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第
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節
　
問
題
の
所
在

　
政
策
科
学
は
ア
メ
リ
カ
的
な
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
政
策
科
学
の
創
始
者
ハ
ロ
ル
ド
・
Ｄ
・

ラ
ス
ウ
ェ
ル
が
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ウ
ィ
の
名
を
真
先
に
揚
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
・
に
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
プ
ラ
ダ
マ
テ
ィ
ズ

ム
の
現
代
的
形
態
そ
の
も
の
の
感
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
象
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
散
人
の
学
者
が
新
し
い
提
案
を
し
た

と
か
、
学
派
が
形
成
さ
れ
た
と
か
い
う
こ
と
を
遙
か
に
凌
駕
し
て
、
わ
ず
か
四
半
世
紀
と
い
う
短
い
期
間
に
、
政
治
学
、
行
政
学
、

経
営
学
の
大
学
院
を
有
す
る
全
米
の
主
要
な
大
学
に
お
い
て
研
究
科
・
専
攻
コ
ー
ス
あ
る
い
は
主
専
攻
科
目
と
し
て
の
地
位
を
確
立

す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
相
継
ぐ
国
際
的
学
術
誌
の
創
刊
、
研
究
論
文
と
学
術
書
の
量
的
増
大
、
政
策
関
連
の
調
査
が
一
産
業
を
形
成

す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
等
々
を
目
の
当
り
に
し
た
害
感
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
社
会
現
象
で
あ
る
な
ら
、
外
的
に
「
そ
こ
に
在
る
」
も
の
と
し
て
記
述
し
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
社
会
経
済
的
お
よ
び
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
自
由
で
あ
る
は
ず
も
な
い
の
で
、
現
代
ア
メ
リ
カ
文
化
の
内

　
　
　
　
政
策
科
学
方
法
論
　
Ｏ
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面
的
理
解
の
上
に
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
史
実
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
一
九
六
〇
年
代
と
い
う
非
常
に
興
味
あ

る
時
代
の
産
物
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
グ
レ
ー
ト
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
」
と
い
う
名
の
社
会
政
策
、
「
人
類
を
月
面
に
立
た
せ
る
」

と
い
う
ア
ポ
ロ
計
画
、
他
方
で
、
名
分
な
き
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
市
民
権
運
動
の
拡
大
、
環
境
汚
染
と
そ
の
対
策
、
大
都
市
の
財
政
的

破
綻
と
社
会
的
不
安
定
と
い
っ
た
事
柄
が
賑
々
し
く
一
場
に
犇
め
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
学
界
に
対
す
る
社
会
的
関
連
の

要
請
を
高
め
る
と
同
時
に
そ
の
物
質
的
基
礎
を
用
意
し
、
短
期
間
に
臨
界
に
連
し
て
行
っ
た
そ
の
動
態
は
ま
さ
に
刮
目
に
値
す
る
。

更
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
こ
の
国
は
数
々
の
政
策
の
失
敗
を
公
然
と
認
め
、
政
策
当
局
が
失
敗
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
含

め
て
そ
の
結
果
を
科
学
者
の
分
析
的
評
価
に
委
ね
て
い
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
特
有
の
政
治
文
化
が
政
策
科
学
の
性
格
を
大
き
く
規
定

し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
害
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
文
化
論
と
し
て
、
あ
る
い
は
現
代
史
の
一
齣
と
し
て
政
策
科
学
を
論
ず
る
こ
と
が
本
橋
の
目
的
で
は
な
い
。

さ
ら
に
は
こ
れ
を
外
的
に
「
そ
こ
に
在
る
」
も
の
と
し
て
そ
の
方
法
論
上
の
難
点
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ

そ
の
内
部
に
自
ら
の
立
場
を
置
い
て
省
察
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
ょ
り
政
策
科
学
方
法
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
こ
こ
で
の
目
的
と

し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
政
策
科
学
が
受
け
容
れ
て
い
る
暗
黙
の
前
提
の
中
に
普
遍
的
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
方
法
論
研
究
が
害
質
的
研
究
課
題
の
一
部
を
構
成
す
る
と
い
う
政
策
科
学
の
特
異
な
性
格
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
政
策
科
学
の
発
展
に
繋
が
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
文
明
の
発
祥
以
来
と
言
わ
れ
る
人
類
と
政
策
と
の
四
千
年
の
関
り
の
中
で
、
最
後
の
半
世
紀
が
そ
れ
以
前
と
決
定
的
に
相
違
す
る

と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は
、
核
兵
器
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
保
有
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
者
は
人
間
の
持
て
る
力
が
地
球
的
規
模
に
到
達

し
た
証
で
あ
る
。
前
者
の
保
有
が
齎
ら
し
て
い
る
恐
怖
の
大
き
さ
と
、
そ
の
保
有
者
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
政
策
能
力
の
乏
し
さ
と
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（
６
）

の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
何
ら
か
の
形
で
改
善
し
得
る
も
の
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
恐
ら
く
後

者
の
利
用
技
術
の
大
幅
な
革
新
と
密
接
な
関
り
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
科
学
技
術
の
生
み
出
し
た
危
機
は
、
科
学
技
術
に
ょ
っ
て
脱
せ

ら
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
、
現
在
の
利
用
技
術
は
と
の
要
請
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
そ
れ
を
満
た
す
た
め

に
何
が
発
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
不
明
で
あ
っ
て
、
研
究
開
発
の
方
向
性
す
ら
定
ま
っ
て
い
な
い
。
一
つ
の
希
望
は
、
僅

か
づ
つ
で
も
政
策
能
力
を
改
善
す
る
地
道
な
努
力
の
積
み
重
ね
の
中
か
ら
革
新
の
ニ
ー
ド
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
母
胎

と
し
て
発
明
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
般
的
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
こ
で
第
一
に
、
個
々

の
政
策
よ
り
も
政
策
能
力
そ
の
も
の
の
改
善
を
目
的
と
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
不
可
能
を
可
能
に
転
ず
る
発
明
に
希
望
を
繋
ぐ
こ

と
、
こ
の
二
つ
の
要
請
は
改
善
研
究
の
対
象
範
囲
を
総
て
の
政
策
領
域
へ
と
拡
大
し
、
政
策
科
学
に
対
し
て
方
法
論
に
対
す
る
特
異

な
指
向
性
を
与
え
る
。
そ
し
て
こ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
信
頼
を
寄
せ
る
根
拠
は
、
政
策
科
学
が
従
来
の
学
問
体
系
と
異
な
り
テ
ー

マ
を
独
占
す
る
硬
直
的
な
学
科
の
体
裁
を
と
ら
ず
、
学
際
的
協
力
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
な
形
態
を
と
る
の
に
対
し
、
経
済
学
、
政

治
学
、
数
学
、
物
理
学
、
人
類
学
と
い
っ
た
領
域
か
ら
頭
脳
が
集
ま
り
何
が
し
か
の
仕
事
を
し
て
ま
た
元
の
領
域
へ
帰
る
と
い
っ
た

流
動
が
真
面
目
な
努
力
と
し
て
現
に
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
そ
れ
自
体
将
来
の
発
明
の
対
象
で
あ
る
よ
う
な
新
し
い
科
学
の
方
法
論
を
論
理
の
み
で
展
開
す
る
こ
と
に
意
味
が

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
点
に
こ
そ
政
策
科
学
の
ユ
ニ
ー
ク
な
可
能
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
策
と
科
学
と
い
う
多

分
に
コ
ン
フ
リ
ク
テ
ィ
ン
グ
な
二
つ
の
内
包
を
平
然
と
繋
ぎ
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
。

　
具
体
例
で
示
そ
う
。
「
す
べ
て
の
政
策
は
適
当
な
割
引
率
の
も
と
で
集
計
さ
れ
た
将
来
便
益
と
将
来
費
用
と
の
差
に
ょ
っ
て
評
価

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
は
、
こ
れ
が
費
用
便
益
分
析
に
関
す
る
厚
生
経
済
学
の
規
範
的
命
題
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
判
断
を
演
鐸
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す
る
た
め
の
論
理
と
、
前
提
と
な
る
基
本
的
な
価
値
公
理
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
追
求
し
て
行
く
と
、
そ
の
道
筋
は

い
つ
し
か
形
而
上
学
と
倫
理
学
の
領
域
に
入
っ
て
迷
路
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
命
題
が
政
策
提
言
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
提
言

の
実
行
自
体
が
一
つ
の
政
策
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
（
費
用
便
益
分
析
）
の
費
用
便
益
評
価
を
示
す
の
み
で
足
り
る
。

　
す
な
わ
ち
、
政
策
と
科
学
と
で
は
同
じ
命
題
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
賞
揚
す
る
枠
組
が
異
な
る
か
ら
、
こ
の
例
の
よ
う
に
循
環
を
導

入
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
遂
に
袋
小
路
を
抜
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
政
策
科
学
の
目
的
は
、
現
実
に
改
善
を
齎
ら
す
こ
と
で
あ

り
、
第
一
の
主
要
な
政
策
提
言
は
、
政
策
科
学
の
研
究
に
ョ
リ
多
く
の
資
源
を
投
入
せ
よ
と
言
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
策
科
学
の

方
法
論
は
政
策
科
学
の
方
法
に
ょ
っ
て
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
可
能
で
も
あ
る
。
他
の
科
学
の
場
合
と
異

な
り
正
に
方
法
論
が
実
質
的
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
る
所
以
で
あ
る
。

　
本
節
は
す
で
に
政
策
分
析
の
手
続
に
従
っ
て
書
き
起
さ
れ
て
い
る
。
分
析
的
な
問
題
解
決
に
お
い
て
、
誤
っ
た
答
を
正
し
い
と
判

定
し
て
し
ま
う
誤
り
（
第
一
種
の
誤
り
）
と
正
し
い
答
を
誤
り
と
判
定
し
て
し
ま
う
誤
り
（
第
二
種
の
誤
り
）
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
間
違
っ
た
問
に
対
し
厳
正
な
方
法
を
適
用
し
て
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
誤
り
を
第
三
種
の
誤
り
と
言
い
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め

