て
い
る
。

当
然
に
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
の
ア
ジ
ア
に
関
す
る
理
解
・
言

説
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
多
く
に
一
つ
の
共
通
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は
西
欧
で
発
展
し
た
方
法
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
一
種
の
普
遍
主
義

と
も
い
う
べ
き
傾
向
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
ア
ジ
ア

を
分
析
す
る
場
合
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
超
え
る
ア

ジ
ア
法
理
解
の
た
め
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

安

田

之

筆
者
は
、
ア
ジ
ア
法
の
理
解
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
原
国
家
↓

固
有
法
↓
共
同
法
理
↓
共
同
社
会
、
植
民
地
国
家
↓
移
入
法
↓
市
場
法

理
↓
経
済
社
会
お
よ
び
開
発
国
家
↓
開
発
法
↓
指
令
法
理
↓
政
治
社
会
と

い
う
三
つ
の
国
家
、
法
及
び
法
理
と
い
う
類
型
な
ら
び
に
こ
の
法
理
類
型

が
基
軸
と
な
る
社
会
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
を
操
作
す

る
こ
と
に
よ
り
ア
ジ
ア
な
い
し
非
西
欧
諸
国
の
法
の
概
念
は
比
較
可
能
な

も
の
と
し
て
設
定
で
き
る
と
考
え
、
こ
の
枠
組
み
の
中
で
ア
ジ
ア
法
の
全

(2) 

体
像
の
理
解
に
努
め
て
き
た
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
法
に
か
か
わ
る
概
念
を
操
作
す
る

こ
と
に
よ
り
ア
ジ
ア
に
接
近
す
る
と
い
う
方
向
と
は
逆
に
、
政
治
・
国
家
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料

の
構
造
の
中
で
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
を
概
念
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
ら
の
諸
国
の
法
な
い
し
法
制
度
を
支
え
る
社
会
的
な
い
し
文
化
的
構

造
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ア
ジ
ア
と
い
う
概

念
そ
の
も
の
が
漠
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
謀
題

設
定
の
仕
方
に
強
い
懐
疑
の
念
が
表
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

日
本
国
有
の
問
題
と
し
て
は
、
「
ア
ジ
ア
主
義
」
、
「
近
代
の
超
克
論
」
や

「
大
東
亜
共
栄
圏
」
な
ど
ア
ジ
ア
に
ま
つ
わ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
現
実

に
は
ア
ジ
ア
侵
略
と
い
う
悲
惨
な
結
末
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
苦
渋
に
満

(
3
)
 

ち
た
過
去
を
い
ま
だ
払
拭
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
ジ
ア
の

固
有
性
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
近
年
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
指
導
者
に
よ
る
「
ア

(
4
)
 

ジ
ア
的
価
値
」
(
〉
宮
口
〈
包
E
m
)

の
唱
導
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
も
す

れ
ば
、
政
府
に
よ
る
人
権
抑
圧
の
容
認
を
正
当
化
す
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ

ク
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
一
九
八

0
年
代
末
か
ら
本
格

化
す
る
ソ
連
・
東
欧
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
と
い
う
現
象
を
一
方
の
極
に

お
い
て
い
る
。
西
欧
自
由
主
義
国
家
は
宿
敵
社
会
主
義
体
制
の
自
滅
を
前

に
し
て
、
改
め
て
自
由
主
義
の
正
統
性
と
そ
の
核
と
も
い
べ
き
人
権
の
普

遍
的
性
格
を
確
認
し
、
そ
の
実
現
を
世
界
的
な
理
念
と
し
て
掲
げ
る
に
い

た
っ
た
。
他
方
の
極
に
は
、
こ
の
期
間
先
進
諸
国
の
経
済
停
滞
と
社
会
主

義
体
制
の
凋
落
と
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
急
速
な
経
済
成
長
を
と
げ

資

つ
つ
あ
っ
た
東
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
の
存
在
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
諸
国
の
多
く
は
、
開
発
独
裁
や
権
威
主
義
体
制
と
称
さ
れ
る
独
自

の
強
権
的
な
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
お
り
、
人
権
の
保
障
を
求

め
る
西
欧
諸
国
の
厳
し
い
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

東
ア
ジ
ア
諸
国
が
西
欧
特
に
ア
メ
リ
カ
の
人
権
外
交
に
対
抗
す
る
た
め
の

レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
主
張
し
た
の
が
「
ア
ジ
ア
の
道
」
(
〉
包
自
宅
ミ
)
で

あ
り
、
「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
で
あ
る
。

「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
の
言
説
そ
の
も
の
は
、
こ
の
経
緯
が
物
語
る
よ
う

に
、
定
義
す
ら
困
難
な
ジ
ャ

l
ゴ
ン
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ア
ジ
ア
的
価
値
が
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
成
立
し
て
い
る
根
拠
に
は
、
そ
こ

に
住
む
人
々
の
間
に
そ
の
特
性
を
認
め
、
か
つ
そ
れ
に
共
感
し
て
い
る
と

(
5
)
 

い
う
事
実
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
と
い

う
用
語
を
避
け
、
あ
え
て
よ
り
暖
味
な
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
と
い
う

一
請
を
使
用
し
た
理
由
は
、
直
接
的
に
は
、
ア
ジ
ア
的
価
値
な
る
語
に
含
ま

れ
る
価
値
的
な
い
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
を
払
拭
し
、
ひ
と
ま
ず
「
ア

ジ
ア
的
な
る
も
の
」
と
い
う
よ
り
漠
た
る
地
点
か
ら
問
題
を
設
定
し
た
い

(6) 

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
に
み
ら
れ
る
漠

た
る
概
念
を
明
確
に
す
る
努
力
の
中
で
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
支
え
る
構

(
7
)
 

造
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
の
理
解
の
前
提
と
し
て
、
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東アジア文化と近代法

ア
ジ
ア
的
価
値
の
言
説
に
対
し
て
積
極
的
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
井
上

達
夫
の
論
考
を
検
討
す
る
。
か
れ
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立
場

か
ら
、
サ
イ

l
ド
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
議
論
を
敷
桁
さ
せ
な
が

ら
、
こ
の
言
説
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
し
か
し
、
筆
者
に
は
、
井
上
が
リ

ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立
場
か
ら
ア
ジ
ア
的
価
値
を
め
ぐ
る
言
説
の

批
判
を
精
綴
に
展
開
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
両
者
間
の
神
々
の
闘
争
と
も
い

う
べ
き
対
話
不
能
な
対
立
状
況
を
深
刻
化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
ア
ジ
ア
的
価
値
論
に
対
す
る
本
質
的
な
批
判
に
は
な
り
え
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
的
価
値
論
の
本
質
的
な
批

判
の
た
め
に
は
、
政
治
的
ジ
ャ

l
ゴ
ン
と
も
い
う
べ
き
こ
の
言
説
の
脆
弱

な
論
理
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
そ
れ
に
共
鳴
す
る
ア

ジ
ア
の
社
会
・
文
化
構
造
(
筆
者
は
そ
れ
を
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
と

名
づ
け
て
い
る
)
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
で

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
ア
ジ
ア
的
価
値
論
」
が
西
欧
諸
国
に
よ
る
民
主

主
義
と
人
権
の
普
遍
化
に
対
抗
し
、
こ
れ
ら
の
諸
国
の
非
民
主
主
義
的
抑

圧
体
制
を
正
当
化
す
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
国
の
抑
圧
体
制
を
支
え
る
構
造
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
い
か
な
る
起
源
を
も
つ
の
か
、
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
ば

そ
れ
は
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
と
い
か
に
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
第
一
章
の
課
題
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
家
と
権
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て

歴
史
的
素
描
を
試
み
る
こ
と
が
、
第
二
章
の
課
題
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
以

下
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
現
代
ア
ジ
ア
国
家
の

抑
圧
的
性
格
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
西
欧
諸
国
に
よ
る
植
民
地
化

の
過
程
で
強
制
さ
れ
た
植
民
地
国
家
と
い
う
疑
似
近
代
的
国
家
に
そ
の
起

源
を
お
き
、
さ
ら
に
独
立
後
植
民
地
支
配
の
後
進
性
を
脱
却
す
る
た
め
に

国
家
の
役
割
を
肥
大
化
さ
せ
た
開
発
国
家
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
抑
圧
的
性
格
自
体
は
、
本
稿
で
い
う
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も

の
」
と
は
直
接
的
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
代
ア
ジ
ア
国
家
の
抑

圧
的
性
格
を
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
と
し
て
正
当
化
す
る
ア
ジ
ア
の
指

導
者
に
は
明
ら
か
に
論
理
の
す
り
替
え
が
存
在
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
す
り
替
え
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

ま
ず
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
家
権
力
の
問
題
に
つ
い
て
、
植
民
地
化
以
前

の
ア
ジ
ア
の
原
国
家
期
に
お
け
る
権
力
の
あ
り
方
を
中
心
に
検
討
す
る
。

原
国
家
に
あ
っ
て
は
、
(
国
{
永
)
権
力
は
専
制
的
と
さ
れ
る
王
権
と
村
落

を
中
心
と
す
る
共
同
体
と
い
う
ほ
ぼ
無
関
係
な
二
つ
の
領
域
で
分
有
さ
れ

て
お
り
、
主
権
は
、
暴
力
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
西
欧
の
思
想
家
が
特

徴
づ
け
た
よ
う
な
「
専
制
的
」
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

(
8
)
 

さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
及
び
そ
れ
を
支
え
る
社
会
は
、
西
欧
近
代
社

会
の
基
本
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
個
人
主
義
と
は
対
極
的
な
集
団
的
な
い

北法52(2・177)607



し
共
同
主
義
的
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
代
西
欧
諸
国
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
植
民
地
支
配
は
、
当
然
に
王
権
を
廃

止
あ
る
い
は
形
骸
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
観
と
し
て
は
近
代
国
家
に
擬

せ
ら
れ
る
擬
似
近
代
国
家
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
生
み
出
し
た
。
他
方
、

共
同
体
を
軸
と
す
る
社
会
編
成
の
あ
り
か
た
(
筆
者
は
こ
れ
を
個
人
主
義

に
対
す
る
共
同
主
義
と
呼
ぶ
)
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
擬
似
近
代
国
家
た

る
植
民
地
国
家
が
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
「
近
代
化
」
の
波
に
よ
り
変

容
を
迫
ら
れ
な
が
ら
も
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
た
。
植
民
地
国
家
は
、
民
族

運
動
を
経
て
独
立
を
達
成
し
た
後
、
開
発
国
家
と
し
て
独
自
の
国
家
形
成

を
行
っ
た
。
こ
の
国
家
形
成
の
過
程
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
開
発

国
家
は
、
決
し
て
前
近
代
的
な
国
家
で
は
な
く
て
、
明
ら
か
に
近
代
な
い

し
現
代
の
西
欧
先
進
諸
国
の
国
家
に
対
応
す
る
極
め
て
現
代
的
な
国
家
で

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
植
民
地
国
{
永
か
ら
開
発
国
家

の
過
程
で
の
ア
ジ
ア
国
家
概
念
の
変
容
が
、
第
三
章
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

こ
の
変
容
の
中
に
あ
っ
て
、
原
因
家
期
か
ら
脈
々
と
し
て
息
づ
い
て
い
る

「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
す
な
わ
ち
共
同
主
義
は
、
一
般
に
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
単
に
抑
圧
的
な
開
発
国
家
を
支
え
て
い
る
価
値
と
し
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
国
家
に
対
抗
し
、
開
発
国
家
の
あ
り
方
を
問
い
続
け

る
原
理
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
は
、

料資

一
九
九
0
年
代
以
降
グ
ロ

i
パ
リ

ゼ
l
シ
ヨ
ン
と
い
う
市
場
化
の
嵐
の
な
か
で
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
い
ま

だ
ア
ジ
ア
社
会
の
結
合
を
確
保
す
る
う
え
で
も
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
過
程
で
、
そ
れ
は
、
先
進
諸
国
に
お
け
る

N
G
O
運

動
に
み
ら
れ
る
反
市
場
主
義
あ
る
い
は
社
会
的
結
合
の
強
調
と
い
う
大
き

な
流
れ
と
合
流
す
る
と
い
う
傾
向
を
見
せ
つ
つ
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
ア

ジ
ア
的
な
る
も
の
」
は
、
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
と
い
う
世
界
的
な
規

模
で
の
市
場
の
暴
力
に
抗
し
て
世
界
各
地
で
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
社
会

原
理
と
共
鳴
し
な
が
ら
、
二
十
一
世
紀
の
新
し
い
普
遍
的
な
原
理
の
形
成

に
対
し
て
も
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
本
稿
の

結
論
で
あ
る
。

北法52(2・178)608

「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
の
意
味

l
l
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
逆
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
の
交
錯
の
中
で

「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
と
は
繰
り
返
す
よ
う
に
漠
た
る
概
念
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
法
と
い
う
比
較
的
確
固
と
し
た
概
念
と
関
係
せ
し
め
る
た
め

に
は
、
法
概
念
そ
の
も
の
を
い
わ
ば
脱
構
築
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
課
題

と
な
り
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
は
法
概
念
の
類
型
化
を
含
む
一
定
の
概
念

を
作
り
出
す
作
業
を
不
可
欠
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
法
の
認
識
方
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法
に
つ
い
て
は
す
で
に
千
葉
一
九
九
八
が
積
極
的
な
方
法
論
を
展
開
し
て

い
る
し
、
筆
者
も
、
法
、
法
理
、
国
家
お
よ
び
社
会
と
い
う
レ
ベ
ル
で
そ

れ
ぞ
れ
三
つ
の
類
型
概
念
を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
む

し
ろ
法
の
前
提
と
さ
れ
る
実
体
的
な
面
で
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
を
求

め
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
概
念

(9) 

が
、
そ
の
対
極
に
「
西
欧
」
と
い
う
世
界
を
想
定
し
て
い
る
以
上
、
こ
の

両
者
間
に
あ
る
地
理
的
・
文
化
的
な
対
比
と
い
う
視
点
は
不
可
欠
の
も
の

と
な
る
。
井
上
達
夫
が
「
二
項
対
立
」
と
い
う
言
葉
を
持
っ
て
批
判
す
る

よ
う
に
、
こ
の
対
比
の
し
か
た
を
め
ぐ
っ
て
は
普
遍
主
義
の
視
点
か
ら
厳

し
い
批
判
も
存
在
し
う
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
価
値
に
か
か
わ

る
現
象
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
一
方
の
視
点
を
普
遍
化
な
い
し
優
位
化
す

る
こ
と
に
よ
り
他
者
を
無
視
な
い
し
論
難
す
る
と
い
う
方
法
よ
り
は
、
と

り
あ
え
ず
二
項
対
立
的
な
価
値
の
相
克
の
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の

う
え
で
対
立
す
る
価
値
に
内
在
す
る
構
造
的
な
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
そ

こ
か
ら
二
項
対
立
を
超
え
る
よ
り
普
遍
的
な
価
値
を
構
想
す
る
こ
と
の
方

(
印
)

が
生
産
的
で
あ
る
と
考
え
る
。

ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や
へ

i
ゲ
ル

の
ア
ジ
ア
論
が
あ
る
し
、
ま
た
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
で
も
「
ア
ジ

(
日
)

ア
的
生
産
様
式
論
」
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
論
争
を
呼
ん
だ
。
こ
こ
で
は
ア

ジ
ア
理
解
の
前
提
と
し
て
、
サ
イ

1
ド
が
指
摘
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

の
理
解
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
井
上
達
夫
(
井
上
一
九
九
九
)
が
そ
こ
か

ら
導
く
倒
錯
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
一
種
の
逆
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
を
検
討
し
、
そ
の
底
流
に
あ
る
価
値
二
冗
論
な
い
し

文
化
絶
対
主
義
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
逆
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

サ
イ

l
ド
は
、
そ
の
著
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
中
で
、
現
在
の
支

配
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
西
欧
の
ア
ジ
ア
さ
ら
に
非
西
欧
世
界
に
対
す

る
認
識
は
、
普
遍
性
を
装
い
な
が
ら
認
識
す
る
西
欧
の
側
の
偏
光
し
た
眼

に
映
る
い
わ
ば
自
己
の
影
の
部
分
を
反
映
し
た
虚
像
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

こ
と
を
暴
露
し
、
そ
こ
に
お
け
る
西
欧
中
心
主
義
的
構
造
を
明
ら
か
に
し

た
。
こ
の
指
摘
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ

が
植
民
地
支
配
と
い
う
権
力
構
造
の
中
で
知
の
権
力
と
し
て
制
度
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ

と
も
、
彼
が
具
体
的
な
対
象
と
し
た
地
域
は
ア
ラ
ブ
・
中
東
と
い
う
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
東
側
に
隣
接
す
る
地
域
で
あ
り
、
研
究
分
野
も
こ
の
地
域
を
取

り
扱
う
オ
リ
エ
ン
ト
学
と
も
い
う
べ
き
民
族
学
や
人
類
学
の
領
域
に
限
ら

れ
て
お
り
、
本
稿
が
課
題
と
す
る
法
学
を
含
む
社
会
科
学
的
知
に
つ
い
て

は
直
接
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
言
説
は
そ
の
視
野

を
超
え
て
、
西
欧
世
界
の
非
西
欧
世
界
へ
の
知
的
理
解
を
支
え
る
パ
ラ
ダ

I 

jじ法52(2・179)609



キヰ

イ
ム
に
対
す
る
包
括
的
な
批
判
と
し
て
、
非
西
欧
諸
国
の
研
究
者
の
み
な

(ロ)

ら
ず
、
西
欧
諸
国
の
非
西
欧
研
究
者
に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

井
上
は
、
サ
イ

i
ド
の
議
論
を
さ
ら
に
進
め
、
ア
ジ
ア
的
価
値
論
者
の

言
説
を
、
サ
イ

l
ド
の
批
判
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論
を
倒
錯
さ
せ
た

い
わ
ば
逆
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
批
判
の
組
上
に
載
せ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
ア
ジ
ア
的
価
値
に
関
す
る
言
説
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が

