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序

近
年
法
哲
学
・
社
会
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
正
義
論

に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
顕
著
な
特
徴
を
指
摘
し
う
る
。
第
一
の
特
徴

は
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
権
利
論
と
し
て
の
論
理
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
し

(
I
)
 

か
も
功
利
主
義
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
そ

れ
は
、
現
代
正
義
論
を
展
開
し
て
い
る
多
く
の
論
者
が
、
カ
ン
ト
・
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
と
も
い
う
べ
く
、
自
ら
を
カ
ン
ト
哲
学
の
理
念
に
立
脚
す
る
も

{2) 

の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
特
徴
は
、
互
い
に
無
関
係
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
功
利
主
義
批
判
に
立
つ
今
日
の
正
義

論
に
と
っ
て
は
、
そ
の
批
判
を
功
利
主
義
が
全
体
の
効
用
増
大
の
た
め
に

は
個
の
犠
牲
を
認
め
て
し
ま
う
点
に
向
け
て
い
る
以
上
、
ど
う
し
て
も
個

を
手
段
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
を
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
く
に

せ
よ
手
段
化
し
得
な
い
目
的
主
体
と
す
る
理
論
を
構
築
し
て
ゆ
く
し
か
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
正
義
論
の
論
者
達
は
、
多
く
の
場
合
各
個
人

に
は
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
普
遍
的
な
権
利
が
備
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、

自
然
権
を
措
定
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
現
代
自
然
権
論
を
展
開
し
て
い
る
代
表
的
論
者
と
し
て
、

ハ
イ
エ
ク
、
ノ
ヂ
ッ
ク
、
ロ

l
ル
ズ
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
ら
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
論
者
は
い
ず
れ
も
自
然
権
論
の
立
場
に

立
つ
に
せ
よ
、
そ
の
主
張
内
容
や
論
理
構
成
の
方
法
は
大
き
く
異
な
る
。

最
も
大
き
な
相
違
点
と
し
て
、
ハ
イ
エ
ク
、
ノ
ヂ
ッ
ク
は
い
わ
ゆ
る
リ
パ

テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
立
つ
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
、
ド
ゥ
オ

l
キ

ン
は
福
祉
国
家
主
義
的
な
意
味
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
主
張
し
て
い

る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
図
式
的
に
大
別
し
た
と
し

て
も
、
両
陣
営
内
で
の
論
理
構
成
も
そ
れ
ぞ
れ
に
一
様
で
は
な
く
、
複
雑

に
錯
綜
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
内
の
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
正
義
論
を

中
心
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
か
な
り
、
活
発
に
議
論
さ
れ
て

い
る
。
三
大
著
作
の
う
ち
の
一
つ
に
つ
い
て
は
最
近
邦
訳
が
出
版
さ
れ
た

(

3

)

(

4

)

 

し
、
解
説
論
文
も
少
な
か
ら
ず
発
表
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
の
著
作
の
内
容
か
ら
、
か
れ
の
法
理
論
を
二
つ
の
部
分
に
大
別
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
の
部
分
は
、
訴
訟
を
モ
デ
ル
と
し
た
法
適
用
論
・

権
利
構
造
論
で
あ
る
。
第
二
の
部
分
は
、
主
と
し
て
自
由
、
平
等
、
正
義

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
、
か
れ
の
法
思
想
・
政
治
思
想
に
関
す
る

部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
つ
い
て
の

議
論
は
、
主
に
第
一
の
部
分
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
例

え
ば
法
実
証
主
義
者
の

H
・
L
・
A
-
ハ
l
ト
と
の
比
較
に
よ
り
、
ド
ゥ

オ
l
キ
ン
が
自
然
権
的
性
格
を
有
す
る
道
徳
的
権
利
と
い
う
権
利
概
念
を
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設
け
た
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
内
容
が
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
法
思
想
・
政
治
思
想
に
つ
い

て
は
同
じ
だ
け
の
関
心
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
と
思

う
。
第
一
の
部
分
に
関
し
て
も
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
な
ぜ
か
れ

が
道
徳
的
権
利
な
る
権
利
概
念
を
設
け
た
の
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
主

要
な
論
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
日
本
に
お
け
る
ド
ゥ

オ
i
キ
ン
解
釈
に
つ
き
指
摘
し
う
る
こ
の
二
つ
の
特
徴
は
、
実
は
表
裏
一

体
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
本
稿
後
出

二
で
検
討
す
る
と
お
り
、
な
ぜ
か
れ
が
道
徳
的
権
利
な
る
権
利
概
念
を
設

け
た
の
か
は
、
か
れ
の
政
治
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解

可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
手
が
か
り
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
法
理
論
の
二

つ
の
部
分
は
密
接
な
内
的
連
闘
を
有
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
の
権
利
構
造
論
は
そ
れ
自
身
あ
る
政
治
思
想
と
し

て
の
主
張
内
容
を
持
ち
う
る
の
で
あ
り
、
ま
た
か
れ
の
政
治
思
想
は
そ
の

権
利
構
造
論
に
よ
っ
て
理
論
的
レ
ベ
ル
で
実
現
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
法
理
論
は
し
ば

し
ば
「
権
利
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
以
上
か
ら
「
権
利
論
」
に
は
広
・

狭
の
二
義
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
狭
義
に
お
け
る
権
利
論

と
は
、
主
に
ハ

l
ド
ケ

l
ス
の
理
論
を
意
味
し
、
裁
判
官
は
原
告
・
被
告

両
当
事
者
の
主
張
を
道
徳
的
権
利
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
扱
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
う
す
れ
ば
必
ず
唯
一
の
正
し
い
解
答
が
得
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
。
他
方
広
義
に
お
け
る
権
利
論
は
、
な
ぜ

道
徳
的
権
利
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
の
か
れ
の

(5) 

思
想
的
基
礎
ま
で
含
め
た
内
容
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

一
、
二
で
用
い
る
「
権
利
論
」
と
は
狭
義
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
り
、
三
で

の
「
権
利
論
」
は
広
義
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
一
で
は
、
「
権
利
論
」
と
の
表
題
の
下
に
か
れ
の
法

理
論
の
第
一
の
部
分
で
あ
る
法
適
用
論
・
権
利
構
造
論
を
扱
う
。
そ
し
て

二
で
は
、
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
L

と
題
し
て
第
二
の
部
分
で
あ
る
か
れ
の
法

思
想
・
政
治
思
想
を
考
察
す
る
。
そ
こ
で
は
、
な
ぜ
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
道

徳
的
権
利
な
る
概
念
を
設
け
た
の
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
こ
と
を
通
じ
て
、

権
利
論
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
と
が
密
接
な
内
的
相
互
連
関
を
有
し
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
以
上
が
本
稿
の
前
半
部
分
を
な
す
。
後

半
部
分
で
は
、
三
と
し
て
、
前
半
部
分
で
扱
っ
た
か
れ
の
法
理
論
を
広
義

の
権
利
論
と
し
て
把
え
、
正
義
論
と
し
て
の
評
価
を
試
み
る
と
と
も
に
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
が
ど
の
よ
う
な
社
会
哲
学

に
基
づ
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
思
想
史
的
・
社
会
哲
学
的
問
題
状
況
の

中
に
置
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
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の
よ
う
な
構
成
の
下
に
、
以
下
に
本
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

注

引
用
頻
度
の
大
き
い
文
献
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
略
記
さ
せ
て

い
た
だ
く
。
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(
1
)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
田
中
成
明
『
現
代
法
理
論
』
(
有
斐
閣
・

昭
五
九
)
第
一
一
一
章
I
「
実
質
的
正
義
論
の
復
権
と
功
利
主
義
L

に
詳
し
い
。
同
書
と
、
塩
野
谷
祐
一
『
価
値
理
念
の
構
造
』
(
東
洋

経
済
新
報
社
、
昭
五
九
)
の
特
に
第
四
編
「
効
用
対
権
利
」
か
ら

は
多
大
の
示
唆
を
得
た
。

(
2
)

深
田
三
徳
「
自
然
権
論
と
功
利
主
義
」
、
長
尾
・
田
中
編
『
現
代

法
哲
学
2
・
法
思
想
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
八
三
)
八
九
頁

(3)

叶
河
川
山
邦
訳
、
木
下
・
小
林
・
野
坂
訳
『
権
利
論
』
(
木
鐸
者
、

九
八
五
)
。
な
お
、
同
書
か
ら
の
引
用
等
に
際
し
て
は
邦
訳
書
頁
数

も
付
す
が
、
本
稿
に
お
け
る
邦
訳
・
解
釈
は
全
く
筆
者
自
身
が
独

自
に
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
)

解
説
書
と
し
て
、
深
田
三
徳
『
法
実
証
主
義
論
争
司
法
的
裁

量
論
批
判
1

』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
八
三
)
が
あ
り
、
解
説
論
文

も
同
教
授
ら
に
よ
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
引
用
・
参
照
の
際
、
そ

の
都
度
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

(5)

ド
ゥ
オ

i
キ
ン
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
議
論
は
、
主
と
し
て
本

文
で
述
べ
た
第
一
の
部
分
で
あ
る
、
権
利
構
造
論
・
法
適
用
論
に

つ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
た
め
、
「
権
利
論
」
と
い
っ
た
場
合
は
私
の

分
類
に
従
う
な
ら
狭
義
の
そ
れ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
と
い
え

よ
う
。
た
だ
し
、
邦
訳
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
『
権
利
論
』
は
広

義
の
そ
れ
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

て

権

三ム
面岡

手り

(1) 

「
権
利
テ

l
ゼ
」
、
「
ラ
イ
ト
ア
ン
サ

l
テ
ー
ゼ
」

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
法
理
論
は
、
全
体
と
し
て
、
今
日
の
主
流
派
理
論
で

あ
る
法
実
証
主
義
と
功
利
主
義
に
と
っ
て
代
わ
る
包
芯
吋

E
g
p
g々
た

り
う
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
法
実
証
主
義
と
功
利
主
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義
と
い
う
こ
の
主
流
派
理
論
は
、
い
ず
れ
も
べ
ン
サ
ム
法
理
論
に
由
来
す

る
。
す
な
わ
ち
、
法
実
証
主
義
は
、
べ
ン
サ
ム
の
一
般
的
法
理
論
の
概
念

的
部
分
l
何
が
法
で
あ
る
か
|
の
今
日
的
発
展
形
態
で
あ
り
、
そ
し
て
功

利
主
義
と
は
、
や
は
り
か
れ
の
法
理
論
の
規
範
的
部
分
l
何
が
法
で
あ
る

か
べ
き
か
が
今
日
ま
で
発
展
し
て
き
た
理
論
形
態
な
の
で
あ
る
。
今
日
、

前
者
は
ハ

l
ト
に
、
後
者
は
ポ
ズ
ナ

l
に
代
表
さ
れ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

の
権
利
論
の
骨
子
を
な
す
の
は
ハ

l
ド
ケ

l
ス
の
理
論
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
主
と
し
て
、
概
念
的
理
論
で
あ
る
法
実
証
主
義
批
判
を
目
標
と
し
て
構

築
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
の
法
理
論
の
規
範
的
部
分
を
な
す
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

論
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
が
、
そ
こ
で
は
実
証
主
義
批
判
と
し
て

の
権
利
論
と
功
利
主
義
批
判
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
と
が
内
的
連
関

を
有
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
節
に
お
い
て
は
、
ま

ず
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
が
い
か
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考

察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

法
実
証
主
義
は
、
諸
個
人
が
法
的
諸
権
利
を
持
つ
の
は
明
示
的
な
政
治

的
決
定
や
社
会
的
慣
習
に
よ
っ
て
そ
れ
が
創
設
さ
れ
た
と
き
に
限
る
と
の

立
場
に
立
ち
、
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
以
前
の
前
国
家
的
な
個
人
的

権
利
の
概
念
を
否
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
実
証
主
義
に
よ
る
と
、
明

示
的
な
政
治
的
決
定
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
法
規
に
従
っ
た
の
で
は
解
決

困
難
な
事
案
が
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
場
合
、
裁
判
官
は
「
裁
量
」
に

よ
っ
て
判
決
を
下
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
あ
た

か
も
一
方
当
事
者
が
事
前
に
(
法
的
)
権
利
を
有
し
て
い
た
か
の
ご
と
く
、

判
決
を
下
す
べ
き
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
法
実
証

主
義
の
こ
の
理
論
は
全
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
裁
判
官
が
行
っ
て

い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
新
し
い
法
的
権
利
を
創
設
し
そ

れ
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
実
証
主
義
の
裁
量
論
を

(
4
)
 

批
判
し
て
い
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
こ
の
理
論
に
代
わ
り
得
る
も
の
と

し
て
、
自
ら
の
権
利
論
を
構
築
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
権
利
論
に
よ

る
と
、
現
存
す
る
諸
法
規
か
ら
は
解
決
困
難
な
ハ

l
ド
ケ

l
ス
に
お
い
て

も
、
裁
判
官
は
裁
量
に
よ
っ
て
権
利
を
創
造
す
る
の
で
は
な
く
、
勝
訴
さ

せ
る
べ
き
当
事
者
の
権
利
を
「
発
見
」
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
実
際
に
も

(5) 

そ
う
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
ハ

l
ド
ケ

l
ス
の

理
論
の
結
論
的
主
張
で
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
組
み
立
て
を
み
て
ゆ
く
こ

と
に
し
よ
う
。

ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
、
権
利
を
抽
象
的
権
利
と
具
体
的
権
利
と
に
分
類
す

る
。
こ
の
両
者
は
、
決
し
て
程
度
の
差
の
み
に
基
づ
い
て
分
類
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
種
類
の
違
い
に
基
づ
い
て
分
類
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
ず
具
体
的
権
利
と
は
、
あ
る
特
定
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の

政
治
的
目
的
と
の
聞
の
価
値
の
優
劣
関
係
を
よ
り
明
確
に
主
張
し
う
べ
く

精
微
に
定
義
づ
け
ら
れ
た
政
治
的
目
的
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
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抽
象
的
権
利
と
は
、
一
般
的
な
政
治
的
目
的
の
こ
と
で
あ
り
、
他
の
政
治

的
目
的
と
の
特
定
の
競
合
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
当
該
一
般
目
的
が

価
値
的
に
序
列
づ
け
ら
れ
(
毛
色

mze、
調
整
に
付
さ
れ
る

(gg-

℃

g
g
u
a
)
か
に
つ
い
て
は
、
何
ら
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で

は
両
者
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
と
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
抽
象

的
権
利
は
具
体
的
権
利
の
論
証
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
同
町
四

m
g口
弘
『

-
m
v
g
o同
句
。

-R-g]
与
え

2-n
と
い
う
表
現
を
こ
れ
に
あ
て
て

(
6
)
 

い
る
。
ま
た
、
か
れ
は
権
利
が
正
当
化
さ
れ
る
レ
ベ
ル
に
着
目
し
て
、
背

景
的
権
利
、
制
度
的
権
利
、
法
的
権
利
を
区
別
す
る
。
ハ
ー
ド
ケ

l
ス
に

お
け
る
決
定
は
、
具
体
的
権
利
を
確
認
あ
る
い
は
否
認
す
べ
く
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
具
体
的
権
利
は
、
背
景
的
権
利
や
制
度
的
権

{7) 

利
で
は
な
く
、
法
的
権
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
そ
の
法
的

権
利
の
確
認
あ
る
い
は
否
認
の
論
証
の
方
法
で
あ
る
。

両
当
事
者
が
い
か
な
る
法
的
権
利
を
有
す
る
か
が
明
文
の
規
定
だ
け
に

拠
っ
た
の
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
ハ

l
ド
ケ

l
ス
に
お
い
て
は
、
裁
判

官
は
、
一
般
的
根
拠
釘

g
R出]匂・
0
5
e
に
基
づ
い
て
決
定
を
下
さ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
に
、
ハ
ー
ド
ケ

l
ス
の
問
題
は
政
治
理
論
の
問
題

と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ー
ド
ケ

l
ス
に
お
い
て
問
題
と
な
っ

て
い
る
論
争
的
概
念
に
つ
き
一
定
の
決
定
を
下
す
た
め
に
は
、
明
文
の
諸

規
定
の
背
後
に
存
す
る
政
治
理
論
に
ま
で
検
討
を
掘
り
下
げ
て
、
原
・
被

告
両
当
事
者
の
主
張
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
こ
の
一
般
的
根
拠
と
し
て
の
政

治
理
論
に
よ
り
適
合
的
か
、
と
い
う
基
準
に
拠
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
よ
り
詳
し
く
い
う
な
ら
、
論
争
的
概
念
を
め
ぐ
る
法
的
論
証
は
、

次
の
二
つ
の
方
法
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
方
法
は
、
法

規
は
権
利
を
創
造
で
き
る
と
い
う
一
般
的
概
念
の
政
治
的
正
当
化
の
立
場

に
立
っ
た
う
え
で
、
特
定
の
法
規
条
項
の
意
図
や
目
的
を
探
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
る
特
定
の
法
規
が
ど
の
権
利
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

を
見
い
出
そ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
第
二
の
方
法
は
、
同
じ
ケ

l
ス
は

同
様
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則

E
2
R
Z
m
)
に
立

ち
、
そ
の
原
則
に
拠
っ
た
だ
け
で
は
解
決
を
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
ハ

ー
ド
ケ

l
ス
に
お
い
て
は
、
実
定
諸
法
規
の
根
底
に
存
す
る
原
理
(
有
吉
門
戸
目

立
巾
印
)
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
解
決
方
向
を
見
い
出
そ
う
と
す
る

方
法
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
以
上
の
二
つ
の
方
法
に
よ
り
、
ハ
ー

ド
ケ

l
ス
に
お
い
て
も
、
非
常
に
特
殊
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
政
治
的
権

利
と
し
て
機
能
す
る
法
的
権
利
が
い
か
な
る
も
の
か
が
決
定
さ
れ
る
と
す

(
8
)
 

ヲ
匂
。

と
こ
ろ
で
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
政
治
的
正
当
化
の
論
証
に
際
し
拠
る

べ
き
命
題
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
す
る
。
第
一
は
、
「
原
理
」
(
胃
ZE

n--s
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
権
利
を
記
述
す
る
命
題
の
こ
と
で
あ
り
、
あ

る
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
の
権
利
を
尊
重
す
る
、
あ
る
い
は
確
保
す
る
こ

北法 37(5・154)760 
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と
を
も
っ
て
政
治
的
正
当
化
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ
が
こ
こ
で
問
題

と
し
て
い
る
権
利
と
は
、
政
治
目
的
が
個
別
化
さ
れ
た
(
宮
内
出
i
a己主

a

H
5
E
W包
包
自
)
政
治
的
権
利
(
旬
。

-XFgご
-my乙
で
あ
る
。
第
二
は
、

「
政
策
」

Go--Q)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
(
全
体
的
)
目
標
を
記
述
す
る
命

題
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
の
共
同
体
の
集
合
的
目
標
を
前
進
さ
せ
る
、
あ

る
い
は
擁
護
す
る
こ
と
を
も
っ
て
政
治
的
決
定
の
正
当
化
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
集
合
的
目
標
と
は
、
共
同
体
全
体
の
利
益
の
増
進
の
た
め
に

諸
利
益
や
諸
義
務
聞
に
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
を
認
め
る
、
個
別
化
さ

れ
な
い
政
治
目
的
(
ロ
。
ロ
古
島
三
円
吉
己
注
目
XLEg-mw-S)
の
こ
と
で
あ

(
9
)
 

る
。
今
日
で
は
、
政
策
に
基
づ
く
法
理
論
は
い
わ
ゆ
る
経
済
分
析
と
結
び

つ
い
て
い
る
た
め
、
か
れ
は
、
こ
う
し
た
理
論
は
功
利
主
義
に
結
び
つ
く

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
理
に
基
づ
く
議
論
は
権
利
論
に
適

合
す
る
の
に
対
し
、
政
策
に
基
づ
く
議
論
は
功
利
主
義
に
適
合
す
る
と
い

え
よ
う
。
そ
こ
で
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
に
よ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
ド
ケ
ー

ス
に
お
け
る
決
定
は
原
理
に
拠
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
的
決
定
は
、
原
理
の
議
論

に
基
づ
い
て
、
換
言
す
る
な
ら
権
利
の
-
般
的
根
拠
で
あ
る
政
治
理
論
に

よ
る
正
当
化
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
実

際
に
お
い
て
も
そ
う
さ
れ
て
い
る
と
す
る
原
則
を
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、

(
叩
)

「
権
利
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
。
か
れ
に
よ
る
と
、
裁
判
官
の
な
す
べ
き
仕
事

一
般
的
根
拠
と
し
て
の
政
治
的
正
当
化
の
レ
ベ
ル
で
権
利
を
「
発
見
L

す
る
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
裁
量
に
よ
っ
て
そ
れ
を
創
設
す
る
こ
と
で
は

はな
い
の
で
あ
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
に
拠
っ
た
場
合
、
必
ず
正

し
い
一
つ
の
答
え
に
到
達
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
理
論
は
、
基
本
的
に
権
利
テ
ー

ゼ
の
延
長
線
上
で
説
か
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ド
ケ

l
ス
(
の
み
な
ら
ず
お
よ

そ
訴
訟
一
般
)
に
お
い
て
は
、
訴
訟
当
事
者
は
互
い
に
自
己
の
立
場
の
正

当
性
を
主
張
す
る
。
一
般
に
あ
る
政
治
目
的
に
か
な
う
二
つ
の
解
釈
の
正

当
化
が
可
能
な
場
合
、
裁
判
官
は
い
か
に
し
て
判
断
を
下
す
べ
き
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
も
し
あ
る
法
規
に
関
す
る
一
方
の
正
当
化
が
、
根
底
に
あ
る
道
徳
原

理
の
よ
り
正
確
、
よ
り
敏
感
、
そ
し
て
よ
り
健
全
な

(
S
O
S白
n
g
g
Z

2
5
0
5
Z
E
E
5
2
8ロ
ロ
母
円
)
分
析
を
提
供
し
う
る
と
す
る
な

ら
、
そ
の
正
当
化
は
他
の
そ
れ
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ

の
法
規
を
首
尾
一
貫
し
た
も
の
に
発
展
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
裁

判
官
は
、
二
つ
の
相
対
立
す
る
正
当
化
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
が
政
治
道

徳
(
旬
。

-
E
S
-
B
o
z
-
g、
)
の
問
題
と
し
て
す
ぐ
れ
た
正
当
化
な
の
か

を
決
定
し
、
そ
し
て
そ
の
す
ぐ
れ
た
一
方
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
べ
く
当

(
U
)
 

該
法
規
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
J
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ど
の
よ
う
な
分
析
や
主
張
が
「
健
全
」
(
凹
O
E
ロ
仏
)
な
の
か
に
つ
い
て
は
、

か
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

「
あ
る
法
規
に
関
す
る
命
題
が
健
全
(
印
。
己
ロ
仏
)
な
も
の
で
あ
る
と
は
、

そ
れ
ま
で
に
設
け
ら
れ
た
法
的
諸
命
題
を
全
体
に
わ
た
り
最
も
よ
く
正

(ロ)

当
化
し
う
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」

そ
こ
で
、
ハ

l
ド
ケ

l
ス
に
直
面
し
た
裁
判
官
は
、
二
つ
の
相
対
立
す
る

主
張
の
う
ち
、
現
存
の
法
的
諸
制
度
を
最
も
よ
く
説
明
し
う
る
政
治
理
論

に
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
に
、
よ
り
整
合
的
な
主
張
を
「
真
」
(
同

E
S
と

し
、
よ
り
整
合
的
で
な
い
主
張
を
「
偽
」

(
p
g巾
)
と
し
て
判
断
を
下
す
こ

(
臼
)

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
方
法
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
、
原

告
・
被
告
共
に
主
張
し
て
い
る
こ
つ
の
権
利
の
う
ち
の
ど
ち
ら
を
政
治
道

徳
の
要
請
上
優
先
し
て
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
決
定
さ
れ
、
し

た
が
っ
て
ど
ち
ら
を
勝
訴
さ
せ
る
べ
き
か
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ハ

l
ド
ケ

l
ス
に
お
い
て
も
正
し
い
答
え
は
一
つ
に
定
ま
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
「
ラ
イ
ト
ア
ン

サ
I
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
。
「
権
利
テ
ー
ゼ
」
、
「
ラ
イ
ト
ア
ン
サ

l
テ
ー
ゼ
」

を
通
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
裁
判
官
は
持
ち
込
ま
れ
た
論
争
を
権
利

の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
し
か
も
そ
れ
を
政
治
道
徳
上
の
正
当
化
に
ま

で
堀
り
下
げ
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
う
す
れ
ば
、
相
対
的

に
で
あ
る
に
せ
よ
唯
一
の
正
し
い
答
え
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

~
九14

と
こ
ろ
で
、
こ
の
政
治
道
徳
上
保
護
す
べ
き
権
利
と
は
、
先
の
権
利
の

分
類
に
従
え
ば
ど
れ
に
該
た
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
、

「
〔
裁
判
官
に
と
っ
て
は
〕
決
定
可
能
な
二
つ
の
答
の
中
の
ど
ち
ら
が
、

背
景
的
道
徳
的
権
利

(
g
n
z
g
z
E
2
2色
ユ
怠
円
)
に
最
も
良
く

(
時
)

(σ25
適
合
す
る
の
か
を
問
う
こ
と
は
正
し
い
。
」
(
傍
点
筆
者
、
以

下
断
り
な
い
限
り
同
様
)

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
か
れ
の
い
う
政
治
的
道
徳
的

権
利
と
は
、
背
景
的
権
利
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
本
項
の
始

ま
り
の
部
分
で
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
、
裁
判
官
は
ハ

l
ド
ケ

l
ス
に
お
け

る
裁
定
で
あ
っ
て
も
背
景
的
権
利
で
は
な
く
法
的
権
利
に
関
し
て
判
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
。
し
か
し
、
以
上
か
ら
明

ら
か
な
と
お
り
、
こ
れ
は
決
し
て
背
景
的
権
利
(
し
た
が
っ
て
道
徳
的
権

利
)
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
の
は
誤
っ
た
方
法
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
で
は
な
く
、
法
的
判
断
と
道
徳
的
判
断
と
を
、

す
な
わ
ち
法
的
権
利
と
背
景
的
道
徳
的
権
利
と
を
「
縫
い
目
の
な
い
織
物

(
凶
)

」
の
ご
と
く
整
合
的
に
理
解
し
た
う
え
で
、
裁
判
官
は
判
断
を
下
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
の
骨
子
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
主
張
と

し
て
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
の
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よ
う
な
方
法
に
よ
れ
ば
裁
判
官
は
右
の
整
合
性
を
確
保
し
得
る
の
か
に
つ

い
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2) 

構
成
モ
デ
ル

ドゥオーキン権利論の社会哲学

(
口
)

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
道
徳
的
判
断
の
方
法
を
、

J
Z
E
2
白ロ色一

E
m
Z凹
ヱ

と
題
し
た
論
文
の
中
で
論
じ
て
い
る
。
か
れ
は
、
反
省
的
均
衡
、
契
約
、

原
初
状
態
と
三
つ
の
項
目
を
立
て
て
ロ

l
ル
ズ
の
正
義
論
の
手
法
を
援
用

し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
反
省
的
均
衡
の
概
念
に
重
要
性
を

置
い
て
い
る
。
個
別
具
体
的
ケ

l
ス
に
お
け
る
法
的
判
断
を
道
徳
的
判
断

と
整
合
す
べ
く
下
せ
ば
必
ず
唯
一
の
正
し
い
答
え
に
到
達
で
き
る
と
す
る

の
が
「
権
利
テ
ー
ゼ
」
の
内
容
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な

道
徳
的
推
論
に
な
ぜ
ロ

i
ル
ズ
の
正
義
論
が
適
用
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
に
そ
の
内
容
を
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
道
徳
的
推
論
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
二
つ
の
モ

デ
ル
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
「
自
然
モ
デ
ル
」
(
ロ

2
5巳

B
。
。
巳
)
と
「
構
成
モ
デ
ル
」

(
g
D
2
2
2
-
4巾

g
o
r】
)
の
二
つ
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
推
論
モ
デ
ル
な
の
で
あ
ろ
う

.刀

自
然
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
正
義
の
理
論
は
人
間
や
社
会
に
よ
っ
て
創
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
物
理
の
法
則
の
ご
と
く
発
見
さ
れ
る
性
質
の
も
の

で
、
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
な
道
徳
的
事
実
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
発
見
に
と
っ
て
主
要
な
道
具
で
あ
る
道
徳
的
能
力
は
、
少
な
く
と
も

少
数
の
人
聞
に
は
所
有
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
道
徳
的
推
論
と
は
、
自
然

史
学
者
ら
が
自
ら
採
集
し
た
骨
を
一
つ
の
動
物
の
形
に
構
築
し
て
ゆ
く
の

と
同
様
の
仕
方
に
拠
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
道
徳
的
諸
判
断
を
集
め
、

そ
れ
ら
を
正
し
い
順
序
に
並
べ
か
え
な
が
ら
基
本
的
な
道
徳
原
理
を
構
築

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
構
成
モ
デ
ル
に
よ

れ
ば
、
正
義
の
諸
制
度
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の

で
は
な
く
、
熟
慮
の
末
に
一
般
理
論
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
モ
デ
ル
は
、
人
々
と
り
わ
け
公
務
員
が
行
動
す
る
際
に
は
、
一
貫
し

た
行
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
一
致
し
て
そ
う
す
べ
き
責
任
を
負
う
こ
と
を
要

請
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
の
う
ち
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、

道
徳
的
判
断
を
な
す
裁
判
官
は
構
成
モ
デ
ル
に
拠
っ
て
そ
の
整
合
性
を
構

成
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
構
成
モ
デ
ル
の
仕
組
み
を
反

省
的
均
衡
の
概
念
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
具
体
的
内
容

を
み
て
ゆ
こ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
正
義
と
判
断
す
る
の
は
そ
れ

が
正
し
い
と
感
ず
る
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
確
信
か
ら
演
鐸
し
た
り

(
凶
)

推
論
し
た
り
し
て
判
断
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
道
徳
的
判
断
は
直

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
よ
る
と
、
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観
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
う

