
一

は
じ
め
に

マ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
ー
ヴ
ァ
ー
の
学
位
論
文
『
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
批
判
と
社
会
改
良
』（
一
九
六
七
年
）

は
、
お
よ
そ
半
世
紀
を
経
た
こ
ん
に
ち
で
も
、
ア
ー
レ
ン
ス
研
究
に
と
っ
て
基
礎
文
献
の
一
つ
で
あ
る
。「
歴
史
法
学
派
が
、
自
然

法
論
の
優
位
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
。
実
証
主
義
が
支
配
的
と
な
る
前
に
、
十
九
世
紀
の
法
哲
学
派
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
を
そ
の
最
も
影

響
力
あ
る
代
表
者
と
し
て
、
当
為
と
存
在
と
の
総
合
を
も
た
ら
そ
う
と
試
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
十
七
・
十
八
世
紀
の
自
然
法
論
と
は

異
な
る
新
た
な
自
然
法
論
を
表
現
（
１
）

し
た
。」
こ
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
お
よ
び
十
九
世
紀
法
哲
学
派
を
新
た
な
自
然
法
論
と
位
置

づ
け
る
ク
リ
ー
ヴ
ァ
ー
の
認
識
は
、
一
九
〇
〇
年
の
Ａ
Ｄ
Ｂ
に
お
け
る
項
目
「
ア
ー
レ
ン
ス
」
の
解
説
で
提
示
さ
れ
た
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
解
釈
を
反
映
し
て
い
た
。

ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
生
の
条
件
と
人
格
権

木

村

周

市

朗
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「
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
自
分
の
自
然
法
論
を
十
八
世
紀
の
〈
理
性
法
論
〉
か
ら
は
っ
き
り
区
別
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
が
、
現
代
ド

イ
ツ
法
学
に
お
け
る
自
覚
し
た
自
然
法
論
の
方
向
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
は
そ
の

よ
う
な
人
物
と
し
て
、
歴
史
学
派
の
断
固
た
る
敵
対
者
で
も
あ
る
。
但
し
、
か
れ
の
諸
著
作
は
、
ま
さ
に
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
実

定
的
な
素
材
に
習
熟
し
て
い
る
点
で
、
他
の
自
然
法
論
の
諸
体
系
か
ら
際
立
っ
て
い
る
。
か
れ
の
問
題
構
成
の
清
明
さ
と
率
直
さ
が

功
を
奏
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
思
想
が
一
般
に
も
わ
か
り
や
す
い
形
に
さ
れ
て
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
以
外
の
諸
国
で
大
い
に
普
及
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
（
２
）

れ
る
。」

ア
ー
レ
ン
ス(H

einrich
A

hrens,
1808-1874)

が
試
み
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
当
為
と
存
在
と
の
総
合
」

を
め
ざ
す
こ
と
は
、
反
時
代
的
な
営
為
で
あ
り
、
近
代
の
時
代
精
神
に
対
す
る
批
判
を
意
味
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、

フ
ェ
ル
ド
ロ
ス
が
洞
察
し
た
よ
う
に
、
古�

代�

哲
学
が
「
存
在
」
を
、「
客
観
的
な
諸
目
的
」
に
従
っ
た
「
一
つ
の
有
意
味
な
秩
序
」

と
み
な
す
の
に
対
し
て
、
近�

代�

哲
学
の
特
徴
は
、「
存
在
」
を
「
互
い
に
因
果
関
係
で
結
び
つ
い
た
た
ん
な
る
諸
量
」
と
み
な
し
て
、

当
為
す
な
わ
ち
「
目
的
性
が
自
然
認
識
か
ら
意
識
的
に
排
除
さ
れ
る
」
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
（
３
）

あ
る
。
当
為
の
排
除
こ
そ

が
、
近
代
の
時
代
精
神
で
あ
っ
た
。
し
か
も
第
二
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
カ
ン
ト(Im

m
anuel

K
ant,

1724-1804)

が
超
越
論
的
・
意

志
論
的
に
「
万
人
の
自
由
の
共
存
」
の
必
然
性
と
し
て
切
り
開
い
た
、
私
的
自
治
の
私
法
的
・
形
式
主
義
的
な
近
代
原
理
が
、
ま
も

な
く
サ
ヴ
ィ
ニ
ー(Friedrich

C
arl

von
Savigny,

1779-1861)
に
よ
っ
て
、
実
定
法
の
歴
史
的
素
材
の
吟
味
と
い
う
迂
回
的
な
「
歴

史
的
方
法
」
を
通
じ
て
、
自
律
的
な
個
人
の
意
思
支
配
の
領
域
（＝
権
利
）
を
め
ぐ
る
近
代
私
法
体
系
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
、
現
実

の
立
憲
主
義
の
制
度
的
定
着
と
並
行
し
て
、
そ
の
後
の
法
実
証
主
義
と
い
う
実
定
法
の
形
式
論
理
の
優
位
化
・
支
配
へ
の
確
固
た
る

軌
道
が
敷
か
れ
た
の
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ(K

arl
C

hristian
Friedrich

K
rause,

1781-1832)

と
そ
の
弟
子
た
ち
、
と
く
に
ア
ー

―２０７（２）―
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レ
ン
ス
の
自
然
法
論＝

法
哲
学
は
、
実
定
法
を
超
え
る
人
間
の
「
使
命
」
論
す
な
わ
ち
人
格
主
義
的
な
「
善
」
論
の
視
座
に
立
ち
、

「
生
の
諸
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
を
人
々
の
多
様
な
生
活
諸
関
係
の
う
ち
に
探
究
す
る
目
的
論
的
な
法
実
質
論
を
展
開

し
た
。
そ
の
法
実
質
論
は
、「
諸
善
」
の
客
観
的
秩
序
の
存
在
を
前
提
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、「
選
択
意
志
の
実
質
」
つ
ま
り
対

象
的
「
目
的
」
を
仮
言
命
法
の
世
界
と
み
な
し
て
い
っ
さ
い
考
慮
外
に
置
い
た
カ
ン
ト
の
、
諸
善
論
か
ら
の
解
放
（
目
的
と
し
て
の

諸
善
の
、
各
人
へ
の
内
面
化
）
と
い
う
革
新
的
企
図
に
照
ら
せ
ば
、
た
し
か
に
「
カ
ン
ト
以
前
」
的
な
独
断
論
的
様
相
を
呈
し
た
の

で
（
４
）

あ
る
。

実
定
法
主
義
と
自
然
法
論
と
の
対
抗
と
い
う
点
で
は
、
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
実
定
法
と
そ
れ
を
超
え
る
自

然
法
と
い
う
「
二
つ
の
法
的
通
用
次
元
の
接
合
」
あ
る
い
は
「
で
き
る
だ
け
の
歩
み
寄
り
が
、
と
き
に
は
追
求
さ
れ
た
が
、
と
き
に

は
明
示
的
に
回
避
さ
れ
て
、
理
想
と
惨
め
な
現
実
と
の
隔
た
り
を
際
立
た
せ
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

緊
張
状
態
は
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
め
に
は
、
な
べ
て
支
配
的
勢
力
に
対
す
る
批
判
的
な
意
味
で
、
つ
ね
に
政
治
的
に
利

用
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
た
。
自
然
法
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
革
命
の
嫌
疑
を
受
け
る
よ
う
な
政
治
的
し
る
し
と

み
な
さ
れ
た
の
は
、
理
由
の
無
い
こ
と
で
は
（
５
）

な
い
。」

現
実
批
判
の
武
器
と
し
て
の
自
然
法
論
の
役
割
は
、
立
憲
主
義
と
と
も
に
実
定
法
主
義
が
十
九
世
紀
を
つ
う
じ
て
私
法
と
公
法
の

両
面
で
近
代
的
に
着
実
に
定
着
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
も
、
消
滅
し
な
か
っ
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
よ
り
二
歳
若
い
ク
ラ
ウ
ゼ
が
、
ラ

イ
ブ
ニ
ッ
ツ
と
フ
ィ
ヒ
テ
に
示
唆
を
受
け
て
、” Panentheism

us“
と
い
う
神
秩
序
的
・
本
質
論
的
実
在
論
の
視
座
に
よ
る
哲
学
体

系
の
構
想
を
彫
琢
し
つ
つ
、
そ
の
精
励
辛
苦
も
世
俗
的
に
は
報
わ
れ
ぬ
ま
ま
一
八
三
二
年
に
死
去
し
て
の
ち
、
と
り
わ
け
ア
ー
レ
ン

ス
は
、
カ
ン
ト
以
降
の
「
時
代
方
向
の
全
体
」
を
「
抽
象
的
で
形
式
的
な
自
由
主
義
」・「
主
観
的
合
理
主
義
」・「
一
面
的
な
個
人
主

―２０６（３）―
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義
」
と
呼
ん
で
批
判
し
、「
人
格
」
の
「
完
成
」
と
い
う
究
極
目
的
に
向
け
た
人
間
存
在
の
本
源
的
な
被
「
制
約
」
性
と
相
互
支
援

の
不
可
欠
性
を
強
調
す
る
「
有
機
的
」
社
会
観
に
立
っ
た
。「
時
代
方
向
」
は
、
カ
ン
ト
の
「
意
志
の
自
律
」
論
に
発
す
る
法
形
式

論
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
各
人
の
「
自
由
」
の
普
遍
的
共
存
を
命
題
と
す
る
形
式
的
「
法
治
国
家
」
論
と
に
集
約
さ
れ
る
原
子
論
的
近

代
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
目
的
論
的
「
善
」
論
の
見
地
は
、
そ
う
し
た
主
流
派
思
想
に
対
す
る
、
傍
流

と
し
て
の
ロ
マ
ン
主
義
的
抵
抗
の
思
想
を
体
現
す
る
も
の
だ
っ
た
。

抵
抗
と
し
て
の
近
代
思
想
は
、
一
定
の
価
値
規
範
と
、
現
実
へ
の
批
判
的
洞
察
と
を
前
提
と
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
代
弁
し
た
ク

ラ
ウ
ゼ
派
の
法
哲
学
は
、
各
人
の
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
「
生
の
諸
目
的
」
を
各
自
が
「
生
の
諸
関
係
」
―
―
す
な
わ
ち
ア
ー
レ
ン
ス

が
「
社
会G

esellschaft

」
と
呼
ん
だ
空
間
・
機
能
の
両
面
で
多
元
的
な
「
諸
生
活
圏L

ebenskreise

」
―
―
の
な
か
で
実
現
す
る
た

め
に
不
可
欠
の
「
客
観
的
な
諸
条
件
」
と
し
て
「
法
」
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
定
法
の
は
た
す
実
質
的
な
役
割
を
問
う
た
。

実
現
さ
れ
る
べ
き
理
性
的
諸
目
的
を
「
諸
善
」
と
と
ら
え
る
目
的
志
向
性
で
つ
ら
ぬ
か
れ
た
こ
の
見
地
は
、「
全
員
の
自
由
の
共
存
」

と
い
う
普
遍
的
原
理
の
実
際
の
達
成
状
況
を
絶
え
ず
点
検
さ
せ
る
作
動
性
を
発
揮
す
る
か
ら
、
主
流
思
想
と
し
て
の
法
形
式
論
が
及

び
え
な
か
っ
た
現
実
の
「
社
会
」
の
「
諸
問
題
」
へ
の
認
識
を
獲
得
し
て
、
人
間
生
活
の
物
財
調
達
に
か
か
わ
る
「
国
民
経
済
学
」

の
擬
似
自
然
科
学
的
な
発
想
に
深
刻
な
反
省
を
迫
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
第
一
に
、
自

由
な
意
志
主
体
と
し
て
の
個
人
と
、
各
人
の
自
由
の
共
存
を
任
務
と
す
る
国
家
と
の
あ
い
だ
に
、「
社
会
」
と
呼
ば
れ
る
生
活
世
界

が
多
元
的
に
、
相
対
的
自
律
性
を
も
っ
て
現
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
社
会
構
造
認
識
が
提
起
さ
れ
、
第
二
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
生

活
圏
」
に
固
有
の
「
諸
制
約
」
と
し
て
の
「
諸
問
題
」
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
「
完
全
化
」
を
め
ざ
し
て
修
正
・
改
善
が
不

断
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
改
革
志
向
が
、
法
秩
序
一
般
の
所�

与�

性�

を
踏
み
越
え
さ
せ
る
。

―２０５（４）―
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そ
の
ば
あ
い
、
こ
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ス
の
有
機
的
社
会
構
成
論
は
、
国
家
を
も
、
生
目
的
実
現
の
た
め
の
相
互
支
援
の
多
層
的

分
節
シ
ス
テ
ム
の
な
か
の
一
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
、「
法
目
的
と
文
化
目
的
」
と
い
う
国
家
目
的
の
た
ん
な
る
二
重
規
定
論
を
退

け
て
、「
哲
学
的
な
人
間
学
」
と
し
て
の
「
有
機
的
な
」
観
点
か
ら
、「
法
」
自
体
を
「
社
会
的
で
人
間
的
な
高
い
文
化
目
的
の
仲
介

（
６
）

者
」
と
と
ら
え
た
か
ら
、
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
的
法
論
の
文
脈
に
由
来
す
る
抽
象
的
・
形
式
的
「
法
治
国
家
」
観
が
打
破
さ
れ
て
、

「
い
っ
さ
い
の
文
化
諸
領
域
の
積
極
的
助
成
者
」
と
し
て
の
「
文
化
的
法
治
国
家
」
の
概
念
が
ア
ー
レ
ン
ス
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る

に
至
る
。
こ
の
点
で
、（
グ
ス
タ
フ
・
シ
ュ
モ
ラ
ー
と
並
ん
で
）
ド
イ
ツ
社
会
政
策
思
想
の
定
礎
者
と
な
っ
た
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ

ー
グ
ナ
ー(A

dolph
W

agner,
1835-1917)

が
、
一
八
七
〇
年
代
に
、
ド
イ
ツ
国
家
学
の
伝
統
へ
の
積
極
的
連
接
を
強
く
自
覚
し
つ

つ
、
み
ず
か
ら
の
国
民
経
済
学
原
理
を
「
文
化
・
福
祉
国
家
」
の
視
野
で
展
開
す
る
際
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て

国
民
経
済
学
と
法
哲
学
と
の
「
相
互
補
完
」
の
必
要
性
を
強
調
し
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
す
で
に
ヴ

ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
主
義
の
サ
ウ
ロ
か
ら
国
家
社
会
主
義
の
パ
ウ
（
７
）

ロ
へ
」
と
「
回
心
」
し
、
操
作
可
能
な
も
の
と

し
て
の
法
制
度
へ
の
関
心
を
温
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
法
哲
学
に
お
け
る
「
国
家
と
経
済
の
有
機
的

な
見
方
」
の
意
義
、
と
り
わ
け
「
ア
ー
レ
ン
ス
が
そ
の
法
哲
学
に
よ
っ
て
国
民
経
済
学
の
原
理
的
諸
問
題
を
よ
り
深
く
基
礎
づ
け
る

た
め
に
お
こ
な
っ
た
貢
献
を
完
全
に
承
認
（
８
）

す
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
法
学
と
経
済
学
に
お
け
る
形
式
的
・
没
政
治
的
な
主
流
派
の
自

明
の
論
理
に
対
し
て
、
と
も
に
「
自
由
」
と
「
自
律
」
の
実
質
内
容
と
成
立
条
件
と
を
問
い
か
け
る
抵
抗
の
思
想
と
し
て
の
共
通
性

に
由
来
す
る
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
深
い
理
由
が
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
当
為
と
存
在
と
の
総
合
」
を
め
ざ
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
法
哲
学＝

自
然
法
論
は
、
そ
の
目
的
論
的
実
在
論
（
人
間

の
「
使
命
」
と
し
て
の
「
諸
善
の
秩
序
」
論
）
の
ゆ
え
に
、
当
初
か
ら
「
カ
ン
ト
以
前
」
的
な
独
断
論
と
し
て
の
時
代
逆
行
的
限
界

―２０４（５）―
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を
あ
ら
わ
に
し
つ
つ
も
、
カ
ン
ト
的
な
法
形
式
論
に
お
け
る
無
内
容
（
善
論
の
欠
落
）
へ
の
批
判
と
、「
人
倫
的
自
由
」
の
漸
次
的
・

普
遍
的
実
現
と
い
う
新
た
な
共
通
善
の
積
極
的
な
再
提
示
、
お
よ
び
そ
の
実
現
の
た
め
の
実
践
的
諸
条
件
の
吟
味
と
拡
充
と
い
う
政

治
学
的
・
政
策
学
的
課
題
認
識
と
を
つ
う
じ
て
、「
科
学
的
」・「
実
証
主
義
的
」
形
式
論
と
道
具
的
理
性
作
用
と
を
超
え
る
規
範
論

の
現
代
的
可
能
性
と
い
う
問
題
次
元
へ
の
道
筋
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
、
主
著
（
初
版
は
一
八
三
八
年
に
パ
リ
で
刊
行
、
そ
の
ご
四
八
年
の
第
三
版
ま
で
フ
ラ
ン
ス
語
で
出
版

さ
れ
て
い
た
）
を
初
め
て
ド
イ
ツ
の
読
者
に
向
け
て
改
訂
し
た
『
法
哲
学
、
ま
た
は
自
然
法
、
哲
学
的
・
人
間
学
的
根
拠
に
も
と
づ

（
９
）

い
て
』（
一
八
五
二
年
）
の
後
半
、
つ
ま
り
「
特
論
部
」
で
展
開
し
た
人
格
権
論
の
性
質
と
構
造
を
吟
味
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る

が
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
そ
の
人
格
権
論
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
基
礎
的
な
人
間
観
・
社
会
観
に
か
か
わ
る
主
要
論
点
を
、
前
半
の「
総

論
部
」、
す
な
わ
ち
「
法
原
理
」
の
人
間
学
的
解
明
を
主
題
と
し
た
部
分
で
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

二

人
格
論
と
し
て
の
善
の
構
想

一

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
依
拠
し
て
自
分
の
法
哲
学
を
「
本�

質�

論�

W
esen-L

ehre

」
と
規
定
し
、
法
を
「
神�

、
人�

間�

お

よ
び
社�

会�

諸�

関�

係�

の
本�

質�

か
ら
導
出
」
し
よ
う
と
し
た(158f.)
。
そ
の
本
質
論
は
、
人
間
の
本
質
を
「
人
格Persönlichkeit

」
と

と
ら
え
、
そ
の
根
拠
を
「
絶
対
的
な
人
格
」
す
な
わ
ち
「
神
の
根
源
的
人
格U

rpersönlichkeit

」
に
見
い
だ
す
見
地
で
つ
ら
ぬ
か

れ
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
の
よ
う
な
「
人
格
」
論
と
し
て
の
本
質
論
は
、
全
体
が
有
機
的
連
関
の
う
ち
に
あ
る
が
、
と
く
に
人