内
包
す
る
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
二
項
対
立
を
そ
の
ま
ま
引
き

ず
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
ア
ジ
ア
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め

て
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
欧
米
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
た

め
に
押
し
付
け
た
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
に
帰
還
し
、
ア
ジ
ア
の
内
部
的
多
様
性

と
内
発
的
変
成
力
を
自
ら
の
手
で
隠
蔽
す
る
」
(
井
上
一
九
九
九
、
三
九
)

も
の
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
ア
ジ
ア
的
価
値
の
言
説
は
い
わ
ば
レ
ト

リ
ッ
ク
と
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
論
理
は
強
固

な
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
の
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
は
論
者
に
よ
っ
て

(
日
)

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
ア
ジ
ア
的
価
値
論
が
、
井
上
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
内
部
的
多
様
性
を
隠
蔽
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て

構
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
言

説
は
ア
ジ
ア
の
諸
国
家
が
直
面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
し
て
抑
圧
的

に
対
処
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
む

資

し
ろ
そ
こ
で
は
ア
ジ
ア
各
国
の
多
様
な
固
有
性
を
論
拠
と
し
て
欧
米
諸
国

の
普
遍
的
な
人
権
論
を
一
元
的
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
お
り
(
文
化
相

対
主
義
て
そ
の
限
り
で
は
、
多
元
的
な
立
場
を
表
明
し
て
い
る
か
ら
で

(M) 

ホ
γ

。。
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井
上
は
、
国
家
や
民
族
に
か
か
わ
る
ア
ジ
ア
的
価
値
論
の
主
張
を
、
か

な
り
の
紙
幅
を
割
い
て
、
本
来
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
差
別
と
エ
ス

ニ
ツ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
議
論
と
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
て
い

る
(
井
上
一
九
九
九
、
三
九
|
四
一
二
)
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
検
討

の
余
地
な
し
と
し
な
い
。
ア
ジ
ア
的
価
値
論
は
、
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、

第
一
に
、
い
わ
ば
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
よ
り
大
き
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価
値

を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
の
言
説
も
、
こ
れ
ら
の
諸
国
の
経

済
的
成
功
を
背
景
と
し
て
唱
導
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
一
種
の
自
信
の
表

明
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
前
の
新
興
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
異
な

り
、
決
し
て
西
欧
諸
国
に
対
す
る
植
民
地
下
で
の
差
別
や
収
奪
に
対
す
る

被
害
者
と
し
て
の
怨
嵯
の
表
明
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

井
上
に
対
す
る
よ
り
基
本
的
な
疑
問
は
、
ア
ジ
ア
的
価
値
論
が
自
国
の

抑
圧
体
制
を
正
当
化
す
る
た
め
の
虚
偽
的
言
説
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う

え
で
も
、
そ
れ
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
倒
錯
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
井
上
も
同
意
す
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る
よ
う
に
単
な
る
知
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
な
の
で
は
な
く
、
西
欧
に
よ
る
ア
ジ

ア
支
配
と
い
う
権
力
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
的
な

問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
ア
ジ
ア
的
価
値
論
は
、
自
国
の

圧
政
の
正
当
化
(
こ
の
こ
と
を
軽
視
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
)
の
た
め
の

レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
主
張
す
る
の
は
、
せ
い
、
ぜ
い
の
と

こ
ろ
、
西
欧
諸
国
の
主
張
す
る
普
遍
性
が
そ
の
ま
ま
で
は
社
会
、
歴
史
や

文
化
の
異
な
っ
た
ア
ジ
ア
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
い
わ
ば
防
禦
的
な

も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ジ
ア
的
価
値
が
西
欧
に
対
し
て
も
妥
当
し
な
け
れ
ば

(
日
)

な
ら
な
い
普
遍
的
な
価
値
だ
と
は
決
し
て
い
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

井
上
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
国
家
主
権
を
神
霊
化
し
、
ま

た
自
由
に
対
す
る
生
存
権
優
位
を
吹
聴
す
る
こ
と
に
よ
り
個
人
の
人
権
を

抑
圧
し
て
い
る
「
ア
ジ
ア
的
価
値
論
を
唱
え
る
権
威
主
義
的
開
発
国
家
」

(
同
三
四
)
の
指
導
者
の
言
説
で
あ
っ
て
、
こ
の
限
り
で
は
、
彼
の
批
判

が
抑
圧
的
政
治
体
制
批
判
と
し
て
の
説
得
力
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
井
上
が
同
じ
論
文
の
中
で

ア
ジ
ア
的
価
値
論
を
「
価
値
体
制
批
判
」
の
言
説
と
し
て
批
判
す
る
限
り

で
は
、
こ
の
批
判
を
再
逆
転
さ
せ
た
反
論
す
な
わ
ち
「
抑
圧
体
制
こ
そ
こ

れ
ら
の
諸
国
の
発
展
と
と
っ
て
望
ま
し
い
」
と
す
る
一
種
の
開
き
直
り
的

(
日
)

反
論
も
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
井
上
が
広
範
か
つ
精
綴

に
ア
ジ
ア
的
価
値
の
言
説
を
批
判
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
、
結
局
の

と
こ
ろ
「
ア
ジ
ア
的
価
値
論
」
と
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
論
の

ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
い
わ
ば
「
神
々
を
め
ぐ
る
闘
争
」
と
し

て
平
行
線
を
た
ど
る
よ
り
他
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ

マ
令
。

神
々
の
闘
争
を
避
け
て
、
ア
ジ
ア
的
価
値
を
め
ぐ
る
言
説
の
虚
偽
性
と

そ
の
抑
圧
的
性
格
を
根
底
的
に
批
判
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
で
正
当
化
の

論
理
と
し
て
前
提
と
さ
れ
る
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
の
内
実
と
、
そ
れ

を
受
け
入
れ
る
人
々
の
意
識
を
支
え
て
い
る
こ
れ
ら
の
諸
国
の
社
会
・
文

化
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
の
概
念

「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

当
然
に
ア
ジ
ア
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。
ア

ジ
ア
の
概
念
を
地
理
的
・
文
化
的
に
定
義
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
地
球

上
に
明
確
な
境
界
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
常
に
不
明
瞭
さ
を

(
げ
)

と
も
な
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
普
遍
的
な
用
語
と
論
理
を
も

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
社
会
科
学
の
視
点
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的

な
地
域
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
そ
の
普
遍
的
有
効
性
を
否
定
す
る
よ

う
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
井
上
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
西
欧

と
ア
ジ
ア
と
い
う
こ
項
対
立
的
な
議
論
が
し
ば
し
ば
そ
こ
に
み
ら
れ
る
対

E 
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料

立
点
を
固
定
的
に
と
ら
え
、
と
も
す
れ
ば
、
自
己
の
価
値
を
絶
対
視
す
る

と
い
う
偏
狭
な
排
他
主
義
に
陥
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

西
欧
と
ア
ジ
ア
社
会
の
類
型
的
な
差
異
と
し
て
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
と

多
神
教
、
近
代
社
会
と
伝
統
社
会
、
産
業
社
会
と
農
業
社
会
、
個
人
主
義

と
調
和
の
重
視
な
ど
、
ご
く
粗
い
か
た
ち
で
あ
る
と
は
い
え
さ
ま
ざ
ま
な

指
標
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

漠
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
両
者
間
で
の
文
化
類
型
的
な
相
違
を

(

刊

日

)

想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
ア
ジ
ア
と
西
欧
の
社
会
の
類
型
的
相
違
と
し
て
、
ア
ジ
ア
で

は
社
会
が
集
団
的
・
共
同
体
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西
欧

で
は
社
会
は
個
人
を
基
礎
に
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
見
解
を
繰
り
返

(
ゆ
)

し
述
べ
て
き
た
。
ア
ジ
ア
を
共
同
体
に
重
き
を
お
く
社
会
と
み
る
見
解
は
、

し
ば
し
ば
、
ア
ジ
ア
の
権
威
主
義
的
体
制
と
人
権
抑
圧
を
正
当
化
す
る
議

論
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
が
共
同
体
的
に
構
成
さ

れ
て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
人
権
抑
圧
が
日
常

化
し
て
い
る
と
当
然
に
導
き
出
す
こ
と
は
、
人
権
概
念
が
西
欧
伝
統
の
個

人
主
義
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
限
り
、

(
ぬ
)

明
ら
か
に
本
末
転
倒
で
あ
る
。
西
欧
的
な
個
人
主
義
型
社
会
に
お
い
て
人

権
抑
圧
が
あ
り
う
る
の
と
同
様
に
、
共
同
体
的
価
値
を
重
視
す
る
い
わ
ば

共
同
主
義
型
社
会
に
お
い
て
も
は
、
「
人
権
」
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
も
あ

資

り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
の
社
会
が
共
同
体
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
と
し

て
も
、
な
ぜ
ア
ジ
ア
社
会
が
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
発
展
を
と
げ
て
き
た

か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
二
つ
の
解
答
が

用
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
ア
ジ
ア
社
会
は
前
近
代
的
な
も
の
を

残
し
て
い
る
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
西
欧
近
代
の
社
会
に
み
る
よ
う
に

「
個
人
」
が
そ
の
基
本
的
な
単
位
と
し
て
自
立
し
て
い
な
い
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
、
そ
こ
に
お
け
る
西
欧
中
心
の
単
線
史
観
と
い
う

問
題
を
措
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
な
ぜ
個
人
の
自
立
が

確
立
し
た
近
代
社
会
が
西
欧
に
の
み
起
こ
り
、
ア
ジ
ア
に
は
起
こ
ら
な

(
れ
)

か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
の

な
か
で
唯
一
近
代
化
を
と
げ
た
と
さ
れ
る
現
代
日
本
に
お
い
て
も
、
さ
ま

ざ
ま
な
共
同
主
義
的
側
面
が
観
察
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
個
人
主
義
が
近
代

社
会
の
あ
り
方
と
は
必
ず
し
も
不
可
分
な
も
の
と
し
て
リ
ン
ク
し
て
い
る

(
勾
)

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

第
二
の
答
え
は
、
ア
ジ
ア
社
会
の
基
本
的
な
構
造
の
な
か
に
共
同
体
を

重
視
し
、
個
人
の
自
立
を
妨
げ
る
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
す
な
わ

ち
ア
ジ
ア
の
社
会
に
内
在
す
る
文
化
的
特
性
と
し
て
い
て
こ
れ
を
考
え
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
つ
い
て
は
、
西
欧
社
会
に
お

い
て
も
共
同
主
義
的
な
も
の
が
存
在
す
る
以
上
、
そ
れ
を
固
定
的
に
と
ら
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え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
批
判
も
あ
ろ
う
が
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
二
項
対
立
的
視
点
を
超
え
る
た
め
の
第
一
次
的
接
近
と
し
て
は
有
意

味
で
あ
る
と
考
え
る
。

共
同
主
義
を
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
を
表
現
す
る
典
型
と
設
定
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
ア
ジ
ア
の
概
念
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
限
定
す
る
こ
と
が
不

可
欠
と
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
、
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
へ

l
ゲ
ル
の

(
お
)

先
駆
的
業
績
が
あ
る
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
陣
営
で
争
わ
れ
た
「
ア
ジ
ア
的

生
産
様
式
論
」
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ま
た
、
和
辻
哲
郎
の

モ
ン
ス
ー
ン
、
砂
漠
お
よ
び
牧
場
と
い
う
、
ア
ジ
ア
、
中
東
お
よ
び
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
象
徴
す
る
三
つ
の
風
土
類
型
(
和
辻
-
九
七
九
て
さ
ら
に
そ

の
発
展
形
態
と
も
解
釈
で
き
る
梅
梓
忠
夫
の
「
文
明
の
生
態
史
観
」
な
ど

か
ら
漠
た
る
も
の
と
は
い
え
、
文
化
的
な
ア
ジ
ア
の
概
念
を
う
る
こ
と
が

(M) 

で
き
る
(
梅
梓
一
九
七
四
)
。
木
下
毅
は
、
そ
の
近
著
で
、
ア
ジ
ア
と
西

欧
の
対
比
に
つ
い
て
、
野
田
良
之
や
石
田
英
一
郎
に
よ
り
な
が
ら
、
よ
り

一
般
的
に
「
農
耕
民
型
メ
ン
タ
リ
テ
イ
」
と
「
遊
牧
民
型
メ
ン
タ
リ
テ
イ
」

と
い
う
概
念
を
抽
出
し
て
い
る
(
木
下
(
一
九
九
九
)
、
五
九
i
六
二
)
。

し
か
し
、
こ
の
二
分
法
だ
け
か
ら
は
、
西
欧
と
ア
ジ
ア
の
対
比
と
し
て
は

有
効
で
あ
る
に
し
て
も
、
も
う
一
つ
の
範
鴎
で
あ
る
中
東
と
区
別
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
起
源
は
、
確
か

に
ア
ラ
ブ
の
砂
漠
地
帯
で
あ
り
、
そ
の
点
で
こ
の
二
者
は
そ
の
文
明
の
基

礎
の
レ
ベ
ル
で
は
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
せ
よ
、
こ
の
両
者
を

一
つ
の
範
鴎
で
括
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
生
態
的
に
み
て
も
、
西
欧

は
、
砂
漠
と
い
う
言
葉
で
象
徴
さ
れ
る
中
東
(
西
ア
ジ
ア
)
と
は
異
な
り
、

(
お
)

か
つ
て
全
域
に
広
大
な
森
林
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
ほ
ど
早

い
時
期
か
ら
で
は
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
を
開
墾
す
る
こ
と
に
よ
る
農
業

が
発
展
し
て
き
で
い
る
。
こ
の
限
り
で
は
西
欧
も
農
耕
型
社
会
で
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

西
欧
と
ア
ジ
ア
を
分
け
る
の
は
、
農
業
の
性
格
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
欧
の
農
業
が
狩
猟
民
か
ら
転
生
し
た
も

の
で
あ
り
、
か
つ
天
水
依
存
型
の
麦
作
を
中
心
と
す
る
粗
放
農
業
で
あ
っ

て
、
そ
の
生
産
様
式
は
個
人
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
家
族
労
働
に
よ
り
維
持

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
共
同
体
的
結
合
は
そ
れ
ほ
ど
強
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
で
は
、

濯
税
あ
る
い
は
共
同
作
業
を
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
労
働
集
約
型
の
稲
作

農
業
が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
に
、
共
同
体
は
生
産
単
位
と
し
て
も
大
き
な

役
割
を
果
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
共
同
主
義
を
よ
り
深
く
醸
成
し
、
そ

の
結
果
と
し
て
西
欧
の
よ
う
に
は
個
人
の
析
出
が
十
分
に
は
行
わ
れ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
個
人
と
し
て
の
自
立
よ
り
も
、
他
者
と
の
一
体
化

を
通
し
て
の
調
和
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
農
耕
労
働

の
編
成
の
あ
り
方
の
相
違
が
西
欧
の
個
人
主
義
と
ア
ジ
ア
の
共
同
主
義
と
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キヰ

(
お
)

い
う
対
比
を
生
み
出
し
た
基
本
的
な
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ア
ジ
ア
の
概
念
を
モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
と
、

(
幻
)

そ
の
共
同
主
義
的
性
格
を
明
確
に
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

こ
で
い
う
モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
と
は
、
和
辻
の
い
う
三
つ
の
類
型
の
う

ち
の
「
モ
ン
ス
ー
ン
」
と
ほ
ぼ
重
な
り
、
地
理
的
な
ア
ジ
ア
地
域
か
ら
は

か
れ
の
い
う
砂
漠
お
よ
び
梅
梓
の
い
う
乾
燥
地
帯
と
第
一
地
帯
の
西
半
分
、

す
な
わ
ち
中
央
ア
ジ
ア
と
西
ア
ジ
ア
が
除
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
以
後
本
稿
が
想
定
す
る
ア
ジ
ア
と
は
、
地
理
的
に
み
れ
ば
、
イ
ン
ド

亜
大
陸
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
島
興
・
大
陸
部
、
さ
ら
に
は
中
国
南
部
を
縦

断
し
、
朝
鮮
半
島
を
経
て
日
本
列
島
に
い
た
る
広
範
な
地
域
、
す
な
わ
ち

東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
お
よ
び
南
ア
ジ
ア
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
モ
ン

ス
ー
ン
と
い
う
気
候
・
風
土
的
特
徴
と
と
も
に
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
稲

作
を
中
心
と
す
る
農
耕
社
会
的
特
徴
す
な
わ
ち
「
共
同
主
義
」
の
原
基
が

(
お
)

み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

資

こ
の
よ
う
に
し
て
築
か
れ
た
他
者
と
の
一
体
化
を
軸
と
す
る
共
同
性
は
、

以
下
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
を
得
な
が
ら
も
、
現
在
で

(m) 

も
ア
ジ
ア
全
域
に
共
通
す
る
い
わ
ば
普
遍
的
な
価
値
を
形
成
し
て
い
る
。

ア
ジ
ア
原
国
家
に
お
け
る
権
力
の
あ
り
方

法
が
権
力
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ

に
お
け
る
国
家
の
性
格
な
い
し
あ
り
方
は
法
自
体
の
性
格
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ア
ジ
ア
的
国
家
を
い
か
に
理

(
初
)

解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
。
現
代
国
家
に
お
け
る
ア

ジ
ア
的
な
る
も
の
を
探
る
場
合
に
、
ア
ジ
ア
諸
地
域
が
植
民
地
化
さ
れ
、

あ
る
い
は
西
欧
型
の
近
代
化
(
西
欧
化
)
を
強
制
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
あ
り
方
を
そ
れ
以
前
の
伝
統
的
な
原
国
家
の
そ
れ
と
、
西
欧
的
近
代

化
の
過
程
で
創
設
さ
れ
た
植
民
地
国
家
と
い
う
擬
似
近
代
国
家
の
そ
れ
を

区
別
し
て
、
そ
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
原
国
家
の
権
力
を
取
り
扱
う
が
、
そ
れ
は
、