え
で
、
問
題
は
、
二
つ
の
モ
デ
ル
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
そ
の
よ
う
な
直
観

か
ら
道
徳
原
理
ま
で
の
推
論
の
過
程
を
う
ま
く
説
明
で
き
る
か
と
い
う
点

に
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
自
然
モ
デ
ル
は
、
た
と
え
観
察
者
に
は
発
見
さ
れ

な
く
と
も
、
正
義
の
諸
制
度
の
説
明
原
理
は
客
観
的
に
は
必
ず
ど
こ
か
に

存
し
て
い
る
と
想
定
す
る
。
そ
こ
で
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
制
度
の
道
徳

的
正
当
化
を
試
み
る
に
際
し
て
、
諸
事
実
の
整
合
的
な
説
明
原
理
が
実
際

に
は
発
見
で
き
な
く
と
も
、
裁
判
官
は
あ
た
か
も
そ
れ
を
発
見
し
た
か
の

ご
と
く
正
当
化
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
矛
盾
を

覆
い
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
直
観
と
観
察
事

実
と
を
同
一
視
し
、
自
然
科
学
の
実
験
に
お
け
る
と
同
様
に
あ
く
ま
で
直

接
の
観
察
事
実
は
健
全
で
あ
る
と
い
う
信
念

(
p
x
Z
に
拠
る
た
め
に
、

こ
の
よ
う
な
結
果
に
到
る
の
だ
、
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
構
成
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
信
念
に
で
は
な
く
原
理

(
匂
ユ
ロ
巳
立
巾
)
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
正
義
に
関
す
る
決
定
は
、
先
例
と
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
ケ

l
ス、

さ
ら
に
は
将
来
起
こ
り
う
る
ケ

l
ス
と
を
正
当
化
し
う
る
一
連
の
原
理
を

調
整
し
て
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
過
去
に
判
断
を
下
し

た
場
合
に
根
拠
と
し
た
原
理
と
の
一
貫
性
は
常
に
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
貫
性
は
正
義
の
概
念
の
本
質

で
あ
り
、
当
初
の
う
ち
は
諸
事
実
と
原
理
の
聞
に
矛
盾
が
存
し
て
い
て
も
、

裁
判
官
は
そ
れ
を
覆
い
隠
す
こ
と
な
く
、
道
徳
的
直
観
と
道
徳
原
理
と
の

聞
で
の
往
復
運
動
を
く
り
返
し
て
そ
の
矛
盾
を
解
消
し
、
最
後
に
は
一
貫

し
た
決
定
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
自
然
モ
デ
ル
も
あ
る
種

の
一
貫
性
を
要
求
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
構
成
モ
デ
ル
と
は
異
な
る
。
自

然
モ
デ
ル
は
、
道
徳
的
直
観
は
あ
く
ま
で
正
し
い
観
察
結
果
だ
と
い
う
根

拠
に
基
づ
い
て
一
貫
性
を
要
求
す
る
の
に
対
し
て
、
構
成
モ
デ
ル
は
、
公

務
員
の
行
動
・
判
断
に
お
け
る
偏
見
や
私
益
の
追
求
を
許
さ
な
い
た
め
に
、

そ
の
行
動
・
判
断
と
道
徳
原
理
と
の
一
貫
性
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
こ

の
場
合
の
一
貫
性
は
結
局
政
治
道
徳
の
要
請
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

自
然
モ
デ
ル
は
個
人
的
な

6
2
8ロ
包
)
見
地
か
ら
正
義
に
関
す
る
推
論
を

発
展
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
構
成
モ
デ
ル
は
公
的
な
(
℃
ロ
豆
一
円
)
見
地
か
ら

そ
う
す
る
と
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
性
格
付
け
て
い
る
。
個
別
的
な
法
的
判
断

と
そ
れ
を
支
え
る
政
治
道
徳
を
、
裁
判
官
は
首
尾
一
貫
さ
せ
て
判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
が
ハ

i
ド
ケ

l
ス
の
理
論
の
結
論
で
あ
っ
た

か
ら
、
か
れ
が
以
上
の
二
つ
の
モ
デ
ル
の
う
ち
構
成
モ
デ
ル
を
道
徳
的
判

断
の
方
法
と
し
て
適
合
的
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
合
理
的
な
も
の
と
し

て
納
得
の
ゆ
く
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
公
的
な
見
地
か
ら
組
み
立
て
ら
れ

た
構
成
モ
デ
ル
は
、
互
い
に
異
な
る
確
信
を
持
っ
た
諸
個
人
か
ら
成
る
共

同
体
に
お
い
て
の
統
治
の
あ
り
方
を
提
供
す
る
、
と
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
い
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ぅ
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
や
公
務
員
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
皆
そ
れ
ぞ

れ
に
個
人
と
し
て
は
異
な
る
道
徳
的
確
信
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

公
務
に
関
し
て
あ
る
行
動
・
決
定
を
す
る
際
に
は
、
構
成
モ
デ
ル
に
従
う

こ
と
に
よ
り
、
共
同
体
の
政
治
道
徳
と
の
整
合
性
を
確
保
し
た
う
え
で
そ

う
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
、
構
成
モ

デ
ル
は
、
正
義
を
個
人
の
理
論
と
し
て
展
開
す
る
よ
り
も
共
同
体
全
体
の

そ
れ
と
し
て
展
開
す
る
た
め
に
適
し
た
モ
デ
ル
で
あ
り
、
集
団
的
考
慮

(mgz匂
g
ロ
田
正
常
印
昨
日
。
ロ
)
を
的
確
に
反
映
し
う
る
推
論
モ
デ
ル
で
あ
る

と
し
て
こ
れ
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
み
て
き
た
構
成
モ
デ
ル
は
、
道
徳
的
直
観
と
道
徳
原
理
と
を
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
な
が
ら
一
つ
の
整
合
的
な
最
終
判
断
へ
到
る
と
い
う
往

復
プ
ロ
セ
ス
(
っ
き
・
者
宅
胃

R
g印
)
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
る
。
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
は
こ
の
モ
デ
ル
を
、
ロ
ー
ル
ズ
の
反
省
的
均
衡
の
概
念
を
ほ
と
ん
ど

そ
の
ま
ま
に
援
用
し
て
説
明
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
さ
ら
に

か
れ
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
契
約
理
論
を
援
用
す
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
構

成
モ
デ
ル
に
基
づ
く
政
治
理
論
に
は
、
目
標
に
基
づ
く
理
論
(
問
。
と
・

σ
g
a

p
g弓
)
、
義
務
に
基
づ
く
理
論

(
E
q・
σ
g
a
§
g弓
)
、
権
利
に
基
づ

く
理
論
(
『
釘

Z't白
田
包

5
8『
可
)
の
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
す
る
。
こ

の
う
ち
、
目
標
に
基
づ
く
理
論
は
、
集
合
的
目
標
の
た
め
に
は
個
人
を
犠

牲
に
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
す
る
、
功
利
主
義
的
性
格
を
有
す
る
も
の

で
あ
り
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
採
用
す
る
こ
と
ろ
で
は
な
い
。
か
れ
は
権
利

に
基
づ
く
理
論
を
採
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
か
れ
が
あ
ら
ゆ
る
潜
在

的
な
当
事
者
に
拒
否
権
を
与
え
、
当
事
者
が
同
意
し
な
け
れ
ば
い
か
な
る

契
約
も
締
結
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
ロ

l
ル
ズ
の
契
約
理
論
を
評
価
し
、

こ
れ
を
援
用
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ

の
契
約
概
念
を
支
え
る
根
底
理
論
(
仏

2
回
二
宮
C
弓
)
が
権
利
に
基
づ
く
理

論
と
い
え
る
の
は
、
異
な
る
諸
個
人
は
自
ら
の
望
む
と
こ
ろ
を
擁
護
す
る

権
原
を
有
す
る
窓
口
吾

-a)と
い
う
こ
と
を
そ
の
根
本
概
念
と
し
て
い
る

(
幻
)

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
当
事
者
が
契
約

締
結
以
前
に
す
で
に
不
可
侵
の
権
利
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
点
で
、
ロ
ー
ル
ズ
の
用
い
て
い
る
契
約
概
念
の
根
底
理
論
は

(n) 

自
然
権

(
S
E
E
-
ユm
Z∞
)
を
想
定
し
て
い
る
と
見
て
い
る
。
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
は
こ
う
し
て
、
権
利
に
基
づ
く
理
論
を
自
ら
の
構
成
モ
デ
ル
に
適
合

す
る
も
の
と
し
て
採
用
す
る
の
で
あ
る
。
か
れ
が
、
ハ
ー
ド
ケ

l
ス
の
理

論
に
お
い
て
背
景
的
権
利
た
る
道
徳
的
権
利
を
措
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
次
の
問

題
は
、
こ
の
自
然
権
た
る
性
格
を
有
す
る
権
利
が
い
か
な
る
内
容
の
も
の

か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
、

ロ
ー
ル
ズ
の
原
初
状
態

北法 37(5・159)765 



研究ノート

論
へ
と
検
討
を
進
め
る
。
原
初
状
態
と
は
、
契
約
締
結
に
お
い
て
公
正
さ

が
確
保
さ
れ
る
べ
く
ロ

l
ル
ズ
が
設
け
た
理
論
上
の
想
定
で
あ
り
、
そ
の

主
な
内
容
は
、
契
約
当
事
者
は
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
は
、
自
分
自
身
が
社
会
・
経
済
的

に
ど
の
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
か
、
ど
の
程
度
の
才
能
を
有
し
て
い
る
か

に
つ
い
て
全
く
情
報
を
持
た
ず
、
さ
ら
に
自
ら
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
全

体
が
ど
の
よ
う
な
文
明
状
態
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
さ
え
全
く
無
知
の
状

態
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
状
態
の
下
で
、
当
事
者
は
い
か
な
る
権
利
を

持
ち
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
政
府
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
諸
制
約
が
最

少
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
、
一
般
的
な
自
由
へ
の
権
利
を
こ
の
状
況
下
に

あ
る
当
事
者
が
有
す
る
と
い
え
る
か
否
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
原
初
状
態

に
あ
る
当
事
者
は
、
そ
の
一
般
的
な
自
由
へ
の
権
利
の
行
使
が
自
己
の
境

遇
の
改
善
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
知
り
得
な
い
。
他
方
で
は
ロ

l
ル
ズ

が
基
本
的
自
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
特
定
の
自
由
へ
の
権
利
を
考
え
て
み

る
と
、
こ
れ
は
契
約
の
条
件
で
は
な
く
そ
の
産
物
で
あ
る
か
ら
、
原
初
状

態
に
お
い
て
当
事
者
が
こ
の
権
利
を
有
す
る
と
す
る
と
、
論
理
上
不
整
合

を
き
た
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
初
状
態
に
あ
る
当

事
者
が
自
由
へ
の
権
利
を
有
す
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
と
並

ん
で
わ
れ
わ
れ
に
最
も
な
じ
み
の
あ
る
も
う
一
つ
の
政
治
理
論
の
概
念
は
、

平
等
で
あ
る
と
し
て
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
当
事
者
が
平
等
へ
の
権
利
を

有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。
原
初
状
態
に
お
け
る
当
事
者
市

達
は
、
皆
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
て
い
て
自
分
が
誰
で
あ
る
か
わ
か
刷

ら
ず
、
し
た
が
っ
て
全
員
同
じ
状
況
下
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、

lr
D
 

契
約
に
際
し
て
は
全
員
同
じ
結
論
を
選
択
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る

7
内
、

υ

と
、
当
事
者
全
員
は
、
そ
の
性
格
や
趣
味
が
実
際
に
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
法L

γ
u
 

れ
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
等
し
く
扱
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
な

j

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
ロ

l
ル
ズ
の
分
類
に
よ
る
と
、
平
等
に
は
、

財
の
配
分
に
お
け
る
平
等
と
、
よ
り
基
本
的
な
平
等
と
が
あ
る
。
前
者
は
、

正
義
の
第
二
原
理
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
よ
り
基

本
的
な
平
等
達
成
の
た
め
に
は
、
前
者
の
意
味
に
お
け
る
不
平
等
が
要
請

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
こ
で
、
原
初
状
態
に
お
い
て
当
事
者
が
平

等
へ
の
権
利
を
有
す
る
と
い
っ
た
と
き
に
は
、
後
者
の
意
味
に
お
け
る
平

(M) 

等
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の
検
討
の
結
果
と
し
て
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
諸
個
人
は
、
自
分
達
を
統
治
す
る
政
治
諸
制
度
の
計
画
と
運
営
と
に

お
い
て
、
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
へ
の
権
利
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

(
お
)

が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
、
高
度
に
抽
象
的
な
権
利
で
あ
る
。
」

「
原
初
状
態
は
、
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
を
実
効
あ
ら
し

め
る

(grR巾
)
た
め
に
は
、
非
常
に
う
ま
く
立
案
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
根
底
理
論
の
基
本
概
念
と
し
て
理
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(
お
)

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
裁
判
官
が
道
徳
判
断
と
し
て
判
決
を
下
す
方
法
と
し

て
、
ロ
ー
ル
ズ
の
反
省
的
均
衡
か
ら
原
初
状
態
に
ま
で
援
用
す
る
範
囲
を

拡
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
は
明
言
し
て
い
な
い
も
の
の
、
「
等

し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
を
想
定
し
な
け
れ
ば
方
法
論
と
し
て

完
結
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
契
約
の
前
提

条
件
と
し
て
、
契
約
締
結
以
前
に
当
事
者
全
員
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
、
ロ
ー
ル
ズ
の
根
底
理
論

は
当
事
者
が
不
可
侵
の
自
然
権
を
有
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と

を
み
た
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
自
然
権
の
内
容
は
、
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬

を
受
け
る
権
利
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
さ
ら
に
ロ

ー
ル
ズ
の
言
葉
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
〔
等
し
い
尊
敬
の
権
利
〕
は
、
道
徳
的
人
格
と
し
て
の
人
類
に
備
わ
っ

た
も
の
で
あ
り
、
人
聞
を
動
物
か
ら
区
別
す
る
道
徳
的
人
格
性
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
正
義
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
人

間
す
べ
て
に
備
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
み
が
契
約

(
お
)

を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」

こ
う
し
て
、
権
利
に
基
づ
く
理
論
を
そ
の
内
容
と
す
る
構
成
モ
デ
ル
は
、

自
然
権
と
し
て
の
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
を
想
定
し
て

い
る
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

(3) 

道
徳
的
権
利

わ
れ
わ
れ
は
、
本
節

ωで
は
、
ハ
ー
ド
ケ

l
ス
に
お
け
る
裁
判
官
は
法

的
判
断
を
道
徳
的
判
断
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
、
そ
し
て

ωに
お
い
て
は
、
道
徳
的
判
断
を
下
す
擦
の
方
法
論
と
し

て
の
構
成
モ
デ
ル
を
考
察
し
、
そ
の
論
理
必
然
的
な
要
請
と
し
て
「
等
し

い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
L

が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
み
て
き
た
。
と
こ
ろ
で

ωに
お
い
て
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
構
造

論
に
お
い
て
は
背
景
的
権
利
と
し
て
の
道
徳
的
権
利
が
措
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
確
認
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
、
道
徳
的
権
利

と
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
と
の
関
係
如
何
と
い
う
こ
と

が
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ド
ゥ
オ

l
キ

ン
は
、
両
者
の
関
係
を
一
読
し
て
明
ら
か
に
理
解
し
う
る
よ
う
に
は
論
述

し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
両
者
の
関
係
を
論
理
の
道
筋
か
ら

明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
項
で
は
そ
の
準
備
作
業
と

し
て
、
か
れ
の
道
徳
的
権
利
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と

に
し
よ
う
。
両
者
の
関
係
如
何
と
い
う
問
題
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
は
、
本

項
で
は
一
応
の
見
通
し
を
得
る
に
と
ど
め
、
そ
の
論
理
的
連
聞
に
つ
い
て

は
次
節
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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ド
ゥ
オ

1
キ
ン
は
道
徳
的
権
利
と
は
別
に
、
「
個
人
的
権
利
(
宮
島
4
E・

g-
ユm
Z
)
、
寸
基
本
的
権
利
」
(
苫
ロ
色
白
ヨ
巾
ロ

g
ご
釘
伊
丹
)
と
い
う
語
も
用

い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
三
者
の
権
利
概
念
を
整
理
し
な
が
ら
道
徳
的

権
利
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
か
れ
は
「
個

人
的
権
利
」
を
次
の
よ
う
に
対
功
利
主
義
的
な
権
利
と
し
て
把
握
す
る
。

「
個
人
的
諸
権
利
が
全
体
的
効
用
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
概
念
は
、

正
し
い
か
も
し
れ
な
い
し
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
:
:
:
そ
の
ど
ち

ら
で
あ
る
か
は
、
個
人
的
権
利
の
擁
護
に
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
あ
る
者
が
自
由
に
そ
の
意
見
を
表
明
す
る
権
利
を
有
す
る

と
い
う
こ
と
を
政
治
的
に
レ
レ
ヴ
ア
ン
ト
な
意
味
に
お
い
て
述
べ
た
場

合
、
た
と
え
そ
う
す
る
こ
と
が
一
般
的
利
益
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
も

そ
の
者
は
表
明
す
る
権
原
を
有
す
る

S
2
5
E
)
の
だ
と
い
う
こ
と
を

わ
れ
わ
れ
は
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ

う
に
主
張
し
た
意
味
に
お
い
て
個
人
的
諸
権
利
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る

な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
権
利
を
論
証
す
る
た
め
に
は
、
効
用
を
超

(
幻
)

越
し
た
も
の
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

他
方
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
道
徳
的
権
利
を
対
政
府
的
な
も
の
と
し
て
把
握

す
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
が
あ
る
個
人
を
扱
う
際
に
誤
り
を
犯
し
た
な
ら
、

た
と
え
そ
の
扱
い
が
全
体
利
益
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の

(
お
)

個
人
は
対
政
府
的
な
道
徳
的
権
利
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
に
い
う

と
、
対
政
府
的
権
利
と
は
、
あ
る
個
人
が
何
か
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
場

合
、
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
く
に
せ
よ
、
そ
の
個
人
は
政
府
の
禁
止
に
服

さ
な
い
と
い
う
い
わ
ば
前
国
家
的
な
権
利
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

(
却
)

う
に
し
て
、
か
れ
は
法
に
従
う
一
般
的
義
務
を
否
定
す
る
。
か
れ
は
さ
ら

に
対
政
府
的
権
利
に
説
明
を
加
え
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
対
政
府
的
権
利
と
は
、
た
と
え
多
数
、
派
が
、
多
数
派
に
属
さ
な
い
個

人
が
あ
る
行
動
に
出
る
こ
と
を
誤
り
だ
と
考
え
、
そ
し
て
そ
れ
を
認
め

た
場
合
に
多
数
派
の
境
遇
が
よ
り
劣
悪
に
な
ろ
う
と
も
、
多
数
派
に
属

さ
な
い
個
人
が
そ
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
で
な
け

(
却
)

れ
ば
な
ら
な
い
。
」

そ
う
す
る
と
、
結
局
道
徳
的
権
利
と
個
人
的
権
利
と
は
、
対
功
利
性
、
対

多
数
派
性
と
い
う
点
で
同
じ
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、

政
治
理
論
に
由
来
す
る
抽
象
的
権
利
を
「
道
徳
的
権
利
」
と
呼
び
、
そ
れ

が
諸
個
人
の
権
利
と
し
て
個
別
化
さ
れ
た
局
面
を
把
え
て
「
個
人
的
権
利
」

と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
基
本
的
権
利
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
オ

I
キ
ン

は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
市
民
は
か
れ
ら
の
政
府
に
対
す
る
あ
る
基
本

的
諸
権
利
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
諸
権
利
と
は
、

憲
法
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
道
徳
的
権
利
が
法
的
権
利
の
形
態
を
と
る
よ
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(
出
)

う
に
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

「
言
論
の
自
由
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
基
本
的
と
呼
ぶ
憲
法
的
諸
権
利

は
、
強
い
意
味
に
お
け
る
、
政
府
に
対
す
る
権
利
を
表
す
も
の
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
法
シ
ス
テ
ム
が
、
市
民
の
諸
権
利
を
尊

(
勾
)

重
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
誇
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
J

こ
の
よ
う
に
、
か
れ
は
道
徳
的
権
利
の
中
で
も
憲
法
に
明
記
さ
れ
た
も
の

を
「
基
本
的
権
利
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
基
本
的
権
利
が
「
強
い

意
味
に
お
け
る
権
利
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
そ
の
内

容
は
道
徳
的
権
利
と
同
一
と
い
え
よ
う
。

以
上
か
ら
、
三
つ
の
権
利
概
念
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
関
係
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
種
々
の
局
面
か
ら
成
る

「
権
利
」
の
最
も
根
底
に
「
道
徳
的
権
利
」
を
据
え
、
そ
れ
が
諸
個
人
の

権
利
と
し
て
個
別
化
さ
れ
た
局
面
で
は
「
個
人
的
権
利
」
と
呼
び
、
憲
法

的
権
利
の
形
態
を
と
っ
た
と
き
に
は
「
基
本
的
権
利
」
と
呼
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

以
上
三
つ
の
権
利
は
、
い
ず
れ
も
対
政
府
的
・
対
多
数
派
的
性
格
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
節
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
か
れ
の
法
理

論
が
全
体
と
し
て
功
利
主
義
批
判
を
目
標
と
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当

然
の
論
理
的
要
請
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
被
疑
者
・

被
告
人
の
人
権
保
障
を
厚
く
す
れ
ば
、
真
犯
人
を
逃
が
し
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
り
さ
ら
に
被
害
者
を
増
大
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
功
利
主
義

的
理
由
か
ら
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
人
権
保
障
の
範
囲
を
狭
め
よ
う
と
す

(
お
)

る
考
え
方
を
か
れ
は
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
権
利
と
功
利
が
衝
突
し
た

場
合
に
は
権
利
が
優
先
さ
れ
、
そ
こ
に
は
何
の
例
外
も
許
き
れ
な
い
と
い

う
の
が
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
概
念
の
要
請
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
理
由
で
刑
事
手
続
に
お
け
る
人
権
保
障
に
制
約
を
加
え

る
こ
と
が
容
認
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
か
れ
の
場
合
、
権
利
と
功
利
が
衝

突
し
た
場
合
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
権
利
論
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
権

利
と
権
利
が
衝
突
し
た
場
合
に
裁
判
官
は
ど
の
よ
う
に
判
断
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
オ
!
キ
ン
は
、
権
利
と

権
利
と
が
互
い
に
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
む
し
ろ

当
然
の
こ
と
と
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
裁
判
官
は
衝
突
し
た
諸
権

利
の
重
要
性
を
比
較
し
、
よ
り
重
要
な
権
利
を
保
護
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
あ
る
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
権
利

(
H
A
)
 

概
念
を
何
ら
損
な
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
本
節
最
後
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
内
容
を
有
す

る
道
徳
的
権
利
と
、
前
項
削
で
構
成
モ
デ
ル
か
ら
抽
出
さ
れ
た
「
等
し
い

配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
結
論
的
に
い
う
と
、
両
者
は
同
じ
も
の
と
い
え
よ
う
。
ド
ゥ
オ

l
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キ
ン
は
、
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
を
『
権
利
論
』
の
第
六

章
で
一
応
論
証
し
、
同
書
第
九
章
の
逆
差
別
論
で
は
そ
の
権
利
論
を
再
論

(
お
)(吋巾

E
B
)
す
る
と
し
て
い
る
。
第
九
章
は
、
修
正
一
四
条
の
平
等
保
護
条

項
を
め
ぐ
る
逆
差
別
と
い
う
い
わ
ゆ
る
ハ

l
ド
ケ

l
ス
の
問
題
を
そ
の
内

容
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る

是
正
措
置
(
白
岳
円

g
白昨日〈巾白
2
Zロ
)
に
よ
り
優
遇
さ
れ
る
者
と
、
そ
れ
に

よ
り
逆
差
別
を
受
け
る
者
と
の
両
者
の
権
利
に
検
討
を
加
え
、
ど
ち
ら
を

保
護
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
か
れ
自
身
の
平
等
理
論
に
依
拠
し
て
か
れ

な
り
の
結
論
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
ハ
ー
ド
ケ
ー

ス
に
お
い
て
裁
判
官
が
な
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
こ
と
を
、
か
れ
自
身
が

論
理
上
の
い
わ
ば
模
擬
裁
判
と
し
て
行
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際

に
、
論
理
上
裁
判
官
が
依
拠
す
べ
き
と
し
た
道
徳
的
権
利
と
し
て
の
位
置

を
占
め
て
い
る
の
が
、
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
な
の
で
あ

る。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
由
づ
け
は
、
道
徳
的
権
利
の
内
容
が
「
等
し

い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
で
あ
る
と
断
ず
る
手
が
か
り
の
一
つ
で

し
か
な
い
。
問
題
は
、
な
ぜ
そ
う
い
え
る
の
か
と
い
う
論
理
的
連
闘
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

な
ぜ
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
道
徳
的
権
利
と
い
う
権
利
概
念
を
自
ら
の
権
利
論

の
中
核
に
設
定
し
た
の
か
と
い
う
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
権
利
論
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
考
察
か
ら
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
れ
の
権
利
論
を
支
え
て
い

る
思
想
的
部
分
へ
と
考
察
を
進
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

で
本
節
の
官
頭
で
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
、
法
理
論
は
概
念
的
部
分
と
規
範

的
部
分
と
か
ら
成
り
、
今
日
の
主
流
派
法
理
論
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
法

実
証
主
義
、
後
者
に
つ
い
て
は
功
利
主
義
が
該
た
る
と
し
、
そ
し
て
か
れ

の
ハ

l
ド
ケ

l
ス
理
論
を
中
心
と
す
る
権
利
論
は
、
実
証
主
義
批
判
を
目

的
と
し
た
前
者
の
部
分
に
該
た
る
理
論
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
わ
わ

れ
は
み
た
。
そ
う
す
る
と
、
当
然
か
れ
は
規
範
的
部
分
に
該
た
る
法
理
論

を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
ド
ゥ
オ

i

キ
ン
は
、
そ
れ
に
該
た
る
理
論
と
し
て
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
、
ハ
ー
ド
ケ

i
ス
理
論
を
中
心
と

し
た
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
も
最
も
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
逆
に

い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
論
は
、
か
れ
の
権
利
構
造
論
の
解

明
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
法
哲
学
・
法
解
釈
学
上
の
諸
問
題
に
終
始
し
て
き
た

と
の
印
象
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
な
ぜ
か

れ
が
権
利
構
造
論
に
お
い
て
道
徳
的
権
利
な
る
概
念
を
設
定
し
た
の
か
と

い
う
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
自
身
の
意
図
ゃ
、
そ
う
し
た
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意

北法 37(5・164)770 



義
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
日
本
で
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て

(
初
)

こ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
図
に
つ
き
、
実
証
主
義
批
判
の
た
め
と
一
応
は
答

え
う
る
に
し
て
も
、
や
は
り
な
ぜ
か
れ
は
実
証
主
義
批
判
を
目
標
と
し
た

の
か
ま
で
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
か
れ
が
実
証
主
義
を
批

判
し
た
の
は
、
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
実
証
主
義
法
理
論
に

拠
っ
た
の
で
は
解
決
し
得
な
い
問
題
が
存
す
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

そ
の
問
題
が
な
ぜ
「
問
題
」
な
の
か
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
い
か
な
る
内

容
を
自
ら
の
規
範
的
要
請
と
し
て
い
る
の
か
を
解
明
し
な
け
れ
ば
、
理
解

で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
規
範
的
要
請
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
権
利
を
設
け
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
権
利
論
の
規
範
的
部
分
を
な
す
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
へ
と
考
察
を
進
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ドゥオーキン権利論の社会哲学

(
l
)
 

(2) 

(3) 

(
4
)
 

(5) 

(6) 

(
7
)
 

注、H
，H
N
ω

山口可
O
仏ロ

nz。
ロ
匂
-

M
内
出

目

σ一
円
四
・
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・

-
H

-σ
日仏・

U
-
M
ロ

5-a・同】・∞
H

a

a

出
血
丘

(uggヱ
邦
訳
九
七
頁

5
5・匂・

2

邦
訳
一
O
二
頁
、
深
田
、
前
掲
書
一
二
四
頁

5
5・℃・
5
・
邦
訳
一
一
五
頁

5
E
-
u・
5
H
邦
訳
一
二
四
頁

(
8
)
5
5・℃匂・
5
品
印
邦
訳
二
二
O
|
一
頁

(
9
)
F
E
-
H
6・
8
H
邦
訳
一
一
O
l
二
頁

(
凶
)
号
広
・
℃
・
∞
叶
邦
訳
一
O
五
|
六
頁
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
の
「
権
利
テ
ー
ゼ
」
は
、
裁
判
官
の
現
実
の
決
定
方
法
を
説

明
す
る
記
述
的
側
面
と
、
そ
の
決
定
方
法
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か

を
説
明
す
る
規
範
的
側
面
と
い
う
こ
つ
の
側
面
を
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

(
日
)
〉
昌
司
自
】
匂
・
ω
N
∞
申

(ロ
)
S
E・匂
-Eω

(
日
)
吋
河

ω
匂
-Ng
こ
の
よ
う
に
、
「
真
」
、
「
偽
」
は
、
両
当
事
者
が

主
張
を
闘
わ
せ
る
な
か
で
、
裁
判
官
が
そ
れ
ら
を
政
治
道
徳
に
ま

で
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、

理
論
知
と
い
う
よ
り
は
実
践
知
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
ま
た
絶

対
的
と
い
う
よ
り
は
相
対
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

(
M
)

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
こ
の
理
論
の
若
干
紛
ら
わ
し
い
点
に
つ
き
筆

者
な
り
の
補
足
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
(
日
)
で
引
用
し
た
箇
所

で
は
、
両
当
事
者
の
主
張
の
う
ち
背
景
的
政
治
道
徳
の
理
論
に
そ

の
主
張
が
最
も
よ
く

(σgC合
致
す
る
方
を
裁
判
官
は
勝
た
せ
る

べ
き
と
し
て
最
上
級
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

(
日
)
、
(
日
)
で
引
用
し
た
箇
所
で
は
、
政
治
理
論
に
よ
り

(
5
2巾
)