間
生
活
の
「
社
会
的
」
関
係
に
か
か
わ
る
文
脈
に
留
意
し
て
そ
の
論
理
展
開
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
論
点
を
抽
出
す
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る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
は
、
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
的
な
意
志
論
の
「
形
式
主
義
」
に
お
け
る
「
内
容
」
の
欠
如
一
般
に
対
す
る
原
理
的
批
判
と
い
う
、

「
本
質
論
」
の
方
法
論
的
問
題
次
元
で
あ
り
、
法
の
「
内
容
」
と
し
て
の
積
極
的
な
「
生
の
諸
目
的
」
の
規
定
か
ら
、
し
た
が
っ
て

諸
目
的
の
実
現
を
志
向
す
る
「
善
論
」
の
立
場
か
ら
、「
生
の
諸
関
係
」
と
い
う
客
観
的
な
生
活
世
界
が
展
望
さ
れ
る
。

第
二
に
、
人
間
本
質
と
し
て
の
「
人
格
」
規
定
に
お
い
て
、
人
格
を
「
有
限
な
も
の
」
と
「
無
限
な
も
の
」
と
の
結
合
体
と
と
ら

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
限
性
の
自
己
克
服
（
善
の
実
現
）
が
人
間
の
必
然
的
な
「
使
命
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
有
限
な
個
人
が
生

目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
共
同
体
や
他
者
か
ら
の
「
支
援
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
、
人
間
の
生
の
相
互
依
存
性＝

共
同
性
が

導
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
法
」
の
本
質
も
、
人
間
の
有
限
性
を
克
服
す
る
た
め
の
外
的
「
諸
条
件
」
と
規
定
さ
れ
る
。

第
三
に
、
人
間
の
「
人
格
」
は
、
本
源
的
に
「
個
人
的
」
要
素
と
「
社
会
的
」
要
素
と
の
両
面
を
包
含
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、

各
人
の
「
独
立
性
」
は
諸
人
格
お
よ
び
諸
善
の
相
互
「
補
完
」
関
係
と
い
う
「
共
同
性
」
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
法
」
の
存
在
理
由
と
し
て
、「
社
会
の
真
に
自
由
な
成
員
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
人
格
と
生
の
あ
り
方
が
「
人

倫
的
自
由
」
の
語
で
展
望
さ
れ
る
。

第
四
に
、
法
の
本
質
規
定
を
う
け
て
、
国
家
が
「
法
の
実
現
の
た
め
の
社
会
的
施
設
」
と
規
定
さ
れ
、
国
家
の
目
的
は
法
の
実

現
、
つ
ま
り
各
人
が
自
由
に
各
自
の
生
の
諸
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
諸
条
件
」
の
実
現
に
お
か
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
国
家
目
的
は
、
強
制
を
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
法
秩
序
の
確
保
だ
け
で
な
く
、「
間
接
的
」
に
は
「
個
人
人
格
と
共
同
生
活
の

完
成
」
と
い
う
「
文
化
目
的
」
を
も
包
含
し
て
い
る
が
、
後
者
は
各
人
の
自
由
な
活
動
の
支
援
に
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
国
家
と
社
会
、
国
家
目
的
と
社
会
目
的
と
は
異
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、「
自
由
に
活
動
す
る
や
り
方
で
人
々
の
特
殊
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な
生
諸
目
的
に
対
応
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
と
施
設
」
へ
と
独
自
に
編
成
さ
れ
て
「
相
対
的
な
独
立
性
」
を
確
保
し
て
い
る
点
に
、

国
家
か
ら
自
立
し
た
「
社
会
」
の
固
有
性
が
み
と
め
ら
れ
、「
人
間
的
・
社
会
的
使
命
」
の
観
点
か
ら
社
会
の
意
義
が
重
視
さ
れ
る
。

ま
ず
第
一
点
。
善
の
秩
序
と
生
の
諸
関
係
に
つ
い
て

人
間
の
意
志
は
「
主
観
的
な
能
力
な
い
し
活
動
形�

式�

」
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
目
的
や
意
図
に
よ
る
「
あ
る
内�

容�

を
も
た
ざ
る
を
え

な
い
」。「
法
も
、
本�

質�

的�

に�

客�

観�

的�

な�

も�

の�

と
関
係
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」「
法
は
、
再
び
何
よ
り
も
、
客
観
的
な
実
際
の
生�

の�

諸�

関�

係�

の
秩�

序�

の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」(156)

「
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
本
質
お
よ
び
人
間
の
最
も
重
要
な
生
の
諸

関
係
の
探
究
が
、
必
然
的
に
法
哲
学
の
出
発
点
と
土
台
を
な
す
の
で
あ
る
。」(159)

言
い
か
え
れ
ば
、「
法
の
学
問
的
根�

源�

は
、
人
間
の
本�

質�

、
人
間
の
最
も
重
要
な
生�

活�

諸�

能�

力�

と
諸
力
、
お
よ
び
人
間
が
、
法
領

域
に
か
か
わ
る
他
者
に
対
し
て
取
り
結
ぶ
本
質
的
な
諸�

関�

係�

の
探
究
で
あ
る
。」「
人
間
の
使
命B

estim
m

ung

は
、
人
間
の
本
質
に

根
拠
を
も
つ
素
質
や
能
力
の
開
展E

ntfaltung

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
普
遍
的
な
人
間
の
使
命
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ

れ
個
々
の
生
活
圏
な
い
し
生
の
諸
関
係
に
も
そ
れ
に
固
有
の
使
命
が
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
の
使
命
は
、
法
自
体
に
目
標
と
自
然
的
な

方
向
性
と
を
与
え
る
の
で
あ
る
。」(169f.)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
法
論
を
、
人
間
と
そ
の
使
命
に
か
ん
す
る
哲
学
的
教
義
、
つ
ま
り
哲�

学�

的�

な�

人�

間�

学�

と
倫�

理�

学�

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
」(171)

た
め
に
、
と
く
に
「
社
会
諸
関
係
」
つ
ま
り
「
客
観
的
な
実
際
の
生
の
諸
関
係
の
秩
序
」
の
探
究

を
重
視
し
た
。
そ
の
「
生
の
諸
関
係
」
は
、
各
人
の
「
意
志
の
自
律
」
か
ら
出
発
し
た
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
的
な
法
形
式
論
が
、
現

実
の
生
活
世
界
の
存
在
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
そ
の
論
究
を
原
理
的
に
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
領
域
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

「
生
の
諸
関
係
」
を
導
出
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
論
理
は
、
人
間
の
使
命
を
主
観
的
と
客
観
的
の
二
重
規
定
で
と
ら
え
る
点
に
あ
る
。
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人
間
の
「
主
観
的
な
能
力
な
い
し
活
動
形�

式�

」
と
し
て
の
「
意
志
」
は
、
そ
の
「
内
容
」
と
し
て
「
目
的
」
を
も
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
を
「
人
間
の
使
命
」
論
に
即
し
て
い
え
ば
、「
自�

由�

な�

人�

格�

の�

産
出
と
完�

成�

」(192)

と
い
う
「
使
命
」
の
遂
行
の
た
め

に
、「
活
動
諸�

形�

式�

」
と
し
て
の
人
間
能
力
は
、「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
内
容
、
つ
ま
り
生
の
諸
関
係
と
生
の
諸
目
的
に
そ
っ
て
不
断
に
方

向
づ
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
も
の
で
充
た
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。」(195f.)

「
人
間
の
人
格
の
内�

面�

的�

・
主�

観�

的�

な�

使
命
は
、
そ

の
も
ろ
も
ろ
の
能
力
と
力
を
調
和
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
が
、
そ
の
諸
能
力
に
内
容
を
付
与
す
る
「
客�

観�

的�

な�

使
命
」
が

「
生
の
諸
関
係
と
生
の
諸
目
的
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
宗�

教�

R
eligion

」（「
神
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の
人�

格�

的�

な�

生
の
絆
」
と
し
て
）、「
学�

問�
W

issenschaft

」（「
存
在
お
よ
び
事
物
の
永
遠
の
本
質
を
理
念
や
概
念
で
把
握
す
る
」
も
の
、
つ
ま
り

「
特
殊
に
対
す
る
普
遍
」
と
し
て
）、「
技�

芸�

K
unst

」（「
美
的
な
」
も
の
と
「
有
用
な
」
も
の
、
と
も
に
普
遍
に
対
す
る
個
別
と
し

て
）、「
教�

育�

E
rziehung

」（
学
問
と
技
芸
、U

nterricht

とB
ildung

、
普
遍
と
特
殊
の
総
合
に
よ
る
「
神
的
・
人
間
的
人�

格�

の
形
成
」

と
し
て
）
の
四
種
で
表
現
し
た
。
こ
れ
ら
の
「
生
の
諸
目
的
は
、
人
間
の
使
命
の
中
身
な
い
し
内�

容�

を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
人

間
の
意�

志�

に
よ
っ
て
実�

現�

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
は
善�

das
G

ute

と
い
う
全
体
概
念
で
総
括
さ
れ
る
。」。
そ

し
て
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
多
様
な
生
目
的
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
「
有�

機�

的�

な�

一�

体�

性�

と
相
互
関
係
」

に
お
い
て
、「
一
な
る
神�

的�

な�

も�

の�

の�

実�

現�

な
い
し
産
出
」
に
「
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
で
参
与
す
る
」
の
で
あ
る
、
と(202f.)

。

こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
神
の
絶
対
的
な「
善
意
志
」を
根
拠
と
す
る
諸
善
の
段
階
的
・
調
和
的
秩
序
を
想
定
す
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
諸
善
は
「
人
間
の
意�

志�

に
よ
っ
て
実�

現�

さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
、
諸
善
の
秩
序
論
は
「
人
間
の
使

命
」
論
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。「
世
界
は
、
神
に
起
因
す
る
い
っ
さ
い
の
存
在
者
の
秩�

序�

で
あ
り
序
列
」
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
し
て
「
普
遍
的
な
生�

の�

秩�

序�

」
と
「
普
遍
的
な
善�

の�

秩�

序�

が
存
在
す
る
。」「
そ
こ
で
は
、
存
在
者
は
そ
れ
ぞ
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れ
、
段
階
と
地
位
に
応
じ
て
、
お
の
れ
に
固
有
の
善
を
、
お
の
れ
の
特
殊
な
諸
力
で
実
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。」(206)

「
行�

為�

す�

る�

主�

体�

と
し
て
の
人
間
が
い
っ
さ
い
の
客�

観�

的�

善�

に
対
し
て
立
つ
諸�

関�

係�

」
に
お
い
て
は
、「
生
自
体
が
不
断
の
発
展
で
あ
る
」

か
ら
、「
生
に
お
け
る
実
現
の
対
象
と
し
て
の
善
は
、
こ
の
発
展
の
中
で
、
そ
の
諸
法
則
に
照
ら
し
て
、
ま
た
、
い
っ
さ
い
の
生
の

諸
関
係
の
組
織
構
成
に
照
ら
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
つ
ま
り
、
諸
善
は
人
間
意
志
に
よ
っ
て
「
多
様
に
実
現
さ
れ
う
る
」

の
で
あ
り
、
善
は
現
実
の
「
生
の
諸
関
係
」
の
中
で
「
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
や
制
約
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」(211)

こ

の
よ
う
に
、
人
間
意
志
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
客
観
的
善
」
の
秩
序
世
界
と
し
て
、
右
の
四
領
域
か
ら
な
る
「
生
の
諸
関
係
」

が
、
そ
の
多
様
性
と
発
展
・
変
容
に
お
い
て
考
察
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
の
「
客
観
的
善
」
の
秩
序
世
界
は
、「
い
っ
さ
い
の
生
の
自
由
人
格
的
な
本
源
と
し
て
の
神
」、「
生
に
お
け
る

神
的
な
も
の
と
し
て
の
善
」
を
人
間
の
「
理
性
が
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
認
識
す
る
」
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
。
ア
ー

レ
ン
ス
は
、
カ
ン
ト
の
ば
あ
い
に
は
「
神
に
お
け
る
実
在
的
・
客
観
的
・
超
越
的
な
本
源
は
、
人
間
の
認
識
能
力
を
超
え
る
も
の
」

と
さ
れ
、「
神
そ
の
も
の
は
、
そ
の
客
観
的
な
実
在
が
学
問
的
な
確
実
さ
に
は
到
達
で
き
な
い
よ
う
な
理
性
理
念
と
し
て
し
か
解
釈

さ
れ
な
」
か
っ
た
と
述
べ
て
、
プ
ラ
ト
ン－

キ
リ
ス
ト
教
の
善
論
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
い
る(222ff.)

。
そ
し
て
、

そ
う
い
う
視
座
に
立
て
ば
、「
カ
ン
ト
が
要
求
し
て
い
る
自
由
の
相
互
的
な
制
限
は
、
自
由
の
概
念
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
は
見
い
だ

す
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
。」「
カ
ン
ト
が
全
員
の
自
由
の
共
存
の
た
め
に
要
求
し
た
が
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
普�

遍�

的�

な�

客�

観�

的�

な�

法�

則�

は
、
た
だ
理
性
的
な
生
の
諸
目
的
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
目
的
が
、
同
時
に
そ
れ
ぞ

れ
の
人
間
人
格
の
自
由
の
範
囲
と
限
界
と
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。」(274)

二

つ
ぎ
に
第
二
点
。「
有
限
な
も
の
」
と
「
無
限
な
も
の
」
―
―
生
の
相
互
依
存
性
に
つ
い
て
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「
人
間
を
い
っ
さ
い
の
生
物
か
ら
区
別
す
る
高
次
の
特
徴
は
、
そ
の
人�

格�

に
あ
る
。
動
物
は
個
体
で
あ
る
が
、
人
間
は
人
格
で
あ

る
。」
人
格
を
表
す
も
の
は
「
人
間
の
〈
自
我Ich

〉」
で
あ
り
、〈
自
我
〉
は
「
自
分
自
身
を
一
体
性
と
全
体
性
に
お
い
て
知�

覚�

し

て
い
る
。」(177)

こ
の
人
格
に
お
け
る
全
体
性
と
は
、「
有
限
な
も
の
」
と
「
無
限
な
も
の
」
と
の
一
体
性
を
意
味
し
て
い
る
。
人

間
の
人
格
は
、「
神�

的�

な�

無
限
の
原
理
と
有
限
な
〈
自
我
〉
と�

の�

具
体
的
な
結
合
」(192)

で
あ
る
。
人
間
は
、
お
の
れ
の
有
限
性
と

と
も
に
、「
無
限
な
も
の
」
の
存
在
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
「
有
限
な
精
神
を
自
己
克
服
さ
せ
る
神
的
な
も
の
」(180)

、「
人

間
に
お
け
る
神
的
な
無
限
な
も
の
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
人
間
は
有
限
な
自
己
を
「
完
全
化
」
し
よ
う
と
努
め
、
思
考
と
認

識
、
感
情
、
意
志
と
い
う
人
間
の
主
体
的
な
精
神
活
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
理
性
、
愛
、
自
由
へ
と
高
め
ら
れ
る(184f.)

。

こ
の
よ
う
な
「
完
全
化
」
や
「
自
己
完
成
」
へ
の
志
向
は
、「
人
間
の
使
命
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。「
人
間
は
、
人�

格�

と
し
て
、

か
れ
の
神
的
に
人
間
的
な
自
然
を
、
自�

覚�

的�

な�

無
限
の
発
展
の
う
ち
に
自
由
に
完
成
す
る
能
力
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
う

す
る
使
命
を
負
っ
て
い
る
。」(192)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
が
「
人
間
の
使
命
」
を
「
自�

由�

な�

人�

格�

の
産
出
と
完�

成�

」
に
置
い
た

の
は
、「
根
源
的
存
在
者U

rw
esen

」
た
る
神
が
設
定
し
た
秩
序
へ
人
間
は
主
体
的
に
参
画
す
る
と
い
う
調
和
論
が
想
定
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
神
自
身
に
も
と
づ
く
永�

遠�

の�

諸
法
則
」
は
、「
あ
る
生�

き�

た�

存
在
者
に
お
い
て
、
ま
た
、
そ
の
存

在
者
を
つ
う
じ
て
は
じ
め
て
現
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
神
は
人
間
各
自
の
諸
能
力
の
自
由
な
行
使
に
よ
る
多
様
な
「
修
正
」
や
「
撹

乱
」
を
受
け
入
れ
つ
つ
、「
全
員
を
そ
の
使
命
へ
と
導
く
」(198f.)
。
善
の
有
機
的
な
全
体
性
は
、
生
の
多
様
な
営
み
の
中
で
「
一

な
る
神�

的�

な�

も�

の�

の
実�

現�

な
い
し
産
出
」
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
世
の
い
っ
さ
い
の
生
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
で
善
に
参

与
す
る
」(202f.)

。
と
く
に
人
間
は
、「
い
っ
さ
い
の
生
を
、
最
高
の
神
的
な
生
統
宰L

ebenleitung

の
も
と
に
あ
る
も
の
と
し
て

認
識
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
使
命
で
あ
る
」
こ
と
に
な
る(198)

。
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こ
う
し
た
神
の
秩
序
と
人
間
の
自
由
意
志
と
の
ト
マ
ス
的
調
和
論
は
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
「
有
限
な
〈
自
我
〉
な
い
し
精
神

の
自�

己�

克�

服�

」(179)

の
必
然
性
に
根
拠
を
も
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
自
由
な
人
格
」
と
し
て
の
人
間
本
質
な
の
だ
と
言
う
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
自
由
は
、
理
性
と
同
様
に
、
限
定
さ
れ
た
人
間
人
格
に
お
い
て
制
約
さ
れ
て
お
り
、
発
展
と
完
全
化
と
に

従
属
し
て
い
る
。」
自
由
は
「
知
力
と
と
も
に
発
達
す
る
の
で
あ
り
、
消�

極�

的�

・
感�

性�

的�

な�

自
由
か
ら
、
つ
ぎ
に
形�

式�

的�

・
悟�

性�

的�

な�

自
由
、
そ
し
て
よ
り
高
次
の
積�

極�

的�

な�

理�

性�

の�

自�

由�

へ
と
段
階
を
追
っ
て
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
」、
と(183f.)