専
制
的
な
王
権
と
そ
れ
か
ら
は
自
立
し
た
共
同
体
権
力
と
い
う
こ
つ
相
矛

盾
す
る
要
素
か
ら
な
る
。
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原
国
家
に
お
け
る
権
力
の
あ
り
方
|
専
制
的
な
王
権

ヘ
l
ゲ
ル
は
、
そ
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』
の
な
か
で
「
東
洋
は
過
去
か

ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
ひ
と
り
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
に
す

ぎ
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ

l
マ
の
世
界
は
特
定
の
人
び
と
が
自
由
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
、
ゲ
ル
マ
ン
世
界
は
万
人
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
史
に
み
ら
れ
る
第
一
の
政
治
形
態
は
専
制
政
治

で
あ
り
、
第
二
が
民
主
制
お
よ
び
貴
族
制
、
第
三
が
君
主
制
で
す
。
」
(
一

I 



七
六
)
と
述
べ
、
共
同
体
か
ら
の
個
人
の
自
立
と
さ
れ
る
歴
史
の
発
展
段

階
を
東
か
ら
西
へ
の
地
理
的
な
移
動
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
ア
ジ
ア
原
国
家
の
理
解
の
仕
方
は
、
そ
の
後
、
「
東
洋
的
専
制
」

(
0
3
3
E
o
gち
ま
ヨ
)
と
し
て
、
西
欧
に
よ
る
ア
ジ
ア
国
家
観
の
基
本

的
な
部
分
を
構
成
し
、
「
万
人
が
自
由
で
あ
る
L

西
欧
諸
国
に
よ
る
こ
れ

ら
の
地
域
の
植
民
地
化
を
正
当
化
す
る
論
理
と
し
て
機
能
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
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そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
国
家
認
識
は
、
そ
の
後

三
O
O
年
を
経
た
現
在
に
お
い
て
も
、
西
欧
の
側
で
の
ア
ジ
ア
諸
国
家
認

識
の
核
の
部
分
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
欧
米
諸
国

か
ら
の
ア
ジ
ア
的
価
値
の
批
判
が
、
常
に
そ
の
強
権
性
な
い
し
権
威
主
義

的
理
解
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
国
家
認
識

を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
東
洋
的
専
制

と
い
う
国
家
認
識
は
、
そ
の
基
礎
を
構
成
す
る
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
と

の
関
係
で
み
れ
ば
、
大
き
な
矛
盾
を
字
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う

な
専
制
的
な
国
家
の
対
極
に
は
「
農
村
共
同
体
」
が
存
在
し
て
い
る
と
し

(
出
)

て
、
こ
の
共
同
体
が
「
そ
れ
自
身
が
一
つ
の
小
世
界
を
形
成
し
て
い
た
」

と
し
た
ら
、
こ
の
自
立
し
た
小
世
界
は
専
制
国
家
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す

る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
の
ひ
と
つ
は
、
ア
ジ
ア
原
国
家
に
お
け
る
「
専
制
」

の
理
解
の
仕
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
筆
者
は
、
ア
ジ
ア
国

家
の
特
質
を
身
分
階
層
的
国
家
(
社
会
)
の
秩
序
観
と
王
権
の
あ
り
方
と

い
う
こ
つ
の
概
念
を
持
っ
て
説
明
を
試
み
た
(
安
田
(
一
九
八
七
)
七
九

八
四
)

0

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
家
な
い
し
そ
れ
を
支
え
る
社
会
は
さ
ま

ざ
ま
な
共
同
体
の
連
合
体
よ
り
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
王
権
さ
ら
に
は

そ
れ
ら
の
聞
の
関
係
は
宗
教
、
儀
式
や
習
慣
に
よ
っ
て
厳
し
く
規
律
さ
れ

て
お
り
、
王
や
皇
帝
と
い
え
ど
も
そ
れ
を
無
視
し
て
「
専
制
的
に
」
振
る

舞
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
王
権
の
概
念
自
体
も
、
首
長
制
と
変
わ
る

と
こ
ろ
の
な
い
東
南
ア
ジ
ア
の
小
ス
ル
タ
ン
固
と
、
長
い
歴
史
と
高
度
に

抽
象
化
さ
れ
た
規
範
さ
ら
に
は
確
立
し
た
官
僚
制
を
擁
し
て
い
る
中
固
な

ど
の
帝
国
を
同
様
に
み
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
は
い
え
、
王
権
は
神

の
直
系
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
権
力
の
行
使
は
極
め
て

神
格
化
な
い
し
倫
理
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
共
通
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
を
権
威
と
権
力
の
関
連
の
仕
方
に
関
し

て
、
若
干
敷
延
し
て
触
れ
て
お
こ
う
。

権
力
が
そ
れ
と
は
別
の
権
威
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
別
に
ア
ジ
ア
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
朕

は
国
家
な
り
」
と
さ
れ
る
絶
対
君
主
制
の
成
立
以
降
の
西
欧
諸
国
家
に
お

い
て
は
、
国
家
に
お
け
る
権
威
と
権
力
の
議
離
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。

近
代
民
主
主
義
国
家
で
は
権
力
は
国
民
の
意
思
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
に
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よ
り
正
当
化
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
思
の
確
認
を
常
時
行
う
こ
と
が
不
可
能

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
実
際
に
は
(
た
と
え
定
期
的
な
選
挙
に
よ
る
洗
礼

を
受
け
る
に
し
て
も
)
権
力
を
有
す
る
存
在
に
よ
っ
て
権
力
自
体
が
正
当

化
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
の
原
国
家
に
お
い
て
は
こ
の
権
力
と
権
威
の

相
互
の
対
抗
関
係
は
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
国
の
権
力
に
お

け
る
王
権
(
道
)
と
覇
権
(
道
)
の
区
別
は
そ
の
権
力
の
正
当
性
を
計
る

基
準
で
あ
っ
た
。
ま
た
天
の
子
と
し
て
の
皇
帝
は
単
な
る
人
的
秩
序
の
み

な
ら
ず
自
然
的
秩
序
も
維
持
す
る
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
失
敗

は
単
な
る
社
会
的
な
も
の
以
上
に
自
然
的
な
効
果
(
災
害
)
を
生
み
出
す

も
の
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
皇
帝
は
こ
の
よ
う
な
権
威
の
根
元
た
る
天
な

い
し
自
然
に
よ
り
そ
の
権
力
を
支
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

権
力
と
権
威
の
分
化
・
対
抗
現
象
は
、
江
戸
幕
府
と
京
都
朝
廷
の
一
種

の
分
業
関
係
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
単
な
る
歴
史
的

現
象
と
し
て
顕
著
に
観
察
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
代
の
法
現
象
の
説

明
に
も
有
効
で
あ
る
こ
と
は
、
出
血
}
3
3ヨ
が
説
得
的
に
論
じ
て
い
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
東
南
ア
ジ
ア
原
国
家
の
セ
ン
タ
ー
の
一
つ
で

あ
る
ジ
ャ
ワ
に
お
い
て
も
、
王
権
が
賢
者
に
よ
り
支
え
ら
れ
、
そ
の
支
持

を
失
っ
た
時
に
衰
退
す
る
と
い
う
構
造
は
、
「
ク
ビ
ジ
ヤ
ク
サ

l
ナ
ン
」

の
概
念
に
そ
く
し
て
、
土
屋
健
治
が
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ

資

で
あ
る
(
土
屋
(
一
九
七
九
)
)
。
こ
の
よ
う
に
、
王
権
が
、
権
力
と
は
別

の
と
こ
ろ
に
あ
る
権
威
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
い
う
構
図
は
、
タ
イ
に

お
け
る
「
正
法
王
」

(
O
R
B
R
a
E
)
の
概
念
に
も
み
ら
れ
る
(
石
井
(
一

九
九
一
)
)
。
さ
ら
に
、
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
王
を
神
と
同
置
す
る
い

わ
ゆ
る
神
王
(
巴
町
〈
臼
ど
と
理
念
に
基
づ
く
ヒ
ン
ド
ゥ
王
権
に
つ
い
て
も
、

王
た
る
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
の
権
威
は
僧
侶
階
級
た
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
よ
り
賦

与
さ
れ
た
と
い
う
構
造
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
(
タ

l
パ
ル
(
一
九
八
六
)
、

四
六
)
0
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こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
王
権
の
あ
り
方
は
、
東
洋
的

専
制
と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
実
際
の
レ
ベ
ル
で
は
限
定
さ
れ

て
お
り
、
決
し
て
王
「
ひ
と
り
が
自
由
で
あ
る
」
と
は
い
え
な
か
っ
た
こ

(
日
以
)

と
を
示
し
て
い
る
。も

う
ひ
と
つ
の
「
く
に
」
と
し
て
の
共
同
体

ア
ジ
ア
的
原
国
家
は
、
東
洋
的
専
制
論
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頂
点
に
は
専

制
的
な
王
権
が
君
臨
し
、
そ
の
対
極
に
は
小
国
家
た
る
村
落
共
同
体
が
強

固
な
自
立
性
を
持
っ
て
存
在
す
る
、
と
い
う
一
見
矛
盾
す
る
構
造
を
呈
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
小
共
同
体
で
は
、
農
業
の
基
盤
で
あ
る
濃
概
シ
ス
テ

ム
を
建
設
・
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
の
管
理
・
経
営
機
構

と
し
て
専
制
王
権
を
必
要
と
し
た
と
い
う
の
が
、
ウ
イ
ッ
ト
フ
オ
|
ゲ
ル

E 



東アジア文化と近代法

の
東
洋
的
専
制
論
の
骨
子
で
あ
る
。
こ
の
見
解
も
、
通
常
の
農
業
労
働
が

村
落
共
同
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
国
家
的
土

地
所
有
か
ら
共
同
体
に
よ
る
土
地
の
総
有
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
、
社
会

学
的
に
は
、
イ
ン
ド
の
ジ
ヤ
ジ
マ
ニ
制
度
な
ど
村
落
共
同
体
内
の
自
給
的

経
済
構
造
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
村
落
共
同

体
の
強
固
な
自
立
性
を
強
調
す
る
方
向
で
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
あ
り
方
な
い
し
共
同
体
と
国
家
と
の
関
係
に
つ

い
て
も
一
般
的
に
述
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
皇
帝
権
を
頂
点
と
し

て
村
落
に
至
る
ま
で
な
官
僚
制
度
が
は
り
め
ぐ
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
明
清

時
代
の
中
園
、
日
本
の
幕
藩
体
制
に
み
る
よ
う
な
分
節
的
な
国
家
構
造
、

カ
l
ス
ト
を
基
底
と
す
る
強
固
な
村
落
結
合
の
う
え
に
そ
れ
と
は
ほ
ぼ
無

関
係
に
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
は
興
亡
し
た
古
代
イ
ン
ド
国
家
の
あ
り
か
た
、

村
落
共
同
体
の
連
合
体
な
い
し
そ
の
儀
礼
的
な
中
心
と
し
て
の
国
家
・
王

権
と
い
う
東
南
ア
ジ
ア
小
固
な
ど
を
あ
げ
る
だ
け
で
も
、
そ
こ
に
共
通
す

る
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
し
か
も
原
国
家
の
構
成
共

同
体
は
こ
の
よ
う
な
村
落
共
同
体
ば
か
り
で
は
な
い
。
都
市
住
民
や
商
人

た
ち
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
の
共
同
体
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
し
、
中
国
や
イ
ン
ド
の
大
都
市
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
の
王
都

(
お
)

に
お
い
て
は
「
外
国
人
」
共
同
体
す
ら
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
多
様
な
共
同
体
の
中
か
ら
あ
え
て
そ
の
共
通
す
る
と
こ
ろ

を
取
り
出
す
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
抽
象
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
共

同
体
は
そ
の
構
成
員
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
た
彼
方
の
首
都
に
本
拠
を

構
え
る
原
国
家
以
上
に
「
く
に
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
交

通
機
関
は
お
ろ
か
道
路
す
ら
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ

の
時
代
に
お
い
て
は
、
個
々
の
村
落
共
同
体
は
孤
立
分
散
し
て
お
り
、
強

度
の
自
給
自
足
経
済
に
依
拠
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
人
々
は
村
の
宗
教

(
そ
れ
は
表
面
上
王
都
で
採
り
入
れ
ら
れ
た
大
宗
教
の
体
裁
を
整
え
て
い

る
と
し
て
も
、
村
の
慣
習
や
伝
統
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
)
の
中
で
結

束
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
生
ま
れ
そ
し
て
死
ん
で
行
っ
た
o

こ
の
共
同
体
は
、

現
代
で
も
多
く
の
諸
国
で
「
ク
ニ
」
と
「
ム
ラ
」
が
同
一
語
で
表
現
さ
れ

(
お
)

る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
「
く
に
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
く
に
」
た
る
共
同
体
は
、
内
部
に
お
い
て
階
層
秩
序
を
生
み
出

し
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
総
じ
て
平
等
主
義
的
で
あ
り
、
か
つ
互
宙
心
的
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
共
同
体
外
部
に
対
し
て
強
い
自
立
性

と
排
他
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
物

一
詰
っ
て
い
る
。
仁
井
田
は
こ
れ
ら
の
村
落
が
強
固
な
自
治
法
を
有
し
て
い

(
お
)

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
で
は
村
内
の
名
望
家

を
中
心
に
自
治
法
と
も
い
う
べ
き
郷
約
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
き

広
範
な
自
治
が
行
わ
れ
て
い
た
。
専
制
国
家
は
、
村
落
共
同
体
が
租
税
を
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支
払
い
、
ま
た
そ
れ
が
王
様
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
村
の

(
お
)

秩
序
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

共
同
体
は
、
ア
ジ
ア
原
国
家
の
不
可
欠
の
構
成
単
位
で
あ
り
、
こ
の
意

味
で
王
権
を
製
肘
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
中
国
や
東
南
ア
ジ

ア
の
王
朝
に
お
い
て
、
既
存
の
王
朝
の
滅
亡
と
新
王
朝
樹
立
に
は
、
こ
の

よ
う
な
共
同
体
な
い
し
そ
の
連
合
体
が
係
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
理
解

さ
れ
う
る
。

資

擬
似
近
代
国
家
に
お
け
る
権
力
の
あ
り
方

植
民
地
国
家
に
お
け
る
権
力
と
民
族
運
動

十
六
世
紀
か
ら
進
展
し
た
西
欧
に
よ
る
ア
ジ
ア
進
出
は
、
十
八

1
十
九

世
紀
を
通
じ
て
西
欧
諸
国
に
お
い
て
急
速
な
発
展
を
遂
げ
る
資
本
主
義
に

よ
り
ま
す
ま
す
加
速
さ
れ
、
二

O
世
紀
の
初
頭
に
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
う

ち
辛
う
じ
て
独
立
を
維
持
し
て
い
た
国
は
、
東
ア
ジ
ア
の
日
本
、
朝
鮮
お

よ
び
清
帝
国
の
他
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
タ
イ
さ
ら
に
ト
ル
コ
の
五
固
に

(
幻
)

過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
植
民
地
化
さ
れ
た
諸
国
は
、
そ
の
程
度
に
差
は
あ
る

も
の
の
、
次
第
に
宗
主
国
た
る
西
欧
諸
国
家
の
そ
れ
に
似
せ
て
作
り
替
え

I 

ら
れ
て
い
っ
た
。
原
国
家
は
こ
の
よ
う
に
し
て
植
民
地
国
家
に
変
容
し
て

(
お
)

行
く
。
そ
こ
で
は
、
主
権
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
主
国
に
属
す
る
も
の
の
、
こ

れ
ら
の
諸
国
は
、
具
体
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
は
宗
主
国
の
そ
れ
に
従
う
も

の
と
な
っ
た
。
植
民
地
国
家
は
宗
主
国
か
ら
送
り
込
ま
れ
て
き
た
総
督
や

知
事
を
頂
点
と
し
て
、
西
欧
型
の
官
僚
制
度
と
司
法
制
度
、
さ
ら
に
は
限

ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
代
議
制
度
ま
で
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
統
治
シ
ス
テ
ム
は
、
共
同
体
連
合
国
家
と
も
い
う
べ
き
原

国
家
の
そ
れ
と
は
完
全
に
異
質
で
あ
っ
た
。
統
治
機
構
は
、
人
的
に
は
そ

の
基
幹
部
が
宗
主
国
人
に
よ
り
独
占
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
法
的
な
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
槌
民
地
支
配
の
必
要
性
か
ら
そ
の
構
成
は
植
民
地
人
が

多
数
を
占
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
明
確
な
国
境
を
有

し
な
か
っ
た
こ
の
地
域
で
も
、
西
欧
宗
主
国
間
の
条
約
に
よ
り
明
確
な
国

境
線
を
ひ
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
西
欧
の
植
民
地
支
配
が
、
そ
の
資
本

主
義
の
要
請
で
あ
っ
た
こ
と
が
物
語
る
よ
う
に
、
植
民
地
国
家
に
お
い
て

も
市
場
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
、
こ
の
結
果
と
し
て
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
伝

統
的
な
国
家
経
済
シ
ス
テ
ム
は
次
第
に
打
ち
壊
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
結
果
、
頂
点
に
お
い
て
は
宗
主
国
に
従
属
す
る
も
の
の
、
外
観
上

は
西
欧
近
代
国
家
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
擬
似
近
代
国
家
と
も
い
う

(
ぬ
)

べ
き
植
民
地
国
家
が
成
立
し
た
。
同
様
に
、
独
立
国
に
お
い
て
も
、
不
平

等
条
約
改
正
や
自
国
の
西
欧
的
近
代
化
を
目
指
し
て
西
欧
的
シ
ス
テ
ム
が

(
相
)

積
極
的
に
導
入
さ
れ
た
。
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原
国
家
の
王
権
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
権
力
構
造
は
、
少
な
く
と
も
制
度



上
は
宗
主
国
モ
デ
ル
の
西
欧
近
代
型
の
そ
れ
に
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ

の
権
力
は
「
未
開
の
民
を
啓
蒙
す
る
」
と
い
う
啓
蒙
主
義
に
よ
っ
て
正
当

化
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
は
る
か
彼
方
の
宗
主
国
の
主
権
に
服
す
る
も
の
で

あ
り
、
本
国
に
あ
っ
て
は
そ
の
主
権
を
構
成
す
る
す
る
と
と
も
に
そ
れ
に

対
す
る
対
抗
と
し
て
の
人
権
主
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
国
民
と
い
う
概
念
は
、

こ
こ
に
は
な
く
そ
の
住
民
(
原
住
民
)
は
基
本
的
に
は
統
治
の
客
体
と
観

念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
植
民
地
国
家
が
擬
似
近
代
国
家
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
理
由
で
あ
る
。
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も
う
一
つ
の
「
く
に
」
と
も
い
う
べ
き
無
数
の
自
治
的
な
共
同
体
は
、

植
民
地
下
で
の
資
本
主
義
の
浸
透
に
よ
り
そ
の
変
改
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

と
は
い
え
、
中
央
に
お
け
る
王
権
や
そ
れ
を
支
え
る
経
済
の
崩
壊
と
は
対

照
的
に
、
近
代
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
対
抗
シ
ス
テ
ム
と
し
て
存
続
し
続
け

る
。
工
業
と
農
業
、
都
市
と
農
村
、
植
民
地
宗
主
国
語
と
現
地
語
と
い
う

近
代
西
欧
と
伝
統
ア
ジ
ア
が
相
互
に
リ
ン
ク
す
る
こ
と
な
く
対
抗
す
る
と

い
う
経
済
、
社
会
お
よ
び
文
化
の
二
重
構
造
も
こ
の
擬
似
近
代
国
家
の
大

き
な
特
質
と
な
る
の
で
あ
る
。

時
代
が
下
が
り
こ
れ
ら
の
植
民
地
国
家
が
西
欧
近
代
国
家
に
近
づ
け
ば

近
づ
く
ほ
ど
、
植
民
地
国
家
と
し
て
の
矛
盾
は
激
化
し
た
。
そ
こ
に
は
植

民
地
下
の
近
代
化
の
中
で
次
第
に
実
力
を
つ
け
て
き
た
原
住
民
中
産
階
級

を
中
心
に
自
治
さ
ら
に
は
独
立
運
動
が
沸
き
上
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

多
く
の
諸
国
で
、
こ
の
運
動
は
、
例
え
ば
イ
ン
ド
の
セ
ポ
イ
戦
争
や
東
イ

ン
ド
の
ア
チ
エ
戦
争
の
よ
う
な
原
国
家
勢
力
の
最
後
の
抵
抗
と
も
い
う
べ

き
植
民
地
反
乱
を
お
け
ば
、
都
市
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
ー
に
よ
っ
て
担

わ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
運
動
の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
帝
国

主
義
段
階
に
入
っ
た
こ

O
世
紀
に
お
い
て
は
、
宗
主
国
は
資
源
や
市
場
の

確
保
を
至
上
命
題
と
し
て
お
り
、
独
立
運
動
を
厳
し
く
弾
圧
し
た
。
半
植

民
地
で
あ
っ
た
中
国
に
お
い
て
も
外
国
勢
力
の
排
除
と
自
国
の
近
代
化
・

民
主
化
さ
ら
に
は
独
立
を
求
め
る
民
族
運
動
が
次
第
に
激
し
さ
を
増
し
て

(
引
)

行
っ
た
。

こ
こ
で
多
く
の
諸
国
に
お
い
て
現
在
非
難
の
的
に
な
っ
て
い
る
戒
厳
令

や
非
常
事
態
や
弾
圧
法
規
な
ど
緊
急
国
家
体
制
の
原
型
が
形
作
ら
れ
て
い

(
幻
)

る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
当
時
西
欧
諸
国
に
お
い

て
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
適
法
手
続
や
人
身
の
自
由
な
ど
の
人
権
保
障
は
、

こ
れ
ら
の
諸
国
に
お
い
て
は
著
し
く
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
所
有
権
の
保
障
や
営
業
の
自
由
な
ど
経
済
的
自
由

権
の
保
障
の
徹
底
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
に
あ
っ
て
は
西
欧

的
な
意
味
で
の
個
人
の
権
利
が
、
そ
の
語
に
含
ま
れ
る
な
ん
ら
か
の
正
義

を
体
現
し
な
が
ら
機
能
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
所
有
権
に
象
徴
さ
れ
る

近
代
的
「
権
利
」
と
は
本
国
人
さ
ら
に
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
現
地
商
人

や
資
本
家
が
自
己
の
利
益
の
極
大
化
の
た
め
に
使
、
つ
魔
法
の
杖
で
し
か
な
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叶ル
l

主
T

(
心
)

か
っ
た
。

資

民
族
運
動
は
個
人
の
政
治
的
自
由
の
前
提
と
し
て
民
族
の
自
由
を
構
想

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
一
次
大
戦
後
「
民
族
の
権
利
」
と
い
う
主
張
が
現

(
付
)

れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
に

お
け
る
民
族
運
動
は
、
商
欧
近
代
の
勃
興
期
に
み
ら
れ
た
も
の
と
は
か
な

り
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
個
人
の
自
由
を
目
指
す
市
民
革
命

を
と
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
民
族
の
独
立
の
た
め
に
は
個
人
の
自
由

を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
民
族
権

優
位
の
思
想
に
は
、
植
民
地
国
家
に
お
け
る
個
人
の
白
白
の
あ
り
方

l

す
な
わ
ち
そ
れ
が
経
済
面
で
は
植
民
地
支
配
者
層
を
潤
し
、
貧
し
い
者
が

よ
っ
て
立
つ
共
同
体
を
破
壊
す
る
に
対
す
る
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
、
私
的
所
有
制
を
止
揚
し
、
国

家
所
有
と
指
令
経
済
を
理
念
と
す
る
社
会
主
義
思
想
が
当
時
民
族
運
動
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
個
人
の
権
利
に

対
す
る
民
族
の
権
利
の
優
位
と
い
う
独
立
後
か
ら
現
在
に
い
た
る
開
発
国

(
M
M
)
 

家
の
権
威
主
義
体
制
の
基
本
的
な
構
図
が
完
成
す
る
。
明
治
期
に
お
け
る

民
権
に
対
す
る
国
権
の
優
位
、
さ
ら
に
人
権
に
対
す
る
国
体
の
優
位
と
い

う
国
家
思
想
も
、
こ
の
意
味
で
は
ア
ジ
ア
の
植
民
地
・
半
植
民
地
諸
国
の

(
必
)

思
想
と
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
ア
ジ
ア
に
あ

っ
て
は
、
民
族
や
国
家
と
い
う
概
念
は
生
成
途
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当

時
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
西
欧
近
代
国
家
理
念
に
お
け
る
国
民
や
国
家
と

一
致
し
て
い
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
に
は
原
国
家
に
お
け
る
王

権
観
と
そ
れ
以
上
に
脈
々
と
息
づ
い
て
い
る
共
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な

(
灯
)

り
合
わ
さ
れ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
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開
発
国
家
に
お
け
る
権
力
の
あ
り
方

第
二
次
大
戦
後
の
米
ソ
冷
戦
体
制
下
で
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
は
独
立
を
達

成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
形
成
に
遇
進
す
る
。
独
立
後
の
諸
国
の
国
家
類

型
は
、
中
国
、
北
朝
鮮
、
北
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
が
歩
ん
だ
社
会
主
義
国
家
と
、

そ
の
対
極
と
し
て
共
産
主
義
を
弾
圧
し
た
台
湾
、
韓
国
、
南
ベ
ト
ナ
ム
、

マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
の
反
共
国
家
、
さ
ら
に
は
そ
の
中
間

に
あ
っ
て
中
立
的
な
道
を
歩
ん
だ
イ
ン
ド
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
分
け
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
国
に
は
、
第
二
次
大
戦
中
の
戦
禍
に
見
舞
わ

れ
た
諸
国
も
多
く
、
そ
う
で
な
く
と
も
国
際
情
勢
を
反
映
し
て
国
内
に
不

安
定
要
因
を
抱
え
て
い
た
。
社
会
主
義
国
家
は
、
一
党
独
裁
と
生
産
手
段

の
国
家
所
有
を
前
提
と
す
る
計
画
経
済
体
制
を
敷
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、

極
め
て
指
令
的
・
強
権
的
な
開
発
国
家
で
あ
っ
た
し
、
反
共
国
家
も
さ
ま

ざ
ま
な
戒
厳
令
や
治
安
立
法
の
も
と
で
の
あ
る
い
は
ク
ー
デ
タ
に
よ
る
裸

の
強
権
支
配
が
日
常
化
し
て
い
た
。
こ
の
傾
向
は
、
一
九
六

0
年
代
に
入

り
、
相
互
の
体
制
が
相
対
的
に
安
定
す
る
に
連
れ
て
、
囲
内
の
経
済
、
社

H 
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会
の
開
発
が
課
題
と
な
り
始
め
た
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
達
成
す
る
た
め

に
極
め
て
強
力
な
行
政
権
を
特
徴
と
す
る
「
開
発
国
家
」
と
も
い
う
べ
き

(
紛
)

国
家
類
型
が
成
立
し
た
。

こ
の
国
家
で
は
、
政
治
、
経
済
お
よ
び
社
会
の
「
開
発
」
を
達
成
す
る

と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
強
権
的
な
権
力
の
行
使
を
正
当
化
さ
れ
る
。

そ
の
権
力
の
行
使
の
具
体
的
な
主
体
は
多
様
で
あ
る
。
社
会
主
義
国
家
に

お
い
て
は
独
立
革
命
運
動
を
担
っ
て
き
た
社
会
主
義
政
党
で
あ
っ
た
し
、

そ
れ
を
力
で
支
え
る
も
の
と
し
て
反
植
民
地
戦
争
期
に
そ
れ
が
育
て
上
げ

た
軍
部
も
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
反
共
国
家
で
あ
っ
た
韓
国
の
場

合
に
は
、
旧
日
本
軍
と
密
接
な
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
軍
部
の
指
導
者
た
ち

が
開
発
独
裁
体
制
を
推
し
進
め
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
開
発
の
父
と
呼
称

さ
れ
た
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
も
日
本
占
領
軍
に
服
務
し
、
対
蘭
独
立
戦
争
で

頭
角
を
現
し
、
独
立
の
父
ス
カ
ル
ノ
が
失
脚
し
た
一
九
六
五
年
の
九
・
三

O
事
件
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
三

O
年
を
超
え
る
長
期
の
開
発
独
裁
政
権
を

掌
握
す
る
に
い
た
っ
た
。
一
九
七
二
年
の
戒
厳
令
布
生
白
か
ら
一
九
八
六
年

の
ア
キ
ノ
草
命
に
よ
り
そ
の
地
位
を
奪
わ
れ
る
ま
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
開
発

独
裁
の
象
徴
的
存
在
で
あ
っ
た
マ
ル
コ
ス
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
学
を
卒
業

(
ぬ
)

し
た
弁
護
士
で
あ
り
ま
た
反
日
ゲ
リ
ラ
の
英
雄
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

開
発
国
家
の
担
い
手
の
多
様
な
出
自
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
開

発
国
家
の
指
導
者
た
ち
は
、
社
会
主
義
に
移
行
し
た
国
々
を
除
き
、
か
つ

て
の
植
民
地
国
家
の
延
長
上
に
国
家
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
た
と
い
う
点

に
お
い
て
は
共
通
す
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
国
の
国
境
線
は
、
独

立
後
も
植
民
地
旧
宗
主
国
の
問
で
定
め
ら
れ
た
そ
れ
が
か
た
く
な
に
遵
守

(ω) 

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
各
国
の
統
治
体
制
に
つ
い
て
も
、
社
会
主
義
諸

国
に
お
い
て
は
ソ
ビ
エ
ト
そ
の
他
の
東
欧
社
会
主
義
諸
国
か
ら
多
く
の
制

度
が
導
入
さ
れ
た
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
か
つ
て
の
植
民
地
国
家
の
そ

(
日
)

れ
を
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
も
、
開
発
国
家
は
、
植
民
地
国
家
の
強
権

的
性
格
を
引
き
継
い
で
い
る
の
み
な
ら
ず
、
不
安
定
な
政
治
状
況
を
抑
止

し
、
政
治
・
経
済
お
よ
び
社
会
の
発
展
を
加
速
さ
せ
る
た
め
に
必
要
不
可

欠
な
も
の
と
し
て
、
権
力
の
集
中
化
・
集
権
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
事
実
は
、
開
発
国
家
が
、
ア
ジ
ア
的
な
も
の
へ
の
回
帰
と
い
う
よ

う
な
固
有
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
開
発
・
発
展
と
い
う

極
め
て
現
代
的
な
要
請
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
内
在
す
る
強
権
体
制
は
、
少
数
の
豊
か
な
西
欧
先
進
諸
国
と

そ
こ
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
貧
困
に
瑞
ぐ
発
展
途
上
国
群
と
い
う
二
極
分
化

と
い
う
国
際
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
発
展
・
開
発
を
加
速
化
さ

(
臼
)

せ
よ
う
と
す
る
国
家
理
念
の
表
現
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
権
力
の
正
当

化
と
し
て
使
わ
れ
る
「
開
発
」
自
体
も
、
そ
の
主
流
に
あ
っ
て
は
、
商
欧

先
進
諸
国
の
発
展
の
経
験
を
な
ぞ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
道
筋
を
パ
タ
ー
ン

化
し
、
そ
れ
を
各
国
の
事
例
に
に
応
用
す
る
と
こ
と
に
よ
り
そ
の
目
的
を
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料

達
成
す
る
と
い
う
性
格
を
払
拭
し
得
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
の
道
具
概
念
も

(
日
)

極
め
て
西
欧
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

と
は
い
え
、
ア
ジ
ア
の
開
発
国
家
が
前
節
で
検
討
し
た
原
国
家
に
基
礎

を
お
く
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
に
無
関
係
に
存
在
し
て
い
た
と
は
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
植
民
地
あ
る
い
は
近
代
化
権
力
に
よ
り
瓦
解
さ
せ
ら
れ
た

原
国
家
の
王
権
思
想
に
つ
い
て
も
、
中
国
や
韓
国
さ
ら
に
は
リ

l
・
ク
ア

ン
・
ユ

l
下
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
み
ら
れ
る
東
ア
ジ
ア
開
発
国
家
に
お
け

る
権
力
の
父
権
的
性
格
は
儒
教
的
な
い
し
天
帝
的
権
力
観
と
し
て
説
明
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
白
石
隆
が
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
の
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
分
析
に
際
し
て
「
官
僚
国
家
」
と
と
も
に
援
用
し
た
「
家
族
国
家
」

概
念
(
白
石
(
一
九
九
六
)
)
は
、
マ
ル
コ
ス
体
制
下
で
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

強
権
体
制
や
王
国
タ
イ
の
開
発
国
家
の
理
解
に
も
有
効
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
開
発
国
家
の
実
体
部
分
に
つ
い
て
は
伝
統
的
共
同
主
義
が
色
濃
く
み

(M) 

ら
れ
た
と
は
い
え
、
「
開
発
」
と
い
う
理
念
そ
の
も
の
は
普
遍
的
な
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

王
権
の
対
極
に
あ
っ
た
ア
ジ
ア
社
会
の
共
同
体
的
性
格
は
、
植
民
地
権

力
に
よ
り
瓦
解
さ
せ
ら
れ
た
王
権
と
は
異
な
り
、
植
民
地
国
家
体
制
の
中

で
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
は
い
え
、
現
在
も
ア
ジ
ア
社
会
の
基
底
的

な
構
造
と
し
て
価
値
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
既
に
述
べ
た
白
石

の
い
う
「
家
族
国
家
」
観
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

資

が
、
そ
れ
が
小
共
同
体
内
の
仲
間
意
識
(
筆
者
の
い
う
共
同
法
理
)
を
基

本
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
は
、

容
易
に
ネ
ポ
テ
イ
ズ
ム
や
政
治
的
腐
敗
の
温
床
に
転
化
す
る
こ
と
は
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
金
融
危
機
後
の
改
革
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
開
発
国
家
の
本
質
は
、
開
発
と
い
う
い
わ
ば
普
遍
的
な
価
値

を
め
ぐ
る
正
当
性
を
担
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
国
民
形

成
や
国
民
経
済
と
い
う
よ
う
な
二
冗
的
な
制
度
の
確
立
を
め
ざ
す
と
い
う

点
に
お
い
て
、
自
立
的
な
構
造
を
有
す
る
多
様
な
伝
統
的
共
同
体
と
は
常

に
対
立
す
る
契
機
を
字
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
と
相
克
の
例
は
、

国
家
的
自
治
に
関
連
す
る
も
の
だ
け
で
も
、
中
国
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
、

イ
ン
ド
に
お
け
る
カ
シ
ミ

l
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
東
チ
モ

l
ル
、
イ
リ

ア
ン
ジ
ヤ
ヤ
や
ア
チ
ェ
な
ど
の
外
島
、
さ
ら
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る

ミ
ン
ダ
ナ
オ
な
ど
枚
挙
に
暇
が
な
い
し
、
よ
り
小
規
模
な
共
同
体
と
国
家

と
の
乳
臨
時
に
つ
い
て
は
ダ
ム
開
発
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
報
告
さ
れ
る
だ
け
で

も
膨
大
な
数
に
上
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
共
同
体
は
開
発
国
家
に
対

し
て
、
そ
の
権
力
の
正
当
性
を
問
、
つ
と
い
う
か
た
ち
で
こ
れ
に
対
峠
し
つ

づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
本
稿
で
は
、
ア
ジ
ア
的
価
値
を
め
ぐ
る
言
説
を
検
証
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
、
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
を
想
定
し
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
は
原