整
合
的
な
主
張
を
な
し
た
当
事
者
を
勝
た
せ
る
べ
き
と
し
て
、
比

較
級
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
最
上
級
表
現
の
場
合
、
も
し
裁
判

官
が
両
当
事
者
の
主
張
を
審
査
し
て
、
も
ち
ろ
ん
優
劣
の
差
は
あ

北法 37(5・165)771 
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る
に
し
て
も
、
そ
の
優
れ
て
い
る
方
と
い
え
ど
も

σ
g丹
に
政
治
道

徳
的
根
拠
づ
け
に
な
っ
て
い
な
い
な
ら
、
唯
一
の
正
し
い
答
え
が

あ
る
と
は
限
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
比
較
級
表

現
の
場
合
な
ら
、
必
ず
唯
一
の
正
し
い
答
え
を
発
見
す
る
こ
と
が

保
証
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
一
言
葉
を
厳
格
に
解
釈
す
る
と
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
論
述
は
両
義
性
を
帯
び
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
か

れ
は
後
者
の
表
現
の
方
を
真
意
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
ま
ず
裁
判
官
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
ケ

l
ス
を
政

治
道
徳
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
考
察
し
、
宮
田
仲
な
理
論
を
構
想
し
、

次
に
両
当
事
者
の
主
張
の
う
ち
ど
ち
ら
が

σ巾
3
2
に
そ
の
理
論

に
適
合
す
る
か
を
決
定
す
る
|
こ
の
よ
う
な
基
本
構
図
が
全
体
に

貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
(
日
)
の
箇
所
で
も
、

σ
巾
a
p
m
o弓

に
合
致
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
か
か
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
論
拠
は
、
互
角
判
決

(昨日巾』

E
m巾
5
2件
)
に
つ
い
て
か
れ
の
説
明
で
あ
る
。
互
角
判
決

と
は
、
相
対
立
す
る
両
当
事
者
の
主
張
の
双
方
共
に
真
と
は
判
断

で
き
な
い
判
決
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
決
で
あ
っ
て
も
、

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
ラ
イ
ト
ア
ン
サ

l
テ
l
ゼ
の
例
外
を
な
す
も
の

で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
と
は
、
両
当
事
者
が
一
つ

の
ス
ケ
ー
ル
に
沿
っ
て
両
端
か
ら
い
わ
ば
綱
引
き
の
よ
う
に
主

張
二
斗
証
し
て
引
っ
張
り
合
う
も
の
で
あ
り
、
立
証
す
る
力
H
網

を
引
く
力
が
強
く
、
綱
の
中
心
点
を
自
ら
の
サ
イ
ド
に
持
ち
込
ん

だ
方
を
裁
判
官
は
勝
訴
さ
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
互
角
判
決
と
は
、

双
方
の
綱
を
引
く
力
が
同
等
な
結
果
、
綱
の
中
心
点
と
ス
ケ
ー
ル

の
中
心
点
と
が
一
致
し
た
場
合
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
消
極
的

な
判
断
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
よ
斗
河

ω
匂-
M
缶
こ
の
点
の

理
解
に
つ
き
、
深
田
、
前
掲
書
一
五
六

l
七
頁
の
説
明
が
有
益
で

あ
っ
た
。
)
互
角
判
決
で
あ
っ
て
も
、
原
告
勝
訴
、
被
告
勝
訴
と
全

く
同
じ
性
質
の
積
極
的
判
断
で
あ
る
と
す
る
以
上
の
説
明
は
、
結

局
訴
訟
に
お
い
て
両
当
事
者
の
ど
ち
ら
を
勝
た
せ
る
べ
き
か
は
、

両
当
事
者
の
主
張
・
立
証
能
力
の
問
題
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
相

対
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
か
に
よ
り
決
定
す
べ
き
と
い
う
構
造
を
よ

く
示
し
て
い
る
。
そ
の
勝
訴
さ
せ
る
べ
き
当
事
者
の
主
張
で
あ
っ

て
も
、
し
た
が
っ
て

σ
巾
凹
円
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

互
角
判
決
の
理
論
は
、
ラ
イ
ト
ア
ン
サ
l
テ
l
ゼ
の
理
論
を
っ
き

つ
め
た
結
果
の
、
い
わ
ば
理
論
的
想
定
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
法
制
度
が
複
雑
に
発
展
し
た
今
日
、
実
際
に
は
ほ

と
ん
ど
起
こ
り
得
な
い
と
か
れ
は
考
え
て
い
る
。
(
〉
冨
M
U
刃向

y
H
S

l
叶
)
。

(
日
)
〉
宮
司
匂
・

5
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
こ
の
〉
宮
司
所
収
の
な
可
。

]E'

g
こ
E
m
g
宮
内
ご
Z
m
z
r
o同

E
4
1の
論
文
の
中
で
、
「
法
の

支
配
」
の
概
念
に
つ
い
て

E
Z・σ
g
w
吾

g
弓
(
規
則
集
的
概
念
)

と
ユ

mz-ngn昌
広
。
ロ
(
権
利
論
的
概
念
)
の
二
つ
が
あ
る
と
す

る
。
か
れ
が
、
市
民
は
対
政
府
的
な
政
治
道
徳
的
権
利
を
有
す
る

と
す
る
後
者
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

引
用
の
箇
所
は
、
規
則
集
的
概
念
に
立
っ
た
場
合
に
は
そ
れ
に
か
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か
れ
て
い
な
い
ケ

l
ス
に
出
く
わ
す
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、

結
局
は
権
利
論
的
概
念
に
拠
っ
て
決
定
を
下
す
し
か
な
い
と
し
て
、

規
則
集
約
概
念
を
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
凶
)
、
吋
河

ω
℃
・
戸
山
邦
訳
一
四
三
頁

(げ

)
5
5・
nz・
∞
邦
訳
一
九
七
頁
以
下

(
刊
日

)
F
E・℃・
5
0
邦
訳
一
一
一
一
頁

(日

)
g
E・匂
-HS
邦
訳
二
一
O
頁

(却

)
F
E・同省・

Ha--∞
邦
訳
一
一
一
O
|
二
二
頁
の
理
論
の
要
約
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
客
観
的
な
道
徳
原
理
が
存

在
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
な
く
そ
れ
を
論
ず
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
道
徳
的
懐
疑
主
義
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と

し
、
ま
た
一
つ
の
首
尾
一
貫
し
た
正
義
の
理
論
を
構
築
し
う
る
と

し
て
相
対
主
義
を
や
は
り
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

(
幻
)
以
上
号
広
・
目
当

-HSJHa
邦
訳
二
二
二
|
二
三
三
頁
の
内
容

の
要
約

(幻

)
g
E
-
H
M
-
Hコ
邦
訳
二
三
四
頁

(
お
)
河
問
委

-
p
d
M
3
p
g
ミ
ミ
HHahpリ
ヘ
出
血
4
田丘

C
E
4巾
吋
回
一
円
可

官
巾
回
目

L由

a・
問
者

-H81吋
こ
の
理
論
構
成
で
ロ

l
ル
ズ
が
確
保
す

る
こ
と
を
狙
っ
た
公
正
さ
と
は
、
単
に
手
続
き
に
お
け
る
公
正
さ

の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
階
層
の
利
益
に
な
る

よ
う
な
正
義
の
原
理
が
選
択
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
契
約
の

結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
正
義
の
二
原
理
の
内
容
の
公
正
さ
に
ま
で

及
ぶ
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

邦
訳
二
三
四
l
九
頁
の
内
容
の
要

(
叫
)
以
上
司
河
∞
U
H
Y
H

コ
H

∞H

約

(
お
)
号
広
・
℃
・

5
0
邦
訳
二
三
八
頁

(部

)
5
E
-
u・
5
H
邦
訳
二
三
九
頁
た
だ
し
、
本
稿
三
山
に
お
い
て

論
ず
る
が
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
こ
の
よ
う
な
「
等
し
い
配
慮
と
尊

敬
を
受
け
る
権
利
」
の
導
出
方
法
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
と
の
関

係
で
問
題
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

(幻

)
5
5・
u-N吋
H

(お

)
E
E・℃

-zu
邦
訳
一
八
O
頁
ま
た
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
こ
の

よ
う
な
対
政
府
的
権
利
は
明
示
的
に
立
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
権

利
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
政
治
的
な
切
り
札
L

で
あ
る
と

も
表
現
し
て
い
る
(
吋
岡
山
ω
宮
可
。
匂
・
と
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
マ

コ
l
ミ
ツ
ク
と
の
論
争
が
あ
る
。
後
出
三

ωで
検
討
す
る
予
定
で

あ
る
。

(却

)
5
5・匂
-
E
N
邦
訳
二
五
五
六
頁

(
却
)
号
広
・
℃

-H2
邦
訳
二
五
八
頁

(
M
M
)
F
E
-
u・
5
0
邦
訳
二
五
三
頁
本
文
に
引
用
し
た
箇
所
に
続
い

て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
「
強
い
意
味
」
に
お
け
る
権
利
だ
と
し
て

い
る
。
こ
の
点
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
深
田
「
現
代
権
利
論
の
一

考
察
」
(
法
哲
学
会
一
九
八
四
年
度
年
報
『
権
利
論
』
)
一
一
一
一
一
|

五
頁
が
有
益
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
強
い
意
味
に
お
け
る
権

利
と
は
、
緊
急
の
政
策
お
よ
び
他
の
諸
権
利
に
は
従
属
す
る
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
体
的
目
標
一
般
に
は
従
属
し
な
い
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研究ノード

権
利
の
こ
と
で
あ
る
。

(犯

)
5
5・
HM-EH
邦
訳
二
五
四
頁

(お

)
5
5・℃
-NS
邦
訳
二
七
一
二
頁

(
制
)
寄
目
。
・
匂

-
H
E
邦
訳
二
五
七
頁
対
立
し
て
い
る
権
利
の
う
ち
ど

ち
ら
が
よ
り
重
要
か
は
、
お
そ
ら
く
よ
り
政
治
道
徳
上
の
要
請
の

強
い
の
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
基
準
に
従
っ
て
決
定
す
べ
き
も
の
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
問

題
も
権
利
テ

l
ゼ
の
理
論
的
枠
組
の
内
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
な
る
。

(お

)
5
E
-
E可
。
・
匂

-
H
E

(
お
)
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
道
徳
的
権
利
を
設
け
た
意
図
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
た
論
文
は
、
そ
れ
を
外
的
選
好
の
排
除
の
た
め
と
論
ず
る
、

小
谷
野
「
現
代
人
権
論
の
一
考
察
人
権
理
論
を
め
ぐ
る
H
-
L
・

A
-
ハ
l
卜
と

R
・
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
論
争
を
中
心
に
」
(
井
上
還

暦
記
念
『
現
代
の
法
哲
学
』
所
収
)
に
限
ら
れ
ょ
う
か
。
筆
者
も

後
出
ニ

ωで
論
ず
る
と
お
り
、
同
様
に
解
す
る
。
ま
た
、
社
会
哲

学
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
塩
野
谷
、
前
掲
書
に
お
い
て
重
厚
な
検

討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
同
書
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
を
中
心
に

論
が
進
め
ら
れ
て
い
て
、
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
と
ノ
ヂ
ツ
ク
と
が
比
較

検
討
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
た
め
、
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
権
利

論
の
具
体
的
内
容
と
の
関
連
と
い
う
点
で
は
必
ず
し
も
詳
し
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
権
利
論
の
社
会

哲
学
的
意
義
を
、
権
利
論
の
内
在
的
問
題
点
か
ら
探
っ
て
ゆ
こ
う

と
す
る
の
が
、
本
稿
の
問
題
意
識
な
の
で
あ
る
。
次
節
で
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
そ
の
た
め
の

準
備
作
業
と
し
て
の
意
味
も
併
せ
持
つ
の
で
あ
る
。

一、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論

(1) 

平
等
の
自
由
主
義
的
概
念

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
政
治
思
想
は
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
か
れ
の
い
う
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
ど

の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
ま
ず
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
一
般
的
理
解
を
批

判
す
る
。
そ
の
一
般
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
「
平
等
L

、
「
自
由
」
と
い
う
こ
つ

の
政
治
的
理
想
は
互
い
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
保

守
主
義
と
の
相
違
点
は
、
前
者
が
よ
り
平
等
を
重
ん
じ
る
の
に
対
し
て
後

者
は
よ
り
自
由
を
重
ん
じ
る
点
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
理
解
に
対
す
る
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
批
判
は
、
「
自
由
」
を
量

的
概
念
と
し
て
把
え
て
い
る
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
自
由
を
よ
り
重
ん

ず
る
と
さ
れ
て
い
る
保
守
主
義
で
あ
っ
て
も
、
自
由
に
対
す
る
制
約
を
認

め
て
い
る
例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
通
り
の
自
家
用
車
の
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自
由
走
行
の
禁
止
措
置
に
つ
い
て
は
保
守
主
義
者
で
さ
え
も
正
当
な
も
の

と
し
て
認
め
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
決
し
て
政
治
的
言
論
の
自
由
の

禁
止
よ
り
も
「
自
由
L

の
制
約
量
が
少
な
い
と
い
う
理
由
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
は
な
い
。
こ
の
例
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
旦
一
星
的
概
念
と
し
て
自
由

を
よ
り
重
視
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
で
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
保
守

主
義
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
論
ず
る
の

で
あ
る
。
で
は
、
も
う
一
方
の
理
念
で
あ
る
「
平
等
」
に
基
づ
く
両
者
の

区
別
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
、
保
守
主
義
は
自
由
を
平
等
に
優

先
さ
せ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
保
守
主
義
が
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
フ
ル
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
見

解
が
妥
当
す
る
の
は
経
済
的
論
点
に
限
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
他
の
論
点
に

お
い
て
は
、
保
守
主
義
が
平
等
を
重
視
し
て
い
る
場
合
が
多
々
存
す
る
。

例
え
ば
、
保
守
主
義
を
主
張
す
る
ほ
と
ん
ど
の
論
者
は
、
チ
ャ
ン
ス
の
平

等
の
実
現
こ
そ
保
守
主
義
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
う
す

る
と
、
以
上
の
よ
う
に
自
由
と
平
等
と
を
相
互
に
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係

に
立
つ
量
的
概
念
と
把
え
た
う
え
で
、
保
守
主
義
は
自
由
を
重
視
し
、
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
平
等
を
重
視
す
る
と
い
う
枠
組
を
構
成
す
る
通
説
的
理
解

に
基
づ
い
た
の
で
は
、
両
者
の
立
場
を
正
確
に
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
自
由
と
平
等
と
に
新
た
な
概
念
を

付
与
す
る
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
平
等
に
関
し
て
、
基
本
的
平
等
と
派
生
的
平
等
と

を
区
別
す
る
。
基
本
的
平
等
は
、
あ
ら
ゆ
る
者
が
等
し
い
者
と
し
て
、
等

し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
く
べ
き
者
と
し
て
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
を
要

請
す
る
。
他
方
、
派
生
的
平
等
は
、
資
源
や
機
会
の
配
分
に
お
い
て
各
人

の
所
有
分
が
等
し
く
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
洪
水

に
よ
り
被
害
の
生
じ
た
人
口
の
同
じ
二
つ
の
地
域
が
あ
る
と
し
た
場
合
、

基
本
的
平
等
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
被
害
の
大
き
さ
に
応
じ
て
復
旧
の
た
め

の
資
源
を
配
分
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
被
害
の
よ
り
大
き
か

っ
た
地
域
に
は
、
他
の
地
域
と
等
し
く
扱
わ
れ
る
た
め
に
は
、
よ
り
多
く

の
資
源
が
割
り
当
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
派
生
的
平
等
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
被
害
の
大
き
さ
に
関
係
な
く
同
じ

(
1
)
 

資
源
を
配
分
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
一
つ
の
地
域
の
被
害
が
同
じ
大
き
き
で

あ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
原
理
に
よ
っ
て
も
配
分
は
同
量
ず
つ
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
時
に
は
二
つ
の
平
等
原
理
は
、
一
つ
の
問
い
に

同
一
の
答
え
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
両
者
は
根
本
的
に
は
異
な
っ
た

原
理
な
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
政
府
は
そ
の
二
つ
の
う
ち
の
基

本
的
平
等
の
原
理
に
従
っ
て
市
民
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
理
念
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ

ヲ
匂
。

「
政
府
が
市
民
を
等
し
い
者
と
し
て
扱
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
は

北法 37(5・169)775 



研究ノート

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
政
府

が
そ
の
国
の
市
民
全
員
を
自
由
で
独
立
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
等

し
い
尊
厳
を
も
っ
て
扱
う
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

か
と
い
う
質
問
と
同
じ
こ
と
を
問
う
て
い
る
と
私
は
お
も
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
以
来
、
こ
の
間
い
は
政
治
理
論
の
中
心

(2) 

で
あ
り
続
け
て
き
た
。
」

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
平
等
概
念
を
、
「
平
等
の
自
由
主

(
3
)
 

義
的
概
念
」

(-eq色
n
oロ
n
m℃昨日。ロ。

Z
A
E一
宮
山
可
)
と
呼
ぶ
。
か
れ
は
、

こ
の
「
平
等
の
自
由
主
義
的
概
念
」
こ
そ
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
中
枢
だ
と

(4) 

す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
自
由
の
中
核
に
平
等
を

据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
今
日
ま
で
の
政
治
哲
学
の
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た

自
由
と
平
等
と
の
対
立
・
調
整
の
問
題
を
、
原
理
的
に
解
消
す
る
こ
と
を

(
5
)
 

試
み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
そ
の
も
の
の
概
念
も
、
一
般
的

に
い
わ
れ
て
い
る
そ
れ
と
は
別
の
内
容
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
自
由
の
概
念
を
ニ
つ
に
分
類
す
る
。
第
一
の
概
念
は
、

自
ら
の
望
ん
だ
こ
と
を
す
る
際
の
社
会
的
・
法
的
制
約
か
ら
の
自
由
で
あ

り
、
か
れ
は
こ
れ
を
「
資
格
と
し
て
の
自
由
」
(
]
号

q
q
g
Z
2
5巾
)
と

呼
ぶ
。
第
二
の
そ
れ
は
、
他
人
に
従
属
し
な
い
、
独
立
で
平
等
な
地
位
と

し
て
の
自
由
で
あ
り
、
か
れ
は
こ
れ
を
「
独
立
と
し
て
の
自
由
L

2
号
巾
『
守

宮
山
口
仏

3
2
a
mロ
円
巾
)
と
呼
ぶ
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
い
う
自
由
と
は
、
独
立

と
し
て
の
自
由
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
独
立
と
し
て
の
自
由

で
あ
る
「
人
格
の
独
立
性
は
、
資
格
や
無
政
府
状
態
か
ら
区
別
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
公
正
な
社
会

C
C
2
8
n
-
2
1
に
特
有
で
明
白
な
条

(7) 

件
と
し
て
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
平
等
の
自
由
主
義
的
概
念
を
そ
の
中
枢
に
据
え
る
ド
ゥ

オ
l
キ
ン
流
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
人
間
の
独
立
、
尊
厳
の
実
現
を
目
的

と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
論
理
構
成
を
と
っ
た

意
義
は
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
、
以
上
に
み
て
き
た
か
れ
の

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
実
現
を
可
能
と
す
る
社
会
制
度
如
何
に
つ
い
て
考
察
を

進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

(2) 

正
義
論
・
制
度
論

前
項
で
考
察
し
た
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
市
場
経
済
と

代
表
民
主
制
と
い
う
わ
れ
わ
れ
に
最
も
な
じ
み
の
深
い
二
つ
の
制
度
の
下

で
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
由
企
業
体
制
、
す
な
わ
ち
市
場
経
済
は
、
実
際
に
は
諸
々
の
反
平
等

主
義
的
帰
結
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
認
め
て
い
る

が
、
市
場
経
済
体
制
を
全
面
的
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

一
方
で
か
れ
は
あ
る
財
が
市
場
価
格
よ
り
安
く
売
ら
れ
る
と
、
そ
の
財
を
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購
入
し
た
者
は
、
(
そ
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
高
価
に
な
っ
た
)
他
の
財
の

購
入
者
の
犠
牲
の
上
に
得
を
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
配
分

方
法
で
は
平
等
は
実
現
さ
れ
な
い
と
す
る
。
し
か
し
他
方
で
か
れ
は
、
市

場
経
済
が
平
等
を
実
現
す
べ
く
機
能
す
る
た
め
に
は
、
選
好
の
み
が
諸
個

人
間
で
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
能
力
の
大
き
な
違
い
や
そ
の
他
境

遇
の
運
・
不
運
の
差
異
が
存
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
も
た
ら

さ
れ
る
不
平
等
は
、
平
等
の
自
由
主
義
的
概
念
に
よ
れ
ば
許
容
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
そ

の
実
現
の
た
め
に
再
分
配
制
度
を
設
け
て
こ
の
不
平
等
の
是
正
に
取
り
組

む
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
市
場
機
構
の
生
み
出
す

諸
々
の
差
異
の
う
ち
、
コ
ス
ト
の
違
い
に
よ
る
差
異
は
そ
の
ま
ま
維
持
し
、

能
力
の
違
い
に
よ
る
差
異
は
再
分
配
機
構
に
よ
り
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら

(
8
)
 

な
い
。
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
市
場
的
配
分
は
、
当
初
か
ら
備
わ
っ
た
有
利
さ
や
運
・
不
運
、
生
得

の
能
力
な
ど
の
種
々
の
相
違
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
あ
る
人
々
が
得
た
で

あ
ろ
う
諸
資
源
の
配
分
の
さ
れ
方
へ
と
そ
の
人
々
を
近
づ
け
る
た
め
に
、

(9) 

矯
正
さ
れ
な
け
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

「
自
由
主
義
者
は
、
所
得
再
分
配
や
伝
統
的
な
相
続
税
に
よ
る
財
政

的
基
盤
に
基
づ
く
福
祉
権
(
当
巳

P
R
ユm
Z曲
)
制
度
に
お
い
て
、
最
良

(
日
)

の
答
え
を
見
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
L

現
実
的
に
は
、
以
上
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
経
済
体
制
は
再
分
配
機
構
を

内
在
さ
せ
た
資
本
主
義
か
制
限
的
な
社
会
主
義
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
い

(U) 

わ
ゆ
る
混
合
経
済
体
制
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
自
ら
の
正
義
論
を
こ
の
論
理
的
脈
絡
の
中
で
展
開

す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
自
由
主
義
者
が
市
場
の
欠
点
を
見
い
出
す
の
は
、
主
に
、
そ
れ
が
才

能
の
違
い
と
い
う
・
道
徳
的
に
は
問
題
と
な
ら
な
い
差
異
が
配
分
に
影

響
す
る
の
を
可
能
と
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
市
場
が

『
才
能
』
と
判
断
す
る
と
こ
ろ
の
才
能
を
よ
り
少
な
く
し
か
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
い
人
は
、
正
義
の
名
に
お
い
で
あ
る
形
態
の
再
分
配
を
請
求

(ロ)

す
る
権
利
を
有
す
る
、
と
自
由
主
義
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
」

と
し
て
、
正
義
と
は
、
等
し
い
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
に
必
要
と
な
る

と
こ
ろ
を
権
利
と
し
て
請
求
し
う
る
こ
と
、
と
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
定
義
づ

げ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
か
れ
の
主
張
す
る
正
義
と
は
、
ほ
ぼ
こ

れ
ま
で
の
法
哲
学
・
社
会
哲
学
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
社
会
正
義
、

あ
る
い
は
配
分
的
正
義
に
該
た
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
権
利
を
中
心
に

そ
の
論
理
構
成
を
し
、
し
た
が
っ
て
、
政
治
・
経
済
の
領
域
に
解
消
す
る

の
で
は
な
く
、
法
に
固
有
の
問
題
と
し
て
正
義
を
扱
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ド

ウ
オ

l
キ
ン
の
正
義
論
の
独
創
性
が
存
す
る
と
指
摘
し
得
る
と
思
う
。
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と
こ
ろ
で
、
あ
る
者
の
現
在
の
経
済
的
地
位
の
ど
の
部
分
ま
で
が
道
徳

的
に
問
題
と
な
ら
な
い
事
由
に
由
来
し
、
結
果
の
差
異
の
う
ち
ど
こ
ま
で

が
道
徳
的
に
是
認
さ
れ
る
の
か
を
明
確
に
識
別
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
不

可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
可
能
だ
と
し
て
も
、
そ
の
識
別
に
完
全
に
適
合
し

た
税
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
こ
と
は
や
は
り
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
自
身
が
認
め
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
今
日
多
様
な

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
存
す
る
混
合
経
済
体
制
の
内
、
ど
れ
を
か
れ
の
い
う

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
採
用
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
先
に
み
た
不
可
能
性
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
制
度
論
と
し
て
は

非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
か

れ
は
明
示
的
・
積
極
的
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
ド
ゥ
オ

i

キ
ン
の
論
述
に
よ
る
と
、
複
数
の
選
択
的
な
制
度
が
考
え
ら
れ
れ
ば
、
そ

の
内
で
ど
れ
が
最
も
か
れ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
想
に
近
い
か
を
相
対
的

に
比
較
決
定
し
て
採
用
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
決
定
も
決

し
て
永
久
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
度
あ
る
制
度
が
導
入
さ
れ
た
後
で
も
、

決
定
に
際
し
て
考
慮
す
べ
き
新
し
い
証
拠
が
提
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
都
度

(ロ)

再
考
し
て
新
た
な
決
定
を
下
せ
ば
よ
い
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
定

方
法
に
つ
い
て
論
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
自
身
そ
の
選
択
的
な
制
度

の
具
体
案
に
つ
い
て
は
何
も
論
じ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
、

制
度
論
の
関
連
に
お
い
て
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
正
義
論
は
消
極
的
性
格
を
有

す
る
と
の
評
価
も
可
能
と
す
る
向
き
が
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
妥
当
な
解
釈

と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
が
具
体
的
な
政

治
・
経
済
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
詳
論
し
な
か
っ
た
の
は
、
政
治
・
経
済

と
は
異
な
る
「
法
」
と
い
う
第
三
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
正
義
論
を
展
開

し
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
む

し
ろ
、
独
創
的
な
正
義
論
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
詳
し
く
は
、
次
節
で
検
討
し
た
い
。

以
上
が
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
市
場
経
済
論
と
正
義
論
の
素
描
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
か
れ
は
政
治
制
度
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
か
れ
は
こ
の
問
題
を
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
採
用
し
て
い
る
代

表
民
主
制
は
、
平
等
の
自
由
主
義
概
念
を
そ
の
中
枢
に
持
つ
か
れ
独
自
の

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
、
政
治
的
局
面
に
お
い
て
実
現
し
う
る
か
否
か
、
と
い

う
形
に
論
点
を
絞
っ
て
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
確
か

に
代
表
民
主
制
は
、
個
人
と
し
て
尊
敬
と
配
慮
を
受
け
る
各
人
の
権
利
を

実
効
あ
ら
し
め
う
る
と
い
う
理
由
か
ら
理
論
的
に
は
一
般
的
に
正
当
化
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
実
際
に
は
、
多
数
決
に
基
づ
い
た
多
数

派
の
決
定
は
、
平
等
の
自
由
主
義
的
概
念
が
そ
の
実
現
を
要
求
す
る
各
個

(
日
)

人
の
権
利
を
し
ば
し
ば
侵
害
し
て
き
た
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
一
体
、
い

か
な
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

代
表
民
主
制
に
お
け
る
投
票
は
、
投
票
す
る
個
人
の
選
好
を
表
現
す
る
。
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ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
選
好
を
、
個
人
的
選
好

(
U
R
g
E】
買
え

2
3
2
)
と

外
的
選
好
(
巾
凶

Z
E巳
匂

z
r
B
R巾
)
の
二
つ
に
分
類
す
る
。
個
人
的
選

好
と
は
、
自
分
の
人
生
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
あ
る
個
人
の
選

好
で
あ
り
、
外
的
選
好
と
は
、
他
人
の
人
生
が
ど
う
で
あ
る
べ
き
か
、
そ

し
て
そ
の
他
人
と
自
分
達
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
べ
き
か
に
つ
い

て
の
人
々
の
選
好
の
こ
と
で
あ
匂
定
義
上
こ
の
二
つ
の
選
好
は
裁
然
と

区
別
さ
れ
る
が
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
あ
る
投
票
に
際
し
て
個
人
的
選
好

と
外
的
選
好
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
。
外
的
選
好
の
充
足
が
そ
の
個
人
の
満
足
に
つ
な
が
り
、
結
局
こ
の
よ

う
に
し
て
外
的
選
好
が
個
人
的
選
好
化
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
多
数
派
が
少
数
派
に
対
す
る
あ
る
偏
見
を
有
し
て
い
る
場
合
に
あ
る

投
票
が
な
さ
れ
る
と
、
多
数
派
の
投
票
は
、
自
ら
の
選
好
の
表
示
と
し
て

機
能
す
る
ほ
か
、
少
数
派
の
主
張
の
無
視
と
し
て
も
機
能
し
、
結
局
そ
の

投
票
は
二
四
重
複
し
て
数
え
ら
れ
た
こ
と
(
己
O
C
E
m
-
n
o
ロ
ロ
江
口
問
)
に
な
る

の
で
あ
る
。
議
会
を
構
成
す
る
代
議
士
は
、
有
権
者
に
よ
る
選
挙
を
通
し

て
選
出
さ
れ
る
以
上
、
多
数
派
の
外
的
選
好
を
無
視
す
る
と
、
そ
の
政
治

家
生
命
を
断
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
代
表
民
主
制
に
お
け

る
決
定
に
は
、
結
局
多
数
派
の
外
的
選
好
が
貫
徹
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
の
実
現
を
そ
の
究
極

の
内
容
と
す
る
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
多
数
派
の
外
的
選

好
の
貫
徹
に
よ
る
少
数
派
の
無
視
と
い
う
難
点
を
原
理
的
に
内
在
化
さ
せ

て
い
る
代
表
民
主
制
に
基
づ
い
た
の
で
は
、
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

(3) 

「
道
徳
的
権
利
」
措
定
の
意
味

以
上
の
よ
う
に
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
自
ら
の
構
想
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
は
市
場
経
済
と
代
表
民
主
制
と
い
う
二
つ
の
制
度
の
下
で
は
実
現
さ
れ