。

カ
ン
ト
の
自
由
の
理
念
を
継
承
し
つ
つ
、「
自
我
」
の
自
己
定
立
、
そ
の
無
制
約
性
、
そ
の
本
源
的
・「
発
生
的genetisch

」
自

由
を
論
じ
た
の
は
フ
ィ
ヒ
テ(Johann

G
ottlieb

Fichte,
1762-1814)

で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
叡
知
界
と
感
性
界
（
経
験
界
）

と
の
分
立
を
人
間
的
「
生
」
の
全
体
性
で
克
服
し
総
合
す
る
こ
と
を
企
て
た
と
い
う
意
味
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
ク
ラ
ウ
ゼ
と
ア
ー
レ

ン
ス
に
先
駆
し
、
両
者
に
進
む
べ
き
方
向
性
を
例
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
を
つ
ら
ぬ
く
根
本
主
題
に
お
い
て

は
、
絶
対
的
「
自
我
」
は
、
自
己
存
在
の
意
識
と
し
て
の
「
根
源
的
な
知W

issen

」
に
支
え
ら
れ
つ
つ
「
完
成
さ
れ
る
べ
き
無
限

性
の
（
１０
）

理
念
」
を
表
し
、
そ
の
「
完
成
」
へ
の
努
力
こ
そ
が
人
間
の
「
使
命
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
の

人
格
概
念
に
お
い
て
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
自
我
」
意
識
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
弟
子
ク
ラ
ウ
ゼ
を
経
由
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
み
て
よ

い
だ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
「
神
的
な
無
限
の
原
理
」
は
、「
神
の
根
源
的
人
格
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
個
人
人
格
に

包
蔵
さ
れ
た
信
仰
性
の
重
さ
を
表
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
個
人
人
格
に
お
け
る
有
限
性
・
被
制
約
性
に
力
点
が
お
か
れ
る
が
、
フ

ィ
ヒ
テ
も
『
人
間
の
使
命
』（
一
八
〇
〇
年
）
に
お
い
て
、
三
つ
の
巻
が
「
懐
疑
」
か
ら
「
知
識
」
を
経
て
「
信
仰
」
へ
と
高
ま
り
、

こ
う
述
べ
る
。「
良
心G

ew
issen

か
ら
の
み
真
理
は
由
来
す
る
。」「
私
の
良
心
の
声
」
に
「
服
従
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
私
の
唯

一
の
使
命
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
私
の
現
存
在
の
全
目
的
で
（
１１
）

あ
る
。」
こ
の
「
良
心
の
声
」
に
託
し
て
、
人
間
人
格＝

個
人
性
と
神
と
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の
精
神
的
な
絆
の
意
義
を
語
り
、
知
識
学
と
宗
教
論
・
道
徳
論
と
の
「
合
一
」
と
い
う
収
斂
点
を
示
し
つ
つ
、
そ
う
い
う
「
生
」
を

「
人
間
の
使
命
」
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
見
落
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
（
１２
）

な
い
。

し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
有
限
性
の
「
自
己
克
服
」
と
し
て
の
生
の
完
成
へ
の
努
力
を
、
時
間＝

空
間
的
に
具
体
的
な
「
生
の
諸

関
係
」
の
う
ち
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
人
間
の
人
格
に
お
け
る
有
限
性
は
、
善
の
実
現
を
め
ざ
す
諸
個
人
の
生
に
二
重
の
制
約
を

課
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
、
諸
善
ま
た
は
生
の
諸
目
的
は
「
一
つ
の
有
機
的
な
全
体
」
を
な
し
て
お
り
、
相
互
に
条
件
づ

け
ら
れ
制
約
さ
れ
て
お
り
、
他
方
で
は
、
個
々
の
諸
人
格＝

諸
個
人
の
活
動
も
、「
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
や
段
階
の
共�

同�

体�

G
em

ein-

schaft

の
共�

同�

的�

な�

活
動
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。」(239)

諸
善
の
実
現
自
体
が
「
人
々
の
共�

同�

」
に
依
存
し
て
い
る
し
、
諸

個
人
も
自
分
の
生
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
共
同
体
や
他
者
か
ら
受
け
る
「
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
支
援H

ülfeleistungen

と

い
う
多
様
な
諸
条
件
」が
不
可
欠
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
つ
ね
に
個
々
の
人
格
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
と
段
階
の
人
間
共
同
体
、

す
な
わ
ち
、
家
族
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
民
族
の
、〔
ま
た
〕
手
工
業
、
商
業
、
学
問
、
技
芸
、
教
育
、
宗
教
の
各
身
分
の
助
力
を
必
要

と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
々
の
生
は
、
そ
の
生
の
諸
目
的
の
追
求
に
お
い
て
、
人
間
共
同
体
の
生
の
発
展
と
物
心
両
面
の
生
の

諸
善
〔
あ
る
い
は
諸
財
〕
と
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」(240f.)

こ
う
し
て
、
諸
人
格
は
、「
生
の
諸
目
的
」
す
な
わ
ち
、
お
の
れ
と
共
同
体
と
の
諸
善
を
実
現
す
る
た
め
に
、
い
や
お
う
な
く
「
共

同
」
し
「
連
帯
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。「
最
も
不
可
欠
の
精
神
的
・
物
質
的
な
諸
善
の
し
か
る
べ
き
一
全
体
な
し

で
は
、
ど
ん
な
生
も
存
立
し
え
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
善
実
現
の
た
め
の
前
提
と
し
て
、「
人
間
の
生
の
使
命
を
実
現
す
る
た
め

の
、
意
志
活
動
に
依
存
し
て
い
る
す
べ
て
の
基
本
的
な
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
要
求
」
が
、
必
然
的
な
「
強
制
」
と
し
て
存

在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
が
、「
善
実
現
の
自�

由�

な�

方
法
」・「
意�

志�

の
内�

的�

な�

規
定
」
と
し
て
の
「
人
倫Sittlichkeit

」
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に
対
す
る
、「
法R

echt

」
の
外
的
強
制
性
の
根
拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
法
」
は
、
客
観
的
な
「
人
間
人
格
の
生
関

係L
ebensverhältniß

」(234)

の
表
現
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人�

間�

お�

よ�

び�

人�

間�

の�

社�

会�

の�

全�

使�

命�

と�

そ�

こ�

に�

含�

ま�

れ�

て�

い�

る�

特�

殊�

な�

生�

諸�

目�

的�

と�

を�

実�

現�

す�

る�

た�

め�

の�

、
意�

志�

活�

動�

に�

依�

存�

し�

て�

い�

る�

諸�

条�

件�

の�

有�

機�

的�

な�

全�

体�

」

(243)

、
と
。

三

第
三
点
。
個
体
性
と
共
同
性
―
―
「
人
倫
的
自
由
」
に
つ
い
て

人
間
の
「
有
限
な
〈
自
我
〉」
の
「
自
己
克
服
」＝

「
完
全
化
」
志
向
が
、
諸
目
的
（
諸
善
）
の
有
機
的
一
体
性
と
諸
人
格
の
共

同
性
と
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
人
格
は
、
有
限
性
と
無
限
性
と
の
統
一
体
と
し
て
だ
け
で
な
く
、「
個�

人�

的�

要
素

と
社�

会�

的�

要
素
」
と
い
う
「
二
つ
の
根
本
要
素
」
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
も
規
定
さ
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
人
間
の
自�

然�

と
人

間
の
個
人
的
か
つ
社
会
的
な
使�

命�

に
か
ん
す
る
哲
学
教
義
」
に
も
と
づ
い
て
、
人
間
の
本
質
と
使
命
が
、「
個�

人�

の�

個�

性�

」
と
し
て

の
側
面
と
、「
人
間
社�

会�

の
す
べ
て
の
領
域
お
よ
び
段
階
と
の
有�

機�

的�

な�

諸�

関�

係�

」、
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
把
握
さ
れ
る
の
だ
と

明
言
す
る(X

If.)

。
こ
の
「
個
人
的
か
つ
社
会
的
な
使
命
」
と
い
う
見
地
は
、「
自
由
で
道
徳
的
な
、
個
人
的
な
ら
び
に
社
会
的
な

生
の
領
域
」(189)

と
い
う
表
現
を
と
も
な
い
つ
つ
、「
自
由
な
自�

己�

決
定
」
と
し
て
の
「
人
倫
」
に
対
し
て
、「
法
」
の
特
質
を
、「
各

人
が
あ
る
共
同
体
の
成
員
と
し
て
、
全
員
の
共
同
生
活
と
共
通
の
使
命
と
の
た
め
に
充
足
す
べ
き
諸
条
件
」
の
実
現
へ
「
全
員
の
意

志
が
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
共
同
性
に
み
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る(203f.)

。

ア
ー
レ
ン
ス
が
、
法
は
「
一
つ
の
関�

係�

概
念ein

V
erhältniß-B

egriff

」
で
あ
り
、「
人
間
の
人
格
の
生
関
係
を
表
し
て
い
る
」

(234)

と
言
う
と
き
、
そ
こ
で
は
人
間
の
生
に
お
け
る
目
的
志
向
性
の
も
つ
関
係
性
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の

「
理
性
的
意
識
」
は
「
法
の
理�

念�

を
、
さ
ま
ざ
ま
に
制
約
さ
れ
た
現
実
を
超�

え�

る�

概
念
と
し
て
と
ら
え
、
た
と
え
そ
の
概
念
が
非
常
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に
不
完
全
に
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ
に
従
っ
て
所
与
の
諸
関
係
を
判�

断�

し�

、
そ
し
て
こ
の
状
態
の
適
切
な
改�

善�

と
完

全
化
と
を
要
求
す
る
。」
そ
の
よ
う
な
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
不
断
の
本
来
的
な
「
改
善
」
志
向
の
も
と
で
、
そ
も
そ
も
「
行
為
と
い
う
も

の
は
、
つ
ね
に
あ
る
目
的
を
め
ざ
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
法
に
表
現
さ
れ
る
「
人
間
の
生
関
係
」
と
は
、
客
観
的
に
は
、

「
人
々
が
感
覚
的－

理
性
的
存
在
者
と
し
て
発
達
し
、
お
の
れ
の
生
目
的
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
生
諸
関
係
の
配�

置�

」

で
あ
り
、
主
観
的
に
は
、「
自
分
の
行
為
が
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
権�

限�

、
あ
る
い
は
、
そ
の
実
行
が
他
者
か
ら
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
行
為
を
他
者
に
要
求
す
る
権
利
」
に
ほ
か
な
ら
な
い(245)

。

こ
の
よ
う
な
、
人
々
の
目
的
的
行
為
の
相
互
関
係
が
、「
完
全
化
」
を
志
向
す
る
生
（
す
な
わ
ち
善
実
現
）
の
た
め
の
「
条
件
」

ま
た
は
「
制
約
」
と
い
う
概
念
で
把
握
さ
れ
る
。「
制
約
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
独
立
し
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
相�

互�

的�

自�

己�

規�

定�

」、
つ
ま
り
「
存
在
と
生
の
独�

立�

性�

Selbständigkeit

」
と
「
高
次
の
一�

体�

性�

で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
共�

同�

性�

G
em

einsam
keit

」
と

い
う
二
つ
の
動
因
の
「
関�

係�

」
を
表
し
て
い
る(238f.)

。「
あ�

る�

善
は
他�

の�

諸
善
に
よ
っ
て
、
あ�

る�

人
格
は
他�

の�

諸
人
格
に
よ
っ
て

補
完
さ
れ
、
完
全
化
さ
れ
、
完
成
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
諸
条
件
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
は
完
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

権
利
〔
法
〕
に
お
い
て
も
、
一
人
は
他
者
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
全
員
が
連
帯
的
に
結
び
合
い
、
一
人
の
権
利
は
全
員
の
諸
権
利
に

よ
っ
て
担
わ
れ
保
た
れ
て
い
る
。
共
同
し
て
生
き
て
い
る
人
々
全
員
の
権
利
の
全�

体�

保�

証�

G
esam

m
tbürgschaft

が
存
在
し
て
い

る
。
だ
か
ら
、
法
は
つ
ぎ
の
点
を
要
求
す
る
。
あ
る
共
同
体
の
中
で
生
き
て
い
る
人
々
は
皆
、
自
分
た
ち
の
発
展
の
相
互
的
諸
条
件

を
も
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
共
同
体
の
生
と
活
動
は
、
個
々
の
人
格
と
そ
の
活
動
に
と
っ
て
補
完
物eine

E
rgänzung

と
な
る
こ
と
、

こ
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
グ�

ロ�

テ�

ィ�

ウ�

ス�

が
正
し
く
述
べ
た
よ
う
に
、
諸
個
人
も
社
交
と
共
同
へ
の
自
然
的
欲
求
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
と
段
階
の
補
完
を
求
め
る
の
で
あ
る
。」(252f.)

「
法
の
究
極
な
い
し
最
高
の
目�

的�

は
、
人
格
と
人
間
共�

同�

体�

と
の
完
成
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に
あ
る
。」(251)

こ
う
し
て
、
諸
個
人
の
「
独
立
性
」
は
、「
相
互
的
諸
条
件
」
と
し
て
の
「
共
同
体
の
生
と
活
動
」
に
よ
っ
て
「
補
完
」
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
問
う
の
は
、
つ
ぎ
の
一
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
「
理
性
的
な
洞
察
に
よ
っ

て
自
分
自
身
を
人
倫
的
か
つ
公
正
に
規
定
し
制
約
し
、
ま
た
、
他
者
の
人
格
と
生
の
諸
目
的
と
を
真
に
尊
重
し
て
、
社
会
の
真
に
自

由
な
、
そ
し
て
自
主
的
に
公
正
な
成
員
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」(273)

、
と
。
こ
れ
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
の
善
の
構
想

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
自
由
」
は
、
人
間
人
格
に
固
有
の
「
理
性
的
な
生
の
諸
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
、
生
目
的

実
現
へ
の
自
由
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
人
間
は
自
由
を
、「
た
ん
に
自
由
で
あ
る
た
め
に
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
由
を
善
い

生
内
容
で
充
た
し
、
あ
る
理
性
的
な
生
目
的
に
結
び
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。」(273)

し
た
が
っ
て
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、「
人

間
人
格
の
す
べ
て
の
内
的
な
諸
能
力
お
よ
び
諸
力
と
そ
の
外
的
な
生
諸
関
係
と
の
調
和
の
う
ち
に
人
間
人
格
を
完
成
す
る
こ
と
」

(272)

と
い
う
法
の
任
務
は
、「
総
じ
て
真
の
自
由
が
は
じ
め
て
人
間
の
う
ち
に
発�

生�

し�

存�

続�

す�

る�

よ
う
配
慮
」
す
る
こ
と
と
同
義
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
真
の
自
由
」
と
は
「
人
倫
的
自
由
」、
す
な
わ
ち
「
真
の
自�

己�

決
定
」
を
可
能
に
す
る
「
理
性
的
な
自

由
」
の
意
味
で
あ
り
、「
法
的
自
由
は
、
こ
の
人
倫
的
自
由
の
た
め
の
外
的
な
囲
い
」
つ
ま
り
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た(273)

。

「
生
の
目
的
」（
善
）
と
し
て
の
「
人
間
人
格
の
完
成
」
は
、
こ
う
し
て
「
人
倫
的
自
由
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。

諸
個
人
の
「
独
立
性
」
と
「
共
同
性
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
法
（
権
利
）
の
概
念
を
定
立
す
る
さ
い
に
、「
理

性
的
存
在
者
」
と
い
う
普
遍
的
・
共
同
的
自
我
の
存
立
の
前
提
を
「
個
体
」
と
し
て
の
自
己
認
識
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我

に
お
け
る
普
遍
性
と
個
別
性
と
の
「
合
一
」
と
し
て
語
っ
て
い
た
。

カ
ン
ト
よ
り
三
十
八
歳
若
い
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
叡
知
界
と
感
性
界
と
の
分
立
の
克
服
を
め
ざ
し
、「
知
識
学
」
体
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系
の
一
環
と
し
て
『
知
識
学
の
原
理
に
よ
る
自
然
法
の
基
礎
』
の
第
一
巻
を
出
版
し
た
の
は
一
七
九
六
年
で
あ
り
、
第
二
巻
は
、
翌

年
カ
ン
ト
の
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
が
出
現
し
た
の
ち
に
公
刊
さ
れ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
然
法
論
の
主
題
は
、
権
利
（
な
い
し
法
）

の
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
で
あ
り
、
自
我
の
自
己
定
立
を
出
発
点
と
し
て
、
権
利
（
法
）
概
念
の
「
実
在
性
」
を
認
識
論
的
に
証
明

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
旨
の
核
心
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。「
理
性
的
存
在
者
は
、
自
分
を
個�

体�

Indivi-

duum

と
し
て
、
つ
ま
り
複
数
の
理
性
的
存
在
者
〔
…
…
中
略
〕
の
な
か
の
一
人
と
し
て
定
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
己
意
識

Selbstbew
ußtseyn

を
そ
な
え
た
理
性
的
存
在
者
と
し
て
自
分
を
定
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
権
利

の
概
念
が
必
然
的
に
（
１３
）

な
る
。」「
人
間
（
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
有
限
な
存
在
者
一
般
）
は
、
人
間
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
み
一
人
の
人
間

に
（
１４
）

な
る
。」
つ
ま
り
、
理
性
的
存
在
者
は
、
自
由
な
「
実
働
性W

irksam
keit

」
を
契
機
と
し
て
「
自
分
の
外
に
感
覚
界
を
定
立
し
、

規
定
（
１５
）

す
る
」
が
、「
有
限
な
理
性
的
存
在
者
は
、
感
覚
界
に
お
け
る
自
由
な
実
働
性
を
自
分
自
身
に
帰
属
さ
せ
る
」
た
め
に
は
、「
自

分
の
外
に
他
の
有
限
な
理
性
的
存
在
者
を
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
（
１６
）

な
い
。」
こ
れ
を
想
定
し
う
る
た
め
に
は
、「
自
分
自
身
が
か
れ

ら
と
権
利
関
係R

echtsverhältniß

と
呼
ば
れ
る
特
定
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
、
と
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
（
１７
）

な
い
。」「
個
体
性Indi-

vidualität

と
い
う
概
念
は
…
…
交�

互�

概�

念�

W
echselbegriff

で
あ
る
」
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
共�

同�

性�

G
em

einschaft

が
規
定

さ
（
１８
）

れ
る
。」
つ
ま
り
、
複
数
の
人
間
が
自
由
な
存
在
者
と
し
て
共
存
で
き
る
た
め
の
必
然
的
条
件
と
し
て
、
自
己
も
他
者
も
個
体
と

し
て
相
互
に
区
別
さ
れ
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
「
相
互
に
承
認
し
あ
いgegenseitig

