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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
思
想
を
、
道
徳
判
断
論
を
主
た
る
素
材
と
し
て
、
人
間
関
係
の
相
互
性
の
構
造
の
観
点
か
ら
検
討
し
、
そ

こ
に
お
け
る
規
範
構
造
、
す
な
わ
ち
個
人
と
ル

l
ル
や
秩
序
と
の
関
係
を
、
社
会
契
約
論
や
自
生
的
秩
序
論
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
明
ら
か

本
稿
は
、

ル
ー
ル
や
秩
序
の
発
生
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
実
定
性
に
対
す
る
批
判
意
識
に
裏

打
ち
き
れ
か
つ
秩
序
や
ル

1
ル
の
存
在
を
前
提
と
す
る
よ
り
実
践
的
な
判
断
論
に
注
目
し
た
。
近
代
社
会
を
正
当
化
し
、
説
明
す
る
論
理
で

あ
る
社
会
契
約
論
と
自
生
的
秩
序
論
は
、
そ
の
理
論
的
な
構
造
も
実
践
的
な
含
意
も
全
く
異
な
る
が
、
と
も
に
ル

l
ル
や
秩
序
が
発
生
・
成

に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
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立
す
る
と
き
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
し
て
い
る
点
で
は
、
共
通
の
特
徴
を
も
っ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
以
下
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
ス
ミ

ス
の
対
面
的
判
断
論
・
社
会
理
論
に
は
、
秩
序
や
ル

l
ル
と
個
人
の
関
係
や
、
個
人
と
個
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
と
は
異
な
る

視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学(1)

こ
の
よ
う
な
既
存
の
秩
序
と
個
人
と
の
聞
の
新
た
な
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
ス
ミ
ス
の
思
想
を
近
代
社
会
の
成
立

原
理
と
し
て
の
自
然
法
論
と
社
会
契
約
論
の
交
錯
の
中
で
検
討
し
、
次
の
こ
と
を
示
す
。
第
一
に
個
人
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
論
理
的

に
前
提
さ
れ
た
原
子
論
的
な
個
人
と
は
別
の
個
人
の
あ
り
方
を
、
す
な
わ
ち
既
存
の
共
同
体
の
中
に
生
ま
れ
、
既
存
の
規
範
を
内
面
化
し
つ

つ
も
、
そ
こ
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
反
対
に
そ
れ
を
外
在
的
に
批
判
す
る
の
で
も
な
く
、
既
存
の
共
同
体
に
対
し
て
反
省
的
に
構
え

得
る
個
人
の
可
能
性
を
、
判
断
論
の
中
で
提
示
す
る
。
第
二
に
社
会
理
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
ス
ミ
ス
の
自
然
法
学
の
枠
組
み
が
ル

ー
ル
や
秩
序
の
実
定
性
に
対
す
る
批
判
的
視
点
を
内
包
し
て
お
り
、
自
然
法
と
実
定
法
の
二
元
論
的
構
造
の
克
服
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
。
後
者
の
点
に
関
し
て
は
「
経
済
学
の
父
」
と
称
せ
ら
れ
る
ス
ミ
ス
が
一
八
世
紀
を
代
表
す
る
道
徳
哲
学
者
で
あ
り
、

そ
の
道

徳
哲
学
が
、
現
在
の
学
問
分
野
で
言
え
ば
、
哲
学
・
倫
理
学
・
法
学
・
政
治
学
な
ど
人
間
に
関
す
る
学
全
般
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
現
在
で
は
学
史
上
の
常
識
に
属
す
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
中
で
法
的
世
界
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、

ど
の
よ
う

な
機
能
を
果
し
て
い
た
か
と
い
う
点
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
道
徳
哲

学
の
構
造
、
更
に
そ
こ
に
通
底
し
て
い
る
同
感
の
構
造
に
ま
で
降
り
立
っ
た
上
で
、

そ
の
構
造
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
ら
の
特
徴
が

正
義
論
・
自
然
法
学
と
い
っ
た
社
会
理
論
の
構
成
に
も
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
感
論
と
い
う
対
面
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
降
り
立
ち
、

そ
の
相
互
性
の
構
造
を
検
討
す
る
の
は
、
本
稿
で
は
直
接
議
論
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
代
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
問
題
状
況
と
の
対
質
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
近
年
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と

共
同
体
論
と
の
対
立
な
い
し
対
話
は
、

そ
れ
自
体
に
様
々
な
論
点
を
含
む
と
同
時
に
、
他
の
領
域
に
お
け
る
議
論
の
枠
組
み
を
提
供
し
て
い
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説

る
と
言
い
う
る
。
多
岐
に
わ
た
る
論
点
の
中
で
、
最
も
根
本
的
・
中
心
的
な
も
の
の
一
つ
は
、
自
我
概
念
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
共
同
体
論
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
想
定
す
る
よ
う
な
選
択
主
体
と
し
て
の
自
我
を
負
荷
な
き
自
我
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
、

(
2
)
 

そ
こ
に
現
代
社
会
に
お
け
る
様
々
な
社
会
病
理
現
象
の
原
因
を
探
ろ
う
と
す
る
。

さきι
凶間

一
連
の
批
判
に
応
え
て
、

(
3
)
 

反
省
的
自
向
性
を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
に
読
み
替
え
た
自
我
観
・
主
体
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
陣
営
か
ら
は
、

こ
れ
ら
の
論
争
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
重
要
な
論
点
が
、
現
代
社
会
に
お
け
る
自
我
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
個
人
と
共
同
体
や
伝
統
と
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
を
共
同
体
や
伝
統
か
ら
原
理
的
に
独
立
し
た
存
在

と
し
て
前
提
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
共
同
体
論
に
お
い
て
も
、
個
人
を
単
に
共
同
体
や
伝
統
に
埋
没
す
る
の

そ
こ
で
は
や
は
り
、
個
人
と
共
同
体

で
は
な
く
、
何
ら
か
の
形
で
共
同
体
や
伝
統
に
対
し
て
独
自
の
位
置
を
占
め
得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、

や
伝
統
と
の
関
係
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
共
同
体
や
伝
統
に

埋
没
す
る
の
で
も
な
く
、

そ
れ
ら
を
外
在
的
に
批
判
す
る
の
で
も
な
い
、
内
在
的
な
批
判
・
反
省
を
可
能
に
す
る
自
我
の
あ
り
方
と
、

よ
う
な
構
造
の
自
我
を
も
っ
個
人
を
可
能
に
す
る
広
い
意
味
で
の
社
会
の
あ
り
方
の
探
求
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
以
下
で
論
ず
る
規
範
構
造

及
び
個
人
と
ル

l
ル
や
秩
序
と
の
関
係
に
関
す
る
考
察
は
、
功
利
主
義
に
よ
ら
ず
し
か
も
伝
統
主
義
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
ス
ミ
ス
思
想
の
新

た
な
像
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
る
。

ス
ミ
ス
の
思
想
的
境
位
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
近
代
自
然
法
と
社
会
契
約
論
の
交
錯
の

中
で
の
ス
ミ
ス
の
思
想
史
上
の
位
置
付
け
を
再
検
討
す
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
な
互
い
に
絡
み
合
っ
た
二
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
。

具
体
的
に
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、

第
一
に
、
世
俗
的
な
近
代
自
然
法
は
、

ス
ミ
ス
ら
の
一
八
世
紀
思
想
に
お
い
て
、
感
情
論
を
介
し
て
受
肉
化
さ
れ
、
内
在
化
さ

ヒ
ュ

l
ム、

れ
た
。
こ
の
過
程
は
、
規
範
構
造
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
、
す
な
わ
ち
個
人
と
ル

l
ル
の
関
係
に
お
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て

い
た
の
か
。
第
二
に
、
こ
の
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
は
そ
の
過
程
で
、
伝
統
社
会
に
対
す
る
批
判
的
視
点
と
し
て
の
機
能
を
も
ち
、
近
代

北法47(1・128)128
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自
然
法
の
成
立
を
推
進
し
た
自
然
権
思
想
・
社
会
契
約
論
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
、
完
成
さ
れ
た
。
こ
の
放
棄
は

一
八
世
紀
思
想
の
保
守
性
、
す
な
わ
ち
、
既
存
の
秩
序
や
ル

1
ル
に
対
す
る
反
省
・
批
判
的
契
機
の
喪
失
を
も
た
ら
す
の
か
、
そ
れ
と
も

何
ら
か
の
形
で
、
社
会
契
約
論
と
は
違
っ
た
形
で
、
既
存
の
秩
序
・
ル

l
ル
へ
の
反
省
・
批
判
の
可
能
性
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
、
第
一
の
問
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
自
然
法
の
内
在
化
が
も
っ
意
義
を
と
ら
え
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
自
然
法
が
理
性
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
れ
、
神
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
れ
、

す
な
わ
ち
、
自
然
法
の
内
在
化
の
過
程
は
、

垂
直
的
な
関
係
を
前
提
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
感
情
論
を
介
し
て
そ
れ
を
受
肉
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
構
造
を
水
平
的
な
も
の
に

翻
案
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
点
に
そ
の
意
義
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
超
越
的
な
権
威
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
人
間
の
相
互
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、

自
然
法
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

一
人
世
紀
思
想
の
も
つ
大
き
な
意
義
と
言
え
る
。
第
二
の
点
に
問
し

て
は
、
次
の
よ
う
な
作
業
仮
説
の
下
に
議
論
を
進
め
る
。
す
な
わ
ち
、

ス
ミ
ス
の
同
時
代
人
た
ち
の
多
く
の
思
想
は
、
自
然
法
の
内
在
化
の

そ
れ
ら
を
説
明
し
追
認
す
る
か
、
あ
る
い
は
外
在
的

結
果
と
し
て
、
既
存
の
制
度
や
ル

l
ル
を
批
判
す
る
た
め
の
内
在
的
な
視
点
を
失
い
、

に
批
判
の
観
点
を
求
め
る
か
の
ど
ち
ら
か
の
機
能
し
か
持
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ス
ミ
ス
は
、
対
面
的
な
判
断
論
に
お
い
て
も
社
会

理
論
に
お
い
て
も
、

そ
れ
ら
を
内
在
的
な
観
点
か
ら
反
省
的
に
と
ら
え
直
す
た
め
の
論
理
を
模
索
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
を
、
自
然
法
の

内
在
化
の
成
果
を
手
放
す
こ
と
な
く
、
す
ぐ
れ
て
一
七
世
紀
的
な
問
題
構
成
で
あ
る
自
然
権
思
想
・
社
会
契
約
論
を
批
判
し
、
ま
た
そ
れ
と

は
別
の
視
角
か
ら
、
主
体
の
交
通
の
論
理
と
し
て
の
同
感
論
を
よ
り
所
に
し
て
、
展
開
し
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
問
に
答
え
る
た
め
に
、
判
断
論
を
素
材
と
し
て
、
思
想
史
的
に
は
ヒ
ュ

l
ム
及
び
ル
ソ
ー
と
の
関
係
を
考
え
る
。
こ
こ
で

判
断
と
い
う
作
用
を
通
じ
て
問
題
を
考
え
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
遍
と
特
殊
と
を
関
係
付
け
る
能
力
と

し
て
の
判
断
作
用
に
注
目
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
個
別
的
な
も
の
が
普
遍
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と

北法47(1・129)129



説

考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
法
が
受
肉
化
さ
れ
内
在
化
さ
れ
る
諸
個
人
間
に
お
け
る
相
互
性
は
、
互
い
に
交
さ
れ
る
判
断
を
通

じ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
自
然
法
の
内
在
化
の
成
否
は
そ
の
相
互
性
の
構
造
に
依
存
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
二
の
問
題
で
あ
る
既
存
の
ル

l
ル
や
秩
序
に
対
す
る
反
省
の
可
能
性
、
換
言
す
る
な
ら
、
近
代
社
会
に
対
す
る
弁
証
・
反
省
・

論

批
判
の
方
法
的
枠
組
み
も
ま
た
、
以
下
で
具
体
的
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
の
相
互
性
の
構
造
に
依
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
考
察

を
通
じ
て
、
本
稿
で
は
ス
ミ
ス
の
思
想
的
課
題
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
。
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
の
結
果
、

も
は
や
白
紙
還
元
に

よ
る
制
度
設
計
が
、
思
想
的
に
不
適
切
で
あ
る
だ
け
で
な
く
現
実
に
も
不
可
能
な
状
況
下
で
、
実
定
的
な
ル

l
ル
・
制
度
を
反
省
す
る
こ
と

は
い
か
に
し
て
可
能
か
。

ス
ミ
ス
思
想
を
こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
と
し
て
と
ら
え
、

そ
の
道
徳
判
断
論
を
再
構
成
す
る
。

第
二
章
で
は
予
備
的
考
察
と
し
て
、

ス
ミ
ス
道
徳
の
世
界
の
構
造
に
お
け
る
特
質
を
、
隣
接
領
域
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま

ず
ス
ミ
ス
の
認
識
論
を
採
り
上
げ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
ヒ
ュ

l
ム
の
影
響
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

ヒ
ュ

l
ム
を
含
む
伝
統
的
な
道
徳
哲
学

と
は
異
な
り
、

ス
ミ
ス
が
認
識
論
ぬ
き
の
道
徳
の
領
域
(
狭
義
の
倫
理
学
で
は
な
く
、
法
学
も
含
む
)

を
構
想
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
の
学
問
的
出
発
点
に
位
置
し
、
一
言
語
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
般
を
対
象
と
し
た
『
修
辞
学
・
文
学
講
義
』

『
道
徳
感
情
論
』
の
同
感
過

を
採
り
上
げ
、
基
本
的
な
学
問
的
着
想
を
明
ら
か
に
す
る
。
同
時
に
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
同
感
過
程
と

程
と
の
構
造
上
の
違
い
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
。

す
る
。

ス
ミ
ス
の
同
感
判
断
論
の
特
徴
を
考
察
し
、
規
範
の
成
立
を
介
し
て
、
自
然
法
が
内
在
化
さ
れ
る
過
程
に
つ
き
検
討

ス
ミ
ス
の
同
感
論
は
、
感
情
の
感
染
ゃ
あ
る
い
は
情
念
の
力
学
的
な
説
明
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
道
徳
判
断
の
原
理
と
し
て
展
開
さ

第
三
章
で
は
ま
ず
、

れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
道
徳
判
断
の
原
理
と
し
て
の
同
感
は
、
立
場
の
交
換
・
状
況
に
即
し
た
適
宜
性
と
い
う
観
念
を
通
じ
て
、
相

五
的
主
体
の
交
通
の
た
め
の
論
理
と
し
て
機
能
す
る
。
さ
ら
に
は
観
察
者
と
当
事
者
の
聞
で
同
感
判
断
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

中
立
的
な
観
察
者
と
し
て
各
人
の
内
部
に
一
種
の
行
為
規
範
が
成
立
す
る
。
こ
れ
が
整
理
さ
れ
、
抽
象
化
さ
れ
る
と
一
般
規
則
に
な
る
。
こ
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の
よ
う
な
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ス
ミ
ス
の
同
感
判
断
過
程
は
、
者
呂
田
)
三
喜
と
い
う
英
語
が
現
代
に
お
い
て
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と

は
裏
腹
に
、
虚
構
的
な
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
虚
構
性
の
故
に
、

ス
ミ
ス
の
同
感
は
、
人
聞
の
相
互
性
の
中
で
、

判
断
の
原
理
と
し
て
機
能
し
、
規
範
を
相
互
性
の
中
で
基
礎

e

つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
を
示
す
。

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

次
に
、
近
代
社
会
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
ス
タ
ン
ス
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
同
感
判
断
に
お
け
る
虚
構
性
の
意
義
を
、
ル
ソ

l
思
想
と

の
関
係
で
、
他
者
性
に
注
目
し
て
と
ら
え
直
す
。
ス
ミ
ス
は
、
ル
ソ

l
が
近
代
社
会
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
と
し
て
提
起
し
た
人
間
関
係

の
中
か
ら
生
ず
る
他
者
性
の
問
題
を
受
容
し
つ
つ
、

ル
ソ
!
と
は
全
く
違
っ
た
形
で
こ
の
問
題
を
処
理
し
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
過
程
で
ス

ミ
ス
は
、
単
に
既
存
の
秩
序
を
追
認
す
る
の
で
も
な
く
、
超
越
的
な
基
準
を
設
定
し
そ
こ
か
ら
外
在
的
に
既
存
の
ル

l
ル
や
秩
序
を
批
判
す

る
の
で
も
な
い
、
内
在
的
な
反
省
と
し
て
の
判
断
の
可
能
性
を
、

ま
た
そ
の
よ
う
な
主
体
の
あ
り
方
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
、
良
心
論
と

一
般
ル

l
ル
に
関
す
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
ら
か
に
す
る
。

第
四
章
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
新
た
な
主
体
の
と
ら
え
方
が
、
社
会
理
論
に
お
い
て
も
、
近
代
社
会
に
対
す
る
反
省
の
た
め
の
方
法

的
枠
組
み
と
し
て
、
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
る
。
ま
ず
ス
ミ
ス
の
正
義
論
を
採
り
上
げ
、

そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
法

学
序
説
と
し
て
の
意
義
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
上
で
挙
げ
た
二
つ
の
問
題
が
、
正
義
論
・
法
論
に
お
い
て
は
、

ル
ー
ル
の
感
情
論
に
よ
る
基

礎
づ
け
と
、

ル
ー
ル
や
秩
序
の
実
定
性
へ
の
反
省
の
問
題
と
し
て
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
を
示
す
。
次
に
、

ス
ミ
ス
と
同
じ
く
倫
理
的
理
性

主
義
批
判
に
基
づ
き
、
同
感
を
道
徳
判
断
の
原
理
と
し
た
ヒ
ュ

l
ム
に
お
い
て
は
、
同
感
が
功
利
主
義
的
な
全
体
の
利
益
の
知
覚
と
し
て
の

み
機
能
し
、
道
徳
判
断
の
原
理
と
し
て
は
挫
折
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
こ
の
ヒ
ュ

l
ム
の
同
感
論
の
挫
折
と
功
利
主
義
へ
の
転
回

が
、
自
然
法
の
内
在
化
の
失
敗
を
意
味
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、
功
利
主
義
的
な
法
学
を
直
接
的
な
批
判
の
対
象
と
し
て
い

た
ス
ミ
ス
の
自
然
法
学
の
特
色
と
方
法
を
示
す
。
ま
た
そ
の
枠
組
み
が
、
自
然
法
と
実
定
法
の
二
元
論
的
構
造
の
克
服
の
試
み
と
評
し
得
る
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摘
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。



説

註(
1
)
現
代
社
会
に
お
け
る
市
民
の
あ
り
方
を
判
断
力
の
観
点
か
ら
論
ず
る
河

-
F
5
2
は
、
判
断
力
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
判
断
力
は
、

規
則
に
拘
束
さ
れ
な
い
精
神
活
動
の
一
形
式
で
あ
り
、
(
方
法
に
基
づ
く
合
理
性
と
は
異
な
り
)
そ
の
操
作
様
式
の
明
確
な
細
目
に
支
配
さ
れ
な

い
。
そ
し
て
そ
れ
は
規
則
に
支
配
さ
れ
た
知
性
の
外
部
で
、
作
用
し
始
め
る
」
。
こ
の
よ
う
な
判
断
力
観
を
、
ベ
イ
ナ

l
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
二

種
類
の
判
断
力
の
区
別
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
得
た
。
す
な
わ
ち
、
普
通
的
な
も
の
(
ル

l
ル
・
原
埋
・
法
則
)
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合

の
規
定
的
判
断
力
と
、
特
殊
的
な
も
の
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
特
殊
的
な
も
の
の
た
め
に
普
遍
的
な
も
の
が
見
い
だ
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
反
省
的
判
断
力
で
あ
る
。
ベ
イ
ナ

l
は
反
省
的
な
判
断
力
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
規
則
支
配
的
方
法
の
提
示
す
る
硬
直
し
た

要
求
と
、
君
臨
す
る
主
観
性
の
取
り
結
ぶ
ひ
と
し
く
強
制
的
な
約
定
」
の
問
で
の
硬
直
状
態
を
打
破
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
『
巾
?
目

N
F
U岡市「・

3
5
2
こH
6
k
h
要
望

F
E∞
ω
浜
田
義
文
監
訳
『
政
治
的
判
断
力
』
一
九
八
八
年
。

(
2
)
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
ゎ

F

C三
O
吋
a

叫がぬ』川町
P
H
a
A
¥
、宮町

F
2
R
ε
-
m
o
Z
2
2・
F-一白
F
-
N
R
E
E
Y向包∞
2
・
4
5
-
E田
宮

∞

E
E
S
F

〉
ロ
ロ
∞
吉
品
巾
ア
自
己
∞
円

2
2
玄
・
目
立

8
・
容
さ
h

A

『
思
白
3

h
ミ
玄
号
白
尽
き
き
色
町
き
さ
苦
言
h
S
弘
幸
四
号
室

E
F
5
2
島
薗
進
・
中
村
圭
志

訳
『
心
の
習
慣
』
一
九
九
一
年
。

(
3
)
参
照
、
井
上
達
夫
「
共
同
体
の
要
求
と
法
の
限
界
」
・
千
葉
大
学
法
学
論
集
第
四
巻
第
一
号
、
「
共
同
体
論
ー
そ
の
諸
相
と
射
程
」
・
白
本
法

哲
学
会
編
法
哲
学
年
報
、
一
九
八
九
年
。

ま
た
、
こ
こ
数
年
来
の

2
E
g凹
ve論
の
隆
盛
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
現
実
の
実
践
的
な
諸
問
題
へ
の
対
応
の
ほ
か
、
原
理
的
な
レ
ヴ
ェ

ル
で
の
こ
の
よ
う
な
新
し
い
自
我
観
の
探
求
を
指
摘
し
う
る
。
門
戸
門
戸
N

自
由
E
U
に
関
す
る
論
文
を
集
め
た
も
の
と
し
て
は
、
∞
・
↓
=
『
ロ

q
h町司・

国
即
日
正
D
ロ
(
昆
)
・
円
以
な
た
苫
伺

p
e
h
n
3
S日
目
。
室
内
量
的
、
早
川
工
を
参
照
。

論

第

章

近
代
自
然
法
の
成
立
と
社
会
契
約
論
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第
一
節

は
じ
め
に

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、

(
1
)
 

一
九
世
紀
に
す
で
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
と
し
て
、
『
国
富
論
』

と

『
道
徳
感
情
論
』

と
い
う
二
つ
の
著
作
の

聞
の
不
整
合
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
様
々
な
方
向
か
ら
そ
の
思
想
の
一
貫
性
が
問
わ
れ
て
き
た
思
想
家
で
あ

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

る
。
そ
れ
は
ス
ミ
ス
の
思
想
が
一
般
的
な
ネ
l
ム
・
ヴ
ァ
リ
ュ

l
の
高
さ
と
は
裏
腹
に
、
思
想
史
上
の
位
置
付
け
の
点
で
は
非
常
に
大
き
な

(
2
)
 

振
幅
で
揺
れ
動
い
て
き
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
一
貫
性
へ
の
疑
義
に
関
す
る
議
論
が
、
ス
ミ
ス
の
個
人
史
的
な

思
想
的
一
貫
性
、
す
な
わ
ち
あ
る
重
要
な
思
想
的
影
響
の
下
で
の
思
想
的
発
展
・
展
開
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
以
下
に
見
る
よ
う

に
近
代
を
巡
る
様
々
な
問
題
提
起
に
呼
応
す
る
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

思
想
史
上
の
位
置
付
け
に
お
け
る
大
き
な
動
揺
の
背
景
と
し
て
は
、
彼
が
二
重
の
観
点
で
時
代
の
岐
路
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
二
重
の
岐
路
の
う
ち
第
一
は
学
問
体
系
の
変
化
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
人
間
に
関
す
る
学
と
し
て
の
伝
統
的
道
徳
哲
学
の
解
体

と
、
社
会
科
学
と
し
て
の
経
済
学
の
生
誕
に
象
徴
さ
れ
る
学
の
体
系
の
再
編
の
瞬
間
に
立
ち
、
自
ら
も
そ
の
再
編
の
推
進
者
と
し
て
活
躍
し

た
。
学
の
体
系
の
再
編
が
方
法
論
上
の
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
は
、
分
析
対
象
と
し
て
の
社
会
の
変
化
、
よ
り

(
3
)
 

い
わ
ゆ
る
社
会
の
成
立
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ス
ミ
ス
が
『
道
徳
感
情
論
』
の
中
で
描
い
た
と
さ
れ
て
い
る
「
見
知
ら
ぬ

厳
密
に
言
う
な
ら
、

人
」
の
集
ま
り
と
し
て
の
社
会
、
『
国
富
論
』

の
中
で
分
析
対
象
と
し
て
い
た
商
品
交
換
社
会
と
そ
の
構
成
員
と
し
て
の
「
商
人
」
の
成
立

ハ
イ
エ
ク
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
個
人
の
行
為
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
そ
の
意
図
の
結
果
で
は
な
い
と
い
う
意

(
4
)
 

味
で
、
自
然
的
な
も
の
で
も
人
為
的
な
も
の
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
、
第
三
の
領
域
の
成
立
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
な
ら
び
に
、
ヒ
ュ

l
ム
な
ど
一

で
あ
る
。
ま
た
は
、

八
世
紀
の
思
想
家
た
ち
に
対
す
る
思
想
史
上
の
位
置
付
け
の
動
揺
の
大
き
な
原
因
は
、
彼
ら
の
こ
の
よ
う
な
新
た
な
認
識
対
象
に
対
す
る
従

来
の
方
法
や
枠
組
み
の
機
能
不
全
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
方
法
と
分
析
対
象
の
二
つ
の
点
で
変
化
に
遭
遇

北法47(1・133)133 



説

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
下
本
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
観
点
で
時
代
の
岐
路
に
あ
っ
た
ス
ミ
ス
の
思
想
及
び
一
八
世
紀
の
社
会
哲
学
が
抱
え
て
い