な
い
と
結
論
づ
け
る
。
そ
の
理
由
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
ハ
ン
デ
ィ
・
キ
ャ

ッ
プ
な
ど
に
よ
り
た
ま
た
ま
「
少
数
派
」
と
い
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
属
す

る
人
々
は
、
自
ら
の
選
択
の
全
く
及
ば
な
い
事
由
に
よ
り
、
種
々
の
不
利

益
扱
い
を
受
け
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
法
理
論
全
体
を

貫
く
問
題
意
識
の
原
点
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
不
利
益
扱
い
を
是
正
す

る
た
め
の
法
理
論
の
構
築
こ
そ
が
、
か
れ
の
究
極
の
目
標
な
の
で
あ
る
。

多
少
長
く
な
る
が
、
か
れ
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

9nj
 

「
一
般
的
記
述
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
民
主
制
に
お
い
て
は
、
能
力
7

q
J
 

(
句
。
者
巾
吋
)
は
人
々
の
手
中
に
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
な
く
真
で
あ
る
。
口

し
か
し
、
い
か
な
る
民
主
制
も
、
政
治
的
能
力
の
平
等
を
提
供
す
る
も
印
刷

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。
多
く
の
市
民
が
、
種
々
幻

の
理
由
か
ら
〔
事
実
上
筆
者
〕
市
民
権
を
ほ
ぽ
完
全
に
剥
奪
さ
れ
て
枕
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い
る
。
大
企
業
の
経
済
的
能
力
は
、
そ
の
経
営
者
に
特
別
な
政
治
的
能

力
を
保
障
す
る
。
労
働
組
合
や
職
能
団
体
の
よ
う
な
利
益
団
体
は
、
や

は
り
特
別
な
能
力
を
持
っ
た
役
員

Z
B
B円
)
を
選
出
す
る
。
固
定
化

さ
れ
た
窓
口
門

R
R
Z
g
少
数
派
の
メ
ン
バ
ー
は
、
個
人
個
人
と
し
て

は
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
よ
り
能
力
の
あ
る
他
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い

る
個
人
よ
り
も
、
少
な
い
能
力
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
民
主
制
の
平
等

主
義
的
性
格
に
照
ら
し
て
の
こ
れ
ら
の
欠
点
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
あ
る
部
分
矯
正
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
」

「
そ
れ
故
、
自
由
主
義
者
は
市
民
的
諸
権
利
の
制
度
を
必
要
と
す
る
。

そ
の
諸
権
利
と
は
、
潜
在
的
に

F
E
R
a
g
ε
、
)
強
い
外
的
選
好
を
反

映
し
が
ち
な
政
治
的
諸
決
定
の
問
題
に
裁
定
を
下
し
、
多
数
派
的
政
治

的
諸
制
度
か
ら
す
っ
か
り
外
的
選
好
を
反
映
し
た
決
定
を
除
去
す
る
効

力
を
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

「
そ
こ
で
、
明
確
な
平
等
主
義
的
理
由
か
ら
、

経
済
的
市
場
機
構
と
政

治
的
民
主
制
の
下
に
連
れ
出
さ
れ
た
自
由
主
義
者
は
、
個
人
的
諸
権
利

と
い
う
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
た
種
類
の
制
度
を
設
け
て
付
け
加
え
な
い

限
り
、
こ
の
二
つ
の
制
度
は
不
平
等
な
諸
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う

こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
権
利
は
、
諸
個
人
に
よ
っ
て

行
使
さ
れ
る
切
り
札
と
し
て
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。
・
・
・
こ
れ
ら
の
権

利
の
究
極
的
な
正
当
化
は
、
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
擁
護
す
る
た
め
に

(

川

町

)

そ
れ
ら
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

「
も
し
〔
少
数
派
の
〕
諸
権
利
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
な
ら
、

こ
れ
ら
の
諸
権
利
は
、
議
会
に
よ
っ
て
実
効
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
こ
と

が
な
く
ま
た
将
来
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
効
性
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
・
・
・
も
し
裁
判
所
が
個
人
的
諸

権
利
の
保
護
を
自
ら
の
特
別
な
責
任
と
し
て
引
き
受
け
た
な
ら
、
少
数

派
は
、
裁
判
所
が
実
際
に
か
れ
ら
に
と
っ
て
利
用
可
能
で
あ
る
程
度
ま

で
、
そ
し
て
か
れ
ら
の
諸
権
利
に
関
す
る
裁
判
所
の
決
定
が
実
際
に
健

全
で
あ
る
程
度
に
ま
で
、
政
治
的
能
力
に
お
い
て
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
あ
る
。
少
数
派
が
こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
得
る
能
力
は
・

.

.
 

立
法
的
諸
決
定
に
対
す
る
司
法
審
査
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
下
で
、
最
大

(
加
)

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
な
ぜ
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
そ
の
法
理
論
に
お
い
て
道

徳
的
権
利
と
い
う
権
利
概
念
を
設
け
た
の
か
は
、
も
は
や
明
白
と
い
う
よ

り
ほ
か
は
な
い
。
か
れ
は
、
代
表
民
主
制
下
に
お
い
て
も
少
数
派
は
そ
の

主
張
を
充
分
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
認
識
に
立
っ
た
た
め

に
、
少
数
派
の
主
張
を
そ
の
政
治
的
機
能
に
お
い
て
十
全
に
展
開
せ
し
め

得
る
た
め
に
は
、
外
的
選
好
の
圧
力
か
ら
免
れ
た
そ
れ
と
は
別
の
チ
ャ
ン

ネ
ル
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
の
チ
ャ
ン

ネ
ル
を
司
法
過
程
に
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
し
、
権
利
は
議
会

北法 37(5・174)780 
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の
制
定
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
も
の
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
実
証

主
義
的
論
理
構
成
を
と
っ
た
の
で
は
、
そ
の
制
定
に
自
ら
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
少
数
派
の
救
済
の
場
と
し
て
機
能
し
得
な

い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
、
前
国
家
的
・
対
多
数

派
的
な
「
道
徳
的
権
利
」
、
「
個
人
的
権
利
」
と
い
う
権
利
概
念
を
設
け
た

の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ド
ケ

l
ス
理

論
に
お
け
る
権
利
テ
ー
ゼ
で
は
、
裁
判
官
の
役
割
り
は
、
背
景
的
権
利
た

る
道
徳
的
権
利
に
ま
で
考
察
を
掘
り
下
げ
て
勝
訴
さ
せ
る
べ
き
当
事
者
の

権
利
を
「
発
見
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
訴
訟
過
程

論
た
る
権
利
テ

l
ゼ
は
、
以
上
に
み
た
道
徳
的
権
利
を
設
け
た
か
れ
の
問

題
意
識
に
充
分
に
応
え
う
る
論
理
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
本
稿
一

ωに
お
い
て
未
解
決
に
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
問
題
も
、
以

上
か
ら
氷
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
問
題
と
は
、
道
徳
的
権
利
と
「
等

し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
と
の
関
係
知
何
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
先
の
一
連
の
引
用
の
箇
所
で
、
個
人
的
権
利
、

市
民
的
権
利
を
い
ず
れ
も
議
会
の
決
定
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
侵
害
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
権
利
と
性
格
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
権
利
は

道
徳
的
権
利
と
そ
の
性
質
上
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
個
人

的
権
利
の
内
容
は
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
こ
と
」
と
先
に
引
用

の
箇
所
で
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
自
身
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
道
徳
的
権

利
と
は
、
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
を
内
容
と
す
る
と
結
論

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
い
え
る
論
理
的
関
連
も
も

は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
中
枢
概
念
で
あ
る
、

等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
各
人
が
享
受
す
る
た
め
に
は
、
(
先
に
み
た
よ
う
な

欠
点
を
有
す
る
)
議
会
の
決
定
に
よ
っ
て
も
制
約
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

前
国
家
的
・
対
多
数
派
的
権
利
が
想
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
民
主
政
治
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の

で
は
な
く
、
少
数
派
の
主
張
が
決
定
に
反
映
さ
れ
な
い
点
の
み
を
問
題
点

と
し
て
挙
げ
、
司
法
過
程
に
そ
の
解
決
を
委
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
か
れ
は
、
自
ら
の
権
利
論
は
代
表
民
主
制
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
ば
し
ば
、
決
定
を
下
す
判
事
は
選
挙
民
の
代
表

者
で
は
な
い
こ
と
と
、
判
事
が
法
創
造
で
き
る
と
す
る
と
敗
者
は
後
法
に

よ
っ
て
義
務
賦
課
さ
れ
る
こ
と
の
二
つ
を
論
拠
に
し
て
、
裁
判
官
の
判
断

は
可
能
な
限
り
創
造
的
で
あ
る
べ
き
で
は
な
く
、
立
法
府
の
決
定
を
尊
重

す
べ
き
と
の
反
論
が
、
司
法
積
極
主
義
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
権
利
を
発
見
す
べ
く
原
理
に
も
と
づ
い
て

判
断
を
下
す
こ
と
は
、
共
同
体
全
体
の
福
祉
の
追
求
や
諸
個
人
聞
の
効
用

の
調
整
と
は
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
こ
と
、
原
理
に
基
づ
い
て
判
断
を
下

す
裁
判
官
の
役
割
り
は
、
権
利
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
以
上
新
た
な
法

北法 37(5・175)781 
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創
造
を
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
の
二
つ
を
論
拠
に
、
か
れ
の
構
想
し

て
い
る
司
法
積
極
主
義
と
代
表
民
主
制
と
は
両
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
し

(
れ
)

て
い
る
。

(4) 

司
法
積
極
主
義

そ
の
よ
う
な
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
司
法
積
極

主
義
を
擁
護
す
る
理
論
を
展
開
す
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
か
れ
は
、
司
法

消
極
主
義
の
論
破
を
試
み
る
。
か
れ
に
よ
る
と
、
司
法
消
極
主
義
に
は
二

つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
第
一
の
タ
イ
プ
は
、
政
治
的
懐
疑
主
義
(
宮

}Eg}

凹
宮
宮
山
門
仲
間
ヨ
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
司
法
積
極
主
義
が
諸
個
人
は
前
国
家
的

な
道
徳
的
権
利
を
有
す
る
と
前
提
し
て
い
る
点
を
批
判
し
、
諸
個
人
は
憲

法
が
認
め
た
法
的
権
利
以
上
の
も
の
は
有
さ
な
い
と
主
張
す
る
。
第
二
の

タ
イ
プ
は
、
司
法
謙
譲
主
義
(
』

Zen-田正一巾
F
5ロ
ロ
巾
)
で
あ
る
。
こ
の
タ

イ
プ
は
、
諸
個
人
は
憲
法
が
認
め
た
も
の
以
上
の
道
徳
的
権
利
を
有
す
る

こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
の
内
容
を
決
定
す
る
の
は
、
裁
判
所
で
は
な
く
国

(
幻
)

民
の
代
表
者
か
ら
成
る
政
治
的
諸
機
構
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、

ウ
ォ
レ
ン
・
コ

l
ト
の
司
法
積
極
主
義
を
批
判
し
た
代
表
者
と
し
て
ニ
ク

(
お
)

ソ
ン
元
大
統
領
を
挙
げ
、
ニ
ク
ソ
ン
は
そ
の
批
判
の
論
拠
を
司
法
謙
譲
主

義
に
求
め
て
い
た
と
か
れ
は
指
摘
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

が
対
処
・
反
駁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
司
法
積
極
主
義
批
判
は
、
主
と
し

て
司
法
謙
譲
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
か
れ
は
、
二
つ
の
司

法
消
極
主
義
の
タ
イ
プ
の
う
ち
、
こ
の
第
二
の
タ
イ
プ
に
批
判
の
的
を
絞

る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
司
法
謙
譲
主
義
の
論
拠
は
次
の
二
つ
に
あ
る
と

す
る
。
第
一
に
、
民
主
的
諸
機
構
の
決
定
の
方
が
司
法
府
の
そ
れ
よ
り
内

容
に
お
い
て
健
全
で
あ
り
、
第
二
に
決
定
方
法
と
し
て
も
よ
り
公
正
だ
、

と
い
う
二
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
ま
ず
第
二
の
点
を
把
え
、

司
法
謙
譲
主
義
そ
れ
自
身
が
そ
の
存
在
を
認
め
て
い
る
道
徳
的
権
利
は
対

多
数
派
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
多
数
の
意
見
を
反
映
し
う
る
故
に

政
治
的
諸
機
構
の
決
定
の
方
が
公
正
だ
と
す
る
見
解
は
、
採
る
こ
と
が
で

(
幻
)

き
な
い
と
す
る
。
次
に
第
一
の
点
を
把
え
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
場
合
分
け

を
し
て
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
か
れ
は
、
個
人
的
権
利
(
H
道
徳
的
権
利
)

に
関
し
て
議
論
が
分
か
れ
る
故
に
、
最
終
的
な
決
定
は
民
主
主
義
的
政
治

過
程
に
委
ね
た
方
が
健
全
か
っ
安
全
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
。

そ
し
て
、
も
し
そ
れ
が
長
い
時
聞
を
経
た
後
に
社
会
的
受
容
を
得
て
は
じ

め
て
健
全
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
人
々
に
よ
り
受
容
さ
れ
な
い

こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
よ
う
な
弱
い
意
味
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る

と
す
れ
ば
、
司
法
消
極
主
義
の
論
拠
と
な
り
う
る
の
は
相
当
期
間
経
過
後

に
受
容
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
の
み
限
ら
れ
る
と
か
れ
は
反
論
を
加

え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
は
、
ま
さ
に
ウ
オ
レ
ン
・
コ

l
卜
が
そ
う
試

北法 37(5・176)782 
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み
た
よ
う
に
、
受
容
さ
れ
る
べ
く
反
省
し
た
形
で
市
民
的
権
利
を
提
示
し
、

こ
れ
を
擁
護
す
る
こ
と
を
最
高
裁
の
役
割
り
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
点

で
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
む
し
ろ
司
法
積
極
主
義
の
論
拠
た
り
う
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
次
に
、
も
し
そ
れ
が
、
裁
判
所
に
よ
る
人
為
的
・
合
理
的
介

入
を
排
し
て
は
じ
め
て
政
治
過
程
は
真
の
権
利
を
確
保
し
う
る
と
い
う
強

い
意
味
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
、
(
国
家
的

諸
機
関
に
そ
の
問
題
を
委
ね
て
し
ま
う
点
で
)
対
国
家
的
な
個
人
権
利
な

ど
存
し
な
い
と
す
る
懐
疑
主
義
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

(
お
)

る
と
反
論
す
る
。
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
司
法
消
極
主
義
批
判
の
論
理
内
容
は
、

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
、
司
法
消
極
主
義
の
中
で
も
と
り
わ
け
ニ
ク
ソ
ン
に

代
表
さ
れ
る
司
法
謙
譲
主
義
を
批
判
の
的
と
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と

お
り
、
か
れ
は
ウ
オ
レ
ン
・
コ

l
ト
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
た
司
法
積
極
主

義
を
理
想
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ウ
オ
レ
ン
・
コ

l
ト
が

実
質
的
平
等
の
実
現
や
人
権
概
念
の
拡
大
に
異
常
な
ほ
ど
積
極
的
で
あ
っ

た
の
は
、
「
福
祉
国
家
政
策
へ
の
要
請
の
高
ま
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府

が
保
守
的
に
な
っ
た
た
め
、
裁
判
所
が
逆
に
、
政
府
の
な
し
う
る
こ
と
を

政
府
が
な
す
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
時
に
す
ら
|
拡
大
す
る
と
い
う
、

従
来
の
積
極
主
義
の
裁
判
所
で
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
役
割
り
を
果

(
m
U
)
 

た
す
」
(
傍
点
芦
部
)
必
要
に
迫
ら
れ
た
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る

と
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
理
想
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
ウ
オ
レ

ン
・
コ

l
ト
の
司
法
積
極
主
義
の
み
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時

代
の
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
思
想
1

い
わ
ゆ
る
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
型
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
|
に
ま
で
及
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。
か
れ
自
身
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
ニ
ュ

l
デ
ィ

l
ル
か
ら
一
九
六

0
年
代
に
到
る
ま
で
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
が
主
流
で
あ
っ
た
長
い
間
、
貧
困
を
直
ち
に
減
ず
る
こ
と
は
あ
ら
ゆ

る
意
味
で
よ
り
大
き
な
共
同
体
に
と
っ
て
善
で
あ
る
こ
と
に
、
自
由
主

義
者

(-FR丘
団
)
は
自
信
を
持
っ
て
い
た
。
リ
ン
ド
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
社
会
正
義
は
、
社
会
を
よ
り
偉
大
に
す
る
で

(
却
)

あ
ろ
う
。
」

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
右
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
特
徴
と
し
て
、
そ
れ

が
、
人
種
間
等
に
お
け
る
よ
り
大
き
な
平
等
、
表
現
の
自
由
の
尊
重
、
検

閲
禁
止
、
国
際
主
義
、
国
家
と
教
会
と
の
厳
格
な
分
離
、
被
告
人
に
対
す

る
人
権
尊
重
な
ど
を
主
張
し
、
こ
う
し
た
目
標
達
成
の
た
め
に
国
家
に
中

3

(

幻

)

唱

。

央

統

制

力

を

認

容

し

た

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る

。

い

円

d

し
か
し
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
自
ら
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
体
現
と
み
た
ウ
ロ

オ
レ
ン
・
コ

l
ト
下
で
の
憲
法
訴
訟
状
況
は
、
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
。
。ヴ

t

一
九
六
九
年
、
ウ
オ
レ
ン
首
席
裁
判
官
口
が
退
官
し
、
代
わ
っ
て
パ

l
ガ

l

制

裁
判
官
が
首
席
裁
判
官
に
着
任
し
、
そ
の
後
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
エ
ル
、
北
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レ
ー
ン
ク
ィ
ス
卜
が
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
い

わ
ゆ
る
ニ
ク
ソ
ン
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
米
国
最
高
裁

は
そ
れ
ま
で
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
保
守
主
義
へ
と
大
き
く
そ
の
路
線
を

転
換
し
た
。
パ

l
ガ

l
・
コ

l
ト
は
、
保
守
的
な
政
治
思
想
に
拠
る
と
と

も
に
、
立
法
府
、
行
政
府
の
判
断
を
尊
重
す
る
司
法
消
極
主
義
を
採
用
し

(刊と

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
オ
レ
ン
・
コ

l
ト
の
法
的
推
論
や
手
続
的
側
面

は
、
民
主
制
と
の
関
連
か
ら
学
界
に
お
い
て
も
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と

{
お
)

に
な
っ
た
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
ハ

l
ド
ケ

l
ス
の
理
論
を
展
開
す
る
に
あ

た
っ
て
、
そ
れ
が
民
主
制
と
両
立
す
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
試
み
た
の

は
、
そ
う
し
た
批
判
に
応
え
、
司
法
積
極
主
義
の
新
た
な
基
礎
づ
け
を
確

立
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
パ

l
ガ

l
・
コ

1
ト
が
そ
の
保
守
的
・
消
極
的
姿
勢
を
明

ら
か
に
し
た
一
九
七

0
年
代
中
盤
に
お
い
て
は
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
長

期
不
況
と
い
う
経
済
情
勢
も
影
響
し
て
、
憲
法
訴
訟
の
場
の
み
な
ら
ず
政

治
状
況
全
般
に
わ
た
っ
て
保
守
化
傾
向
が
急
速
に
浸
透
し
た
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
保
守
化
傾
向
が
憲
法
訴
訟
の
場
に
反
映
さ
れ
た
の

が
、
パ

l
ガ

l
・
コ

l
ト
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
以
来
、

現
実
政
治
の
み
な
ら
ず
理
論
家
の
聞
に
お
い
て
も
、
ハ
イ
エ
ク
や
ミ
ル
ト

ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
ら
に
代
表
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
リ
パ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム

が
台
頭
し
今
日
に
到
っ
て
い
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
流
の
「
小
さ
な
政
府
」

論
が
復
権
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
が
、
「
道
徳
的

権
利
」
を
媒
介
に
し
て
そ
れ
を
支
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
と
の
聞
に
内
的

連
関
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
は
、
か
れ
の
権
利

論
が
決
し
て
単
に
ハ

l
ド
ケ

l
ス
に
お
け
る
裁
判
官
の
判
断
の
理
論
と
し

て
の
み
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
の
結
論
を
得
た
は
ず
で
あ
る
。

本
節
に
お
い
て
考
察
し
て
き
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
そ
の
規
範
的
部
分
と
し

(
泊
)

て
有
す
る
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
法
理
論
は
、
こ
の
よ
う
な
今
日
の
政
治
状
況

に
対
し
て
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
も
機
能
す
べ
く
企
図
さ
れ
て
い
る
と

い
》
え
ト
A
F

〉つ。

(5) 

括

わ
れ
わ
れ
は
本
稿
一
で
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
を
検
討
し
、
裁
判
官

は
、
訴
訟
に
お
け
る
判
断
を
、
実
定
諸
法
規
の
根
底
に
あ
る
政
治
理
論
に

ま
で
堀
り
下
げ
て
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
際
、
当
事
者
の
有

す
る
法
的
権
利
の
背
景
的
権
利
た
る
道
徳
的
権
利
が
実
現
さ
れ
る
べ
く
下

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
。
次
に
本
節
で
、
か
れ

の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
を
考
察
し
、
か
れ
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
根
幹
に
平
等

を
据
る
こ
と
よ
っ
て
白
白
と
平
等
と
の
対
立
の
原
理
的
解
消
を
図
る
と
と

も
に
、
そ
こ
か
ら
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
の
実
現
が
要
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請
さ
れ
、
こ
の
権
利
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
正
義
で
あ
る
と
定
義
づ
け
て

い
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
し
て
、
権
利
論
で
措
定
さ
れ
て
い
た
道
徳
的

権
利
と
は
、
実
は
こ
の
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
を
そ
の

内
容
と
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
し
た
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ぜ
か
れ

が
こ
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
道
徳
的
権
利
と
い
う
権
利
概
念
を
措
定
し

た
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
も
は
や
く
り
返

す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
と

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
と
は
、
密
接
な
内
的
連
聞
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
権
利
論
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
が
極
め

て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
衆
自
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
強
固
な
理
論
で
あ

る
こ
と
ま
で
も
保
証
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
か
れ
の
法

理
論
が
強
固
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
深
い
哲
学
的
基
礎
づ

け
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
白
白
と
平
等
と
の
対
立
の
原
理
的
解
消
を

狙
っ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
「
自
由
」
、
「
平
等
」
と
い
う
一
一
つ
の
言
葉

の
再
定
義
の
み
で
語
り
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
が
到
底
な
く
、
問

題
は
そ
の
よ
う
な
再
定
義
を
可
能
と
し
た
哲
学
的
基
礎
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
自
由
と
平
等
と
は
常
識
的
に
は
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
と
把
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
自
身
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ

の
常
識
を
覆
す
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
哲
学
が
な
け
れ
ば
な
し
得
な
い

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ー
ド
ケ

l
ス
に
関
す
る
理
論
に
お
い
て
わ
れ
わ

れ
は
、
裁
判
官
は
政
治
理
論
と
の
整
合
性
を
確
保
し
た
う
え
で
裁
定
を
下

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
を
み
た
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、

そ
の
政
治
理
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
示
的
に
は
語
っ
て
い
な

い
が
、
実
定
諸
法
規
の
根
底
に
存
す
る
と
か
れ
が
し
て
い
る
こ
と
、
か
れ

の
と
り
挙
げ
て
い
る
法
的
問
題
が
憲
法
訴
訟
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
の
二
点

か
ら
す
れ
ば
、
恐
ら
く
か
れ
は
政
治
理
論
と
し
て
、
合
衆
国
憲
法
の
諸
理

念
を
理
論
体
系
化
し
た
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

政
治
理
論
の
思
想
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
本
節
で
は
努
め
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
的
側
面
か
ら
、
か
れ
の
い
う
政
治
理
論
の
お

よ
そ
の
骨
格
は
想
像
し
う
る
も
の
と
お
も
う
。
前
述
し
た
と
お
り
、
問
題

は
、
こ
の
よ
う
な
か
れ
の
政
治
理
論
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
を
可
能
と
し
た

哲
学
的
基
礎
で
あ
る
。
節
を
改
め
て
、
こ
の
問
題
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
き

た
し
。

注

(
1
)

こ
こ
ま
で
は
、
〉
宮
司
召
一
・

5
∞
E
H
の
内
容
要
約
。
こ
の
基
本

的
平
等
と
派
生
的
平
等
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
吋
河

ω
℃
N
N
叶
邦
訳

三

O
四
l
五
頁
℃
匂
-
N吋
N

ω

で
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

(2)

〉
宮
司
℃

-
E
H
基
本
的
平
等
と
は
、
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
も
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っ
て
各
人
が
扱
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ド
ゥ

オ
l
キ
ン
の
説
明
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
陥
っ
て
い
る
と
も
解
釈
し

う
る
。
し
か
し
、
「
自
由
」
、
「
平
等
」
、
「
尊
厳
」
と
い
う
理
念
に
焦

点
を
あ
て
、
こ
れ
ら
の
価
値
理
念
が
い
か
に
し
て
哲
学
的
に
構
成

さ
れ
て
い
る
の
か
へ
と
検
討
を
進
め
て
ゆ
け
ば
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

の
こ
の
理
論
は
決
し
て
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
終
わ
る
こ
と
の
な
い
だ

け
の
内
容
を
持
ち
う
る
と
思
う
。
本
稿
三
に
お
い
て
、
そ
の
哲
学

的
意
義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

(
3
)

吋
河

ω
℃

-Na

(
4
)

〉
宮
司
匂
・

5ω

(
5
)

こ
の
点
に
関
し
て
、
小
野
谷
、
前
出
論
文
四
三
九
頁
は
、
「
両
者

の
衝
突
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
自
由
主
義
の
伝
統
に

立
つ
哲
学
者
が
直
面
す
る
問
題
も
生
じ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
と

さ
れ
る
が
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
が
理
論
的
認
識
の
局
面
に
お
い
て
両

者
の
衝
突
の
原
理
的
解
消
を
試
み
た
こ
と
と
、
現
実
世
界
に
お
い

て
も
そ
の
問
題
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
と
は
、
自
ら
別
次
元
の

問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
生
起
し
て
い
る
両
者
の
衝

突
と
し
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
問
題
を
解
消
を
試
み
た
原

理
の
中
に
再
び
置
き
入
れ
、
そ
の
原
理
が
成
功
し
て
い
る
の
か
否

か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
に
と
っ
て
は
、
例
え
ば
ド

ウ
オ

l
キ
ン
自
身
重
要
な
テ

l
マ
と
し
て
取
り
挙
げ
て
い
る
是
正

措
置
に
関
す
る
逆
差
別
の
問
題
は
、
や
は
り
自
由
と
平
等
、
局
面

を
変
れ
ば
権
利
と
功
利
の
対
立
の
問
題
で
あ
り
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

の
理
論
体
系
に
お
い
て
も
充
分
に
解
決
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
と
思
う
。
詳
し
く
は
、
本
稿
三
で
サ
ン
デ
ル
に
対
す
る
か
れ
の

批
判
を
扱
っ
た
箇
所
で
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

(
6
)

叶
河

ω℃
-
N
S
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
こ
の
章
で
J
・

s・
ミ
ル
の
自

由
概
念
を
取
り
上
げ
、
富
一
協
同

-
5
5巾
民
間
号
が
ミ
ル
の
自
由
論
は

無
政
府
状
態
へ
途
を
聞
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
彼
女
が
ミ

ル
の
自
由
概
念
を
「
資
格
と
し
て
の
自
由
」
と
誤
解
し
た
た
め
で

あ
る
と
し
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
自
身
そ
れ
を
「
独
立
と
し
て
の
自
由
」

で
あ
る
と
読
み
+
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ミ
ル
が
強
調

し
た
の
は
、
尊
厳
、
人
格
、
侵
害

2
5
E
さ
と
い
っ
た
道
徳
的
諸

概
念
の
政
治
的
重
要
性
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
(
吋
列
ω

匂
-NS)
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
は
、
思
想
史
的
系

譜
と
し
て
は
ミ
ル
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
7
)

吋
河

ω目
y
N
A山
h
p

(
8
)

こ
こ
ま
で
の
議
論
は
〉
昌
司

R
Y
E
N
m
の
要
約

(9)

〉
宮
司
匂
-
N
O叶

(凶

)
5
5
匂

-Hg

(日

)
5
5
匂
呂
町
こ
の
場
合
の
自
由
主
義
者
は
、
い
や
い
や
な
が
ら

の
資
本
主
義
者
(
円
巴

R
Z
E
E
-比
E-E)
か
、
い
や
い
や
な
が

ら
の
社
会
主
義
者
(
円
巴
ロ

n
Z
5
8巳
色
町
丹
)
の
い
ず
れ
か
、
と
い

う
表
現
を
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
用
い
て
い
る
こ
と
は
興
味
を
引
く
。

筆
者
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
政
治
・
経
済
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
問

題
領
域
に
お
い
て
で
は
な
く
、
「
法
L

と
い
う
第
三
の
領
域
に
お
い
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て
そ
の
正
義
論
の
構
築
を
試
み
て
い
る
と
の
解
釈
を
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
点
に
つ
き
、
経
済
体
制
が
ど
ち
ら
で
あ
る
か
は
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
正
義
論
に
と
っ
て

Q
C巳
包
で
は
な
い
と
一
応
は
い
い

得
る
。
し
か
し
、
現
実
に
お
い
て
は
、
政
治
、
経
済
、
法
が
複
雑

に
交
錯
し
な
が
ら
一
つ
の
社
会
が
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
正
義
論
を
法
的
正
義
論
と
し
て
展
開
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ

れ
を
十
全
に
機
能
せ
し
め
る
だ
け
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
政

治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
問
題
は
や
は
り
残

る
も
の
と
思
う
。
本
稿
の
目
的
は
、
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
正
義
論
を

法
的
正
義
論
と
し
て
評
価
し
、
そ
の
哲
学
的
基
礎
を
解
明
す
る
こ

と
に
あ
る
の
で
、
こ
の
問
題
は
別
の
機
会
に
検
討
し
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