国
家
期
に
醸
成
さ
れ
た
権
力
の
あ
り
方
と
関
係
す
る
も
の
と
と
ら
え
、
そ

こ
に
は
権
威
づ
け
ら
れ
た
王
権
と
自
立
し
た
共
同
体
権
力
と
い
う
こ
つ
の

要
素
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
う
ち
王
権
は
、
植

民
地
国
家
の
段
階
で
近
代
西
欧
的
国
家
権
力
に
替
え
ら
れ
、
独
立
後
も
国

権
の
強
化
と
い
う
方
向
で
植
民
地
国
家
の
擬
似
近
代
国
家
を
補
強
し
た
結

果
、
現
在
の
開
発
国
家
の
理
念
構
造
か
ら
は
重
要
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
権
力
基
盤
と
も

い
う
べ
き
共
同
体
は
、
植
民
地
下
の
資
本
主
義
的
近
代
化
・
市
場
化
の
な

か
で
も
生
き
残
り
、
開
発
国
家
に
よ
る
国
民
国
家
建
設
と
国
民
経
済
の
形

成
と
い
う
強
権
的
な
統
合
・
普
遍
化
の
流
れ
の
中
で
大
き
な
危
機
に
直
面

し
、
そ
れ
に
よ
り
変
容
を
迫
ら
れ
な
が
ら
も
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
て
き

た
。
共
同
体
の
な
か
に
、
そ
の
構
成
員
の
一
体
化
と
い
う
契
機
を
軸
に
彼

ら
が
相
互
に
協
力
し
助
け
合
う
と
い
う
原
理
(
筆
者
は
そ
れ
を
法
理
と
し

て
は
共
同
法
理
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
理
念
的
に
共
同
主
義
と

名
づ
け
て
お
く
)
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
共
同
主
義
は
、

植
民
地
下
で
の
宗
主
国
資
本
主
義
と
い
う
外
部
か
ら
の
、
ま
た
開
発
国
家

体
制
下
に
あ
っ
て
は
、
上
か
ら
の
市
場
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
社
会
に
及
ぼ

す
暴
力
的
影
響
に
抗
し
な
が
ら
、
人
々
の
生
活
を
守
っ
て
き
た
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
地
域
の
一
九
八

0
年
代
の
急
速
な
市
場
化
の
激
し
い
社
会
変
動

の
中
で
、
ア
ジ
ア
の
共
同
主
義
は
大
き
な
解
体
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
。

特
に
東
ア
ジ
ア
地
域
で
は
こ
の
期
間
驚
異
的
な
経
済
成
長
を
記
録
し
、
そ

の
中
で
都
市
化
や
生
活
の
個
人
主
義
化
が
急
激
に
進
行
し
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
実
に
こ
の
よ
う
な
共
同
主
義
と
そ
れ
を
支
え
る
共
同
体
が

(
日
)

解
体
し
始
め
た
そ
の
時
期
に
、
一
九
九
七
年
の
タ
イ
に
お
け
る
金
融
危
機

を
契
機
と
し
て
、
こ
れ
ら
東
ア
ジ
ア
諸
国
は
未
曾
有
の
経
済
危
機
に
見
舞

(
日
)

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
危
機
は
、
お
お
む
ね
ア
ジ
ア
開
発
国
家
の
問
題
点
を
三
点
に
わ

た
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
は
政
治
体
制
と
し
て
の
開
発
国
家
の
問
題

点
で
あ
る
。
開
発
国
家
そ
の
も
の
が
あ
る
種
の
強
権
性
を
前
提
と
し
て
い

る
が
、
こ
の
よ
う
な
指
令
を
軸
と
す
る
経
済
体
制
の
非
効
率
性
は
、
一
九

八
九
年
以
降
の
ソ
ビ
エ
ト
・
東
欧
社
会
主
義
諸
国
の
崩
壊
が
物
語
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
各
国
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
ハ
ル
ト
政

権
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
長
期
独
裁
に
よ
る
政
治
的
腐
敗
が
進
行
し
て
い

た
。
こ
の
危
機
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
民
主
化
が
唱
え
ら
れ
、
か
つ
少

な
く
と
も
制
度
上
は
そ
れ
は
進
展
し
て
い
る
。
一
九
九
七
年
タ
イ
の
憲
法
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4
も

T
4
滞
!

改
正
に
よ
り
極
め
て
民
主
的
な
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
一
九
九
八
年
に
は
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
ハ
ル
ト
体
制
が
政
治
的
視
乱
の
中
で
崩
壊
し
、
一
九
九

九
年
に
は
史
上
初
め
て
の
「
民
主
的
な
」
選
挙
に
よ
り
ワ
ヒ
ド
大
統
領
が

(
m
u
)
 

選
出
さ
れ
た
。

第
二
点
は
経
済
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
今
回
の
危
機

に
際
し
て
は
そ
れ
が
へ
ッ
ジ
・
フ
ァ
ン
ド
な
ど
の
外
資
の
急
速
な
引
き
上

げ
を
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
政
府
監
督
機
関
の
対
応
能
力
の

稚
拙
さ
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
政
府
と
金
融
機
関
あ
る

い
は
金
融
機
関
と
企
業
聞
の
癒
着
が
金
融
バ
ブ
ル
を
生
み
出
し
た
基
本
的

な
要
因
で
あ
る
と
し
て
、
政
策
お
よ
び
金
融
慣
行
の
透
明
性
と
説
明
責
任

(
問
)

性
の
強
化
が
主
要
な
改
革
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
仲
間
や
親

族
結
合
が
企
業
経
済
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
す
ア
ジ
ア
型
共
同
資
本
主

義
か
ら
西
欧
型
市
場
資
本
主
義
へ
の
転
換
が
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
た
め
の
法
整
備

が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
点
は
社
会
領
域
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
多
く
の
諸
国
で
は
、
八

0
年
代
の
高
度
成
長
の
結
果
と
し
て
、
市
場
経
済
化
の
波
の
中
で
貧
し
い

人
々
の
緩
衝
帯
の
役
割
を
果
し
て
き
た
農
村
の
共
同
体
が
最
終
的
に
解
体

し
つ
つ
あ
っ
た
(
自
国
戸
。
2
・∞・

3
唱
∞
)
。
こ
の
危
機
の
結
果
職
を
失
つ

(
印
)

た
人
々
は
路
頭
に
迷
う
よ
り
他
な
か
っ
た
。
こ
の
危
機
を
契
機
に
世
銀
や

資

I
L
O
な
ど
を
中
心
に
し
て
貧
困
対
策
と
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
社

会
安
全
網

(
8
n
E
g
p
q
吉
岡
)
の
構
築
が
叫
ば
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な

理
由
か
ら
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
改
革
の
方
向
を
要
約
す
れ
ば
、
政
治
的
に
は
民
主
化
で
あ
り
、

こ
の
過
程
で
、
開
発
国
家
の
強
権
的
シ
ス
テ
ム
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
タ

イ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
民
主
化
・
分
権
化
の
方
向
で
改
革
さ
れ
ざ
る
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
限
り
、
現
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
直
面
し
て

い
る
よ
う
に
、
辺
境
地
域
の
独
立
と
い
う
動
き
に
よ
っ
て
国
家
は
解
体
の

危
機
に
瀕
す
る
こ
と
と
な
る
。
経
済
面
に
お
い
て
は
、
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l

シ
ヨ
ン
に
対
応
し
て
、
経
済
シ
ス
テ
ム
を
一
層
開
放
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
透
明
性
と
説
明
責
任
性
の
確
保
が
い
わ
ば
世
界
基

準
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
の
企
業
・
経
済

法
さ
ら
に
は
こ
れ
を
支
え
る
司
法
制
度
そ
の
も
の
の
改
革
が
不
可
欠
と

な
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
社
会
面
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
国
家
に
よ
る
社

会
的
安
全
網
の
構
築
と
い
う
方
向
は
、
か
つ
て
の
共
同
体
の
機
能
に
代
位

す
る
と
い
う
点
で
は
、
政
治
・
経
済
面
で
の
民
主
化
・
規
制
緩
和
に
よ
る

国
家
の
退
場
と
は
異
な
り
、
逆
に
国
家
の
機
能
が
拡
大
さ
れ
る
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
、
一
方
で
は
こ
れ
ら
の
社
会
シ
ス
テ

ム
の
民
営
化
も
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
特
に

N
G
O
の
側

か
ら
こ
れ
と
は
異
な
る
共
同
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
の
模
索
も
み
ら
れ
る
。
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筆
者
が
注
目
す
る
の
は
後
者
の
方
向
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
危
機
を
経
た
一
二
世
紀
の
ア
ジ
ア
の
国
家
構
想
は
開
発
国
家
の

そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
を
ポ
ス
ト
開
発
国

家
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
と
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
摘
記
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
国
家
の
役
割
は
ま
す
ま
す
低
下
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
代

わ
っ
て
、
一
方
で
は
新
し
い
電
子
技
術
革
命
を
背
景
に
し
た
多
国
籍
企
業

が
、
経
済
領
域
の
み
な
ら
ず
政
治
・
社
会
領
域
に
ま
で
そ
の
影
響
力
を
増

し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
活
動
の
公
正
さ
は
、
透
明
性
お
よ
び
説
明
責

任
性
と
い
う
積
極
的
な
情
報
開
示
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
企
業
が
利
益
を
め
ぐ
っ
て
市
場
で
競
争
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
以
上
、

効
率
と
い
う
面
で
優
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
社
会
的
公
正
さ
と
一

致
す
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
面
か
ら
は
、
こ
れ
に
対
す
る
対
抗

力
と
し
て
先
進
国
を
中
心
に
影
響
力
を
強
化
し
つ
つ
あ
る

N
G
O
の
呆
す

役
割
は
、
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
と
な
ろ
う
。

そ
こ
に
は
、
短
期
的
な
経
済
利
潤
で
は
な
く
、
人
々
の
社
会
や
自
然
と
の

共
生
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
経
済
合
理
性
で
は
推
し
測
る
こ
と
の
で
き
な
い

価
値
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
の
共
同
主
義
の
内
実
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
個
々
の
社
会
に
お
け

る
そ
の
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
偏
狭
な
ネ
ポ
テ
イ
ズ
ム
や
仲
間

意
識
な
ど
を
い
か
に
改
変
す
る
か
な
ど
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
国
家
に
よ
る
抑
圧
や
多
国
籍
企
業
に
よ
る
自
然
や
貧
し
い

人
々
の
収
奪
に
対
し
て
果
し
て
き
た
機
能
を
み
る
な
ら
ば
、
「
ア
ジ
ア
的

な
る
も
の
」
に
表
現
さ
れ
る
こ
の
共
同
主
義
は
、
二
一
世
紀
の
ポ
ス
ト
開

発
国
家
さ
ら
に
は
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
で
呆
し
う
る
役
割
は
増
大
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
縮
減
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
共
同
主
義
を
先
進
国
に
お
け
る

N
G
O
の
提
起
す
る
「
市
民
社
会
」

の
再
活
性
化
に
み
ら
れ
る
も
の
と
パ
ラ
レ
ル
に
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ

の
共
同
主
義
の
間
に
は
、
個
を
軸
と
す
る
か
共
同
(
集
団
)
を
軸
と
す
る

か
と
い
う
そ
の
発
展
パ
タ
ー
ン
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ

ら
が
一
二
世
紀
の
地
球
社
会
の
形
成
に
向
け
て
連
帯
し
、
収
数
し
つ
つ
あ

(
印
)

る
と
い
う
現
象
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
現
象
は
、
集
団
の
権

利
を
め
ぐ
る
論
議
に
み
ら
れ
る
人
権
・
権
利
概
念
の
拡
大
な
い
し
拡
散
と

い
う
問
題
に
明
確
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

の
考
察
は
別
の
機
会
に
行
い
た
い
。

(
本
稿
は
、
平
成
九
年
度
1
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(
基
盤
研

究

(
A
)
(
2
)
)
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法
!
日
本
と
韓
国
の
比
較
研

究
を
通
じ
て

l
」
(
研
究
代
表
者
今
井
弘
道
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
研
究
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
今
井
教
授
他
北

海
道
大
学
法
学
部
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
感
謝
し
た
い
。
)
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料

注

(
l
)
最
近
目
に
つ
い
た
も
の
だ
け
で
も
、
た
と
え
ば
今
井
・
森
際
・

井
上
(
編
)
(
一
九
九
八
)
が
あ
る
。
こ
の
数
年
「
北
大
法
学
論

集
」
に
は
日
韓
比
較
法
文
化
研
究
会
の
成
果
が
数
多
く
発
表
さ
れ

て
お
り
、
最
近
で
も
、
今
井
(
一
九
九
九
)
の
他
、
長
谷
川
(
一

九
九
九
)
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ア
ジ
ア
法
の
パ
イ
オ
ニ
ア

で
あ
る
千
葉
も
そ
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
、
千
葉
(
一
九
九
九
)

を
発
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
木
下
(
一
九
九
九
)
は
ア
ジ
ア
を
視

野
に
入
れ
た
比
較
法
文
化
論
を
構
想
し
て
い
る
。
ま
た
対
象
を
中

国
に
限
定
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ア
ジ
ア
な
い
し
ア
ジ
ア
法
理
解

を
も
射
程
に
入
れ
た
大
作
と
し
て
季
(
一
九
九
八
)
も
注
目
さ
れ

る
。
ま
た
概
説
書
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
韓

国
法
で
は
高
朔
龍
(
一
九
九
六
)
、
中
国
で
は
木
間
正
道
/
鈴
木

賢
/
高
見
沢
麿
(
二

0
0
0
)
な
ど
高
水
準
の
教
科
書
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
東
南
ア
ジ
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
安
岡
(
二

0

0
0
)
が
あ
る
。

(
2
)
安
田
(
一
九
八
七
)
、
(
一
九
九
六
)
、
(
二

0
0
0
)
参
照
。
な

ぉ
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
は
別
表
に
付
し
て
あ
る
。

(
3
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
広
松
(
一
九
八
九
)
参
照
。

(
4
)
「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
に
つ
い
て
は
、
リ
l
・
ク
ア
ン
・
ユ

l

(
一

九
九
三
)
、
〉
仏
語
邑
な
ど
当
事
者
に
よ
る
政
治
的
発
言
の
ほ
か
、

青
木
・
佐
伯
(
一
九
九
八
)
、
ま
た
中
国
儒
教
と
の
関
係
に
お
い
て

c
n
E
G
3遣
が
あ
り
、
さ
ら
に
人
権
と
の
関
係
で
は
上
記
今
井
・

資

森
際
・
井
上
(
編
)
(
一
九
九
九
)
所
収
の
論
文
の
他
、
回
忌

-
3少
。
雪
2
3遣
さ
ら
に
回

2
2己
主
(
町
内
ご

3
3岨回
nZNCCC
お

よ
び

U
n
o
g
g
h
w
∞
ヨ
=
(
開
門
戸
)NCCC
な
ど
現
在
で
は
か
な
り
の
文

献
が
出
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
言
説
の
多
く
は
人
権
や

民
主
主
義
と
い
う
普
遍
的
価
値
に
対
す
る
対
抗
概
念
と
し
て
提
出

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
「
権
威
主
義
国
家
」
(
〉
民

Z
E
E
-
g

g
p
E
と
い
う
概
念
が
対
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
は
い
え
、
そ

の
内
実
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
な
定
義
や
共
通
の
理
解
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。

(5)
こ
の
点
で
は
、
一
九
九
七
年
以
降
の
ア
ジ
ア
経
済
危
機
に
よ
り

こ
れ
ら
の
指
導
者
の
言
説
が
曇
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
人
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
∞

R
r
g
g
の
ア

ジ
ア
的
価
値
の
再
定
義
は
そ
れ
な
り
に
的
を
射
て
い
る
。
彼
は
ア

ジ
ア
的
価
値
を
儒
教
的
価
値
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
と
み
て
、
そ
の

調
和
の
重
視
や
相
互
協
力
は
‘
こ
の
地
域
に
お
け
る
法
制
度
の
貧

困
さ
と
国
家
に
よ
る
福
祉
の
不
在
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
断
言
し

た
後
、
六
点
に
分
け
て
「
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
」
(
〉
2
8
2出
)
を

掲
げ
る
。
①
身
分
や
社
会
秩
序
に
つ
い
て
の
強
い
執
着
と
同
意
、

②
そ
の
社
会
秩
序
内
の
個
人
が
い
か
に
相
互
に
経
緯
を
有
し
な
が

ら
ふ
る
ま
う
か
に
つ
い
て
の
倫
理
コ

l
ド
の
存
在
、
③
こ
の
コ
ー

ド
は
そ
の
個
人
と
外
部
者
と
の
聞
の
関
係
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
そ

こ
で
は
倫
理
的
に
は
真
空
と
な
り
、
戦
略
と
。
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
リ
ズ

ム
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
、
④
外
部
者
に
対
す
る
倫
理
コ

l
ド
は
、
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東アジア文化と近代法

「
他
人
が
汝
に
為
し
う
る
よ
う
に
為
せ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、

西
欧
に
お
け
る
よ
う
な
「
他
人
に
汝
が
為
し
て
欲
し
い
よ
う
に
為

せ
」
と
は
異
な
る
こ
と
、
①
ア
ジ
ア
の
個
人
は
非
ア
ジ
ア
人
以
上

に
同
僚
の
前
で
困
ら
さ
れ
る
(
面
子
を
失
う
)
こ
と
を
避
け
た
い

と
願
う
こ
と
、
⑥
法
は
絶
対
的
で
は
な
く
、
支
配
者
の
希
望
で
あ

り
、
法
を
破
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
悪
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

露
見
し
た
場
合
に
確
定
的
に
悪
い
こ
と
と
な
る
こ
と
。
(
切
B
n
r
E
S

3
3・
ピ
)
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
そ
こ
に
お
け
る
関
係
の
あ
り

方
が
権
力
的
と
い
う
よ
り
も
共
同
体
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
な
お
、
中
国
系
マ
レ
ー
シ
ア
人