論

た
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
近
代
社
会
の
構
成
原
理
で
あ
る
自
然
法
論
と
社
会
契
約
論
と
の
交
錯
の
中
で
、

ス
ミ
ス
お
よ
び
ヒ
ュ

l

ム
の
思
想
を
も
う
一
度
位
置
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
法
論
と
社
会
契
約
論
と
い
う
す
ぐ
れ
て
一
七
世
紀
的
な
問
題
構
成
で
あ
る
こ
れ
ら

二
つ
の
方
法
の
結
び
付
き
が
、
一
八
世
紀
の
思
想
家
で
あ
る
ス
ミ
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
消
化
さ
れ
変
容
し
た
か
を
検
討
す
る
。

註(
1
)
ス
ミ
ス
は
、
以
下
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
「
経
済
学
の
父
」
と
し
て
あ
る
い
は
、
自
生
的
秩
序
論
の
源
流
と
し
て
、
古
典
的
自
由
主
義
の
元

祖
と
さ
れ
る
一
方
で
、
他
方
で
は
、
パ
ー
ク

(
E
B
E乱
回
ロ
ユ
巾
)
と
と
も
に
共
同
体
論
と
親
和
的
な
伝
統
主
義
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
σ

こ
れ
は
、
具
体
的
な
思
想
史
上
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
は
、
本
章
・
第
四
節
で
具
体
的
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
自
由
主
義
的
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
る
か
、

Enz-nEE巳
包
囲
ョ
に
よ
る
共
和
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
か
、
と
い
う
形
で
議
論
し
う
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
思
想
の
潮
流
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ス
ミ
ス
思
想
の
解
釈
を
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
自
ら
の
近
代
に
対
す
る
評
価
の
決
め

手
ゃ
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

5
z
-
g
p
g
u
p
p
s
S
R亡
さ
ミ
ロ
謹
・

5
2
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
経
済
的
自
由
主
義
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
ぷ
田
三
円

E
B
E
Z
E
3
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
も
、
ス
ミ
ス
は
そ
の
主
要
な
思
想
家
と
さ
れ
、

ま
た
ハ
イ
エ
ク
の
よ
う
な
リ
パ
タ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
も
、
ス
ミ
ス
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
哲
学
が
提
示
し
て
い
る
社
会
観
が
そ
の
主
要

な
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
も
に
一
八
世
紀
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
特
徴
づ
け
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
解
釈
に
お
け
る
自
由
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
本
章
・
第
五
節
で
検
討
す
る
よ
う
な

D
・
ウ
イ
ン
チ
の
批
判
を
待
つ
ま
で

も
な
く
、
基
本
的
に
一
九
世
紀
的
視
角
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
自
由
主
義
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
を
得
る
の
は
一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、

z
n
Z
F
円
『
ロ
昌
吉
田
凹
昌
三
に
よ
る
共
和
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
基
本
的
に
は
古
代
に
範
を
と
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
こ
の
点
は
、
た
と
え
・

t
s円
宮
呂
田
口
百
出
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
近
代
思
想
を
通
じ
て
脈
打
つ
も
の
で
あ
り
、
自
由
主
義
が
政
治
理
論
と
し
て
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の
地
位
を
確
保
す
る
ま
で
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
け
ば
、
政
治
的
な
言
語
や
概
念
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
補
給
摩
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
基
本
的
に
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
と
も
に

一
八
世
紀
と
い
う
時
代
状
況
、
本
文
で
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
な
二
重
の
観
点
で
岐
路
に
あ
っ
た
状
況
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
対
象
と
し
、
特
徴

を
適
示
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
い
得
る
。
こ
の
点
で
は
、
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
自
生
的
秩
序
論
の
方
が
、
一
八
世
紀
の
思
想
が
も
っ
時
代
の
特

徴
を
よ
り
適
切
に
捉
え
た
も
の
と
い
い
得
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
ス
ミ
ス
解
釈
に
全
面
的
に
賛
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
一
言

う
ま
で
も
な
い
。

(
2
)
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
に
関
し
て
は
、
大
河
内
一
男
『
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
』
一
九
四
三
年
、
高
島
善
哉
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
市
民

社
会
体
系
』
一
九
七
四
年
を
参
照
の
こ
と
。

(
3
)
的
『
巾

E
Cロ
∞
君
。

-
5・
3
N
H
H
H
a
s
t
=包
言
臼
・

5
。。-
n
z
y
品
一
回
白
ロ
ロ
国
〉

5
E
?
尚
喜
官
室
内

2HtH円

HSF
呂
町
∞
・
円
F

N

・

(
4
)
匂
〉
'
出

a
m
F
E
e
-
h
h
h
a
Eな
き
白
ミ
ヒ
守
ミ
H
F
H
句、吋

ω
・

第
二
節

近
代
自
然
法
論
の
成
立
と
社
会
契
約
論
の
役
割

本
節
で
は
ま
ず
、
近
代
自
然
法
論
と
社
会
契
約
論
の
関
係
に
つ
き
、
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
す
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、

一
般
に
は
一
括
さ
れ
、

ワ
ン
セ
ッ
ト
に
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
れ
ら
二
つ
の
論
理
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。

近
代
自
然
法
論
と
社
会
契
約
論
は
、
相
互
に
「
密
接
不
離
の
関
係
に
立
ち
、
そ
の
論
理
に
お
い
て
も
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
も
、
両
者
を

分
か
つ
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
み
え
」
、
「
事
実
ボ
ロ
ッ
ク
以
来
、
政
治
原
理
と
し
て
の
自
然
法
の
研
究
者
が
、
ほ
と
ん
ど
自
明
の
こ
と
と

(
1
)
 

し
て
自
然
法
と
契
約
説
と
を
同
一
視
し
て
怪
し
ま
な
か
っ
た
」
。
し
か
し
、
ヒ
ュ

l
ム
、
ス
ミ
ス
を
は
じ
め
、
一
八
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
啓
蒙
思
想
を
考
察
す
る
際
に
は
、
自
然
法
論
と
契
約
論
の
区
別
と
そ
の
両
者
の
関
係
は
非
常
に
重
要
な
論
点
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
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は
、
ホ
ッ
プ
ス
な
ら
び
に
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
理
性
の
要
請
と
し
て
展
開
さ
れ
た
自
然
法
や
人
間
の
自
然
を
、
感
情
論
を
介
し
て
定
着
さ
せ
る

(
2
)
 

一
方
で
、
社
会
契
約
説
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
批
判
し
、
こ
れ
を
退
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
過
程
は
、
世
俗
的
自
然
法
の

自命

感
情
論
に
お
け
る
定
着
を
通
じ
た
内
在
化
の
過
程
で
あ
り
、

そ
れ
を
通
じ
た
社
会
契
約
説
の
放
棄
の
過
程
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
社
会

契
約
論
の
放
棄
が
彼
ら
の
理
論
に
ど
の
よ
う
な
機
能
上
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
彼
ら
が

世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
の
結
果
と
し
て
、
社
会
契
約
論
、
あ
る
い
は
社
会
契
約
論
的
問
題
構
成
を
、

も
は
や
い
か
な
る
意
味
で
も
不
必
要

の
も
の
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
を
改
め
て
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
自
然
法
論
及
び
社
会
契
約
論
の
両
者
を
区
別
し
た
う
え
で
、
社
会
契
約
論
が
近
代
自
然
法
論
の
成

立
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
伝
統
的
自
然
法
な
ら
び
に
身
分
制

的
秩
序
を
前
提
と
す
る
中
世
的
契
約
理
論
と
の
比
較
に
お
い
て
、
近
代
自
然
法
論
と
社
会
契
約
論
が
果
た
し
た
機
能
お
よ
ぴ
そ
れ
ら
相
互
の

関
係
を
、
近
代
自
然
法
の
成
立
の
系
譜
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
近
代
社
会
の
構
成
原
理
と
し
て
の
社

会
契
約
論
を
、
近
代
自
然
法
と
の
関
連
の
な
か
で
、

し
た
が
っ
て
ま
た
伝
統
的
な
自
然
法
論
と
の
対
比
を
通
じ
て
、
検
討
し
て
い
る
福
田
歓

『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
に
お
け
る
議
論
を
参
考
に
し
つ
つ
、
近
代
自
然
法
論
と
社
会
契
約
論
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、

に
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

ス
ミ
ス
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
哲
学
者
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
き
、
概
観
し
て
お
く
。

近
代
自
然
法
の
父
を
誰
と
す
る
か
と
い
う
父
親
探
し
は
別
と
し
て
も
、

ホ
ッ
ブ
ス
か
ら
ロ
ッ
ク
へ
と
連
な
る
イ
ギ
リ
ス
法
思
想
・
政
治
思

想
を
、
伝
統
的
自
然
法
か
ら
の
脱
皮
・
近
代
自
然
法
の
成
立
と
い
う
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
伝
統
的
自
然
法
が
近
代
自
然
法
を
生
み
出
す
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
社
会
契
約
論
で
あ
っ
た
。
福
田
は
、
近
代
自
然

法
論
と
社
会
契
約
論
が
宗
教
改
革
以
後
の
近
代
政
治
社
会
に
お
い
て
二
つ
の
原
理
と
し
て
成
立
す
る
過
程
並
び
に
両
者
の
関
係
を
次
の
よ
う

に
込
嗣
じ
て
い
る
。
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近
代
自
然
法
論
は
、
伝
統
的
自
然
法
が
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
そ
の
規
範
的
拘
束
力
の
作
用
の
場
を
喪
失
す
る
中
で
、
規
範
に
拘
束
力
を
与

え
る
も
の
の
変
化
と
い
う
根
本
的
変
革
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
新
た
な
る
存
在
性
と
規
範
性
の
統
一
は
、
自
然
法
論
に
お
い
て
は
自

然
権
思
想
を
媒
介
と
し
て
、
中
世
の
身
分
制
的
契
約
説
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
契
約
論
す
な
わ
ち
社
会
契
約
論
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
近
代

自
然
法
は
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
規
範
的
拘
束
力
の
作
用
の
場
を
、
自
然
権
の
主
体
と
し
て
の
個
人
相
互
聞
の
契
約
に
よ
り
形
成

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学(1)

さ
れ
る
社
会
に
求
め
た
。
そ
こ
で
は
社
会
契
約
論
は
、
身
分
制
的
な
契
約
論
と
は
異
な
り
、
新
た
な
秩
序
の
構
成
原
理
と
し
て
機
能
し
た
。

そ
の
よ
う
に
契
約
論
を
社
会
の
構
成
原
理
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
近
代
自
然
法
は
、
教
会
と
い
う
普
遍
性
の
実
体
的
基
盤
な
し
に
そ

ま
た
中
世
的
秩
序
に
お
い
て
は
自
然
的
で
あ
っ
た
身
分
制
秩
序
と
の
論
理
的
断
絶
を
特
徴
と
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
断
絶
を
可
能
に
し
た
の
が
社
会
契
約
論
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
自
然
法
と
社
会
契
約
論
が
、
自

然
権
思
想
を
媒
介
と
し
て
結
び
付
く
こ
と
に
よ
り
、
近
代
自
然
法
が
成
立
し
た
。
そ
の
結
び
付
き
の
過
程
で
、
近
代
自
然
法
論
者
は
、
契
約

の
普
遍
性
を
確
保
し
得
た
し
、

論
を
社
会
の
構
成
原
理
と
し
て
の
社
会
契
約
論
と
し
て
つ
く
り
か
え
、
そ
れ
を
改
め
て
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
統
的
自
然
法
の
特
徴

で
あ
る
自
然
秩
序
の
実
在
観
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
伝
統
的
自
然
法
と
近
代
自
然
法
と
の
聞
の
こ
の
違
い
が
社
会
契
約
論
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
大
陸
自
然
法
学
と
ホ
ッ
ブ
ス
・
ロ
ッ
ク
ら
の
イ
ギ
リ
ス
自
然
法
論
者
と
の
比
較
を
通
じ
て
明
ら
か

に
な
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
の
両
者
に
お
い
て
は
、
契
約
論
が
も
っ
意
義
が
全
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
福
田
は
、
契
約
論
の
機
能
上
の
相
違
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
端
を
発
す
る
大

陸
自
然
法
学
は
、
伝
統
的
自
然
法
に
み
ら
れ
る
「
実
体
的
思
考
を
引
き
継
い
で
、
自
然
法
の
世
俗
化
に
秩
序
の
安
定
を
求
め
た
」
。
そ
し
て

そ
こ
で
は
社
会
契
約
は
、
二
次
的
で
「
単
に
既
成
国
家
の
説
明
原
理
に
と
ど
ま
」

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
然
法
の
父
」
と
呼
ば
れ
る

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
確
か
に
自
然
法
を
「
宗
教
か
ら
独
立
し
、
人
間
性
か
ら
導
き
出
し
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
陸
自
然
法
学
に
お
い
て

は
、
契
約
論
が
単
な
る
「
世
俗
的
権
力
へ
の
服
従
を
根
拠
づ
け
る
解
釈
原
理
に
堕
」
し
、
「
自
然
法
は
絶
対
国
家
の
た
ん
な
る
内
的
規
制
原
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(
3
)
 

理
」
と
し
て
の
み
作
用
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
大
陸
自
然
法
学
に
お
い
て
契
約
論
は
、
既
存
の
身
分
制
秩
序
の
正
当
化
と
し
て
の

み
機
能
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
陸
自
然
法
学
に
お
い
て
は
、
契
約
論
が
、
伝
統
的
自
然
法
に
お
け
る
自
然
的
秩
序
の
実
在
観
を
打
破

自命

そ
れ
を
説
明
し
、
解
釈
す
る
方
向
で
の
み
機
能
し
た
。
こ
の
点
で
、

ヴ
ォ
ル
フ
と
展
開
さ
れ
る
大
陸
自
然
法
学
と
、
前
述
の
ホ
ッ
ブ
ス
、

す
る
方
向
に
は
向
か
わ
ず
、
近
代
自
然
法
に
お
け
る
の
と
は
対
照
的
に
、

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
プ

l
ヘ
ン
ド
ル
フ
を
経
て
ト
マ
ジ
ウ
ス
、

ロ
ッ
ク
、

さ
ら
に
ル
ソ

l
へ
と
連
な
る
近
代
自
然
法
論
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
区
別
、

ま
た
そ
の
相
違
が
契
約

論
の
果
た
し
た
機
能
の
違
い
に
起
因
す
る
と
い
う
福
田
の
指
摘
は
、
本
稿
に
と
り
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
近
代
自
然
法
論
に
お
い
て
は
、
政
治
社
会
の
構
成
原
理
と
し
て
、
主
体
の
論
理
で
あ
る
社
会
契
約
論
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
伝
統
的
自
然
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
秩
序
の
実
在
観
を
打
破
し
、
既
存
の
秩
序
に
対
し
て
批
判
的
ス
タ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
近
代
自
然
法
論
に
お
い
て
は
、
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
批
判
の
可
能
性
は
、
自
然
法
思
想
と
社
会
契
約

論
の
結
び
付
き
に
よ
り
拓
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
大
陸
自
然
法
学
に
は
こ
の
結
び
付
き
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
現
実
の
制
度
・
体
制
に
対
す

る
批
判
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
よ
り
厳
密
に
き
守
え
ば
、
社
会
の
構
成
原
理
と
し
て
の
社
会
契
約
論
を
用
い
て
、
実

在
の
秩
序
を
と
ら
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
然
法
論
は
自
然
的
秩
序
の
実
在
観
か
ら
解
放
さ
れ
、
既
存
の
秩
序
に
対
し
て
距
離

を
取
り
、
批
判
的
な
立
場
を
取
り
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
近
代
自
然
法
成
立
の
過
程
に
お
い
て
、
社
会
契
約
論
に
よ
り
持
ち
込
ま
れ
た
の
は
、
自
然
権
を
そ
の
内
実
と
す
る
主
体
の
論

理
で
あ
り
、
典
型
的
に
は
拒
否
権
に
代
表
さ
れ
る
意
志
の
モ
テ
ィ

l
フ
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
近
代
自
然
法
論
は
、
こ
の
自

然
権
の
主
体
と
し
て
の
個
人
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
、
所
与
と
し
て
の
社
会
・
国
家
と
距
離
を
取
り
、
中
世
的
な
実
在
的
な
自
然
観
と
は
異

(
4
)
 

な
る

ρ

自
然
法
u

を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

近
代
自
然
法
論
と
社
会
契
約
論
と
の
関
係
を
以
上
の
よ
う
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、

ヒ
ュ

1
ム、

ス
ミ
ス
に
代
表
さ
れ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

北法47(1・138)138



啓
蒙
の
哲
学
者
た
ち
の
思
想
が
、
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
社
会
契
約
論
を
批

判
す
る
一
方
で
、
近
代
自
然
法
を
感
情
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
受
肉
化
・
主
観
化
・
内
在
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
思
想
が
、

大
陸
自
然
法
学
の
よ
う
に
既
存
の
秩
序
に
寄
り
か
か
り
、

そ
れ
を
説
明
す
る
機
能
を
果
た
す
保
守
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
、
社

会
契
約
論
と
は
違
っ
た
形
で
の
、
批
判
的
ス
タ
ン
ス
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

る
な
ら
、
世
俗
的
自
然
法
が
主
観
化
さ
れ
内
在
化
さ
れ
る
中
で
、
社
会
契
約
論
が
も
っ
て
い
た
機
能
上
の
意
義
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え
直

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
近
代
自
然
法
論
は
、
伝
統
的
自
然
法
を
事
実
的
に
も
規
範
的
に
も
支
え
て
い
た
普
遍
教
会
が
宗

教
改
革
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
を
果
た
し
え
な
く
な
っ
た
中
で
、
伝
統
的
自
然
法
と
は
違
っ
た
形
で
存
在
性
と
規
範
性
の
一
致
を
回
復
す
る
方

策
と
し
て
、
社
会
契
約
論
を
介
し
て
、
実
在
的
な
自
然
秩
序
観
と
は
異
な
っ
た
新
た
な
か
自
然
M

状
態
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
自
然
法
の
感
情
論
を
介
し
た
受
肉
化
す
な
わ
ち
世
俗
的
自
然
法
の
主
観
化
・
内
在
化
は
、
市
場
を

介
し
た
規
範
と
存
在
と
の
統
一
を
も
た
ら
し
、

そ
の
結
果
も
は
や
そ
こ
で
は
社
会
契
約
論
に
よ
る
統
一
は
不
必
要
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

市
場
に
よ
る
存
在
と
規
範
の
統
一
は
、
あ
る
意
味
で
は
中
世
的
自
然
秩
序
の
実
在
観
の
復
活
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
自
然
法
を
主
観
化
し
内
在
化
す
る
一
方
で
、
社
会
契
約
論
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
否
定
す
る
ヒ
ュ

l
ム
や
ス
ミ
ス
の
思
想

は
、
自
の
前
に
存
在
す
る
自
然
的
秩
序
と
し
て
の
市
場
や
社
会
を
単
に
説
明
し
解
釈
す
る
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
に

批
判
的
な
ス
タ
ン
ス
を
と
り
得
る
も
の
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
実
在
す
る
既
存
の

秩
序
に
対
す
る
批
判
は
、
近
代
自
然
法
が
宗
教
改
革
に
よ
る
普
遍
教
会
の
機
能
停
止
の
中
で
は
じ
め
て
、
す
な
わ
ち
あ
る
種
の
白
紙
還
元
の

北法47(l・139)139 

手
段
を
用
い
て
の
み
可
能
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
に
当
た

っ
て
は
、
世
俗
的
自
然
法
の
受
肉
化
・
主
観
化
・
内
在
化
と
い
う
、
い
わ
ば
自
然
法
の
世
俗
化
の
完
成
の
過
程
が
も
っ
意
義
そ
の
も
の
と
並

ん
で
自
然
法
の
世
俗
化
が
完
成
す
る
中
で
、
主
体
の
論
理
と
し
て
の
社
会
契
約
論
が
果
た
す
意
義
を
、
も
う
一
度
と
ら
え
直
す
こ
と
が
必
要



言
い
換
え
る
な
ら
、

ヒ
ュ

l
ム、

ス
ミ
ス
に
代
表
さ
れ
る
一
八
世
紀
の
思
想
家
た
ち
は
、
先
行
す
る
一
七
世
紀
の
自
然
法
的
社
会
理
論
が

そ
の
結
果
「
市
民
社
会
へ
の
加
入
の
原
理
(
な
い
し
、
政
治
的
服
従
の
根
拠
)
」
を
「
権
威

(5) 

一
七
世
紀
思
想
の
も
っ
て
い
た
積
極
的
側
面
を
自
己
否
定
し
た
。
つ
ま
り
、
近
代
自
然
法

北法47(1・140)140

説

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

論

よ
っ
て
立
っ
て
い
た
契
約
の
擬
制
を
批
判
し
、

お
よ
び
功
利
の
原
理
」
に
求
め
る
こ
と
に
な
り
、

の
成
立
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
社
会
契
約
論
を
、

そ
の
擬
制
性
へ
の
批
判
と
と
も
に
捨
て
去
っ
た
。
他
方
で
、

一
七
世
紀
か
ら
一
八
世

紀
に
か
け
て
の
思
想
の
展
開
、
具
体
的
に
は
ロ
ッ
ク
か
ら
ヒ
ュ

l
ム、

ス
ミ
ス
へ
の
流
れ
は
、
近
代
自
然
法
の
出
発
点
と
も
言
え
る
自
然
法

解
放
を
前
提
と
し
、

の
世
俗
化
を
完
成
さ
せ
た
過
程
と
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
俗
化
を
介
し
た
内
在
化
の
意
義
と
そ
の
結
果
を
、
近

代
自
然
法
が
果
た
し
た
機
能
と
の
関
係
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ
ス
・
ロ
ッ
ク
に
よ
る
近
代
の
自
然
法
の
展
開
が

も
っ
意
義
は
、
「
大
陸
系
の
自
然
法
が
自
然
秩
序
実
在
観
に
立
ち
、
絶
対
主
義
の
法
秩
序
を
技
術
的
に
体
系
づ
け
た
の
に
対
し
て
、
個
人
の

(
6
)
 

そ
の
利
害
を
調
整
す
る
ル

l
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
た
相
互
性
に
あ
っ
た
L

と
評
さ
れ
る
。
そ
し
て
以
下
に
見
る
よ
う
に
、

(7) 

な
か
ん
ず
く
市
民
社
会
論

こ
の
相
互
性
を
理
性
の
要
請
で
は
な
く
、
感
情
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
定
着
さ
せ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
一
八
世
紀
思
想
、

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
相
互
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
自
然
法
の
受
肉
化
の
成
功
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
相
互
性
の
構
造
を

既
存
の
秩
序
や
ル

l
ル
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
の
観
点
か
ら
、

も
う
一
度
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
大
陸
自
然
法
学
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
単
に
既
存
の
秩
序
を
説
明
し
追
認
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
既
存
の
秩
序
を
前
提
し
た
上
で
そ
れ
に
対
す

(
8
)
 

る
反
省
の
地
歩
を
確
保
し
う
る
も
の
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
規
範
構
造
の
問

題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
個
人
と
ル

l
ル
や
制
度
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
前
提
と
し
て
い
る
人
間
関
係
の
相
互
性
の
観
点
か
ら
検
討

ス
ミ
ス
お
よ
び
そ
の
他
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、

紀
の
哲
学
者
た
ち
の
よ
う
な
理
性
の
要
請
と
は
別
様
の
方
法
で
、
現
実
に
対
す
る
反
省
が
可
能
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
、

一
七
世



以
下
で
は
、
ま
ず
自
然
法
の
感
情
論
に
よ
る
受
肉
化
を
通
じ
た
世
俗
的
自
然
法
の
主
観
化
・
内
在
化
の
過
程
を
概
観
す
る
。
次
に
、
ヒ
ュ

l

ム
、
ス
ミ
ス
ら
の
一
八
世
紀
思
想
が
、
そ
の
よ
う
な
自
然
法
の
内
在
化
の
過
程
で
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
批
判
的
ス
タ
ン
ス
を
失
い
、
保
守

的
な
性
格
を
も
つ
も
の
に
な
っ
た
と
も
解
し
う
る
点
に
つ
き
述
べ
る
。
同
時
に
、
冒
頭
で
述
べ
た
ヒ
ュ

l
ム
、
ス
ミ
ス
に
対
す
る
古
典
的
自

由
主
義
者
、
保
守
主
義
者
と
い
う
対
照
的
な
思
想
史
的
位
置
付
け
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
(
自
然
法
の
主
観
化
・
内
在
化
と

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学(1)

批
判
能
力
の
喪
失
)

の
一
方
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
-
評
価
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

註(
1
)
福
田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
一
九
七
一
年
、
第
一
部
結
ぴ
、
一
八
1

一
九
頁
。

ま
た
、
最
近
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
研
究
、
特
に
法
学
研
究
に
お
い
て
は
、
大
陸
自
然
法
学
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
学
研
究
・
法
学
教
育
に
お
い
て
は
、
留
学
や
教
科
書
な
ど
を
通
じ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
学
よ
り
も
、
大
陸
自
然
法
学

の
影
響
の
方
が
深
か
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
歴
史
的
な
経
緯
か
ら
だ
け
で
な
く
、
合
邦
後
の
月
三

Z
F
E
E
S
-
Z
B
の
高
揚
を
指
摘
し

う
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
両
者
(
大
陸
自
然
法
学
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
哲
学
者
・
法
学
者
)
の
単
な
る
用
語
の
共
通
性
や
事
実
上

の
影
響
関
係
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て
、
両
者
に
お
け
る
自
然
法
と
社
会
契
約
論
と
の
論
理
的
・
機
能
的
区
別
や
関
係
が
見
直
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
契
約
論
が
既
存
の
秩
序
に
対
し
て
果
た
し
た
機
能
は
、
大
陸
自
然
法
学
と
ホ
ッ

プ
ス
や
ロ
ッ
ク
ら
の
そ
れ
と
で
は
、
全
く
異
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
然
法
と
社
会
契
約
論
の
同
一
視
が
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
国
家
の
原
理
を
沿
革
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
限
り
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
は
な
い
に
し
て
も
、
既
存
の
秩
序
や
規
範