（
１９
）

anerkennen

」、
各
人
の
自
由
の
制
限
を
受

け
入
れ
る
こ
と
、「
自
由
な
存
在
者
ど
う
し
の
必
然
的
な
共
（
２０
）

同
性
」
に
も
と
づ
く
、
こ
う
い
う
「
権
利
関
係
」
論
と
し
て
の
法
論
が
、

権
利
（
法
）
の
「
実
在
性
」
の
証
明
、
つ
ま
り
「
自
己
意
識
の
条
件
」
の
「
自
我
か
ら
の
演
繹
」
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
論
理
学
的
な

観
念
論
の
課
題
究
明
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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ア
ー
レ
ン
ス
が
語
っ
て
い
る
の
も
、
人
間
個
々
人
の
「
存
在
と
生
」
が
背
負
っ
て
い
る
根
源
的
な
被
制
約
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
由

来
す
る
各
人
の
「
独
立
性
」
と
「
共
同
性
」
と
の
相
互
制
約
の
「
関
係
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
問
題
構
成
か
ら
の

継
承
関
係
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
師
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
イ
ェ
ー
ナ
で
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
に
学
ん
で
い
た
一
七

七
九
年
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
無
神
論
」
の
嫌
疑
で
大
学
か
ら
の
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
を
目
撃
、
の
ち
に
フ
ィ
ヒ
テ
を
頼
っ
て

ベ
ル
リ
ン
大
学
で
教
授
資
格
を
得
た
が
、ま
も
な
く
フ
ィ
ヒ
テ
は
急
逝
、そ
の
後
任
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
。

ア
ー
レ
ン
ス
自
身
も
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
時
代
の
一
八
六
二
年
に
フ
ィ
ヒ
テ
生
誕
百
年
記
念
講
演
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
右
の
共
同
性

論＝

相
互
承
認
論
は
、
自
我
の
無
限
性＝

有
限
性
論
と
と
も
に
、
重
大
な
精
神
史
的
背
景
を
な
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
核
心
的
な
課
題
は
、
自
我＝

自
己
意
識
論
で
は
す
で
に
な
く
、
上
述
の
よ
う
に
、
す
ぐ

れ
て
有
機
体
論
的
な
発
想
の
も
と
で
把
握
さ
れ
た
、
現
実
の
生
の
「
発
展
の
た
め
の
相
互
的
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
」
の
必
然

性
・
不
可
欠
性
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
相
互
的
諸
条
件
が
保
証
す
べ
き
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
共
同
し
て
生
き
て
い
る

人
々
全
員
の
権
利
」で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
、「
一
人
の
権
利
は
全
員
の
諸
権
利
に
よ
っ
て
担
わ
れ
保
た
れ
て
い
る
」
と
い
う
権
利
の

相
互
依
存
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
人
の
そ
の
権
利
は
、
抽
象
的
権
利
と
し
て
で
は
な
く
、「
社
会
の
真
に
自
由
な
、
そ
し
て
自
主

的
に
公
正
な
成
員
で
あ
る
こ
と
」、
自
分
の
諸
能
力
を
高
め
、
理
性
的
洞
察
に
よ
っ
て
自
分
と
共
同
体
の
生
目
的
を
実
現
す
る
た
め

の
「
自
己
決
定
」
を
可
能
に
す
る
自
由
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
各
人
が
そ
の
よ
う
な
、
社
会
の
自
由
で
公
正
な
「
成
員
」
で
あ

る
こ
と
を
共
同
的
に
「
保
証
」
す
る
も
の
が
、「
相
互
的
諸
条
件
」
と
し
て
の
「
法
」
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
各
人
の
人
格
的

発
展
と
い
う
普
遍
的
原
理
を
基
礎
と
し
た
、
相
互
補
完
的
な
、「
共
同
し
て
生
き
て
い
る
人
々
全
員
の
権
利
の
全
体
保
証
」
と
い
う
、

こ
の
よ
う
な
現
代
に
通
じ
る
、
人
権
の
社
会
関
係
論
的
視
座
が
、
カ
ン
ト
を
結
節
点
と
す
る
ド
イ
ツ
精
神
史
の
な
か
で
生
み
だ
さ
れ
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て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

四

近
代
社
会
に
お
け
る
諸
個
人
の
自
律
的
な
生
の
実
現
に
と
っ
て
、
自
己
決
定
し
う
る
こ
と
の
も
つ
道
徳
的
な
価
値
は
、
自
分

に
対
す
る
尊
厳
の
感
情
の
前
提
条
件
と
し
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
つ
と
に
周
知
の
よ
う
に
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
は
、
理
性
的

な
人
間
な
ら
ば
誰
で
も
求
め
る
諸
善
（
財
）、
す
な
わ
ち
「
基
本
的
諸
善
（
基
本
財
）prim

ary
goods

」
に
、
基
本
的
な
諸
自
由
、

機
会
の
平
等
、
社
会
の
中
で
の
責
任
あ
る
地
位
、
所
得
と
富
な
ど
と
と
も
に
、「
自
尊self-respect

の
社
会
的
基
盤
」
を
含
め
て
い

た
。「
自
尊
の
社
会
的
基
盤
」
と
は
、「
市
民
が
自
分
の
人
格persons

と
し
て
の
価
値
に
つ
い
て
生
き
生
き
と
し
た
感
覚
を
も
ち
、

各
自
の
目
的
を
自
信
を
も
っ
て
推
進
す
る
た
め
に
通
常
不
可
欠
な
基
本
的
諸
制
度
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
」
の
こ
と
で
（
２１
）

あ
る
。
ロ
ー
ル

ズ
は
、
民
主
的
社
会
を
「
公
正
な
協
働
シ
ス
テ
ムa

fair
system

of
cooperation

」
と
と
ら
え
、
そ
こ
で
世
代
を
つ
な
い
で
生
き
る

「
自
由
で
平
等
な
人
格
」
を
、「
正
義
感
覚
へ
の
能
力
」
と
「
善
の
構
想
へ
の
能
力
」
と
い
う
「
二
つ
の
道
徳
的
能
力
」
を
発
展
さ
せ

る
よ
う
な
、「
社
会
的
協
働
に
携
わ
っ
て
い
る
」
市
民
と
し
て
措
定
（
２２
）

す
る
。
そ
し
て
こ
の
市
民
像
を
、「
秩
序
だ
っ
た
社
会a

w
ell-

ordered
society

、
つ
ま
り
、
正
義
に
つ
い
て
の
一
つ
の
公
共
的
構
想
に
よ
っ
て
実
効
的
に
規
制
さ
れ
て
い
る
社
会
と
い
う
（
２３
）

観
念
」

が
支
え
る
。
し
た
が
っ
て
「
基
本
的
諸
善
」
と
は
、「
市
民
が
二
つ
の
道
徳
的
能
力
を
適
切
に
発
達
さ
せ
十
分
に
行
使
す
る
こ
と
を

可
能
に
し
、
か
つ
、
各
自
の
確
定
的
な
善
の
構
想
を
追
及
す
る
た
め
に
一
般
的
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。」
そ
れ
は
、「
人
格
に
か
ん

す
る
政
治
的
な
構
想
か
ら
み
た
人
格
が
必
要
と
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
規
範
的
構
想
と
の
結
び
つ
き
を
欠
い
た
た
ん
な
る
人
間
で
は

な
く
、
十
分
に
協
働
す
る
社
会
構
成
員
と
し
て
の
市
民
が
必
要
と
す
る
も
の
で
（
２４
）

あ
る
。」

ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
こ
の
よ
う
な
市
民
と
し
て
の
自
律
の
条
件
と
い
う
考
え
方
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
そ

れ
ら
の
「
基
本
的
諸
善
」
を
用
い
る
当
事
者
の
側
の
使
用
能
力
の
多
様
性
や
諸
格
差
に
注
目
し
て
、
人
が
基
本
的
諸
善
を
使
っ
て
「
あ
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る
状
態
に
な
る
こ
とbeings

」・「
何
か
を
す
る
こ
とdoings

」
を
人
間
の
「
諸
機
能functionings

」
と
名
づ
け
、
自
尊
心
を
も
つ

こ
と
や
社
会
生
活
へ
の
参
加
を
、
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
と
位
置
づ
け
て
（
２５
）

い
る
。
セ
ン
が
「
潜
在
能
力capabilities

」
と
呼
ぶ
も
の

は
、
そ
う
し
た
諸
機
能
の
組
み
合
わ
せ
を
自
由
に
選
択
す
る
能
力
で
あ
り
、「
十
分
な
理
由
を
も
っ
て
価
値
あ
る
も
の
と
考
え
る
諸

目
的
を
追
求
す
る
（
２６
）

自
由
」
を
意
味
す
る
か
ら
、
当
事
者
の
側
か
ら
み
た
そ
の
発
展
能
力
―
―
主
体
的
な
行
為
能
力
と
し
て
の
「
エ
イ

ジ
ェ
ン
シ
ーagency

」
―
―
と
、
実
質
的
な
自
由
の
拡
大
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
「
開
発developm

ent

」
と
い
う
セ
ン
の
問
題
設

定
は
、
生
目
的
の
実
現
へ
の
自
由
（
自
己
決
定
を
可
能
に
す
る
「
理
性
的
自
由
」）
と
そ
の
た
め
の
「
諸
条
件
」
と
い
う
ア
ー
レ
ン

ス
の
善
の
構
想
に
通
底
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

セ
ン
は
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
功
利
主
義
に
お
け
る
と
く
に
「
厚
生
主
義w

elfarism

」
へ
の
批
判
の
文
脈
で
、
人
間
の
主
体

的
な
「
自
由
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
個
人
の
「
豊
か
な
生
」
と
「
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
」
と
の
相
違
と
両
者
の
相
互
依
存
関
係
を
強
調

し
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
目
標
、
責
任
、
価
値
な
ど
を
形
成
す
る
人
間
の
能
力
を
認
め
、
尊
重
（
２７
）

す
る
」
立
場
で
あ
り
、
経
済
学
の
倫

理
学
的
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
）
起
源
の
意
義
を
重
視
し
て
、
個
人
の
効
用
や
「
効
率
性
」
だ
け
で
な
く
倫
理
的
な
「
社
会
的
成
果

の
判
断
」、
つ
ま
り
「
全
体
に
と
っ
て
の
善the

good
の
（
２８
）

達
成
」
を
も
視
野
に
収
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
さ
い
、「
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ

ー
」
の
観
点
は
、「
人
が
そ
う
な
れ
ば
よ
い
と
望
む
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
や
、
そ
の
よ
う
な
目
標
を
形
成
し
実
現
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
個
人
の
能
力
に
対
す
る
評
価
を
含
む
よ
り
広
い
（
２９
）

見
地
」
に
立
と
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
に
自
己
形
成
す
る
行
為
主
体
と

し
て
の
人
間
の
観
点
か
ら
、「
自
由
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
成
果
を
得
る
の
に
役
立
つ
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
達
成
さ
れ
た

状
況
に
対
す
る
評
価
以
上
に
価
値
が
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
の
重
要
性
に
よ
っ
て
も
評
価
さ
れ
る
だ
（
３０
）

ろ
う
」
と
考
え
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
自
己
形
成
し
自
己
決
定
す
る
自
由
と
そ
の
た
め
の
能
力
の
重
視
は
、
功
利
主
義
に
お
け
る
「
帰
結
主
義
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consequentialism

」
へ
の
セ
ン
の
批
判
を
支
え
る
基
礎
的
視
座
を
表
し
て
い
る
。

ロ
ー
ル
ズ
の
言
う
「
二
つ
の
道
徳
的
能
力
」
を
も
つ
「
人
格
」
と
し
て
の
市
民
が
、
そ
の
能
力
の
発
達
と
行
使
を
実
現
す
る
た
め

に
「
必
要
な
も
の
」、
あ
る
い
は
、
各
自
の
生
目
的
自
体
を
み
ず
か
ら
形
成
し
そ
の
実
現
を
め
ざ
す
主
体
的
な
能
力
の
前
提
諸
条
件

の
所
在
が
深
刻
に
自
覚
さ
れ
る
の
は
、
と
り
わ
け
「
潜
在
能
力
の
剥
奪
」
状
況
と
し
て
の
「
貧
困
」
に
社
会
科
学
的
な
光
が
当
て
ら

れ
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
貧
困
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
社
会
政
策
の
研
究
者
ル
ー
ス
・
リ
ス
タ
ー
は
、
こ
の
国
の
豊
富
な

貧
困
研
究
の
史
的
蓄
積
だ
け
で
な
く
、
Ｅ
Ｕ
や
国
連
の
政
策
戦
略
を
含
む
南
北
に
わ
た
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
研
究
・
政
策
実
践
の
追

跡
、
そ
し
て
反
貧
困
活
動
の
経
験
を
も
踏
ま
え
て
、「
貧
困
は
、
不
利
で
不
安
定
な
経
済
状�

態�

と
し
て
だ
け
で
な
く
、
屈
辱
的
で
人
々

を
蝕
む
よ
う
な
社
会
関�

係�

social
relation

と
し
て
も
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
（
３１
）

な
い
」、
と
述
べ
て
い
る
。
リ
ス
タ
ー
の
視
点
は
、

貧
困
の
物
質
的
な
側
面
を
中
核
に
置
き
な
が
ら
も
、
セ
ン
の
「
潜
在
能
力
」
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
も
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
、
屈
辱
・

ス
テ
ィ
グ
マ
・
尊
厳
へ
の
攻
撃
・「
他
者
化O

thering

」・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
縮
小
・
無
力
な
ど
、「
物
質
的
困
窮
の
な
か
で
暮

ら
し
て
い
る
人
々
が
経
験
す
る
、
貧
困
の
関
係
的
・
象
徴
的relational/sym

bolic

側
面
」
を
も
積
極
的
に
す
く
い
あ
げ
よ
う
と
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
貧
困
の
表
現
に
か
か
わ
る
、
言
説
に
よ
る
「
他
者
化
」
と
い
う
負
の
作
用
力
と
、
貧
困
の
経
験
者
の
声
や
貧
困

に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
人
々
の
「
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
」（
行
為
に
お
け
る
主
体
性
）
の
具
体
的
展
開
状
況
の
検
証
を
と
お
し
て
、

貧
困
の
概
念
化
の
意
義
と
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
権
利
と
参
加
の
重
要
性
を
強
調
す
る
―
―
「〈
他
者
化
〉
か
ら
リ
ス
ペ
ク
ト

へ
」、「
包
摂
で
は
な
く
参
加
を
」、「
哀
れ
み
で
は
な
く
力
を
」。
そ
う
し
た
観
点
は
お
の
ず
か
ら
、
貧
困
の
物
質
的
側
面
に
か
か
わ

る
「
再
分
配
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
だ
け
で
な
く
、「
関
係
的
・
象
徴
的
」
側
面
に
対
応
し
た
「
承
認
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
スpolitics

of

recognition

」
に
結
び
つ
く
。
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そ
の
よ
う
な
リ
ス
タ
ー
の
、
貧
困
に
対
す
る
「
関
係
的
・
象
徴
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
特
徴
は
、
ロ
ー
ル
ズ
、
セ
ン
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム

ら
に
お
け
る
「
自
尊
心self-respect

」、
つ
ま
り
「
尊
厳
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
３２
）

こ
と
」
の
当
事
者
に
と
っ
て
の
大
切
さ

へ
の
ま
な
ざ
し
（
リ
ス
ペ
ク
ト
）
に
対
す
る
共
感
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
貧
困
状
態
に
生
き
て
い
る
人
々
だ
け
の
問
題
で
は

な
く
、
そ
の
社
会
全
体
の
質
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
国
連
や
Ｅ
Ｕ
の
各
種
報
告
書
を
つ
う
じ
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
理
念
と
し
て
リ
ス

タ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、「
尊
厳dignity

の
喪
失
」の
耐
え
難
さ
の
裏
側
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
の
基
礎
と
し
て
の
人
類
的
な「
尊

厳
の
尊
重
」
と
い
う
原
理
で
あ
り
、
人
権
の
、
そ
し
て
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
市
民
的
・
政
治
的
・
社
会
的

な
権
利
の
「
不
可
分
性indivisibility

」
と
「
相
互
依
存
性interdependence

」
で
（
３３
）

あ
る
。「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
権
利
は
、
特
定

の
社
会
の
成
員
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。」「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
誰
も
が
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
り
、〈
社�

会�

の�

主�

流�

の�

一�

員�

で�

あ�

る�

こ�

と�

〉
を
意
味
し
て
い
る
。〈
社
会
の
主
流
の
一
員
で
あ
る
こ
と
〉
に
は
、
社
会
的

・
経
済
的
・
政
治
的
・
市
民
的
・
文
化
的
な
諸
領
域
へ
の
参
加
が
含
ま
れ
る
。」「
社
会
の
質
」
は
、
そ
う
し
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

が
す
べ
て
の
住
民
に
ど
こ
ま
で
享
受
さ
れ
て
い
る
か
で
決
ま
る
の
で
（
３４
）

あ
る
、
と
。

こ
の
よ
う
に
現
代
の
政
治
哲
学
的
課
題
意
識
か
ら
ふ
り
返
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
善
の
構
想
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
「
協
働
す
る
社
会

構
成
員
と
し
て
の
市
民
が
必
要
と
す
る
も
の
」
と
呼
ん
だ
、
市
民
と
し
て
の
自
律
の
条
件
を
問
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
言
う
「
人
倫
的
自
由
」、「
真
の
自�

己�

決
定
」
を
可
能
に
す
る
「
理
性
的
な
自
由
」
は
、
抽
象
的

な
自
由
で
は
な
く
、「
社
会
の
成
員
」
と
し
て
自
分
と
社
会
の
生
目
的
を
追
求
す
る
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
的
人
格
と
し
て
自

分
の
諸
能
力
を
発
展
さ
せ
る
自
由
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。「
個
々
の
生
は
、
そ
の
生
の
諸
目
的
の
追
求
に
お
い
て
、
人
間
共
同
体

の
生
の
発
展
と
物
心
両
面
の
生
の
諸
善
〔
諸
財
〕
と
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
、
善
実
現
の
た
め
の
前
提
と
し
て
、「
人
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間
の
生
の
使
命
を
実
現
す
る
た
め
の
、
意
志
活
動
に
依
存
し
て
い
る
す
べ
て
の
基
本
的
な
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
要
求
」
が

避
け
ら
れ
な
い
、
と
ア
ー
レ
ン
ス
は
言
う
。
そ
の
諸
条
件
は
、
諸
善
（
生
目
的
）
と
諸
人
格
と
の
両
面
で
相
互
補
完
的
で
あ
り
、
そ

の
相
互
的
諸
条
件
が
保
証
す
べ
き
も
の
は
「
共
同
し
て
生
き
て
い
る
人
々
全
員
の
権
利
」
な
の
で
あ
る
。
リ
ス
タ
ー
が
強
調
し
て
い