3
2加
は
ア
ジ
ア
と
西
欧
の

文
化
的
相
違
を
、
過
去
の
栄
光
と
未
来
へ
の
約
束
、
寛
容
と
自
己

主
張
、
国
家
(
家
族
や
共
同
体
)
と
個
人
、
内
向
性
と
外
向
性
な

ど
の
言
葉
で
対
比
し
て
い
る

(20=伺
-
遺
品
Y

民
心
∞
)
。

(6)
「
ア
ジ
ア
的
」
と
は
、
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
問
で
議
論
さ

れ
た
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
念
頭
に
お
い
て

い
る
が
、
以
下
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
と

り
あ
げ
か
た
は
通
説
的
な
い
し
経
済
学
的
な
も
の
と
は
異
な
り
、

む
し
ろ
吉
本
隆
明
(
一
九
八
二
)
、
(
一
九
九
二
て
を
念
頭
に
お
い

て
い
る
。

(
7
)
U
S
E
∞
色
も
近
著
で
同
種
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
∞
色
一

M
O

。。唱一宇品盲

(8)
筆
者
は
、
か
つ
て
ア
ジ
ア
の
原
国
家
に
通
底
す
る
国
家
な
い
し

権
威
の
あ
り
方
に
つ
い
て
主
権
の
あ
り
方
と
社
会
の
有
機
体
的
構

造
と
い
う
こ
つ
の
タ
l
ム
で
概
括
し
た
こ
と
が
あ
る
安
田
(
一
九

八
七
)
が
、
現
在
で
は
こ
れ
ら
の
各
種
の
共
同
体
を
、
主
権
と
人

権
が
未
分
化
で
あ
る
と
は
い
え
、
一
種
の
「
く
に
」
と
し
て
認
識

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(9)
ア
ジ
ア
と
い
う
概
念
と
同
様
に
西
欧
と
い
う
概
念
も
漠
た
る
も

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
サ
イ

l
ド
が
い
う
よ
う
に
ア
ジ
ア
そ
の
も
の

が
西
欧
の
作
り
出
し
た
概
念
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
近
代
を

代
表
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
や
価
値
を
生
み
出
し
た
地
域
と
し
て

西
欧
と
い
う
概
念
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
れ
ら

の
言
説
や
価
値
の
受
入
れ
を
強
制
さ
れ
て
き
た
非
西
欧
に
対
す
る

対
極
的
な
概
念
で
あ
る
。
非
西
欧
と
は
、
地
理
的
に
は
、
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
や
東
欧
の
よ
う
な
サ
ブ
・
カ
テ
ゴ

リ
ー
か
ら
な
る
。

(
叩
)
こ
の
視
点
は
い
わ
ゆ
る
文
化
相
対
主
義
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ

る
と
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
二
項
対
立
を
、
氷
久

普
遍
の
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
二
項
対
立
を
超
え

る
よ
り
普
遍
的
な
も
の
を
構
想
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
相
対
的

な
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
筆
者
は

こ
の
意
味
で
文
化
絶
対
主
義

(EZZE
谷間
C
E江
田
吉
)
よ
り
は
文

化
相
対
主
義

(
2一言
E

E邑
三
回
ヨ
)
に
組
す
る
。
こ
の
立
場
は
、

大
沼
保
昭
(
一
九
九
八
)
に
い
う
「
文
際
的
人
権
観
」
の
模
索
の

提
唱
と
共
通
す
る
。

(
日
)
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、

ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル

(
一
九
九
二
)
、
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ギト

小
林
良
正
(
一
九
七
O
)
、
塩
沢
君
夫
(
一
九
七
O
)
が
あ
る
が
、

そ
の
核
心
は
結
局
の
と
こ
ろ
ア
ジ
ア
の
専
制
国
家
と
そ
の
中
の
小

共
同
体
の
存
在
を
ど
う
整
合
的
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
足
立
啓
二
(
一
九
九
八
)
は
前
者
に
力
点
を

お
く
。

(
日
)
例
え
ば
、
中
国
研
究
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
扱
っ
た

コ
l
エ
ン
(
一
九
八
八
)
、
レ
イ
チ
ョ
ウ
(
一
九
九
八
て
ま
た
日

本
に
お
け
る
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
萎
(
一
九
九
六
)

な
ど
が
あ
る
。

(
日
)
人
権
論
と
の
関
係
で
ア
ジ
ア
的
価
値
の
議
論
を
整
理
し
た
も
の

と
し
て
、
回
色

-3a
参
照
。

(
比
)
こ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
人
権
の
普
通
性
を
否
定
す
る
も
の
と
し

て
問
題
に
さ
れ
る
世
界
人
権
会
議
へ
の
ア
ジ
ア
地
域
会
議
最
終
宣

言
(
バ
ン
コ
ク
宣
言
)
「
八
人
権
は
普
遍
的
で
あ
る
に
し
て
も
、

国
民
的
か
つ
地
域
的
特
殊
性
と
多
様
な
歴
史
的
、
丈
化
的
か
つ
宗

教
的
背
景
を
念
頭
に
お
き
、
国
際
規
範
形
成
の
動
的
か
つ
進
化
的

な
過
程
と
の
関
係
で
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
も
明
確

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
実
に
も
井
上
自
身
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
儒
教
的
な
も
の
に
基
礎
を
お
く
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

リ
1
・
ク
ア
ン
・
ユ
!
と
、
イ
ス
ラ
ム
に
基
礎
を
お
く
マ
レ
ー
シ

ア
の
マ
ハ
テ
ィ

l
ル
の
聞
に
は
当
然
に
差
が
あ
る
。
国
内
的
に
み

て
も
、
い
ず
れ
も
多
人
種
国
家
で
あ
る
以
上
一
つ
の
文
化
な
い
し

人
種
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
の
国
の
統
合
を
脅
か
す
も
の
と
し

資

て
不
可
能
で
あ
り
、
現
実
に
も
両
国
と
も
人
種
間
の
調
和
を
確
保

す
る
こ
と
を
国
是
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

(
日
)
サ
イ
l
ド
自
身
は
「
今
や
「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
と
い
行
っ
た

呼
称
を
完
全
に
否
定
す
る
、
極
端
な
立
場
を
と
る
ま
で
に
立
ち

た
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
土
着
主
義
者
な

ど
の
原
理
主
義
者
の
「
主
張
の
当
否
に
つ
い
て
云
々
す
る
も
の
で

は
な
い
」
(
サ
イ
l
ド
(
一
九
八
九
)
、
三
四
二
)
と
し
て
、
こ
れ

ら
の
主
張
を
批
判
の
対
象
で
あ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
は
明
ら

か
に
区
別
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
防
禦
的
性
格
に
つ
い
て
は
前

記
注
(
日
)
に
掲
げ
る
バ
ン
コ
ク
宣
言
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(
凶
)
井
上
は
、
「
①
(
民
主
主
義
や
人
権
の
)
核
心
的
な
内
容
は
普
遍

的
妥
当
性
を
持
つ
以
上
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア
の
よ
う
な
非
西
欧
世
界

に
も
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
こ
と
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
か

ら
、
「
②
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
主
主
義
と
人
権
確
立
の
た
め
に
、
欧

米
に
よ
る
干
渉
と
指
導
が
不
可
欠
で
あ
る
」
こ
と
に
反
論
す
る
論

調
を
「
価
値
体
制
批
判
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア
と
欧
米
と

い
う
こ
項
対
立
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
ア
ジ
ア
を
西
欧

に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
措
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ジ
ア
的

価
値
論
が
よ
っ
て
た
つ
基
盤
で
あ
る
と
批
判
す
る
さ
ヱ
ハ
)
。
し
か

し
、
か
れ
が
採
用
す
る
こ
の
二
項
対
立
を
超
え
る
視
点
と
し
て
主

張
す
る
「
認
識
体
制
批
判
」
も
、
「
必
要
な
の
は
ア
ジ
ア
諸
社
会
の

宗
教
的
文
化
的
多
元
性
と
葛
藤
を
直
視
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
元
主

義
の
発
展
的
受
容
を
か
か
る
社
会
に
要
請
す
る
内
発
的
契
機
を
そ
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こ
に
認
め
る
こ
と
で
あ
る
」
(
五
七
)
と
結
論
す
る
と
き
、
そ
の
前

提
と
さ
れ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
多
元
主
義
」
は
や
は
り
上
記
①
に
要

約
さ
れ
る
「
西
欧
的
な
普
遍
的
価
値
」
を
体
現
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
を
ぬ
ぐ
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る

限
り
、
そ
こ
に
は
こ
の
二
つ
の
批
判
の
間
に
は
価
値
を
め
ぐ
る
争

い
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
結
果
二
つ
の
議
論
は

平
行
線
を
た
ど
る
よ
り
他
な
い
。

(
げ
)
講
談
社
『
世
界
科
学
大
辞
典
』
三
九
は
、
「
多
く
の
場
合
、
ア
ジ

ア
は
自
然
的
実
在
で
あ
る
よ
り
も
文
化
的
概
念
で
あ
る
。
ア
ジ
ア

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
分
け
る
自
然
的
必
然
性
は
な
い
」
と
す
る
。
文

化
的
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
統

一
的
価
値
を
有
す
る
西
欧
と
は
異
な
っ
て
ア
ジ
ア
は
「
文
化
共
同

体
と
し
て
の
一
体
性
を
保
持
し
て
い
な
い
」
(
大
木
(
一
九
八
三
)

四
四
)
と
い
う
視
点
を
貫
け
ば
、
丈
化
的
ア
ジ
ア
の
概
念
も
成
立

し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
筆
者
は
本
論
中
に
述
べ
る
理
由
か
ら
そ

れ
は
十
分
に
成
立
す
る
と
考
え
る
。

(
凶
)
木
下
毅
も
、
東
洋
を
「
西
ア
ジ
ア
」
、
「
南
ア
ジ
ア
」
及
び
「
東

ア
ジ
ア
」
に
大
別
し
、
特
に
「
東
ア
ジ
ア
法
文
化
圏
」
と
「
西
洋

法
文
化
圏
」
に
お
け
る
法
の
観
念
と
は
「
一
八
O
度
対
照
的
で
あ

る
」
と
述
べ
る
(
木
下
(
一
九
九
九
)
六
一
ニ
|
六
八
)
。

(
凶
)
か
つ
て
筆
者
は
個
人
と
集
団
の
対
立
と
い
う
視
点
か
ら
個
人
的

人
権
に
対
す
る
「
集
団
」
的
人
権
と
い
う
概
念
の
重
要
性
を
提
唱

し
た
こ
と
が
あ
る
(
安
田
(
一
九
九
四
)
)
が
、
個
人
に
対
抗
す

る
の
は
単
な
る
集
団
(
伺
S
E℃
)
と
い
う
よ
り
も
、
「
他
者
と
の
一

体
化
」
を
軸
と
す
る
別
表
に
述
べ
る
共
同
法
理
(
安
田
(
一
九
八

七
)
、
(
一
九
九
六
)
)
を
体
現
す
る
家
族
や
地
域
社
会
な
ど
の
共

同
体

(
g
B
E
E
-
q
)
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
社
会
な
い
し

共
同
体
と
い
う
語
を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
最
近

の
議
論
と
し
て
安
田
(
一
九
九
九
)
参
照
。
な
お
、
最
近
の
比
較

法
学
者
の
な
か
に
も
、
文
化
と
し
て
の
法
(
一

E
g
g
-
E
E
概

念
に
注
目
し
、
こ
の
面
に
お
け
る
西
欧
と
非
西
欧
の
対
比
と
し
て
、

合
理
主
義

(gz自
己
Z
S
)

と
非
合
理
主
義

(-55コ
包

a
g
)
お

よ
び
個
人
主
義
(
同

E
E
E
a
z
g
)
と
集
団
主
義

(no--伺
2
2
2弓
)

を
あ
げ
る
見
解
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

5
2
Z
ミ
5
5
m
円。=

石
温
参
照
。

(
却
)
残
念
な
が
ら
現
在
で
も
人
権
概
念
を
個
人
に
の
み
認
め
ら
れ
る

と
す
る
論
者
は
多
い
。
例
え
ば

U
8
5
5
3ま
。
し
か
し
、
そ
れ

は
人
権
概
念
を
そ
の
よ
う
に
「
構
成
」
す
る
と
い
う
、
む
し
ろ
西

欧
近
代
特
有
の
い
わ
ば
法
律
主
義
的
権
利
観
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、

人
権
を
普
遍
的
な
人
間
の
権
利
な
い
し
人
間
の
正
し
さ
と
構
成
し

直
す
と
き
、
新
た
な
人
権
概
念
が
構
想
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
安

田
(
一
九
九
九
)
の
主
張
で
あ
り
、
本
稿
の
目
的
も
、
そ
の
構
想

を
よ
り
歴
史
的
文
脈
の
中
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
こ
の
点
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ

l
パ
l
の
西
欧
に
お
い
て
な
ぜ
資

本
主
義
が
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
い
と
共
通
す
る
。
ア
ジ
ア
的

生
産
様
式
論
や
ア
ジ
ア
的
専
制
・
共
同
体
論
は
、
足
立
(
一
九
九
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八
)
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
理
由
を
説
明
す
る
の
に
有
効
な

素
材
を
提
供
し
て
い
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
将
来
の
検

討
に
待
ち
た
い
。

(
辺
)
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル
(
一
九
九
二
)
お
よ
び
足
立
(
一
九
九

八
)
の
い
ず
れ
も
日
本
は
西
欧
と
同
じ
く
「
封
建
制
」
を
経
過
し

て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
視
点
は
梅
棒
(
一
九
七
四
)
と

共
通
す
る
。
し
か
し
、
個
人
と
共
同
体
と
い
、
つ
レ
ベ
ル
で
問
題
を

と
ら
え
る
と
き
、
前
者
を
前
提
と
す
る
西
欧
と
後
者
を
重
視
す
る

(
日
本
を
含
む
)
ア
ジ
ア
と
い
う
対
比
は
可
能
で
あ
り
、
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
。

(
幻
)
ヘ

l
ゲ
ル
は
東
洋
を
中
国
と
モ
ン
ゴ
ル
、
ガ
ン
ジ
ス
川
と
イ
ン

ダ
ス
川
の
谷
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ャ
か
ら
チ
グ
リ
ス
・

ユ
l
フ
ラ
テ
ス
側
の
谷
間
の
平
地
、
お
よ
び
ナ
イ
ル
川
流
域
の
平

野
と
し
て
お
り
、
東
か
ら
商
に
進
む
に
従
い
、
個
人
が
共
同
体
か

ら
次
第
に
明
確
に
析
出
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
へ

l
ゲ
ル
(
一

九
九
四
)
一
八
七
|
一
九
O
。

(M)
も
っ
と
も
梅
悼
の
枠
組
み
で
は
西
欧
と
日
本
が
第
一
地
域
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
、
聞
に
乾
燥
地
帯
を
挟
ん
だ
東
西
の
旧
世
界
た

る
第
二
地
域
と
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
補
正
理
論
で

は
、
旧
世
界
の
な
か
で
も
東
欧
と
東
南
ア
ジ
ア
が
い
わ
ば
旧
世
界

た
る
第
二
地
域
で
も
第
一
地
域
寄
り
の
部
分
と
し
て
独
自
の
位
置

づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。

(
お
)
森
の
文
化
す
な
わ
ち
狩
猟
採
集
文
化
を
い
か
に
理
解
す
る
か
は
、

資

日
本
で
も
耕
作
文
化
に
先
行
す
る
縄
文
文
化
の
理
解
や
東
南
ア
ジ

ア
の
照
葉
樹
林
文
化
な
ど
と
の
関
係
で
、
文
化
の
基
層
構
造
を
理

解
に
と
っ
て
そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
始
め
て
い
る
(
た
と
え
ば

木
下
(
一
九
九
八
)
二
七

O
以
下
)
が
、
本
稿
で
は
こ
の
課
題
は

取
り
扱
わ
な
い
。

(
m
m
)

農
業
社
会
は
、
性
質
上
何
ら
か
の
共
同
作
業
を
不
可
欠
と
し
て

お
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
洋
の
東
西
を
間
わ
ず
前
近
代
・
農

業
社
会
が
共
同
体
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ン
ニ

l
ス

の
い
う
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
対
比
か
ら
も

理
解
さ
れ
る
。
筆
者
は
、
西
欧
で
は
こ
の
中
世
農
業
社
会
に
お
い

て
す
で
に
個
人
主
義
の
萌
芽
が
あ
り
、
こ
れ
が
西
欧
近
代
か
ら
資

本
主
義
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
個
人
主
義
的
な
農
業
社
会
の
あ
り
方
が
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ

ス
ト
教
の
一
神
教
の
歴
史
と
契
約
観
お
よ
び
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ

の
市
民
思
想
と
連
動
す
る
こ
と
に
よ
り
近
代
社
会
を
生
み
出
し
て

い
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
。
な
お
、
「
包

3
3
は
、
六
世
紀
の
グ

レ
ゴ
リ
l
一
世
の
単
子
相
続
近
親
婚
、
養
子
縁
組
お
よ
び
一
夫
多

妻
制
の
廃
止
と
い
う
家
族
革
命
に
よ
っ
て
、
個
人
主
義
を
軸
と
す

る
西
欧
型
の
小
家
族
制
度
が
築
か
れ
た
と
し
て
い
る
。
西
欧
に
お

い
て
も
家
族
の
構
成
に
多
様
性
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
ト
ァ

ド
(
一
九
九
二
)
三
参
照
。

(
幻
)
井
上
は
、
「
ア
ジ
ア
社
会
の
歴
史
的
原
型
を
専
ら
農
村
の
対
面
共

同
体
、
特
に
稲
作
共
同
体
に
求
め
る
と
い
う
誘
惑
的
な
誤
謬
を
避
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け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
井
上
(
一
九
九
六
)
六
ニ
と
述
べ
て