(
ロ
)
〉
呂
田
M
P
H
S

(日

)
5
5・℃

-Hg

(
M
)

吋閉山

ω
匂
-
N
E
邦
訳
コ
二
五
頁
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
マ
コ

l
ミ

ツ
ク
の
説
明
が
有
益
で
あ
っ
た
。
ロ
(U]HV-HS

(
日
)
叶
河
川
山
間
y
N
8
・
邦
訳
三
一
七
|
八
頁
叶
河
ω
匂
-
N
諒

(時

)
F
E
-
u
-
N自
邦
訳
コ
二
六
頁

(
口
)
〉
富
岡
》
匂
-
N吋

(
刊
日
)
目
立
色
・
匂

-
E叶

(
川
口

)
5
5・匂
-
E∞

(却

)
F
E・匂匂
N
吋
1

∞

(
幻
)
、
H，
m
ω
H
6一
定
叩
邦
訳
一

O
二
四
頁
そ
し
て
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

は
、
こ
の
よ
う
な
論
拠
に
基
づ
く
司
法
積
極
主
義
へ
の
反
論
は
、

政
策
判
断
を
行
う
議
会
と
は
異
な
る
裁
判
所
が
選
挙
民
の
意
向
と

は
関
係
な
く
そ
れ
を
行
う
こ
と
、
国
民
の
代
表
者
で
な
い
者
が
新

た
な
法
創
造
を
行
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
論
拠
に
、
実
証
主
義
の

裁
量
論
へ
む
し
ろ
あ
て
は
ま
る
と
考
え
て
い
る
。

(
詑
)
、
吋
河
ω
U・
凶
器
邦
訳
一
七
八
頁
、
実
際
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
憲

法
訴
訟
状
況
の
中
で
誰
が
い
か
な
る
形
で
こ
れ
ら
の
議
論
を
展
開

し
て
い
る
か
は
、
野
坂
泰
司
「
『
司
法
審
査
と
民
主
制
』
の
一
考
察
」

本
論
第
一
章
問
題
点
の
確
認
|
司
法
の
自
己
制
限
論
の
検
討
に
即

し
て
|
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
六
巻
九
・
一

O
号
一
一
六
頁
以
下

に
詳
し
い
。
そ
こ
で
は
道
徳
的
懐
疑
主
義
の
代
表
的
法
律
家
と
し

て
ハ
ン
ド
(
同
章
第
一
節
)
、
司
法
的
謙
譲
主
義
の
そ
れ
と
し
て
フ

ラ
ン
ク
フ
ア
l
タ
が
取
り
挙
げ
ら
れ
(
同
章
第
二
節
)
、
詳
し
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
。

(
幻
)
与
一
色
・
℃

Z
H
邦
訳
一
七

O
頁

(
M
)

彦
広
-HV-E-

邦
訳
一
八
二
頁

(
お
)
政
治
的
懐
疑
主
義
に
対
す
る
批
判
は
ε
叶
岳
山
口
m
E
m
F
Z
Fュ・

O
Z
印
}
可
ョ
の
箇
所
で
扱
う
と
か
れ
は
し
て
い
る
が
、
か
れ
が
道
徳
的

権
利
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
い
か
に
し
て
論
証
し
て
い
る

か
は
、
か
れ
の
法
理
論
全
体
の
根
幹
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
重
要
な

問
題
で
あ
る
の
で
、
別
機
会
に
詳
し
く
扱
う
こ
と
に
す
る
。

(
お
)
号
5
・
u
-
E
H
邦
訳
一
八
四
|
五
頁

(
訂
)
号
広
・
℃
-
E
N
邦
訳
一
八
五
頁
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(
お
)
寄
広
・
匂
-
E∞
邦
訳
一
九

O

一
頁

(
却
)
芦
部
信
喜
著
『
憲
法
訴
訟
の
現
代
的
展
開
』
(
有
斐
閣
、
昭
五
六
)

一
八
五
頁

(
初
)
〉
冨
H
V
U
-
M
H
N

(
泊
)
〉
宮
司
℃
・
5

H

(幻

)

T
・
I
・
エ
ス
マ
ン
著
、
木
下
毅
訳
『
現
代
ア
メ
リ
カ
憲
法
』

(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
八
年
)
第
三
編
「
ウ
オ
レ
ン
・
コ

l
ト

か
ら
パ

l
ガ
・
コ
ー
ト
へ
」
参
照
。

(
犯
)
野
坂
、
前
掲
論
文
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
七
巻
九
・
一

O
号
一

O
三
i
七
頁
、
芦
部
前
掲
書
一
七
七
一
八
六
頁
参
照
。
野
坂
論

文
に
よ
れ
ば
、
ピ
ッ
ク
ル
の
ウ
オ
レ
ン
・
コ

l
ト
批
判
の
眼
目
は
、

平
等
主
義
理
念
の
実
現
を
目
指
し
た
ウ
オ
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
諸
判

決
が
、
合
理
的
な
理
由
づ
け
を
欠
い
た
専
断
的
な
も
の
で
あ
り
、

原
理
に
基
づ
く
説
得
の
努
力
を
怠
り
、
判
決
結
果
の
正
し
さ
を
未

来
に
賭
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ド

ゥ
オ

l
キ
ン
が
、
本
文
に
も
か
い
た
と
お
り
、
民
主
制
と
両
立
し

う
る
形
で
の
司
法
積
極
主
義
論
の
再
構
築
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
応
え
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

(
剖
)
本
稿
に
お
い
て
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
「
法
理
論
」
と
い
っ
た
場
合
、

か
れ
の
理
論
体
系
の
概
念
的
部
分
で
あ
る
(
狭
義
の
|
本
稿
序
参

照
)
権
利
論
と
、
規
範
的
部
分
で
あ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
と
を
併

せ
て
意
味
す
る
用
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
な
お
、
ド
ゥ
オ
l
キ

ン
の
法
理
論
の
規
範
的
部
分
を
と
り
わ
け
思
想
的
側
面
に
着
目
し
別

て
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
呼
び
、
「
自
由
主
義
」
と
い
う
訳
語
を
充
幻

て
な
か
っ
た
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
叩
凶

日
本
語
で
「
自
由
主
義
L

と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
極
め
て
多
義
ら

的
で
あ
り
、
「
小
さ
な
政
府
」
論
の
立
場
に
立
つ
古
典
的
自
由
主
義
幻

か
ら
福
祉
国
家
主
義
ま
で
を
包
摂
し
う
る
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
ほ

て
、
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い
っ
た
場
合
、
と
り
わ
け
今
日
的
用
語

と
し
て
い
わ
ゆ
る
リ
パ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の

と
し
て
の
、
福
祉
国
家
主
義
的
・
進
歩
主
義
的
政
治
思
想
を
指
す

用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

一一、

ド
ゥ
オ

I
キ
ン
権
利
論
の
社
会
哲
学

(1) 

ド
ゥ
オ

i
キ
ン
権
利
論
の
正
義
論
的
評
価

|
|
社
会
哲
学
的
考
察
の
導
入
に
か
え
て

近
代
社
会
は
、
個
人
の
自
由
を
究
極
的
な
価
値
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
そ
れ
を
認
識
す
る
近
代
の
社
会
科
学
も
方
法
論
的
個
人
主
義
を

採
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
多
数
の
諸
個
人
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
に
、

近
代
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
客
観
的
・
普
遍
的
シ
ス
テ
ム
を
、

個
人
の
自
由
を
最
大
限
尊
重
す
る
も
の
と
し
て
付
与
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
以
来
今
日
に
到
る
ま
で
、
市
場
経
済
の
ル

l
ル
を
遵
守
す
る
こ
と
が

主
な
正
義
の
内
容
を
な
し
て
い
た
。
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
、
政
治
理
論
に
経
済
(
こ
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
市
場
経
済
)
が
貫
徹

し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
諸
個
人
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
能
力
、
境

遇
に
お
い
て
異
な
る
か
ら
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
結
果
と
し

て
著
し
い
不
平
等
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
自
由
と
平
等
と
の
対

立
が
生
じ
、
近
代
社
会
は
こ
の
対
立
を
原
理
的
に
自
ら
の
内
に
包
え
込
む

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
生
じ
た
不
平
等
の
評
価
の
仕
方
に

よ
り
、
正
義
論
の
構
成
方
法
と
し
て
二
通
り
が
存
し
よ
う
。
第
一
の
方
法

は
、
個
人
の
相
違
性
を
重
視
・
尊
重
し
、
さ
ら
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
い
う
普
遍
的
・
客
観
的
シ
ス
テ
ム
の
道
徳
的
優
秀
性
を
論
証
し
、
結

果
と
し
て
生
ず
る
不
平
等
に
道
徳
的
是
認
を
与
え
る
方
法
で
あ
る
。
結
果

と
し
て
ど
ん
な
に
大
き
な
不
平
等
が
生
じ
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
道
徳
的
に

正
当
な
ら
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第

二
の
方
法
は
、
結
果
と
し
て
生
ず
る
不
平
等
を
基
本
的
に
は
普
遍
性
、
す

な
わ
ち
市
場
原
理
の
貫
徹
に
よ
る
個
の
尊
厳
の
侵
害
で
あ
る
と
把
え
、
そ

れ
を
事
後
的
に
是
正
す
る
か
、
も
し
く
は
可
能
な
限
り
そ
れ
が
生
じ
な
い

よ
う
に
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
修
正
原
理
を
構
想
す
る
方
法
で
あ
る
。
確

か
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
、
と
り
わ
け
今
世
紀
中
葉
か
ら
、
西
欧
諸
国
に

お
い
て
は
多
か
れ
少
な
か
れ
福
祉
国
家
論
と
い
う
形
で
第
二
の
方
法
に
よ

る
正
義
論
も
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
福
祉
政
策
論
が
な
お
市
場

経
済
論
の
二
次
的
・
補
完
的
位
置
に
置
か
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
今
世

紀
の
政
治
理
論
家
が
、
経
済
と
は
直
接
に
は
関
係
の
な
い
政
治
過
程
論
や

(
2
)
 

プ
ル

l
ラ
リ
ズ
ム
論
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
市
場
モ
デ
ル
を
用
い
、
市
場

モ
デ
ル
の
有
用
性
が
他
分
野
に
お
い
て
も
示
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
と
な
り
、

市
場
経
済
の
ル

l
ル
に
従
う
こ
と
が
正
義
で
あ
る
と
す
る
、
第
一
の
方
法

に
拠
る
経
済
的
正
義
観
が
こ
れ
ま
で
の
正
義
論
の
中
核
た
る
位
置
を
占
め

て
き
た
と
い
え
よ
う
。

今
日
、
第
一
の
方
法
に
よ
る
正
義
論
は
ノ
ヂ
ツ
ク
に
代
表
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
ノ
ヂ
ツ
ク
は
、
ロ
ッ
ク
的
自
然
権
論
を
中
心
に
構
成
し
た
自
ら
の

正
義
論
を
「
本
源
的
権
利
論
」

S
E
x
-巾
5
2
p
g弓
)
と
呼
ぶ
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
財
産

S
F
o
-
b
E
m
)
の
最
初
の
取
得

(
E
E色
白
AFC-
由
主
。
ロ
)

が
公
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
、
公
正
な
移
転
に
よ
り
財
産
を
得
た
こ
と
、
財

産
へ
の
不
正
な
侵
害
に
対
し
て
は
矯
正
措
置
と
し
て
の
賠
償
請
求
を
な
し

(
3
)
 

う
る
こ
と
、
の
三
原
理
が
正
義
の
内
容
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

人
々
は
自
分
自
身
の
自
然
的
才
能
吉
田
昨
日
色
宮
路
広
)
に
対
し
て
本
源
的

権
利
を
有
し
、
他
方
、
も
し

X
が
保
護
に
値
す
る
と
し
た
場
合
に
は

X
の

果
実
た
る

Y
も
当
然
保
護
に
値
す
る
と
の
一
般
法
則
か
ら
、
人
々
は
そ
の

自
然
的
才
能
の
結
果
に
つ
い
て
も
当
然
本
源
的
権
利
を
有
す
る
と
し
て
、

生
得
の
才
能
の
差
異
に
よ
る
財
産
の
不
平
等
は
何
ら
道
徳
的
に
問
題
に
な
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(
4
)
 

ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
正
義
論
を
展
開
す
る
ノ
ヂ
ツ
ク
は
、
再
分

配
の
た
め
に
所
得
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
不
正
で
あ
り
、
強
制
労
働
に
も

(
5
)
 

等
し
い
と
い
う
。
以
上
か
ら
、
ノ
ヂ
ツ
ク
は
公
正
な
市
場
機
構
論
、
最
小

国
家
論
を
結
論
と
し
て
導
く
の
で
あ
る
。

第
二
の
正
義
論
の
方
法
を
採
る
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
ノ
ヂ
ッ
ク
の
正
義

論
を
批
判
す
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
市
場
の
役
割
り
に
関
す
る

ノ
ヂ
ツ
ク
の
理
論
は
、
消
極
的
か
つ
偶
然
的
(
ロ
諸
民
ぞ
巾
白
ロ
仏

noロa

t
ロ
mmロ
同
)
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ヂ
ツ
ク
理
論
は
、
あ
る
人
が

自
分
の
獲
得
し
た
財
物
を
他
人
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
と
交
換
す
る
こ
と
を
自

ら
望
ん
で
行
な
っ
た
と
き
に
は
正
義
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
っ
て
い
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
で
消
極
的
で
あ
り
、
ま
た
、
合
理
的
諸
個
人
が
到

達
す
る
フ
ェ
ア
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
け
る
配
分
で
は
な
く
、
あ
ち
ゆ
る
市

場
的
移
転
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
偶
然
的
な
結
果
と
し
て
の
配
分
を
論
じ
て

(
6
)
 

い
る
点
で
偶
然
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

が
想
定
す
る
平
等
は
、
生
得
的
な
才
能
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
の
み

か
ら
少
な
い
所
得
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
許
容
し
な
い
の
に
対
し
て
、

他
方
、
現
実
世
界
に
お
い
て
は
諸
個
人
の
生
得
の
才
能
は
不
平
等
で
あ
る

(8) 

か
ら
、
自
由
放
任
的
な
労
働
市
場
は
平
等
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
論

(
9
)
 

ず
る
。
そ
こ
で
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
生
得
の
能
力
の
差
異
を
中
立
化
す
る

(ロ

2
可
色
町
三
た
め
に
再
分
配
制
度
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
生
得
の
能
力
の
差
異
が
中
立
化
さ
れ
、
諸
個
人
が
平

等
に
取
り
扱
わ
れ
、
そ
の
尊
厳
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
、
か
れ
の
い
う
「
自

由
」
な
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
各
人
は
こ
の
よ
う
に
等
し
い
配

慮
と
尊
敬
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
請
求
し
う
る
権
利
を
有
し
て
い
る

と
し
、
そ
の
権
利
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
「
正
義
」
と
し
て
定
義
づ
け
た

の
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
以
上
の
よ
う
に
、

正
義
の
問
題
を
権
利
の
そ
れ
と
し
て
構
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
す

る
と
か
れ
は
正
義
論
を
、
こ
れ
ま
で
主
流
で
あ
り
続
け
て
き
た
経
済
的
正

義
論
と
は
全
く
異
な
る
、
権
利
論
的
正
義
論
、
あ
る
い
は
法
的
正
義
論
と

し
て
論
理
構
成
を
試
み
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
れ
は
、

経
済
制
度
と
し
て
の
市
場
経
済
と
政
治
制
度
と
し
て
の
代
表
民
主
制
の
下

で
は
、
少
数
派
に
属
す
る
人
々
は
多
数
派
に
属
す
る
人
々
と
同
等
に
は
扱

わ
れ
な
い
と
の
認
識
の
下
に
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
こ

と
を
自
然
権
た
る
性
格
を
有
す
る
道
徳
的
権
利
と
し
て
構
成
し
、
結
局
こ

の
権
利
は
訴
訟
の
場
に
お
い
て
最
も
有
効
に
実
現
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
裁
判
官
は
道
徳
的
権
利
に
ま
で
考
察
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

勝
訴
さ
せ
る
べ
き
当
事
者
の
権
利
を
発
見
す
べ
き
と
す
る
権
利
テ

l
ゼ
は
、

か
れ
が
裁
判
に
期
待
し
た
役
割
り
に
充
分
応
え
う
る
論
理
構
成
が
と
ら
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
権
利
テ

i
ゼ
は
、
そ
う
す
る
と
、
決
し
て
単
な
る

裁
判
過
程
論
な
の
で
は
な
く
、
権
利
論
的
正
義
論
の
方
法
論
と
し
て
、
か
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ドゥオーキン権利論の社会哲学

れ
の
正
義
論
の
欠
く
べ
か
ら
か
ざ
る
一
分
野
を
な
し
て
い
る
も
の
と
評
価

(
日
)

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
義
の
実
現
を
裁
判
の
場
に
求
め
た
以
上
、
そ
こ

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
理
論
を
提
示
し
な

け
れ
ば
、
正
義
論
は
全
体
と
し
て
完
結
を
み
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
権
利
テ

l
ゼ
を
正
義
論
と
し
て
評
価
し
た
場
合
、
ど
の
よ

う
な
理
論
的
問
題
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
義
と
し
て
実
現
さ

れ
る
べ
き
・
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
は
、
自
然
権
的
性
格
を

有
す
る
道
徳
的
権
利
で
あ
り
、
裁
判
官
は
訴
訟
の
場
に
お
い
て
こ
れ
を
発

見
す
る
こ
と
を
そ
の
役
割
り
と
す
る
、
と
い
う
の
が
権
利
テ
ー
ゼ
の
内
容

で
あ
っ
た
が
、
実
は
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
法
理
論
に
対
す
る
法
哲
学
者
の
批

判
は
こ
の
点
に
集
中
し
て
い
て
、
そ
の
あ
り
方
も
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
権
利
テ
ー
ゼ
の
権
利
構
造
論
的
側
面
の
考
察
の
み
に
あ
る

の
で
は
な
い
の
で
、
権
利
テ

l
ゼ
に
関
す
る
代
表
的
見
解
の
み
を
取
り
挙

げ
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
正
義
論
の
社
会
哲
学
的
考
察
の
必
要
性
は
権
利
論

内
在
的
で
あ
る
こ
と
の
手
掛
り
を
得
る
こ
と
に
努
め
た
い
。

こ
の
論
点
に
関
し
て
最
も
根
本
的
な
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
の
が
、
マ

(ロ}

コ
l
ミ
ツ
ク
で
あ
る
。
マ
コ

1
ミ
ツ
ク
の
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
批
判
は
、
主
と

し
て
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
第
一
に
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
が
自
然
権
論
を
採
っ
た
こ
と
、
第
二
に
構
成
モ
デ
ル
を
用
い
た
こ
と
、

第
三
に
か
れ
の
「
権
利
」
の
定
義
に
関
し
て
、
の
三
点
で
あ
る
。
マ
コ

l

ミ
ツ
ク
は
ま
ず
、
自
然
法
論
に
立
脚
し
、
法
的
推
論
に
道
徳
理
論
、
政
治

理
論
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
は
、
べ
ン
サ
ム
以
前
の
一
八
世
紀
的
自
然
法
論

(
日
)

へ
の
回
帰
で
あ
る
と
し
て
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
を
批
判
す
る
。
し
か
し
、
ド
ゥ

オ
l
キ
ン
の
権
利
論
を
そ
の
よ
う
に
性
格
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
正
当
な

評
価
と
は
い
え
な
い
。
も
し
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
、
か
れ
の
い
う
道
徳
的
権

利
を
思
弁
的
・
観
念
的
に
し
か
把
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
措
定
し
た
な

ら
そ
う
も
い
え
よ
う
が
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
訴
訟
に
お
け
る
両
当
事
者

の
主
張
・
立
証
と
そ
れ
を
実
定
諸
法
規
の
根
底
に
あ
る
政
治
理
論
に
ま
で

掘
り
下
げ
て
ど
ち
ら
が
よ
り
そ
の
政
治
理
論
に
整
合
的
か
を
推
論
す
る
裁

判
宮
の
創
造
的
取
り
組
み
と
い
う
法
的
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
お
い
て
、
そ
の

道
徳
的
権
利
が
実
現
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
の
権
利
論
は
、
単
な
る
一
八
世
紀
的
自
然
権
論
の
蒸
し
返
し
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
か
れ
の
権
利
論
は
、
自
然
権
論
と
実
証
主
義
と
の
二
元

(M) 

的
対
立
の
克
服
を
狙
っ
た
、
い
わ
ば
第
三
の
法
理
論
な
の
で
あ
る
。
い
か

な
る
内
容
の
権
利
が
権
利
と
し
て
保
護
す
る
に
値
す
る
か
を
専
ら
理
論
的

地
平
で
論
じ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
法
理
論
に
対
し
て
、

法
廷
弁
論
と
い
う
極
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
地
平
で
か
れ
は
論
理
展
開
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
権
利
論
に
新
た
な
境
地
を
開
拓
し
た
も
の
と
評
価
し

う
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
る
な
ら
、
権
利
の
内
容
を
理
論
的
地
平
で
担
え

て
き
た
こ
れ
ま
で
の
法
理
論
に
対
し
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
デ
イ
ア
レ
ク
テ
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イ
ク
的
地
平
で
そ
れ
を
把
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
法
的
プ
ラ
ク
テ
イ
ス
に
お
け
る
裁
判
官
の

判
断
方
法
が
「
構
成
モ
デ
ル
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
マ
コ

l
ミ
ツ
ク
の
第
二
の
批
判
は
こ
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

唯
一
の
正
し
い
解
答
(
ラ
イ
ト
ア
ン
サ

l
)
を
発
見
す
る
モ
デ
ル
は
自
然

モ
デ
ル
で
あ
り
、
構
成
モ
デ
ル
を
も
っ
て
そ
れ
で
あ
る
と
し
た
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
は
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
コ

l
ミ
ツ
ク
に
よ
る

と
、
裁
判
官
が
自
己
の
道
徳
的
直
観
に
基
づ
い
て
構
成
モ
デ
ル
に
従
っ
て

判
断
を
下
す
の
で
は
、
そ
の
裁
判
官
一
者
に
と
っ
て
妥
当
で
あ
る
判
断
が
、

他
の
い
か
な
る
裁
判
官
に
と
っ
て
も
妥
当
で
あ
る
保
障
は
何
も
な
い
と
い

〔
日
)

う
の
で
あ
る
。
確
か
に
何
が
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
(
ラ
イ
ト

ア
ン
サ

l
)
は
専
ら
客
観
的
に
決
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
発
見
に
は

自
然
科
学
的
推
論
方
法
が
適
合
的
で
あ
る
、
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
推

論
モ
デ
ル
は
な
る
ほ
ど
自
然
モ
デ
ル
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

前
述
の
と
お
り
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
お
ら
ず
、
両
当

事
者
の
主
張
・
立
証
、
そ
れ
か
ら
裁
判
官
に
お
け
る
そ
の
主
張
内
容
と
政

治
理
論
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
運
動
と
か
ら
成
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
法
的

プ
ラ
ク
テ
イ
ス
に
お
い
て
そ
れ
が
発
見
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
的
推
論
モ
デ
ル
と
し
て
は
自
然
モ
デ
ル
が

不
適
合
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ド
ゥ
オ

l
キ

ン
は
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
的
推
論
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
下
さ

れ
る
判
断
が
普
遍
性
を
獲
得
し
う
る
理
論
的
道
具
立
て
を
用
意
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
ハ
ー
ド
ケ

l
ス
の
理
論
に
お
い
て
、
裁
判
官
へ
ラ

ク
レ
ス
は
、
垂
直
的
秩
序
と
水
平
的
秩
序
の
双
方
に
お
い
て
整
合
性
を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
垂
直
的
秩
序
に
お
け
る
整
合
性
と
は
、

下
位
法
に
関
す
る
あ
る
決
定
は
上
位
法
の
趣
旨
に
反
し
て
は
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
水
平
的
秩
序
に
お
げ
る
整
合
性
と
は
、
上
下
関
係
に

お
い
て
あ
る
一
定
レ
ベ
ル
に
関
す
る
判
断
の
原
理
が
、
同
一
レ
ベ
ル
の
他

の
諸
決
定
を
正
当
化
す
る
原
理
と
矛
盾
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
初
た
と
え
、
あ
る
法
的
論
争
に
関
す
る
判
断
の
正
し
さ
が
最
初
は
裁

判
官
一
人
の
道
徳
的
直
観
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

が
政
治
理
論
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
運
動
の
中
で
以
上
の
二
つ
の
整
合
性

が
確
保
さ
れ
る
べ
く
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
イ
ト
さ
れ
れ
ば
、
判
断
者
一
人
に

(口)

と
っ
て
の
み
妥
当
性
を
有
す
る
決
定
に
な
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
問

題
は
、
後
述
す
る
が
、
構
成
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
そ
の
二
つ
の
整
合
性
を

確
保
す
べ
く
判
断
す
る
と
い
う
方
法
が
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
意
図
し
て
い

る
リ
ベ
ラ
ル
な
判
断
結
果
を
保
証
し
う
る
か
否
か
で
あ
る
。

マ
コ

l
ミ
ツ
ク
の
第
三
の
批
判
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
は
循
環

論
法
に
陥
っ
て
い
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、

一
方
で
は
権
利
と
は
、
国
家
が
不
正
に
個
人
を
取
り
扱
っ
た
場
合
に
そ
れ
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に
反
対
し
う
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
他
方
で
国
家
が
不
正
に
個
人

を
取
り
扱
う
と
は
そ
の
個
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い

る
が
、
こ
れ
で
は
両
者
は
互
い
に
互
い
を
定
義
し
合
う
関
係
に
な
っ
て
し

(
日
)

ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
批
判
も
当
た
っ
て
い
な

い
。
確
か
に
マ
コ

l
ミ
ツ
ク
の
引
用
し
て
い
る
箇
所
の
み
か
ら
は
そ
の
よ

(
日
)

う
に
も
読
め
る
が
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
権
利
(
マ
コ

l
ミ
ッ
ク
が
こ
こ

で
問
題
と
し
て
い
る
権
利
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
分
類
に
従
え
ば
、
「
個
人

的
権
利
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
)
と
は
、
実
定
諸
法
規
の
根
底
に
あ
る

政
治
理
論
(
政
治
目
的
)
が
個
別
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
定
義
づ
け
て

(
初
)

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
循
環
論
法
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
全
く
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。

ドゥオーキン権利論の社会哲学

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
を
正
義
論
と
し
て
評
価
し
た
場
合
の
問
題
点

は
、
こ
の
権
利
と
し
て
個
別
化
さ
れ
る
べ
き
政
治
理
論
が
構
成
モ
デ
ル
に

お
い
て
、
す
な
わ
ち
裁
判
官
の
判
断
形
成
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
り

如
何
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
既
に
み
て
き
た
よ
う
に

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
裁
判
官
に
対
し
て
極
め
て
積
極
的
・
創
造
的
な
役
割

り
を
負
わ
せ
る
論
理
構
成
を
採
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か

れ
が
裁
判
官
の
決
定
が
個
人
的
確
信
の
表
明
に
終
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い

(
幻
)

と
し
得
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
構
成
モ
デ
ル
が
か
れ
の
望
む
と
お
り
に
有
効

に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

の
論
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
判
決
は
法
の
原
理
た
る
政
治
道
徳
と
整
合

す
べ
く
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
保
守
的
な

個
人
的
確
信
を
有
し
て
い
る
裁
判
官
で
あ
っ
て
も
、
整
合
性
を
確
保
す
る

過
程
で
そ
の
よ
う
な
個
人
的
確
信
を
排
除
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う

(n) 

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
都
合
の
よ
い
見
解
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
実
際
に
合
衆
国
最
高
裁
は
、
先
に
み
た
と
お
り
リ
ベ
ラ
ル
な

ウ
オ
レ
ン
・
コ
ー
ト
か
ら
非
常
に
保
守
的
な
パ

l
ガ

l
・
コ
ー
ト
へ
と
そ

の
路
線
を
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

か
れ
の
権
利
論
は
少
な
く
と
も
記
述
的
機
能
は
持
ち
得
な
い
こ
と
に
な
ろ

う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
用
い
た
構
成
モ
デ
ル
は
、
道
徳
的
判
断
に
関
す
る
、

手
続
的
・
形
式
的
説
明
モ
デ
ル
た
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

構
成
モ
デ
ル
そ
れ
自
身
は
、
い
か
な
る
実
体
的
判
断
内
容
を
も
要
請
す
る

も
の
で
は
な
い
。
構
成
モ
デ
ル
に
拠
っ
て
判
断
を
下
し
た
と
し
て
も
、
マ

ッ
キ

l
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
裁
判
官
の
主
観
的
契
機
が
入
り
込
む
余

(
ね
)

地
は
否
定
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
い
う
根
底
理
論
が
異

な
れ
ば
、
構
成
モ
デ
ル
を
通
し
た
判
断
結
果
も
異
な
る
こ
と
は
む
し
ろ
当

然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
構
成
モ
デ
ル
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
か
ら

は
、
保
守
的
な
判
断
結
果
が
下
さ
れ
な
い
こ
と
の
保
証
は
、
理
論
上
全
く

得
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
モ
デ
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研究ノート

ル
に
従
っ
た
実
体
的
判
断
結
果
は
、
実
体
的
根
底
理
論
(
政
治
理
論
)
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
権
利
は
政
治
理
論
が
個
別
化
さ
れ
た
も
の
と
定
義
づ
け
た
の

で
あ
る
か
ら
、
何
が
権
利
と
し
て
保
護
に
値
す
る
か
が
実
体
的
内
容
を
持

っ
た
政
治
理
論
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
か
れ
の
理
論
の
必
然
的
な
帰
結
で

あ
る
と
思
う
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
が
パ

l
ガ

1
・コ
l
卜
に

代
表
さ
れ
る
保
守
主
義
を
批
判
し
た
の
は
、
か
れ
ら
が
構
成
モ
デ
ル
に
基

づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
等
し

い
配
慮
と
尊
敬
を
も
っ
て
諸
個
人
が
扱
わ
れ
る
べ
き
と
す
る
、
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
自
身
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
観
に
反
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権