る
よ
う
に
、
多
様
な
人
権(hum

an
rights)

の
「
不
可
分
性
」
と
「
相
互
依
存
性
」
と
い
う
考
え
方
は
、
国
連
の
「
経
済
的
・
社
会

的
・
文
化
的
諸
権
利
に
か
ん
す
る
国
際
規
約
」（
一
九
七
六
年
）
以
降
、
国
連
ウ
ィ
ー
ン
宣
言
（
九
三
年
）、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
宣
言

（
九
五
年
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
の
「
基
本
権
に
か
ん
す
る
専
門
家
グ
ル
ー
プ
」
の
報
告
書
（
九
九
年
）
な
ど
で
確
認
・
継
承
さ
れ

て
い
る
（
３５
）

か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
人
格
主
義
的
な
生
目
的
論
が
、
善
実
現
の
た
め
の
諸
条
件＝

諸
制
約
を
、
共
同
体
の
成
員
に
つ
い
て

だ
け
で
な
く
多
様
な
生
諸
目
的
に
つ
い
て
も
相
互
補
完
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

そ
し
て
第
四
点
、
国
家
か
ら
自
立
し
た
「
社
会
」
の
固
有
性
に
つ
い
て
。

ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
法
は
、「
法
を
、
法
律
の
形
式
で
人
間
社
会
の
な
か
で
完
全
に
実
現
し
実
施
す
る
こ
と
を
任
務
と

す
る
社
会
的
な
施�

設�

を
必
要
と
す
る
。」
つ
ま
り
、「
法
を
実
現
す
る
た
め
の
社
会
的
な
施
設
」
が
国
家
で
あ
る(324)

。「
国
家
の
起�

源�

と
形�

成�

」
を
、「
法�

律�

と
し
て
の
法
の
歴
史
的
発
達
か
ら
類
推
」
す
れ
ば
、「
生
存
の
た
め
の
不
可
欠
の
諸
条
件
」
の
創
出
を
め
ぐ

る
「
人
間
の
自
然
的
発
達
は
、
家�

族�

か
ら
始
ま
っ
た
。」
そ
こ
に
は
法
的
諸
関
係
の
秩
序
も
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
「
慣�

習�

法�

の
源
泉
」

と
な
っ
た
。
家
族
の
集
合
か
ら
、「
ゲ�

マ�

イ�

ン�

デ�

に
編
成
さ
れ
た
部�

族�

国�

家�

」
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
「
慣�

習�

国�

家�

」
に
お
い
て

は
、「
社
会
的
な
諸�

機�

能�

の
区�

分�

」
と
「
諸�

身�

分�

」
が
形
成
さ
れ
た
。
中
世
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
の
争
い
を
経
て
、
近
世
に
は
、

「
諸
部
族
の
大�

規�

模�

な�

統
合
が
、
一
部
で
は
合�

意�

と
契
約
に
よ
っ
て
、
し
か
し
戦�

争�

と
征�

服�

に
よ
っ
て
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し

諸�

国�

家�

自�

体�

は
、
歴�

史�

的�

に�

は�

、
仮
説
的
な
自
然
法
論
が
想
定
し
た
よ
う
に
諸�

個�

人�

の
集
会
と
契�

約�

に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
は
決
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し
て
な
く
て
、
つ
ね
に
家�

族�

と
ゲ�

マ�

イ�

ン�

デ�

の
自
然
的
集
合
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。」(326ff.)

「
国
家
の
目�

的�

」
と
し
て
は
、「
国
家
は
人
間
の
主
要
な
生
諸
目
的
の
一�

つ�

、
た
と
え
ば
法
を
追
求
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
社

会
の
す�

べ�

て�

の�

生
諸
目
的
を
追
求
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
た
し
か
に
直�

接�

的�

に�

は�

一
つ
の
目
的
だ
け
を
実
現
す
る
の
だ
が
、
こ
の

目
的
は
他
の
す
べ
て
の
生
諸
目
的
と
緊�

密�

に�

関�

係�

し
て
い
る
か
ら
、
国
家
は
、
直
接
的
に
は
こ
の
一
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
間�

接�

的�

に�

は�

同
時
に
他
の
す
べ
て
の
諸
目
的
の
遂
行
を
め
ざ
し
、
あ
る
い
は
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
」、
と
問
え
ば
、

現
実
を
反
映
し
て
い
る
第
三
の
ケ
ー
ス
が
正
し
い
。「
諸
国
家
が
目
的
に
し
て
き
た
の
は
、
全
員
の
既
存
の
諸
権
利
を
保�

護�

す�

る�

こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
公
共
の
福�

祉�

の
た
め
に
配
慮
し
、
す
べ
て
の
生
活
諸
領
域
で
文
化
を
助
成
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
宗
教
と
人

倫
、
学
問
と
技
芸
を
支
援
し
、
教
育
施
設
を
配
置
し
、
商
工
業
の
発
達
を
助
成
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
ど
ん

な
国
家
も
、
カ
ン
ト
学
派
の
た
い
て
い
の
国
家
論
者
た
ち
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
た
ん
に
諸
権
利
の
保
護
と
一
般
的
安
全
の
保
持
だ

け
に
活
動
を
限
定
し
た
こ
と
は
な
い
。」(329f.)

こ
う
し
た
見
地
か
ら
、「
国
家
の
直�

接�

的�

な�

目
的
と
間�

接�

的�

な�

目
的
と
が
区
別
さ
れ
る
」。「
国
家
の
直�

接�

的�

な�

、
あ
る
い
は
最
も

近
い
目
的
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
内�

的�

な�

目
的
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
法�

の�

実�

現�

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
の
原
理
の
完
全
な
意
味
に
お

い
て
で
あ
る
。」
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
他
の
い
っ
さ
い
の
人
間
的
な
生
諸
目
的
あ
る
い
は
文
化
諸
目
的
の
追
求
が
依
存
し
て
い
る
諸�

条�

件�

の
有�

機�

的�

全�

体�

を
実
現
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
な
こ
の
「
諸
条
件
」
は
、
同
時
に
間
接
的
な
「
文
化
諸
目

的
」
を
も
指
示
す
る
。
し
か
し
、「
国
家
自
体
は
、
共�

同�

の�

活
動
に
依
存
し
て
い
る
諸
条
件
、
そ
し
て
共
通
の
国
家
権
力
に
よ
っ
て

配
置
さ
れ
る
べ
き
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
自
己
限
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
諸
条
件
は
、
す
べ
て
の
国
家
同
胞
が
そ

れ
ら
を
利
用
し
て
、
各
人
が
自
分
の
自
由
な
選
択
に
よ
っ
て
自
分
の
も
の
に
し
た
人
間
的
な
生
諸
目
的
を
自�

分�

の�

自
由
な
活
動
に
よ
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っ
て
追
求
し
実�

現�

す�

る�

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
可�

能�

性�

を
つ
く
る
の
で
あ
る
。」
し
た
が
っ
て
、「
法
の
実
現
」
が
こ
こ
で
の
目
的
で

あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
各
人
の
自
由
な
自
己
発
展
の
た
め
の
前
提
条
件
の
創
出
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
た
め
の
国
家
活
動

は
、「
消
極
的
で
秩
序
維
持
的
な
」
も
の
に
限
定
さ
れ
ず
、「
積
極
的
・
促
進
的
・
支
援
的
・
保
護
的
な
」
活
動
も
包
含
さ
れ
る

(331f.)

。

一
方
、「
国
家
の
間�

接�

的�

な�

、
は
る
か
に
遠
い
、
即
自
的
に
最
高
か
つ
究
極
の
目�

的�

は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
外�

的�

な�

目
的
と
呼
ん
だ
も

の
で
あ
り
」、
そ
れ
は
「
個�

別�

人�

格�

お
よ
び
共�

同�

的�

生�

の
完�

成�

」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
し
か
し
こ
の
完
成
は
、
国
家
同
胞
た
ち
が
人�

間�

で
あ
り
、
人
間
的
・
人
倫
的
に
自�

由�

で
あ
る
か
ぎ
り
、
か
れ
ら
自
身
に
よ
っ
て
、
努
力
し
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
国

家
は
こ
の
発
展
と
完
全
化
を
、
一
般
的
な
諸
条
件
に
よ
っ
て
可�

能�

に�

す�

る�

だ
け
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
目
的
の
実
現
は
各
人
の

自
由
、
選
択
、
良
心
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
あ
る
。」「
し
た
が
っ
て
、
国
家
は
、
直�

接�

的�

な�

目
的
に
つ
い
て
は
強�

制�

を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
間
接
的
な
目
的
の
ば
あ
い
は
、
そ
れ
は
諸
個
人
が
、
国
家
の
援�

助�

を
え
て
も
、
自�

分�

の�

諸
力
、
成
長
お
よ
び
完
全
化

を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
い
求
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
個�

人�

的�

な�

自�

由�

を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か

ら
、
間
接
的
な
目
的
に
つ
い
て
は
、
国
家
は
人
間
的
・
社
会
的
な
使
命
の
媒�

介�

者�

で
あ
る
。」(332ff.)

と
は
い
え
、
右
の
よ
う
に
直
接
的
な
目
的
も
積
極
的
・
支
援
的
な
国
家
活
動
を
含
む
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
直
接

・
間
接
の
区
別
に
は
曖
昧
さ
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
国
家
を
「
人
間
の
一�

般�

的�

な�

救�

援�

施�

設�

H
ülfsanstalt

」
と
み
な
し
、

「
国
家
は
、
将
来
、
こ
の
積
極
的
な
促
進
的
で
援
助
的
な
活
動
を
は
る
か
に
大
規
模
に
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
い

う
展
望
が
示
さ
れ
る
。「
人
間
の
社
会
生
活
が
宗
教
と
人
倫
、
精
神
と
物
質
の
両
面
で
完
成
さ
れ
て
ゆ
け
ば
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う

多
く
の
一
般
的
な
援
助
手
段
を
国
家
は
手
に
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
す
べ
て
の
生
活
諸
分
野
に
よ
り
正
し
く
分
配
す
る
こ
と
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が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
諸
国
家
は
、
こ
の
積
極
的
な
活
動
に
向
か
う
度
合
い
が
強
ま
る
ほ
ど
、
社
会
に
お
け
る
弊
害
と
本
末
転
倒

を
も
い
っ
そ
う
た
や
す
く
制
御
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。」(334)

し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
の
論
旨
全
体
に
と
っ
て
重
要
度
の
高
い
論
点
は
、「
国�

家�

の
社�

会�

に
対
す
る
関�

係�

」
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の

は
、「
国
家
目
的
と
社
会
目
的
と
は
異
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
も
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
国
家
と
社
会
は
同
一
の
包

括
的
な
概
念
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
国
家
は
、
法
の
支
配
を
目
的
と
し
た
、
外
的
権
力
を
装
備
し
た

社
会
的
施
設
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
社
会
は
、
自
由
に
活
動
す
る
方
法
で
、
宗
教
・
学
問
な
ど
、
人
間
の
特
殊
な
生
諸
目
的
に
対
応

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
と
施
設
へ
と
分
節
編
成
さ
れ
て
い
る
。」(334f.)

こ
こ
で
は
、
脚
注
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ュ
ー
ビ

ン
ゲ
ン
の
国
法
学
者
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル(R

obert
von

M
ohl,

1799-1875)

の
論
説
「
社
会
学
と
国
家
学
」（
一
八
五

一
年
）
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ス
へ
の
批
判
に
対
し
て
、「
モ
ー
ル
が
さ
ら
に
要
求
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ�

う�

な�

社
会
の
一
体
性
は
、

国
家
と
社
会
と
の
不
可
欠
の
区�

別�

を
、
不
可
能
に
で
は
な
い
に
し
て
も
、
非
常
に
む
ず
か
し
く
す
る
だ
ろ
う
」(336A

nm
.)

、
と
い

う
反
論
の
意
図
も
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、「
社
会
の
中
に
は
、
国
家
権
力
に
触
れ
ら
れ
な
い
多
様
な
諸
側

面
が
存
在
し
て
い
る
。」「
国
家
は
諸
条
件
を
、
人
間
社
会
の
生
諸
目
的
の
発
展
の
可�

能�

性�

と
し
て
つ
く
り
だ
す
が
、
そ
の
実
現
は
諸

個
人
の
自
由
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
あ
っ
て
、
諸
個
人
は
こ
れ
ら
の
主
要
な
諸
目
的
の
た
め
に
再
び
宗
教
的
・
知
的
な
、
あ
る
い
は
商
工

業
の
諸
団
体
や
諸
施
設
へ
と
結
合
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
国
家
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」(336f.)

つ
ま
り
、
国
家
か
ら
自
立
し
た
目
的
諸
団
体
と
し
て
の
各
種
結
社
が
「
社
会
」
の
実
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。

「
国
家
の
活�

動�

は
ど�

こ�

で�

始
ま
り
、
ど�

こ�

で�

終
わ
る
の
か
。」「
宗
教
と
教
会
、
精
神
文
化
、
商
工
業
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
的
な
特
別

の
領
域
は
国
家
の
外
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
領
域
の
外
的
な
諸
条
件
の
み
が
、
そ
れ
ら
の
発
展
が
外
的
な
諸
条
件
に
依
存
し
て
い
る
か
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ぎ
り
に
お
い
て
、
国
家
お
よ
び
国
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
領
域
は
、
そ
の
外�

的�

な�

諸
関
係
に
よ
っ
て
国
家

の
中
に
あ
り
、
国
家
活
動
に
従
う
が
、
そ
の
内�

的�

な�

諸
関
係
に
お
い
て
は
国
家
と
そ
の
活
動
の
外�

に�

あ
る
。」
し
た
が
っ
て
、
す
べ

て
を
私
的
活
動
に
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
原
則
」
も
、
国
家
へ
の
全
面
的
埋
没
も
、
と
も
に
誤
り
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
理
論
に
従
え
ば
、
人
間
の
文
化
諸
目
的
の
実
現
が
め
ざ
さ
れ
る
諸
領
域
す
べ
て
の
相�

対�

的�

な�

独
立
性
が
存
在
す
る
。」

こ
れ
が
、
国
家
と
の
関
係
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
自
律
的
社
会
観
で
あ
る
。「
国
家
と
社
会
と
の
混
同
か
ら
、
本
末
転
倒
の
社
会

主
義
諸
理
論
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
社
会
を
国
家
の
中
に
埋
没
さ
せ
、
内
的
な
運
動
と
発
展
が
諸
個
人
と
個
々
の
結
社
の
諸
力

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
べ
き
諸
領
域
に
ま
で
国
家
活
動
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。」(337ff.)

ア
ー
レ
ン
ス
が
本
書
の
二
年
前
に
公
刊
し
た
『
哲
学
的
・
人
間
学
的
根
拠
に
も
と
づ
く
有
機
的
国
家
論
』（
一
八
五
〇
年
）
で
も
、

国
家
の
と
る
「
社�

会�

的�

な�

方
向
性
」
へ
の
関
心
を
明
記
し
て
、
国
家
の
目
的
的
活
動
の
広
範
さ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
確
保
さ

れ
る
べ
き
「
社
会
」
の
自
律
性
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
た
ん
に
国
家
の
「
法
目
的
と
文
化
目
的
と
」
を
「
非
有
機
的
・
抽
象
的
に

並
べ
る
」
や
り
方
が
批
判
さ
れ
、
法
は
「
社
会
的
で
人
間
的
な
高
い
文
化
目
的
の
仲
介
者
」
と
し
て
、
国
家
は
「
い
っ
さ
い
の
文
化

諸
領
域
の
積
極
的
助
（
３６
）

成
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
国
家
と
社
会
と
を
同
一
視
」
す
る
社
会
主
義
の
「
危
険
な
誤
り
」
に
照

ら
し
て
も
、「
国
家
と
社
会
と
の
あ
い
だ
に
正
し
い
境
界
線
を
引
く
こ
と
」
が
「
喫
緊
の
課
題
」
で
あ
り
、「
文
化
諸
領
域
の
、
そ
れ
ら

固
有
の
本
質
に
由
来
す
る
、
相
対
的
な
自
律
性
」
を
国
家
は
尊
重
す
べ
き
だ
と
（
３７
）

言
う
。
国
家
を
「
社
会
の
一
つ
の
有
機
的
組
（
３８
）

織
体
」

と
と
ら
え
、
さ
ら
に
「
人
類
の
社
会
的
な
機
関
」
と
も
み
て
、
国
家
の
万
能
化
で
は
な
く
、「
社
会
生
活
の
全
発
展
の
た
め
の
強
力

な
（
３９
）

梃
子
」
と
し
て
の
国
家
の
役
割
が
め
ざ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
は
、「
哲
学
的
な
国
家
論
に
と
っ
て
は
、
人
類
の
理
念

が
必
然
的
な
出
発
点
で
（
４０
）

あ
る
」
と
い
う
根
本
認
識
が
あ
り
、「
ど
の
一
個
人
も
、
そ
れ
自
体
、
素
質
か
ら
し
て
人
類
で
あ
り
、
人
類
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は
、
各
人
に
と
っ
て
、
か
れ
の
絶
対
的
な
尊
厳
お
よ
び
か
れ
の
永
遠
の
人
権
の
理
想
で
あ
り
、
使
命
で
あ
り
、
根
拠
で
（
４１
）

あ
る
」、
と
。

そ
こ
か
ら
、
本
書
で
も
、
人
類
が
生
の
諸
関
係
と
し
て
形
成
す
る
「
特
殊
な
社
会
的
組
織
体
」
が
、
一
方
で
、
個
人
・
家
族
・
ゲ
マ

イ
ン
デ
・
民
族
・
諸
民
族
の
連
合
・
最
高
の
人
類
的
連
合
と
い
う
「
人
格
」
の
系
列
と
、
他
方
で
は
、
宗
教
・
学
問
・
教
育
・
技
芸

・
人
倫
・
法
と
い
う
「
目
的
と
機
能
」
の
系
列
と
い
う
二
方
向
で
と
ら
え
ら
（
４２
）

れ
る
。

三
「
個
人
人
格
の
権
利
」
論
の
展
開

一

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
人
間
人
格
の
「
生
の
諸
目
的
」
と
し
て
の
「
善
」
の
実
現
と
い
う
、
プ
ラ
ト
ン－

キ
リ

ス
ト
教
的
な
古
典
的
「
善
論
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
自
覚
的
に
継
承
し
つ
つ
、「
法
」
の
「
哲
学
的
・
人
間
学
的
根
拠
」
を
、「
生
の
諸

関
係
」
と
表
現
し
た
現
実
の
生
活
世
界
に
お
け
る
諸
個
人
の
「
独
立
性
」
と
「
共
同
性
」
と
の
相
互
連
関
の
う
ち
に
求
め
た
。
こ
の