に
対
し
て
も
つ
ス
タ
ン
ス
と
い
う
点
で
は
、
ス
ミ
ス
ら
の
思
想
を
大
陸
自
然
法
学
と
の
関
係
の
中
で
論
ず
る
際
の
重
要
な
論
点
に
な
る
。

ま
た
、
社
会
契
約
論
と
結
び
付
い
た
近
代
自
然
法
論
が
自
然
法
を
内
面
化
し
て
行
く
の
と
は
対
照
的
に
、
大
陸
自
然
法
学
は
そ
の
後
、
ト
マ

ジ
ウ
ス
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
道
徳
か
ら
の
区
別
・
外
的
な
規
範
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
に
至
る
点
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者

の
果
た
し
た
社
会
的
な
機
能
の
違
い
を
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
の
論
理
の
違
い
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
は
、
本
稿
で
は
直
接
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
の
性
格
、
ま
た
経
済
学
と
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
、
重
要
な
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説論

点
で
あ
る
。

(
2
)
「市町・・何回↓
g
巳門的門戸

b
g
句
言
与
。
苫
虫
色
町
呂
町
忠
之
自
立
弓
R
t
h
S
H
t
t
h
H白
書
。
弘
尽
き
も
マ
ミ
E
呂
ミ
ミ
ε弓
R
F
?
の巾

Z
呂田町安凶

ω円『ユ同丹市ロ'∞内
H

A

H

-

(
3
)

こ
の
既
存
の
秩
序
の
説
明
と
し
て
機
能
し
た
大
陸
自
然
法
学
を
、
ま
さ
に
社
会
契
約
論
の
立
場
か
ら
批
判
し
た
の
が
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
こ
と

は
一
吉
う
ま
で
も
な
い
。
ル
ソ

l
は
、
自
然
法
学
の
自
然
状
態
・
自
然
人
へ
の
批
判
を
、
自
然
状
態
・
自
然
人
を
新
た
に
規
定
す
る
こ
と
を
通
じ

て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ル
ソ

l
の
試
み
は
、
社
会
契
約
論
の
再
興
と
し
て
、
す
な
わ
ち
ホ
ッ
プ
ス
の
問
題
へ
の
立

ち
返
り
と
し
て
位
置
付
け
う
る
。

(
4
)
し
た
が
っ
て
、
大
陸
自
然
法
学
と
近
代
自
然
法
論
で
は
、
同
じ
く
自
然
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
て
も
、
そ
の
内
実
が
全
く
異
な
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
o

F
g
E
E
Z的
印
は
、
自
然
法
が
も
っ
自
然
性
と
契
約
説
の
原
理
と
の
対
立
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
自
然
法
と
契
約
論
の
も
つ
各
々

の
性
質
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
自
然
法
論
と
し
て
両
者
が
結
び
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
結
果
と
そ
の
推
移
に
つ
い
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
結
び
付
き
に
よ
り
、
近
代
自
然
法
論
の
大
陸
自
然
法
学
と
の
最
も
大
き
な
違
い
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、

自
然
法
の
内
面
化
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
巾
同
-
e
F
・印円『

E
g
-
Z
B
S
S
-
3
1門的

s
t
s
sミ・
5
印
ω

(
5
)
田
中
『
市
民
社
会
理
論
の
原
型
』
一
九
七
九
年
、
二
一
一
員
以
下
。

(
6
)
福
田
・
前
掲
書
、
一
九
五
頁
。

(
7
)
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
市
民
社
会
論
と
い
う
タ

1
ム
は
我
が
国
の
ス
ミ
ス
解
釈
に
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
及
び
ヒ
ュ

l
ム
の
テ
キ
ス

ト
で
は
こ
の
タ

l
ム
は
用
い
ら
れ
て
な
い
。
ス
ミ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、

(
V
-
2
-
H
N
E
ω
2
5門
戸
。
。
ョ
B
q
n
F
巳
∞
O

円早

々
で
あ
ろ
う
。
市
民
社
会
論
と
し
て
の
ス
ミ
ス
解
釈
は
、
そ
の
す
べ
て
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
成
果

を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
は
、
社
会
哲
学
と
し
て
ス
ミ
ス
の
思
想
を
解
釈
す
る
と
い
う
新
た
な
可
能
性
が
閑
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
お

け
る
問
題
構
成
は
、
海
外
の
ス
ミ
ス
研
究
へ
と
言
わ
ば
逆
輸
入
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
〉
∞
E
E
m
『
噂
人
占
伺
文
言
。
¥
的
。
門
主
将

SH町
内
、
尋
問

apo

EHH苦
h
円。
h

E
苦
め
さ

s・
5
弓
参
照
。

こ
の
よ
う
な
市
民
社
会
論
は
、
一
九
八

0
年
代
以
降
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
つ
つ
あ
る
現
代
市
民
社
会
論
と
の
関
係
で
も
、
有
意
義
な
視
点
を
も

た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
代
市
民
社
会
論
の
中
で
一
不
さ
れ
て
い
る
要
素
の
一
端
が
、
ス
ミ
ス
思
想
を
引
照
し
つ
つ
展
開
さ
れ
て

い
る
わ
が
国
の
市
民
社
会
論
で
は
失
わ
れ
ず
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
う
る
か
ら
で
あ
る
。
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アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学(1)

現
代
市
民
社
会
論
は
、
環
境
運
動
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
等
も
含
む
一
連
の
新
し
い
社
会
運
動
の
隆
盛
や
新
保
守
主
義
の
時
代
を
背
景
に
、

公
的
な
も
の
の
新
た
な
意
義
を
求
め
る
中
で
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
近
代
市
民
社
会
が
も
と
も
と
は
持
っ
て
い
た
が
、
見
失
わ

れ
て
き
た
市
場
に
シ
ン
ポ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
を
再
定
義
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
進
め
ら
れ

て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
従
来
の
市
民
社
会
で
あ
る
∞
ξ
需
ユ
呂
町
市
の

2
巳
-
∞
与
え
円
と
区
別
し
て
N
M
〈
己
完
お
=
∞
円
谷
口
と
し
て

定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
ハ
パ

l
マ
ス
は
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
の
新
版
の
序
文
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、

労
働
市
場
・
資
本
市
場
・
財
市
場
を
通
じ
て
制
御
さ
れ
る
経
済
の
領
域
と
い
う
意
味
は
も
は
や
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
お
け
る
制
度
的
核

心
は
自
由
な
意
思
に
も
と
づ
く
非
国
家
的
・
非
経
済
的
な
結
合
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
公
共
性
の
観
念
を
ふ
ま

え
て
、

u
m
E
U
R
5
5
司
0
2
2
w
と
い
う
観
念
を
使
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
政
治
の
領
域
を
、
非
公
式
な
意
見
形
成
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。
『
巾
戸

E
U
巾

-
5
3
z
z
F
E
w
-
-
2ロ
〈

2
P
F『
g
Z四
『
同
町
二

2
0内田
OWE-

C
タ

N
匡
「
児
。
口
内
〈
D
ロ
N
H
〈戸間巾
M
X
L
Z
円
}
戸
田
口
ロ
ロ
己
司
D
Z
E
印円}戸市『

O
民
巾
ロ
己
F
n
z
r
2ぺ
J
F口
、
日
常
足
立
E
H
怠
S
且

Ch込
町
芯
s
h、]戸。∞
N-

そ
の
よ
う
な
市
場
に
吸
収
さ
れ
な
い
要
素
の
提
示
は
、
本
稿
で
の
ス
ミ
ス
解
釈
に
と
っ
て
も
、
ま
た
そ
れ
を
離
れ
た
現
代
的
な
関
心
か
ら
も
、

非
常
に
興
味
深
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

(
8
)
こ
こ
で
批
判
で
は
な
く
反
省
と
い
う
タ

l
ム
を
用
い
る
の
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
自
然
法
の
世
俗
化
の
完
成
の
過
程
に
お
い
て
は
、
な

に
よ
り
超
越
的
な
規
範
を
否
定
し
、
規
範
を
個
人
の
相
互
性
の
中
か
ら
成
立
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
直
し
た
点
に
そ
の
、
玉
た
る
成
果
が
現
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
既
存
の
秩
序
や
ル

l
ル
に
対
す
る
超
越
的
次
元
か
ら
の
批
判
は
、
自
然
法
の
世
俗
化
と
い
う
成
果
を
手
放
し
、
そ
の
相

互
性
を
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
相
互
性
を
破
壊
し
な
い
形
で
の
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
批

判
の
可
能
性
を
考
え
る
た
め
に
、
反
省
と
い
う
タ

1
ム
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
相
互
性
の
中
か
ら
成
立
し
た
ル

l
ル

の
中
に
立
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
を
変
革
よ
り
適
切
に
言
う
な
ら
修
正
す
る
可
能
性
を
考
え
る
た
め
に
、
「
反
省
」
と
い
う
タ

l
ム
を
用
い
る
。
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説

第
三
節

世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
の
過
程

北法47(1・144)144

論

一
、
世
俗
的
自
然
法
と
評
判
法

前
節
で
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、
中
世
的
伝
統
的
自
然
法
か
ら
近
代
自
然
法
へ
の
展
開
の
過
程
と
社
会
契
約
論
と
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、

ヒ
ュ

l
ム、

ス
ミ
ス
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
思
想
家
た
ち
は
、
大
陸
自
然
法
学
と
は
ま
た
違
っ
た
意
味
で
、
独
特
の
地
位
を
占
め
る
。

彼
ら
は
、

ホ
ッ
ブ
ス
や
ロ
ッ
ク
に
と
り
個
人
を
政
治
的
主
体
と
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
自
然
権
思
想
、

そ
れ
に
基
づ
く
社
会
契
約
論

を
も
は
や
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ら
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
批
判
し
た
上
で
、
自
然
法
を
人
間
の
相

(1) 

互
の
関
係
の
中
で
、
す
な
わ
ち
人
間
の
自
然
の
う
ち
で
展
開
し
た
。
ロ

y

ク
を
経
て
ヒ
ュ

l
ム
、
ス
ミ
ス
さ
ら
に
ベ
ン
サ
ム
へ
の
流
れ
は
、

近
代
自
然
法
の
定
着
と
そ
の
世
俗
化
を
通
じ
て
の
主
観
化
・
内
在
化
、
ま
た
そ
の
過
程
に
お
け
る
社
会
契
約
論
の
否
定
と
し
て
特
徴
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、

ヒ
ュ

l
ム、

ス
ミ
ス
を
契
約
論
な
き
自
然
法
論
者
と
呼
ぴ
得
る
。

自
然
法
の
世
俗
化
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
自
然
法
を
人
間
の
本
性
で
あ
る
社
会
的
性
向
(
阻
害

2
5回
目

。

2
E
Z
)
を

も
と
に
規
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
然
法
を
宗
教
か
ら
独
立
さ
せ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
図
式
的
に
単
純
化
す
る
な
ら
、

そ
れ
以
後
ホ
ッ
プ

ス
は
人
間
の
自
然
を
所
与
の
秩
序
と
は
切
り
離
し
て
構
想
し
、

そ
れ
を
も
と
に
近
代
自
然
法
を
成
立
さ
せ
た
。

さ
ら
に
、

ロ
ッ
ク
は
自
然
権

の
観
念
を
世
俗
的
基
礎
の
う
え
に
展
開
し
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
社
会
(
政
治
社
会
)
を
そ
の
作
用
の
自
律
的
な
場
と
し
て
想
定

す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
近
代
自
然
法
が
世
俗
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
定
着
し
た
と
言
い
得
る
。
そ
の
後
、
上
述
の
よ
う
に
ヒ
ュ

I
ム
、
ス
ミ

ロ
ッ
ク
が
定
着
さ
せ
た
世
俗
的
自
然
法
を
さ
ら
に
主
観
化
・
内
在
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
し
た
が
っ

ス
ミ
ス
・
ヒ
ュ

l
ム
に
お
け
る
そ
れ
と
は
、
規
範
構
造
の
点
で
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下

ス
ら
一
八
世
紀
の
思
想
家
た
ち
は
、

て
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
自
然
法
と
、



で
は
、

ロ
ッ
ク
に
よ
る
自
然
法
の
世
俗
化
と
、

ス
ミ
ス
に
よ
る
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
・
主
観
化
と
の
違
い
及
び
そ
の
両
者

ヒ
ュ
!
ム
、

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

ロ
ッ
ク
の
三
種
類
の
道
徳
法
則
に
関
す
る
指
摘
を
用
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
。

(2) 

ロ
ッ
ク
は
『
人
間
知
性
論
』
に
お
い
て
、
道
徳
法
則
に
は
①
自
然
の
光
(
理
性
)
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
自
然
法
、
②
国
家
が
為
政
者
と
し

て
制
定
す
る
国
家
法
、
③
そ
れ
と
は
別
の
私
人
間
相
互
の
道
徳
判
断
の
交
流
の
中
か
ら
評
判
・
不
評
と
い
う
形
で
確
立
さ
れ
る
評
判
法
が
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
評
判
法
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
人
間
の
相
互
性
を
私
人
間
の
道
徳
的
判
断
の
交
流
と
し
て
位
置
づ
け
て

の
関
係
に
つ
き
、

い
る
。

(
3
)
(
4
)
 

ロ
ッ
ク
に
よ
る
自
然
法
の
世
俗
化
は
、
①
の
自
然
法
を
教
会
権
力
か
ら
引
き
離
し
、
理
性

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
、
②
の
国
家
法
を
通
じ
て
、
自
然
法
を
具
体
化
・
明
文
化
し
た
権
利
・
義
務
を
制
定
す
る
、
と
い
う
こ
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル

こ
の
分
類
を
借
り
て
図
式
的
に
言
う
な
ら
、

で
行
わ
れ
た
。
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
人
間
の
相
互
性
の
具
体
的
な
あ
り
方
と
し
て
提
示
さ
れ
た
③
の
評
判
法
は
、
①
の
自
然
法
と
の
一
致
を

前
提
と
し
た
う
え
で
、

そ
の
輪
郭
が
提
示
さ
れ
た
の
み
で
、

そ
れ
自
体
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
そ

の
他
の
市
民
相
互
間
及
び
国
家
と
市
民
と
の
聞
の
権
利
・
義
務
関
係
に
関
す
る
議
論
も
ま
た
評
判
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
は
無
関
係
に
展
開
さ
れ

て
い
る
。

ビ
ュ

l
ム、

こ
れ
に
対
し
て
、

ス
ミ
ス
ら
一
八
世
紀
の
思
想
家
た
ち
は
、

ロ
ッ
ク
の
分
類
で
言
え
ば
、
③
の
評
判
法
と
し
て
展
開
さ
れ
て

い
る
私
人
間
相
互
の
道
徳
的
判
断
を
感
情
論
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
胞
の
相
互
の
是
認
・
否
認
の
交
流
の
中
か
ら
成
立
す
る
習

慣
や
流
行
を
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
し
て
観
念
し
直
し
、

し
h
ん
。

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
神
法
や
理
性
な
し
に
、
規
範
が
成
立
す
る
こ
と
を
一
不

ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
理
性
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
具
体
化
さ
れ
て
い
た
自
然
法
は
、
人
間
の
相
互
性
と
切
り
離
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
、

ヒ
ュ

l
ム、

ス
ミ
ス
は
、
理
性
や
神
法
な
し
に
、
自
然
法
を
評
判
法
に
一
不
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
人
間
の
相
互
性
の
な
か
で
基
礎

づ
け
、
展
開
し
た
。

つ
ま
り
、
自
然
法
を
評
判
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
解
消
し
、
新
た
に
感
情
論
を
用
い
て
展
開
し
直
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
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説

る
。
こ
の
意
味
で
、
す
な
わ
ち
超
越
的
な
資
源
か
ら
の
権
威
づ
け
な
し
に
自
然
法
を
展
開
し
得
た
と
言
う
意
味
で
、
ヒ
ュ

l
ム
・
ス
ミ
ス
に

お
い
て
、
世
俗
的
自
然
法
は
内
在
化
・
主
観
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
自
然
法
の
世
俗
化
は
、
教
会
権
威
か
ら
の
離
脱
と
人
間
の
相
互
性
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
い
う
局
面
と
、
世
俗
化
し
た
自
然
法
の
作

(
5
)
 

用
の
場
と
し
て
の
市
場
・
社
会
の
発
見
と
い
う
局
面
と
い
う
二
つ
の
局
面
を
と
も
な
っ
て
進
行
し
た
。
ヒ
ュ

l
ム
、
ス
ミ
ス
ら
一
八
世
紀
の

吾β為

自問

思
想
家
た
ち
は
、
自
然
法
を
経
験
的
自
然
法
と
し
て
受
肉
化
し
、
市
場
と
い
う
そ
の
作
用
の
場
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
世
俗
化
を
完
成
さ
せ

た。

つ
ま
り
、

一
七
世
紀
自
然
法
思
想
の
代
表
者
で
あ
る
ロ
ッ
ク
と
一
八
世
紀
の
思
想
家
で
あ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
思
想
家
た
ち
と

の
重
要
な
相
違
は
次
の
点
に
あ
る
。
近
代
自
然
法
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
前
者
が
理
性
の
形
成
物
で
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
自
然

状
態
論
と
そ
れ
に
基
づ
く
自
然
権
及
ぴ
社
会
契
約
論
を
用
い
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
は
自
然
状
態
論
及
ぴ
社
会
契
約
論
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

(
6
)
 

と
し
て
退
け
る
と
と
も
に
、
原
始
か
ら
文
明
へ
の
道
筋
を
経
験
的
・
帰
納
的
に
文
明
社
会
史
と
し
て
展
開
し
た
。

周
知
の
よ
う
に
、

ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
の
受
肉
化
・
内
在
化
の
過
程
・
結
果
を
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
発

見

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
介
し
て
の
ル

l
ル
の
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
ヒ
ュ

l
ム、

ス
ミ
ス
を

古
典
的
自
由
主
義
者
と
し
て
位
置
付
け
る
。
ま
た
、
構
成
主
義
的
合
理
主
義
を
批
判
し
、
社
会
や
制
度
に
対
す
る
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
、

定
式
化
す
る
際
に
、

ル
を
引
き
出
し
て
い
る
。

ス
ミ
ス
、

フ
7
1
ガ
ス
ン
ら
の
思
想
を
高
く
評
価
し
、

そ
こ
か
ら
自
生
的
秩
序
の
モ
デ

ヒ
ュ

l
ム、

二
、
主
体
聞
の
交
通
の
論
理
と
し
て
の
同
感
と
快
楽
原
理

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
自
然
法
を
個
人
間
の
相
互
の
交
流
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
受
肉
化
・
主
観
化
・
内
在
化
す
る
た
め
に
は
、
超
越
的
な
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価
値
や
規
範
を
受
肉
化
・
主
観
化
・
内
在
化
す
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
要
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
社
会
契
約
論
に
お
い
て
自
然
権

の
主
体
と
し
て
擬
制
的
に
想
定
さ
れ
た
個
人
と
は
違
っ
た
、
市
民
社
会
の
交
通
・
交
換
の
主
体
の
論
理
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
社
会
契
約
論
の
批
判
を
し
た
う
え
で
、
世
俗
的
自
然
法
を
受
肉
化
・
主
観
化
・
内
在
化
す
る
た
め
に
は
、
新
た
な
主
体
の
論
理
が
要
請

ス
ミ
ス
あ
る
い
は
ヒ
ュ

l
ム
に
お
い
て
は
、
同
感
の
観
念
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
要
請
に
応
え
た
の
が
、

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

自
然
法
の
内
在
化
の
文
脈
で
、
両
者
の
体
系
に
お
い
て
同
感
過
程
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
か
を
、
そ
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
功
利
主
義
の
果
た
し
た
役
割
と
、
同
感
論
と
の
関
係
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
周

知
の
と
お
り
、

ス
ミ
ス
の
同
感
判
断
論
と
ヒ
ュ

l
ム
の
そ
れ
と
の
最
も
大
き
な
違
い
は
、
功
利
主
義
と
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
同
感
と
い
う
観
念
を
用
い
て
、
「
ホ
ッ
プ
ス
以
来
の
立
場
の
交
換

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
、

(
7
)
 

の
論
理
を
個
人
の
感
情
論
レ
ヴ
ェ
ル
に
定
着
さ
せ
」
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
は
外
的
に
抽
象
的
に
想
定
さ
れ
て
い
た
自
然
法
的
第
三
者
を
、

(
8
)
 

中
立
的
な
観
察
者
と
し
て
内
面
主
体
化
し
た
。
ス
ミ
ス
は
同
感
と
い
う
基
本
的
に
は
対
面
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
原
理
で
あ
る

そ
れ
が
立
場
の
交
換
・
状
況
に
即
し
た
適
宜
性
と
い
っ
た
観
念
を
介
し
て
展
開
し
て
い
く
過
程
に
注
目
し
た
。

同
感
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
理
性
に
よ
る
推
論
と
も
、

ま
た
同
時
に
功
利
主
義
的
な
帰
結
と
も
異
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
で
一
般
ル

l
ル
が
成
立
す
る
過
程
を

把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ス
ミ
ス
と
同
様
に
同
感
と
い
う
観
念
を
中
心
に
据
え
て
道
徳
論
・
正
義
論
を
展
開
し
た
ヒ
ュ

l
ム
に
お

い
て
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
同
感
は
功
利
の
知
覚
の
手
段
と
し
て
把
握
さ
れ
た
た
め
、
以
下
で
見
る
よ
う
に
個
人
間
の
相
互
性
の
レ
ヴ

ェ
ル
で
の
判
断
原
理
と
し
て
は
機
能
せ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
と
は
異
質
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
認
識
手
段
と
し
て
の
み
機

能
し
た
。
そ
の
意
味
で
ス
ミ
ス
に
お
い
て
自
然
法
の
世
俗
化
は
、
教
会
と
い
う
宗
教
的
普
遍
及
び
、
理
性
の
推
論
・
功
利
主
義
的
帰
結
と
い

(9) 

う
世
俗
的
普
遍
と
い
う
両
者
と
の
対
決
の
中
で
、
完
成
・
達
成
さ
れ
た
と
言
い
得
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヒ
ュ

l
ム
に
お
い
て
は
、
自
然
法
の

内
在
化
の
成
否
が
、
功
利
主
義
と
の
関
係
で
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
式
的
に
言
う
な
ら
ビ
ュ

l
ム
は
、
功
利
主
義
を
介
し
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説

て
世
俗
的
自
然
法
の
受
肉
化
・
主
観
化
に
成
功
し
た
が
、
そ
の
反
面
、
内
在
化
に
は
失
敗
し
た
と
い
い
得
る
。
こ
れ
は
、
功
利
主
義
思
想
一

般
が
主
体
の
論
理
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
叩
)

上
で
用
い
た
ロ
ッ
ク
の
分
類
を
用
い
て
言
い
換
え
る
な
ら
、
ヒ
ュ

l
ム
や
ス
ミ
ス
は
宗
教
的
権
威
や
理
性
の
権
威
を
排
除
し
た
う
え
で
、

論

評
判
法
と
い
う
人
間
の
相
互
性
に
お
い
て
規
範
を
基
礎
づ
け
展
開
し
た
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
相
互
性
の
把
握
は
、

一
般
に
は
、
宗
教
的
権

威
や
理
性
の
拘
束
か
ら
の
解
放
を
目
指
す
な
か
で
、
感
情
・
情
念
に
注
目
し
、
具
体
的
に
は
快
楽
原
理
・
功
利
主
義
を
介
し
て
行
わ
れ
た
。

ハ
l
シ
ユ
マ
ン
の
言
を
借
り
る
な
ら
、
情
念
・
感
情
あ
る
い
は
ガ
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
H

と
い
っ
た
観
念
は
、
宗
教
的
権
威
失
墜
の
中
で
登

場
し
、
利
害

(
S
Z
2
2
)
と
い
う
概
念
も
ま
た
情
念
と
結
び
付
い
て
発
展
し
た
。
そ
し
て
、
始
め
は
「
個
人
の
行
動
の
問
題
の
検
討
」
に

用
い
ら
れ
た
利
益
の
観
念
と
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
洞
察
で
あ
る
と
こ
ろ
の
功
利
主
義
が
、
や
が
て
「
政
治
の
理
論
に
逆
輸
入
」
さ
れ
た
。
功

(
日
)

利
主
義
と
い
う
「
利
益
が
支
配
す
る
世
界
の
も
つ
財
産
は
」
、
「
可
測
性
と
恒
常
性
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う

な
財
産
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
理
性
・
教
会
と
い
う
普
遍
的
基
準
か
ら
解
放
さ
れ
、
感
情
論
を
介
し
て
主
観
化
し
た
自
然
法
を
、

も
う
一
度
、

全
体
の
幸
福
に
、
す
な
わ
ち
功
利
主
義
的
な
帰
結
と
い
う
い
わ
ば
世
俗
的
普
遍
的
基
準
の
下
に
服
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

(ロ)

「
個
人
的
選
択
原
理
を
社
会
全
体
に
拡
張
し
て
、
社
会
全
体
を
一
人
の
個
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
L

こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
個
々
人
の
快
・
不
快
に
注
目
し
、
善
悪
を
快
苦
の
タ

l
ム
で
と
ら
え
、
快
苦
を
善
悪
の
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ

た
人
間
の
相
互
性
は
、
理
性
・
教
会
の
権
威
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
が
、
今
度
は
自
身
の
よ
っ
て
立
つ
原
理
で
あ
る
快
楽
原
理
・
功
利
主
義
に

よ
る
新
た
な
世
俗
的
普
遍
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

(
日
)

ら
見
る
な
ら
、
自
然
法
の
主
観
化
の
過
程
と
は
言
え
て
も
、
内
在
化
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
よ
う
な
過
程
は
、
規
範
構
造
の
観
点
か

こ
れ
に
対
し
、

ス
ミ
ス
は
、
以
下
で
見
て
行
く
よ
う
に
同
感
判
断
の
過
程
を
功
利
主
義
的
な
帰
結
と
は
別
の
も
の
と
し
て
構
想
し
、
道
徳