利
は
ど
の
よ
う
に
し
て
抽
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
論
か
ら
抽
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
全
く
そ
の
逆
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
論
の
内
に
前
提
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(
本
稿
二

ω参
照
)
。
等
し
い

配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
は
、
構
成
モ
デ
ル
の
論
理
を
究
極
に
ま
で
推

し
進
め
て
抽
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
本
稿
一

ω参
照
)
。
問
題
は
こ
こ
か

ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
構
成
モ
デ
ル
と
は
、
裁
判
官
の
個
人
的
道
徳
的

確
信
と
実
定
諸
法
規
の
根
底
理
論
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
運
動
の
説
明
モ

デ
ル
に
す
ぎ
な
い
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
こ
の
構
成
モ
デ
ル
を
、
ロ
ー
ル
ズ

の
反
省
的
均
衡
、
社
会
契
約
、
原
初
状
態
と
い
う
正
義
原
理
導
出
の
過
程

の
論
理
を
援
用
し
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
等
し
い

配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
は
高
度
に
抽
象
的
な
権
利
で
あ
る
と
か
れ
自

(M) 

身
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
い
か
な
る
判
決
が
下
さ
れ
る
か
の
、
し
た
が

っ
て
ま
た
(
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
の
権
利
論
を
正
義
論
と
し
て
評
価
し
て
き

た
か
ら
)
正
義
の
具
体
的
内
容
は
何
か
を
判
断
す
る
う
え
で
の
手
続
的
地

位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
か
り
に
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
平

等
は
チ
ャ
ン
ス
の
平
等
の
み
で
あ
る
と
い
う
政
治
哲
学
に
依
拠
す
る
と
、

事
後
的
に
再
分
配
政
策
を
施
す
こ
と
は
、
施
さ
れ
る
本
人
の
能
力
と
努
力

に
敬
意
を
払
わ
な
い
点
で
、
ま
た
再
分
配
の
た
め
に
そ
の
所
得
の
一
部
を

税
金
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
者
に
不
当
な
負
担
を
強
い
る
点
で
、
等
し
い
配

慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と

も
充
分
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
に
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
到

底
賛
成
し
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
理
由
は
も
ち
ろ
ん
、

か
れ
が
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利

を
侵
害
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
高
度
に
抽
象
的

な
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
が
い
か
な
る
内
容
を
正
義
と
し
て

要
求
す
る
か
は
、
政
治
理
論
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
権
利
は
か
れ
の
政
治
理
論
の

前
提
は
な
し
て
い
て
も
、
そ
の
レ
ベ
ル
で
は
論
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
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る
。
換
言
す
る
な
ら
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
構
成
モ
デ
ル
の
箇
所
に
お
い
て

導
出
し
た
、
高
度
に
抽
象
的
な
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
と
、

か
れ
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
で
前
提
化
し
た
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る

権
利
と
は
、
別
次
元
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
前
者
は
い
わ
ば
手
続
的
権
利

た
る
性
格
を
有
し
そ
れ
自
体
と
し
て
は
積
極
的
に
二
疋
の
正
義
の
内
容
を

主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、
後
者
は
豊
か
な
内
容
を
も
っ
た

実
体
的
権
利
た
る
性
格
を
有
し
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
理
論
的
枠
組
み
に

あ
て
は
め
て
い
う
な
ら
、
前
者
は
正
義
の
三
原
理
選
択
以
前
の
正
義
原
理

導
出
の
条
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
格
差
原
理
か
ら
の
類
似
性
か

ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
契
約
の
産
物
た
る
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
か
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
な
ぜ
前
者
の
等
し
い
配
慮
と
尊

敬
を
受
け
る
権
利
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
で
前
提
化
さ
れ
て
い
る
等
し
い
配

慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
で
あ
り
得
て
い
る
の
か
を
論
証
し
な
い
ま
ま
に
、

両
者
を
同
一
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ド

ウ
オ

l
キ
ン
は
そ
の
権
利
論
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
の
真
髄
と
も
い
う
べ
き

「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
を
完
全
に
手
続
的
理
論
の
レ
ベ

ル
で
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
は
失
敗
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
得
的
能
力
の
中
立
化
に
端
的
に
代
表
さ
れ

る
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
に
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
自
身
が

付
与
せ
し
め
た
実
体
的
内
容
が
、
い
か
な
る
価
値
に
よ
り
根
拠
づ
け
ら
れ
、

そ
し
て
そ
の
実
現
可
能
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
か
れ
の
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
論
を
支
え
る
社
会
哲
学
の
レ
ベ
ル
で
解
明
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
(
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
の
内
容
は
前
述
の
と

お
り
か
れ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
で
前
提
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
論
の
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
)
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

論
と
密
接
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
れ
は
、
自
ら
の
権
利
論
を
経

済
的
正
義
論
に
代
わ
る
権
利
論
的
正
義
論
、
あ
る
い
は
法
的
正
義
論
と
し

て
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
評
価
し
て
き
た
。
そ
し
て
本
項
に
お
付
る

考
察
の
結
果
、
以
下
の
理
由
か
ら
か
れ
の
権
利
論
を
支
え
る
社
会
哲
学
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
構
成
モ
デ
ル
に
従
っ
て
判
断
を
下
せ
ば
必
ず

判
断
者
の
保
守
的
確
信
が
排
除
さ
れ
る
と
し
た
点
で
、
そ
し
て
ま
た
、
か

れ
自
身
非
常
に
豊
か
な
実
体
的
内
容
を
そ
こ
に
盛
り
込
ん
で
い
る
「
等
し

い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
L

を
構
成
モ
デ
ル
の
論
理
的
要
請
と
し
て

論
証
し
た
点
で
も
、
か
れ
自
身
意
図
し
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
論
理

を
手
続
的
・
形
式
的
理
論
の
レ
ベ
ル
の
論
証
に
解
消
し
尽
く
そ
う
と
試
み

な
が
ら
も
、
そ
れ
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
実
体
的
論

理
を
手
続
的
論
証
の
レ
ベ
ル
に
解
消
し
尽
く
し
た
正
義
論
を
構
築
し
う
る

北法 37(5・189)795 
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理
論
的
可
能
性
は
一
般
的
に
は
存
し
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
ド
ゥ
オ

l
キ

ン
は
そ
れ
に
成
功
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
的
正
義
論
が
、
今
日
の
正
義
論
の
問
題
状
況
の

中
で
全
く
意
義
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

か
れ
自
身
は
章
を
設
け
て
明
示
的
に
論
ず
る
と
い
っ
た
こ
と
は
し
て
い
な

い
に
せ
よ
、
断
片
的
に
自
ら
の
権
利
論
の
哲
学
的
基
礎
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
筒
所
が
多
々
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
の
論
述
を
、
も
し
明
確
な
社
会
哲
学
へ
と
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
今
日
の
正
義
論
の
問
題
状
況
の
中
で
二
疋
の
意
義
を
持
た
せ
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
は
何
よ
り
も
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
自
身

成
功
し
な
か
っ
た
、
非
常
に
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
内
容
を
有
し
、
等
し
い

配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
を
そ
の
中
核
と
す
る
か
れ
の
権
利
論
的
正
義

論
の
論
証
を
、
か
れ
に
代
わ
っ
て
、
実
体
的
論
理
を
支
え
る
哲
学
レ
ベ
ル

で
試
み
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

(2) 

権
利
論
的
正
義
論
の
社
会
哲
学

市
場
経
済
を
モ
デ
ル
と
す
る
経
済
的
正
義
論
、
古
典
的
自
由
主
義
論
は
、

合
理
的
に
自
己
利
益
の
最
大
化
を
図
る
消
費
者
的
人
間
像
に
基
づ
い
て
き

た
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
内
容
に
「
白

由
」
を
定
義
し
直
し
た
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
や
は
り
消
費
者
的
人
間
像
と

は
異
な
る
人
間
像
を
新
た
に
措
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

は
、
か
れ
の
い
う
と
こ
ろ
の
権
利
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
政
府
は
、
次
の

よ
う
な
人
間
像
を
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

人
間
の
尊
厳
と
い
う
あ
い
ま
い
で
は
あ
る
が
強
力
な
観
念
で
あ
る
。
カ
ン

ト
を
想
起
さ
せ
る
こ
の
観
念
は
、
も
し
あ
る
人
聞
が
そ
の
人
間
共
同
体
の

フ
ル
・
メ
ン
バ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
に
扱
わ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

(
お
)

は
な
は
だ
し
い
不
公
正
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

本
稿
二
川
で
み
た
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
よ
る
平
等
の
自
由
主
義
的
概
念
を
想

い
起
こ
せ
ば
、
一
層
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
確
と
な
ろ
う
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
政
府
が
市
民
を
等
し
い
者
と
し
て
扱
う
と
は
、
市
民
を
自
由
で

(
釘
)

独
立
な
も
の
と
し
て
、
等
し
い
尊
厳
を
も
っ
て
扱
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か

れ
は
、
経
済
的
正
義
論
に
代
わ
り
う
る
も
の
と
し
て
、
自
ら
の
正
義
論
を

権
利
論
的
正
義
論
、
あ
る
い
は
法
的
正
義
論
と
し
て
構
成
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
根
底
に
は
人
間
論
的
前
提
の
転
換
が
伴
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
新
た
に
措
定
し
た
こ
の
よ
う
な
人
間
像
を
「
道
徳
的

人
間
像
」
と
呼
ぶ
な
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
も
や
は
り
道
徳
的
人
間
像
に
立
脚
し

て
そ
の
正
義
論
を
構
築
し
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
正
義
の
諸
原
則
は
平

等
に
人
聞
に
適
用
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
適
用
さ
れ
る
べ
く
権

利
を
有
す
る
の
は
、
善
の
観
念
す
な
わ
ち
人
生
の
合
理
的
プ
ラ
ン
を
持
つ
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こ
と
が
で
き
、
正
義
の
感
覚
を
有
し
て
い
る
道
徳
的
人
格
で
あ
る
と
し
て

(
刊
日
)

い
る
。
正
義
の
諸
原
則
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
平
等
な
基
本
的
自
白

を
保
障
す
る
第
一
原
理
と
、
公
正
な
機
会
均
等
の
条
件
、
格
差
原
理
か
ら

(
鈎
)

成
る
第
二
原
理
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
格
差
原
理
は
、
一
般
に
配
分
的
正

義
の
実
現
の
基
準
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
て
そ
の
点
で
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
と
類
似
す
る
が
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
格
差
原
理
を
受
容

し
な
い
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
よ
る
と
、
ロ
ー
ル
ズ
は
格
差
原
理
を
持
ち
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
正
義
と
階
層
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

(
却
)

る
。
格
差
原
理
に
よ
る
と
、
あ
る
災
害
が
発
生
し
た
結
果
、
恵
ま
れ
た
ク

ラ
ス
の
莫
大
な
損
害
に
よ
っ
て
最
も
恵
ま
れ
な
い
ク
ラ
ス
の
被
害
が
補
え

る
場
合
、
恵
ま
れ
た
ク
ラ
ス
か
ら
の
所
得
移
転
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
所
得
移
転
は
公
正
で
な
い
と
す
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
恵
ま
れ
た
ク
ラ
ス
に
属
す
る
者
は
そ
う
で
な
い

ク
ラ
ス
の
者
よ
り
も
少
な
い
配
慮
し
か
受
け
取
っ
て
お
ら
ず
、
平
等
な
者

(
ね
)

と
し
て
扱
わ
れ
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
構
想
し
て
い
る
平
等
に
よ
る
と
、
資
源
や
所
得
の
配
分
は
、
経

済
的
・
社
会
的
地
位
と
は
全
く
切
り
離
し
て
個
人
毎
に

S
2
8ロ
Z
匂

RE

gロ
)
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
平
等
は
、
原
則
と
し
て
グ
ル
ー
プ
と

し
て
の
地
位
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
人
的
権
利
の
問
題

(

明

記

)

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
格
差
原
理
の
根
本
に
あ
る
発
想
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
ル
ズ
と

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
共
通
し
て
い
る
。
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

が
権
利
論
的
正
義
の
実
現
と
し
て
要
求
す
る
所
得
分
配
は
、
生
得
の
能
力

の
差
異
を
中
立
化
す
る

(REE--N巾
)
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み

た
。
こ
れ
は
、
自
然
的
な
能
力
の
差
異
や
社
会
的
偶
然
性
に
よ
る
差
異
を

共
同
体
の
共
通
財
産
に
し
よ
う
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
ロ
ー
ル

ズ
も
や
は
り
、
配
分
的
正
義
の
基
準
と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
格

{
お
)

差
原
理
は
、
自
然
的
才
能
を
共
同
の
才
能

(
2
5
5
8
2忠
之
、
あ
る
い

{
H
A
)
 

は
共
同
利
益
に
供
せ
ら
れ
る
べ
き
社
会
的
才
能
(
由
。
巳
包
忠
∞
2
)
、
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
を
定
め
た
取
り
決
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

ロ
l
ル
ズ
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
発
想
を
そ
の
正
義
論
へ
と
発
展
さ
せ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ー
ル
ズ
は
そ
の
人
間
論
的
前
提

と
し
て
、
善
の
観
念
と
正
義
の
感
覚
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
。
ロ

ー
ル
ズ
の
い
う
善
の
観
念
と
は
、
合
理
的
な
人
生
設
計
を
な
し
う
る
こ
と

で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
自
己
の
利
益
を
最
大
限
増
進
さ
せ
る
7

(

お

)

市

べ
く
行
動
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ロ

i
ル
ズ
は
、
一
方
で
こ
の
よ
う
な
い

人
間
像
を
正
義
論
構
築
の
根
幹
に
据
え
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
公
正
性

ω

の
理
論
的
担
保
と
し
て
、
正
義
原
理
の
導
出
過
程
に
原
初
状
態
を
想
定
し
、
。勾

t

そ
こ
で
は
契
約
の
当
事
者
は
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
し
た
訓

(
お
)

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
状
態
に
お
い
て
は
、
当
事
者
は
自
分
自
身
社
会
の
中
北
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の
ど
の
地
位
に
存
し
て
い
る
か
が
全
く
わ
か
ら
な
い
た
め
、
優
遇
さ
れ
て

い
る
境
遇
に
存
し
て
い
る
と
す
る
根
拠
は
全
く
な
く
、
し
た
が
っ
て
合
理

的
当
事
者
は
基
本
的
自
由
の
平
等
な
配
分
を
要
求
す
る
ほ
か
は
な
く
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
基
本
的
自
由
の
絶
対
的
平
等
を
そ
の
内

(
幻
)

容
と
す
る
正
義
の
第
一
原
理
が
導
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
い
ま
あ
る

不
平
等
を
伴
う
制
度
を
導
入
す
る
と
し
た
な
ら
、
や
は
り
合
理
的
当
事
者

は
自
己
が
ど
の
境
遇
に
い
る
か
わ
か
ら
な
い
た
め
、
自
己
が
最
も
恵
ま
れ

な
い
境
遇
に
い
る
と
仮
定
し
た
う
え
で
な
お
最
大
の
利
益
を
得
る
方
法
と

し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
マ
ク
シ
ミ
ン
・
ル

l
ル
に
従
っ
た
決
定
を
行
な
わ
ざ

(
お
)

る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
正
義
の
第
二
原
理
で
あ
る
格
差
原
理

が
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ロ
ー
ル
ズ
は
自
ら
の
人
間
論

的
前
提
を
道
徳
的
人
格
と
呼
ん
だ
が
、
そ
こ
に
は
な
お
マ
キ
シ
マ
イ
ザ
ー

と
し
て
の
性
格
が
強
く
入
り
込
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
後
に

み
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
ロ

l
ル
ズ
の
方
法
論
は
実
は
成
功
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。

ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
正
義
原
理
の
構
築
方
法
論
の
こ
の
側
面
を
非
常
に
重

要
視
し
て
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
の
が
、

C
・
B
-
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
で

あ
る
。
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
は
、
ノ
ヂ
ツ
ク
は
「
小
さ
な
国
家
」
論
を
、
ロ

ー
ル
ズ
は
福
祉
国
家
論
を
主
張
し
た
と
い
う
棺
違
は
あ
る
も
の
の
、
両
者

は
自
ら
の
利
益
を
最
大
化
す
る
市
場
的
人
間
像
(
ヨ
由
同

S
Eロ
m
g
R
W
2

自
由
ロ
)
を
基
準
と
し
、
資
本
主
義
的
市
場
社
会
と
所
有
制
度
と
の
結
び
つ

(
鈎
)

き
を
支
持
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
と
す
る
。
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
は
、

そ
の
よ
う
な
マ
キ
シ
マ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
人
間
像
を
全
面
的
に
拒
否
す
る

と
と
も
に
、
平
等
や
社
会
福
祉
な
ど
と
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
に
立
つ

一
八
世
紀
的
な
自
由
概
念
を
も
全
面
的
に
拒
否
し
、
そ
う
し
た
う
え
で
「
自

由
」
の
再
定
義
を
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
と
同
様
に
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ

ク
フ
ァ

l
ソ
ン
に
よ
る
と
、
私
的
所
有
制
度
を
根
幹
に
据
え
る
市
場
経
済

的
自
由
主
義
は
、
持
た
ざ
る
者
か
ら
持
て
る
者
へ
の
不
断
で
全
体
的
な
移

転

(
8
5
-
E。
5
ロ
巾
同
可
吉
田
常
吋
)
を
持
た
ら
し
、
多
く
の
人
々
が
理
性

的
に
人
間
と
し
て
の
生
活
を
送
る
可
能
性
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

(
刊
)

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

J
・

s
・
ミ
ル
が
最
初
に
市
場
経
済
の
非
倫
理

(
H
M
)
 

性
を
指
摘
し
て
以
来
、
今
日
で
は
い
わ
ゆ
る
福
祉
国
家
と
し
て
の
管
理
さ

れ
た
資
本
主
義
社
会
が
実
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
、
自
己
利
益

(
位
)

を
最
大
化
す
る
市
場
的
人
間
像
に
拠
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
福
祉

国
家
論
で
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
人
間
像
に
基
づ
く
以
上
、
基
本
的
に
は

ミ
ル
の
資
本
主
義
批
判
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
批

判
と
は
、
多
数
派
の
横
暴
(
門
司
同
ロ
ロ
可
)
に
よ
り
、
自
己
発
展
さ
せ
る
た
め

の
個
人
の
自
由
(
宮
己
主
己

E-
骨

2
号
B

F門
的
色
『
・
己
雪
色
。
匂

5
8同
)
が

(
同
日
)

全
面
的
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
は
、
私
的

所
有
制
度
を
採
る
限
り
、
持
つ
者
と
持
た
ざ
る
者
と
の
分
裂
が
そ
こ
か
ら

北法 37(5・192)798 
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生
じ
、
そ
の
結
果
必
然
的
に
少
数
派
の
自
己
発
展
は
妨
げ
ら
れ
る
と
考
え
、

多
数
派
・
少
数
派
に
関
係
な
く
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
最
大
限
自
己
発
展
せ
し

め
得
る
こ
と
こ
そ
自
由
の
本
質
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
所
有
的
個

(
叫
)

人
主
義
か
ら
自
己
発
展
型
自
由
主
義
へ
の
転
換
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
所
有
的
個
人
主
義
に
お
い
て
は
自
ら
と
不
可
分
一
体
の
関
係

に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
自
由
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
所
有
は
、
か
れ
の
理
論
に

お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ク
フ
ァ

l
ソ

ン
は
、
所
有
的
個
人
主
義
の
排
他
的
所
有
概
念
に
代
え
、
自
己
の
諸
能
力

を
発
展
・
実
現
し
、
最
大
限
に
自
由
な
生
活
(
町
三
-
回
忌
骨

2
三
巾
)
を

営
む
た
め
に
必
要
な
生
活
手
段
へ
と
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
と
し
て
、
非
排

他
的
概
念
の
権
利
と
し
て
所
有
権
を
定
義
づ
げ
ら
)
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
に

お
い
て
こ
の
よ
う
に
再
定
義
さ
れ
た
自
由
と
所
有
権
は
、
も
は
や
社
会
福

(
叫
)

祉
と
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
立
つ
こ
と
を
や
め
、
や
は
り
か
れ
も
、
自

由
と
平
等
と
の
対
立
の
原
理
的
解
消
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
の
自
由
再
定
義

の
政
治
理
論
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
権
利
論
の
社
会
哲
学
の
解
明
の
手
掛
と

な
ろ
う
。
以
下
で
は
、
け
ま
ず
、
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
と
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の

立
場
上
の
類
似
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
に
よ
る
自
己

発
展
型
自
由
主
義
の
哲
学
的
価
値
を
検
討
し
、
同
マ
ク
フ
ァ

i
ソ
ン
に
よ

る
ロ

l
ル
ズ
批
判
の
不
当
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
は
両
者
が
同

じ
哲
学
的
価
値
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
マ
ク
フ
ァ

i
ソ
ン

が
明
確
に
論
じ
て
い
な
い
点
の
解
明
を
ロ

l
ル
ズ
理
論
の
中
に
求
め
、
日

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
も
上
記
二
者
と
同
じ
哲
学
的
価
値
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
後
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
理
論
上
の
意
義
を
有
し
て
い
る
か
を

明
ら
か
に
す
る
、
と
の
手
順
で
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

付
前
節
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
、
個
人
の
独
立
や
尊
厳
が

確
保
さ
れ
る
た
め
の
自
由
概
念
は
、
資
格
と
し
て
の
自
由

2
5
R
々
g

--25巾
)
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
独
立
と
し
て
の
自
由

(]-σ
巾
ユ
可
忠
一
豆
町
宮
口
‘

仏
巾
ロ
円
巾
)
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
。
こ
の
よ
う
な
ド
ゥ
オ

l
キ

ン
の
自
由
概
念
は
、
思
想
史
的
に
は

J
・

s
・
ミ
ル
の
問
題
意
識
に
依
拠

し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ル
は
、
政
治
的
決
定
や
そ
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
し
ば
し
ば
等
し
い
尊
敬
や
諸
個
人
の
独
立
は
脅
や
か
さ

れ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
に
、
尊
厳
、
人
格
、
侵
害
と
い
っ
た
道
徳
的
概

(
灯
)

念
の
政
治
的
重
要
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
か
ら
、
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
は
、
代
表
民
主
制
に
お
け
る
問
題
点
を
、
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
は
市
場

9
ハ叫
d

経
済
に
お
け
る
問
題
点
を
主
と
し
て
読
み
取
っ
て
い
る
と
い
う
差
異
は
あ
げqも

u

る
も
の
の
、
客
観
的
・
普
遍
的
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
、
代
表
民
主
制
と
四

い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
、
あ
る
い
は
市
場
経
済
と
い
う
経
済
シ
ス
テ
ム
の
貫

G
弓

t

徹
に
よ
る
個
人
の
道
徳
的
側
面
に
対
す
る
侵
害
を
取
り
挙
げ
て
い
る
点
で
、
一
一

両
者
は
基
本
的
に
発
想
が
共
通
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
非
市
場
的
人
間
北
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像
と
非
市
場
的
自
由
概
念
に
立
脚
し
た
場
合
、
当
然
伝
統
的
な
市
場
的
所

有
概
念
の
転
換
を
も
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ド
ゥ
オ

|
キ
ン
は
ど
の
よ
う
に
理
論
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
オ

l

キ
ン
に
よ
れ
ば
、
か
れ
の
主
張
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
あ
る
種
の
所
有
権

を
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
個

人
の
尊
厳
に
不
可
欠
な
個
人
的
所
有
の
範
囲
に
は
そ
の
個
人
が
主
権
を
行

使
し
う
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
こ
の
所
有
概

念
は
、
無
制
限
の
所
有
を
認
め
る
保
守
主
義
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も

(
必
)

の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
タ
ー
ム
は
異
な
る
も
の
の
、
個
人
の
自
己

発
展
に
と
っ
て
必
要
な
生
活
手
段
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
と
し
て
所
有
権
概
念

を
再
構
成
し
た
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
と
か
な
り
近
い
発
想
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
両
者
共
に
、
道
徳
的
人
間
像
に
拠
っ
て
立
ち
人
間
の
有
す
る
そ

の
道
徳
的
部
分
の
要
求
を
充
た
す
た
め
の
権
利
と
し
て
、
所
有
権
を
新
た

に
定
義
。
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
は
、
自
ら
の
主
張
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
実
現
さ
れ
る

た
め
に
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
完
全
に
捨
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
刊
)

い
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
必
ず
し
も
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
全
面
否
定
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
政
治
経
済
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て

は
、
い
や
い
や
な
が
ら
に
も
資
本
主
義
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
い
や
い
や

な
が
ら
に
も
社
会
主
義
を
と
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
し
て
、
消
極
的

(
印
)

な
が
ら
も
混
合
経
済
体
制
が
そ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
合
致
す
る
と
し
、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
部
分
的
に
せ
よ
、
市
場
機
構
を
認
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
を
も
っ
て
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
市

場
経
済
に
随
伴
す
る
経
済
的
弱
者
の
存
在
ま
で
も
是
認
し
て
い
る
も
の
と

評
価
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
す
で
に
本
稿
二
で
み
た
と
お
り
、
こ

の
弱
者
や
少
数
派
の
保
護
こ
そ
正
に
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
権
利
論
的
正
義
論

構
築
の
出
発
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
か
れ

が
市
場
経
済
の
完
全
な
廃
棄
を
主
張
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
論
を
権
利
論
の
一
環
と
し
て
法
的
次
元
に
お
い
て
構
成
し
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
は
政
治
経
済
の
シ
ス
テ
ム
の
理
論

と
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
論
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
論
理
構
成
の
方

向
に
お
い
て
両
者
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
確
か
に
ド
ゥ

オ
l
キ
ン
は
所
得
再
分
配
政
策
を
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
福

祉
功
利
主
義
に
基
づ
い
て
そ
う
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
等

し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
げ
る
権
利
の
実
現
の
た
め
に
そ
れ
が
必
要
で
あ
る

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
市
場
経
済

を
完
全
に
廃
棄
す
る
論
理
構
成
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
両
者
の
決
定

的
な
相
違
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
以
上
の
点
を

北法 37(5・194)800 
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考
慮
し
て
も
、
マ
ク
フ
ァ

i
ソ
ン
の
方
、
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
の
以
上
に
み
て
き
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、

い
か
な
る
哲
学
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ク
フ
ァ

l

ソ
ン
は
、
自
ら
の
民
主
主
義
の
立
場
を
「
自
由
民
主
主
義
」

2
5
qと

母
B
R
E
Q
)、
と
呼
び
、
あ
ら
ゆ
る
メ
ン
バ
ー
が
そ
の
諸
能
力
を
余
す

と
こ
ろ
な
く
発
展
・
実
現
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
あ
る
べ
き
政
治

的
共
同
体
と
し
て
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
由
民
主
主
義

は
、
自
ら
と
相
互
依
存
的
に
密
接
不
可
分
な
基
本
的
諸
権
利
を
諸
個
人
が

有
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
の
自
由
民
主

主
義
は
、
い
か
な
る
哲
学
的
価
値
を
前
提
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、

か
れ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
尊
敬
、
自
律

(
E
Zロ
。
ョ
可
)
、
そ
し
て
共
同
体
へ
の
広
汎
な
基
本
的

諸
権
利
は
、
有
効
に
機
能
す
る
民
主
制
を
要
求
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ

て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
諸
権
利
は
、
指
導
者
(
『
三
巾
『
曲
)

の
人
民

(E-a)
に
対
す
る
民
主
的
責
任
な
く
し
て
は
、
達
成
さ
れ
そ

う
に
も
、
ま
た
擁
護
さ
れ
そ
う
に
も
な
い
。
そ
し
て
、
基
本
的
諸
権
利

は
、
平
等
と
友
愛
(
同
『
白

8
2
5、
)
を
民
主
制
の
本
質
と
す
る
い
か
な
る

(
臼
)

社
会
に
よ
っ
て
も
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
理
論
に
お
い
て
、
諸
個
人
の
平
等
、
個
人

と
し
て
の
自
律
と
尊
敬
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
「
友
愛
」
と
い
う
新
た
な

価
値
前
提
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

同
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
友
愛
」
と
い
う
価
値
を
ど
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、

平
等
や
自
律
が
実
現
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
充
分
な
説
明
を
加
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
問

題
点
を
解
明
す
る
た
め
に
、
本
節
で
わ
れ
わ
れ
が
扱
っ
て
い
る
も
う
一
人

の
理
論
家
、
ロ
ー
ル
ズ
に
つ
い
て
再
度
検
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。
先
に

わ
れ
わ
れ
は
、
市
場
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
、
自
己
利
益
の
最
大
化
を
行
動

原
理
と
す
る
マ
キ
シ
マ
イ
ザ
!
と
し
て
の
人
間
論
的
前
提
に
拠
っ
た
こ
と

と
、
私
的
所
有
制
度
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
の
こ
つ
の
理
由
か
ら
、
マ
ク

フ
ァ

l
ソ
ン
は
ロ

l
ル
ズ
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
。
ま
た
、
他
の

箇
所
で
、
ロ

l
ル
ズ
の
合
理
主
義
的
人
間
像
に
基
づ
く
正
義
の
二
原
理
の

導
出
過
程
論
に
は
、
実
は
問
題
点
が
存
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
二

つ
の
問
題
点
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
友
愛
解
釈
の
問
題
も
自
ら
解
明

さ
れ
よ
う
。

結
論
的
に
い
う
な
ら
、
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
に
よ
る
ロ

l
ル
ズ
批
判
は
一

面
的
に
過
ぎ
る
。
マ
ク
ブ
ァ

l
ソ
ン
は
、
ロ

l
ル
ズ
の
格
差
原
理
を
把
え

て
、
そ
れ
は
不
平
等
は
ど
の
社
会
に
お
い
て
も
不
可
避
で
あ
る
と
の
認
識

に
立
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
で
は
不
平
等
が
許
さ
れ
る
の
は
い
か
な
る
条
件

が
充
た
さ
れ
た
と
き
か
、
と
い
う
問
い
の
解
答
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
も
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(
日
)