い
る
が
、
同
じ
論
文
の
別
の
個
所
で
は
、
「
集
団
的
自
己
統
治
と
し

て
の
民
主
主
義
は
個
人
の
共
同
体
的
同
一
化
に
よ
る
連
帯
を
必
要

と
す
る
が
、
・
:
ア
ジ
ア
の
「
伝
統
的
共
同
体
」
も
そ
の
源
泉
と
な

り
う
る
」
(
同
六
四
)
と
し
て
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
有
の
共
同
体

の
存
在
は
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
法
哲
学

と
い
う
普
遍
的
な
価
値
レ
ベ
ル
で
の
問
題
意
識
か
ら
は
、
諾
概
念

を
抽
象
的
な
類
型
と
し
て
の
伺
人
と
共
同
体
の
対
比
と
い
う
枠
を

設
定
・
構
成
し
、
す
べ
て
の
事
象
を
こ
の
枠
の
中
で
議
論
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ア

ジ
ア
に
お
け
る
個
人
主
義
的
要
素
の
例
示
と
し
て
、
現
世
否
定
す

な
わ
ち
社
会
か
ら
の
粋
を
断
ち
き
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
(
し
た

が
っ
て
そ
れ
は
社
会
的
実
体
と
は
断
絶
さ
れ
る
)
仏
教
出
家
者
や

ス
l
フ
イ
ズ
ム
集
団
の
教
理
や
理
念
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も

表
れ
て
い
る
。
筆
者
は
諸
概
念
を
社
会
実
体
と
の
関
係
で
構
成
す

る
と
い
う
い
わ
ば
社
会
学
的
立
場
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
前
提

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
価
値
の
存
在
に
つ
き
何
ら
か
の
実
在

的
な
根
拠
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
「
ア
ジ
ア
」
を

モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
と
し
て
設
定
し
た
理
由
で
あ
る
。

(
お
)
こ
の
限
定
か
ら
す
る
と
、
麦
作
な
い
し
雑
穀
地
帯
で
あ
る
イ
ン

ド
と
中
国
の
北
部
は
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
北
部
地
域
は
イ
ン
ド
文
明
と
中
国
文
明
と
い
う
歴
史
的

大
文
明
の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
儒
教
や
初
期

ヒ
ン
ド
ウ

i
教
な
ど
原
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
体
系
を
生
み
出
し

た
地
域
で
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
若
干
問
題
が
あ
る
と
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
、
む
し
ろ
、
ア
ジ
ア

原
国
家
体
制
の
特
質
と
さ
れ
る
「
専
制
国
家
」
な
い
し
そ
れ
を
支

え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
実
を
言
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム

教
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
同
じ
く
、
地
理
的
に
は
草
原
・
砂
漠

と
い
う
辺
境
に
お
い
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

(
例
え
ば
初
期
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
経
や
中
国
儒
教
に
お
け
る

「
天
」
)
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
大
多
数
の
人
々
が
居
住

す
る
、
ア
ジ
ア
的
な
る
も
の
の
核
で
あ
る
米
作
を
中
心
と
す
る
農

業
共
同
体
で
は
、
そ
れ
と
別
に
無
限
に
多
様
な
神
や
信
仰
を
有
す

る
多
様
な
価
値
・
法
が
維
持
さ
れ
た
と
い
う
現
象
を
よ
り
整
合
的

に
説
明
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
却
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
(
東
京
や
香
港
の
よ
う
に
)
近
代
化
を
遂
げ

た
現
段
階
で
も
残
存
す
る
の
か
に
つ
い
て
疑
問
も
出
さ
れ
て
い
る

an---Mog-NN'出
)
0

し
か
し
、
同
書
も
認
め
る
よ
う
に
文
化

が
変
化
す
る
た
め
に
は
数
世
代
を
要
す
る
の
で
あ
り
、
日
本
に
つ

い
て
は
近
代
化
の
開
始
か
ら
せ
い
ぜ
い
百
年
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
に

つ
い
て
は
独
立
後
五
十
年
と
い
う
時
間
的
な
脈
絡
か
ら
い
え
ば
、

現
在
で
も
基
本
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
昨
今

の
日
本
社
会
の
変
容
さ
ら
に
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
と
い
う
状

況
を
考
え
る
と
そ
の
変
化
は
加
速
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
方
向
は
欧
米
型
の
個
人
主
義
化
の
道
で
は
な
い
と
い
う
の
が
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料

筆
者
の
想
定
で
あ
る
。

(
却
)
ア
ジ
ア
の
権
力
を
め
ぐ
っ
て
は
パ
イ
(
一
九
九
五
)
が
そ
の
文

化
的
特
質
と
地
域
・
国
別
の
詳
細
な
比
較
を
行
っ
て
い
る
。

(
引
)
マ
ル
ク
ス
「
全
集
』
二
八
巻
大
月
書
庖
二
O
|
一
一
一
。

(
幻
)
ア
ジ
ア
法
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
法
を
王
の
命
令
と
し
て
権
力
的

に
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
が
、
こ
こ
に
は
西
欧
の
ア
ジ
ア
理
解

に
起
因
す
る
歪
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
大
江
(
一

九
九
九
)
は
ロ
シ
ア
に
お
け
る
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
西
欧
市

民
法
に
み
ら
れ
る

p
w
n
Z
型
と

m
m
m
m
-
2
5良
型
に
わ
け
、
「
命
令

な
る
が
ゆ
え
の
法
」
た
る
後
者
を
ロ
シ
ア
や
中
国
法
の
特
質
と
す

る
(
大
江
(
一
九
九
六
)
)
。
季
(
一
九
九
八
)
は
、
強
制
命
令
型

の
国
家
法
と
関
係
合
意
型
の
社
会
秩
序
の
混
在
と
相
互
浸
透
の
中

で
中
国
法
の
発
展
を
構
想
し
て
い
る
さ
一
一
一
一
一
|
一
一
一
一
二
三
。
季

の
場
合
合
意
型
の
社
会
秩
序
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
検
討

の
余
地
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
が
大
江
の
い
う

m
R
Z
型
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
構
想
は
、
筆
者
の
言
葉
で
い
え
ば
、

両
者
は
指
令
と
市
場
と
い
う
二
つ
の
対
立
の
中
で
前
者
が
優
位
す

る
法
シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
は
へ

l
ゲ
ル
以
来

の
西
欧
近
代
の
ア
ジ
ア
国
家
観
の
流
れ
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
お
、
木
下
は
ア
ン
ガ

l
の
慣
習
法
、
官
僚
制
的
法
お
よ

び
法
の
支
配
と
い
う
三
つ
の
法
類
型
を
紹
介
す
る
が
、
そ
の
中
国

へ
の
適
用
に
際
し
て
は
、
官
僚
制
的
法
(
筆
者
の
い
う
指
令
法
理
)

が
法
の
支
配
(
市
場
法
理
)
に
優
位
す
る
こ
と
は
指
摘
す
る
も
の

資

の
、
も
う
一
つ
の
概
念
で
あ
る
慣
習
法
(
共
同
法
理
)
に
つ
い
て

は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
指
令
と
市
場
な
い
し
命
令
と
合

意
(
契
約
)
と
い
う
ダ
イ
コ
ト
ミ

l
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
権
力

す
な
わ
ち
指
令
法
理
優
位
の
構
造
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
ア
ジ
ア

の
法
シ
ス
テ
ム
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
本
質
的
理
解
の
た
め
に

は
、
共
同
体
に
息
づ
い
て
い
る
共
同
法
理
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
現
在
で
は
、
法
な
い
し
そ
れ
を
支
え
る
社
会
の
発

展
を
モ
デ
ル
化
し
て
ア
ジ
ア
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
市
場

と
共
同
の
二
つ
の
法
理
を
動
体
化
し
た
「
市
場
の
力
」
と
「
社
会

の
凝
集
力
」
を
構
想
し
、
そ
の
調
整
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
指
令
」

を
位
置
づ
け
る
ほ
う
が
有
効
で
あ
る
、
と
考
え
る
に
い
た
っ
て
い

る
。
安
田
(
一
九
九
六
)
二
九
一
|
三
O
一
、
(
二

0
0
0
)
五

一
一
!
五
九
参
照
。
ア
ジ
ア
原
国
家
に
お
い
て
「
神
権
的
王
権
」
(
そ

れ
は
共
通
の
祖
先
や
親
子
関
係
の
擬
制
の
よ
う
に
共
同
法
理
に
彩

ら
れ
た
)
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
構
造
は
現
代
の

ア
ジ
ア
の
人
々
の
国
家
観
に
も
垣
間
見
ら
れ
、
こ
れ
が
ま
た
権
威

主
義
や
開
発
独
裁
を
強
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
お
)
タ
イ
(
シ
ヤ
ム
)
ア
ユ
タ
ヤ
の
日
本
人
町
が
有
名
で
あ
る
が
、

東
南
ア
ジ
ア
の
首
都
は
一
般
に
人
種
別
に
居
住
区
が
決
ま
っ
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。

(
拠
)
日
本
で
も
故
郷
の
こ
と
を
「
く
に
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
一
般
的
で

あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
も
同
様
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
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マ
レ

l
語
系
で

zaRE
は
国
家
と
い
う
意
味
と
ム
ラ
な
い
し
町
と

い
う
意
味
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。

(
お
)
仁
井
田
(
一
九
五
二
)
三
六
五
l
三
八
三
。
も
っ
と
も
、
仁
井

田
は
こ
れ
ら
の
共
同
体
内
部
関
係
は
決
し
て
平
等
で
は
な
く
、
階

級
分
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
足
立

(
一
九
九
八
)
は
日
本
に
比
べ
て
専
制
中
国
で
は
共
同
体
の
機
能

は
限
ら
れ
て
い
た
と
結
論
し
て
い
る
。

(
お
)
こ
の
事
実
は
ベ
ト
ナ
ム
の
「
王
法
も
村
落
の
秩
序
に
は
た
ち
い

ら
な
い
」
と
い
う
諺
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
楼
井
・
石
津
(
一
九

七
七
)
二
六
。

(
幻
)
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
最
終
的
に
朝
鮮
は
一
九
一

O
年

に
ア
ジ
ア
の
新
興
帝
国
主
義
国
家
日
本
に
「
併
合
」
さ
れ
る
。

(
お
)
主
権
概
念
も
原
国
家
に
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
植
民
地
化
で
の

西
欧
法
理
論
の
導
入
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
西
欧
諸
国
に
お

い
て
は
こ
の
主
権
概
念
の
確
立
と
そ
の
対
極
に
あ
る
人
権
概
念
の

生
成
が
並
行
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ジ

ア
植
民
地
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
が
外
部
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も

の
で
あ
り
、
し
か
も
植
民
地
と
は
離
れ
た
本
国
の
問
題
と
し
て
処

理
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
そ
こ
に
は
、
「
国
際
的
に
は
国
内
で
あ
り
、
国
内
的
に
は
外
国
で

あ
る
」
と
い
う
カ

l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
が
最
も
良
く
当
て
は

ま
品
ヲ
令
。

(
刊
)
横
民
地
諸
国
に
お
い
て
は
、
民
法
典
、
商
法
典
や
刑
法
典
な
ど

宗
主
国
の
法
典
が
そ
の
ま
ま
あ
る
い
は
若
干
の
修
正
を
経
て
導
入

さ
れ
て
い
る
。
本
来
法
典
を
有
し
な
い
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
に
お

い
て
も
、
一
九
世
紀
後
半
イ
ン
ド
で
大
々
的
な
法
典
化

(noaFP

E
E
S
)
が
行
わ
れ
、
そ
の
諸
法
典
、
は
広
く
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
に

も
導
入
さ
れ
た
。
タ
イ
と
中
華
民
国
で
は
一
一
O
世
紀
初
頭
か
ら
法

典
編
纂
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
日
本
と
同
じ
く
外
国
人
法
律

家
が
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
ま
た
、
結
果
と
し
て
日
本
と

同
じ
く
大
陸
法
特
に
ド
イ
ツ
法
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
タ
イ
に
つ
い
て
は
五
十
川
(
一
九
九
六
)

①
②
、
西
浮
(
一
九
九
八
)
な
ど
参
照
。
な
お
、
韓
国
と
台
湾
は

日
本
の
植
民
地
下
に
お
い
て
日
本
法
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

(
引
)
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
運
動
を
鳥
鰍
し
た
も
の
と
し
て
は
、
伊
藤

(
一
九
八
五
)
が
便
利
で
あ
る
。

(
必
)
イ
ン
ド
の
独
立
運
動
と
そ
れ
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
反
応
に

つ
い
て
は
、
中
村
平
治
(
一
九
七
七
)
を
参
照
。
ま
た
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
独
立
後
の
政
治
的
市
民
的
権
利
の
弾
圧
法
規
が
オ
ラ
ン
ダ

統
治
期
に
制
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
淵
源
を
お
く
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

-a
叩

Hoo-mpzg丘町
ι・)】申告
-SFニ
品
参
照
。

(
日
)
近
代
的
土
地
制
度
の
導
入
は
植
民
地
農
民
か
ら
土
地
を
収
奪
す

る
こ
と
と
な
り
、
社
会
問
題
化
し
た
。
例
え
ば
、
ピ
ル
マ
で
は
一

九
二
一
七
年
の
段
階
で
全
水
田
面
積
の
四
分
の
一
が
チ
ェ
テ
イ
ア
と

い
う
イ
ン
ド
人
商
人
カ

l
ス
ト
に
所
有
さ
れ
た
と
い
う
。
萩
原
・

和
田
・
生
一
回
(
一
九
八
二
)
四
五
。
こ
の
よ
う
な
「
二
重
の
意
味
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で
の
自
由
な
契
約
」
は
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
植
民
地
外
か
ら
持
ち
込

ま
れ
た
異
質
の
制
度
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
人
び
と
が
こ
こ
の

契
約
の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
支
え
る
司
法
制
度
を
含
む
い
わ
ゆ
る
近

代
的
法
制
度
に
対
し
て
深
い
猪
疑
の
念
と
疎
外
感
を
覚
え
た
こ
と

も
十
分
に
想
像
さ
れ
る
。

(
叫
)
第
一
次
大
戦
後
の
国
際
的
な
舞
台
で
の
民
族
自
決
権
の
主
張
に

つ
い
て
は
ロ
シ
ア
革
命
の
指
導
者
レ

l
ニ
ン
と
ア
メ
リ
カ
の
大
統

領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
こ
の
動
き
は

こ
と
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
状
況
を
好
転
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た。

η
g
8
8・
〉
口
問

O
E
O
-
泊ま

E
心
吋
・

(
何
)
こ
の
問
題
を
鮮
明
に
現
し
て
い
る
も
の
が
、
中
国
お
け
る
梁
啓

超
か
ら
孫
文
に
い
た
る
人
権
観
(
こ
の
場
合
の
権
と
は
権
利
よ
り

も
権
力
に
近
い
概
念
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
)
の
変
転
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
土
屋
英
雄
(
一
九
九
八
)
五
二
|
九
七
に
詳
し

い
。
な
お
前
者
に
つ
い
て
は
佐
藤
(
一
九
九
四
)
も
参
照
。

(
必
)
大
東
亜
共
栄
圏
の
理
論
的
裏
付
け
を
行
っ
た
三
木
(
一
九
三
九
)

①
②
が
ア
ジ
ア
に
共
通
す
る
価
値
と
し
て
「
協
同
主
義
」
を
掲
げ

た
の
は
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

(
灯
)
土
崖
(
一
九
九
六
)
九
四
九
六
に
よ
る
と
、
孫
文
は
、
群
体

主
義
な
い
し
民
族
主
義
に
よ
り
、
団
結
力
の
強
固
な
既
存
の
中
国

の
家
族
お
よ
び
宗
族
を
基
礎
に
国
族
の
形
成
・
強
化
と
い
う
道
筋

を
描
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
小
共
同
体
の
同
心
円
的
拡

大
と
し
て
の
国
家
構
想
で
あ
り
、
西
欧
的
な
均
一
な
個
人
に
よ
り

資

構
成
さ
れ
る
団
体
で
あ
る
国
家
と
い
う
観
念
と
は
異
質
で
あ
る
。

な
お
、
同
様
の
国
家
構
想
は
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ

l
の
村
落
連

合
国
家
と
も
い
う
べ
き
国
家
構
想
の
中
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
ア
ジ
ア
の
革
命
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、

何
ら
か
の
か
た
ち
で
農
村
を
基
軸
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
こ

れ
ら
農
村
共
同
体
が
独
自
の
そ
し
て
強
固
な
価
値
を
保
持
し
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
現
実
に
は
こ
れ
ら
固
有

の
国
家
構
想
は
す
べ
て
挫
折
し
た
。

(
川
崎
)
も
っ
と
も
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
こ
の
間
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
が
激

化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
六

O
年
に
国
連
の
第
一
次
開
発
の

一
O
年
が
開
始
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
興
独
立
国
の
開
発
が
国

際
的
な
諜
題
と
な
っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
な
お
、
開
発
国

家
の
概
念
に
つ
い
て
は
安
回
二
九
九
六
)
三

O
六

三

O
入。

な
お
こ
れ
と
密
接
に
関
係
す
る
開
発
主
義
に
つ
い
て
は
、
村
上
(
一

九
九
二
)
特
に
(
下
)
八
七
一
五
六
、
末
康
(
一
九
九
八
)
な

ど
が
あ
る
。
最
近
の
文
献
と
し
て
者
。
，

n
E
E加
工
事
由
参
照
。

(
叫
)
ち
な
み
に
ア
ジ
ア
的
価
値
論
で
論
陣
を
張
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

リ
!
・
ク
ア
ン
・
ユ

i
は
イ
ギ
リ
ス
の
パ
リ
ス
タ
ー
で
あ
り
、
マ

レ
ー
シ
ア
の
マ
ハ
テ
ィ

l
ル
は
医
者
出
身
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
大

戦
期
の
対
日
抵
抗
運
動
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
役
割
は
果
し
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
叩
)
一
一
一
次
に
わ
た
る
中
印
紛
争
の
原
因
は
イ
ギ
リ
ス
と
清
帝
国
と
の