に
問
題
の
定
式
化
に
最
大
の
努
力
を
払
う
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
「
何
が
問
題
で
あ
る
か
」
は
政
策
分
析

に
お
い
て
最
も
手
強
い
問
で
あ
り
、
分
析
の
初
期
に
問
題
が
正
し
く
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
と
言
え
る
。
正
し
い

問
題
の
定
式
化
は
、
問
題
が
解
け
て
か
ら
分
析
の
一
番
最
後
に
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
政
策
分
析
の
手
続
は
「
先
ず
問
題
を
定
式

化
せ
よ
」
と
言
う
代
り
に
、
問
題
発
見
の
た
め
の
指
針
と
し
て
○
目
的
を
明
ら
か
に
し
∽
現
状
を
把
握
し
目
代
替
案
を
考
慮
せ
よ
と

教
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
方
法
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
確
か
に
役
に
立
つ

指
示
で
あ
る
。
害
の
と
こ
ろ
本
節
の
残
り
の
部
分
は
「
現
状
の
把
握
」
で
あ
り
、
次
節
以
降
は
「
。
代
替
案
の
考
察
」
に
た
っ
て
い
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る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
政
策
科
学
の
方
法
に
よ
る
政
策
科
学
方
法
論
の
展
開
と
言
う
の
で
は
な
い
。
政
策
は
、
そ
れ
自
身

社
会
的
過
程
に
お
け
る
相
互
作
用
の
結
果
で
あ
り
、
同
じ
く
結
果
と
し
て
生
ず
る
多
様
な
価
値
の
生
産
と
分
配
に
あ
る
特
定
の
偏
向

を
与
え
る
。
政
策
科
学
は
、
そ
の
社
会
的
過
程
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
性
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
の
政
策
に
啓
蒙
的
価
他
を

付
け
加
え
よ
う
と
す
る
専
門
的
努
力
で
あ
る
（
ラ
ス
ウ
ェ
ル
P
r
e
-
V
i
e
w
一
四
頁
要
約
）
。
政
策
科
学
が
そ
れ
自
身
政
策
で
あ
る
の
な

ら
、
そ
し
て
政
策
と
し
て
有
望
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
方
法
論
自
体
が
コ
ン
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
・
マ
ッ
プ
の
中
に
正
当
に
位
置
付
け

ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
可
能
性
を
明
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｅ
・
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
は
、
分
析
的
方
法
（
政
策
科
学
）
に
よ
る
社
会
的
問
題
解
決
（
政
策
決
定
）
は
単
に
一
つ
の
方

法
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
点
を
強
調
し
、
社
会
的
相
互
作
用
に
よ
る
問
題
解
決
に
依
ら
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
問
題
に
対
し
、
何
で

も
分
析
的
な
方
法
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
現
代
の
風
潮
は
資
源
の
浪
費
で
あ
る
と
す
る
説
得
力
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ

で
断
罪
さ
れ
て
い
る
政
策
分
析
に
お
い
て
支
配
的
な
方
法
は
、
互
い
に
全
く
異
な
る
二
つ
の
思
潮
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
一

は
社
会
調
査
に
お
け
る
行
動
科
学
乙
射
、
他
は
政
策
決
定
に
対
す
る
「
科
学
的
方
法
」
論
の
応
用
で
あ
る
。

　
行
動
科
学
主
義
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
社
会
科
学
の
知
識
も
客
観
的
な
因
果
法
則
と
し
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も

の
で
、
管
理
さ
れ
た
実
験
か
ら
統
計
的
推
論
を
通
し
て
実
証
的
命
題
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
こ
に
は
検
証
さ
れ
た
事
実
か

ら
因
果
的
説
明
へ
と
到
達
す
る
た
め
の
帰
納
的
一
般
化
と
、
仮
説
的
理
論
か
ら
実
証
す
べ
き
命
題
を
導
き
出
す
演
繹
的
推
論
と
い
う

両
方
向
の
手
続
が
含
ま
れ
る
。
他
方
、
「
科
学
的
方
法
」
論
と
い
う
の
は
、
先
験
的
当
為
と
し
て
の
最
適
化
を
基
本
公
理
と
す
る
手

法
体
系
の
内
部
的
一
貫
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
、
実
証
主
義
や
因
果
法
則
と
は
無
関
係
に
様
々
な
手
法
を
数
学
的
に
開
発
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
「
方
法
」
論
は
、
（
外
部
的
判
断
と
し
て
公
理
が
望
ま
し
い
範
囲
に
お
い
て
）
そ
の
応
用
が
規
範
性
を
も
つ
の
で
、
価
値
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中
立
的
な
規
範
論
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
ア
カ
デ
ミ
ツ
ク
な
議
論
と
し
て
は
各
々
の
世
界
を
も
っ
て
お
り
、
自
己
目
的
と

し
て
の
知
識
に
貢
献
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
有
力
な
方
法
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
社
会
的
問
題
解
決
に
お
い
て
は
余
り
に
も
無
力
で

あ
り
、
無
能
力
に
は
罪
が
な
い
と
し
て
も
、
社
会
的
関
連
性
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
「
実
証
的
」
お
よ
び
「
科
学
的
」
と

い
っ
た
シ
ン
ボ
ル
が
不
当
な
権
威
的
価
値
を
帯
び
る
の
で
、
一
転
し
て
有
害
な
も
の
と
な
る
。

　
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
の
言
ち
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
正
に
こ
の
点
に
あ
る
の
な
ら
全
面
的
に
同
意
し
得
る
。
社
会
的
問
題
解
決
の
た
め
の

研
究
に
投
下
し
得
る
資
源
は
、
行
動
科
学
や
「
科
学
的
方
法
」
に
で
は
な
く
社
会
的
相
互
作
用
の
研
究
に
投
下
す
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
分
析
的
方
法
に
よ
る
社
会
的
問
題
解
決
と
い
う
言
い
方
は
虚
構
で
は
あ
る
ま
い
か
。
社
会
的
問
題
は
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
れ
す
べ
て
社
会
的
相
互
作
用
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
政
策
分
析
は
そ
の
社
会
的
相
互
作
用
の
一
部
で
あ
る
。
さ

ら
に
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
行
動
科
学
主
義
に
よ
る
社
会
調
査
が
政
策
分
析
の
主
流
で
あ
っ
た
の
は
一
時
代
前
の
こ

と
で
あ
り
、
社
会
科
学
に
お
け
る
脱
行
動
科
学
主
義
の
拾
頭
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
仁
心
、
政
策
分
析
の
目
的
が
科
学
的
予
測
か
ら

問
題
の
構
造
化
へ
、
客
観
的
評
価
か
ら
論
争
形
成
（
ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
ｙ
　
　
ａ
ｒ
ｇ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
へ
と
移
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
政
策
問

題
は
定
義
的
に
価
値
を
背
負
っ
た
｛
瓦
ｇ
－
｝
乱
回
）
要
素
の
相
互
作
用
で
あ
り
、
政
策
科
学
は
本
来
、
価
値
の
認
識
論
を
そ
の
埓
外

と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
一
九
五
〇
年
に
ラ
ス
ウ
ェ
ル
が
ダ
ニ
エ
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
と
と
も
に
政
策
科
学
と
題
す
る
論

文
集
を
編
纂
し
た
と
き
、
そ
の
巻
頭
に
お
い
て
、
こ
の
新
し
い
試
み
を
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
社
会
科
学
や
応
用
社
会
科
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

混
同
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
強
調
し
、
か
つ
こ
れ
が
民
主
主
義
と
人
間
尊
重
の
科
学
で
あ
る
と
規
定
し
た
そ
の
時
点
か
ら
既
に
明
ら

か
だ
っ
た
は
ず
で
、
六
〇
年
代
後
半
の
政
策
分
析
の
ブ
ー
ム
が
決
し
て
そ
の
間
の
方
法
論
の
発
展
の
組
果
な
ど
で
な
い
こ
と
が
こ
の

一
事
を
見
て
も
わ
か
ろ
う
。
深
刻
な
反
省
を
経
て
政
策
分
析
は
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
戻
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。
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「
市
場
が
失
敗
す
る
か
ら
そ
の
代
り
に
政
策
分
析
で
」
と
い
う
期
待
は
、
そ
こ
に
科
学
的
客
観
的
理
論
に
基
く
決
定
性
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
限
り
、
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
の
よ
う
・
に
「
政
策
分
析
が
失
敗
す
る
か
ら
そ
の
代
り
に
市
場
で
」
と
い
う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
必

ず
繋
が
る
。
こ
れ
は
赤
児
を
風
呂
の
水
と
一
緒
に
流
し
て
し
ま
う
の
と
等
し
い
。
政
策
科
学
は
普
遍
的
客
観
的
理
論
と
し
て
の
決
定

力
を
持
っ
て
い
な
い
、
否
、
本
来
持
ち
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
科
学
」
で
あ
る
よ
り
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
言
っ
た
方
が
正

し
い
。
し
か
し
不
決
定
性
に
も
程
度
が
あ
る
の
で
あ
り
、
規
範
的
命
題
は
真
偽
を
決
め
得
な
い
か
ら
と
言
っ
て
す
べ
て
の
規
範
的
命

題
が
同
じ
程
度
に
合
理
的
根
拠
を
欠
い
た
完
全
不
決
定
の
状
態
で
並
列
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
不
完
全
決
定
を
受
け
容
れ
る

こ
と
に
ょ
っ
て
合
理
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
政
策
科
学
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
論
上
の
問
題
を

本
稿
で
は
第
二
節
と
三
節
に
お
い
て
、
各
々
、
不
決
定
性
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
合
理
性
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
題
し
て
展
開
す

る
。

　
政
策
分
析
の
第
二
の
主
流
で
あ
る
「
科
学
的
方
法
」
論
の
応
用
は
、
一
般
に
包
括
的
合
理
性
の
非
現
実
性
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。