の
で
あ
る
と
批
評
す
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
を
そ
の
よ
う

な
消
極
的
な
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
格

差
原
理
は
、
あ
る
価
値
前
提
の
下
に
、
契
約
当
事
者
に
対
し
て
非
常
に
高

度
な
要
求
を
行
う
の
で
あ
る
。
多
少
長
く
な
る
が
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
言

葉
を
引
用
し
て
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

「
格
差
原
理
は
、
友
愛
(
同

E
R
2
5、
)
の
自
然
的
な
意
味
に
一
致
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
恵
ま
れ
て
い
な
い
者
の
利

益
に
な
ら
な
い
限
り
、
よ
り
大
き
な
利
益
を
求
め
な
い
と
い
う
観
念
で

あ
る
。
そ
の
理
想
的
概
念
に
お
い
て
、
そ
し
て
ま
た
実
際
に
お
い
て
も

し
ば
し
ば
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
家
族
は
、
諸
利
益
の
合
計
を
最
大
化

す
る
と
い
う
原
理
が
拒
絶
さ
れ
る
一
つ
の
場
で
あ
る
。
家
族
の
構
成
員

は
、
他
の
構
成
員
の
利
益
を
増
進
し
う
る
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
で
な

け
れ
ば
、
通
常
は
〔
自
ら
の
筆
者
〕
利
益
を
得
る
こ
と
を
望
ま
な
い

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
格
差
原
理
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
ま

さ
に
次
の
帰
結
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
恵
ま
れ
た
境
遇
に
あ
る
者

は
、
よ
り
恵
ま
れ
な
い
者
の
利
益
に
そ
れ
が
資
す
る
制
度
の
下
に
お
い

て
の
み
、
自
ら
の
よ
り
大
き
な
利
益
を
望
ん
で
手
に
す
る
の
で
る
。

・
・
・
も
し
わ
れ
わ
れ
が
友
愛
の
原
理
を
受
け
容
れ
る
な
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
次
の
よ
う
な
正
義
の
二
原
理
の
民
主
的
解
釈
に
よ
り
、
自
由
、
平

等
、
友
愛
の
伝
統
的
諸
観
念
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
自
由
は
第
一
原
理
に
対
応
し
、
平
等
は
公
正
な
機
会
均
等
と
と
も

に
第
一
原
理
に
お
け
る
平
等
に
対
応
し
、
そ
し
て
友
愛
は
格
差
原
理
に

対
応
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
友
愛
と
い
う

概
念
が
二
原
理
の
民
主
的
解
釈
の
中
に
お
さ
ま
る
の
を
見
い
出
し
た
の

で
あ
り
、
・
・
・
格
差
原
理
は
、
社
会
正
義
の
見
地
か
ら
友
愛
の
基
本
的

意
味
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
」

以
上
を
読
め
ば
、
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
の
批
判
す
る
ご
と
く
に
格
差
原
理
を

消
極
的
な
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
正
義
原
理

の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
家
族
と
同
様
に
そ
の
共
同
体
を
扱
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
極
め
て
高
度
の
要
求
を
当
事
者
に
対
し
て
行
な
う
、
む

し
ろ
非
常
に
積
極
的
な
原
理
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
格
差

原
理
の
説
明
の
ど
こ
に
も
マ
キ
シ
マ
イ
ザ
!
と
し
て
の
人
間
像
は
現
れ
て

こ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
と
い
う
よ
り
は
そ
れ
と
は
正
反
対
に
、
「
友
愛
」

と
い
う
価
値
前
提
が
格
差
原
理
を
導
く
た
め
の
必
須
不
可
欠
の
も
の
と
し

て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
格
差
原
理
を
正
義
原
理
と
し
て
導
入
し

た
目
的
が
、
生
得
的
能
力
差
異
の
社
会
的
プ

l
リ
ン
グ
に
あ
っ
た
こ
と
か

ら
考
え
て
も
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
を
市
場
的
人
間
像
に
拠
る
も
の
と
し
、

そ
の
福
祉
国
家
論
的
政
治
理
論
も
伝
統
的
な
資
本
主
義
論
の
枠
内
に
あ
る

と
し
た
マ
ク
フ
ァ

i
ソ
ン
の
批
判
は
、
一
面
的
に
過
ぎ
る
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
ロ
ー
ル
ズ
が
市
場
機
構
を
全
面
的
に
否
定
し
な
か
っ
た
の
は
、
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私
的
所
有
か
ら
切
り
離
し
て
単
に
価
格
決
定
、
資
源
配
分
の
シ
ス
テ
ム
と

し
て
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
、

自
由
な
社
会
主
義
体
制
(
白
】

F
m
E
-
g
a包
E
B
m
-
g巾
)
が
正
義
の
二

(
日
)

原
理
に
か
な
う
と
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
マ
ク
フ
ァ

l
ソ

ン
が
批
判
す
る
よ
う
な
、
持
て
る
者
へ
の
持
た
ざ
る
者
か
ら
の
諸
能
力
の

全
体
的
な
移
転
を
ロ

l
ル
ズ
が
認
め
る
も
の
で
は
全
く
な
い
こ
と
は
、
明

ら
か
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
第
二
の
問
題
の
持
つ
問
題

性
も
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
そ
の
問
題
と
は
、
格
差
原

理
導
出
に
お
け
る
人
間
像
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
先
に
ロ

l
ル
ズ
自
身
の
言

葉
の
引
用
で
み
た
と
お
り
、
格
差
原
理
の
導
出
に
あ
た
り
、
一
方
で
か
れ

は
マ
キ
シ
マ
イ
ザ

l
的
人
間
像
に
拠
っ
た
も
の
の
、
結
局
そ
れ
の
み
で
格

差
原
理
を
正
当
化
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
市
場
経
済
に
お
け
る
自
己
利
益
の
最
大
化

と
い
う
経
済
的
議
論
に
依
拠
し
た
ロ

l
ル
ズ
の
正
義
の
第
二
原
理
の
正
当

(
部
)

化
は
成
功
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
友
愛
と
い
う
価
値
前
提
に
よ
る
説
明

で
は
、
契
約
当
事
者
自
身
ど
の
地
位
に
い
る
か
わ
か
ら
な
い
た
め
と
い
う

己
れ
一
身
の
行
動
原
理
か
ら
で
は
全
く
な
く
、
す
で
に
自
己
は
他
の
あ
る

者
よ
り
も
恵
ま
れ
た
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
化
さ
れ
、
さ
ら

に
、
よ
り
恵
ま
れ
な
い
者
へ
の
思
い
や
り
、
家
族
に
も
例
え
ら
れ
る
同
朋

意
識
に
よ
り
格
差
原
理
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
た
。
生
得
的
能
力
差
異
の

社
会
的
プ

l
リ
ン
グ
と
い
う
発
想
は
、
マ
キ
シ
マ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
人
間

像
に
拠
っ
た
の
で
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
が
明
ら
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
「
友
愛
」
の
意
味
を
ど

う
解
す
べ
き
か
は
、
以
上
の
ロ

l
ル
ズ
に
つ
い
て
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に

な
っ
た
も
の
と
思
う
。
ロ
ー
ル
ズ
は
そ
れ
を
、
恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
あ
る

者
へ
の
同
朋
意
識
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
検

討
か
ら
、
ロ

l
ル
ズ
と
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
は
か
な
り
近
い
発
想
に
立
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ロ

l
ル
ズ
理
論
を
マ
ク
フ
ア

l
ソ
ン
の
そ
れ
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
根
拠
か
ら

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
一
方
で
格
差
原
理
の
説
明

に
あ
た
り
市
場
的
人
間
像
に
立
脚
し
た
点
を
把
え
た
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
の

ロ
l
ル
ズ
批
判
は
、
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
格
差
原
理
を
導
入
し
た
そ
も
そ
も
の
発
想
が
自
然
的

才
能
の
社
会
的
プ

l
リ
ン
グ
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
を
、
自
然
的

才
能
の
差
異
も
当
然
に
個
人
の
所
有
権
の
範
囲
内
に
あ
る
と
す
る
ノ
ヂ
ツ

ク
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
一
面
的
に
過
ぎ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
む
し
ろ
、
ロ
ー
ル
ズ
の
抱
え
て
い
る
、
格
差
原
理
の
説
明
に
お
け
る

不
整
合
性
を
そ
の
ま
ま
に
指
摘
す
る
こ
と
こ
そ
、
生
産
的
な
ロ

l
ル
ズ
批

判
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
市
場
的
人
間
像
に
立
脚
す
る
説
明
方
法
の
ど
こ
に
無
理
が
あ

り
、
し
た
が
っ
て
な
ぜ
「
友
愛
」
と
い
う
哲
学
的
価
値
を
前
提
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
方
向
へ
と
問
題
を
発
展
的
に
把
え
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立

っ
て
ロ

l
ル
ズ
を
批
判
し
た
の
が
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
な
の
で
あ
る
。

前
項
山
で
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
を
正
義
論
と
し
て
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
現
代
正
義
論
の
問
題
状
況
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意

義
を
有
す
る
か
を
考
察
す
る
と
の
立
場
に
立
っ
た
が
、
ド
ゥ
オ

1
キ
ン
自

身
、
自
ら
の
立
脚
す
る
哲
学
的
基
礎
に
つ
い
て
明
確
に
論
じ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
か
れ
の
哲
学
的
基
礎
に
関
す
る
断
片

的
論
述
を
拾
い
集
め
、
そ
れ
を
い
ま
ま
で
み
て
き
た
正
義
論
の
問
題
状
況

と
絡
め
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
哲
学
と
し
て
の
意
味
を
そ
こ
に
読
み
込
ん

で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

目
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
生
得
の
能
力
の
中
立
を
主
張

し
て
い
る
点
で
、
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
と
同
じ
発
想
に
立
っ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
格
差
原
理

の
説
明
に
あ
た
っ
て
互
い
に
整
合
的
で
な
い
二
つ
の
説
明
方
法
を
用
い
て

い
た
。
そ
れ
は
市
場
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
マ
キ
シ
マ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
人

間
像
に
基
づ
く
説
明
と
、
友
愛
と
い
う
価
値
前
提
に
基
づ
く
そ
れ
で
あ
っ

た
。
ド
ウ
オ

l
キ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
に
あ
て
は
め
る
な
ら
、
後
者
の
説
明

方
法
で
全
体
を
一
貫
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
々
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
、
原
理

の
モ
デ
ル
に
特
有
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
の
諸
制
度
の
合
法
性
と
そ
れ
が
想
定
す
る
政
治
的
諸
義
務
を
友

愛
(
骨
巳

R
E
q
)
の
問
題
と
し
て
支
持
し
、
そ
れ
故
、
友
愛
の
要
求
す

る
方
向
へ
と
わ
れ
わ
の
諸
制
度
を
改
善
す
べ
く
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

こ
の
よ
う
に
か
れ
は
、
明
確
に
「
友
愛
」
と
い
う
哲
学
的
価
値
を
前
提
と

す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
友
愛
と
は
、
か
れ
自
身
の
言
葉
で
説
明

す
る
と
、

「
共
感
、
つ
ま
り
同
じ
人
類
を
大
事
に
思
う
気
持
か
ら
、
最
大
の
援
助

を
必
要
と
し
て
い
る
人
び
と
に
は
ど
う
し
て
も
限
を
向
け
ず
に
は
い
ら

(
回
)

れ
な
く
な
る
と
い
う
通
念
。
」

な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
い
う
友
愛
と
は
、
恵
ま

れ
な
い
者
に
対
す
る
同
朋
意
識
と
解
し
う
る
点
で
、
ロ
ー
ル
ズ
の
そ
れ
と

同
一
内
容
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は

生
得
的
能
力
差
異
の
中
立
化
に
と
っ
て
こ
の
価
値
前
提
が
必
要
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
自
然
的
能
力
の
中
立
化
を
要
求
し
た
の
は
、
尊
厳
、

自
由
、
独
立
と
い
う
人
間
の
持
つ
道
徳
性
に
対
す
る
侵
害
か
ら
、
個
人
を
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守
ろ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
同
一
の
発
想
に
立
つ
ロ

l
ル
ズ
は
、

日
一
は
マ
キ
シ
マ
イ
ザ
!
と
し
て
の
市
場
的
人
間
像
に
立
っ
た
う
え
で
格
差

原
理
を
導
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
か
れ
は
、
原
初
状
態

と
い
う
理
論
装
置
を
設
け
た
。
こ
う
す
れ
ば
、
自
己
利
益
の
最
大
化
と
い

う
行
動
原
理
そ
の
も
の
か
ら
、
マ
ク
シ
ミ
ン
・
ル

l
ル
を
媒
介
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
格
差
原
理
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
説
明
論
理
は
成
功
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
原
初
状
態
に
お
い
て
は
無

知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
契
約
当
事
者
は
自
己
が
有
利
な

状
況
に
あ
る
と
す
る
根
拠
は
全
く
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
不
利
な
状
況
に

あ
る
と
す
る
根
拠
も
同
様
に
全
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無

知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
て
い
る
状
態
に
お
い
て
さ
え
、
最
も
用
心
深
く

格
差
原
理
を
選
択
す
る
者
も
い
れ
ば
、
企
業
家
精
神
に
あ
ふ
れ
で
冒
険
的

(
印
)

に
行
動
す
る
者
も
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
も
う
一
つ
何
か
人
間
論
的
前

提
を
設
け
な
け
れ
ば
、
格
差
原
理
が
選
択
さ
れ
る
理
論
的
保
障
は
全
く
な

い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
、
自
然
的
諸
能
力
の
中
立
化
に
と

っ
て
友
愛
と
い
う
価
値
前
提
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理

由
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
も
こ
の
こ
と
に
は
充
分
気
が
つ

い
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ロ
ー
ル
ズ
も
ま
た
、
矛
盾
を
抱
え
て
ま
で
友

愛
と
い
う
価
値
前
提
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
こ
の
友
愛
と
い
う
価
値
前
提
は
一
体

ど
こ
か
ら
出
て
く
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
は
、
次
の
よ
う
に

い〉つ。「
ど
ん
な
所
有
物
と
い
え
ど
も
自
分
の
同
意
な
し
に
は
奪
わ
れ
な
い
権

利
を
わ
た
し
た
ち
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
な
る
ほ
ど
理
屈

抜
き
に
訴
え
か
け
る
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
が
、
そ
の
外
の
考
え
方
、

例
え
ば
悲
惨
な
状
況
の
下
に
置
か
れ
た
人
び
と
は
他
人
の
配
慮
を
受
け

る
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
も
、
同
様
に
理
屈
抜
き
の
説
得

(ω) 

力
を
持
っ
て
い
ま
す
」

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
お
い
て
は
、
結
局
、
友
愛
と
い
う
価
値
前
提
は
こ
の
よ

う
に
道
徳
的
直
観
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
か
れ
は
、

市
場
的
人
間
像
に
一
切
依
拠
せ
ず
に
友
愛
と
い
う
価
値
前
提
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
不
整
合
を
抱
え
こ
む
こ
と

は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ

の
い
お
う
と
し
た
こ
と
を
ロ

l
ル
ズ
以
上
に
す
っ
き
り
と
論
証
し
よ
う
と

し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
問
題
意

識
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
主
張
に
共
鳴
し
つ
つ
、
そ
の
主
張
内
容
を
よ
り
整
合

的
に
か
つ
説
得
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
決
し

て
そ
の
こ
と
の
み
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、

友
愛
と
い
う
価
値
を
前
提
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
的
能
力
が
中
立
化

さ
れ
、
共
同
体
の
各
々
の
メ
ン
バ
ー
が
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
も
っ
て
扱
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わ
れ
る
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
の
究
極
の
目
標
は
、
各
々
の
メ
ン
バ
ー

が
そ
れ
に
対
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
う
る
よ
う
な
共
同
体
を
構

築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
論
述
か
ら
、

そ
う
読
み
込
む
こ
と
が
充
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
も
し
自
由
主
義
者
が
、
等
し
い
配
慮
と
い
う
分
別

(
8
5
R
C
を
想

い
起
こ
す
な
ら
、
自
由
主
義
者
は
、
自
尊
心
を
持
っ
た
人
々
が
そ
の
共

同
体
を
か
れ
ら
自
身
の
共
同
体
と
し
て
み
な
し
う
る
よ
う
な
、
そ
し
て
、

共
同
体
の
将
来
を
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
か
れ
ら
自
身
の
将
来
と

み
な
し
う
る
よ
う
な
最
低
限
の
根
拠
は
提
示
す
る
よ
う
な
理
論
を
、
構

築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
政
府
が
、
人
々
が
共
同
体

の
形
成
に
寄
与
し
、
共
同
体
か
ら
自
分
自
身
の
人
生
の
た
め
に
価
値
を

得
る
こ
と
の
で
き
る
レ
ベ
ル
よ
り
低
い
と
こ
ろ
に
か
れ
ら
を
押
し
や
っ

て
し
ま
っ
た
な
ら
、
あ
る
い
は
、
明
る
い
将
来
を
お
お
い
隠
し
て
し
ま

っ
て
、
か
れ
ら
の
子
供
に
二
流
の
(
印

R
Oロ
色
目
己
器
印
)
人
生
し
か
保
証
し

な
い
な
ら
ば
、
政
府
は
そ
の
ふ
る
ま
い
が
正
当
化
さ
れ
る
唯
一
の
前
提

(
臼
)

す
ら
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
L

以
上
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
社
会
哲
学
を
構
成
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
社
会
哲
学
は
、
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を
媒
介
と
し

て
な
ぜ
友
愛
と
い
う
価
値
前
提
が
自
ら
の
、
そ
し
て
ロ

l
ル
ズ
の
正
義
論

に
さ
え
と
っ
て
も
必
要
な
の
か
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
と
由
来
を

道
徳
的
直
観
の
レ
ベ
ル
で
把
え
直
し
、
ロ

l
ル
ズ
以
上
に
説
得
的
か
つ
整
制

合
的
に
自
ら
の
正
義
論
を
構
成
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
刷。ρ

そ
の
究
極
的
目
標
と
し
て
個
人
と
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
保
ト

ま
で
も
射
程
内
に
収
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
の
意
義
を
見
い
出
し
得
ょ
う
。

7qJ
 

本
節
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
正
義
論
を
、
権
利
論
法

的
正
義
論
、
も
し
く
は
法
的
正
義
論
と
呼
び
、
そ
の
社
会
哲
学
的
部
分
の

j

輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
つ

の
名
称
を
特
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
こ
こ
ま
で
用
い
て
き
た
が
、
最
後
に

こ
の
二
つ
を
区
別
し
た
方
が
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
正
義
論
を
よ
り
発
展
的

に
理
解
す
る
う
え
で
有
効
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
合
衆
国
に
お

い
て
人
種
差
別
の
問
題
な
ど
が
権
利
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
に
到
つ

(
臼
)

た
の
は
、
裁
判
所
の
先
駆
的
役
割
り
が
あ
っ
た
た
め
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ

は
本
稿
二
で
、
か
れ
が
司
法
積
極
主
義
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
ケ

i
ス
に
つ
い
て
は
、
モ
ラ

ル
・
イ
シ
ュ
ー
と
し
て
裁
判
官
は
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
な
わ
ち
政

治
道
徳
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
勝
訴
さ
せ
る
べ
き
当
事
者
の
道
徳
的
権
利
を

発
見
す
べ
く
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
逆
に
、
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば

い
か
に
解
決
困
難
な
事
案
で
あ
っ
て
も
必
ず
唯
一
の
正
し
い
判
断
が
得
ら

れ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
い
う
司
法
積
極
主
義

と
は
、
裁
判
に
お
け
る
判
断
方
法
に
つ
い
て
の
理
論
な
の
で
あ
り
、
共
同
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体
の
統
治
に
お
い
て
裁
判
所
が
中
心
的
な
役
割
り
(
ヨ
と
日
『
己
巾
)
を
果

(
臼
)

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
正
義
の
問
題
は
現
実
の

訴
訟
に
お
い
て
の
み
語
ら
れ
る
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、
裁

判
じ
お
け
る
、
権
利
を
記
述
す
る
命
題
と
し
て
の
原
理
に
基
づ
く
議
論
形

態
を
、
一
つ
の
正
義
の
推
論
モ
デ
ル
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

裁
判
の
み
に
お
い
て
で
は
な
く
、
共
同
体
の
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
、
正

義
に
関
す
る
議
論
は
原
理
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
、
訴
訟
か
ら
離
れ
て
あ
ら
ゆ
る
場

で
人
種
問
題
が
真
剣
に
扱
わ
れ
る
に
到
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ
l

キ
ン
の
理
想
と
す
る
民
主
制
は
、
原
理
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て

機
能
す
る
民
主
制
な
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
い
く
つ
か
の
争
点
を
政
治
的
諸
力
の
闘
争
の
場
か
ら

原
理
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
と
呼
び
ょ
せ
る
あ
る
制
度
を
持
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
制
度
は
、
個
人
と
社
会
の
聞
の
最
も
深
刻
で
最
も

基
本
的
な
対
立
は
、
ど
こ
か
で
必
ず
最
終
的
に
は
、
正
義
の
問
題
と
な

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
保
証
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
制
度
を

(
臼
)

宗
教
と
も
預
言
と
も
い
わ
な
い
。
私
は
そ
れ
を
、
法
と
呼
ぶ
」

わ
れ
わ
れ
が
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
正
義
論
を
権
利
論
的
正
義
論
と
呼
ん
だ
の

は
、
か
れ
が
正
義
と
は
、
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
を
そ
の
内

容
と
す
る
道
徳
的
権
利
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
定
義
づ
け
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
正
義
が
権
利
と
し
て
訴
訟
の
場
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
と
し
た

の
は
、
代
表
民
主
制
や
市
場
経
済
で
は
、
弱
者
や
少
数
派
の
人
々
の
存
在

が
し
ば
し
ば
無
視
さ
れ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
原
理
に
基
づ
く
議
論
方
法
を
正
義
の
推
論
モ
デ
ル
と

し
て
訴
訟
の
場
か
ら
解
き
放
ち
、
共
同
体
に
お
け
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と

し
て
構
成
さ
れ
る
べ
く
再
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
れ
は

こ
の
シ
ス
テ
ム
を
、
「
法
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
シ
ス

テ
ム
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
法
の
支
配
す
る
社
会
に
生
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
社
会

に
お
い
て
個
人
問
、
あ
る
い
は
個
人
と
共
同
体
と
の
聞
で
何
か
問
題
が
生

じ
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
法
的
議
論
に
基
づ
い
て
解
決
を
図
ら
な

(
筋
)

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
法
の
究
極
の
目
標
は
正
義
の
実
現
で
あ

り
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
お
け
る
正
義
の
推
論
モ
デ
ル
は
、
政
治
道
徳
と
道

徳
的
直
観
と
の
整
合
性
の
達
成
を
目
標
と
す
る
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
か
ら
、

結
局
わ
れ
わ
れ
は
共
同
体
の
い
か
な
る
場
に
あ
っ
て
も
、
法
的
問
題
に
つ

い
て
語
る
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
整
合
性
が
達
成
さ
れ
る
べ
く
自
己
の
主

張
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
節

ωで
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
を
考
察
し
た
際
に
、
か
れ
が
裁
判
官
へ
ラ
ク
レ
ス
は
垂

直
的
秩
序
に
お
け
る
整
合
性
と
水
平
的
秩
序
に
お
け
る
そ
れ
と
の
双
方
を
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確
保
す
べ
く
判
決
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
。
そ

う
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
訴
訟
の
場
で
は
な
く
と
も
お
よ
そ
法
に
関
し

て
議
論
す
る
と
き
は
い
か
な
る
場
に
お
い
て
も
、
架
空
の
存
在
と
し
て
の

裁
判
官
へ
ラ
ク
レ
ス
を
想
定
し
、
へ
ラ
ク
レ
ス
な
ら
ば
自
己
の
主
張
に
勝

訴
判
決
を
下
す
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
自
ら
も
先
の
二
つ
の
整
合
性
の
確
保

に
努
め
つ
つ
、
自
己
の
立
場
の
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
の
よ
う
な
推
論

モ
デ
ル
を
擁
す
る
正
義
論
を
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
念
頭
に
置
い
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
こ
の
「
法
的
正
義
論
」
の
推
論
モ
デ
ル
に
お
け
る
裁

判
官
へ
ラ
ク
レ
ス
の
役
割
り
は
、
そ
う
す
る
と
、
ハ

l
パ
l
マ
ス
の
レ
ト

リ
ク
論
に
お
け
る
普
遍
的
聴
衆
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、

訴
訟
の
場
以
外
に
お
い
て
も
法
的
問
題
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
き
は
常
に

政
治
道
徳
の
そ
れ
と
し
て
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
な
モ
デ
ル
に
従
っ
て
議

論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
共

同
体
の
構
成
原
理
と
し
て
の
内
容
を
有
す
る
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
法
的
正
義

論
は
、
権
利
論
的
正
義
論
を
そ
の
中
核
に
据
え
、
こ
れ
の
発
展
形
態
た
る

性
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(3) 

結

論

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

詳
細
と
が
、
「
道
徳
的
権
利
L
H
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
」
を

媒
介
と
し
て
内
的
連
闘
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
、
な
ぜ
か
れ
が
こ

の
よ
う
な
権
利
概
念
を
設
定
し
た
か
に
着
目
し
て
、
か
れ
の
権
利
論
を
正

義
論
と
し
て
評
価
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
論
、
正
義
論
の
中
核
概
念
で
あ
る
「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権

利
」
が
い
か
に
し
て
理
論
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
か
へ
と
考
察
を
進
め
、

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
自
身
の
構
成
モ
デ
ル
を
用
い
た
手
続
的
構
成
に
は
な
お
満

足
せ
ず
、
ロ
ー
ル
ズ
や
同
じ
く
自
由
概
念
の
再
定
義
を
試
み
た
マ
ク
フ
ア

l
ソ
ン
と
比
較
・
検
討
し
な
が
ら
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
権
利
論
の
哲
学
的
部
分

の
構
成
を
試
み
、
結
局
か
れ
は
、
「
友
愛
」
と
い
う
価
値
前
提
を
自
ら
の
権

利
論
の
実
現
の
た
め
に
設
け
て
い
る
と
理
解
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
こ
と

を
み
て
き
た
。
さ
ら
に
、
友
愛
は
、
個
人
と
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
確
保
と
い
う
究
極
的
目
標
の
た
め
の
価
値
前
提
で
も
あ
る
と
の
結
論

を
得
た
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
法
哲
学
的
論
争
が
極
め
て

多
彩
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
の
権
利
論
は
、
そ
れ
だ
け
コ
ン
ト
ロ
ヴ

ァ

l
シ
ヤ
ル
な
内
容
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
の
よ
う
に
正
義

論
と
し
て
か
れ
の
権
利
論
を
評
価
す
る
立
場
に
立
っ
て
も
、
問
題
な
し
と

は
い
え
な
い
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
外
的
選
好
が
入
ら
な
け
れ
ば
功
利
主
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義
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
ハ

l
ト
の
批
判
に
答
え
て
、
功

(“) 

利
主
義
を
採
る
も
の
で
は
全
く
な
い
と
し
て
い
る
。
他
方
か
れ
は
、
道
徳

的
権
利
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
特
定
の
自
由
へ
の
権
利
が
生
ず
る

と
し
て
自
由
へ
の
一
般
的
権
利
を
否
定
し
、
あ
る
通
り
を
一
方
通
行
に
す

る
こ
と
に
一
般
的
利
益
に
基
づ
い
て
決
定
を
下
す
こ
と
は
、
そ
の
通
り
の

通
行
方
法
に
つ
き
道
徳
的
権
利
を
有
す
る
も
の
が
い
な
い
以
上
、
何
ら
自

(
釘
)

由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
決
定
は
い
う
ま
で
も

な
く
功
利
主
義
的
決
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
道
徳

的
権
利
の
実
現
が
問
題
と
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
功
利
主
義
的
判
断
を
認

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
か
れ
が
道
徳
的
権
利
の
問
題
そ
の
も
の
で

あ
る
と
し
て
詳
論
し
た
、
是
正
措
置
(
由
民
町
自
色
守
巾
白
2
Zロ
)
を
め
ぐ
る

逆
差
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
か

れ
の
所
期
の
と
お
り
、
完
全
に
功
利
主
義
的
判
断
を
免
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
き
、
サ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
を
理
解

す
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
是
正
措
置
に
関
す
る
理
論
は
、
個

人
の
人
格
(
田
町
民
)
か
ら
そ
の
諸
能
力
を
切
り
離
し
、
共
同
体
が
こ
れ
に
対

し
て
所
有
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
人
種
差
別
の

是
正
と
い
う
社
会
的
目
標
の
た
め
に
あ
る
個
人
に
は
犠
牲
を
負
い
る
も
の

で
あ
る
点
で
社
会
功
利
主
義

2
0己
弘
正

-
5
1
判
断
を
認
め
て
い
る
と

し
て
、
極
め
て
共
同
体
主
義
的
性
格
を
有
す
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
、
全
体
利
益
の
た
め
に
個
人
に
犠
牲
を
強
い

る
と
い
う
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
先
の
よ
う

に
お
尽
を
扱
う
こ
と
に
よ
り
諸
個
人
間
の
相
違
を
慎
重
に
扱
う
こ
と
に

(ω) 

失
敗
し
て
い
る
と
、
サ
ン
デ
ル
は
結
論
づ
け
て
い
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、

サ
ン
デ
ル
に
対
す
る
反
論
の
中
で
、
自
ら
の
是
正
措
置
に
関
す
る
理
論
は

あ
る
種
の
功
利
主
義
的
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
共
同
体
全
体
の
幸
福
量
の
最
大
化
の
た
め
で
は
な
く
、
あ

る
べ
き
社
会
の
建
設
の
た
め
、
是
正
措
置
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
人
種
差

別
の
よ
り
少
な
い
社
会
の
建
設
の
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
他
方

で
は
、
共
同
体
全
体
の
目
標
の
た
め
に
個
人
が
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
は
、

正
に
自
分
の
い
う
不
正
義
に
あ
た
る
と
し
て
、
個
人
か
ら
そ
の
諸
能
力
を

切
り
離
し
、
共
同
体
が
こ
れ
に
主
権
行
使
し
う
る
と
す
る
サ
ン
デ
ル
の
ド

ウ
オ

l
キ
ン
理
解
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
是
正
措
置
が
な
ぜ

恵
ま
れ
た
境
遇
に
あ
る
者
に
負
担
を
強
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題