的
評
価
を
個
々
人
の
快
・
不
快
と
は
区
別
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
感
過
程
を
公
共
の
利
害
の
認
識
の
手
段
と
し
て
し
ま
っ
た
ヒ
ュ

l
ム
と
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の
違
い
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
性
の
把
握
の
仕
方
の
違
い
と
し
て
と
ら
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

+工
芸

-n(
1
)
新
村
聡
『
経
済
学
の
成
立
』
一
九
九
四
年
。
第
一
部
参
照
。

(2)
』

-
F
2
Z
-
h
3
忠
信
、
。
室
町
内

g
s
h
尚
喜
H
S
q豆
町
三

g
a
s
h
-
F
国
内
『
-
N
叶
窓
口
邦
訳
『
人
間
知
性
論
』
ハ
門
三
四

O
頁
l
一
一
一
五
一
頁
。

ロ
ッ
ク
は
、
『
人
間
知
性
論
』
の
道
徳
法
則
の
性
質
を
論
じ
た
部
分
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
三
種
類
の
道
徳
法
則
を
区
別
し
て
い
る
。
①
神

法
(
自
然
法
)
、
②
市
民
法
、
③
評
判
法
。
①
の
自
然
法
は
、
「
道
徳
的
正
の
唯
一
の
真
な
る
尺
度
で
あ
り
、
人
々
は
こ
の
法
と
比
較
す
る
こ
と

に
よ
り
行
動
の
最
も
重
要
な
道
徳
的
善
悪
を
判
断
す
る
じ

(
5
8
)
。
②
の
市
民
法
は
、
国
家
が
為
政
者
と
し
て
制
定
す
る
国
家
法
で
あ
り
、
人
々

が
行
動
が
犯
罪
に
あ
た
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
法
で
あ
る
。
ま
た
国
家
法
は
自
然
法
の
明
文
化
・
具
体
化
を
担
う
。
そ
れ
に
対
し
、

③
の
評
判
法
(
世
論
な
い
し
評
判
の
法
片
町
内

Z
耳
え

C
U
E
-ロ
2
2
H
E
Z
Eロ
)
は
、
「
徳
と
悪
徳
の
尺
度
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
徳
と
悪
徳
の

尺
度
は
、
是
認
や
嫌
悪
、
称
賛
や
非
難
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
「
ひ
そ
か
な
暗
黙
の
同
意
」
に
よ
り
確
立
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
、
い
ろ
い

ろ
な
行
動
が
人
々
の
聞
に
そ
の
地
の
判
断
・
格
率
・
風
習
に
応
じ
た
評
判
や
不
評
を
、
見
い
だ
す
。
評
判
法
は
、
私
人
間
の
是
認
・
嫌
悪
、
称
賛
・

非
難
と
い
う
相
互
の
日
常
的
な
交
際
の
中
で
の
道
徳
判
断
の
交
流
を
通
じ
て
、
評
判
・
不
評
と
し
て
確
立
さ
れ
、
そ
れ
が
徳
・
悪
徳
と
称
せ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
成
立
す
る
。

評
判
法
と
自
然
法
・
国
家
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
ロ

y

ク
自
身
は
明
確
に
は
論
じ
て
い
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
評
判
法
を
論
じ
た
箇
所
で
、
国
や

人
々
の
気
質
・
教
育
・
利
害
な
ど
の
違
い
に
よ
り
、
称
賛
や
非
難
の
対
象
が
異
な
り
、
し
た
が
っ
て
徳
・
悪
徳
の
内
容
も
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、

評
判
法
を
通
じ
た
自
然
法
の
経
験
化
と
呼
ぴ
う
る
議
論
の
萌
芽
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
然
法
と
の
内
容
的
一
致
を

大
前
提
と
し
て
お
り
、
議
論
の
重
心
も
、
社
会
に
よ
っ
て
徳
・
悪
徳
の
内
容
が
違
っ
て
い
て
も
、
「
大
体
ど
こ
で
も
徳
・
悪
徳
は
同
じ
に
な
っ
て

お
り
」
、
「
た
と
え
風
習
(
自

E
5『
)
が
腐
敗
し
て
も
」
、
「
自
然
法
の
限
界
は
か
な
り
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

評
判
法
と
呼
ば
れ
る
人
間
の
相
互
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
自
然
法
が
成
立
し
得
る
と
い
う
観
点
で
は
な
く
、
反
対
に
評
判
法
と
い
う
人
間
の
相
互
性

に
根
ざ
す
徳
・
悪
徳
は
、
た
と
え
一
見
バ
ラ
バ
ラ
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
自
然
法
の
範
囲
の
中
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
枠
内
で
の
こ
と

で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
評
判
法
と
自
然
法
の
関
係
は
、
評
判
法
で
展
開
し
て
い
る
是
認
・
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説号-h.
ロ岡

嫌
悪
と
い
っ
た
道
徳
的
判
断
を
方
法
的
に
用
い
た
自
然
法
の
歴
史
化
・
経
験
化
と
は
い
え
な
い
。

ま
た
国
家
法
と
の
関
係
は
、
や
や
微
妙
で
あ
る
。
一
方
で
ロ
ッ
ク
は
国
家
法
と
は
違
い
、
評
判
法
を
、
私
人
間
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
明
文

化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
強
制
す
る
手
段
も
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
人
々
は
政
治
社
会
に
参
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
自
分
た
ち
の
力
の
処
置

を
公
共
の
手
に
ゆ
だ
ね
て
し
ま
い
、
国
家
法
の
指
図
す
る
以
上
に
は
、
同
胞
市
民
に
対
し
て
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
に
な
る

点
を
指
摘
し
、
そ
の
違
い
を
強
調
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
胞
市
民
は
行
為
の
良
・
悪
を
考
え
、
是
認
し
た
り
、
嫌
悪
し
た

り
す
る
カ
を
な
お
堅
持
し
、
こ
の
是
認
と
嫌
悪
に
よ
っ
て
、
「
自
分
た
ち
が
徳
・
悪
徳
と
呼
ぼ
う
と
す
る
も
の
を
自
分
た
ち
の
聞
に
確
立
す
る
」

も
の
と
述
べ
、
国
家
法
に
吸
収
さ
れ
な
い
自
律
的
な
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
、
論
理
的
に
で
は
あ
る
が
そ
れ
が
国
家
法
と
対
立
す
る
可

能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
潜
在
的
に
は
自
律
的
な
領
域
と
し
て
成
立
す
る
可
能
性
を
も
ち
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク

に
お
い
て
評
判
法
は
、
内
容
的
に
も
狭
義
の
意
味
で
の
道
徳
的
な
も
の
に
限
ら
れ
、
市
民
間
あ
る
い
は
市
民
と
国
家
と
の
聞
の
権
利
・
義
務
関

係
は
、
専
ら
国
家
法
の
対
象
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
不
十
分
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ッ
ク
の
評
判
法
に
関
す
る
議
論
は
、
徳
の
源
泉
を
私
人
間
相
互
の
道
徳
的
判
断
に
求
め
た
点
で
、

ロ
ッ
ク
思
想
そ
れ
自
体
の
問
題
と
し
て
も
、
ヒ
ュ
!
ム
、
ス
ミ
ス
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
ま
た
自
然
法
と
社
会
契
約
論
と
の
関
係
に
関
し
て
も
、

注
目
に
値
す
る
論
点
を
含
ん
で
い
る
。
ロ
ッ
ク
が
評
判
法
と
し
て
展
開
し
て
い
る
人
間
の
相
互
性
は
、
同
意
論
的
構
造
を
、
い
わ
ば
是
認
論
的

構
造
へ
展
開
す
る
た
め
の
議
論
の
萌
芽
を
示
し
て
い
る
と
一
言
い
得
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
同
意
論
は
、
も
と
も
と
は
社
会
契
約
論

の
意
思
の
モ
テ
ィ

l
フ
を
体
現
し
、
抵
抗
権
な
ど
の
根
拠
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
暗
黙
の
同
意
へ
と
擬
制
さ
れ
、
実
践
的
に
は
も
と
よ
り
理
論

的
に
も
、
現
実
の
秩
序
の
前
で
無
限
に
後
退
し
て
し
ま
っ
た
。
評
判
法
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
議
論
に
は
、
こ
の
よ
う
な
空
洞
化
し
た
同
意
論
を
、

是
認
論
的
構
造
の
中
で
、
す
な
わ
ち
人
々
の
問
で
交
わ
さ
れ
る
判
断
の
相
互
性
の
中
で
、
よ
り
立
体
的
に
転
釈
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
白
紙
状
態
で
の
制
度
設
計
が
思
想
的
に
不
適
切
で
あ
る
だ
け
で
な
く
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
状
況
の
中
で
、
契
約
論
の
も
つ

意
義
を
再
興
す
る
一
つ
の
可
能
性
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

尚
、
ロ
ッ
ク
の
評
判
法
の
議
論
に
関
し
て
は
、
田
中
正
司
『
市
民
社
会
理
論
の
原
型
』
二
六
六
頁
以
下
並
び
に
本
章
註
同
を
参
照
の
こ
と
。

(
3
)
田
中
は
前
掲
書
の
中
で
、
こ
の
過
程
を
一
七
世
紀
自
然
法
と
一
人
世
紀
自
然
法
と
の
違
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
七
世
紀
の

自
然
法
的
社
会
理
論
が
、
市
民
社
会
の
成
立
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
を
意
図
し
な
が
ら
も
、
一
般
的
に
は
、
市
民
社
会
の
成
立
を
契
約
の
擬
制
に

求
め
る
に
止
ま
り
、
い
ま
だ
交
換
H
分
業
概
念
が
市
民
社
会
認
識
の
基
礎
範
鴎
で
あ
る
次
第
を
概
念
的
に
把
握
し
え
な
か
っ
た
」
。
こ
れ
に
対
し
、
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アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学(1)

「
フ
ア

l
ガ
ス
ン
、
ス
ミ
ス
に
代
表
さ
れ
る
一
八
世
紀
の
市
民
社
会
論
者
な
い
し
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
い
う
「
社
会
的
自
然
論
者
」
は
、
①
こ
の
よ

う
な
自
然
法
論
者
の
契
約
理
論
を
幻
想
的
な
も
の
と
し
て
排
斥
し
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
社
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
て
、
決
し
て
契
約
論
者

の
仮
定
し
た
よ
う
な
孤
立
的
存
在
で
は
な
い
と
し
て
、
②
原
始
か
ら
文
明
へ
の
道
を
、
歴
史
資
料
や
民
族
学
的
資
料
に
基
づ
い
て
、
経
験
的
・

帰
納
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
③
交
換
H
分
業
概
念
に
基
づ
く
市
民
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
分
析
を
展
開
す
る
一
方
、
④
社
会
発
展
の

盲
目
性
を
も
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
⑤
特
殊
性
の
原
理
と
し
て
の
個
人
の
欲
求
の
充
足
が
、
普
遍
に
媒
介
さ
れ
て
は
じ
め
て
そ

の
目
的
を
達
成
す
る
場
と
し
て
の
市
民
社
会
の
本
質
を
、
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
」
。
八
頁
。

さ
ら
に
田
中
は
、
カ
ン
ト
の
「
人
間
の
非
社
交
的
社
交
性
」
実
現
の
場
と
し
て
の
市
民
社
会
観
や
ヘ

l
ゲ
ル
の
『
法
哲
学
』
の
市
民
社
会
観

は
こ
の
よ
う
な
一
人
世
紀
的
市
民
社
会
論
を
継
承
し
、
よ
り
概
念
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

(
4
)
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
を
世
俗
的
な
自
然
法
と
解
釈
す
る
の
に
は
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
や
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
・
ゴ

l
シ
ャ
ー
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
哲
学
に
お

け
る
神
の
重
要
性
を
強
調
す
る
解
釈
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
若
干
の
留
保
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
権
の
具
体
的
な

行
使
の
場
と
し
て
市
場
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
限
り
で
、
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
を
世
俗
的
と
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
と
の
関
係
で
言
う
な
ら
、

知
的
生
活
全
体
の
主
要
課
題
を
「
神
中
心
的
な
思
考
枠
組
み
」
の
認
識
論
的
証
明
と
考
え
た
と
さ
れ
る
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
自
然
法
は
世
俗
化

さ
れ
た
が
、
未
だ
内
在
化
は
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
『
町
内
・
・
』

o
g
o
E
P
-
-司
Z
自
宅
問
)
Z
E
5
8
-
o唱
S
8
2色
白
E
-
3
2・
5巾

可
g
r
Z
Z
2ロ』
D
Z
F
c
n
Z
S
E
E
m
一凶
8
5印
FE--四『丹市ロ
g
g円

J
E
-
-
F
E
自
己
玄
】
間
口
目
立
広
岡
(
包
伊
)
苛

E
E
白
星
=
き
語
、
巴
∞
ω
・

(
5
)
こ
れ
ら
二
つ
の
局
面
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
相
補
的
な
あ
る
い
は
相
乗
的
な
関
係
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
市
場
と
い
う
場
を
発
見
し
、
そ

こ
に
働
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
・
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
、
規
範
を
内
在
的
な
も
の
と
し
て
人
間
の
相
互
性
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
市
場
を
モ
デ
ル
と
し
た
人
間
の
相
互
性
の
規
定
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
、

こ
れ
ら
二
つ
の
局
面
を
区
別
す
べ
き
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
以
下
で
論
ず
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
や
新
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
の
中
で

提
起
さ
れ
て
い
る
論
点
及
び

E
2
2
n
E目白
E
∞
ロ
ペ
的
解
釈
に
対
す
る
評
価
を
考
え
る
際
に
は
、
こ
の
二
つ
の
局
面
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

(
6
)
ヒ
ュ

l
ム
の
寸
原
始
契
約
に
つ
い
て
」
が
そ
の
典
型
と
一
宮
守
え
る
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
学
派
と
文
明
社
会
史
に
つ
い
て
は
佐
々
木
武
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
に
お
け
る
『
文
明
社
会
』
論
の
構
成

l
ー

ゴ
広
三
曲
二

5
g『可
D

ご
5-gn-2u¥
の
一
考
察
」
国
家
学
会
雑
誌
八
五

l
八
六
巻
参
照
の
こ
と
。
そ
こ
で
は
文
明
社
会
史
と
し
て
、
ア
ダ
ム
・
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説

フ

7
1
ガ
ス
ン
『
文
明
社
会
史
』
一
七
六
七
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ラ

l

『
階
級
分
化
の
起
源
』
一
七
七
一
・
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
統
治
の
史
的
管
見
』
一

七
八
七
|
一
八

O
三
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
パ

l
ト
ソ
ン
『
カ

l
ル
五
世
史
・
序
説
』
一
七
七
七
、
ギ
ル
パ

l
ト
・
ス
チ
ユ
ア

1
ト
『
英
国
憲
政

の
古
来
性
』
一
七
六
八
、
七

O
、
ヒ
ュ

l
ム
『
英
国
史
』
一
七
五
四
|
一
七
七

O
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
7
)
司

〉

国

主

巾

F
h
E
P
ト

h
h
a
E虫
色
直

B
s
a
ヒ守ミ町、

(
8
)
田
中
・
前
掲
書
一
七
頁
。

(9)
こ
の
中
立
的
な
観
察
者
の
観
念
の
成
立
の
た
め
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
観
察
者
と
行
為
者
の
判
断
が
統
合
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

浜
田
義
文
「
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
に
お
け
る
〈
注
視
者
〉
の
概
念
」
『
理
想
』
一
九
九
一
年
七
月
参
照
。
し
か
し
こ
の
観
察
者
と
行
為
者
の
判
断

の
統
合
が
、
ス
ミ
ス
判
断
論
に
お
い
て
は
単
純
な
統
合
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
に
緊
張
関
係
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
以
下
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
点
が
ま
さ
に
、
ル
ソ
!
と
ス
ミ
ス
の
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
翻
っ
て
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て

先
駆
的
に
指
摘
さ
れ
た
近
代
社
会
に
固
有
の
問
題
と
言
い
う
る
。

(
叩
)
こ
の
こ
と
は
、
以
下
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
宗
教
的
価
値
や
理
性
・
功
利
主
義
が
そ
れ
自
体
と
し
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
を

意
味
し
な
い
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヒ
ュ

l
ム
と
ス
ミ
ス
の
功
利
主
義
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
の
違
い
、
そ
の
違
い
と
自
然
法
の
世
俗
化
の
完
成
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

(
日
)
〉

O
'
E
Z
F自
2
・
言
問
、
白
包
喜
朗

B
s
t
号
、
宮
町
内

5
2・
5
ゴ
-
佐
々
木
他
訳
『
情
念
の
政
治
経
済
学
』
法
政
大
学
出
版
会
。

(
ロ
)
井
上
達
夫
『
共
生
の
作
法
』
一
九
八
六
年
、
一
七
八
頁
。

(
日
)
ロ
ッ
ク
は
、
功
利
主
義
・
快
楽
主
義
を
、
自
然
法
や
国
家
法
と
は
切
り
離
さ
れ
た
評
判
法
の
新
た
な
存
立
基
盤
を
模
索
す
る
た
め
の
方
策
と

し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
自
然
法
の
内
在
化
を
推
進
し
た
と
も
言
い
得
る
。
田
中
・
前
掲
書
二
七
二
頁
以
下
参
照
。

田
中
は
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
初
期
の
『
自
然
法
論
』
か
ら
『
人
間
知
性
論
草
稿
』
へ
至
る
過
程
で
見
ら
れ
る
快
楽
主
義
へ
の
傾
倒
が
、
評
判
法

へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
対
応
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
さ
ら
に
『
人
間
知
性
論
』
に
お
い
て
は
、
寸
快
楽
主
義
的
な
動
機
づ
け

の
理
論
の
上
に
、
善
悪
自
体
を
快
苦
の
タ

l
ム
に
お
い
て
と
ら
え
、
快
告
を
善
悪
の
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
快
苦
の
情
に
支
え
ら
れ
た
人
々

の
是
認
・
否
認
の
感
情
か
ら
生
ま
れ
る
社
会
の
流
行
こ
そ
が
人
々
の
「
徳
」
の
観
念
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
」
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

ロ
ッ
ク
の
功
利
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
田
中
は
、
「
道
徳
的
是
認
の
基
準
を
社
会
の
平
和
と
利
害
に
求
め
、
社
会
に
有
用
な
も
の
は
是
認
さ
れ

る
と
し
た
ヒ
ェ

l
ム
へ
の
道
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
」
と
し
て
ロ
ッ
ク
の
快
楽
主
義
へ
の
傾
倒
を
ヒ
ュ

l
ム
の
功
利
主
義
へ
の

~L込
白岡
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進
展
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
法
の
世
俗
化
と
そ
の
完
成
を
、
普
遍
的
な
価
値
や
基
準
で
は
な
く
、

の
中
で
の
基
礎
づ
け
の
過
程
と
と
ら
え
る
な
ら
、
こ
れ
は
、
自
然
法
の
内
在
化
の
挫
折
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

人
間
の
相
互
性

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

第
四
節

世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
と
現
実
批
判
能
力
の
喪
失

前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
規
範
構
造
の
点
か
ら
す
る
な
ら
、
自
然
法
は
内
在
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
構
造
を
大
き
く
転
換
す
る

つ
ま
り
、
理
性
や
神
の
存
在
を
前
提
と
し
た
垂
直
的
な
構
造
か
ら
、
人
々
の
具
体
的
な
交
渉
の
中
で
成
立
す
る
水
平
的
な

こ
と
に
な
っ
た
。

構
造
へ
と
変
化
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
機
能
の
点
で
は
、
そ
の
変
化
の
過
程
は
、
自
然
法
の
現
実
批
判
能
力
の
喪
失
を
も
た
ら
し
た
と
も
言

い
得
る
。
本
節
で
は
こ
の
後
者
の
点
、
現
実
批
判
能
力
の
喪
失
に
関
し
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
論
証
は
後
に
展
開
す
る
が
、
ス
ミ

ス
思
想
が
も
っ
、
社
会
契
約
論
と
は
違
っ
た
現
実
批
判
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
示
唆
す
る
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
的
身
分
社
会
の
崩
壊
と
自
然
秩
序
の
実
在
性
の
消
滅
の
な
か
で
成
立
し
た
近
代
自
然
法
は
、

そ
の
作
用
の

場
と
し
て
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
交
換
・
分
業
の
主
体
と
し
て
の
人
間
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
感
情
論
を
介
し
て
受
肉
化
さ
れ
、
内
在
化

さ
れ
た
。
内
在
化
し
た
世
俗
的
自
然
法
は
そ
の
内
在
化
と
同
時
に
、
自
ら
の
成
立
の
た
め
の
転
轍
機
で
あ
る
と
と
も
に
推
進
力
で
も
あ
っ
た

自
然
権
思
想
・
社
会
契
約
論
を
放
棄
す
る
。
ヒ
ユ
|
ム
、
ス
ミ
ス
ら
一
八
世
紀
の
思
想
家
た
ち
は
、
社
会
契
約
説
の
虚
構
性
を
批
判
し
、
近
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代
自
然
法
を
感
情
論
を
介
し
て
受
肉
化
し
、
さ
ら
に
交
換
H
分
業
関
係
と
い
う
道
具
を
用
い
て
「
市
民
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
分
析
と
、
市
民

(
1
)
 

社
会
に
お
け
る
主
体
の
モ
ラ
ル
の
確
立
」
と
し
て
、
つ
ま
り
市
民
社
会
論
と
し
て
展
開
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
ヒ
ュ

l
ム、

ス
ミ
ス
ら
一
八
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
論
者
は
、
自
然
法
を
内
在
化
し
、
社
会
契
約
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
契
約
論
が
も



説

っ
て
い
た
重
要
な
機
能
で
あ
る
自
然
的
秩
序
の
実
在
観
に
対
す
る
批
判
的
と
ら
え
直
し
の
機
能
を
、
す
な
わ
ち
現
実
に
対
す
る
批
判
的
ス
タ
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ン
ス
を
失
っ
た
。

論

(2) 

つ
ま
り
彼
ら
は
、
社
会
契
約
論
に
対
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
擬
制
的
・
抽
象
的
・
非
歴
史
的
な
性
質
を

批
判
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
法
・
自
然
権
思
想
を
感
情
論
を
介
し
て
規
範
と
し
て
内
面
化
し
、
受
肉
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
そ
れ
と
同
時
に
、
自
然
法
論
が
中
世
の
実
在
的
自
然
秩
序
に
対
抗
す
る
た
め
に
も
っ
て
い
た
武
器
を
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
ホ
ッ
プ
ス
は
、
自
然
状
態
論
・
社
会
契
約
論
を
哲
学
的
に
あ
る
い
は
認
識
論
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
寸
既
存
の
社
会
関
係
の
「
自

(
3
)
 

然
化
」
に
対
抗
す
る
個
人
の
析
出
」
を
な
し
え
た
。
こ
の
自
然
状
態
論
が
も
っ
清
掃
機
能
、
既
存
の
社
会
関
係
か
ら
の
個
人
の
解
放
の
機
能

を
、
ヒ
ュ

1
ム
、
ス
ミ
ス
の
一
八
世
紀
の
市
民
社
会
論
は
、
自
然
法
を
内
在
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
喪
失
し
て
し
ま
っ

た。

ヒ
ュ

l
ム
、
あ
る
い
は
ス
ミ
ス
の
思
想
に
関
し
て
そ
の
保
守
的
な
性
質
が
指
摘
さ
れ
る
。

(
4
)
 

思
想
史
上
の
位
置
付
け
と
し
て
は
、
彼
ら
の
思
想
は
、

E
・パ

l
ク
と
一
括
さ
れ
、
保
守
主
義
・
伝
統
主
義
の
レ

y
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
。
彼

(5) 

ら
が
鍵
概
念
と
し
て
い
る
同
感
と
い
う
観
念
は
、
「
社
会
内
部
の
特
定
の
態
度
や
信
条
を
永
遠
化
し
、
安
定
化
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、

こ
の
現
実
批
判
能
力
の
喪
失
と
い
う
観
点
か
ら
、

「
身
分
の
差
別
と
現
行
社
会
体
制
を
前
提
と
し
た
議
論
を
展
開
し
て
お
り
」
、
そ
の
「
市
民
社
会
理
論
、
少
な
く
と
も
そ
の
道
徳
感
情
論
が
」
、

(
6
)
 

「
既
存
の
社
会
秩
序
を
前
提
し
た
市
民
社
会
に
お
け
る
市
民
の
道
徳
感
情
の
理
論
に
過
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
る
。

一
八
世
紀
思
想
が
自
然
法
の
世
俗
化
の
完
成
と
と
も
に
、
社
会
契
約
論
を
も
は
や
不
必
要

な
も
の
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
一
八
世
紀
市
民
社
会
理
論
の
動
向
は
、

」
の
現
実
批
判
能
力
の
喪
失
と
い
う
事
態
は
、

一
七
世
紀
の
市
民
社
会
形
成
原
理
論
の
も
っ
て
い
た
積
極
的
側
面
を
自
己
否
定
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
一
八
世
紀
の
市
民
社
会
理
論
が
、

契
約
説
を
否
定
し
て
科
学
と
し
て
登
場
し
た
と
き
、

そ
れ
は

〈
体
制
〉

そ
の
も
の
を
問
う
〈
主
体
〉

の
論
理
と
し
て
の
契
約
説
の
も
っ
て
い



(
7
)
 

た
人
間
の
文
化
創
造
の
自
覚
的
営
為
と
し
て
の
精
神
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、

ス
ミ
ス
の
思
想
は
、
既
存
の
秩
序
や
ル

l
ル
を
単
に
確
認
し
、

そ
の
中
へ
の
人
々
の
参
入
を
促

ヒ
ュ

l
ム、

す
と
い
う
機
能
し
か
も
た
な
い
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
自
然
法
の
成
立
と
そ
の
展
開
の
文
脈
の
中
で
い
う
な
ら
、
近