ハ
ー
バ
ー
ト
・
Ａ
・
サ
イ
モ
ン
は
、
認
知
的
に
限
ら
れ
た
合
理
性
の
も
と
で
問
題
解
決
を
迫
ら
れ
る
経
営
者
の
行
動
と
し
て
、
代
替

案
の
探
索
と
希
求
水
準
の
変
更
に
依
る
満
足
化
の
モ
デ
ル
を
呈
示
し
た
。
し
か
し
与
え
ら
れ
た
状
況
と
希
求
水
準
の
も
と
で
の
代
替

案
探
索
を
最
適
化
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
は
常
に
可
能
で
あ
り
、
こ
の
定
式
化
が
意
味
を
も
つ
か
ど
う
か
は
経
営
者
の
把
握
す
る

情
況
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
何
が
限
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
あ
る
場
合
に
は
満
足
化
か
部
分
最
適
化
の
組
果
で
あ

る
こ
と
が
大
い
に
あ
り
得
る
。
「
科
学
的
方
法
」
は
無
制
限
の
包
括
性
を
聊
か
も
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
認
知
能
力
の

限
界
と
自
由
な
意
思
決
定
の
下
に
従
属
す
る
道
具
と
し
て
の
地
位
を
受
け
容
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
単
に

非
現
実
で
あ
る
と
い
う
・
ば
か
り
で
な
く
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
工
学
と
し
て
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
の
批
判
し
た
市
民
的
自
由
に
対
す
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る
最
大
の
脅
威
と
も
な
り
得
よ
う
。
こ
の
問
題
を
手
段
規
範
性
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
第
四
節
で
展
開
す
る
。
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第
二
節
　
不
決
定
性
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

政
策
科
学
は
こ
こ
四
半
世
紀
の
現
象
で
あ
る
と
前
節
で
は
述
べ
た
が
、
経
済
学
の
発
展
に
お
い
て
政
策
志
向
性
は
常
に
研
究
動
機

－101 －



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

を
り
ｌ
ド
し
続
け
て
来
た
の
で
あ
り
、
政
策
と
政
治
と
行
政
と
は
研
究
上
必
ず
し
も
明
瞭
に
分
離
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
代
の

政
策
分
析
が
い
か
に
経
済
学
、
政
治
学
、
人
類
学
、
物
理
学
、
数
学
等
の
学
際
的
協
働
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ

る
問
題
の
多
く
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
学
問
の
伝
統
の
中
に
そ
の
先
覚
を
求
め
得
る
の
で
あ
る
。
政
治
学
者
な

ら
そ
れ
を
ホ
ツ
ブ
ス
に
求
め
よ
う
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
プ
ラ
ト
ン
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
社
会
学
者
な
ら
ま
ず

間
違
い
な
く
ウ
エ
ー
バ
ー
を
第
一
の
先
覚
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
経
済
学
者
な
ら
、
恐
ら
く
、
経
済
理
論
が
揺
籃
に
あ
っ
た
一

七
、
八
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
お
よ
び
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
重
商
主
義
を
以
て
そ
の
先
駆
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
方
法
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
含
め
た
全
体
関
連
の
構
図
と
し
て
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
社
会
科
学
の
ほ
と
ん
ど
全
領
域
を
蓋
う
よ
う
な
と
の
全
体
関
連
図
に
つ
い
て
の
概
説
を
試
み
る
こ
と
は
、
た
と
え
可

能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
部
分
の
過
度
の
簡
略
化
に
基
く
全
体
的
把
握
は
、
却
て
問
題
発
見
を
助

け
る
と
い
う
よ
り
は
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
簡
単
化
を
排
し
て
こ
の
全
体
関
連
図
を
記
述
し
よ
う
と
す
れ
ば
恐
ら
く
大
全
集
を
要

す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
そ
も
そ
も
の
目
的
は
達
成
困
難
な
理
想
と
し
て
遙
か
に
遠
ざ

か
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
節
と
次
節
は
、
こ
の
全
体
関
連
図
の
う
ち
の
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
部
分
拡
大
的
に
取
り
上
げ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
政
策
科

学
の
す
べ
て
の
先
行
形
態
が
こ
の
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
収
斂
す
る
と
か
、
こ
れ
が
学
問
の
歴
史
的
発
展
の
経
緯
で
あ
る
と
か
を

聊
か
も
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
代
替
的
・
暫
定
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
・
マ
ツ
プ
の
呈
示
こ
そ
が
、
ま
さ
に
政
策
科
学
の

方
法
な
の
で
あ
り
、
こ
の
方
法
の
方
法
論
自
体
へ
の
適
用
が
、
前
節
で
述
べ
た
如
く
、
本
稿
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
本
節
は
不
決
定

性
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
題
し
、
政
策
分
析
家
を
悩
ま
せ
る
解
谷
田
難
の
問
ー
「
誰
が
政
策
決
定
者
な
の
か
」
、
「
真
の
ク
ラ
イ
ア
ン
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ト
は
誰
な
の
か
」
ｌ
に
間
す
る
（
解
答
と
い
う
ょ
り
は
）
よ
り
健
全
な
設
問
の
た
め
の
基
礎
を
呈
示
す
る
。

　
　
一
、
皇
帝
の
不
在

　
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｅ
・
ワ
ー
ダ
ナ
ー
は
、
経
済
理
論
に
お
け
る
絶
対
主
義
的
政
治
哲
学
の
継
承
を
喝
破
し
た
ヴ
ィ
ク
セ
ル
（
一
八
九

六
年
）
を
引
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
経
済
と
政
策
に
つ
い
て
学
者
が
意
見
を
表
明
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
限
っ
て
言

え
ば
、
そ
れ
は
学
問
の
歴
史
と
と
も
に
古
い
発
祥
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
経
済
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
研
究
を
政
策
問

題
へ
と
適
用
す
る
努
力
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
脱
封
建
制
の
時
代
に
始
ま
る
と
言
っ
て
良
か
ろ

　
そ
こ
に
は
、
経
済
分
析
的
論
理
を
展
開
し
て
、
鉱
山
、
森
林
、
漁
場
の
経
営
問
題
、
運
河
、
道
路
、
航
路
の
建
設
と
維
持
管
理
問

題
等
に
そ
の
論
理
を
適
用
す
る
と
い
う
実
践
、
す
な
わ
ち
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
お
よ
び
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
政
策
分
析
家

達
の
活
動
が
あ
っ
た
。
基
本
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
現
代
の
費
用
便
益
分
析
と
然
程
異
な
ら
な
い
も
の
を
そ
こ
に
見
出

し
得
る
と
は
言
う
も
の
の
、
彼
ら
は
現
代
の
政
策
分
析
家
達
よ
り
も
遙
か
に
そ
の
試
み
に
お
い
て
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
恐

ら
く
、
彼
ら
の
場
合
、
そ
の
呈
示
す
る
助
言
を
聞
き
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
そ
の
助
言
に
基
い
て
行
動
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
組
果
を
自
ら
の
利
害
と
し
て
受
け
取
る
生
身
の
人
格
ｌ
絶
対
主
義
の
君
主
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
国
家
の
所
有
者
と
し
て
物
事
を
考
え
る
何
者
か
の
観
点
か
ら
異
な
る
政
策
代
替
案
の
齎
ら
し
得
る
組
果
を
記
述
す
る
と
い
う
モ

デ
ル
が
、
正
当
に
政
治
的
現
実
と
合
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
（
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
言
う
）
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
が
絶
対
主
義
の
時
代

を
脱
し
て
も
、
同
じ
論
理
が
引
き
続
き
採
用
さ
れ
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
の
弁
明
と
し
て
善
意
独
裁
者
（
ｂ
ｅ
ｎ
ｅ
ｖ
ｏ
ｌ
ｅ
ｎ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｔ
）

―103－



と
い
う
虚
構
が
発
明
さ
れ
た
。
絶
対
主
義
の
君
主
的
利
益
の
代
り
に
善
意
独
裁
者
の
社
会
的
利
益
を
置
き
、
こ
の
虚
構
の
上
に
政
策

分
析
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
来
た
結
果
、
理
論
と
現
実
と
が
遊
離
し
、
「
経
済
的
に
正
し
い
助
言
が
政
治
的
考
慮
に
よ
っ
て
却
下
さ

れ
る
」
と
い
う
現
代
政
策
分
析
の
泣
き
処
が
一
般
的
通
弊
と
な
っ
た
と
言
う
。

　
し
か
し
こ
の
説
明
は
多
分
に
一
面
的
で
あ
り
、
六
〇
年
代
後
半
以
降
の
政
策
分
析
の
適
用
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
不
調
に
終
っ
て
い

る
こ
と
は
確
か
に
事
実
で
あ
る
が
、
「
正
当
に
政
治
的
現
実
を
反
映
す
る
よ
う
な
モ
デ
ル
展
開
を
し
て
い
た
な
ら
ば
そ
う
は
な
ら
な

か
っ
た
は
ず
だ
」
と
い
う
含
意
に
つ
い
て
は
同
意
し
得
な
い
。
独
裁
者
の
不
在
が
齎
ら
す
政
策
分
析
上
の
隘
路
は
も
っ
と
根
源
的
な

も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
解
決
不
能
と
も
言
い
得
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
実
在
の
専
制
君
主
が
そ
こ
に
居
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
判
断
、
そ
の
関
心
に
基
い
て
分
析
の
範
疇
を
設
計
す
る
こ
と
が
で
き
、
分
析
実
施
上
の
問
題
は
経
済
論
法
の
正
し
い
適
用

に
尽
き
る
と
言
い
得
る
の
に
対
し
、
そ
の
独
裁
が
虚
構
の
存
在
で
あ
る
な
ら
、
誰
の
関
心
事
項
の
改
善
を
以
て
社
会
的
利
益
と
す
べ