と
き
諸
個
人
は
、
抽
象
的
な
原
子
と
し
て
で
は
な
く
、
共
同
体
の
「
自
由
で
公
正
な
成
員
」
と
い
う
道
徳
的
存
在
と
し
て
、
あ
る
い

は
「
全
員
の
権
利
の
全
体
保
証
」
の
中
で
相
互
補
完
的
に
生
き
る
「
人
格
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
関
係
論
的

理
解
を
支
え
た
の
は
、「
人
格
」
概
念
の
段
階
的
拡
張
と
、
生
の
諸
目
的
の
多
様
性
と
の
両
面
で
構
成
さ
れ
る
諸
結
社
（
社
会
団

体
）
の
有
機
的
諸
関
係
の
総
体
と
し
て
の
「
社
会
」
の
自
律
性
認
識
で
あ
っ
た
。「
社
会
」
が
「
国
家
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、

” G
esellschaft“

が
、
ま
ず
国
家
か
ら
「
相
対
的
に
独
立
」
し
た
多
様
な
諸
結
社
（
複
数
形
のG

esellschaften

）
と
し
て
把
握
さ
れ

る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
有
機
的
全
体
と
し
て
も
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
分
節
的
・
多
次
元
的
に
展
望
さ
れ
た
現
実
の
生
活
世
界
は
、
十
九
世
紀
半
ば
に
は
、
た
と
え
啓
蒙
絶
対
主
義
の
官
僚
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シ
ス
テ
ム
の
延
長
線
上
に
で
は
あ
れ
、
す
で
に
立
憲
主
義
の
制
度
化
を
前
提
と
し
た
「
カ
ン
ト
後
」
の
近
代
的
私
法
関
係
と
し
て
把

握
で
き
る
段
階
に
達
し
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、「
生
の
諸
関
係
」
に
つ
い
て
も
、
有
機
体
論
の
文
脈
で
の
相
互
補
完
関
係

論
は
、
立
憲
制
実
定
法
体
系
に
則
し
て
権
利
関
係
論
と
し
て
具
体
的
に
敷
衍
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
主
体
と
客
体
と
の
合
一
を
め

ざ
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
個
人
間
の
「
権
利
関
係
」
を
「
知
識
学
」
と
い
う
自
己
意
識
論
の
次
元
で
構
想
し
、
近
代
的
私
法
関
係
を
認

識
論
的
に
準
備
し
た
の
だ
が
、
立
憲
制
度
の
導
入
を
見
な
い
ま
ま
一
八
一
四
年
に
チ
フ
ス
で
急
逝
し
た
か
ら
、
近
代
的
な
実
定
法
秩

序
の
哲
学
的
・
人
間
学
的
基
礎
づ
け
と
い
う
仕
事
は
、
よ
り
若
い
世
代
の
新
し
い
任
務
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
善
お
よ
び
そ
こ
に
含
ま
れ
、
生
を
充
足
さ
せ
る
い
っ
さ
い
の
諸
善
の
実
現
が
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
み
ず
か
ら
を
完
成
さ
せ
る
。」(252)

こ
れ
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
依
拠
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
法
原
理
の
根
幹
で

あ
り
、
上
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
展
開
し
た
も
の
が
主
著
の
「
総
論
部
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
半
の
「
特
論
部
」
で
は
、「
私

法
的
な
生
諸
関
係
へ
の
法
原
理
の
適
用
」
が
主
題
と
さ
れ
た
。
主
著
の
五
二
年
版
は
、
特
論
部
の
第
一
部
に
「
個
人
人
格
の
権
利

das
R

echt
der

E
inzelpersönlichkeit

」
と
「
所
有
権
」（「
物
件
に
か
ん
す
る
人
間
人
格
の
権
利
」）
を
、
第
二
部
に
は
「
社
会
的
人

格
権das

gesellschaftliche
Personenrecht

」
と
し
て
契
約
法
、
団
体
法
、
家
族
法
を
配
置
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
の
主
著
の
内
容
編
成
を
、
主
要
な
諸
版
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
八
三
八
年
に
パ
リ
で
出
版
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
（
４３
）

初
版
で
は
、
特
論
部
は
、
第
一
部
が
「
個
人
の
権
利droit

individuel

」
と
題

さ
れ
て
、「
人
間
の
原
権
ま
た
は
自
然
権
」
と
「
所
有
権
」
と
を
扱
い
、
第
二
部
は
「
社
会
の
権
利
（
法
）droit

social

」
と
題
さ

れ
て
、「
契
約
と
黙
約
」
と
「
団
体
の
権
利droit

de
société

」（
団
体
の
権
利
一
般
と
婚
姻
）
と
を
配
し
、
さ
ら
に
第
三
部
が
「
社

会
制
度
の
法
ま
た
は
公
法
に
か
ん
す
る
哲
学
理
論
」
と
題
し
て
、「
社
会la

Société

」、「
国
家
」、「
主
な
社
会
諸
制
度
の
公
法
、
お
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よ
び
そ
れ
ら
の
国
家
と
の
関
係
」
を
扱
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
ご
フ
ラ
ン
ス
語
第
（
４４
）

二
版
（
一
八
四
四
年
）
で
は
、
公
法
を
論
じ
た

右
の
初
版
第
三
部
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
、
ま
た
、
初
版
の
総
論
部
に
置
か
れ
て
い
た
「
法
と
正
義
の
観
念
の
発
展
の
歴
史
」
の
章
が

削
除
さ
れ
た
代
わ
り
に
、
巻
末
に
「
法
の
哲
学
の
歴
史
」
と
題
す
る
概
観
（
古
代
・
キ
リ
ス
ト
教
・
近
代
の
三
節
構
成
）
が
新
た
に

付
加
さ
れ
た
。

初
版
に
あ
っ
た
公
法
部
分
の
全
面
削
除
は
、
第
二
版
の
大
き
な
変
更
点
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン

・
モ
ー
ル
と
の
精
神
的
交
流
に
か
か
わ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
初
版
に
対
す
る
モ
ー
ル
の
書
評
（
一
八
四

〇
年
）
が
、
国
家
の
ポ
リ
ツ
ァ
イ
（＝

内
務
行
政
）
活
動
の
意
義
を
重
視
す
る
国
法
学
者
の
立
場
か
ら
、
法
と
ポ
リ
ツ
ァ
イ
の
関
係

や
国
家
と
社
会
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
ア
ー
レ
ン
ス
の
思
考
フ
レ
イ
ム
に
か
か
わ
る
疑
問
を
提
起
し
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
ア
ー
レ
ン

ス
は
、
そ
の
ご
モ
ー
ル
の
国
法
論
・
ポ
リ
ツ
ァ
イ
論
を
読
ん
で
、「
初
版
は
、
と
く
に
国
法
論
が
不
完
全
で
あ
る
」
と
自
覚
さ
せ
ら

れ
、
第
二
版
で
は
「
全
体
は
ほ
ぼ
二
倍
に
ふ
く
ら
ん
だ
」
け
れ
ど
も
「
自
然
法
的
私
法
だ
け
を
お
も
て
に
出
し
て
い
る
」
と
い
う
結

果
に
な
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
国
家
論
に
か
ん
す
る
作
品
は
別
途
用
意
す
る
つ
も
り
だ
が
、
そ
れ
で
も
第
二
版
で
は
「
国
家
に
か

ん
す
る
詳
細
な
章
の
中
で
、
国
家
と
そ
の
他
の
社
会
諸
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
主
要
論
点
は
す
べ
て
入
れ
て
お
い
た
」（
第
二

版
の
出
版
直
後
の
、
一
八
四
四
年
五
月
八
日
付
の
ア
ー
レ
ン
ス
の
モ
ー
ル
宛
の
書
簡
）
（
４５
）

、
と
。

そ
の
ご
、
主
著
の
第
二
版
で
削
除
さ
れ
た
公
法
部
分
に
相
当
す
る
主
題
を
独
立
し
て
論
じ
た
前
掲
の
『
哲
学
的
・
人
間
学
的
根
拠

に
も
と
づ
く
有
機
的
国
家
論
』（
一
八
五
〇
年
）
の
刊
行
を
経
て
、
そ
の
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
主
著
ド
イ
ツ
語
版
の
内
容
構
成
の

骨
格
は
、
右
の
フ
ラ
ン
ス
語
四
四
年
版
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
者
の
巻
末
の
法
哲
学
史
概
観
は
全
体
の
序
論

部
に
繰
り
込
ま
れ
て
、
初
版
以
来
は
じ
め
て
ド
イ
ツ
の
読
者
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
近
代
の
法
論
・
国
家
論
の
諸
学
派
の
展
望
へ
と
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大
幅
に
拡
充
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
発
展
を
と
げ
た
主
著
は
、
最
終
的
に
は
、
本
格
的
に
「
国
家
論
」
を
も
取
り
込
ん

だ
二
巻
本
『
自
然
法
ま
た
は
法
と
国
家
の
哲
学
。
法
と
文
化
の
倫
理
的
連
関
に
も
と
づ
（
４６
）

い
て
』（
一
八
七
〇
―
七
一
年
）
に
ま
で
拡

大
し
た
。
第
一
巻
は
、「
導
入
部
」（
序
論＝

法
哲
学
の
概
念
、
法
哲
学
の
歴
史
）
と
「
総
論
部
」（
哲
学
的
基
礎
づ
け
、
法
原
理
の

確
定
、
法
諸
関
係
の
構
成
要
素
の
発
展
）
で
構
成
さ
れ
、
第
二
巻
は
「
特
論
部
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
一
編
財
産
法
、
第
二
編
国

家
論
、
第
三
編
国
際
法
か
ら
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
国
家
論
は
、
さ
ら
に
総
論
部
と
特
論
部
に
分
け
ら
れ
、
後
者
は
、
第
一
部
（
憲

法
論
、
国
家
行
政
論
）
と
第
二
部
（
国
家
高
権
の
社
会
法
）
で
編
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
全
二
巻
は
晩
年
の
ア
ー
レ
ン
ス
が
達
成
し

た
壮
大
な
「
法
と
国
家
の
哲
学
」
体
系
の
観
を
呈
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
前
掲
『
自
然
法
論
』
の
構
成
は
、
第
一
巻
で
は
、
権
利
概
念
お
よ
び
適
用
可
能
性
の
演
繹
に
つ
づ
い
て
、

「
根
源
的
権
利U

rrecht

」、「
強
制
権Z

w
angsrecht

」、「
国
法
あ
る
い
は
公
共
体ein

gem
eines

W
esen

に
お
け
る
法
」
を
扱
い
、

第
二
巻
で
は
、
国
法
論
と
し
て
、「
公
民
契
約Staatsbürgervertrag

」、「
民
事
立
法bürgerliche

G
esetzgebung

」（
財
産
契
約
、
所

有
の
諸
原
理
、
刑
事
立
法
）
お
よ
び
「
憲
政
体K

onstitution

」、
以
上
の
三
編
を
配
置
し
、
さ
ら
に
家
族
法
と
国
際
法
・
世
界
市
民

法
を
「
補
論
」
と
し
て
付
加
し
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
権
利
（
法
）
概
念
の
知
識
学
的
演
繹
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
独
自
の
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
二
巻
の
構
成
が
か
な
り
入
り
組
ん
だ
印
象
を
与
え
る
の
は
、
第
二
巻
公
刊
の
準
備
中
に
カ
ン
ト
の
『
人
倫
の
形

而
上
学
』
が
出
現
し
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
同
書
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
的
法
論
は
、
序
論
に
つ

づ
い
て
、「
第
一
部
私
法
」
は
、
一
貫
し
て
「
外
的
な
あ
る
も
の
の
取
得
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
物
権
、
対
人
権
、
家
族
法
、

相
続
、
使
用
貸
借
契
約
な
ど
を
扱
い
、「
第
二
部
公
法
」
は
、
国
家
法
、
国
際
法
、
世
界
市
民
法
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
法
論
は
、
法
律
の
強
制
力
の
根
拠
づ
け
を
出
発
点
と
し
て
お
り
、
形
式
的
に
は
、
所
有
権
を
含
む
私
法
事
項
も
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国
法
論
の
中
に
吸
収
さ
れ
、
家
族
法
が
別
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
ば
あ
い
に
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
「
根
源
的
権
利
」
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
主
著
の
初

版
以
来
、「
個
人
の
権
利
」
と
「
社
会
の
権
利
」、
あ
る
い
は
「
個
人
人
格
の
権
利
」
と
「
社
会
的
人
格
権
」
と
い
う
二
分
法
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、「
人
格
権
」
が
個
人
と
社
会
団
体
と
を
つ
ら
ぬ
き
、
社
会
団
体
と
国
家
と
の
関
係
を
積
極
的
に
問
い
か
け
る
点
が
特

徴
的
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
人
間
の
本
質
」
を
「
人
格
」
と
と
ら
え
、「
根
源
的
人
格U

rpersönlichkeit

」
と
し
て
の
神
と
の
関
係
を
通

奏
低
音
と
し
て
、
人
間
の
天
与
の
「
神
的
に
人
間
的
な
自
然
」
の
自
覚
的
完
成
、「
自�

由�

な�

人�

格�

の
産
出
と
完�

成�

」(192)

を
「
人
間

の
使
命
」
と
み
な
し
た
。
こ
の
根
本
視
点
に
照
応
し
て
、
主
著
の
「
特
論
部
」
は
、
初
版
か
ら
最
終
版
（
右
の
二
巻
本
）
ま
で
一
貫

し
て
「
人
格
権
」
ま
た
は
「
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
基
礎
と
し
て
の
人
格
」
規
定
か
ら
出
発
し
て
い
る
（
最
終
版
で
は
、
第
二
巻
「
特
論

部
」
の
第
一
編
「
財
産
法
」
に
お
い
て
、「
物
権
」
に
先
立
っ
て
置
か
れ
た
「
人
格
財
産
権
」
が
相
当
す
る
）。
以
下
で
は
、
主
に
五

二
年
版
に
即
し
て
人
格
権
論
の
骨
子
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

「
個
人
人
格
の
権
利R

echt
der

E
inzelpersönlichkeit

」
と
し
て
の
人
格
権
は
、「
人
格
、
そ
の
根
本
特
性
、
お
よ
び
そ
の

特
殊
な
諸
側
面
と
諸
属
性
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
て
い
る
い
っ
さ
い
の
諸
権
利
を
包
含
す
る
。」
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
人
格
の

諸
権
利Persönlichkeits-R

echte

」
は
、「
人
間
の
自
然
な
い
し
本
質
に
本
源
的
に
根
拠
を
も
ち
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
存
在
の
条
件

と
し
て
ど
ん
な
外
的
事
実
も
前
提
と
し
な
い
と
い
う
点
で
、
通
常
、
自
然
的
諸
権
利natürliche

R
echte

と
呼
ば
れ
、
本
源
的
、
絶

対
的
諸
権
利
、
あ
る
い
は
基
本
権G

rundrechte

と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
人
格
そ
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れ
自
体
を
否
認
す
る
こ
と
に
等
し
い
。」(345f.)

し
か
し
他
面
で
は
、「
近
年
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
無�

制�

限�

の�

権
利
、
あ
る
い
は
た

ん
な
る
抽�

象�

的�

な�

権
利
と
し
て
理
解
さ
れ
、
個
人
人
格
が
社
会
生
活
・
国
家
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
諸
圏
域
と
有
機
的
に
結
合
し
て
い
る

こ
と
を
無
視
し
て
、
い
っ
さ
い
の
倫
理
的
内
容
、
つ
ま
り
真
に
人
間
的
な
生
諸
目
的
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

法
哲
学
は
、
た
し
か
に
相
対
的
に
自
立
し
て
い
る
と
は
い
え
、
倫
理
学
か
ら
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
権
利
に
対
し
て
同
時
に
諸
目
的
を
示
し
て
、
諸
権
利
が
そ
の
真
の
規
定
と
限
界
と
を
保
持
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
と
り

わ
け
権
利
の
有
機
的
性
質
を
保
つ
こ
と
も
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
格
が
そ
の
諸
権
利
と
と
も
に
、
よ
り
高
次
の
社
会

全
体
と
権
利
全
体
と
に
順
応
し
、
ま
た
、
人
格
の
諸
権
利
が
こ
の
高
次
の
包
括
的
な
生
諸
関
係
を
つ
う
じ
て
受
け
る
修
正
が
説
明
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。」(346)

こ
の
よ
う
に
、
自
然
権
・
基
本
権
と
し
て
の
人
格
権
は
、
倫
理
的
な
生
の
諸
目
的
と
、
し
た
が
っ
て
社
会
全
体
の
生
諸
関
係
と
不

可
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
、
人
格
権
は
つ
ぎ
の
六
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
一
、「
人
間
の
人�

格�

全
体
に

か
か
わ
る
権
利
」、
二
、「
人
間
本
質
の
二
つ
の
構�

成�

要�

素�

で
あ
る
精
神
と
肉
体
に
か
か
わ
る
権
利
」、
三
、「
人
間
人
格
の
根�

本�

属�

性�

に
由
来
す
る
権
利
」、
四
、「
基�

礎�

的�

能�

力�

の
活�

動�

に
か
か
わ
る
権
利
」、
五
、「
人
間
の
社
交
的
な
生
の
有�

機�

的�

一�

体�

性�

に
由
来
す
る

権
利
」、
六
、「
あ
る
人
間
人
格
の
不�

正�

な�

行
為
に
対
す
る
権
利
、
あ
る
い
は
処�

罰�

権�

、
つ
ま
り
、
そ
の
行�

使�

は
当
然
国�

家�

に
帰
属
す

る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
基�

礎�

は
人
格
権
に
お
い
て
立
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」(346f.)

ま
ず
、「
人
格
全
体
に
か
か
わ
る
権
利
」
と
は
、
人
格
に
お
け
る
「
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
、
あ
る
い
は
神
的
な
も
の
と
の

一
体
性E

inheit

」、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
汎
神
論
と
は
峻
別
し
て
「
根
源
的
に
永
遠
の
、
神
に
根
拠
を
も
つ
不
滅
の
も
の
」
と
規
定
し
た
本

源
的
「
一
体
性
」
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
一
体
性
に
お
い
て
、「
ど
ん
な
人
も
皆
、
根
源
的
な
固
有
性U

reigenthüm
lichkeit

を
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具
現
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
永
遠
の
権
利
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
真
の
一
な
る
根
源
的
権
利E

in
U

r-R
echt

は
、
い
っ
さ
い
の
生

諸
関
係
に
お
い
て
注
意
が
は
ら
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
人
格
の
存�

在�

、
産�

出�

、
尊�

重�

、
保�

持�

、
発�

展�

お
よ
び
完�

成�

の
諸
条
件
の

全
体
を
、
そ
れ
ら
の
い
っ
さ
い
の
主
要
な
種
類
と
形
態
に
お
い
て
包
含
し
て
い
る
」(347f.)