アダム・スミス向感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

代
の
世
俗
的
自
然
法
は
、
内
在
化
と
同
時
に
、
そ
の
本
来
の
機
能
の
停
止
を
招
い
た
こ
と
に
な
る
。
ヒ
ュ

1
ム
、
ス
ミ
ス
の
思
想
は
、
自
然

秩
序
の
実
在
観
に
立
ち
身
分
制
的
秩
序
の
正
当
化
を
は
か
っ
た
大
陸
自
然
法
学
と
同
様
の
機
能
し
か
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
思
想
に

は
大
陸
自
然
法
学
に
向
け
ら
れ
る
の
と
同
様
の
批
判
が
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
法
や
理
性
と
い
う
超
越
的
基
準
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
相
互
性
の
領
域
は
、

ル
ー
ル
の
形
成
の
場
と
し
て
発
見
さ
れ
た
が
、

い
っ
た
ん
成
立
し
い
わ
ば
自
然
的
秩
序
と
し
て
前
提
さ
れ
た
後
は
、

そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
契
機
は
理
論
内
在
的
に
は
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
点
に
批
判
の
目
を
向
け
た
の
が
、
周
知
の
通
り
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
に
よ
る
自
然
法
学
批
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
向
け
ら

そ
の
試
み
を
社
会
契
約
論
の
機
能
を
回
復
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
社
会
契
約
論
の
再
興
と
し
て
位
置
付
け
う
る
こ
と
は

れ
て
お
り
、

言
う
ま
で
も
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
、

ル
ソ

l
は
、
近
代
自
然
法
が
定
着
さ
れ
内
在
化
さ
れ
る
以
前
の
、
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ク
以
前
の
ホ
ッ

プ
ス
に
ま
で
立
ち
返
り
、
近
代
自
然
法
、
と
り
わ
け
そ
の
中
で
の
社
会
契
約
論
の
機
能
を
と
ら
え
直
し
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
ソ

l

の
自
然
法
学
批
判
が
ヒ
ュ

1
ム
や
ス
ミ
ス
に
も
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
、
社
会
契
約
論
が
果
た
し
て
い
た
現
実
批
判
の
機
能
を
彼
ら
が
ど

つ
ま
り
、
世
俗
的
自
然
法
が
内
在
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
契
約
論
、
あ
る
い

の
よ
う
に
と
ら
え
た
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。

は
社
会
契
約
論
的
問
題
構
成
は
も
は
や
い
か
な
る
点
で
も
不
必
要
な
の
か
、
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
形
を
変
え
て
そ
の
機
能
を
採
り
入
れ
る

(
8
)
(
9
)
 

こ
と
は
可
能
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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上
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
自
然
法
の
成
立
に
お
い
て
社
会
契
約
論
が
果
た
し
た
役
割
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
は
、
自
然
権
の
主
体

と
し
て
の
個
人
と
い
う
主
体
の
論
理
で
あ
り
、
典
型
的
に
は
、
拒
否
権
と
し
て
表
象
さ
れ
る
意
志
の
モ
テ
ィ

l
フ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、



説

ス
ミ
ス
あ
る
い
は
ヒ
ュ

1
ム
に
お
い
て
、
契
約
論
的
な
擬
制
的
な
個
人
と
は
別
の
市
民
社
会
の
主
体
の
交
通
の
論
理
と
し
て
提
示
さ
れ
た
同

感
論
が
、
上
述
の
解
釈
の
よ
う
に
、
単
に
保
守
的
で
秩
序
維
持
的
な
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
契
約
論
的
個
人
に
代
わ
り
得
る
よ
う
な
何
ら

論

か
の
ツ

i
ル
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実
の
規
範
や
秩
序
に
対
し
て
批
判
的
ス
タ
ン
ス
を
取
り
う
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と

な
る
。
し
か
も
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
の
結
果
得
た
成
果
を
手
放
す
こ
と
な
く
ー
ー
し
た
が
っ
て
、

ル
ソ
!
と
は
違
う
方
法
で
|
|
そ

れ
が
可
能
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
叩
)

以
下
で
は
こ
の
点
を
個
々
人
の
同
感
過
程
に
よ
る
判
断
の
交
流
の
中
で
編
み
出
さ
れ
る
相
互
性
の
構
造
の
問
題
と
し
て
考
え
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
相
互
性
の
構
造
の
問
題
を
判
断
論
と
い
う
形
で
論
ず
る
中
で
、
社
会
契
約
論
が
も
っ
意
志
の
モ
テ
ィ

l
フ
を
、
同
意
論
ー
ー
ー

典
型
的
に
は
拒
否
権
の
行
使
に
体
現
さ
れ
る

l
l
と
は
別
の
形
で
つ
く
り
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
同
意

論
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
契
約
論
的
相
互
性
を
、
人
々
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
判
断
の
交
流
を
そ
の
内
容
と
す
る
い
わ
ば
判
断
論
的
構
造
の
中

で
読
み
直
す
こ
と
を
通
じ
て
、
現
実
へ
の
対
応
の
中
で
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
意
志
の
モ
テ
ィ

i
フ
を
、

も
う
一
度
別
の
形
で
、
す
な
わ
ち

相
互
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
同
意
論
は
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、

も
と
も
と
は
社
会
契
約
論
に
お
け
る
意
思
の
モ
テ
ィ

l
フ
を
体
現
し
、
抵
抗
権
な
ど
の
根
拠
で
も
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
、
暗

黙
の
同
意
論
と
し
て
擬
制
さ
れ
、
現
実
の
秩
序
の
前
で
無
限
に
後
退
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
空
洞
化
し
た
同
意
論
を
、
判
断
論
を
通

じ
て
そ
こ
に
お
け
る
規
範
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
立
体
的
に
転
釈
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。
同
意
論
は
原
理
的
に
、
既
存
の

制
度
・
ル

l
ル
・
秩
序
に
対
し
て
直
接
的
な
形
で
に
向
き
合
い
、
同
意
・
不
同
意
と
い
う
全
肯
定
・
全
否
定
の
ど
ち
ら
か
を
迫
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
同
意
論
は
強
力
な
抵
抗
の
原
理
と
な
り
得
る
一
方
で
、
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
全
否
定
が
事
実
上
不
可
能
な
状
況
に
お
い

て
は
、
現
実
の
前
で
無
限
に
後
退
し
、
必
然
的
に
空
洞
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
の
相
互
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
、

ロ
ッ
ク
の

用
語
で
言
う
な
ら
評
判
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
対
象
と
す
る
判
断
論
は
、
諸
個
人
の
相
互
性
の
交
通
の
中
で
成
立
す
る
是
認
・
否
認
に
お
け
る
規
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範
構
造
を
問
題
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
既
存
の
ル

l
ル
や
秩
序
が
前
提
と
さ
れ
る
な
か
で
、
様
々
な
判
断
の
態
様
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
の
よ

し
か
も
そ
れ
を
相
対
化
す
る
判
断
の
可
能
性

う
な
判
断
の
構
造
・
態
様
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
秩
序
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、

を
検
討
し
う
る
。
ま
た
、
判
断
と
い
う
諸
個
人
間
の
交
通
の
作
用
を
素
材
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
秩
序
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
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も
な
く
、
逆
に
単
に
既
存
の
秩
序
に
事
後
的
な
承
認
を
与
え
る
の
で
も
な
い
形
で
、
個
人
あ
る
い
は
諸
個
人
と
既
存
の
秩
序
・
ル

l
ル
・
制

度
と
の
関
係
を
問
題
化
し
、
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
過
程
で
、
同
意
論
が
体
現
し
て
い
た
意
志
の
モ
テ
ィ

l
フ
を
、
も
う
一
度
と

ら
え
直
し
て
生
か
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
白
紙
還
元
に
よ
る
制
度
設
計
が
思
想
的
に
不
適
切
で
あ
る
だ
け
で
な
く
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
状
況
の
中
で
、
契
約
論

(
日
)

の
意
義
を
再
興
す
る
一
つ
の
可
能
性
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
同
感
判
断
論
及
び
そ
こ
に
お
け
る
人
間
関
係
の
相
互
性
の
構
造

に
関
す
る
分
析
を
通
じ
て
、

ス
ミ
ス
判
断
論
が
有
し
て
い
る
重
層
構
造
を
、

そ
の
よ
う
な
可
能
性
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
示
し
た
い
。

ス
ミ
ス
同
感
判
断
論
に
お
け
る
重
層
構
造
は
、
相
互
性
の
中
で
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
反
省
の
地
歩
を
確
保
す
る
試
み
と
し
て
解
釈

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
を
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
の
過
程
で
、
社
会
契
約
論
の
意
義
を
も
う
一
度
別
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
生
か
す
た

め
の
試
み
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

宇
品
れ
ソ
、

も
っ
と
も
、
残
念
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
可
能
性
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
理
論
的
・
実
践
的
に
ス
ミ
ス
の
思
想
の
中
か
ら
読
み
取
り
得
る
わ

け
で
は
な
い
。
特
に
そ
の
制
度
的
保
障
を
含
め
た
制
度
設
計
、
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
は
、

ス
ミ
ス
が
生
前
に
こ
の
方
面
の
著
作
を
残
さ

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
不
明
な
点
が
多
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
な
自
然
法
と
社
会
契
約
論

の
交
錯
か
ら
ス
ミ
ス
の
思
想
を
考
え
る
こ
と
は
、

一
八
世
紀
の
思
想
家
ス
ミ
ス
の
思
想
史
上
の
位
置
付
け
と
し
て
も
、

ま
た
現
代
に
お
け
る

様
々
な
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
、
有
意
義
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

一
八
世
紀
に
お
い
て
、
か
つ
て
ヴ
ォ
ル
テ

l
ル
が
『
哲
学
通
信
(
イ

ギ
リ
ス
便
り
)
』

の
中
で
自
由
を
擁
護
す
る
も
の
と
し
て
絶
賛
し
た
イ
ギ
リ
ス
憲
法
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
新
大
陸
(
ア
メ
リ
カ
)

の
進
歩
的
な つ
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説

産
業
資
本
に
と
っ
て
の
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
こ
の
よ
う
な
形
骸
化
し
た
既
存
の
制
度
を
反
省
し
、
そ
れ
が
本

(ロ)

来
も
っ
て
い
た
進
歩
的
批
判
的
核
心
を
す
く
い
出
す
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
現
代
社
会
の
よ
う
に
、
正
義
の
問
題
を
、

論

事
実
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
み
で
語
る
こ
と
も
規
範
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
み
で
語
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
あ
り
不
適
切
で
あ
る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
議
論
は
基
本
的
に
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
を
ス
ミ
ス
の
同
感
判
断
論
に
即
し
て
具
体
的
に
考
え
る
前
に
、

ス
ミ
ス
解
釈
、
特
に
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
と

ぷ
吉
田
円
吉
田

E
Zヨ
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
適
用
に
よ
る
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
ス
ミ
ス
解
釈
に
つ
い
て
考
え
る
。
と
い
う
の
も
こ
れ
ら
は
、
今
見

て
き
た
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
保
守
性
に
対
す
る
批
判
に
応
え
る
形
で
提
起
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
中
で
、
従
来
の
自
由
主
義

的
な
ス
ミ
ス
解
釈
に
お
い
て
は
、
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
に
対
す
る
高
い
評
価
の
陰
で
、
見
落
と
さ
れ
た
り
、
無
視
さ
れ
て
来
た
要
素
が

取
り
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
に
お
い
て
は
、
ぷ
Z
F円
E
g
g
-印
呂
志
に
よ
る
解
釈
に
対
す
る
評
価
が
あ
く
ま
で
限

定
的
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
示
し
て
お
き
た
い
。

Z
2
i
n
v
z自
白
ロ
仲
間
ヨ
ョ
的
解
釈
及
び
、

そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
共

和
主
義
的
な
ス
ミ
ス
像
は
、

ス
ミ
ス
思
想
の
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
来
た
一
側
面
を
取
り
出
し
積
極
的
な
形
で
問
題
化
す
る
と
い
う
意
味
で

は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
以
下
で
示
す
と
お
り
ス
ミ
ス
思
想
全
体
と
し
て
は
、

一
面
的
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

十工(
1
)
田
中
正
司
『
市
民
社
会
理
論
の
原
型
』
二

O
頁。

(
2
)
田
中
・
前
掲
書
、
一
九
頁
。

(
3
)
福
田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
一
五

O
頁
以
下
。

(
4
)
こ
の
現
実
批
判
能
力
の
喪
失
と
社
会
科
学
と
し
て
の
経
済
学
の
生
誕
と
が
同
時
に
起
こ
っ
た
点
は
、
示
唆
に
富
む
事
態
で
あ
る
。
社
会
科
学

の
成
立
と
政
治
哲
学
の
凋
落
、
経
済
理
論
か
ら
の
政
治
的
主
張
な
ど
の
指
摘
、
例
え
ば
ウ
ォ

l
リ
ン
の
指
摘
と
の
関
係
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
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な
い
で
あ
ろ
う

0
2円・
ω・
ω
者

D
E
P
E足

時

点

a
s
k
s包
喜
朗
、
門
戸
品
参
照
。

(
5
)
典
型
的
に
は
、
の
巾
『
崎
市
民

-
F
Eロ
夕
、
A
h
g芯
ミ
ミ
唱
。
K
H
R
B』
叫

dEsq・
5
8・
匂
印
印
N

が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
ウ
ォ

1
リ
ン
は
、
E

出
匡
富
市
自
己

n
g
Z
2田
宮
ヨ
ノ
吉
弘
吉
室
内
室
、
。
忠
良
町
ミ

ω
3
室
内
。
勾
喜
一
定

Hpup--FEE-
に
お
い
て
ヒ
ュ

l
ム
を
保

守
主
義
の
思
想
家
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、
上
述
の
セ
イ
パ
イ
ン
と
は
違
い
、
ヒ
ュ

l
ム
の
保
守
主
義
を

E
出

S
E
t
s
-
8
5
R〈
阻
ま
ヨ
ョ
と
呼
ぴ
、

パ
l
ク
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
激
動
期
に
お
け
る
保
守
主
義
を
E
B
2
名
F
E
E
-
8
5
2
g
g
E
2
と
呼
ぴ
、
両
者
を
区
別
し
た
上
で
、

保
守
主
義
思
想
は
ヒ
ュ

l
ム
的

z
g
巴巴
g
-
2
5
2〈白
g
呂
志
か
ら
パ

l
ク
的
ぜ

o
r
u
g
-
2
5
2
4白
E
E
3
へ
と
入
れ
替
わ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ

の
質
的
転
換
に
よ
っ
て
、
保
守
主
義
は
「
非
合
理
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
、
宗
教
や
歴
史
か
ら
旧
秩
序
を
元
に
し
た
新
し
い
(
革
命
派
の
理
性
信

仰
と
は
違
っ
た
)
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
織
り
上
げ
へ
そ
の
過
程
で
ヒ
ュ

1
ム
的
保
守
主
義
は
忘
れ
去
ら
れ
(
℃
・

5
5
)
、
さ
ら
に
は
歴
史
主
義
、
ロ

マ
ン
主
義
と
あ
い
ま
っ
て
全
体
主
義
的
・
排
外
主
義
的
傾
向
を
も
っ
」
に
至
っ
た
(
石
川
晃
司
「
ヒ
ュ

l
ム
と
保
守
主
義
理
論
」
・
慶
応
大
法
学

研
究
六
一
巻
十
二
号
・
二
一
六
頁
)
と
さ
れ
る
。
ウ
ォ

l
リ
ン
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
両
者
の
方
法
的
な
違
い
・
原
理
的
な
違
い
に
つ
い
て

は
十
分
展
開
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
以
上
の
指
摘
は
、
人
間
的
秩
序
に
お
け
る
コ
ン
サ
ヴ
ア
テ
ィ
ヴ
な
も
の
の
位
置
付
け
を
考
え
る

際
に
非
常
に
示
唆
に
富
む
指
摘
で
あ
る
。

(6)
福
田
・
前
掲
書
、
三
八
八
頁
、
田
中
・
前
掲
書
、
二
一
頁
。

(
7
)
吋

冨

2
5・
∞
三
宮
町
ご
喜
且
同

5
3
5斗

N
-
u・

s-匂
2
1
2・
な
お
、
可
-m-
旨
E
-
E
E皇
室

a
F
E
-
-句
。
。
も
ほ
ぼ
同
趣
旨
。

(
8
)
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
前
述
の
ハ
イ
エ
ク
の
ス
ミ
ス
解
釈
と
論
点
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
批
判
す
る
構
成
主

義
的
合
理
主
義
に
よ
る
社
会
設
計
の
代
表
的
な
も
の
が
、
意
志
主
義
的
な
社
会
契
約
論
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
社
会

や
秩
序
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
や
正
義
論
な
ど
原
理
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
ヒ
ュ

l
ム
、
ス
ミ
ス
ら
の
思
想
を
高
く
-
評
価
し
て
、
個
人
の
自
由
を
擁

護
し
て
い
る
ハ
イ
エ
ク
は
、
具
体
的
な
制
度
設
計
に
お
い
て
は
非
常
に
保
守
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
ハ
イ
エ
ク

が
意
志
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
完
全
に
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
巾
?
司
・
〉
ロ
ミ
巾
F

コH

町
内
室
M
H
H

ぎ
な
言
。
¥

E
Zえい
F

H

@
め
0
.

(
9
)
具
体
的
に
は
後
論
の
な
か
で
詳
述
す
る
が
、
判
断
論
と
し
て
ス
ミ
ス
の
同
感
論
を
見
た
場
合
、
そ
れ
は
観
察
者
の
判
断
・
行
為
者
の
判
断
と

い
う
二
つ
の
判
断
の
ず
れ
を
基
本
的
モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
他
者
の
判
断
・
自
己
の
判
断
と
い
う
態
様
の
違
う
判

断
が
緊
張
関
係
を
も
っ
て
交
錯
し
て
い
る
。
そ
の
交
錯
の
中
か
ら
生
じ
て
く
る
他
者
性
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
有
無
を
も
含
め
て
、
人
間
関
係
・
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説論

相
互
性
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

(
叩
)
同
感
を
、
契
約
論
的
個
人
に
代
わ
り
う
る
主
体
の
論
理
・
主
体
聞
の
交
通
の
論
理
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
契
約
論
的
個
人
の
実
質
的

基
礎
で
あ
る
自
然
権
を
も
と
ら
え
直
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
ス
ミ
ス
の
『
法
学
講
義
』
に
お
け
る
権
利
の
生
成
構
造
の
分
析
は
、
そ
の
よ
う

な
作
業
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
日
)
こ
の
点
を
考
え
る
際
に
は
、
井
上
達
夫
『
共
生
の
作
法
』
の
第
四
章
で
の
議
論
か
ら
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
。
井
上
は
、
社
会
契
約
論
の
二

大
構
成
要
素
で
あ
る
自
然
状
態
モ
デ
ル
と
契
約
論
モ
デ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
、
政
治
社
会
・
国
家
の
正
当
化
に
は
前
者
の
自
然
状
態
モ
デ

ル
で
充
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
一
五
七
頁
)
。
こ
の
議
論
は
、
社
会
契
約
論
が
も
っ
意
義
を
ど
の
よ
う
に
生
か
す
か
と
い
う
こ
こ
で
の
論
点
に

と
っ
て
非
常
に
有
益
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幾
つ
か
の
点
で
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

井
上
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
社
会
契
約
論
に
お
け
る
自
然
状
態
モ
デ
ル
と
契
約
モ
デ
ル
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
正
当

化
の
た
め
に
は
自
然
状
態
モ
デ
ル
の
み
で
十
分
で
あ
る
。
契
約
モ
デ
ル
は
自
然
状
態
モ
デ
ル
と
比
べ
て
不
自
然
で
無
理
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

契
約
モ
デ
ル
の
導
入
は
無
用
の
難
点
と
混
乱
を
招
く
。
ま
た
契
約
モ
デ
ル
は
自
然
状
態
モ
デ
ル
と
別
個
独
立
の
論
拠
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
単
に
異
な
っ
た
外
装
の
下
に
反
復
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
自
然
状
態
モ
デ
ル
は
、
近
代
社
会
契
約
説
の
貴
重
な
思
想
遺
産

で
あ
る
が
、
契
約
モ
デ
ル
は
理
論
的
に
「
余
計
(
『

E
E
E巳
)
」
な
、
し
か
も
有
害
な
粉
飾
」
で
あ
り
、
「
積
極
的
な
理
論
的
意
義
を
認
め
る
こ

と
は
不
可
能
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
で
充
分
と
さ
れ
た
自
然
状
態
モ
デ
ル
は
い
か
な
る
意
味
で
充
分
な
の
か
。
井
上
は
自
然
状
態
モ
デ
ル
を
単
に
政
治
社
会
・
国

家
の
な
い
状
態
と
い
う
消
極
的
な
形
式
的
な
規
定
の
ほ
か
に
、
積
極
的
な
規
定
を
も
含
む
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
規
範
記
述
と
問
題
記
述
に

分
け
て
い
る
。
規
範
記
述
と
は
、
自
然
権
概
念
を
中
心
と
し
た
各
個
人
の
「
道
徳
的
境
界
(
自
己
『
白

5
0
5
E
ュ2
)
」
を
示
す
。
そ
こ
で
は
各
個

人
の
自
然
権
に
対
す
る
侵
犯
が
道
徳
的
境
界
へ
の
侵
犯
と
な
る
。
問
題
記
述
と
は
、
「
統
一
的
な
政
治
的
権
威
の
不
在
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、

諸
個
人
が
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
想
定
さ
れ
た
、
特
殊
な
困
難
さ
」
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
問
に
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
自
然
状

態
モ
デ
ル
は
、
こ
の
両
者
の
複
合
体
と
し
て
の
構
造
を
も
っ
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
両
記
述
が
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
「
道
徳
性
(
ヨ
ミ
佐
々
)
」
と
「
賢
慮
(
匂
『

E
g
n巾
)
L

と
の
両
面
に
お
い
て

国
家
や
政
治
社
会
の
正
当
性
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
自
然
状
態
モ
デ
ル
は
、
両
者
の
密
接
な
関
係
の
ゆ
え
に
、
機
能
不
全
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
問
題
記
述
と
規
範
記
述
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
補
う
形
で
組
合
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
負
の
フ
ィ

l
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アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1)

ド
パ
ッ
ク
が
働
き
、
規
範
記
述
が
問
題
記
述
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
問
題
記
述
に
対
し
て
あ
る
種
の
解
決
が
行
わ
れ
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
問
題
記
述
が
規
範
記
述
を
導
き
出
さ
な
い
と
い
う
事
態
も
当
然
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
思
想
史
的
に
い
う
な
ら
、
上
述
し
た
大

陸
自
然
法
学
が
抱
え
て
い
た
問
題
が
こ
れ
に
あ
た
り
(
既
成
の
秩
序
の
も
つ
規
範
的
作
用
の
中
で
問
題
記
述
そ
の
も
の
が
成
立
し
て
い
な
い
て

現
代
に
お
い
て
は
様
々
な
新
し
い
権
利
が
主
張
さ
れ
る
と
い
う
事
態
の
中
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
自
然
状
態
モ
デ
ル
を
機
能

不
全
か
ら
救
い
出
す
、
あ
る
い
は
活
性
化
す
る
た
め
に
は
、
問
題
記
述
と
規
範
記
述
と
は
別
の
要
素
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

井
上
が
こ
の
よ
う
な
機
能
不
全
の
可
能
性
を
見
落
と
し
た
の
は
、
自
然
状
態
モ
デ
ル
と
契
約
モ
デ
ル
と
の
関
係
を
考
え
る
際
の
前
提
が
や
や

一
面
的
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。
井
上
が
注
目
す
る
の
は
両
者
の
包
含
関
係
の
み
で
あ
り
、
両
者
の
影
響
関
係
に
は
ほ
と
ん
ど
注
目
し
て

い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
両
モ
デ
ル
の
関
係
を
論
ず
る
際
に
、
井
上
は
、
①
契
約
モ
デ
ル
は
自
然
状
態
モ
デ
ル
を
含
意
す
る
か
、
②
自
然
状
態
モ

デ
ル
は
契
約
モ
デ
ル
を
合
意
す
る
か
、
③
契
約
モ
デ
ル
と
自
然
状
態
モ
デ
ル
は
両
立
可
能
か
、
と
い
う

3
つ
の
問
題
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し

そ
の
ほ
か
の
、
両
モ
デ
ル
は
別
個
の
前
提
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
互
い
に
相
補
う
関
係
に
立
つ
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
検
討
し
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
こ
こ
で
の
井
上
の
議
論
が
、
両
モ
デ
ル
の
論
理
必
然
的
結
合
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
を
中
心
課
題
に
据
え
て
い
た
た
め
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
契
約
モ
デ
ル
を
、
自
然
状
態
モ
デ
ル
を
活
性
化
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
問
題
記
述
を
実
定
化
・
形
骸
化
さ
せ
ず
に
、

常
に
流
動
化
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
も
の
と
す
る
、
相
補
的
関
係
の
可
能
性
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
契
約

モ
デ
ル
も
ま
た
、
「
意
志
」
の
モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て
、
ヒ
ュ

l
ム
が
批
判
し
た
よ
う
な
擬
制
的
な
も
の
で
も
な
く
、
空
洞
化
し
た
同
意
論
で
も
な

い
別
の
形
で
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
契
約
モ
デ
ル
が
も
っ
独
自
の
要
素
と
し
て
合
意
の
要
素
|
|
自
然
状
態
モ
デ
ル
が
含
む
「
権
利
」
と
「
功
利
L

の
モ
テ
ィ

l
フ

に
対
す
る
「
意
志
」
の
モ
テ
ィ

l
フ
|
|
を
取
り
上
げ
、
自
然
状
態
モ
デ
ル
の
み
に
よ
る
国
家
の
正
当
化
の
試
み
に
道
徳
的
基
礎
と
内
的
整
合