き
か
と
い
う
、
分
析
の
始
動
段
階
に
袋
小
路
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
困
難
は
既
に
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
に
お
い
て
露
呈
し
て
お
り
、
彼
は
こ
の
隘
路
を
抜
け
る
た
め
に
「
幸
福
計
算
」
（
f
e
-

l
i
c
i
f
i
c

c
a
l
c
u
l
u
s
）
に
基
く
個
人
効
用
の
総
和
と
い
う
一
元
的
価
値
に
コ
ミ
ッ
ト
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
功
利
主
義
ア
プ
ロ
ー

チ
の
も
つ
倫
理
上
、
技
術
上
の
難
点
に
も
拘
ら
ず
、
個
人
の
効
用
関
数
の
線
型
結
合
を
以
て
無
能
力
の
独
裁
者
の
目
的
関
数
と
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
は
多
く
の
支
持
者
が
居
る
。
私
的
消
費
財
の
み
の
世
界
に
お
い
て
、
個
人
の
効
用
は
そ
の
個
人
の
消
費

の
み
の
関
数
で
あ
り
、
所
得
の
限
界
効
用
は
一
定
で
１
に
等
し
く
、
各
個
人
の
消
費
の
総
和
が
社
会
全
体
の
消
費
と
丁
度
等
し
い
と

い
う
場
合
に
は
、
個
人
の
最
適
消
費
計
画
と
こ
の
目
的
関
数
の
最
大
化
と
が
、
市
場
価
格
を
介
し
て
両
立
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
定
式
化
は
分
配
の
公
正
に
対
す
る
一
切
の
社
会
的
判
断
を
除
外
す
る
も
の
で
あ
り
、
虚
構
の
独
裁
者
ば
か
り
で
な
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く
、
各
個
人
も
社
会
的
判
断
に
関
し
て
無
能
力
で
あ
る
こ
と
を
仮
定
し
て
ヘ
拡
。
政
策
志
向
性
は
、
正
し
く
こ
こ
で
除
外
さ
れ
た
社

会
的
判
断
に
関
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
望
ま
し
い
政
策
に
到
達
す
る
か
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
定

式
化
の
も
と
で
は
他
な
ら
ぬ
当
の
分
析
者
が
社
会
的
判
断
を
下
し
得
る
唯
一
の
実
在
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
ア
ー
ム
チ
ェ
ア
・
ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
依
っ
て
学
者
が
社
会
的
判
断
を
下
す
の
は
、
伝
統
的
規
範
論
の
世
界
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
政
策
科
学
の
展
開
す
る
余
地
は
な
い
。

　
既
に
専
制
君
主
は
存
在
せ
ず
、
虚
構
の
独
裁
者
は
判
断
の
主
体
と
な
り
得
な
い
こ
と
か
ら
、
分
析
者
が
判
断
を
控
え
る
と
す
れ

ば
、
残
る
は
社
会
を
構
成
す
る
個
人
を
判
断
の
主
体
と
考
え
る
以
外
な
い
。
す
な
わ
ち
、
各
個
人
の
も
つ
効
用
は
そ
の
個
人
に
排
他

的
に
帰
属
す
る
私
的
消
費
の
み
の
関
数
で
は
な
く
、
社
会
の
も
つ
す
べ
て
の
属
性
を
含
む
ベ
ク
ト
ル
（
社
会
状
態
）
の
関
数
で
あ
る

よ
う
に
前
の
定
式
化
を
変
更
す
る
必
要
が
生
ず
る
。
こ
の
場
合
、
社
会
状
態
に
は
所
得
分
布
、
公
共
財
供
給
、
税
制
そ
の
他
の
社
会

制
度
一
切
が
含
ま
れ
、
代
替
的
な
社
会
状
態
に
対
す
る
個
人
の
選
好
の
表
明
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
分
配
上
の
判
断
を
含
ん
だ
も

の
と
な
る
。
こ
の
関
数
を
前
の
も
の
と
区
別
す
る
た
め
に
個
人
の
厚
生
関
数
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
実
体
は
基
数
的
効
用
関
数
に

他
な
ら
な
い
。
さ
て
、
社
会
的
行
為
は
こ
の
厚
生
関
数
の
総
和
を
最
大
に
す
る
よ
う
な
社
会
状
態
を
導
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
の
が
ベ
ン
サ
ム
流
の
功
利
主
義
の
基
本
理
念
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
ｊ
、
召
、
Ｃ
三
人
の
個
人
か
ら
な
る
社
会
が
あ
り
、
ズ
、
ｙ
、
ｚ
と
い
う
三
つ
の
代
替
的
社
会
状
態
が
与
え
ら
れ
た
と

七
於
。
ｊ
の
厚
生
関
数
に
お
い
て
ズ
、
ｙ
、
ｚ
は
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
値
2
0
、
1
1
、
1
0
と
評
価
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
基
数
的
効
用
は
一
次

変
換
の
範
囲
内
で
ユ
ニ
ー
ク
な
関
数
で
あ
る
か
ら
、
最
も
良
い
も
の
に
１
、
最
も
悪
い
も
の
に
Ｏ
を
与
え
る
よ
う
こ
の
数
値
を
規
準

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
組
果
刄
の
厚
生
関
数
は
、
ズ
、
ｙ
、
ｚ
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
１
、
0
.
1
、
０
と
い
う
数
値
を
与
え
る
こ
と
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に
な
る
。
£
と
Ｃ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
厚
生
関
数
に
基
く
値
を
そ
れ
ぞ
れ
規
準
化
し
た
組
果
、
二
人
と
も
ズ
、
ｙ
、
ｚ
に
対
し
て
、

0
.
6
、

１
、
Ｏ
と
い
う
数
値
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
今
、
ズ
か
タ
か
の
い
ず
れ
か
の
状
態
を
政
策
的
に
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
情
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
功
利
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
総
計
厚
生
値

2
.
2
対
2
.
1
を
以
て
ｙ
よ
り
も
ズ
を
選
ぶ
べ
き
こ
と

を
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
選
択
情
況
と
関
係
の
な
い
代
替
案
ｚ
に
つ
い
て
召
と
Ｃ
の
選
好
が
変
化
し
、
ズ
と
ｙ

に
つ
い
て
は
前
と
同
じ
で
あ
る
が
、
ｚ
は
ズ
と
同
じ
厚
生
値
を
と
る
ま
で
に
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
・
に
な
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
組
果

£
と
Ｃ
の
ズ
、
ｙ
、
ｚ
に
対
す
る
厚
生
値
は
０
、
１
、
Ｏ
に
変
化
す
る
の
で
、
総
計
厚
生
値

2
.
1
対

1
.
0
を
以
て
今
度
は
ズ
よ
り
も
ｙ
が

選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
社
会
を
構
成
す
る
個
人
の
ズ
と
夕
に
対
す
る
選
好
が
些
か
も
変
化
し
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
ｚ
に
対
す
る
評
価
の
変
更
に
ょ
り

ズ
と
ｙ
の
間
で
の
社
会
的
選
択
が
逆
転
し
得
る
と
い
う
こ
の
点
が
、
功
利
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
つ
基
本
的
な
弱
点
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
社
会
的
判
断
の
主
体
を
社
会
を
構
成
す
る
個
人
に
求
め
た
。
そ
の
上
で
社
会
的
判
断
に
基
く
政
策
の
決
定
に
到
達
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
個
人
の
数
だ
け
存
在
す
る
社
会
的
判
断
を
何
ら
か
の
手
続
に
よ
り
集
計
し
て
、
単
一
の
社
会
的
選
択

へ
と
結
び
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
手
続
は
、
も
し
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
功
利
主
義
の
厚
生
総
計
手
続
が
も
つ
よ
う
な
欠

陥
か
ら
自
由
で
あ
る
方
が
良
い
。

　
代
替
的
社
会
状
態
の
任
意
の
部
分
集
合
に
属
す
る
す
べ
て
の
社
会
状
態
に
対
し
て
、
ど
の
個
人
の
選
好
も
変
化
し
な
い
と
い
う
限

り
は
、
そ
の
部
分
集
合
か
ら
社
会
的
に
選
択
さ
れ
る
社
会
状
態
も
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
請
は
「
不
関
連
代

替
案
か
ら
の
独
立
性
」
（
ｉ
ｎ
ｄ
ｅ
ｐ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
ｉ
ｒ
ｒ
ｅ
ｌ
ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
　
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
ｓ
）
と
呼
ば
れ
る
。
功
利
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
や
評
点
投
票
と
い
っ

た
、
代
替
案
に
対
し
て
望
ま
し
さ
の
程
度
を
表
わ
す
数
他
を
賦
す
方
式
は
必
ず
こ
の
条
件
宮
ハ
イ
オ
レ
ー
ト
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
個
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人
の
効
用
関
数
な
る
も
の
は
代
替
案
の
対
比
較
に
基
く
選
好
順
序
か
ら
導
か
れ
る
の
で
、
社
会
的
判
断
を
効
用
を
経
由
す
る
こ
と
な

く
元
々
の
選
好
順
序
の
儘
と
り
出
し
、
直
接
そ
の
集
計
手
続
を
考
え
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
個
人
の
対
比
較
の
結
果

を
集
計
し
て
社
会
的
選
択
に
組
び
付
け
る
手
続
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
は
多
数
決
法
と
全
会
一
致
法
の
二
つ
が
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
不
関
連
代
替
案
か
ら
の
独
立
性
を
満
た
す
。
こ
の
二
つ
の
方
法
が
も
つ
意
味
と
性
質
を
正
確
に
調
べ
る
こ
と
、
こ

れ
が
ケ
ネ
ス
・
Ｊ
・
ア
ロ
ー
が
嚆
矢
を
射
た
社
会
的
選
択
論
の
主
目
的
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
事
柄
で
あ
る
。
す
な
お
ち
、
多
数
決
法
も
全
会
一
致
法
も
民
主
主
義
的
手
続
と
い
う
観
点
か
ら