と
さ
れ
る
。
人
間
に
固
有
の
特
質
と

し
て
の
「
人
格
」
に
は
、
有
限
性
と
無
限
性
と
が
一
体
化
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
格
の
「
根
源
的
権
利
」
は
人
格
活
動
の
「
諸

条
件
」
の
全
体
に
及
ぶ
と
言
う
の
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
カ
ン
ト
派
が
人
格
を
、
あ
る
目
的
の
た
め
の
た
ん
な
る
手
段
と
し
て
で
は
な
く
「
つ
ね
に
自�

己�

目�

的�

と
し
て
尊

敬
し
扱
う
」
こ
と
を
要
求
し
た
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
人
格
の
「
権
利
の
存
在
」
は
、「
他
人
に
よ
る
承
認
」
と
は
無
関
係
に
、「
人

格
の
直
接
的
な
帰
結
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る(348)

。
し
た
が
っ
て
、
自
分
と
他
人
の
人
格
を
毀
損
す
る
よ
う
な
事
柄
に
か
ん

す
る
同
意
や
契
約
は
無
効
で
あ
る
し
（
刑
罰
威
嚇
説
や
死
刑
へ
の
批
判
）(349)

、
し
か
も
「
高�

い�

神�

的�

な�

生
諸
目
的
」
の
観
点
か

ら
、「
各
人
は
、
ま
ず
自
分
の
個
人
的
生
を
、
社
会
の
な
か
で
自
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
生
活
圏
で
誠
実
に
形
成
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
倫
理
性
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
権
限
に
属
す
る
「
生
活
財
」
の
使
用
に
つ
い
て
も
、「
自
制
」
と
「
同
胞

・
共
同
体
へ
の
配
慮
」
が
要
請
さ
れ
る(350f.)

。

人
格
に
お
け
る
神
的
・
無
限
的
な
生
原
理
は
、「
人
間
に
高
い
理�

性�

の
性
質
を
規
定
」
し
、
こ
の
無
限
の
動
因
か
ら
つ
ぎ
の
性
質

が
生
じ
る
。

第
一
に
、「
人
は
皆
、
自
分
の
尊�

厳�

W
ürde

と
名�

誉�

E
hre

を
も
ち
、
ま
た
、
か
れ
は
、
こ
の
属
性
に
お
い
て
、
尊
厳
と
名
誉
の

あ
る
社
会
成
員
と
し
て
生
き
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
諸
条
件
を
、
他
人
の
側
に
も
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
権
利

と
し
て
の
こ
の
諸
条
件
に
は
、
積
極
的
と
消
極
的
の
両
様
が
あ
る
。」
す
な
わ
ち
、「
一
方
で
は
、
社
会
の
成
員
は
皆
、
互
い
に
ど
の
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人
に
対
し
て
も
、
人
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
敬
意
を
表
さ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
他
方
で
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
で
あ
れ
行
為
に
よ
っ

て
で
あ
れ
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
名
誉
、
ロ
ー
マ
人
が
述
べ
た
、
こ
の
万
人
の
共
有
物res

com
m

unis
om

nium

が
侵
害
さ
れ
た

り
、
名�

声�

が
損
な
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
す
べ
て
を
控�

え�

ね
ば
な
ら
な
い
。」(351)

第
二
に
、「
人
間
に
お
け
る
神
的
な
無
限
の
原
理
は
、
か
れ
の
不
断
の
完�

全�

化�

能�

力�

ま
た
は
完�

全�

化�

可�

能�

性�

の
根
拠
で
も
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
人
は
皆
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
諸
条
件
を
、
自
分
自
身
で
つ
く
り
だ
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ま
た
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
社
会
か
ら
も
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
、
自
分
を
み
ず
か
ら
形
成
す
る
権
利
と
、
形
成
さ
れ
る
権
利
と

の
双
方
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
は
援
助
を
必
要
と
す
る
存
在
者
と
し
て
生
ま
れ
る
か
ら
、
最
初
の
形
成
は
社
会
か
ら
受
け
取

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
社
会
は
、
最
初
は
家
族
を
つ
う
じ
て
後�

見�

権�

を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
、
個
人
と
社

会
と
民
族
の
発
達
を
つ
う
じ
て
、
一
般
的
な
権
利
と
な
る
。
し
か
し
自
己
形
成
は
、
人
間
的
生
を
つ
う
じ
て
不
断
に
前
進
す
る
し
、

社
会
は
、
全
成
員
が
自
立
的
に
い
っ
そ
う
発
展
で
き
る
た
め
の
手
段
を
、
た
え
ず
完
全
に
し
て
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
心
に
か
け
る
べ

き
で
あ
る
。」(352f.)

こ
の
よ
う
に
、
人
格
の
神
的
無
限
性
か
ら
、
人
間
と
し
て
の
「
尊
厳
と
名
誉
」
と
、「
自
己
形
成
」
お
よ
び
そ
の
た
め
の
社
会
的

支
援
を
受
け
る
権
利
を
導
出
す
る
の
に
対
し
て
、
人
格
に
お
け
る
有
限
な
「
個�

人�

原
理
な
い
し
個�

体�

性�

」
か
ら
は
、「
こ
の
個
体
性

の
実
現
と
尊
重
が
依
存
し
て
い
る
諸
条
件
の
全
体
と
し
て
」、
つ
ぎ
の
よ
う
な
権
利
が
す
べ
て
の
人
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る(353-

356)

。
一
、「
あ
る
完�

結�

し�

た�

、
個�

人�

的�

な�

自�

己�

生�

活�

お
よ
び
生
活
領
域
に
対
す
る
権
利
」。
こ
の
領
域
で
は
、「
各
人
は
自
由
に
、
自
分

の
考
え
や
素
質
に
従
っ
て
自
分
の
生
を
形
成
す
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
権
利
は
、
人
間
の
肉
体
と
精
神
の
両
面
に
か
か
わ
り
、「
羞�
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恥�

心�

の
尊
重
に
対
す
る
権
利
」
を
含
ん
で
い
る
。

二
、「
外
的
な
空
間
世
界
」
で
は
、「
自
分
の
住
居
を
侵
害
さ
れ
な
い
こ
と
」。

三
、「
口
頭
で
あ
れ
書
面
で
あ
れ
、
自
分
の
精
神
的
な
伝
達
の
た
め
に
」
手
段
を
選
択
す
る
権
利
。「
信�

書�

の�

秘�

密�

」。「
表�

明�

さ�

れ�

た�

思
想
領
域
に
か
か
わ
る
個
人
権
」
と
し
て
、「
自
分
の
思
想
の
言
語
形�

式�

、
お
よ
び
、
可
能
で
あ
る
限
り
、
自
分
の
聴
衆
ま
た
は

読
者
集
団
を
決
定
し
、
思
想
表
現
お
よ
び
公
表
の
予
定
形
式
は
他
の
形
式
に
変
更
さ
れ
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
」。

四
、「
個
人
人
格
か
ら
流
れ
出
る
所�

有�

権�

」。
こ
れ
は
「
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
の
で
、
第
二
編
で
特
別
に
論
究
さ
れ
る
。」

五
、「
自
分
の
素
質
と
好
み
に
最
も
適
合
し
た
職�

業�

を
自
由
に
選
ぶ
権
利
」。
各
人
は
そ
の
た
め
の
能
力
を
育
成
す
る
権
利
を
有
し

て
い
る
し
、「
国
家
は
、
教
育
訓
練
施
設
が
素
質
と
才
能
を
喚
起
し
て
職
業
選
択
が
容
易
に
な
る
よ
う
に
、
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」「
職
業
の
行
使
」
は
、「
す
べ
て
の
職
業
身
分
の
真
の
組�

織�

化�

を
目
的
と
し
て
全
国
民
同
胞
に
均
等
に
規
定
さ
れ
る
制
約
を

除
い
て
、
ど
ん
な
制
約
も
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
閉
鎖
的
な
ツ
ン
フ
ト
や
世
襲
官
職
は
、
こ
の
自
然

的
な
職
業
権
と
は
相
容
れ
な
い
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
ど
こ
で
も
全
面
的
ま
た
は
大
部
分
廃
止
さ
れ
た
。」

六
、「
遺�

言�

の�

権�

利�

」�

。「
人
は
皆
、
自�

分�

の�

物
財
に
つ
い
て
は
、
存
命
中
に
贈
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
死�

亡�

の�

ば�

あ�

い�

で
も
自
由
に
処
分
す
る
権
利
を
有
す
る
。」「
あ
る
人
の
権
利
は
す
べ
て
、
そ
の
人
の
死
と
と
も
に
失
効
す
る
か
ら
、
遺
言
指
定

権
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
、
と
く
に
カ
ン
ト
派
に
よ
る
批
判
は
、
誤
っ
た
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
人
は
死

ん
だ
後�

に
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
世
で
の
生
活
に
か
ん
し
て
は
、
も
は
や
ど
ん
な
権
利
も
な
い
と
仮
に
認
め
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
か
れ
が
存�

命�

中�

に�

、
自
分
が
死
ん
だ
と
き
の
た�

め�

に�

自
分
の
物
財
に
つ
い
て
指
定
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と

は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
の
主
な
作
用
は
、
も
ち
ろ
ん
死
後
に
は
じ
め
て
現
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
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こ
の
行
為
自
体
を
法
的
に
廃
棄
し
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
行
為
の
作
用
は
、
通
常
、
死�

を�

超�

え�

て�

は
る

か
に
遠
く
ま
で
及
び
、
そ
の
広
範
な
作
用
は
さ
ま
ざ
ま
に
未
来
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
す�

べ�

て�

の�

人
間
行
為
の
、

と
り
わ
け
、
よ
り
普
遍
的
な
目
的
の
追
求
に
向
け
ら
れ
た
行
為
の
本
質
な
の
で
あ
る
。」「
一
般
に
自
然
的
な
私
的
権
利
を
認
め
な
い

理
論
に
と
っ
て
は
、
相
続
権
や
遺
言
指
定
権
の
効
力
を
否
認
す
る
こ
と
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
の
人
格
を
尊
重
し

て
、
私
的
所
有
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
由
な
処
分
権
と
を
是
認
す
る
理
論
が
、
も
し
遺
言
指
定
権
を
、
し
か
も
上
述
の
よ
う
な
根
拠

薄
弱
な
理
由
で
否
定
す
る
な
ら
ば
、
矛
盾
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
遺
言
指
定
権
は
、
も
し
禁
止
さ
れ
る
な
ら
ば
、
非
常
に
た
や

す
く
別
の
形
態
へ
、
つ
ま
り
用
益
権
を
留
保
し
た
贈
与
へ
転
換
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
事
実
か
ら
考
え
れ
ば
、
遺
言
指
定
権
は
一
般

に
個
人
的
な
個
体
性
と
自
由
と
い
う
も
の
の
本�

質�

に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。」

以
上
の
六
種
の
権
利
が
、
人
格
の
個
体
性
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
も
別
途
追
跡
す
る
こ

と
に
し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
、
所
有
権
が
個
人
人
格
権
か
ら
直
接
派
生
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て

お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
所
有
は
生
の
維
持
に
必
要
な
物
質
的
条
件
と
し
て
人
格
の
原
権
か
ら
導
出
さ
れ
、
こ
の
目
的
論
的
規
定

に
よ
っ
て
私
的
所
有
の
制
限
と
い
う
重
大
な
論
点
が
帰
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

三

第
二
に
、
人
間
本
質
の
二
つ
の
構�

成�

要�

素�

と
し
て
の
「
精
神
と
肉
体
に
か
か
わ
る
権
利
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
、「
生�

命�

の�

た�

め�

の�

普�

遍�

的�

な�

権�

利�

」
と
し
て
、「
胎
児
の
権
利
」（
堕
胎
の
禁
止
と
経
済
的
扶
助
）、
死
後
も
「
遺�

骸�

に
な
お
長
く
と
ど
ま
る
生
命

の
姿�

」
に
対
し
て
払
わ
れ
る
敬
意
が
例
示
さ
れ
る
。
ま
た
、「
生
命
の
た
め
の
権
利
は
、
人
間
の
存
在
に
と
っ
て
不
可
欠
な
諸
条
件

の
全
体
を
包
含
」
し
、「
生
命
の
保
存
」
は
「
自
分
の
生
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
一
条
件
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
破
壊
、
つ
ま
り
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「
自
殺
」
は
「
自
分
自
身
に
対
し
て
不
正
を
犯
す
」
こ
と
に
な
る
と
説
明
さ
れ
る(357ff.)

。
そ
の
う
え
で
、
人
間
の
「
精
神
的
諸
力

の
行
使
」
を
可
能
に
す
る
「
諸
条
件
」
と
し
て
、
以
下
の
諸
権
利
が
列
挙
さ
れ
る(360f.)

。

一
、「
教�

え�

を�

受�

け�

教�

育�

を�

受�

け�

る�

権�

利�

」。

二
、
生
涯
を
つ
う
じ
て
「
自�

己�

形�

成�

」
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
「
積�

極�

的�

お
よ
び
消�

極�

的�

な�

諸
条
件
を
社
会
の
側
に
要
求
す
る
」

権
利
。
そ
れ
は
、「
新�

聞�

、
書�

籍�

出�

版�

、
図�

書�

館
・
美�

術�

館
、
社
交
・
教
育
団
体
」
な
ど
、「
人
々
の
相
互
交
流
を
維
持
し
盛
ん
に
す

る
も
の
す
べ
て
」
に
具
現
さ
れ
る
。

三
、
成
人
と
し
て
、「
思
考
・
感
情
・
意
志
の
精
神
的
諸
能
力
を
行�

為�

で�

表�

す�

権
利
」、
す
な
わ
ち
、「
口
頭
演�

説�

お
よ
び
文�

書�

・

印�

刷�

物�

に
よ
っ
て
思�

想�

を
自�

由�

に�

表�

現�

す�

る�

権
利
」、「
贈
与
と
遺
言
指
定
の
権
利
」、「
自
分
の
生
活
と
仲
間
団
体
の
生
活
に
お
い

て
、
自
分
の
意�

志�

を
自
由
に
行
為
で
表
す
権
利
」（
自
由
お
よ
び
結
社
の
権
利
は
後
述
）。

四
、「
余�

暇�

、
と
く
に
精
神
的
に
も
緊
張
を
要
求
す
る
肉
体
労
働
に
か
ん
し
て
、
休�

息�

と
休�

養�

の
時
間
を
与
え
ら
れ
る
権
利
」。「
国

家
は
、
宗
教
上
の
配
慮
と
精
神
生
活
一
般
の
た
め
に
、
法
律
で
こ
れ
ら
の
休
息
日
を
定
め
、
遵
守
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

一
方
、
人
間
の
肉
体
が
要
求
す
る
諸
条
件
は
、「
社
会
的
な
規
則
や
制
度
に
よ
っ
て
、
肉
体
の
維
持
と
健
康
が
損
な
わ
れ
な
い
だ

け
で
な
く
、
肉
体
が
力
強
く
発
達
す
る
可
能
性
を
も
つ
」
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
ア
ー
レ
ン
ス
が
批
判
す
る
の
は
、
身
体
や
健

康
を
む
し
ば
む
よ
う
な
刑
罰
、「
健�

康�

を�

損�

な�

う�

よ�

う�

な�

食�

餌�

と
住�

居�

」、「
と
り
わ
け
工
場
に
お
け
る
、
成
人
と
児
童
の
長�

時�

間�

労�

働�

」
で
あ
る(362f.)

。
こ
の
最
後
の
点
に
対
し
て
は
、「
近
年
、
た
い
て
い
の
国
が
保
護
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
と
く
に
児
童
お
よ

び
若
年
労
働
者
の
労
働
時
間
の
上
限
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
工
場
で
は
成
人
の
労
働
は
大
部
分
、
児
童
の
協
働
に
依
存
し
て
い

る
た
め
、
間
接
的
に
は
成
人
の
労
働
時
間
に
と
っ
て
も
標
準
に
な
る
も
の
で
あ
る
。」
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ス
が
注
記
し
て
い
る
の
は
、
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イ
ギ
リ
ス
で
一
八
四
八
年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
、
十
八
歳
未
満
の
一
〇
時
間
労
働
日
制
（
週
五
八
時
間
）
と
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
諸
国
に
お
け
る
先
行
事
例
と
し
て
、「
就
学
の
義�

務�

づ�

け�

」
に
よ
る
児
童
労
働
の
実
質
的
制
限
で
あ
る(363)

。
ま
た
、

そ
の
脚
注
で
「
労
働
者
問
題
に
つ
い
て
、
と
く
に
」
参
照
指
示
さ
れ
た
『
若
年
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
つ
い
て
』（
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
、
一
八
四
三
年
）
の
著
者
Ｅ
・
デ
ィ
ク
ペ
テ
ィ
オ
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
研
究
仲
間
の
一
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
労
働
者
問
題
」
を
背
景
と
し
た
「
身
体
的
健
康
の
た
め
の
積�

極�

的�

諸
条
件
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、「
国
家

が
教
育
の
中
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
体�

育�

施
設
、
と
り
わ
け
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
手
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
浴
場
施
設
、
そ
し
て

と
く
に
、
貧
し
い
労
働
階
級
の
た
め
の
、
よ
り
よ
い
健
康
的
な
住�

宅�

」
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
う
し
た
住
宅
の
供
給

は
「
何
よ
り
も
ま
ず
私
的
団
体
の
任
務
で
あ
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
側
か
ら
の
補
助
金
ま
た
は
保
証
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
は
特
定
の

ば
あ
い
に
限
る
べ
き
だ
」
と
考
え
て
い
る(363)

。
そ
の
う
え
で
、「
そ
の
よ
う
な
大
規
模
な
住
宅
群
、
い
わ
ゆ
る
労
働
者
居
住
地
区

A
rbeiter-V

iertel

が
、
周
知
の
よ
う
に
近
年
、
パ�

リ�

、
ブ�

リ�

ュ�

ッ�

セ�

ル�

、
そ
し
て
ベ�

ル�

リ�

ン�

で
建
設
さ
れ
た
。
こ�

の�

よ�

う�

な�

、
実
際

に
有
益
で
、
精
神
と
道
徳
の
修
養
を
容
易
に
す
る
方
向
で
、
さ
ら
に
も
っ
と
多
く
の
こ
と
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」

(363A
nm

.)