性
と
い
う
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
(
自
然
状
態
モ
デ
ル
と
契
約
モ
デ
ル
と
の
相
補
的
関
係
、
も
ち
ろ
ん
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
意
味
で
両
モ
デ
ル
が
互
い
に
相
補
う
関
係
に
あ
る
こ
と
)
が
念
頭
に
置
か
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
同
書
一
七
七
頁
以
下
の
ロ

l
ル
ズ
と
ノ

l
ジ
ッ
ク
に
対
す
る
批
判
的
検
討
が
、
合
意
モ
デ
ル
の
再
構
成
を
巡
っ
て

展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
第
五
章
以
下
の
「
会
話
と
し
て
の
正
義
」
の
展
開
の
中
で
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
ロ
)
こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
問
題
関
心
に
つ
い
て
は
、
内
田
義
彦
『
経
済
学
の
生
誕
』
一
九
六
二
年
、
『
経
済
学
史
講
義
』
一
九
六
一
年
を
参
照
。
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説

第
五
節

ス
ミ
ス
解
釈
に
即
し
て

論

一
、
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
と
玄
2
三
門
町
民
旨
同
三
回
目
=
的
解
釈

前
節
ま
で
で
論
じ
た
よ
う
に
、
自
然
法
の
内
在
化
の
過
程
は
、

一
方
で
規
範
構
造
を
垂
直
的
な
も
の
か
ら
水
平
的
な
も
の
へ
と
転
換
し
た

点
で
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
機
能
の
観
点
で
は
現
実
批
判
能
力
の
喪
失
を
も
た
ら
し
た
。
ス
ミ
ス
思
想
の
思
想
史

上
の
位
置
づ
け
の
ぶ
れ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
の
関
係
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
ス
ミ
ス
解
釈
の
大
き
な
振
幅

は
、
自
然
法
の
内
在
化
と
批
判
能
力
の
喪
失
と
い
う
こ
つ
の
側
面
の
ど
ち
ら
に
注
目
す
る
か
と
い
う
点
に
依
存
し
て
い
る
と
言
い
う
る
。
本

ス
ミ
ス
解
釈
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
。

節
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
の
関
係
に
つ
き
、

き
て
、

ス
ミ
ス
の
思
想
に
対
す
る
保
守
性
・
現
実
批
判
能
力
の
喪
失
へ
の
注
目
と
そ
れ
に
よ
る
批
判
に
応
え
て
、

ス
ミ
ス
解

ヒ
ュ

i
ム、

釈
の
文
脈
で
提
起
さ
れ
た
の
が
、
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
称
せ
ら
れ
る
問
題
構
成
で
あ
る
。

一
九
世
紀
に
提
示
さ
れ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
問
題
で
は
、

『
国
富
論
』

と
の
聞
に
矛
盾
や
立
場
の
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
す
な
わ
ち
同

『
道
徳
感
情
論
』
と

ス
ミ
ス
の

感
の
道
徳
哲
学
者
ス
ミ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
影
響
に
よ
っ
て
利
己
心
の
経
済
学
者
に
変
身
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
両
著
作
間
の

一
貫
性
の
有
無
が
論
じ
ら
れ
た
。
こ
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
に
つ
い
て
は
、
『
国
富
論
』
の
草
稿
と
、
『
法
学
講
義
』

B
ノ

l
ト
が
発
見
さ

れ
、
資
料
的
側
面
か
ら
は
解
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、
渡
仏
以
前
か
ら
す
で
に
『
国
富
論
』
に
つ
な
が
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
資

料
的
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
史
的
な
問
題
構
成
そ
の
も
の
が
意
味
を
失
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
同
感
概
念
に
つ
い
て
の

研
究
深
化
と
と
も
に
、

ス
ミ
ス
の
同
感
が
利
己
心
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想
の
「
全
体
系
の
礎
石
L

を
な
す
も

(
1
)
 

の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
中
で
、
両
著
作
の
直
接
的
な
対
立
図
式
自
体
は
現
在
で
は
解
決
済
み
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
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(
2
)
 

し
か
し
な
が
ら
、
両
著
作
の
一
貫
性
の
承
認
は
、
「
道
徳
哲
学
の
な
か
に
矛
盾
又
は
変
化
が
な
」
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と

ス
ミ
ス
の
思
想
全
体
の
性
格
づ
け
を
巡
っ
て
、
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
旧
の
ア
ダ

い
う
視
角
か
ら
、

事
情
を
異
に
し
て
い
る
。

ま
た
解
決
の
さ
れ
方
の
点
で
も
、
提
示
さ
れ
て
い
る
ス
ミ
ス
像
の
点
で
も
か
な
り

つ
ま
り
、
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
に
お
い
て
は
、
古
い
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
で
は
そ
の
個
人
史
的
観
点

ム
・
ス
ミ
ス
問
題
は
、
問
題
の
構
成
の
仕
方
の
点
で
も
、

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

か
ら
の
問
題
構
成
の
傾
向
が
強
か
っ
た
た
め
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
、

ス
ミ
ス
思
想
本
来
の
一
貫
性
に
光
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ま
た
、
古
い
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
に
お
い
て
は
、
『
国
富
論
』

の
著
者
と
し
て
の
ス
ミ
ス
像
か
ら

『
道
徳
感
情
論
』
が
解
釈

さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
に
お
い
て
は
、
『
道
徳
感
情
論
』

の
構
造
そ
れ
自
体
へ
深
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。
古
い
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
の
解
決
の
鍵
と
な
っ
た
経
済
的
自
由
主
義
が
、
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
の
段
階
で
は
、
批
判
の

対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
背
景
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
は
、
経
済
的
自
由
主
義
へ
の
批

ス
ミ
ス
解
釈
の
文
脈
か
ら
の
レ
ス
ポ
ン
ス
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
。
し
た
が
っ
て
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
は
、

(
3
)
 

ス
ミ
ス
解
釈
を
舞
台
と
し
た
、
経
済
的
自
由
主
義
に
対
す
る
批
判
を
背
景
と
す
る
、
共
和
主
義
と
自
由
主
義
と
の
シ
ン
ボ
ル
争
奪
合
戦
と
い

判
に
対
す
る
、

う
側
面
を
持
つ
と
言
い
う
る
。

す
な
わ
ち
、
古
い
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
の
解
決
の
際
に
は
、
『
国
富
論
』

は
重
商
主
義
へ
の
批
判
と
そ
の
よ
う
な
国
家
権
力
か
ら
解
放

さ
れ
た
「
自
然
的
自
由
の
体
系
」

の
確
立
・
擁
護
を
め
ざ
す
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
、
『
道
徳
感
情
論
』

は
自
然
的
自
由
の
体
系
の
中
に
成

立
す
る
市
場
に
お
け
る
交
換
主
体
の
論
理
を
同
感
を
通
じ
て
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
市
民
社
会
の
道
徳
哲
学
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
『
道
徳
感
情
論
』
に
お
け
る
「
神
の
見
え
ざ
る
手
」
を
用
い
た
欺
蹄
理
論
も
ま
た
、
自
由
放
任
政
策
に
思
想
的

(
4
)
 

基
盤
を
提
供
し
、
「
経
済
的
自
由
主
義
へ
の
道
を
準
備
す
る
も
の
L

と
さ
れ
た
。

『
国
富
論
』

『
道
徳
感
情
論
』

も
と
も
に
、
商

つ
ま
り

も

業
主
義
を
そ
の
要
素
と
す
る
経
済
的
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
位
置
付
け
ら
れ
、

そ
れ
を
も
っ
て
両
著
作
の
聞
に
は
一
貫
性
が
あ
る
と
主
張
さ
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説

れ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ス
ミ
ス
思
想
は
、
同
感
の
道
徳
哲
学
も
利
己
心
の
経
済
学
も
と
も
に
、
経
済
的
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
商
業
主
義

を
擁
護
す
る
も
の
と
し
て
、
『
道
徳
感
情
論
』

い
わ
ば
、
『
道
徳
感
情
論
』

l土

『
国
富
論
』

『
国
富
論
』

へ
と
展
開
し
た
と
さ
れ
た
。

か
ら

論

至
る
過
程
一
部
と
し
て
、
経
済
的
自
由
主
義
に
お
け
る
主
体
の
論
理
を
展
開
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
『
道
徳
感
情
論
』

は
、
経
済

的
自
由
主
義
の
名
の
も
と
に
『
国
富
論
』
に
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
新
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
で
は
、
『
道
徳
感
情
論
』
か
ら
『
国
富
論
』

(
4
)
 

に
見
え
る
道
徳
感
情
論
の
も
つ
意
義
と
必
要
性
を
改
め
て
聞
い
直
す
」
こ
と
か
ら
議
論
が
出
発
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、

へ
至
る
過
程
で
、
「
経
済
の
論
理
に
吸
収
さ
れ
た
か

ス
ミ
ス

思
想
に
含
ま
れ
る
商
業
主
義
に
対
す
る
批
判
、
商
業
社
会
の
欠
陥
に
対
す
る
警
鐘
の
側
面
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
、
商
業
主
義
・
経
済
的

自
由
主
義
と
の
関
係
で
ス
ミ
ス
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
点
を
焦
点
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
古
い
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
問
題
が
ス
ミ
ス
の
思
想
を
商
業
主
義
・
経
済
的
自
由
主
義
の
枠
内
に
あ
る
と
前
提
し
た
う
え
で
そ
の
統
一
性
・
一
貫
性
を
問
題
に
し

た
の
に
対
し
、
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
は
、

そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
が
ス
ミ
ス
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
点
を
も
含
め
て

提
起
さ
れ
た
と
い
い
得
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
『
国
富
論
』
・
『
道
徳
感
情
論
』

の
両
著
作
に
含
ま
れ
る
市
場
杜
会
に
対
す
る
批
判
・
矯
正

そ
れ
ま
で
と
は
重
点
の
置
き
方
が
異
な
る
解
釈
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
国
富
論
』
に
お

(5) 

い
て
は
そ
の
第
五
篇
の
国
家
論
が
再
評
価
さ
れ
、
『
道
徳
感
情
論
』
に
関
し
て
は
、
第
三
部
の
良
心
論
の
大
幅
な
改
訂
の
事
実
が
指
摘
さ
れ
た
。

の
必
要
を
指
摘
し
た
部
分
を
中
心
に
、

前
者
に
お
い
て
は
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
「
経
済
」
の
領
域
に
は
解
消
さ
れ
な
い

一
種
の
価
値
判
断
と
し
て
の

の
領
域
、
政
治
家
・
立
法
者
の
役
割
が

「
政
治
」

強
調
さ
れ
た
。
後
者
に
お
い
て
は
、

「
称
賛
に
値
す
る
こ
と
へ
の
愛
好
」
を
、
事
実
上
の
判
断
と
し
て
の
「
称

賛
へ
の
愛
好
」
か
ら
区
別
し
、

そ
れ
を
、
他
人
の
評
判
を
原
理
と
す
る
商
業
主
義
へ
の
批
判
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。

い
ず
れ
の
著
作
に
関

し
で
も
、
商
業
主
義
・
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
商
業
主
義
・
経
済

的
自
由
主
義
に
基
づ
く
自
由
主
義
的
な
ス
ミ
ス
像
を
構
成
す
る
要
素
と
、
こ
れ
ら
を
批
判
し
矯
正
す
る
要
素
と
の
聞
の
矛
盾
点
が
強
く
意
識 J¥ 
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さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
受
け
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
由
主
義
的
な
ス
ミ
ス
像
に
代
わ
っ
て
、

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
形
で
提
示
さ
れ
た
の
が
、

怠
円
回
〈

H
n
U
E
呂
田
巳
曲
目
ョ
研
究
の
成
果
を
も
と
に
展
開
さ
れ
た
共
和
主
義
的
な
ス
ミ
ス
像
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、

d
i
n
吉
田
恒
三
回
目
ョ
パ

ラ
ダ
イ
ム
は
、

J

・
G
・
A
-
ポ
l
コ
ッ
ク
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
「
白
己
の
完
成
に
向
か
っ
て
の
個
人
の
発
展
は
、

た
だ
個
人
が
市
民
と
し

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

て
、
す
な
わ
ち
自
主
的
な
決
定
行
為
を
行
う
政
治
的
共
同
体
|
ポ
リ
ス
・
共
和
国
ー
へ
の
自
覚
的
で
自
立
的
な
参
加
者
と
し
て
行
為
す
る

(
6
)
 

場
合
に
だ
け
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
「
思
考
様
式
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
市
民
の
徳
の
腐
敗
と
共
同
体
・
ポ
リ
ス
の
堕
落
と
を
パ
ラ
レ
ル
に

説
き
、
個
人
の
諸
行
為
の
あ
り
方
を
対
象
と
す
る
倫
理
学
と
、

ポ
リ
ス
に
関
す
る
学
で
あ
る
政
治
学
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
た

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
代
表
さ
れ
る
古
典
古
代
の
政
治
思
想
を
そ
の
原
型
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
「
古
典
的
な
徳
と
財
産
、

(
7
)
 

徳
と
腐
敗
」
と
が
対
立
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
そ
こ
に
「
第
三
の
対
立
と
し
て
徳
と
商
業
と
の
対
立
が
結
合
さ
れ
た
」
こ
と

に
よ
り
、
近
代
初
頭
の
商
業
の
発
展
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
経
済
発
展
と
腐
敗
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
古
典
古
代
の

ポ
リ
ス
に
モ
デ
ル
を
求
め
る
ぷ
芝
片
吉
田

2
5ヨ
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
ス
ミ
ス
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
思
想
家
に
応
用
す
る
こ
と
に
よ

そ
の
共
和
主
義
的
な
思
考
様
式
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
中

り
、
経
済
自
由
主
義
的
な
解
釈
で
は
単
な
る
余
計
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
部
分
が
、

心
的
部
分
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
富
と
徳
と
の
関
係
が
共
和
主
義
的
な
思
考
様
式
の
中
で
も
う
一
度
問
い
直
さ
れ
、
「
全
体

と
し
て
は
文
明
化
の
旗
手
と
し
て
の
商
業
主
義
を
擁
護
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
徳
の
名
に
お
い
て
商
業
文
明
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
」
と

い
う
そ
れ
ま
で
は
一
見
矛
盾
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
ス
ミ
ス
の
態
度
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、

そ
こ
に
こ
れ
ま
で
の
自
由
主
義
的
な
解
釈
と

は
違
っ
た
共
和
主
義
的
な
解
釈
の
観
点
か
ら
光
が
当
て
ら
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ぷ
ぞ
呂
町
己
目

B
a
g
s
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
共
和
主
義
的
な

ス
ミ
ス
解
釈
は
、
上
述
の
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
で
注
意
を
喚
起
さ
れ
た
商
業
主
義
に
関
す
る
矛
盾
の
指
摘
を
更
に
進
め
て
、
商
業

主
義
と
は
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
で
ス
ミ
ス
を
位
置
付
け
る
試
み
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
、

J
Z
呂
E
B
S
U
B
3
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
共
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説

和
主
義
的
な
ス
ミ
ス
像
の
提
起
は
、
新
た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
で
矛
盾
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
要
素
を
、
ス
ミ
ス
思
想
の
全
体
を
性
格

づ
け
る
ボ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
問
題
設
定
の
同
一
線
上
で
発
展
さ
せ
た
と
言
い
う
る
。
以
下
で
は
項
を
改
め
て
、

首命

£
門
戸
〈
回
二
百
円
出
血
三
回
目
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
応
用
し
た
ス
ミ
ス
解
釈
の
中
で
、
最
も
ま
と
ま
っ
た
ス
ミ
ス
像
を
提
示
し
て
い
る

D
・
ウ
イ
ン
チ

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
政
治
学
』
を
中
心
に
、

d
i
n
F
E昌
吉
岡
山
同
国
還
を
応
用
し
た
ス
ミ
ス
解
釈
の
意
義
と
そ
の
問
題
点
を
検
討
す
る
。

一
一
、
意
義
と
問
題
点(

8
)
 

以
前
に
も
簡
単
に
論
じ
た
よ
う
に
、

『
国
富
論
』

で
描
か
れ
て
い
る
「
自
然
的
自
由
の
体
系
」
を
経
済
的
自
由
主
義
と
読
み

ウ
イ
ン
チ
は

替
え
る
こ
れ
ま
で
の
自
由
主
義
的
な
ス
ミ
ス
解
釈
を
批
判
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
『
道
徳
感
情
論
』
・
『
法
学
講
義
』
・
『
国
富
論
』
が
も
っ
「
政

治
家
お
よ
び
立
法
者
の
科
学
」
と
し
て
の
「
政
治
学
」

の
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
(
ス
ミ
ス
の
)
政
治
的
次
元
は
、

ス
ミ
ス
の
名
声

が
通
例
、
経
済
的
自
由
主
義
の
伝
統
に
お
け
る
鍵
と
な
る
人
物
と
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暖
味
に
さ
れ
た
り
、
査
め
ら
れ
た
り
、

一
方
に
お
け
る
『
道
徳
感
情
論
』
と
他
方
に
お
け
る

(
9
)
 

で
見
失
わ
れ
て
」
し
ま
っ
た
。
ウ
イ
ン
チ
は
自
身
の
ス
ミ
ス
解
釈
を
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
次
元
を
再
発
見
す
る
試
み
と
し
て
位
置
付
け
て

『
国
富
論
』
と
い
う
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
」
を
特
徴
づ
け
る
両
極
の
間
の
ど
こ
か

い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、

ス
ミ
ス
の
思
想
を
こ
れ
ま
で
の
自
由
主
義
的
解
釈
が
行
っ
て
き
た
よ
う
な
一
九
世
紀
の
文
脈
で
は
な
く
、

一
八
世
紀

の
文
脈
に
お
き
い
れ
る
こ
と
に
よ
り
遂
行
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
イ
ン
チ
は
こ
れ
ま
で
の
ス
ミ
ス
解
釈
の
前
提
を
自
由
主
義

(
叩
)

的
資
本
家
視
角
(
同

z
z
z
z
-
B
U
E
-
-
2
胃

ZU巾
円
宮
市
)
と
呼
び
、
そ
れ
が
一
九
世
紀
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
こ
の
よ

う
な
視
角
に
立
ち
、
こ
れ
ま
で
提
示
さ
れ
て
き
た
様
々
な
ス
ミ
ス
解
釈
が
、

ス
ミ
ス
を
「
経
済
が
決
定
的
に
国
家
を
包
み
こ
ん
だ
点
に
」
、

す
な
わ
ち
「
自
立
的
な
社
会
的
経
済
的
世
界
の

「
科
学
的
」
概
念
が
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
以
前
に
は
専
ら
道
徳
的
政
治
的
で
あ
っ
た
領
域
を 『ア
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支
配
す
る
に
至
っ
た
決
定
的
瞬
間
」
に
立
つ
人
物
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ウ
イ
ン
チ
は
、
ス
ミ
ス
は
実
際
に
、
と
る
に
足
ら
ぬ
も
の
で
も
な
け
れ
ば
ご
く
わ
ず
か
で
も
な
い

「
政
治
学
」
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
。

そ
し
て
ス
ミ
ス
の
「
政
治
学
」
を
共
和
主
義
的
な
自
然
法
学
的
基
本
構
想
と
位
置
付
け
、
具
体
的
に
は
、
常
備
軍
と
民
兵
と
そ
れ
に
関
連
し

た
教
育
問
題
、
公
債
問
題
、

ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
反
乱
と
い
う
当
時
の
三
大
ト
ピ
ッ
ク
の
中
で
展
開
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

ウ
イ
ン
チ

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学(1)

の
ス
ミ
ス
解
釈
は
、

ス
ミ
ス
政
治
学
と
い
う
こ
れ
ま
で
意
識
的
に
で
あ
れ
無
意
識
的
に
で
あ
れ
等
閑
視
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
領
域
に
正

面
か
ら
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ウ
イ
ン
チ
の
ス
ミ
ス
解
釈
は
、

そ
れ
ま
で
の
解
釈
が
前
提
と
し
て
い
た
経
済
的
自
由
主
義
に
対

す
る
一
貫
し
た
批
判
に
基
づ
い
て
い
る
点
に
、

そ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

E

三
三
円

VSHE-印
昌
三
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
共
和
主
義
的
解
釈
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
由
主
義
的
解
釈
が
、
意
図
的
に
で
あ
れ
無

意
識
的
に
で
あ
れ
見
落
と
し
て
き
た
部
分
を
、
浮
か
び
上
が
ら
せ
さ
ら
に
歴
史
的
文
脈
の
中
で
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
位
置
付
け
た
と
い
う
点
で
大

き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
経
済
自
由
主
義
者
と
し
て
の
ス
ミ
ス
像
そ
の
も
の
に
対
す
る
疑
義
と
し
て
提
起
さ
れ
た
新
た

な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
も
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
の
中
に
お
け
る
具
体
的
な
位
置
付
け
を
も
っ
て
初
め
て
、
単
な
る
矛
盾
点
の
指
摘

を
超
え
、
積
極
的
な
像
を
提
供
し
得
る
も
の
と
な
っ
た
。

共
和
主
義
的
解
釈
は
、
経
済
的
自
由
主
義
・
商
業
至
上
主
義
・
夜
警
国
家
観
と
い
う
平
面
的
な
通
俗
的
ス
ミ
ス
像
の
見
直
し
と
い
う
点
で

は
、
「
富
と
徳
」
の
緊
張
関
係
の
中
で
の
理
論
展
開
と
い
う
謀
題
を
抱
え
て
い
た
当
時
の
時
代
状
況
の
分
析
と
し
て
も
、
ま
た
現
代
的
な
課

題
と
の
関
係
か
ら
も
評
価
し
う
る
し
、
ま
た
以
下
で
触
れ
る
よ
う
に
積
極
的
に
検
討
す
べ
き
点
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ

う
な
点
で
片
面
的
な
解
釈
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
人
間
の
相
互
作
用
の
場
で
あ
る
マ

l
ケ
ッ

の
領
域
を
想
定
し
て
い
る
点
で
、
古
い
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
と
は
全
く
逆
の
方
向
で
は
あ
る
が
、
同
様

に
ミ
ス
リ

l
デ
ィ
ン
グ
と
一
言
い
得
る
O
R
2
2
n
F
E
E
S
-
回
目
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
前
提
に
、
古
典
古
代
的
な
政
治
の
世
界
の
要
素
を
見
い
だ
し
、

ト
に
対
し
て
超
越
的
な
「
政
治
L
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説

そ
こ
か
ら
ス
ミ
ス
の
思
想
全
体
を
解
釈
し
よ
う
と
い
う
課
題
に
急
な
あ
ま
り
、
人
間
関
係
に
お
け
る
相
互
作
用
に
つ
い
て
の
検
討
、
す
な
わ

ち

『
道
徳
感
情
論
』
に
つ
い
て
の
内
在
的
な
検
討
を
欠
い
て
い
る
。

論

前
節
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
言
う
な
ら
、

ウ
イ
ン
チ
に
代
表
さ
れ
る
共
和
主
義
的
な
解
釈
に
は
、

ス
ミ
ス
思
想
が
持
っ
て
い
た
世
俗
的
自

然
法
の
内
在
化
と
い
う
視
角
が
欠
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

ス
ミ
ス
が

『
道
徳
感
情
論
』
に
お
い
て
示
し
て
い
た
よ
う
な
規
範
と
個

人
と
の
水
平
的
な
関
係
を
看
過
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ウ
イ
ン
チ
の
解
釈
の
よ
う
に
、
同
感
に
基
づ
き
形
成
さ
れ
る
人
間
関
係
・

社
会
に
対
し
て
、
別
の
超
越
的
な
次
元
か
ら
一
方
的
な
指
導
・
修
正
・
規
正
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
自
然
法
が
内
在
化
さ
れ
た

と
は
言
え
な
い
。
自
然
法
の
内
在
化
は
、
何
よ
り
も
人
間
の
相
互
作
用
の
な
か
で
受
肉
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
の
、
教
会
と
い
う
宗
教
的
普

通
、
理
性
の
推
論
・
功
利
主
義
的
な
帰
結
と
い
う
世
俗
的
普
遍
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
、

ス
ミ
ス
思
想
と
正
三
円

E
B
S
Zヨ
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
聞
の
緊
張
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ
イ
ン
チ
自
身
が

認
め
る
よ
う
に
、

一
八
世
紀
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
哲
学
者
た
ち
の
中
で
、

ポ

l
コ
ッ
ク
的
ε
丘
三
円

E
自

E
Z
B
3
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
る

の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、

ア
ダ
ム
・
フ

7
1
ガ
ス
ン
で
あ
り
、

ス
ミ
ス
は
そ
の
典
型
例
で
は
な
か
っ
た
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
で
は
な
く
、

「フ

7
1
ガ
ス
ン
こ
そ
は
、

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
的
道
徳
論
、

je--
共
和
主
義
的
原
理
、

そ
の
他
の
な
三
円
E
E
自

E
Z
S
、
あ
る
い
は
シ
ビ
ッ
ク
・

(
日
)

モ
ラ
リ
ス
ト
と
い
う
用
語
で
総
括
さ
れ
た
諸
特
徴
の
同
義
語
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
理
論
家
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
ウ
イ
ン
チ
自
身
も
ス
ミ
ス
及

ぴ
ヒ
ュ

l
ム
が
そ
の
よ
う
な
典
型
例
と
は
ど
の
よ
う
に
違
う
政
治
的
視
角
を
保
持
し
て
い
る
か
と
い
う
点
を
巡
っ
て
議
論
し
て
い
る
。
ま
た

こ
の
点
は
、
正
三
円
宮
呂
田
口
吉
田
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
研
究
が
個
々
の
思
想
家
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
の
段
階
に
進
む
に
つ
れ
、

znz-円
E
g
g
-

ZB3
パ
ラ
ダ
イ
ム
そ
れ
自
体
の
動
揺
・
希
薄
化
・
変
質
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

一
コ
ラ
ス
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
は
、

ス
ミ
ス
に

関
し
て
は
、
正
三

n
E
B
E
E
3
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
ず
、

E2inFロヨ
2
5ロ
ヘ
か
ら
そ
の
政
治
的
色
彩
を
取
り
去
っ
た
文
化
的
・
社
交
的
な

観
念
と
し
て

2
〈
完
旨
。

z
-
E
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
変
化
を
窓
2
〈

-nuSHE-MB3
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
枠
内
で
の
変
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化
と
考
え
る
か
、