は
望
ま
し
い
性
質
（
無
名
性
、
中
立
性
、
パ
レ
ー
ト
性
）
を
具
え
て
い
る
が
、
合
理
的
決
定
性
の
観
点
か
ら
は
必
ず
し
も
優
れ
た
手
続

で
は
な
い
（
多
数
決
法
は
選
択
集
合
が
空
と
な
る
場
合
を
除
外
し
得
な
い
し
、
全
会
一
放
浪
が
決
定
性
を
も
つ
た
め
に
は
パ
レ
ー
ト
的
比
較
不
能

を
社
会
的
無
差
別
と
見
做
す
必
要
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
受
け
容
れ
て
も
必
ず
し
も
合
理
特
性
を
満
足
し
な
い
）
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
以
外
に
民

主
主
義
的
で
合
理
的
決
定
性
を
具
え
た
手
続
を
見
つ
け
よ
う
と
誰
し
も
望
む
の
で
あ
る
が
、
未
だ
発
明
さ
れ
ざ
る
も
の
を
も
含
め

て
、
そ
う
・
い
っ
た
手
続
の
存
在
す
る
一
般
的
可
能
性
は
論
理
的
に
否
定
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
意
味
を
議
論

す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
用
語
を
正
確
に
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
本
稿
全
体
を
通
じ
て
の
文
体
統
一
上
、
誠
に
不
本
意
で
は
あ
る
が
）

以
下
の
小
節
は
そ
の
た
め
に
先
ず
用
語
の
定
義
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
二
、
民
主
主
義
の
論
理

�
　
選
好
関
係

　
　
「
ズ
は
少
く
と
も
ｙ
と
同
じ
程
度
に
良
い
」
と
い
う
の
を
二
項
関
係
（
良
）
を
用
い
て
（
ズ
良
夕
）
と
書
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
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弱
い
意
味
の
選
好
関
係
（
良
）
に
対
応
付
げ
て
、
強
い
意
味
の
選
好
（
優
）
と
無
差
別
（
同
）
を
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、
〔
（
ズ
良

ｙ
）
で
あ
っ
て
か
つ
〔
ｙ
良
否
で
な
い
〕
を
（
ズ
優
ｙ
）
と
し
、
〔
（
ズ
良
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
良
ズ
）
〕
を
（
ズ
同
ｙ
）
と
す
る
。

㈲
　
順
序

　
選
好
関
係
（
良
）
が
三
つ
の
性
質
、
「
反
射
性
」
、
「
完
全
性
」
、
「
推
移
性
」
を
も
つ
時
、
（
良
）
は
順
序
で
あ
る
と
言
う
。

　
反
射
性
と
は
〔
代
替
案
集
合
Ｓ
に
属
す
る
任
意
の
ズ
に
対
し
て
〔
ズ
良
否
〕
と
い
う
性
質
。
完
全
性
と
は
〔
Ｓ
に
属
す
る
任
意

の
ズ
、
ｙ
に
対
し
て
（
ズ
良
ｙ
）
か
（
ｙ
良
ズ
）
か
の
少
く
と
も
ど
ち
ら
か
一
方
が
成
立
す
る
〕
と
い
う
性
質
。
推
移
住
と
は
宮

に
属
す
る
す
べ
て
の
ズ
、
ｙ
、
ｚ
に
対
し
て
（
ズ
良
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
良
ｚ
）
な
ら
（
ズ
良
ｚ
）
〕
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
推
移
性
を

も
つ
（
良
）
に
対
し
て
は
次
の
四
つ
が
成
り
立
つ
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
無
差
別
推
移
」
＝
‥
〔
（
ズ
同
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
同

ｚ
）
な
ら
（
ズ
同
ｚ
）
〕
、
「
優
同
推
移
」
＝
〔
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
同
否
な
ら
（
ズ
優
ｚ
）
〕
、
「
同
優
推
移
」
＝
〔
（
ズ
同
ｙ
）
か
つ

　
（
ｙ
優
ｚ
）
な
ら
（
ズ
優
ｚ
）
〕
、
「
擬
似
推
移
」
＝
〔
（
ｘ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
優
ｚ
）
な
ら
（
ズ
影
）
〕
。

㈲
　
選
択
集
合
・
選
択
関
数

　
Ｓ
に
属
す
る
あ
る
要
素
ズ
が
二
項
関
係
（
良
）
に
関
し
て
〔
Ｓ
に
属
す
る
す
べ
て
の
ｙ
に
対
し
て
（
ズ
良
ｙ
）
〕
と
い
う
条
件
を

満
た
す
時
、
そ
し
て
そ
の
時
に
の
み
、
ズ
は
最
良
要
素
で
あ
る
と
言
う
。
Ｓ
に
お
け
る
最
良
要
素
の
集
合
を
選
択
集
合
と
呼
び
〔
選

（
Ｓ
）
〕
で
表
わ
す
。
集
合
Ｘ
の
す
べ
て
の
空
で
な
い
部
分
集
合
Ｓ
に
対
し
て
〔
選
（
Ｓ
）
〕
が
空
で
な
い
時
、
集
合
Ｘ
上
で
選
択
関

数
［
選
（
Ｓ
）
〕
が
定
義
さ
れ
る
と
言
う
。

　
す
な
わ
ち
選
択
関
数
が
定
義
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
与
え
ら
れ
た
Ｘ
に
対
し
ど
の
よ
う
な
Ｓ
を
と
っ
て
も
Ｓ
は
必
ず
少
く
と
も

一
つ
の
最
良
要
素
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
、
〔
ズ
、
夕
、
乙
に
対
し
て
三
煉
の
〔
（
ｙ
優
ｚ
）
か
つ
（
ｚ
優
ズ
）
か
つ
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〔
ｘ
優
恙
〕
を
導
く
よ
う
な
（
良
）
に
関
し
て
は
、
選
択
関
数
が
定
義
さ
れ
な
い
。

　
有
限
集
合
Ｘ
に
対
し
て
は
、
（
良
）
が
反
射
性
、
完
全
性
、
擬
似
推
移
性
を
も
て
ば
選
択
関
数
が
定
義
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
得
る
。

㈲
　
合
理
性
の
条
件

　
二
項
関
係
（
良
）
に
関
す
る
合
理
性
の
条
件
（
マ
ル
キ
・
ド
・
コ
ン
ド
ル
セ
）
は
選
択
関
数
が
定
義
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ア

マ
ル
チ
ア
・
Ｋ
・
セ
ン
は
合
理
性
を
そ
の
選
択
関
数
が
も
っ
べ
き
特
性
と
し
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

第
一
合
理
特
性
＝
瓦
の
部
分
集
合
（
ヽ
い
。
に
属
す
る
す
べ
て
の
ズ
に
対
し
て
、
ズ
が
〔
選
（
瓦
）
〕
の
要
素
で
あ
れ
ば
〔
選
（
ふ
。
）
〕
の
要

　
素
で
も
あ
る
。

第
二
合
理
特
性
＝
Ｃ
Ｏ
が
Ｃ
Ｏ
の
部
分
集
合
で
あ
り
、
ズ
、
ｙ
が
と
も
に
〔
選
（
ａ
．
）
〕
の
要
素
で
あ
れ
ば
、
ズ
は
ｙ
が
〔
選
（
（
ヽ
「
」
〕
の

　
要
素
で
も
あ
る
時
、
そ
し
て
そ
の
時
に
の
み
、
〔
選
（
（
ヽ
「
」
〕
の
要
素
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
第
一
合
理
特
性
と
は
、
よ
り
広
い
範
囲
で
最
良
で
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
を
合
む
狭
い
範
囲
に
お
い
て
も
最
良
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
、
〔
三
木
、
田
中
、
大
平
、
福
田
〕
の
中
で
大
平
が
良
い
と
い
う
選
好
が
こ
の
合
理
特
性
を
も
つ

な
ら
〔
大
平
、
福
田
〕
の
中
で
も
大
平
が
良
い
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
第
二
合
理
特
性
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
候
補
の
中
で
最
良
で
あ
る

二
つ
の
代
替
案
は
、
候
補
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ヨ
リ
広
い
範
囲
の
中
で
は
、
や
は
り
両
者
と
も
に
最
良
で
あ
る

か
、
あ
る
い
は
両
者
と
も
に
最
良
で
な
く
な
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
。
〔
三
木
、
大
平
、
福
田
〕

の
中
で
は
大
平
で
も
福
田
で
も
ど
ち
ら
で
も
良
い
が
こ
こ
に
田
中
が
加
わ
る
な
ら
福
田
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
選
好
は
と

の
合
理
特
性
を
も
た
な
い
。

　
任
意
の
ニ
項
関
係
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
選
択
関
数
は
必
ず
第
一
合
理
特
性
を
満
た
す
。
し
か
し
、
例
え
ば
マ
、
ｙ
、
乙
に
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対
し
て
〔
（
ズ
同
ｙ
）
か
つ
（
ズ
優
之
）
か
つ
（
ｚ
優
ｙ
）
〕
と
な
る
よ
う
な
（
良
）
は
〔
ズ
、
ｙ
〕
＝
〔
選
〔
７
、
ｙ
〕
）
〕
か
つ
〔
ズ
〕

‥
‥
‥
〔
選
（
〔
ズ
、
ｙ
、
乙
〕
〕
で
あ
る
か
ら
、
第
二
合
理
特
性
を
満
た
さ
な
い
。

　
二
項
関
係
（
良
）
か
ら
導
か
れ
る
選
択
関
数
が
第
二
合
理
特
性
を
満
た
す
た
め
の
必
要
十
分
条
件
は
、
（
良
）
が
順
序
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
。

㈲
　
集
合
的
選
択
規
則

　
こ
こ
ま
で
は
選
好
関
係
に
つ
い
て
の
諸
種
の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら
以
降
は
、
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
て
い

る
選
好
関
係
を
一
つ
の
社
会
的
選
好
関
係
へ
と
集
計
す
る
手
統
へ
と
関
心
を
移
す
。
万
人
の
個
人
が
も
つ
順
序
の
組
（
良
、
良
、
・
：