と
な
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
あ
る

才
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
特
定
の
職
業
や
報
酬
を
得
る
こ
と
ま
で
も

(
的
)

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
一
応
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
明
快
な
説
明
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
解
決
す
る
な

ら
、
な
ぜ
サ
ン
デ
ル
流
の
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
解
釈
に
問
題
が
あ
る
の
か
や
は
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り
疑
問
と
な
っ
て
く
る
。
「
権
利
と
功
利
」
と
い
う
現
代
正
義
論
の
抱
え
て

い
る
問
題
の
む
ず
か
し
さ
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
意
図
を
充
分
に
汲
み
取
る
な
ら
、
あ
る
べ
き
社
会
建
設
の
た
め

に
は
恵
ま
れ
た
者
へ
負
担
を
強
い
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
負
担
が
道

徳
的
権
利
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
自
由
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け

な
い
、
と
こ
の
問
題
に
つ
い
て
答
え
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
道
徳
的
権
利
に
基
づ
く
自
由
と
そ
う
で
な
い
自
由

と
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
結

局
そ
れ
は
法
廷
で
の
主
張
・
立
証
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
般
理

論
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

(
叩
)

て
は
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
ほ
と
ん
ど
何
も
論
じ
て
い
な
い
。

ま
た
、
「
友
愛
」
と
い
う
価
値
前
提
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
か
れ
の
権
利

論
の
社
会
哲
学
を
う
ま
く
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
価
値
前
提
と
す
る
こ
と
自
体
の
妥
当
性
に
関
し
て
も
う
一
つ
説
明
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
前
項
で
み
た
よ
う
に
、
恵
ま
れ
な
い
境
遇

に
あ
る
者
に
対
す
る
同
朋
意
識
が
直
観
に
の
み
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
ノ
ヂ
ツ
ク
流
の
所
有
権
理
論
も
ま
た
同
様
に
理
屈
抜
き
に

(
九
)

説
得
的
で
あ
る
こ
と
は
か
れ
自
身
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
道
徳
的

直
観
の
レ
ベ
ル
で
は
ど
ち
ら
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
か
は
論
証
し
得
な
い
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
友
愛
と
い
う
価
値
前
提
が
共
同
体
の

構
成
員
に
共
有
さ
れ
る
た
め
の
理
論
的
保
障
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

共
同
体
の
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
な
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
法
的
正
義
論
(
も
ち
ろ
ん
権
利
論
的
正
義
論
の
発
展
形

態
と
し
て
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
)

の
内
容
は
い
か
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
に
お
け
る
問
題
構

成
を
と
っ
た
場
合
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
検
討
課
題
と
し
て
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
察
は
他
日
を
期
す
こ
と
に
し

{η) 

た
し
。以

上
の
よ
う
な
理
論
的
問
題
点
は
あ
る
に
せ
よ
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
展

開
し
た
権
利
論
的
正
義
論
は
、
か
れ
独
自
の
新
し
い
正
義
論
モ
デ
ル
で
あ

る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
近
代
市
民
社
会
は
、
市
場
経
済
と
代

表
民
主
制
と
い
う
こ
つ
の
客
観
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
き
た
が
、
市
場
経

済
は
自
由
競
争
を
原
理
と
す
る
以
上
必
然
的
に
敗
者
を
生
み
出
す
こ
と
に

な
り
、
代
表
民
主
制
は
多
数
決
を
原
理
と
す
る
以
上
や
は
り
必
然
的
に
そ

の
意
見
が
無
視
さ
れ
る
少
数
者
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
諸
個
人
が
参

集
し
て
形
成
し
た
客
観
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
形
成
の
主
体
た
る
個
人
の
存

立
の
基
盤
が
崩
さ
れ
る
と
い
う
原
理
的
矛
盾
を
近
代
社
会
は
抱
え
込
ん
で

し
ま
っ
た
。
社
会
科
学
的
意
味
に
お
け
る
疎
外
と
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

を
把
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
友
愛
と
い
う
価
値
前
提
を
設
け
、
等
し
い

配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
の
実
現
を
担
保
し
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
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個
人
が
共
同
体
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
常
に
持
ち
う
る
よ
う
な
正
義
論

を
展
開
し
た
こ
と
は
、
近
代
社
会
が
必
然
的
に
自
ら
の
う
ち
に
抱
え
込
ん

で
き
た
そ
の
よ
う
な
疎
外
状
況
に
対
す
る
一
つ
の
解
決
の
試
み
と
し
て
評

価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

ドゥオーキン権利論の社会哲学

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
が
語
ら
れ
る
と
き
、
し
ば
し
ば
、
リ
ベ
ラ
リ

(η) 

ズ
ム
対
リ
パ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う
枠
組
が
用
い
ら
れ
、
か
れ
は
前
者
に

属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
枠
組
み
は
主
と
し
て
、
富
の
配
分
と

そ
れ
に
関
す
る
国
家
の
役
割
り
に
着
目
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
確
か
に
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
生
得
の
能
力
差
異
を
中
立
化
す
る
た
め

の
所
得
再
分
配
政
策
を
非
常
に
重
要
視
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
に

お
け
る
問
題
構
成
を
採
っ
た
場
合
、
か
れ
の
正
義
論
の
問
題
射
程
が
そ
れ

の
み
で
終
わ
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
多
言

を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
お
い
て
は
、
生
得
的
能
力
差

異
の
中
立
化
は
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け
る
権
利
の
実
現
の
一
態
様
で

あ
り
、
こ
の
権
利
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
べ
き
究
極
目

標
は
、
個
人
が
常
に
そ
の
存
す
る
共
同
体
に
対
し
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

持
ち
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
か
れ
は
、
裁
判
に
お
け
る
・

原
理
に
基
づ
く
議
論
方
法
を
、
裁
判
に
限
ら
ず
お
よ
そ
正
義
に
関
す
る
議

論
が
な
さ
れ
る
限
り
共
同
体
の
い
か
な
る
場
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
る
べ

き
・
正
義
の
推
論
モ
デ
ル
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
法
的
正
義
論
と
呼
ん
で
こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
て

き
た
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
問
題
構
成
を
採
っ
た
場

合
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
権
利
論
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
対
リ
パ
テ
リ
ア
ニ
ズ

ム
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
意
義
を
持
ち
う
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で

主
」
ト
で
つ
。
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(
日
)
号
一
色
・
℃
・
臼
ω

(
日
)
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ

l
ド
ケ

l
ス
の
理
論
に
お
い
て
、
ド
ゥ

オ
l
キ
ン
が
実
証
主
義
の
裁
量
論
を
批
判
し
た
際
の
根
拠
を
、
敗

者
が
事
後
法
に
よ
り
義
務
を
課
さ
れ
る
結
果
に
な
る
こ
と
は
民
主

制
原
理
に
反
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
求
め
て
い
た
こ
と
を
み
た
が

(
本
稿
一
注
《
4
》
)
、
こ
れ
は
実
質
的
な
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。

(ロ
)

Z
巴
-
Z白
n
n。
コ
丘
町
一
り
さ
。
昇
一
口
宮
司
自
・
∞
巾
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}
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M
E
Y

ロ
ハ
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』

-nv・吋
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日
)
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仏
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二
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』

o
E
Z
R
E円
、
『
宮
、
H，E
E

叶『岡市
O
吋山、。同戸田

d
F
u
n』・匂
-HE

(

日

)

日

σ
E
-
u
-
H
E

(
凶
)
、
阿
見
ω
匂匂
-
H
H
a
l
吋
邦
訳
一
四
五
六
頁

(
口
)
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
自
身
、
マ
コ

l
ミ
J
ク
に
対
す
る
リ
プ
ラ
イ
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
然
モ
デ
ル
は
、
す
べ
て
の
道
徳
的
直
観
が
抽
象
的
原
理
の
一

般
枠
組
の
中
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
と
し
て
も
そ
の
判
断
を
下
し

う
る
の
に
対
し
て
、
構
成
モ
デ
ル
で
は
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
と
し
、

「
個
人
的
生
活
に
お
い
て
は
自
然
モ
デ
ル
に
従
う
べ
き
こ
と
に
恐

ら
く
理
由
が
あ
ろ
う
が
、
政
治
的
任
務
に
就
き
、
自
分
自
身
の
た

め
に
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
体
の
た
め
に
正
義
の
理
論
を
発
展
さ

せ
る
責
任
を
負
っ
た
場
合
に
は
、
か
れ
ら
は
構
成
モ
デ
ル
に
拠
る

べ
き
で
あ
る
。
」
(
ロ
わ
』
匂
同
y
N
詰
1

申
)
と
し
て
い
る
。

(
凶
)
り
わ
』
匂

-Eω

(
川
口
)
、
H，M
N
ω

匂
-
H
S
邦
訳
一
八

O
頁

(却

)-za・℃
-
N
戸
↓
本
稿
一
注
(
M
m
)

同
旨
、
守
山
色
・
℃

-
N
S
政
治
理
論
が
個
別
化
さ
れ
る
と
は
、
究
極

的
な
道
徳
的
権
利
が
、
あ
る
法
的
問
題
の
局
面
に
お
い
て
個
人
の

有
す
る
特
定
の
権
利
と
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
明
確
な
諸
自
由
へ
の
個
人
的
権
利
は
、
平
等
な
者
と
し
て
扱

わ
れ
る
基
本
的
な
権
利
が
そ
れ
ら
を
要
請
し
た
場
合
に
は
じ
め
て

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
(
吋
河

ω
℃℃
-
N
誌
品
)
小
野
谷
、
前
掲

論
文
四
二
二
貝
、
塩
野
谷
、
前
掲
書
四
一
六
頁
参
照
。

(
幻
)
吋
閉
山
ω
℃℃

-
H
B
I
E
r
a
-》。
-
E
S
-
Oぴ]巾
n
z。
ロ
ョ
邦
訳
一
五
四

一
六
五
頁

(
詑
)
〉
冨
M
M

℃・

2

(
幻
)
巴
(

U

』℃・]戸町一
Y

℃・
H
A

山由

(
担
)
叶
河
ω
u・
5
0
邦
訳
-
三
二
八
頁

(
お
)
円
・
∞
-
冨
白

G
r
z
o
p
o℃
-
n
x
-
U
・
日

(

M

m

)

H

，
mω
匂・

5
∞
邦
訳
二
六
四
五
頁

(
幻
)
本
稿
二
注
(
2
)

(
お
)
』
。
ゲ
ロ
閉
山
担
当

F
t
M
2
p
h
q
q
ミ
H
S
R門
町
、
、
右
・
印
宕
・
日

叶閉山一山℃

E
H
邦
訳
二
コ
一
九
頁

』
・
何
回
当
2
・
5
5・℃匂・
ω
C
N
・ω

29 
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ドゥオーキン権利論の社会哲学

(
却
)
河
口
当

R
E
竺
4
Y恒三回
E
S
E
q・-
8・円一け匂・
2
H

(
引
札
)
寄
広
・
匂
・
ω
お

(
辺
)
号
広
-
U
・ω
品
。
同
旨
〉
宮
司
U

M
芯
は
、
「
平
等
主
義
者
の
理
論

で
は
、
正
義
の
問
題
は
、
〔
効
用
の
〕
総
計
の
公
正
さ
で
は
な
く
、

個
人
と
個
人
の
関
係
に
お
け
る

6
2
8ロ・
σ可，
U
R
Sロ
)
問
題
と
な

る
。
」
と
し
て
い
る
。
か
れ
の
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、
逆
差
別
論
で

う
ま
く
使
わ
れ
て
い
る
。
事
案
の
詳
し
い
内
容
は
後
出
の
文
献
に

譲
る
こ
と
と
し
、
結
論
の
み
述
べ
る
と
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
パ

ツ
キ
ー
が
二
回
に
渡
り
入
試
で
不
合
格
と
さ
れ
た
の
は
、
白
人
で

あ
る
と
い
う
人
種
的
基
準
の
み
か
ら
な
の
で
は
な
く
、
年
齢
が
も

う
少
し
若
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
知
力
テ
ス
ト
で
も
う
少
し
点
数
を

取
っ
て
い
れ
ば
入
学
が
許
さ
れ
た
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
他
大
学
の

医
学
部
を
受
験
し
て
い
れ
ば
合
格
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
、

パ
ツ
キ

l
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
校
医
学
部
に
入

学
で
き
る
潜
在
的
権
利
(
同
三

R
E
gご
釘
宮
)
は
存
し
な
い
と
し

て
、
か
れ
の
不
合
格
を
公
正
な
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
〉
呂
田
M

匂門戸
ω
C
H
I
N
)

。
パ
ツ
キ

l
判
決
に
つ
き
、
塚
本
重
頼
『
ア
メ
リ
カ
憲

法
研
究
』
(
酒
井
書
庖
、
一
九
八
五
)
二
五
二
九
頁
、
久
保
聞
き

ぬ
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
差
別
』
判
決
の
動
向
」
『
ジ
ュ
リ
ス

ト
』
六
七
四
、
六
七
七
、
六
七
九
の
各
号
参
照
。
た
だ
、
ド
ゥ
オ

I
キ
ン
の
こ
の
発
想
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
あ
る
特
定
の
階
層
を
対

象
と
し
た
是
正
措
置
そ
の
も
の
の
公
正
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
、
よ
り
人
種
的
偏
見

の
少
な
い
社
会
を
建
設
す
る
た
め
に
必
要
と
説
く
が
、
こ
れ
は
や

は
り
政
策
判
断
的
理
由
づ
け
で
あ
る
。
恐
ら
く
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、

一
般
論
と
し
て
は
理
想
と
す
る
社
会
の
建
設
の
た
め
に
は
あ
る
種

の
功
利
主
義
判
断
を
認
め
つ
つ
も
、
一
た
び
そ
れ
が
訴
訟
の
場
に

持
ち
込
ま
れ
た
な
ら
、
裁
判
官
は
原
告
個
人
の
主
張
を
権
利
の
問

題
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
逆
差
別
を
被
る
こ

と
が
原
告
の
道
徳
的
権
利
の
侵
害
と
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を

審
査
す
べ
き
、
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
文
後
出
、
サ
ン
デ
ル
に

対
す
る
反
論
参
照
。

な
お
、
足
立
幸
男
「
正
義
・
効
用
か
ら
み
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
優
遇
措
置
」
(
『
京
大
教
養
部
政
法
論
集
』
五
号
、
六
頁
)
は
、

当
人
が
被
差
別
集
団
の
一
員
で
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由
に
優
遇
す

る
こ
と
は
、
そ
れ
よ
り
劣
悪
な
条
件
下
に
置
か
れ
て
い
る
多
数
派

に
属
す
る
者
に
対
す
る
逆
差
別
を
生
む
と
す
る
。
本
文
に
挙
げ
た
、

ロ
i
ル
ズ
の
格
差
原
理
に
対
す
る
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
批
判
理
論
か

ら
す
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
個
人
個
人
を
そ
の
階
層
か
ら
切

り
離
し
て
比
較
し
た
場
合
に
よ
り
劣
悪
な
条
件
下
に
あ
る
者
に
対

す
る
不
利
益
扱
い
は
当
然
か
れ
の
許
容
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な

い
。
結
局
、
足
立
氏
の
優
遇
措
置
批
判
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
対

し
て
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
]
河
担
当
2
・
M
Z
F
S
ミ
ミ
HHah札
口
町
町
、
匂
-
H
C
H

(
M
)
5
5・
ueH2

(お

)
5
5・匂
'EN
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研究ノート

(
お
)
彦
三
・
匂

-za

(幻

)
F
E・匂・

5
0

(
お
)
寄
丘
-
H
V

・
5印

(却
)

(

υ

・
回
・
冨
田
円
σ
y
R
g
p
。
匂
・
門
戸
間

)-g
マ
ク
ブ
ァ

l
ソ
ン
の
ロ

ー
ル
ズ
批
判
は
大
変
手
厳
し
い
。
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
著
、
田
口
他

訳
『
民
主
主
義
理
論
』
(
青
木
書
底
、
一
九
七
八
)
第
W
論
文
中
の

「ロ

1
ル
ズ
の
配
分
的
正
義
論
」
は
、
ロ
ー
ル
ズ
は
資
本
主
義
の

諸
矛
盾
を
資
本
主
義
の
枠
内
で
解
決
す
る
こ
と
を
試
み
る
と
い
う

根
本
的
欠
陥
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
す
る
。
(
一
四
八
|
一
五

八
頁
)

(
叫
)
佐
一
色
・
匂
匂
e

吋∞
l
申

(
H
U
)

号
一
色
・
明
者
-
H
H
ω
l
串

(必

)
-
E
b・
℃
・
日

(必

)
5
5・
匂
・
巴

(
叫
)
号
一
色
・
唱
-
E

(
必
)
号
広
-
H
V

・

s-℃・∞
ω

(
必
)
本
稿
二
注

(
6
)
、
(
7
)

(
幻
)
、
吋
問

ω・匂
-
M
A
叫
ん
山
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
と
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
が
、
こ
の

よ
う
に
国
家
に
よ
る
個
人
権
の
侵
害
で
は
な
く
、
社
会
の
多
数
派

に
よ
る
そ
れ
を
主
と
し
て
問
題
と
し
て
い
る
点
は
、
ミ
ル
の
政
治

理
論
の
今
日
的
展
開
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
『
国
富
論
』
(
一
七
七
六
)
に
お
い
て
政
府

か
ら
の
自
由
を
体
系
的
理
論
と
し
て
主
唱
し
て
以
来
、
イ
ギ
リ
ス

の
み
な
ら
ず
多
く
の
西
欧
諸
国
で
市
民
社
会
を
私
的
自
治
に
任
せ

て
お
け
ば
、
社
会
は
自
律
的
に
調
和
的
発
展
を
達
成
し
う
る
と
考

え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

国
家
権
力
の
よ
る
個
人
権
の
侵
害
は
排
除
し
得
て
も
、
市
民
社
会

内
部
に
お
い
て
貧
富
の
大
き
な
格
差
が
存
し
て
い
る
以
上
、
ど
う

し
て
も
富
め
る
者
、
あ
る
い
は
多
数
派
に
よ
る
少
数
派
の
権
利
侵

害
が
発
生
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ミ
ル
が
問
題
と
し

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
専
制
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
(
『
自
由

論
』
中
央
公
論
社
『
世
界
の
名
著
』
第
四
九
巻
二
一
九
頁
)
。
議
会

に
お
い
て
貫
徹
し
た
多
数
派
の
意
向
が
行
政
に
よ
っ
て
国
民
す
べ

て
に
対
し
て
強
制
さ
れ
る
と
き
、
政
府
に
よ
る
公
衆
道
徳
の
強
制

と
い
う
ミ
ル
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
有
名
な
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る

が
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
が
「
外
的
選
好
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
問

題
と
し
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
(
吋
河

ω
匂
・
自
由
邦

訳
コ
二
七
頁
)
。
以
上
の
よ
う
に
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
基
本
的
発
想

は
大
体
J
・

s
・
ミ
ル
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
主
た

る
目
的
は
、
現
代
正
義
論
の
問
題
状
況
に
絡
ま
せ
て
ド
ゥ
オ

l
キ

ン
権
利
論
の
社
会
哲
学
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
り
、
ミ
ル
な
ど
を

中
心
と
し
て
思
想
史
的
視
座
に
依
拠
し
て
ド
ゥ
オ

1
キ
ン
権
利
論

を
評
価
す
る
こ
と
に
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る
。

(
必
)
〉
富
岡
M
U
-
N
C
G

(
叫
)
冨
同
門
司
}
百
円
凹
。
口
、
。
回
以
・
門
戸
沼
・

2
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ドゥオーキン権利論の社会哲学

(
叩
)
本
稿
二
注
(
日
)
、
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
は
、
自
ら
の
平
等
主
義
を
、

福
祉
平
等
主
義
と
は
対
置
さ
れ
る
資
源
平
等
主
義
(
巾

AE--qo同

2
8
R
B白
)
で
あ
る
と
し
て
、
各
人
の
生
活
に
充
て
ら
れ
る
べ
き

社
会
的
資
源
の
共
通
部
分
が
他
人
に
と
っ
て
の
機
会
コ
ス
ト
に
よ

り
測
ら
れ
る
と
い
う
利
点
を
市
場
機
構
は
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

資
源
平
等
主
義
に
お
け
る
市
場
の
役
割
は
積
極
的
で
あ
る
と
す
る

が
、
そ
の
す
ぐ
後
に
、
実
際
の
市
場
は
し
ば
し
ば
そ
の
役
割
を
果

た
し
て
い
な
い
と
し
て
、
や
は
り
従
属
的
な
地
位
に
市
場
機
構
を

置
く

(
2
3
1
y
丘
町

EE--々
Y
毛
-
n
芹
・
匂
・
昆
∞
)
。

(
日
)
冨
白

G
E
g
g
-
O匂・門戸同・℃
-
p
u
-
E

(
臼
)
日
σ
E・
円

y
E

(
臼
)
マ
ク
フ
ァ

l
ソ
ン
、
『
民
主
主
義
理
論
』
一
五
一
頁

(
臼
)
』
・

m
g三回
w
h
M
3
F
S
ミ
ミ
H
S号
町
・
沼
y
H
C印
由

(日
)
5
5・H
Y
N
g

こ
の
点
に
関
し
、
藤
原
保
信
著
、
『
政
治
理
論
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
八
五
)
六

O
頁
参
照
。

(
日
)
マ
ギ
l
編
、
磯
野
訳
『
哲
学
の
現
在
』
(
河
出
書
房
新
社
)
二
八

八
頁
。

(
訂
)
「
開
・
目
y
N
H
日

(
回
)
『
哲
学
の
現
在
』
二
八
六
七
頁

(
印
)
問
、
二
八
七
頁

(
印
)
問
、
二
九
四
l
五
頁
。
引
用
の
前
半
部
は
ノ
ヂ
ッ
ク
に
対
す
る

言
及
で
あ
る
。

(
臼
)
〉
冨
同
M
U
-
N
H
N

(臼

)
5
5
・H

)

・弓

(臼

)
5
E
-
U・
ご
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
理
論
に
よ
れ
ば
、
し
た
が
っ
て
、

争
訟
と
し
て
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
な
け
れ
ば
、
裁
判
官
は
何
も

な
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
争
訟

と
し
て
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
た
場
合
は
、
裁
判
官
は
権
利
を
記
述

す
る
命
題
で
あ
る
原
理
に
基
づ
い
た
論
証
に
よ
り
、
裁
定
を
下
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
あ
る
立
法
措
置
が
違
憲
・
違

法
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
裁
判
所
は
本
来
権
利
救
済
の
機

関
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
(
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

は
自
明
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
)
以
上
、
そ
れ
自
体
は
何
ら
民
主

制
原
理
を
損
う
も
の
で
は
な
い
と
か
れ
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
点

に
関
し
、
松
井
茂
記
助
教
授
は
、
「
何
故
彼
の
い
う
『
原
則
』
(
望
日
ロ
♀

匂
庁
|
筆
者
)
に
基
づ
い
た
裁
判
な
ら
民
主
主
義
と
の
矛
盾
は
生
じ

な
い
と
言
え
る
の
か
疑
問
が
残
ろ
う
L

と
さ
れ
る
(
『
法
学
論
叢
』

一
一
巻
三
号
六
九
頁
注
⑦
)
が
、
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に

よ
り
、
一
応
こ
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
に
と
っ
て
は
、
裁
判
官
が
こ
の
よ
う

な
法
固
有
の
議
論
方
法
を
無
視
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
裁
判
官
政
治

と
し
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
(
戸
開
-
u
-
A
H
H
H
)

。

(
制
)
〉
富
岡
J
・
ご
同
旨
〉
宮
司
匂
・
お
は
、
「
・
・
・
〔
道
徳
的
権
利

概
念
に
お
け
る
〕
法
の
支
配
は
、
原
理
に
つ
い
て
の
独
立
し
た
フ

ォ
ー
ラ
ム
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
民
主
制
を
豊
か
な
も
の

に
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
お
い
て
は
正
義
が
実
現
さ
れ
る
で
あ
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ろ
う
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
、
正
義

は
、
公
共
善
の
問
題
と
し
て
独
立
に
存
す
る
の
で
は
な
く
て
、
究

極
的
に
は
個
人
的
権
利
の
問
題
と
し
て
存
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
L

と
し
て
い
る
。

(
町
)
「
開
・
司
月
開
司
〉
(
U

開

(
伺
)
り
の
』
匂
・

Mg

(
町
)
吋
回
出
∞
℃
-
N
S

(槌

)
u
n』
・
向
者
-
N
N
吋・
N
ω

戸
富
・

ω白
E
m
-
-
H
5
2色
町
自
由
ロ
円
山
岳
町

。
色
白
目
。
同
門
υ
。
S
E
C
E
q
一、
H
，y
m

わ
出
問
。
。
同
〉
岳
司
自
己
-
4巾

〉

2
2ロョ

(
的
)
号
広
・
℃
匂
-
N由
同

品

(
叩
)
皆
広
・
刀
-
N
H
∞
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ハ

l
卜
の
指
摘
は
鋭
い
。

た
だ
ハ

l
ト
は
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
反
功
利
主
義
と
し
て
権
利
論

を
構
成
し
た
た
め
に
、
何
が
道
徳
的
権
利
で
あ
る
か
は
何
が
外
的

選
好
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
す
る
(
m
N
N
O
)

が
、
こ
の
批

判
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
何
が
道
徳
的
権
利
で
あ
る
か
は
、
政
治

理
論
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
九
)
↓
(
的
)

(η)
な
お
、
本
稿
執
筆
中
に
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
新
著

RNむ
さ
ぱ

NWS弘
之
誌
、
、
が
刊
行
さ
れ
た
。
基
本
的
に
同
書
は
こ
れ
ま
で
の
か
れ

の
著
述
の
延
長
線
上
で
か
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
展
開
は
こ

れ
ま
で
よ
り
哲
学
的
色
彩
を
強
く
帯
び
て
い
る
。
同
書
に
お
い
て

は
、
具
体
的
な
訴
訟
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ば
共
同
体
の
構
成
原
理

と
し
て
法
の
理
論
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
稿
の
問
題
構
成
に
よ
っ

て
も
解
釈
不
可
能
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
い
ず
れ
こ
の
よ
う
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

(η)
深
田
「
現
代
権
利
論
の
一
考
察
」
一
一
八
頁

本
稿
序
で
も
一
応
の
分
類
と
し
て
そ
の
よ
う
な
枠
組
に
拠
っ
た
。
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Social Philosophy of Dworkin's 

Theory of Rights 

Toshihiko HATATE* 
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II. Liberalism 

(1) Liberal conception of equality 

(2) Justice and regime 

(3) Reason of moral right 

(4) Judicial activism 

(5) Short summary 

III. Social philosophy of Dworkin's Theory of Rights 

(1) Evaluation of his theory of rights as theory of justice 

(2) Social philosophy of right-based justice 

(3) Conclusion 

Dworkin's legal theory can be divided into two parts. The first part is 

his theory of rights， and the second is that of liberalism. The purpose of 

this article is to consider the theoretical relation between these two parts 

and the social philosophy of his legal theory. 

In section 1， we see his theory of rights. Dworkin assumes moral right as 

a background right for concrete legal rights. Moral right is derived from 

political theory which underlies various positive laws. In hard cases (and 

also in easy cases)， judges must decide from the standpoint of political 

morality， because it is uncJear which party should win if based on positive 

laws. The constructive model is the means by which judges decide in hard 

cases. It consists of a two-way process between the judge's moral intui-

tions and political theory. By this model， judges can be consistent in 

deciding from the viewpoint of political morality. Dworkin defines this 

moral right as being against majority and the state. 

In section II， consideration is advanced into Dworkin's liberalism. He 

* Candidate for the Doctor Degree at the Faculty of Law， the University of 
Hokkaido. 
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criticizes the general conception of liberty and equality， according to which 

these two political values stand in trade-off. Dworkin puts equality at the 

center of liberty : liberty requires the government to treat people with 

equal concern and respect， in other words， people have a right to equal 

concern and respect. He calls it a liberal conception of equality. But this 

right cannot be fulfilled under market mechanism and representative 

democracy people in minority classes may get less through free competi-

tion， and their voices are often neglected among representatives because 

“external preferences" have penetrated into representative democracy. 

He says since class is a morally irrelevant factor in his liberalism， minorities 

should have a right to redistribution in the name of justice. N ow we can 

understand why Dworkin puts moral right behind concrete legal rights. 

According to Dworkin， moral right has the abilities to even out the political 

and economic power between the people of minority and majority classes， 

and to fulfill justice. This moral right may be identified as a right to equal 

concern and respect. Dworkin's liberalism， constructed in this way， 

requires judicial activism. 

In section II1， we consider the social philosophy of Dworkin's legal theory 

As noted above， he evolves the theory of justice not in the political or 

economic dimension but in the legal dimension， so we can call it right-based 

justice， or legal justice. He criticizes minimal state theory or conser-

vativism because a right to equal concern and respect cannot be fulfilled 

with such theories. He deduced this right from the constructive model， and 

this model consists of a two-way process between judge's moral intuitions 

and political theory. Therefore， whether the outcomes through this model 

are liberal or conservative depends completely on the contents of political 

theory. What Dworkin should have done is to deduce a right to equal 

concern and respect from political theory or political philosophy. He does 

not do so explicitly， so from his social philosophy which is well.detailed we 

must try to form a philosophical base of a right to equal concern and 

respect， Dworkin's right-based justice. 

If we assume maximizing market man as a norm， then liberty and 

equality stand in trade-off. Dworkin assumes a man of self.respect， in-

dependence and dignity as a norm. But this assumption of humanity is not 

sufficient to resolve the conflict between those two philosophical values. 

To reach a resolution， another value should be added. That's why Dworkin 

at last premises fraternity. In the community with fraternity， each member 

treats others just like his or her own family. Therefore each member 
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willingly accepts the concept of social union which means that differences 

of natural talents and in social situations must be neutralized. It is the 

purpose of the fulfillment of a right to equal concern and respect itself. ln 

constructing his theory of right.based justice or legal justice based on the 

social philosophy above mentioned， Dworkin tries to show a theory of the 

community where every member is identified as a ful1 member of it. 
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