あ
る
い
は
質
的
な
転
換
と
考
え
る
か
は
、

ス
ミ
ス
解
釈
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
J
F
〈
貯
円
吉
田
富
広
百
三
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
と

つ
で
も
重
要
な
問
題
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ウ
イ
ン
チ
の
ス
ミ
ス
解
釈
は
、
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ウ
イ
ン
チ
の
行

っ
て
い
る
作
業
は
、
「
政
治
的
な
も
の
」
あ
る
い
は
「
政
治
学
」

の
衰
退
の
原
因
を
功
利
主
義
思
想
と
社
会
科
学
の
成
立
に
求
め
る
自
由
主

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

義
批
判
か
ら
、

ス
ミ
ス
の
思
想
を
救
い
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ウ
イ
ン
チ
は
、
従
来
の
ス
ミ
ス
解
釈
が
前
提
と
し
て
い
た
自
由
主
義
的

資
本
家
視
角
が
一
九
世
紀
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
ス
ミ
ス
を
解
釈
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
が
、
同
時
に
こ

の
よ
う
な
経
済
自
由
主
義
を
想
定
し
て
な
さ
れ
て
い
る
壊
滅
的
な
自
由
主
義
批
判
か
ら
ス
ミ
ス
の
思
想
を
救
い
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
ウ
イ
ン
チ
は
、
経
済
的
自
由
主
義
に
対
す
る
強
い
問
題
意
識
と
痛
烈
な
批
判
と
い
う
点
で
、
ウ
ォ

l
リ
ン
や

N
-
シ
ュ
ク
ラ
l

(ロ)

に
代
表
さ
れ
る
一
連
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
者
た
ち
と
そ
の
見
解
を
共
有
し
て
い
る
が
、
他
方
そ
の
結
果
と
し
て
逆
に
ス
ミ
ス
思
想
を
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
批
判
の
対
象
か
ら
救
い
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
彼
の
意
図
と
は
別
に
、
彼
が
描
く
ス
ミ
ス
像
は
、

E
n
Z
F
n
F
E
ヨ
B

Z
ヨ
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
ス
ミ
ス
解
釈
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼

が
批
判
し
て
い
る
自
由
主
義
的
解
釈
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
と
可
能
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ウ
イ
ン
チ
は
別
の
論
稿
に

お
い
て
、

ス
ミ
ス
の
思
想
を
ま
包
〈
-
円

E
g白
巳
∞
ヨ
ョ
の
典
型
的
な
思
想
家
と
さ
れ
る
フ

7
1
ガ
ス
ン
と
も
距
離
を
と
っ
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た

ウ
イ
ン
チ
自
身
が
自
ら
の
著
作
を
振
り
返
っ
て
、
「
通
常
の
自
由
主
義
的
ス
ミ
ス
政
治
学
解
釈
に
代
え
て
、
「
シ
ビ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

的
」
解
釈
を
提
出
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
は
」
な
く
、
「
こ
の
よ
う
な

(
自
由
主
義
的
)
解
釈
が
、

ス
ミ
ス
の
最
も
複
雑
な
政
治
的
見
解
に

適
用
さ
れ
る
場
合
に
、

一
体
な
ぜ
、

ま
た
ど
こ
で
、
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
」
に
あ
る
と
述
べ
、
彼
の
主
張
す

る
ス
ミ
ス
の
「
政
治
」
が
自
由
主
義
と
呼
ぴ
得
る
ー
ー
ー
も
ち
ろ
ん
一
九
世
紀
的
経
済
的
自
由
主
義
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

(
日
)

|
!
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
彼
自
身
は
、
「
自
由
主
義
」
・
寸
共
和
主
義
L

と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
自
体
に
非
常
に
消
極
的
な
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説

態
度
を
と
っ
て
い
る
。
以
上
の
点
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
共
和
主
義
的
な
ス
ミ
ス
解
釈
を
展
開
す
る
う
え
で
、

ウ
イ
ン
チ
が
行
っ
た
自

自
主
義
的
解
釈
に
対
す
る
批
判
の
中
で
、
彼
自
身
の
意
図
と
は
逆
に
、
経
済
的
自
由
主
義
と
は
違
っ
た
自
由
主
義
概
念
の
可
能
性
が
照
ら
し

員命

出
さ
れ
て
い
る
と
言
い
得
る
。

こ
の
こ
と
は
、

ウ
イ
ン
チ
が
従
来
の
ス
ミ
ス
解
釈
を
批
判
す
る
思
想
史
上
の
焦
点
を
、

ベ
ン
サ
ム
的
な
功
利
主
義
思
想
と
の
連
環
の
切
断

と
、
ヒ
ュ

l
ム
あ
る
い
は
パ

l
ク
と
の
関
連
性
の
強
調
に
お
い
て
お
り
、

そ
の
延
長
上
で
ハ
イ
エ
ク
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

ハ
イ
エ
ク
が
、
自
生
的
秩
序
の
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
・
秩
序
の
性
質
の
説
明
と
し
て
な
さ
れ
る
積
極

ウ
イ
ン
チ
は
、

的
な
統
治
に
対
す
る
懐
疑
と
反
感
に
結
び
付
い
た
経
済
的
非
干
渉
主
義
・
反
合
理
主
義
的
な
個
人
主
義
を
強
調
し
て
い
る
点
で
、

(
U
)
 

ハ
イ
エ
ク
が
、
ス
ミ
ス
を
ベ
ン
サ
ム
か
ら
引
き
離
し
て
い
る
点
で
は
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
ス
ミ

ス
解
釈
を
批
判
し
つ
つ
も
、

し
た
が
っ
て
、
重
要
な
の
は

「
共
和
主
義
」
と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
で
は
な
く
、

ウ
イ
ン
チ
の
言
葉

「
自
由
主
義
」
あ
る
い
は

を
用
い
れ
ば
、

ス
ミ
ス
の
政
治
学
の
内
容
を
正
確
に
記
述
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
「
自
由
主
義
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
の

で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
視
角
を
も
ち
、
内
容
を
も
っ
た
自
由
主
義
で
あ
る
の
か
、

一
九
世
紀
的
な
自
由
主
義
と
は
ど
こ
が
違
う
か

が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
「
共
和
主
義
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
共
和
主
義
で
あ
る
の
か
、
例
え
ば
フ
ァ

l
ガ
ス
ン
の
共
和
主
義
と
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

ウ
イ
ン
チ
が
歴
史
的
文
脈
の
中
に
お
き
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ス
ミ
ス
の
政
治
学
」
と
し
て
取
り
出
し
た

共
和
主
義
的
な
要
素
と
、
従
来
の
解
釈
で
展
開
さ
れ
て
き
た
自
由
主
義
的
要
素
を
そ
れ
ぞ
れ
関
連
さ
せ
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る

(
日
)

べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
同
感
論
を
中
心
に
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
直
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ウ
イ
ン
チ
は
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
経
済
決

定
論
的
歴
史
認
識
を
要
素
と
す
る
い
わ
ば
「
経
済
・
市
場
」
と
呼
ぴ
う
る
部
分
と
、

そ
れ
に
は
解
消
さ
れ
ず
に
、

そ
れ
を
是
正
す
る
自
律
的

機
能
と
し
て
の
「
政
治
」
と
呼
ぶ
部
分
と
を
区
別
し
て
い
る
。
彼
は
、
後
者
の
「
政
治
」
が
存
在
し
、
前
者
の

「
経
済
」
に
優
位
す
る
も
の
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と
し
て
提
示
し
て
い
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
そ
の
際
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
論
じ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
を
同
感
論
に
即
し
て
関
係
づ
け
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下
に
展
開
す
る
よ
う
に
、
同
感
判
断
過
程
に
お
け
る
規

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

範
の
成
立
と
そ
れ
に
対
す
る
反
省
の
可
能
性
の
問
題
と
し
て
考
え
る
。
前
節
の
タ
!
ム
で
言
い
換
え
る
と
、
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
と
既

存
の
秩
序
・
ル

1
ル
へ
の
反
省
の
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
同
感
は
、
ス
ミ
ス
の
思
想
全
体
を

通
底
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
自
然
法
学
も
ま
た
同
感
と
の
関
係
を
中
心
に
と
ら
え
直
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
と
し
て
提
起
さ
れ
た
論
点
に
つ
い
て
簡
単
に

と
『
国
富
論
』
の
関
係
を
こ
れ
ま
で
と
は
多
少
違
っ
た
角
度
か
ら
|
|
人
間
関
係
・
共
同
体
の
構

成
、
本
稿
の
言
葉
で
い
う
な
ら
相
互
性
の
構
造
と
い
う
点
か
ら
|
|
問
題
に
し
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
古
い
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
、
新

見
て
お
く
。
こ
れ
は
、
『
道
徳
感
情
論
』

た
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
を
よ
り
実
質
的
な
観
点
か
ら
聞
い
直
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
と
社
会
の
緊
密
さ

1
1
1
人
間
関
係
に
お
け
る
ル
ソ

1
主
義
l
l
l

こ
こ
で
、
『
道
徳
感
情
論
』

『
国
富
論
』

の
関
係
ゃ
、
経
済
と
政
治
の
関
係
と
い
う
論
点
か
ら
、
同
感
論
の
構
造
そ
の
も
の
、
人
間
関

と

係
の
相
互
性
の
構
造
の
検
討
へ
と
視
点
を
変
え
る
た
め
に
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
と
い
う
指
摘
に
つ
き
検
討
す
る
。

(
日
)

岩
井
克
人
は
マ
ル
ク
ス
の
貨
幣
論
を
テ
!
マ
と
し
た
対
談
に
お
い
て
、
『
道
徳
感
情
論
』
と

『
国
富
論
』

の
関
係
を
問
題
に
し
つ
つ
、

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
と
い
う
論
点
を
提
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
、
『
道
徳
感
情
論
』

の
中
で
ス
ミ
ス
が
示
し
て
い
る

「
公
平
な

観
察
者
」
が
個
人
の
な
か
に
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
社
会
と
い
う
も
の
が
、
『
国
富
論
』

で
分
析
の
対
象
に
し
て
い
る
よ
う
な
市
場
社
会
の ア
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説

中
で
維
持
可
能
か
と
い
う
疑
問
を
提
示
す
る
。
結
論
と
し
て
は
、

ス
ミ
ス
が
提
示
し
た

「
公
平
な
観
察
者
は
内
に
あ
る
」
と
い
う
市
場
社
会

を
可
能
に
す
る
正
義
は
、
市
場
社
会
で
は
維
持
出
来
ず
、

か
え
っ
て
市
場
社
会
に
よ
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
述
べ
、
こ
れ

言命

を
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
と
呼
ぶ
。
こ
の
逆
説
が
生
ず
る
原
因
ほ
、
「
公
平
な
観
察
者
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
社
会
の
緊
密
さ
」
が

必
要
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
共
同
体
的
な
狭
い
社
会
で
の
み
可
能
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ス
ミ
ス
は
「
道
徳
感
情
論
か
ら
出

発
し
て
、
い
わ
ゆ
る
『
公
平
な
観
察
者
は
内
に
あ
る
』
と
い
う
形
で
一
種
の
『
市
場
社
会
を
可
能
に
す
る
正
義
』
と
い
う
も
の
を
考
え
出
し
」

そ
の
正
義
に
基
づ
い
て
市
場
社
会
が
で
き
る
と
、
そ
の
市
場
社
会
は
そ
の
よ
う
な
「
個
人
の
内
な
る
正
義
観
と
い
う
も
の
を

維
持
出
来
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
」
。
「
非
常
に
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
互
い
が
互
い
を
よ
く
知
り
合
っ
て
い
る
共
同
体
」
に
お
い

て
は
、
「
お
五
い
同
士
暮
ら
し
て
行
く
う
ち
に
、
互
い
の
う
ち
に
「
公
平
な
観
察
者
」
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
あ
る
」
し
、
「
そ
れ
を
き
っ

た
。
し
か
し
、

か
け
と
し
て

『
市
場
社
会
』
が
出
来
る
」
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
公
平
な
観
察
者
」
が
公
平
で
あ
る
た
め
に
は
、
「
お
互
い
が
知
り
合

っ
て
い
な
い
と
う
ま
く
行
か
な
い
」

の
で
あ
り
、
「
繰
り
返
し
同
じ
人
間
同
士
が
交
渉
し
あ
う
共
同
体
的
な
社
会
の
狭
さ
」
、
「
社
会
の
緊
密
」

き
が
必
要
に
な
る
。

ス
ミ
ス
が
「
市
場
経
済
の
た
め
前
提
と
し
た

『
正
義
観
』
」
は
、
「
そ
れ
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
市
場
社
会
に

つ
ま
り
、

よ
っ
て
結
局
崩
壊
す
る
」
。

そ
し
て
こ
の
緊
密
な
社
会
に
お
け
る
共
同
体
的
な
人
間
関
係
を
「
一
種
の
ル
ソ

l
主
義
的
な
透
明
共
同
体
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
貨

幣
-
一
言
語
と
い
っ
た
媒
介
物
を
必
要
と
し
な
い
世
界
・
人
間
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
は
、
正
義
観
が
発
生

す
る
際
の
人
間
関
係
と
、

そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
た
め
の
人
間
関
係
の
質
的
差
異
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
岩
井
に
よ
る
な
ら
、
『
道
徳
感

情
論
』

で
前
提
と
し
て
い
る
人
間
関
係
は
、

ル
ソ

l
主
義
的
な
共
同
体
で
あ
り
、
市
場
社
会
の
た
め
の
正
義
観
も
そ
の
中
か
ら
生
じ
、
個
々

人
の
心
の
中
に
宿
る
。
し
か
し
、
実
際
の
市
場
社
会
は
、

そ
の
よ
う
な
透
明
な
人
間
関
係
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
た
め
、
個
々
人
の

正
義
観
は
、
維
持
さ
れ
ず
、
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
こ
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
と
い
う
問
題
構
成
に
お
い
て
は
、
正
義
観
の
成
立
と
、
成
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立
し
た
後
の
そ
の
維
持
と
い
う
二
つ
の
局
面
を
区
別
し
た
上
で
、

摘
し
、
両
者
の
聞
の
質
的
差
異
を
問
題
に
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
の
人
間
関
係
に
お
け
る
相
互
性
の
構
造
の
違
い
を
指

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、

ス
ミ
ス
の
二
著
作
の
聞
の
関
係
を
問
題
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
上
述
の
新
旧
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
の

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
っ
と
も
言
え
る
が
、
両
著
作
の
関
係
を
、

そ
の
各
々
が
前
提
と
し
て
い
る
人
間
関
係
の
違
い
に
ま
で
掘
り
下
げ
て

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

問
題
と
し
て
い
る
点
で
、
新
た
な
問
題
提
起
あ
る
い
は
問
題
視
角
の
転
回
と
一
言
い
う
る
。
す
な
わ
ち
、
『
国
富
論
』
が
正
義
観
念
が
成
立
し

た
後
の
市
場
社
会
を
前
提
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
道
徳
感
情
論
』

は
そ
の
よ
う
な
正
義
観
が
成
立
す
る
際
の
、
市
場
社
会
と
は
異

質
の
共
同
体
的
な
よ
り
狭
い
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
構
造
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
新
旧
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
で

問
わ
れ
て
い
た
市
場
社
会
と
同
感
論
の
世
界
と
の
関
係
を
、

そ
れ
ら
が
背
景
と
し
前
提
と
し
て
い
る
人
間
関
係
あ
る
い
は
共
同
体
イ
メ
ー
ジ

を
も
射
程
に
入
れ
た
形
で
、
個
々
人
の
相
五
性
の
構
造
の
問
題
と
し
て
改
め
て
議
論
の
組
上
に
載
せ
て
い
る
。

こ
の
占
…
で
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
の
指
摘
は
、
本
稿
に
と
り
決
定
的
に
重
要
な
視
点
を
提
起
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
本
稿
で
の
テ

l

マ
で
あ
る
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
の
成
否
と
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
反
省
の
可
能
性
の
有
無
は
、
個
々
人
の
相
互
性
の
あ
り
方
そ
れ
自
体

に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
市
場
対
道
徳
、
あ
る
い
は
市
場
対
政
治
と
い
う
新
旧
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
的
な
発
想
を
離
れ

て
、
も
う
一
度
同
感
論
に
ま
で
立
ち
返
り
、

そ
こ
に
お
け
る
人
間
関
係
・
共
同
体
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
の
指
摘
は
、
重
要
な
視
点
を
提
示
し
て
い
る
反
面
、

そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る

『
道
徳
感

情
論
』
理
解
は
、
非
常
に
平
板
で
あ
る
。
岩
井
は
、
『
道
徳
感
情
論
』
が
想
定
し
て
い
る
人
間
関
係
を
、
正
義
観
念
が
成
立
す
る
人
間
関
係

と
し
、
緊
密
な
共
同
体
的
な
狭
い
社
会
に
お
け
る
も
の
と
限
定
し
て
い
る
。

詳
し
く
は
後
論
の
中
で
展
開
す
る
が
、
『
道
徳
感
情
論
』
に
は
二
種
類
の
人
間
関
係
・
共
同
体
像
が
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に

異
な
っ
た
観
察
者
観
念
・
中
立
性
の
観
念
が
付
随
し
て
い
る
と
言
い
得
る
。

一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
論
の
母
体
と
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説

な
っ
た
見
知
ら
ぬ
人
の
集
団
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
前
提
と
し
た
判
断
に
お
い
て
は
、
中
立
的
な
観
察
者
・
利
害
関
心
の
な
い

観
察
者
は
規
範
的
予
期
の
よ
り
所
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
こ
で
は
、
利
己
心
・
自
己
欺
臓
に
曇
ら
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
公
平
で
形
式

E命

的
な
中
立
性
が
引
照
さ
れ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
よ
り
緊
密
な
人
間
関
係
を
前
提
と
す
る
事
情
に
精
通
し
た
観
察
者
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
、
他
者
に
は
不
可
視
の
事
情
を
知
り
そ
の
う
え
で
判
断
し
た
と
い
う
点
で
よ
り
実
質
的
な
中
立
性
が
引
照
さ
れ
る
。
こ
の
親
密
さ
は
、
家

族
の
そ
れ
と
は
異
質
の
ク
ラ
ブ
や
サ
ロ
ン
に
集
う
人
々
の
親
密
き
で
あ
る
。
『
道
徳
感
情
論
』
に
は
、
こ
の
二
種
類
の
観
察
者
概
念
、
そ
の

前
提
と
し
て
の
人
間
関
係
・
共
同
体
像
が
、
併
存
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
種
類
の
中
立
性
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

に
相
反
す
る
判
断
を
招
来
す
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
に
お
け
る
対
比
で
言
い
直
す
な
ら
、
前
者
は
、
貨
幣
に
よ
り
媒
介
さ
れ
る
市
場

社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
よ
う
な
媒
介
を
必
要
と
し
な
い
ル
ソ

l
主
義
的
な
人
間
関
係
(
以
下
で
示
す
と
お
り
、
こ

の
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
図
式
的
に
い
う
な
ら
)
に
対
応
す
る
。

本
稿
で
は
、

ス
ミ
ス
の
同
感
判
断
論
を
こ
の
二
つ
の
観
察
者
・
中
立
性
・
人
間
関
係
の
重
層
構
造
と
し
て
論
ず
る
。
そ
の
た
め
思
想
史
的

，、+」匹、

』

』

ル
ソ
!
と
の
関
係
を
軸
と
し
た
ヒ
ユ
|
ム
と
ス
ミ
ス
の
比
較
を
、
判
断
論
を
対
象
と
し
て
行
う
。
判
断
論
に
即
し
て
言
う
な
ら
、
行

為
者
の
判
断
と
観
察
者
の
判
断
の
ず
れ
を
大
前
提
と
し
て
い
る
ス
ミ
ス
の
判
断
論
が
、
自
己
の
行
為
に
関
す
る
判
断
と
他
者
の
行
為
に
関
す

(口)

る
判
断
の
分
裂
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
他
者
性
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
か
と
い
う
点
を
中
心
に
論
ず
る
。
そ
し
て
、
ヒ

ユ
!
ム
の
同
感
論
が
結
局
の
と
こ
ろ
公
共
的
利
害
の
認
識
の
手
段
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
判
断
論
に
お
い
て
観
察
者
と
行
為
者
と
い
う

判
断
者
と
被
判
断
者
の
問
の
区
別
・
ず
れ
を
そ
の
枠
組
み
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
両
者

の
判
断
論
の
枠
組
み
の
違
い
を
、

ル
ソ

l
思
想
の
受
容
の
仕
方
の
違
い
に
注
目
し
て
考
え
る
。

前
節
と
も
関
係
さ
せ
て
繰
り
返
し
て
き
口
う
な
ら
、
以
下
で
は
次
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
①
ヒ
ュ

l
ム
お
よ
び
ス
ミ
ス
に
関
し

て
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
の
過
程
そ
れ
自
体
に
関
し
て
、
規
範
構
造
の
観
点
か
ら
果
た
し
て
そ
れ
は
内
在
化
と
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い
い
う
る
の
か
を
検
討
す
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
の
過
程
は
、

ロ
ッ
ク
の
分
類
に
従
え
ば
、
評
判
法
が
、
自
然

法
や
国
家
法
か
ら
独
立
し
て
、
感
情
論
と
い
う
形
で
諸
個
人
間
の
相
互
性
の
中
か
ら
成
立
し
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1)

世
俗
化
の
完
成
が
功
利
主
義
を
そ
の
武
器
と
し
て
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
公
共
の
利
害
と
い
う
新
た
な
普
遍
へ
の
従
属
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
世
俗
的
自
然
法
が
内
在
化
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
功
利
主
義
は
世
俗
的
自
然
法
を
主
観
化
す
る
こ
と

に
は
成
功
し
た
が
、
内
在
化
に
は
失
敗
し
た
と
言
い
得
る
。
そ
の
意
味
で
、
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ

l
ム
に
お
い
て
は
内
在
化
は
挫
折

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
挫
折
の
原
因
が
相
互
性
の
把
握
の
違
い
に
あ
る
こ
と
を
、
ヒ
ュ

l
ム
と
ス
ミ
ス
の

同
感
判
断
論
の
構
造
の
比
較
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

②
一
連
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
が
断
ず
る
よ
う
に
、
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
は
そ
の
ま
ま
現
実
批
判
能
力
の
喪
失
を
意
味
す
る
の
か
と

い
う
点
を
検
討
す
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
自
然
法
の
内
在
化
の
成
果
を
維
持
し
つ
つ
、
つ
ま
り
超
越
的
な
次
元
か
ら
で
は
な
く
、
現
実
を
批

判
あ
る
い
は
反
省
す
る
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
。
そ
し
て
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
に
し
て
か
。
す
な
わ
ち
、
社
会
契
約
論
が
果
た
し
た

既
存
の
秩
序
を
と
ら
え
直
す
機
能
を
そ
れ
と
は
別
の
形
で
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
自
然
法
学
へ
の
批
判
と
社
会

契
約
論
の
再
興
を
通
し
た
自
然
法
の
再
生
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
ル
ソ

l
の
思
想
を
、

(
時
)

と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
検
討
す
る
。

ス
ミ
ス
、

ヒ
ュ

l
ム
が
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か

あ
る
い
は
し
な
か
っ
た
か
、

以
下
で
は
こ
れ
ら
の
点
を
具
体
的
に
は
判
断
の
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
論
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
自
然
法
の
内
在
化
は
、
相
互
性
倫
理
に
立
脚

し
た
道
徳
哲
学
と
し
て
成
立
し
た
近
代
自
然
法
が
、
「
理
性
の
要
請
L

と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
の
道
徳
感
情
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
直
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
受
肉
化
さ
れ
内
在
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
世
俗
的
自
然
法
の
内
在
化
の
過
程
の
性
質
は
、
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相
互
性
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
以
下
で
み
る
よ
う
に
そ
の
相
互
性
・
人
間
関
係
の

あ
り
方
は
相

E
に
交
わ
さ
れ
る
判
断
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
何
よ
り
も
、

ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
は
そ
の
よ
う
な
判
断
(
道



説

徳
的
是
認
・
否
認
)

を
テ

l
マ
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
代
人
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
判
断
論
と
し
て
の
同
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感
論
は
、
際
立
っ
た
特
徴
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

号6.
日間

以
上
の
点
を
具
体
的
に
検
討
す
る
前
に
、
次
の
章
で
は
予
備
的
考
察
と
し
て
、
道
徳
の
隣
接
領
域
と
し
て
の
認
識
論
・
レ
ト
リ
ッ
ク
論
を

取
り
上
げ
、

ス
ミ
ス
道
徳
論
の
構
成
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

註(
1
)
田
中
正
司
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
然
法
学
』

達、

S
S
K
門
主
包
室
内
F
E
E
-

(
2
)
水
田
洋
「
市
民
社
会
の
道
徳
哲
学
」
季
刊
社
会
思
想
3
1
1
、
一
九
七
三
年
、
一
四
四
頁
。

(
3
)
司
え
・
・
円
図
。
三
宮
円
三
曲
目
間
口
丘
町
民
主
タ
司
S』

h
p
g
t
=ミ
君
、
早
∞
ω
・
こ
れ
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
研
究
に
関
す
る
正
三
円

F
E
E
S
-回
ヨ
ョ
パ

ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
解
釈
を
集
め
た
論
文
集
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
各
論
文
か
ら
も
正
三
円

Z
E
E
-凹
ヨ
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
ス
ミ
ス

解
釈
の
緊
張
関
係
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
村
聡
『
経
済
学
の
成
立
』
補
論
参
照
。

(
4
)
田
中
・
前
掲
書
、
九
頁
。

(
5
)
田
中
・
前
掲
書
、
一
九
頁
。

(
6
)
』
の
・
〉
司
D
E
n
-
P
可。丘町片
F

h
白
苫
空
白
、

ghH
コ
宮
内
、
同
句
、
吋
戸
司
∞
印
・

本
文
に
お
け
る
引
用
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ぷ
一
三
円
吉
田

sus--
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
最
も
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
市
民
個
人
の
徳