：
良
）
に
対
し
て
、
一
つ
の
そ
し
て
唯
一
つ
の
社
会
的
選
好
関
係
（
良
）
を
対
応
さ
せ
る
関
数
ｆ
を
集
合
的
選
択
規
則
と
呼
ぶ
。
ｆ

の
値
域
が
完
全
性
を
も
つ
（
良
）
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
時
、
そ
し
て
そ
の
時
に
の
み
、
集
合
的
選
択
規
則
は
決
定
性
を
も
つ
と
言

う
。
以
下
で
は
、
集
合
的
選
択
規
則
に
対
し
て
次
の
条
件
を
課
す
。
す
な
わ
ち
、

定
義
域
無
限
定
の
条
件
＝
ｆ
の
定
義
域
は
、
個
人
の
順
序
の
論
理
的
に
考
え
得
る
す
べ
て
の
組
合
わ
せ
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

㈲
　
多
数
決
法

　
ゐ
よ
り
屯
α
を
選
好
し
て
い
る
人
の
数
と
い
う
の
を
〔
数
（
α
優
ゐ
）
〕
と
書
く
こ
と
に
す
る
時
、
Ｘ
に
属
す
る
す
べ
て
の
ズ
、

ｙ
に
対
し
て
、
（
ズ
良
ｙ
）
忖
‥
〔
数
（
ズ
優
ｙ
）
ｗ
数
（
ｙ
優
ズ
）
〕
を
多
数
決
法
と
定
義
す
る
。
多
数
決
法
は
決
定
性
を
も
つ
集
合

的
選
択
規
則
の
一
つ
で
あ
る
が
、
次
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
確
か
め
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
（
良
、
良
、
…
…
良
）
と
（
良
、
良
、
…
…
良
）
が
ｆ
に
ょ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
（
良
）
と
（
良
）
に
対
応
付
け
ら
れ
る
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刄
人
の
順
序
の
組
で
あ
る
と
す
る
時
、

田
　
無
名
性
‥
日
（
良
、
良
、
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・
Ｉ
良
）
が
単
に
（
良
、
良
、
…
…
良
）
の
並
べ
換
え
で
あ
る
に
過
ぎ
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
ズ
、
ｙ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／

　
に
つ
い
て
〔
（
ズ
良
ｙ
）
廿
（
ズ
良
ｙ
）
〕
。

㈲
　
中
立
性
‥
Ｈ
｛
〔
す
べ
て
の
・
ｚ
に
つ
い
て
（
ズ
良
ｙ
）
忖
‥
〔
Ｚ
良
思
〕
か
つ
〔
す
べ
て
の
・
１
に
つ
い
て
（
ｙ
良
ズ
）
廿
（
ｇ
良
ｚ
）
〕
｝

　
な
ら
ば
〔
（
ズ
良
ｙ
）
廿
（
ｚ
良
思
か
つ
（
タ
良
ズ
）
Ｕ
（
耀
良
ｚ
）
〕
。

㈲
　
正
の
反
応
性
＝
〔
す
べ
て
の
・
ｚ
に
つ
い
て
（
ズ
優
ｙ
）
↓
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ズ
同
ｙ
）
↓
（
ズ
良
ｙ
）
〕
か
つ
｛
少
く
と
も
Ｉ

　
人
の
瓦
に
つ
い
て
〔
（
ズ
同
ｙ
）
か
つ
（
ズ
優
ｙ
）
〕
ま
た
は
〔
（
ｙ
優
ズ
）
か
つ
（
ズ
良
ｙ
）
〕
｝
な
ら
ば
〔
（
ズ
良
ｙ
）
↓
（
ズ
優

　
ｙ
）
〕
。

無
名
性
は
順
序
を
も
つ
個
人
の
名
前
を
斟
酌
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
中
立
性
は
代
替
案
の
名
前
を
斟
酌
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
一
般
審
議
事
項
に
つ
い
て
は
相
対
多
数
を
以
て
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
は
三
分
の
二
多
数
を
以
て
決
す
る
」

と
い
う
規
則
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
一
般
事
項
（
ズ
と
ｙ
）
の
間
と
重
要
事
項
（
ｚ
と
思
の
間
と
で
全
員
の
選
好
順
序
が
全
く
同

じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
議
決
の
組
果
は
違
っ
た
も
の
と
な
り
得
る
か
ら
、
こ
の
規
則
は
中
立
性
を
も
た
な
い
。
正
の
反
応
性
は
、
ｙ

よ
り
も
ズ
が
良
い
と
い
う
人
全
員
の
選
好
が
変
化
せ
ず
、
誰
か
の
選
好
が
ｙ
か
ら
ズ
ヘ
と
移
っ
た
と
い
う
場
合
に
、
社
会
的
選
好
も

同
方
向
へ
変
化
し
よ
う
と
し
て
、
も
し
無
差
別
で
あ
っ
た
の
な
ら
ズ
が
強
い
意
味
で
選
好
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
無
名
性
、
中
立
性
、
正
の
反
応
性
お
よ
び
定
義
域
無
限
定
の
条
件
を
同
時
に
満
足
す
る
集
合
的
選
択
規
則
で
決
定
性
を
も
つ
も
の

は
、
多
数
決
法
以
外
に
か
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
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∽
　
全
会
一
致
法

　
パ
レ
ー
ト
的
選
好
関
係
（
良
）
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、

　
（
ズ
良
ｙ
）
Ｕ
〔
す
べ
て
の
・
ｚ
に
つ
い
て
（
ズ
良
ｙ
）
〕
。

　
仮
り
に
全
会
一
致
法
を
〔
（
ｘ
良
ｙ
）
の
時
、
そ
し
て
そ
の
時
に
の
み
（
ズ
良
ｙ
）
〕
と
定
義
し
て
し
ま
う
・
と
、
こ
の
規
則
は
決
定

性
を
も
た
な
い
。
こ
の
パ
レ
ー
ト
的
選
好
関
係
の
不
完
全
性
を
迂
回
す
る
た
め
に
は
、
バ
レ
ー
ト
比
較
不
能
を
す
べ
て
社
会
的
無
差

別
で
置
き
換
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
（
ズ
優
ｙ
）
Ｎ
〔
（
ズ
良
ｙ
）
で
あ
っ
て
か
つ
（
ｙ
良
ｘ
）
で
な
い
〕
と
し
、
対
応

規
則
〔
（
ｙ
優
ズ
）
で
な
い
時
、
そ
し
て
そ
の
時
に
の
み
（
ｘ
良
ｙ
）
〕
を
全
会
一
致
法
と
定
義
す
る
。

　
こ
こ
で
（
ズ
優
ｙ
）
廿
〔
す
べ
て
の
�
に
つ
い
て
（
ズ
良
ｙ
）
か
つ
少
く
と
も
一
人
の
・
ｚ
に
つ
い
て
（
ズ
優
ｙ
）
〕
で
あ
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
全
員
が
少
〈
と
も
ズ
を
ｙ
と
同
程
度
に
良
い
と
し
、
誰
か
一
人
は
強
い
意
味
で
ズ
を
ｙ
よ
り
も
選
好

し
て
い
る
と
い
う
時
に
、
そ
し
て
そ
の
時
に
の
み
、
ズ
は
社
会
的
に
も
ｙ
よ
り
選
好
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
十
分
性
の

み
を
と
れ
ば
規
則
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
民
主
的
な
規
則
の
満
た
す
べ
き
条
件
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
一

般
に
は
パ
レ
ー
ト
原
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

田
　
パ
レ
ー
ト
原
理
‥
‥
‥
Ｘ
に
属
す
る
す
べ
て
の
ズ
、
ｙ
に
対
し
て
、
〔
す
べ
て
の
・
ｚ
に
つ
い
て
（
ズ
良
夕
）
か
つ
少
く
と
も
一
人
の

　
・
ｚ
に
つ
い
て
（
ズ
優
ｙ
）
〕
な
ら
ば
（
ズ
優
ｙ
）
。
〔
す
べ
て
の
・
２
に
つ
い
て
（
ズ
同
ｙ
）
〕
な
ら
ば
（
ズ
同
ｙ
）
。

と
い
う
条
件
を
全
会
一
致
法
は
満
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
全
会
一
致
法
に
基
く
（
良
）
は
擬
似
推
移
性
を
も
つ
こ
と
も
容
易
に
確

　
　
　
　
　
（
2
0
）

か
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
こ
の
規
則
は
、

㈲
　
不
関
連
代
替
案
か
ら
の
独
立
性
＝
〔
す
べ
て
の
・
ｚ
に
つ
い
て
（
ズ
良
ｙ
）
廿
（
ズ
良
ｙ
）
か
つ
（
夕
良
ズ
）
廿
〔
夕
良
恚
〕
な
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ら
ば
〔
（
ズ
良
ｙ
）
Ｕ
（
ズ
ｙ
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
良
ズ
）
剥
ズ
ｙ
ｙ
ズ
）
〕
。

㈲
非
負
の
反
応
性
＝
〔
す
べ
て
の
・
ｚ
に
つ
い
て
（
ズ
優
ｙ
）
↓
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ズ
同
ｙ
）
↓
（
ズ
良
ｙ
）
〕
な
ら
ば
〔
（
ズ
優

　
ｙ
）
↓
（
ズ
ｆ
ｙ
）
か
つ
（
ズ
同
ｙ
）
↓
（
ズ
ｙ
ｙ
）
〕
。

と
い
う
条
件
を
満
た
す
。

　
擬
似
推
移
住
と
完
全
性
と
を
も
つ
社
会
的
選
好
関
係
を
常
に
導
く
集
合
的
選
択
規
則
で
、
不
関
連
代
替
案
か
ら
の
独
立
性
、
パ
レ

ー
ト
原
理
、
無
名
性
お
よ
び
定
義
域
無
限
定
の
条
件
を
同
時
に
満
た
す
も
の
は
全
会
一
致
法
以
外
に
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