間
で
の
国
境
決
定
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
一
九
九
九
年
に
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独
立
を
呆
し
得
た
東
チ
モ

l
ル
に
い
た
っ
て
は
、
こ
の
小
島
が
植

民
地
時
代
に
オ
ラ
ン
ダ
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
聞
で
分
割
さ
れ
、
一
九

四
九
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
に
際
し
て
当
然
に
オ
ラ
ン
ダ
領

で
あ
っ
た
そ
の
西
半
分
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
属
す
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
一
九
七
五
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
本
国
の
革
命
の
結
果
東
チ

モ
i
ル
を
放
置
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
結
果
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

が
そ
れ
を
東
チ
モ

l
ル
人
民
の
要
請
で
あ
る
と
し
て
併
合
し
た
も

の
で
あ
る
。
同
様
に
現
在
独
立
運
動
が
活
発
化
し
て
い
る
イ
リ
ヤ

ン
ジ
ヤ
ヤ
は
世
界
最
大
の
島
で
あ
る
ニ
ュ

l
ギ
ニ
ア
烏
の
西
半
分

が
か
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
領
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
領
と
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
境
線
は
ニ
ュ

l
ギ
ニ

ア
島
に
居
住
し
て
い
る
人
た
ち
の
意
志
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な

町

ν

(
日
)
安
田
(
一
九
九
六
)
お
よ
び
(
二

0
0
0
)
は
東
南
ア
ジ
ア
に

つ
い
て
こ
れ
を
概
観
し
て
い
る
。

(
臼
)
一
九
九
六
年
の
国
連
開
発
計
画
の
年
次
報
告
『
経
済
成
長
と
人

間
開
発
』
に
よ
る
と
、
一
九
九
三
年
の
全
世
界
G
D
P
二
三
兆
ド

ル
の
う
ち
、
一
八
兆
ド
ル
は
先
進
国
に
属
し
、
人
口
の
八
O
%
が

居
住
し
て
い
る
発
展
途
上
地
域
の
そ
れ
は
五
兆
ド
ル
に
過
ぎ
な

か
っ
た
(
二
)
。
ち
な
み
に
開
発
の
失
わ
れ
た
一
O
年
と
称
さ
れ

る
一
九
八

0
年
代
、
東
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
一
人
当
た
り
所
得
の
年

平
均
伸
び
率
は
、
ア
ラ
ブ
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ
米
な
ど
の
諾
地
域
が

マ
イ
ナ
ス
成
長
を
見
せ
る
中
、
七
・
八
%
と
い
う
高
率
を
達
成
し

て
い
る
(
一
六
)

0

(
日
)
開
発
論
が
一
九
六

0
年
代
に
ほ
ぼ
独
立
を
達
成
し
た
新
興
諸
国

を
冷
戦
下
に
お
い
て
い
か
に
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
自
由
主
義

陣
営
の
な
か
に
組
み
込
む
か
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
生
成
さ

れ
た
学
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ス
ハ
ル
ト
開

発
独
裁
体
制
下
に
お
い
て
、
そ
の
開
発
政
策
を
立
案
し
実
行
し
た

の
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
マ
フ
ィ
ア
と
か
パ

l
ク
リ
ィ
・
マ
フ
ィ
ア

と
称
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
開
発
諸
学
を
学
ん
で
き
た
テ
ク

ノ
ク
ラ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
社
会
主
義
国
に

お
い
て
は
ソ
ビ
エ
ト
や
東
欧
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
す
べ
て
の

国
に
お
い
て
共
通
す
る
。

(
日
)
こ
の
共
同
主
義
は
ま
た
、
こ
の
期
間
各
国
で
醸
成
さ
れ
た
「
ナ

シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
し
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
し
。

(
日
)
危
機
の
前
年
の
一
九
九
六
年
の

E
、
E
5
3
閃

2
5さ
np'

三
m
g
、
弓
同
町
ヨ
誌
は
東
南
ア
ジ
ア
の
都
市
化
の
も
た
ら
す
問
題
状

況
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。

E
tそ
F
担
問

2
2
Z
8宮口
a
S
E
E
-
-可

〈
白

-co--
、
同
町
戸
〉
E
m
-
}
】
⑤
甲
小
工
ω

∞l

品
M

(
日
)
例
え
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ル
ピ
ア
の
対
ド
ル
レ

i
ト
は
危
機

前
の
一
ド
ル
二
五
O
O
ル
ピ
ア
か
ら
最
低
時
に
は
一
万
六
千
ル
ピ

ア
ま
で
下
落
し
た
。
単
純
に
計
算
す
る
と
そ
の
生
活
水
準
は
一
年

の
間
に
六
分
の
一
に
落
ち
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

(
訂
)
タ
イ
の
憲
法
改
正
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
ハ
ル
ト
退
陣
に
際
し
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キヰ

て
は
、
ロ
司
な
ど
の
国
際
金
融
機
関
が
大
き
な
役
割
を
呆
し
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
と
も
に
為
替
市
場
の
動
き
が
そ

の
退
陣
を
決
定
づ
け
た
こ
と
は
、
市
場
が
独
裁
政
権
を
打
ち
負
か

し
た
も
の
と
し
て
、
市
場
と
民
主
主
義
の
連
関
関
係
が
強
調
さ
れ

た。

(
回
)
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
当
2
5回
g
r
-
3∞
な
ど
に
詳
し
い
。

(
印
)
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
千
七
百
万
人
の
人
び
と
が
飢
え
を
体
験
し
、

中
部
・
東
ジ
ャ
ワ
に
お
い
て
は
五
O

O
万
世
帯
が
一
日
一
食
し
か

と
れ
な
か
っ
た
と
い
、
っ
。
、
』
川
町
』
戸
。
2
・
-
3甲∞

(
印
)
こ
の
結
論
は
安
田
(
一
九
九
六
)
一
二
一
二
一
|
三
コ
一
七
お
よ
び
(
二

0
0
0
)
八
九
|
九
六
で
提
示
し
た
も
の
と
基
本
的
に
は
変
わ
っ

て
い
な
い
(
安
田
(
二
0
0
0
)
六

四

七

O
)
。
国
家
は
、
多
国

籍
企
業
が
体
現
す
る
市
場
の
力
な
い
し
市
場
法
理
と

N
G
O
が
具

現
す
る
共
同
法
理
を
軸
と
す
る
社
会
の
凝
集
力
と
の
間
で
の
コ
ン

フ
リ
ク
ト
を
、
状
況
に
応
じ
て
そ
の
本
質
で
あ
る
指
令
に
よ
っ
て

調
整
を
行
う
機
構
に
後
退
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

い
う
共
同
主
義
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
井
上
(
一
九
九
九
)
の
い

う
「
個
人
主
義
と
共
同
体
主
義
の
緊
張
を
原
理
的
に
総
合
す
る
」
(
七

二
一
)
道
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
今
井
(
一
九

九
九
)
が
指
摘
す
る
「
自
己
実
現
的
個
人
主
義
」
と
究
極
的
に
重

な
る
「
自
己
実
現
的
共
同
主
義
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

資

参
考
文
献

足
立
啓
二
(
一
九
九
八
)
『
専
制
国
家
試
論
中
国
史
か
ら
世
界
史
へ
』
柏

書
房

石
井
米
雄
(
一
九
九
二
「
ヒ
ン
ド
ゥ
・
仏
教
世
界
」
『
講
座
東
南
ア
ジ
ア

学
第
四
巻
東
南
ア
ジ
ア
の
政
治
』
弘
文
堂

五
十
川
直
行
(
一
九
九
六
)
①
「
タ
イ
民
商
法
典
の
比
較
法
的
考
察
〈
序

説
〉
(
一
)
」
『
法
政
研
究
』
六
二
巻
三
i
四

五
十
川
直
行
(
一
九
九
六
)
②
「
タ
イ
民
商
法
典
に
及
ぼ
し
た
日
本
民
法

典
の
影
|
比
較
ア
ジ
ア
民
事
法
研
究
の
展
望
」
『
比
較
法

研
究
』
五
七

伊
藤
秀
一
(
一
九
八
五
)
『
ア
ジ
ア
の
民
族
運
動
』
講
談
社

今
井
弘
道
(
一
九
九
九
)
「
産
業
社
会
と
脱
産
業
社
会
の
緊
張
的
均
衡
へ
|

東
ア
ジ
ア
法
哲
学
の
現
代
的
課
題
」
『
北
大
法
学
論
集
』
五

O
巻
三
号
三
九
三
|
四
二
五

今
井
弘
道
・
森
際
康
友
・
井
上
達
夫
(
編
)
(
一
九
九
九
)
『
変
容
す
る
ア

ジ
ア
の
法
と
哲
学
』
有
斐
閣

井
上
達
夫
(
一
九
九
九
)
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ア
ジ
ア
的
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
(
今
井
・
森
際
・
井
上
(
編
)
(
一
九

九
九
)
一
一
一
一
一
|
七
八

ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル

-
A
・カ
l
ル
(
湯
浅
越
夫
訳
)
(
一
九
九
二
『
オ

リ
エ
ン
タ
ル
・
デ
ス
ポ
テ
イ
ズ

ム
l
専
制
官
僚
国
家
の
生
成
と

崩
壊
』
新
評
論
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梅
梓
忠
夫
(
一
九
七
回
)
『
文
明
の
生
態
史
観
』
中
公
文
庫

大
江
泰
一
郎
(
一
九
九
六
)
「
ロ
シ
ア
法
|
今
ど
の
よ
う
な
講
義
が
可
能

か
?
」
「
比
較
法
学
研
究
』
五
七
号

大
木
雅
夫
(
一
九
八
三
)
『
日
本
人
の
法
観
念
西
洋
的
法
観
念
と
の
比
較
』

東
京
大
学
出
版
会

大
沼
保
昭
(
一
九
九
八
)
『
人
権
、
国
家
、
文
明
』
筑
摩
書
一
房

萎
尚
中
(
一
九
九
六
)
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
彼
方
へ
』
岩
波
書
庖

季
衛
東
(
一
九
九
八
)
『
超
近
代
の
法
』
ミ
ネ
ル
パ
書
房

木
下
毅
(
一
九
九
九
)
「
比
較
法
文
化
論
」
有
斐
閣

高
期
龍
(
一
九
九
六
)
『
韓
国
法
入
門
』
(
東
京
大
学
法
学
部
講
議
案
)

コ
l
エ
ン

-
P
-
A
(佐
藤
慎
一
訳
)
(
一
九
八
八
)
『
知
の
帝
国
主
義

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』
平
凡
社

木
間
正
道
/
鈴
木
賢
/
高
見
沢
麿
(
二
0
0
0
)
『
現
代
中
国
法
入
門
(
第

二
版
)
』

小
林
良
正
(
一
九
七
O
)
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
研
究
』
大
月
書
庖

サ
イ
l
ド
・

W
・
エ
ド
ワ
ー
ド
(
板
垣
・
杉
田
・
今
沢
訳
)
(
一
九
八
六
)

『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
平
凡
社

桜
井
由
純
雄
・
石
津
良
昭
(
一
九
七
七
)
「
東
南
ア
ジ
ア
現
代
史
皿
』
山

川
出
版

佐
藤
慎
一
(
一
九
九
四
)
「
近
代
中
国
の
体
制
構
想
|
専
制
の
問
題
を
中

心
に
」
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
五
近
代
化
像
』
東
京
大
学

出
版
会
一
一
一
七
!
一
一
六
一

塩
沢
君
夫
(
一
九
七
O
)
『
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
』
御
茶
の
水
書
房

白
石
隆
(
一
九
九
六
)
『
新
版
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
』

N
T
T
出
版

末
康
昭
(
一
九
九
八
)
「
発
展
途
上
国
の
開
発
主
義
」
東
京
大
学
社
会
科

学
研
究
所
編
「
二

O
世
紀
シ
ス
テ
ム
|
形
成
と
動
揺
第
四

巻
開
発
主
義
』

千
葉
正
士
(
一
九
九
八
)
『
ア
ジ
ア
法
の
多
元
構
造
』
成
文
堂

土
産
健
治
(
一
九
七
九
)
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
治
思
想
研
究
序
説
(
一
)

1

(
三
)
」
『
ア
ジ
ア
経
済
』
二
O
巻

五

七

土
屋
英
雄
(
一
九
九
八
)
「
近
現
代
の
中
国
の
人
権
論
」
同
編
著
『
中
国

の
人
権
と
法
」
明
石
室
百
庖
四

oー
一
七
七

ト
ッ
ド
、
エ
マ
ニ
ユ
エ
ル
(
石
崎
晴
美
・
東
松
秀
訳
)
(
一
九
九
二
)
|

九
ご
一
『
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
全

(
I
)
(
E
)
』

藤
原
書
庖

中
村
平
治
(
一
九
七
七
)
『
南
ア
ジ
ア
現
代
史
I
イ
ン
ド
』
山
川
出
版
社

仁
井
田
陸
(
一
九
七
九
)
『
中
国
法
制
史
増
訂
版
』
岩
波
全
書

西
津
希
久
男
(
一
九
九
九
)
「
タ
イ
民
法
典
編
纂
史
序
説

l
不
平
等
条
約

と
法
典
編
纂
」
『
法
政
論
集
』
一
七
七

萩
原
浩
明
・
和
田
久
徳
・
生
田
滋
(
一
九
八
二
)
『
東
南
ア
ジ
ア
現
代
史

w』
山
川
出
版
社

パ
イ
・
ル
シ
ア
ン

-
W
(
園
田
茂
人
訳
)
(
一
九
九
五
)
『
エ
イ
ジ
ア
ン
・

パ
ワ
l
』
大
修
館
書
庖

長
谷
川
晃
(
一
九
九
九
)
「
ア
ジ
ア
社
会
に
お
け
る
普
遍
法
の
形
成
」
『
北

大
法
学
論
集
』
五
O
巻
三
号
、
六
五
三
六
七
O

広
松
渉
(
一
九
八
九
)
『
〈
近
代
の
超
克
〉
論
昭
和
思
想
史
へ
の
一
視
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別表 3法理類型

法理類型 共同法理 市場法理 指令法理

基本的関係 結合・一体化関係 水平・対等関係
垂直・命令服従関

係

基本的価値 友愛 自由 平等(再配分)

社会行為モデル 全員の一致(調和) 市場での等価交換
優越者(国家)の

強制

基軸社会
共同社会

経済社会(経済) 政治社会(国家)
(家族、地域等)

悶家モデル コンミューン同家 近代(資本主義)国家 社会主義国家

明確でなし、コミュニ 裁判所(審判者)へ
国家・上級機関へ

規範の一般的性質 テイ内でのコンセンサ の明確な規範(解釈

ス 基準)の提供
の裁量権付与

典型的法分野 家族i1;.宗教法 民商・取引法 公法・行政法

紛争処理方式 和解調停
専門的第三者(審判 上級機関による再
者)による裁決 考慮

解決の|療の基本的 構成長会員の満足 規範の解釈による正 個別ケースによる

価{直 (調和) 当性(正義) 妥当性(公正)

典型的な紛争処理
非公式紛争処理機関

裁判所・専門的仲裁
行政審判所

機関 機関

法類型(国家類型) 悶有i土(原l司家) 移入法(植民地国家) 開発法(開発国家)

類似の3類型

田中成明 自治型法 白立型法 管理豆!法

ノネ・セルズニック 応答型法 自律型法 権威型法

アンガー 慣習・相互関係 法秩序・法体制 管理的・官僚的法

カメンカ・テイ ゲマインシャフト型法 ゲゼルシャフト型法 官僚・行政型法

ヤシュ・ガイ 慣習 市場 国家及びその法

ミルナー 未開 市場 ヒエラルヒー

ポラニー 互酬 交換 再配分

岩悶昌征 友愛 自由 平等

中村尚司 人格 価格 規格

<出典>田中成明『法理学講義』有斐閣(1994) および『転換期の日本法』岩波書庖
(2000)、ノネ・セルズニック(六本佳平訳)r法と社会変動の理論』岩波書応、 1981年、

Unger， R.M. Law in Modern Society， The Free Press， 1976. Augen Kamenka & A.E.Tay， "Social 

Traditions， Legal Traditions" in Kamenka & Tay (ed.)， Law and Social Control， Edward Arnold， 

London， 1980. Yash Ghai， "Land Refo口nsand Paradigm of Development: Reflections in Melanesian 

Constitution"， in P.Sack and E. Minchin， Legal Pluralism， Proceeding ofCanberra Law Workshop VII， 

ANU， Canberra， Australia， 1986、D.Milner，Social Justice， Oxford， C1arendon Press， 1976、カール・

ポラニー(玉野井芳郎・栗本慎一郎訳)r人間の経済(上)J岩波書府(1980，岩田昌j正『社会

主義の経済システム』新評論(1975)，中村尚司『共同体の経済構造』新計;論(1975). 

(W所安問 (2000)51ページを補正)
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On“Asianness": Preliminary Research 

on Human Rights and Rights in Asian Contexts 

Nobuyuki Y ASUDA * 

There have been observed fi巴rcelyconflicting ideas on how we should understand 

the concept of human rights for last 10 ye訂 s.Human rights proponents mainly from 

Westem countries insist that they are of universal nature because of“human" rights， 

while Asian Values supporters assert that any “rights" discourse cannot disregard the 

socio-cultural realities of socoieties which it roots. Apart from their motivation of 

intemational hegemony and politics， this confrontation seems to be based substantially 

on the different conceptualization of“rights" between two camps. This paper aims to 

examine how the “rights" concept has been evolved in East Asian countries， through 

th巴 investigationof development of their states and communities in at the stage of 

traditional “proto-states"， quasi-modem “colonial statcs" and post-independent 

“developmental states". Findings show that rights in Asia have been constructed on 

and understood in the more communitarian basis， in contrast with those in modem 

Western societies， where they tend to be attributed exclusively to individuals. 

*Professor， Nagoya University. 
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