の
退
廃
の
問
題
|
|
狭
義
の
倫
理
学
の
問
題
|
|
と
、
ポ
リ
ス
の
腐
敗
の
問
題
|
|
政
治
学
の
問
題

l
lと
が
、
同
じ
言
葉
・
同
じ
枠
組

み
・
同
じ
問
題
構
成
の
中
で
パ
ラ
レ
ル
に
扱
わ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
第
三
の
領
域
の
指
摘
は
、
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
レ
ル
な

扱
い
が
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
り
、
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
本
章
の
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
二
重
の
意
味
で
の

岐
路
で
、
新
た
な
方
法
を
模
索
し
て
い
た
。

(
7
)
司
onon-PEng戸σ『
広
岡
巾
古
田
『
白
品
目
間
呂
田
自
己
∞
円
。
円
門
町
司
『
ニ
。
∞
O

司}戸市『凹
J
E
でで

S
ロ
P
R
E
Sミ
芝
、
同
匂
∞
ω
U
N
ω
叶
'

一
九
八
八
年
、
三
頁
以
下
。
吋
巾
ア
〈
切
『

2
p
h
E苦
め
喝
さ
さ
虫
色
豊

gun喜
室
主
守
・

3
苦
-



アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

(
8
)
拙
稿
(
町
村
)
「
A
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
同
感
判
断
の
重
層
構
造
|
ぷ
玄
円

E
B
B
-百
九
的
解
釈
の
批
判
的
検
討
|
」
日
本
法
哲
学
会
編
、

法
哲
学
年
報
、
一
九
八
八
年
。

(
9
)
u
g
s円F
b
E若
山
山
き
H
F
・
こ
£
4
H
5
・
5
4∞
-
宅

M
M
-

永
井
・
近
藤
訳
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
政
治
学
』
一
九
八
九
年
、
二
頁
。

(
叩
)
こ
の
よ
う
な
自
由
主
義
的
資
本
家
視
角
を
と
る
ス
ミ
ス
の
寸
政
治
学
」
解
釈
と
し
て
、
ウ
イ
ン
チ
は
、
次
の

3
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
挙
げ
て
い
る
。

①
自
由
主
義
的
個
人
主
義
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
伝
統
の
中
で
ス
ミ
ス
を
位
置
付
け
る
。
具
体
的
に
は
ロ
ッ
ク
か
ら
ス
ミ
ス
を
経
て
、
ベ
ン
サ

ム
へ
と
連
な
る
伝
統
で
あ
り
、
こ
の
伝
統
は
、
「
自
然
的
自
由
の
体
系
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
は
一
定
の
自
然
権
を
も
ち
、
経
済
的
性
格
を
有
す

る
利
己
的
目
的
を
追
求
す
る
」
が
、
そ
の
中
で
ス
ミ
ス
は
決
定
的
な
役
割
を
担
う
と
さ
れ
る
。
こ
の
中
に
は
、
ホ
y

ブ
ス
・
ロ
ッ
ク
の
政
治
理

論
と
ヒ
ェ

l
ム
と
ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
と
を
入
れ
替
え
可
能
な
、
本
質
的
差
異
の
な
い
も
の
と
考
え
る
グ
ラ
ン
プ
(
要
。
-
C
E
B
3・
尽
き
き
吟

と
た
さ
志
韮
・

5
2・
〈
・
同
)
。
ス
ミ
ス
が
資
本
家
社
会
の
欠
点
を
認
識
し
つ
つ
も
、
資
本
主
義
を
擁
護
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
欠
点
を
よ
り
重
要

な
政
治
的
自
由
の
獲
得
の
た
め
の
代
償
と
考
え
て
い
た
た
め
と
す
る
ク
ロ
プ
シ

l
c
-
n
g宮
市
予

3
な
守
喜
弘
同
門
事
室
、
・

5
印
ご
。
さ
ら
に
、
マ

ル
ク
ス
主
義
と
の
関
連
で
は
、

C
・
B
-
マ
ク
フ

7
1
ソ
ン
の
「
所
有
的
個
人
主
義
」
を
ス
ミ
ス
に
も
適
用
す
る
方
向
。
ま
た
ミ

l
ク
(
局
・
「

ζ
2
w
-

コz
h
g
h
h
H旬

p
n
sま
ぎ
な
き
円
。
ミ
白
き
と
め

R
E
q
h
F
5
2
)
に
代
表
さ
れ
る
社
会
経
済
的
決
定
論
を
強
調
す
る
方
向
が
あ
る
。

②
社
会
の
発
見
と
政
治
的
な
る
も
の
の
発
展
的
昇
華
過
程
へ
注
目
す
る
ウ
ォ

l
リ
ン
(
∞
-m-
君。
-
5・
3~sast
主
hHS的・

5
2
)
の
見
解
。

ウ
ォ

l
リ
ン
は
ス
ミ
ス
が
「
非
政
治
的
社
会
モ
デ
ル
、
す
な
わ
ち
相
互
に
作
用
し
あ
う
諸
力
の
閉
じ
た
体
系
で
あ
る
お
か
げ
で
、
『
外
部
の
』
政

治
機
関
の
助
け
が
な
く
と
も
自
己
の
存
在
を
維
持
し
得
る
と
お
も
わ
れ
た
と
い
う
、
非
政
治
的
社
会
モ
デ
ル
」
を
強
調
し
た
と
評
し
、
ス
ミ
ス

を
「
経
済
」
と
「
社
会
」
と
が
「
国
家
」
に
と
っ
て
代
わ
る
境
界
域
の
人
物
と
す
る
。

③
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
学
の
成
立
を
一
般
的
で
人
間
主
義
的
な
人
間
本
性
論
と
の
連
結
環
の
切
断
と
解
釈
す
る
カ
ミ
ン
グ
(
勾

0
・
n
E
B

E
Z
-
h繁
華
芸
書
き
ぬ
き
且
尽
き

q
h
h芝
、
ミ
き

P
ミ
ロ
宮
内
ミ
ミ
と
き
ミ

E
S
E
-
己
主
h
p
F
E
S
-
〈
・
閏
)
の
見
解
。
ス
ミ
ス
は
そ
の

理
論
的
焦
点
を
、
主
観
的
な
個
人
の
意
図
と
差
異
と
に
関
す
る
研
究
関
心
か
ら
離
れ
て
、
客
観
的
で
意
図
さ
れ
ざ
る
社
会
的
結
果
、
経
済
構
造

な
ら
び
に
規
則
性
へ
と
移
し
た
と
す
る
。

ウ
イ
ン
チ
は
こ
れ
ら
の
解
釈
す
べ
て
に
共
通
す
る
視
角
と
し
て
、
上
述
の
自
由
主
義
的
資
本
家
視
角
を
見
い
出
し
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら

ス
ミ
ス
を
解
釈
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

(
日
)
ロ
巧
百
円

F-hk白
書
句
君

"s・師、。』輔詩的・司
-
H
H
-

北法47(1・177)177



説

(
ロ
)
『
巾
円
・
∞

-
g
D
Z
P
E丘町
R
E
H
E
主的札言師、

Zωzr-R-ALミミ
qhロ
KE--ω
印、吋・

(
日
)
『
冊
目
・
宍
・
国
白
血
}
向
。
ロ
印
日
2
f
窓
↓
『
巾
呂
田
5
M円『

g
目
白
口
己
白
ロ
D

各
市
『
耳
印
可

5
日8
2
Z
F
S
E岡町窓口
g
巾ロペ

(
H
H
)
O

要
旨
円
F
メ
含
冒
∞
自
回
忌
自
己
門
町
。
ピ
町
市
『
即

-
P邑
-cg-oag-NEσ
可門

F
m
P
5
2
円。『目

E
4自
己
巾

E
g
E
5・J
P口『巾『巾口円巾
O

口同『巾

F
F
m
『
色
、
『
『
副
会
己
O
ロ
-
S
E
a
-
E∞
斗
本
論
文
の
邦
訳
は
、
ウ
イ
ン
チ
・
前
掲
書
に
付
論
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
二
三
O
頁
。

(
日
)
ロ
巧
5
門
戸
与
を
苦
如
き
ミ
師
、
。
丘
町

5
・
司
凶
品
目
邦
訳
二
八
|
二
九
頁
。

(
日
)
ウ
イ
ン
チ
は
、
ス
ミ
ス
の
「
立
法
者
の
科
学
」
と
し
て
の
「
政
治
学
」
は
だ
れ
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
聞
を
発
し
て
い
る
が
、
そ
の

際
に
は
、
事
実
上
本
稿
で
の
筆
者
の
立
場
と
同
様
に
、
「
共
和
主
義
的
な
要
素
」
と
「
自
由
主
義
的
な
要
素
」
と
の
関
係
を
論
じ
よ
う
と
試
み
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
イ
ン
チ
は
、
ス
ミ
ス
が
「
舞
台
の
背
後
で
操
作
す
る
立
法
専
門
家
と
し
て
、
自
分
の
手
腕
を
試
し
」
た

の
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
「
最
大
の
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
考
え
た
の
は
」
、
「
お
そ
ら
く
『
世
論
』
と
呼
ば
れ
る
、
強
力
」
だ
が
、
「
形
の
は
っ
き
り

し
な
い
も
の
の
状
態
を
変
え
る
と
い
う
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
、
不
規
則
な
経
過
を
つ
う
じ
て
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
立
法

者
の
概
念
は
、
「
知
識
あ
る
い
は
科
学
上
の
貢
献
を
提
供
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
理
想
的
場
所
と
し
て
役
立
つ
こ
と
に
よ
り
、
国
家
と
い
う
も
う
一

つ
の
抽
象
に
つ
い
て
、
融
通
の
き
く
語
り
方
」
を
可
能
に
し
、
「
国
家
と
市
民
社
会
と
の
非
強
制
的
形
態
の
相
互
作
用
を
認
め
た
」
。
す
な
わ
ち
、

国
家
と
市
民
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
、
「
自
治
、
優
越
性
、
あ
る
い
は
寄
生
と
い
う
、
厳
し
い
前
提
」
を
必
要
と
せ
ず
、
「
強
制
力
を
専
有
す

る
公
平
な
機
関
に
よ
る
完
全
な
行
動
の
自
由
、
も
し
く
は
一
方
に
お
け
る
国
家
中
心
的
な
世
界
観
、
あ
る
い
は
他
方
、
社
会
に
お
け
る
主
要
な

経
済
諸
カ
の
代
理
人
と
い
う
派
生
的
共
謀
国
家
観
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
」
。
つ
ま
り
、
ウ
イ
ン
チ
は
、
ス
ミ
ス
が
立
法
者
の
科
学
と
し
て
の
政

治
学
に
よ
り
、
国
家
と
市
民
社
会
の
聞
の
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
関
係
・
相
互
作
用
を
定
式
化
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
市
民
社

会
の
自
治
と
い
う
観
点
か
ら
い
か
な
る
意
味
で
の
国
家
の
介
入
を
も
許
さ
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
国
家
の
市
民
社
会
に
対
す

る
優
越
性
を
前
提
す
る
の
で
も
な
く
、
さ
ら
に
、
国
家
を
市
民
社
会
か
ら
派
生
し
た
寄
生
物
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
も
な
い
、
新
た
な
関
係

l

統
治
と
社
会
の
相

E
作
用
ー
を
ス
ミ
ス
は
と
ら
え
た
。
(
前
掲
書
付
論
、
二
四
O
|
二
四
二
頁
)
。

こ
の
よ
う
な
「
政
治
学
」
の
位
置
付
け
を
見
る
限
り
、
ウ
イ
ン
チ
は
そ
の
見
解
の
重
点
を
移
し
た
あ
る
い
は
見
解
を
変
え
た
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
立
法
者
観
は
、
前
著
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
政
治
学
』
と
は
両
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
彼
が
、

丘
三
円
吉
田

g
gヨ
ョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
捨
て
た
、
あ
る
い
は
か
つ
て
の
敵
で
あ
っ
た
自
由
主
義
的
解
釈
の
側
に
与
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
本

文
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
主
義
的
解
釈
に
対
す
る
批
判
の
焦
点
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
お
い
て
は
ス
ミ
ス
の
「
政
治
学
」
が
、
一

τ品

目岡
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アダム・スミス同感判断論における相互性の構造と自然法学 (1) 

九
世
紀
的
視
角
の
中
で
、
見
失
わ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
彼
が

Z
2〈
月

F
E
B
B
-
2
R
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
適
応
す
る
の
も
、

そ
の
見
失
わ
れ
た
「
政
治
学
」
を
も
う
一
度
歴
史
的
文
脈
の
中
で
発
見
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ポ

l

コ
ッ
ク
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
に
関
す
る
ぷ

E
n
E
B
E
E
H九
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
基
づ
く
作
業
を
、
思
想
史
的
な
ト
ン
ネ
ル
掘
り
の
作
業
と
呼

ん
で
い
る
の
と
同
じ
事
態
に
ウ
イ
ン
チ
も
ま
た
立
ち
至
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ぷ
芝
ぽ
吉
田
吉
田
印
呂
志
パ
ラ

ダ
イ
ム
研
究
の
意
義
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
「
共
和
主
義
的
な
要
素
」
と
「
自
由
主
義
的
要
素
」
の
関
連
を
議
論
す
る
中
で
生
か
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
ウ
イ
ン
チ
の
見
解
の
変
化
の
背
景
に
は
、
自
由
主
義
の
側
の
事
情
も
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
か
つ
て
の
個
々
人

の
自
由
の
最
大
化
の
た
め
の
国
家
機
能
の
制
限
を
主
張
し
て
来
た
自
由
主
義
は
、
福
祉
国
家
を
是
認
し
、
国
家
の
積
極
的
役
割
を
要
請
す
る
も

の
に
変
質
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
自
由
主
義
の
出
現
に
対
し
て
、
猛
烈
に
反
旗
を
翻
し
た
の
が
リ
パ
タ
リ
ア
ン
た
ち
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
か
れ
ら
が
、
古
典
的
自
由
主
義
の
観
念
を
再
構
成
す
る
た
め
に
と
っ
た
思
想
史
的
立
場
は
、
非
常
に
単
純
化
し
て
言
う
な

ら
ヒ
ュ

l
ム
・
ス
ミ
ス
を
ベ
ン
サ
ム
か
ら
引
き
離
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
ウ
イ
ン
チ
が
別
の
文
脈
で
用
い
て
い
る
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、

丘
三
円
吉
宮
E
2
gョ
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
と
る
ウ
イ
ン
チ
と
、
彼
ら
リ
パ
タ
リ
ア
ン
と
は
、
「
運
命
と
目
的
は
異
な
る
が
」
、
一
致
し
た
見
解
を
も
っ
と

言
い
う
る
。

(
国
)
「
マ
ル
ク
ス
の
パ
ラ
ド
ク
ス
|
|
貨
幣
論
を
め
ぐ
っ
て
|
|
己
『
現
代
思
想
』
一
九
九
一
年
八
月
号
。

こ
の
対
談
は
表
題
が
示
す
と
お
り
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
初
期
社
会
主
義
者
に
対
す
る
批
判
と
彼
の
貨
幣
論
を
メ
イ
ン
テ

l
マ
と
し
て
い
る
。
貨

幣
の
な
い
透
明
な
共
同
体
へ
の
希
求
と
貨
幣
の
必
然
性
と
の
関
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
貨
幣
が
維
持
さ
れ
る
論
理
と
貨
幣
が

発
生
す
る
論
理
と
の
論
理
的
次
元
の
違
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
間
関
係
に
お
け
る
「
媒
介
」
の
必
然
性
が
貨
幣
論
か
ら
示
唆
さ
れ

る
と
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
逆
説
も
こ
の
媒
介
の
必
然
性
の
議
論
と
同
一
線
上
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

人
間
関
係
お
け
る
「
媒
介
」
の
必
然
性
に
つ
い
て
、
こ
の
対
談
で
は
直
接
に
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
「
媒
介
」
と
し
て
の
法
・

制
度
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
さ
い
に
は
、
ハ
パ

1
マ
ス
の
分
類
に
従
え
ば
、
「
媒
体
と
し
て
の
法
」
と
「
制

度
と
し
て
の
法
」
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
河
上
他
編
『
法
制
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
』
一
九
八
七
年
参
照
。

(
げ
)
こ
の
点
は
こ
れ
ま
で
二
三
の
例
を
除
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
は
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
市
民
社
会
論
者
と
し
て
の
ス
ミ
ス
像
が
前
提
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
反
動
と
し
て
、
主
に
ス
コ
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説

ッ
ト
ラ
シ
ド
啓
蒙
研
究
の
文
脈
で
、
こ
れ
ま
で
の
商
人
を
モ
デ
ル
と
し
た
市
民
社
会
と
は
別
の
、
大
学
人
の
サ
ー
ク
ル
や
教
会
を
モ
デ
ル
と
し

て
『
道
徳
感
情
論
』
を
解
釈
し
直
す
と
い
う
研
究
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
論
じ
た
も
の
で
も
、
一
一
つ
の
観
察
者
概
念
の
ど
ち
ら
か
一

方
の
み
で
、
二
冗
的
に
『
道
徳
感
情
論
』
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
は
、
『
道
徳
感
情
論
』

を
、
こ
の
二
つ
の
観
察
者
概
念
・
共
同
体
像
の
ど
ち
ら
か
ひ
と
つ
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
か
ら
い
う
と
、

『
道
徳
感
情
論
』
内
部
の
一
貫
性
を
問
う
形
で
提
出
さ
れ
て
い
る
新
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
も
、
一
元
的
解
釈
と
い
う
点
で
は
、
同
様
で
あ
ろ
う
。

ま
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
研
究
の
文
脈
で
言
う
な
ら
、
最
近
の
ヒ
ュ

l
ム
及
ぴ
ス
ミ
ス
研
究
は
、
オ
ウ
ガ
ス
タ
ン
・
エ
イ
ジ
と
呼
ば
れ
る
文

芸
復
興
の
動
き
を
背
景
と
し
て
、
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
に
よ
る
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
市
民
生
活
を
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
の

新
し
い
モ
デ
ル
と
従
来
の
商
人
モ
デ
ル
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

勿
論
、
『
道
徳
感
情
論
』
を
こ
の
二
つ
の
観
察
者
概
念
の
重
層
構
造
と
し
て
解
釈
す
る
際
に
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
の
関
係
如
何
と
い
う
重

要
問
題
が
回
避
出
来
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
本
稿
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
『
道
徳

感
情
論
』
に
お
け
る
「
中
立
的
な
観
察
者
」
論
は
、
こ
れ
ま
で
は
主
に
、
ル

l
ル
や
制
度
・
秩
序
の
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
説
明
と
し
て
、
ま

た
ル

1
ル
そ
れ
自
体
の
性
質
の
説
明
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
ル

l
ル
や
制
度
が
既
に
存
在
し
て
い
る
状
況
の
中
で
の
人
間
相

E
の

関
係
・
人
間
と
制
度
と
の
関
係
と
し
て
、
す
な
わ
ち
規
範
の
性
質
の
問
題
で
は
な
く
、
規
範
構
造
の
問
題
と
し
て
考
え
直
す
。
こ
れ
は
あ
る
意

味
で
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ま
で
は
ス
ミ
ス
の
議
論
と
い
う
の
は
現
存
す
る
制
度
を
説
明
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
だ
と
し
て
批
判
さ

れ
て
き
た
側
面
を
も
う
一
度
拾
い
直
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
団
)
そ
の
中
で
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逆
説
の
な
か
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
、
「
公
平
な
観
察
者
」
の
成
立
条
件
と
し
て
の
「
社
会
の
緊
密
さ
」
の

要
素
と
、
い
わ
ば
貨
幣
や
言
語
を
介
し
た
関
係
が
も
っ
間
接
性
と
の
異
同
が
問
題
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
判
断
に
伴
う
他
者
性
と
し
て
、

人
間
事
象
に
関
す
る
判
断
固
有
の
要
素
と
考
え
、
ス
ミ
ス
が
こ
の
要
素
を
道
徳
哲
学
に
固
有
の
も
の
と
し
て
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

道
徳
哲
学
は
二
冗
化
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
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皿.Structure of Adam Smith's theory of sympathy 

N. Adam Smith's theory of justice and his natural jurisprudence 

summary 

The aim of this article is to examine the thought of Adam Smith， mainly his 

moral judgment theory， from the point of reciprocity of the norm.structure 

which is constituted with human relation， and to make clear the relation 

between the individuals and rules or order in the different mode from both 

social contract theory(J) and convention theory(2) So， 1 shall focus my eyes on 

not the genesis theory of rules and order， but rather much more practical 

judgment theor/3
) on assumption of established rules and order， with the 

critique upon the positivity of them. And 1 show the following points by means 

of examination on Smith's thought in the crossing point of natural law theory 

and social contract theory which both are constructive theory(4) of modern 

society. On the level of individuals， as a theory of judgment， Smith presents a 

mode of individuals which is different from the theoretical atomic beings， which 

are given a birth in the established community and immanentized norms 

including explicit and implicit them， at the same time can take a critical or 

reflective attitude towards established community or norms. And on the level of 

social theory， Smith tries to overcome the dualistic structure of natural law and 

positive law by means of his scheme of natural jurisprudence with the critical 

eyes on the positivity of rules and order. 

That Adam Smith is one of the most important moral philosophers， in 18th 

century and his moral philosophy includes ethics， law， politics in our time， 

namely a sphere for total human affairs， is not controversial. But how to 

position legal sphere in his moral philosophy， and its function are not so clear. 

In order to make clear these points， 1 shall examine character of his moral 

philosophy and reciprocity in it， and structure of sympathy in common with his 

moral philosophy which is the logic for face-to-face judgment， and 1 shall show 

that he applies and carries through it to his social theory， for example his 
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theory of justice and his natural jurisprudence. 

The reason why 1 examine the structure of reciprocity from the level of face. 

to.face judgment and sympathy. is that 1 am considering the following issues 

which 1 can not discuss directly in this thesis. One of the most important and 

richest opposition and dialogue in the legal and political philosophy is between 

liberalism and communitalianism which began from a theory of justice. They are 

including various issues and present scheme for another fields. One of the most 

important and essential point among various issues is the notion of self. 

Needless to say. that communitalianism.thinkers criticize the notion of self as a 

selecting subject or the non.situated self which liberalism守thinkersassert. and 

communitalianism thinkers find the main cause which bring about pathological 

phenomena today(51. To a series of critiques. liberalism.thinkers respond and 

present a new version of notion of self which is re.interpreted as the reflective 

identity in the mode of liberalism. 

It makes clear through these discussions that a much more important issue is 

not the mode of self itself but rather th巴 relation between individual and 

community or order. Because if not only liberalism.thinkers but also commu. 

nitalianism.thinkers assert that individual has some fundamental position 

against tradition and community. the relation between individual and tradition 

or community is the main point to discuss and make clear. So it is requisite that 

a mode of self which is not implanted into tradition or commu日ityand does not 

criticize them from the external point of view. but can criticize and reflect on 

them from the internal point of view. And a mode of society in the wide sense to 

be possible an individual of such self. 1 shall present in this article not only a 

new interpretation of Adam Smith's thought. but also a new version of 

liberalism only indirect1y. namely it dose not relay on utilitalianism， at the same 

time can keep distance from traditionalism. 

Concret巴ly，in the chapter 1， 1巴xaminethe position of Smith's thought in the 

cross of modern natural law theory and social contract theory， in order to make 

clear his position in the theory of legal ideas and his theme in his moral 

philosophy， referring to Adam Smith problem in old and new version， and a 

paradox of Adam Smith. In this chapter， 1 present two twisted problems. The 

E
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first problem is that what significance is of the process where 18th-century 

thinkers still materialized and immanentized the already secularized natural law 

into individuals as subjects by the means of a theory of sentiment and feeling. 

The second problem is conn.ected with the side of their conservatism. In such an 

immanentizing process they deny the thought of natural right and the theory of 

social contract which promote to establish modern natural law theory， because 

of fiction. Whether this denying brings on their deprivation of the tools to 

reflect on and criticize established rules and order， or they can still reflect on 

and criticize them in a different way from social contract theory 

In order to answer these two problems， in the chapter m and N， 1 try to pay 

my attention Smith's judgment theory and consider it in comparison with the 

thought of Hume and Rousseau. Because 1 hope to reconsider the relation 

between the general and the particular， the relation between rules and 

individuals， so to make clear the signification of the particular. N ext the 

reciprocity of individuals which the natural law is materialized and 

immanentized towards is shaped from mutual judgments， the accomplishment for 

immanentizing natural law depends on the structure of this reciprocity of 

individuals. Moreover the second problem， whether we can reflect on and 

criticize the established rule and order， namely the structure to defense， reflect 

on or criticize the modern society， depends on this structure of reciprocity， too. 

Through these considerations， 1 shall regard the theme of Smith as following. As 

a result of immanentizing natural law， the construction of social system by 

beginning all over again is already not only theoretically inadequate but 

actually impossible， his theme is that it is possible to reflect on the existing 

rules and systems in such a situation. 1 regard the Smith's thought as a 

response for this situation， and examine it. 

Note 

(1) Thinkers which here 1 think are Th. Hobbes， J. Locke and J. J. Rousseau 

and their followers in our time， for example J. Rawls. 

(2) Mainly the thoughts of D. Hume and some 18c. Scottish moral philosophers 
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from which Hayek gains the notion of convention. 

(3) 1 gain a hint of this notion of judgment from the thought of Ronald Beiner 

and his book Political Judgm仰 t，1983. He discusses on a mode of citizenship 

in our age from the point of judgment. He pays his attention to reflective 

judgment to search the universal without the existing universal 

(4) It is important that they are neither descriptive nor explanative rather 

constructive theory. 

(5) It is representative among them which Ch. Taylor， The Ethics of Authentici. 

V 

りん 1991，Robert N. Bellar， et all， Habits of Heart: lndividualism and Commit. 

ment in American Life， 1985. 

(to be continued) 
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