㈲
　
条
件
間
の
関
係

　
以
上
で
導
入
し
た
諸
種
の
条
件
の
間
に
は
含
意
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
以
上
に
挙
げ
た
集
合
的
選
択
規
則
の
満
た
す
条
件

は
い
ず
れ
も
必
要
十
分
の
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
他
の
規
則
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
各
条
件
の
い
ず
れ
か
を
弱
め
る
か

あ
る
い
は
組
合
わ
せ
を
変
更
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
件
の
も
つ
基
本
的
な
思
想
を
保
存
し
て
可
能
な
限
り
条
件
を
弱
め

る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

山
　
中
立
性
の
条
件
は
、
不
関
連
代
替
案
か
ら
の
独
立
性
を
含
意
す
る
。

㈲
　
中
立
性
と
正
の
反
応
性
を
も
つ
集
合
的
選
択
規
則
は
パ
レ
ー
ト
原
理
を
満
た
す
。

㈲
　
無
名
性
の
条
件
は
非
独
裁
性
を
含
意
す
る
。
非
独
裁
性
Ｈ
［
す
べ
て
の
ズ
、
ｙ
に
対
し
て
（
ズ
優
ｙ
）
↓
（
ズ
優
ｙ
）
〕
と
な
る

　
個
人
�
が
存
在
し
な
い
。

㈲
　
パ
レ
ー
ト
原
理
は
弱
バ
レ
ー
ト
原
理
を
含
意
す
る
。

　
弱
パ
レ
ー
ト
原
理
＝
〔
す
べ
て
の
�
に
つ
い
て
（
ズ
ｔ
ｙ
）
〕
な
ら
ば
（
ズ
優
ｙ
）
。
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条
件
の
組
Ｇ
＝
〔
無
名
性
、
中
立
性
、
正
の
反
応
性
〕
は
、
Ｇ
＝
〔
無
名
性
、
不
関
連
代
替
案
か
ら
の
独
立
性
、
パ
レ
ー
ト
原
理
〕

を
含
意
す
る
（
Ｇ
を
満
足
す
る
集
合
的
選
択
規
則
は
必
ず
Ｇ
を
満
足
す
る
が
、
そ
の
逆
は
言
え
な
い
）
。
す
な
わ
ち
、
Ｇ
よ
り
も
Ｇ

の
方
が
弱
い
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ロ
ー
の
条
件
Ｇ
＝
〔
不
関
連
代
替
案
か
ら
の
独
立
性
、
弱
パ
レ
ー
ト
原
理
、
非
独
裁
性
〕
は

Ｇ
よ
り
も
さ
ら
に
弱
い
条
件
で
あ
る
。
多
数
決
法
も
全
会
一
致
法
も
も
ち
ろ
ん
Ｇ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。

㈲
　
多
数
決
と
全
会
一
致
の
隘
路

　
多
数
決
法
は
投
票
の
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
隘
路
を
も
つ
。
例
え
ば
、
三
人
の
個
人
が
居
て
、
そ
れ
ぞ
れ

　
〔
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
優
ｚ
）
〕
、
〔
（
ｙ
優
ｚ
）
か
つ
（
ｚ
優
ズ
）
〕
、
〔
（
ｚ
優
ズ
）
か
つ
（
ズ
優
ｙ
）
〕
と
い
う
選
好
を
も
っ
て
い
る

と
す
る
と
、
多
数
決
法
は
〔
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
優
ｚ
）
か
つ
（
ｚ
優
ズ
）
〕
と
い
う
社
会
的
選
好
を
導
く
の
で
、
選
択
集
合
に
属

す
る
要
素
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
同
じ
例
で
、
全
会
一
致
法
は
〔
（
ズ
同
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
同
ｚ
）
か
つ
（
ｚ
同
ズ
）
〕
を
導

き
、
選
択
関
数
は
定
義
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
時
の
選
択
集
合
は
〔
ズ
、
夕
、
ｚ
〕
で
あ
っ
て
、
一
つ
を
選
ぶ
た
め
の
判
断
の
根
拠

は
こ
こ
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
。
全
会
一
致
法
で
は
註
（
2
1
）
で
証
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
〔
す
べ
て
の
ズ
、
ｙ
に
対
し
て
（
ズ
優

ｙ
）
↓
（
ズ
良
ｙ
）
〕
と
な
る
個
人
・
ｚ
が
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
セ
ン
は
こ
れ
を
寡
頭
政
治
的
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
実

は
こ
の
寡
頭
制
支
配
集
団
の
構
成
員
は
社
会
を
構
成
す
る
全
員
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
自
体
が
望
ま
し
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
か
ど
う

か
は
別
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
所
得
分
布
を
無
差
別
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
前
の
例
で
、
２
番
目
の
個
人
の
選
好
が
〔
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｚ
優
ｙ
）
〕
に
変
わ
っ
た
と
す
る
と
、
全
会
一
致
法
の
社
会
的
選
好

は
〔
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
同
ｚ
）
か
つ
（
ｚ
同
ズ
）
〕
と
変
わ
る
。
こ
の
時
、
〔
ｙ
、
ｚ
〕
＝
〔
選
（
〔
ｙ
、
乙
〕
〕
で
あ
る
が
ｚ
が

〔
選
（
〔
ズ
、
ｙ
、
匠
〕
〕
の
要
素
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
ｙ
は
〔
選
（
〔
ズ
、
ｙ
、
乙
〕
〕
の
最
良
要
素
た
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
全

―114―



会
一
致
法
は
第
二
合
理
特
性
を
満
た
さ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
㈲
で
見
た
よ
う
に
、
合
理
特
性
を
満
足
す
る
た
め
に
は
、
集
合
的
選
択
規
則
の
値
域
を
順
序
で
あ
る
よ
う
な
（
良
）
の
範
囲
に
限

定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
規
則
が
民
主
主
義
的
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
最
も
弱
い
形
で
で
あ
れ
満
足
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
個
人
の
も
つ
社
会
的
判
断
を
集
計
し
て
、
分
析
者
は
一
切
の
価
値
判
断
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
・
立
場
の
儘
、
合
理
的
に
、
社

会
的
な
望
ま
し
さ
を
判
定
し
得
よ
う
と
目
論
ま
れ
る
。
し
か
し
不
幸
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
集
合
的
選
択
規
則
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
存
在
可
能
性
さ
え
も
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

�
　
一
般
可
能
性
定
理
（
ア
ロ
ー
）

　
Ｘ
上
の
順
序
の
集
合
に
そ
の
値
域
が
限
定
さ
れ
る
集
合
的
選
択
規
則
を
社
会
的
厚
生
関
数
と
呼
ぶ
。

　
不
関
連
代
替
案
か
ら
の
独
立
性
、
弱
。
パ
レ
ー
ト
原
理
、
非
独
裁
性
、
定
義
域
無
限
定
の
条
件
を
満
足
す
る
社
会
的
厚
生
関
数
は
存

在
し
な
い
。

�
　
結
論

　
わ
れ
わ
れ
は
、
専
制
君
主
の
居
な
い
世
界
に
お
い
て
、
代
替
的
社
会
状
態
の
も
つ
相
対
的
望
ま
し
さ
を
決
め
る
方
法
を
問
題
と
し

て
い
る
。
そ
の
方
法
が
社
会
を
構
成
す
る
個
人
の
判
断
の
集
計
と
し
て
得
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
分
析
者
は
価
値
判
断
か
ら
自
由
で
あ

り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
得
ら
れ
る
社
会
的
判
断
の
望
ま
し
さ
は
、
そ
の
方
法
の
も
つ
合
理
性
に
完
全
に
帰
属
さ
せ
得
る
。
本
節

で
は
、
こ
の
合
理
性
を
二
つ
の
条
件
群
に
分
離
し
た
。
一
は
集
合
的
選
択
規
則
の
満
た
す
べ
き
条
件
、
他
は
そ
の
集
合
的
選
択
規
則

か
ら
得
ら
れ
る
社
会
的
選
好
関
係
の
も
つ
性
質
で
あ
る
。
第
一
の
条
件
群
を
無
名
性
、
中
立
性
、
正
の
反
応
性
と
い
う
比
較
的
強
い

望
ま
し
さ
の
要
求
と
し
て
設
定
し
た
時
、
第
二
の
条
件
と
し
て
、
合
理
的
決
定
性
と
い
う
観
点
か
ら
最
低
限
必
要
な
社
会
的
選
好
関
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係
の
完
全
性
の
み
を
要
求
す
る
だ
け
で
、
集
合
的
選
択
規
則
の
集
合
は
多
数
決
法
と
い
う
唯
一
の
要
素
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

を
見
た
。
投
票
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
知
ら
れ
る
多
数
決
法
の
非
合
理
性
は
第
二
の
条
件
の
も
つ
要
求
の
弱
さ
に
関
る
も
の
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
要
求
を
強
め
（
プ
ラ
ス
擬
似
推
移
性
）
同
時
に
第
一
の
条
件
群
を
弱
め
る
（
正
の
反
応
性
を
非
負
の
反
応
性
で
置

き
換
え
る
）
こ
と
に
ょ
り
、
代
替
的
な
集
合
的
選
択
規
則
と
し
て
の
全
会
一
致
法
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
形
式
上
の
望

ま
し
さ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
方
法
が
現
実
の
社
会
的
判
断
に
お
い
て
す
べ
て
の
。
パ
レ
ー
ト
最
適
点
を
無
差
別
と
し
て
し
ま
う
こ
と

は
、
他
の
方
法
に
対
す
る
探
索
の
動
機
と
し
て
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
同
じ
方
法
（
第
二
の
条
件
群
を
強
め
第
一
の
条
件
群
を
弱
め
る
）
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
ア
ロ
ー
の
条
件
は
、
ほ
と
ん
ど
集
合
的
選
択

規
則
に
対
す
る
要
求
と
し
て
は
最
低
限
と
言
い
得
る
ほ
ど
に
弱
い
条
件
群
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
第
二
の
条
件
（
順
序
）
と
同
時
に

要
求
す
る
こ
と
が
、
集
合
的
選
択
規
則
の
存
在
す
る
一
般
的
可
能
性
自
体
を
排
除
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
勿

論
、
こ
れ
は
一
般
的
可
能
性
の
否
定
で
あ
っ
て
、
あ
る
情
況
に
適
用
し
て
あ
る
成
果
を
得
る
望
ま
し
い
集
合
的
選
択
規
則
と
い
っ
た

も
の
の
不
可
能
性
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
、
代
替
案
の
も
つ
望
ま
し
さ
を
直
接
扱
う
こ
と
を

避
け
、
分
析
者
の
判
断
を
対
応
規
則
の
も
つ
望
ま
し
さ
の
み
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
処
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
一
般
性
、

普
遍
性
は
不
可
避
的
な
要
求
で
あ
っ
て
、
こ
の
定
理
の
意
味
す
る
処
は
、
背
理
法
の
適
用
に
よ
り
、
そ
も
そ
も
の
目
的
を
放
棄
す
べ

き
こ
と
、
社
会
的
判
断
に
対
し
て
分
析
者
は
逃
避
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

　
専
制
君
主
の
不
在
が
齎
ら
す
不
決
定
性
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
悲
観
的
に
な
る
必
要
は
な
い
。
一
般
可
能
性
定
理
の
皮
相
的
理

解
は
幾
分
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
皇
帝
の
居
な
い
帝
国
に
、
社
会
的
選
択
論
が
導
入
し
た
も
の
は
民

主
主
義
と
合
理
主
義
ば
か
り
で
は
な
く
、
陰
伏
的
に
、
主
観
価
他
の
完
全
相
対
主
義
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
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注
意
し
た
い
。
ズ
よ
り
も
ｙ
が
良
い
と
い
う
判
断
に
は
本
来
ｙ
の
方
が
何
故
に
良
い
の
か
と
い
う
理
由
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ

を
、
不
関
連
代
替
案
か
ら
の
独
立
性
の
名
の
も
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
判
断
根
拠
の
考
察
を
拒
否
し
た
。
理
由
を
問
わ
ず
に
い
か

な
る
判
断
に
も
そ
の
存
在
余
地
を
与
え
、
こ
れ
を
定
義
域
無
限
定
の
条
件
と
名
付
け
た
。
こ
の
合
理
性
に
名
を
借
り
た
価
値
相
対
論

が
政
策
判
断
の
不
能
を
導
く
こ
と
を
正
し
く
証
明
し
た
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
に
、
一
般
可
能
性
定
理
の
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
政
策
科
学
方
法
論
研
究
の
出
発
点
と
す
る
に
相
応
し
い
。

　
こ
の
不
決
定
論
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
民
主
主
義
、
合
理
主
義
を
放
棄
す
る
必
要
は
な
く
、
価
値
相
対
論
を
棄
て
る

だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
主
観
価
値
の
完
全
相
対
主
義
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、
客
観
価
値
に
基
く
完
全
決
定
性
を
受

け
容
れ
る
必
要
も
な
い
。
こ
れ
は
他
方
の
極
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
間
に
無
限
と
言
っ
て
も
良
い
豊
か
な
応
用
領
域
が
存
す
る
の

で
あ
り
、
こ
の
言
わ
ば
ミ
ド
ル
グ
ラ
ウ
ン
ド
こ
そ
が
、
開
化
さ
れ
た
政
策
と
、
同
時
に
ま
た
政
策
科
学
方
法
論
と
を
育
成
す
る
土
壌

を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

帥
　
付
論

　
さ
て
、
社
会
的
選
択
理
論
の
全
体
を
解
説
す
る
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
で

完
全
に
無
視
し
て
き
た
耐
欺
瞞
性
と
い
う
観
点
に
簡
単
に
触
れ
て
置
き
た
い
。

　
集
合
的
選
択
規
則
は
、
個
人
の
選
好
の
表
明
に
基
い
て
望
ま
し
い
社
会
状
態
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
個
人
の
選

好
に
関
す
る
虚
偽
の
申
告
が
そ
の
個
人
に
と
っ
て
ョ
リ
望
ま
し
い
社
会
状
態
を
帰
結
す
る
よ
う
な
こ
と
が
も
し
あ
れ
ば
、
真
の
選
好

の
表
明
は
期
待
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
規
則
に
は
耐
欺
瞞
性
（
c
h
e
a
t
-
p
r
(
y
(
)
{
}
が
な
い
と
言
い
真
の
選
好
の
表
明
と
両

立
し
得
る
よ
う
な
誘
因
構
造
を
含
む
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
設
計
が
問
題
と
な
る
。
も
し
一
般
可
能
性
定
理
が
肯
定
的
な
命
題
で
あ
っ
た
な
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ら
、
こ
の
問
題
は
、
公
共
経
済
学
、
財
政
学
、
政
策
科
学
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
フ
リ
ー
フ
イ
ダ
ー
問
題
の

一
般
解
に
到
達
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

田
　
多
数
決
法
の
非
耐
欺
瞞
性

　
四
人
の
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
選
好
を
も
っ
て
い
た
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
〔
（
ｘ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
同
ｚ
）
〕
、
〔
（
ズ

同
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
優
ｚ
）
〕
、
〔
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｚ
優
ズ
）
〕
、
〔
（
ｚ
優
ズ
）
か
つ
（
ｙ
優
ｚ
）
〕
。
四
人
が
正
直
に
申
告
を
す
れ
ば
、

多
数
決
法
の
も
と
で
は
、
〔
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
優
ｚ
）
か
つ
（
ズ
同
ｚ
）
〕
と
な
り
〔
ズ
、
ｙ
、
ｚ
〕
の
最
良
要
素
は
ズ
の
み
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
個
人
３
と
個
人
４
に
と
っ
て
は
、
ズ
よ
り
も
ｚ
の
方
が
望
ま
し
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
人
は
（
ｙ
優
ズ
）
、
（
ｚ

優
ｙ
）
と
い
う
虚
偽
の
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
を
〔
（
ｙ
優
ズ
）
か
つ
（
ｚ
優
ｙ
）
か
つ
（
ズ
同
ｚ
）
〕
と
変
え
、
［
ズ
、

ｙ
、
ｚ
］
の
最
良
要
素
を
ｚ
の
み
と
す
る
誘
因
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
多
数
決
法
は
耐
欺
瞞
性
を
も
た
な
い
。

㈲
　
全
会
一
致
法
の
非
耐
欺
瞞
性

　
二
人
の
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
選
好
を
も
っ
て
い
た
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
〔
（
ズ
優
ｙ
）
か
つ
（
ｙ
優
ｚ
）
か
つ
（
ｚ

ｔ
Ｆ
）
〕
、
〔
（
ｙ
ふ
Ｆ
）
か
つ
（
辺
1
2
ズ
）
か
つ
（
ｘ
飢
７
）
〕
。
こ
の
二
人
が
正
直
に
申
告
を
す
れ
ば
、
全
会
一
致
法
の
も
と
で
は
、

　
〔
（
ズ
優
ｚ
）
か
つ
（
ｙ
優
ｚ
）
か
つ
（
タ
優
忌
か
つ
（
ズ
同
ｙ
）
か
つ
（
ズ
同
忌
か
つ
（
ｚ
同
ｇ
）
〕
と
な
り
、
？
、
ｙ
、

ｚ
、
忌
の
選
択
集
合
は
〔
ズ
、
ｙ
〕
で
あ
る
。
個
人
２
に
と
っ
て
は
、
こ
の
内
ｙ
が
実
現
す
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
も
し
ズ
が
実

現
す
る
な
ら
そ
れ
よ
り
は
必
の
方
が
良
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
（
辺
優
ｙ
）
と
い
う
虚
偽
の
申
告
を
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
結
果
を

〔
（
ズ
優
ｚ
）
か
つ
（
ｙ
優
ｚ
）
か
つ
（
ｙ
回
忌
か
つ
（
ズ
同
ｙ
）
か
つ
（
ズ
同
忌
か
つ
（
ｚ
同
辺
）
〕
と
変
え
、
選
択
集
合
を

７
、
タ
、
ｇ
〕
と
し
得
る
。
こ
の
方
が
個
人
２
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
。
す
な
わ
ち
、
全
会
一
致
法
に
も
耐
欺
瞞
性
は
な
い
。
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社会的選択の方法

㈲
　
定
理

　
定
義
域
無
限
定
の
条
件
お
よ
び
耐
欺
瞞
性
を
満
た

す
社
会
的
厚
生
関
数
は
独
裁
者
の
存
在
を
含
意
す

る
。

　
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
個
人
選
好
の
組
合
わ
せ

に
も
適
用
で
き
て
（
普
遍
的
）
、
全
員
の
選
好
は
正

し
く
反
映
し
（
パ
レ
ー
ト
原
理
）
、
代
替
案
を
差
別

せ
ず
（
中
立
的
）
、
個
人
間
で
の
差
別
も
な
い
（
民

主
的
）
よ
う
な
社
会
的
選
択
の
た
め
の
規
則
で
、
推

移
性
を
も
つ
（
合
理
的
）
対
比
較
を
必
ず
導
く
よ
う

な
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
の
が
一
般
可
能
性

定
理
で
あ
っ
た
が
、
普
遍
的
、
民
主
的
で
、
常
に
正

直
な
選
好
表
明
を
動
機
付
け
る
よ
う
な
規
則
で
、
同

じ
く
合
理
的
な
も
の
も
ま
た
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
。

　
　
三
、
効
率
性
の
論
理
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（
掲
載
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
に
よ
り
以
下
次
号
と
す
る
。
次
の
註
は
、
本
来
、
本
節
三
の
後
（
第
二
節
末
）
に
掲
げ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
第

二
節
の
一
と
二
に
関
す
る
も
の
だ
け
本
号
掲
載
と
す
る
。
）

註
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