と
、
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
精
神
と
肉
体
に
か
か
わ
る
基
本
権
を
列
挙
し
た
う
え
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
不
完
全
な
社
会
状
態
」
に

お
い
て
生
命
・
心
身
・
財
産
を
自
力
で
守
る
「
自
力
救
済Selbsthülfe

」
と
「
自
衛Selbstvertheidigung

」
の
権
利
、
す
な
わ
ち

「
緊
急
権N

othrecht

」
と
「
正
当
防
衛N

othw
ehr

」
あ
る
い
は
「
衡
平B

illigkeit

」
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。
（
４７
）

別
稿
で
み
た
よ

う
に
、
カ
ン
ト
は
、「
法
」
の
外
的
・
形
式
的
規
定
に
も
と
づ
き
、
合
法
性
基
準
に
徹
し
よ
う
と
し
た
か
ら
、「
緊
急
権
」
は
「
法
の

な
い
強
制
」
と
し
て
、「
衡
平
」
は
「
強
制
の
な
い
法
」
と
し
て
、
と
も
に
法
と
し
て
は
「
曖
昧
な
」
も
の
と
み
な
し
て
形
而
上
学
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的
法
論
か
ら
排
除
し
た
が
、「
権
利
が
争
わ
れ
て
い
る
の
に
決
定
を
下
す
裁
判
官
が
み
つ
か
ら
な
い
」
と
カ
ン
ト
が
呼
ん
だ
こ
れ
ら

の
事
態
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
法
律
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
、
社
会
の
法
状
態
」
で
は
な
い
「
不
完
全
な
社
会
状
態
」
に
お

け
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
現
実
主
義
的
に
受
け
と
め
る
。

そ
の
ば
あ
い
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
「
決
定
的
な
動
因
」
と
し
て
強
調
す
る
の
は
、「
人
間
の
社
会
に
お
い
て
は
、
権�

利�

と
い
う
も
の

は
、
法�

律�

の
形�

式�

で
実
現
さ
れ
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
点
で
あ
る
。「
法
律
が
、
権
利
の
形
式
的
・
社
会
的
な
要
因

で
あ
り
、
同
時
に
、
す
べ
て
の
順
調
な
法
発
展
と
社
会
の
存
続
そ
の
も
の
と
を
保
護
す
る
原
理
で
あ
る
。」「
自
然
に
お
い
て
は
、
形

式
は
事
物
の
本
質
か
ら
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
の
と
同
様
に
、
…
…
社
会
的
な
生
諸
関
係
に
お
い
て
も
、
形
式
は
法
内
容
に
と
っ
て

本
質
的
で
あ
る
。」
し
た
が
っ
て
、「
権
利
を
法
律
の
形
式
に
お
い
て
も
保
存
し
維
持
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
法
義
務
で
あ
る
。」

(365)こ
う
い
う
見
地
に
立
て
ば
、
人
格
権
の
実
質
的
な
保
障
と
法
形
式
の
確
保
と
の
調
整
が
問
題
に
な
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
緊
急

権
」
を
自
然
権
的
に
認
め
る
の
で
は
な
く
、
法
形
式
を
重
視
し
つ
つ
、
生
存
権
の
実
質
的
実
現
を
志
向
す
る
。「
人
は
皆
、
国
家
に

お
い
て
、
生
命
を
保
存
す
る
の
に
不
可
欠
な
諸
条
件
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
国
が
、
こ
の
た
め
に

も
救
貧
制
度
の
組
織
化
を
つ
う
じ
て
配
慮
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
諸
国
が
た
と
え
、
こ
う
し
た
非
常
事
態
に
お
け
る
特
別
の
理
由
か

ら
、
自
然
権
を
、
同
時
に
法
律
に
よ
っ
て
、
正�

式�

の�

権
利
と
し
て
承
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ

る
。」
し
か
し
、
困
窮
者
が
空
腹
の
た
め
に
盗
み
を
働
く
ば
あ
い
は
、「
実
際
の
人
権
が
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
ず
、
保
護
さ
れ
な

い
」
ケ
ー
ス
で
あ
る
。(364)

こ
れ
ま
で
「
た
い
て
い
の
自
然
法
論
者
は
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は
い
わ
ゆ
る
緊�

急�

権�

を
想
定
し
、
生
命
を
保
存
す
る
生
得
的
な
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権
利
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
だ
け
で
満
足
し
て
き
た
。」
し
か
し
右
の
よ
う
に
「
法
律
の
形
式
」
を
重
視
す
れ
ば
、「
困
窮

者
、
空
腹
で
苦
し
ん
で
い
る
者
は
、
法
的
に
は
、
法
律
で
指
示
ま
た
は
許
容
さ
れ
た
形
式
で
の
み
、
公
私
の
支
援
組
織
に
救
援
を
求

め
て
よ
い
と
、
わ
れ
わ
れ
は
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
い
。」「
残
念
な
が
ら
、
実
際
に
は
支
援
が
十
分
で
な
い
こ
と
が
珍
し
く
な
い
」
か

ら
、
そ
の
意
味
で
は
「
困
窮
者
は
実�

質�

的�

な�

不
正ein

m
aterielles

U
nrecht

を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
が
、
社
会
の
不
完
全
な
状

態
で
は
不�

運�

と
み
な
し
て
耐
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
少
な
く
な
い
」
し
、「
こ
う
し
た
状
態
を
法
律
上
で
も
完
全
に
す
る
よ
う
に
努

力
す
る
ほ
か
は
な
い
」
か
ら
、「
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
不�

運�

と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」(365f.)

し
か
し
他
方
で
、「
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
衡�

平�

の
原
理
が
立
ち
現
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
個�

別�

の�

事�

件�

で
形�

式�

的�

な�

権�

利�

ま
た
は
法
律
を
実�

質�

的�

な�

権�

利�

と�

で�

き�

る�

だ�

け�

調�

整�

す�

る�

こ�

と�

が
問
題
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
ど
こ
で
も
こ
の
原
理
が
適
用
さ
れ

る
。」
だ
か
ら
、「
裁
判
所
の
判
決
は
、
た
い
て
い
の
ば
あ
い
、
非
常
に
軽
い
刑
罰
を
科
し
、
帰
責
無
能
力
と
い
う
犯
罪
捜
査
学
的
原

則
に
よ
っ
て
無
罪
を
宣
告
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
の
で
あ
る
。」(366)

つ
ま
り
、
不
法
行
為
の
厳
格
な
認
定
を
前
提
に
し
な
が

ら
、「
衡
平
の
原
理
」
が
実
質
的
に
救
済
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

一
方
、「
自
衛
の
権
利
」
と
し
て
の
「
正
当
防
衛
」
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
条
件
つ
き
で
認
め
て
い
る
。「
人
が
、

自
分
の
生
命
に
お
い
て
で
あ
れ
、
自
分
の
道
徳
的
ま
た
は
物
質
的
財
産
に
お
い
て
で
あ
れ
、
違
法
な
攻
撃
者
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
、

し
か
も
法
律
に
よ
る
保
護
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」
に
は
、「
人
は
皆
、
一
般
に
権
利
と
法
律
の
状
態
を
保
存
す
る
た
め

に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
自
身
の
た
め
に
も
、
攻
撃
に
対
し
て
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
ど�

う�

し�

て�

も�

必�

要�

な�

あ
ら
ゆ
る
手
段
で
そ
れ
を
退
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
が
正�

当�

防�

衛�

の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
当
防
衛
の
行
使

は
、
そ
れ
が
合�

法�

的�

で
あ
る
た
め
に
は
、
つ
ぎ
の
諸
条
件
に
服
す
る
。」
す
な
わ
ち
、「
そ
の
攻
撃
が
違�

法�

で
あ
る
」
こ
と
、「
人
格
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（
生
命
、
健
康
ま
た
は
名
誉
、
ま
た
は
所
有
に
お
け
る
）
の
侵
害
の
危
険
が
直�

接�

的�

で
切�

迫�

し
て
お
り
、
即�

時�

の�

救
援
が
不
可
欠
で

あ
る
」
こ
と
、「
正
当
防
衛
は
攻
撃
に
つ�

り�

合�

っ�

た�

も
の
で
あ
る
」
こ
と
で
あ
り
、「
正
当
防
衛
で
死�

亡�

さ�

せ�

る�

こ�

と�

を
直
接
意�

図�

し

て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
道
徳
的
な
良
心
問
題
」
で
あ
る
と
言
う(366f.)

。

そ
れ
に
つ
づ
け
て
「
革�

命�

の�

問
題
」
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
唐
突
な
印
象
を
与
え
る
が
、
こ
れ
は
、「
基
本
法
ま
た
は
憲

法
体
制
の
暴
力
的
転
覆
」
だ
け
で
な
く
、「
個
人
ま
た
は
民
族
の
人
格
の
政
治
的
諸
権
利
の
違
法
な
侵
害
」
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
、

こ
こ
で
も
「
法�

律�

の
形�

式�

が
社
会
と
あ
ら
ゆ
る
自
然
に
か
な
っ
た
発
展
と
を
守
護
す
る
基
礎
要
因
で
あ
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

「
法
の
真
の
原
理
は
、
現
存
す
る
法
律
の
尊
重
を
あ�

ら�

ゆ�

る�

面�

か�

ら�

要
求
す
る
の
で
あ
り
、
基
本
法
ま
た
は
個
別
法
の
変
更
は
、
法

律
上
そ
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
権
力
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
と
い
う
要
求
に
も
、
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
。」「
病
的
な
社
会
状
態
を

ひ
き
お
こ
す
権�

利�

な
ど
と
い
う
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
も
し
そ
う
な
っ
た
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
を
で
き
る
だ

け
早
急
に
再
び
法
的
状
態
へ
移
行
さ
せ
、
法
的
な
制
度
と
形
式
を
つ
う
じ
て
、
そ
う
し
た
状
態
が
再
来
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配

慮
す
る
権
利
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。」(367f.)

こ
う
述
べ
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
真
意
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
脚
注
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
革
命
あ
る
い
は
暴
力
的
抵

抗
の
権�

利�

は
存
在
し
な
い
と
い
う
、
こ
の
考
え
方
は
、
た
し
か
に
ベ
ル
ギ
ー
で
、
ま
た
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
で
（
一
八
四
六
年
六
月
の

R
evue

indépendante)

、
た
び
た
び
否
認
さ
れ
た
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
、
革
命
の
結
果
と
し
て
は
、
幾
多
の
害
悪
と
並
ん
で
客
観

的
な
善
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
し
、
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー

派
の
抽
象
的
で
個
人
主
義
的
な
誤
っ
た
法
・
国
家
論
に
起
因
し
て
い
る
、
革
命
と
反
乱
の
法
理
論
の
全
体
が
、
学
問
的
に
終
止
符
を

打
た
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、
実
践
が
よ
り
よ
い
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
ま
ち
が
い
な
く
今
が
そ
の
と
き
で
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あ
る
。」(368f.

A
nm

.)

こ
れ
が
五
二
年
時
点
で
の
ア
ー
レ
ン
ス
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。「
法
律
上
の
根
拠
を
も
つ
国
家
市
民
の
諸
権

利
の
国
家
権
力
に
よ
る
明
白
な
侵
害
に
対
す
る
抵
抗
は
、
暴
力
的
な
も
の
は
法
に
よ
っ
て
つ
ね
に
否
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
暴
力
的

な
も
の
に
な
ら
な
い
ば
あ
い
、
ど
の
程
度
ま
で
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
領
域
で
は
私
法
的
な
正
当
防

衛
の
類
推
は
適
用
で
き
な
い
か
ら
、
国
法
学
と
政
治
学
が
立
ち
入
っ
て
論
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」(369)

四

第
三
の
考
察
対
象
は
、「
人
間
人
格
の
根
本
属
性
に
か
ん
す
る
権
利
」
で
あ
る
。
こ
の
根
本
属
性
と
は
、「
平�

等�

と
不�

平�

等�

、

自�

由�

お
よ
び
社�

交�

性�

」
で
あ
る
。「
平
等
と
不
平
等
に
は
、
人
間
お
よ
び
人
間
の
生
活
状
態
の
客�

観�

的�

な�

本�

質�

と
存
在
が
表
現
さ

れ
、
自
由
に
は
個
人
的
な
生
活�

動�

が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
最
高
の
包
括
的
な
仕
方
で
人
間
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
社
交
性

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
由
を
用
い
て
人
間
の
生
活
の
な
か
で
法
的
・
道
徳
的
な
組
織
体
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
、
不
可
避
的
な
さ
ま

ざ
ま
な
不
平
等
も
相
互
的
な
補
完
に
よ
っ
て
再
び
高
次
の
一
体
性
に
お
い
て
調
停
さ
れ
る
絆�

で
あ
る
。」(369)

こ
の
よ
う
に
、
平
等
と
不
平
等
・
自
由
・
社
交
性
を
人
格
の
根
本
属
性
と
と
ら
え
る
見
方
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
過
去
の

版
か
ら
の
補
訂
経
緯
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
わ
た
く
し
の
法
哲
学
の
最
初
の
二
つ
の
版
で
は
、
人
格
の
根
源
的
権
利
と

並
ん
で
、
特
殊
な
個
人
的
諸
権
利
の
す
べ
て
を
こ
れ
ら
三
つ
の
根
本
本
質
に
還
元
し
た
。
わ
た
く
し
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

フ
ラ
ン
ス
の
読
者
の
た
め
に
叙
述
を
で
き
る
だ
け
単
純
化
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
類
は
、
や
は
り
た
ん

に
形
式
的
で
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
一
八
四
八
年
の
第
三
版
で
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
。」
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
シ
ャ
リ
ボ
イ

ス(C
halybäus)

が
一
八
五
〇
年
の
『
思
弁
倫
理
学
の
体
系
』
に
お
い
て
、
こ
の
三
分
類
法
を
採
用
し
つ
つ
、
レ
ー
ダ
ー(K

arl
D

avid

A
ugust

R
öder,

1806-1879)

の
「
ク
ラ
ウ
ゼ
に
依
拠
し
た
十
四
を
下
ら
な
い
細
分
類
」
に
言
及
し
て
い
る
点
を
紹
介
し
て
、「
権
利
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を
さ
ま
ざ
ま
な
主
要
な
諸
関
係
に
応
じ
て
規
定
し
た
」
点
に
「
レ
ー
ダ
ー
の
功
績
」
を
認
め
、「
権
利
を
た
ん
に
形
式
的
に
し
か
と

ら
え
な
い
者
は
、
最
も
一
般
的
な
形
式
的
分
類
を
好
む
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て(370

A
nm

.)

、
生
活
世
界
の
「
諸
関
係
」
に
お
け
る

多
様
な
諸
権
利
の
分
岐
状
況
へ
の
目
配
り
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
初
版
の
特
論
部
の
第
一
部
「
個
人
の
権
利
」
の
第
一
章
「
人
間
の
原
権
ま
た
は
自
然
権
」
は
、
導
入
部(pp.

121-

124)

に
つ
づ
い
て«l’égalité»,

«la
liberté»,

«la
sociabilité

ou
faculté

d’association»

の
三
属
性
を
論
じ(pp.

124-153)

、
こ
れ

に
「
正
当
防
衛légitim

e
défense

の
権
利
」(pp.

153-158)

と
「
私
生
活
の
尊
重
」(pp.

159-160)

が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

第
二
版
で
は
、
導
入
部
に
「
人
格
の
権
利
に
つ
い
て
」
と
い
う
標
題
を
付
し
、
右
の
付
加
部
分
二
項
目
の
順
序
を
入
れ
替
え
た
ほ
か

は
、
初
版
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
主
に
検
討
し
て
い
る
五
二
年
版
（
四
六
年
の
ヴ
ィ
ル
ク
訳

を
除
い
て
、
著
者
自
身
に
よ
る
仏
独
通
算
第
四
版
）
で
は
、
個
人
の
人
格
権
は
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
た
だ
、
こ
こ

で
の
「
人
格
の
根
本
属
性
に
か
ん
す
る
権
利
」
と
し
て
は
、
依
然
と
し
て
平
等
・
自
由
・
社
交
性
の
三
つ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
三
属
性
に
か
ん
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
解
釈
を
追
跡
し
よ
う
。

（
一
）
平
等
と
不
平
等

ま
ず
、「
平�

等�

の
根
拠
」
は
、
人
格
に
お
け
る
「
無�

限�

の�

神�

的�

な�

、
理�

性�

に
反
映
し
て
い
る
原�

理�

」
で
あ
り
、「
不�

平�

等�

の
源
泉
」

は
「
有
限
な
個�

体�

性�

」
で
あ
る
と
言
う(370)

。「
人
間
の
平
等
は
、
い
っ
さ
い
の
基
礎
的
才
能
と
能�

力�

に
示
さ
れ
、
す
べ
て
の
人
々

に
同
じ
高
い
神
的
な
生�

活�

目�

的�

を
指
示
し
、
神
の
前
に
平
等
で
あ
る
す
べ
て
の
人
々
を
、
人
類
〔
あ
る
い
は
人
間
性
〕
の
一
体
性
に

お
い
て
も
統
合
す
る
」
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
「
人
類
が
、
各
人
が
永
遠
に
自
分
の
心
の
な
か
に
抱
く
原
像U

rbild

で
あ
る
。」
こ
の

「
人
類
の
原
像
は
、
ど
の
人
に
も
生
き
て
お
り
、
運
動
す
る
」。
つ
ま
り
、「
共
感Sym

pathie

の
感
情
で
心
を
動
か
し
、
高
潔
な
行
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為
に
は
っ
き
り
と
表
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
人
類
の
仲
間
の
な
か
で
無
知
、
幻
惑
あ
る
い
は
不
運
に
よ
っ
て
道
を
誤
り
、
孤
独
な

利
己
主
義
の
道
に
踏
み
入
っ
た
人
々
を
人
類
が
た
え
ず
連
れ
戻
す
絆
で
あ
り
つ
づ
け
る
。」(371)

こ
の
原
像
は
、「
す
べ
て
の
人
々

を
人
類
の
前
に
平
等
に
す
る
。」(372)

「
ど
の
人
に
も
、
全
員
の
一
体
性
、
共
同
性
、
そ
し
て
連
帯
性
を
基
礎
づ
け
る
神
的
原
理
が
存
し
て
い
る
。
人
類
に
お
け
る
、
そ

し
て
と
り
わ
け
神
に
お
け
る
こ
の
共
同
性
の
理
念
は
、
真
の
平
等
の
感
覚
を
社
会
の
な
か
に
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」(372)

平
等

は
、「
人
々
に
と
っ
て
一
般
に
こ
の
世
で
必
要
な
相
互
の
援
助
や
支
援
の
条
件
で
あ
る
共
感
の
雰
囲
気
を
、
か
れ
の
ま
わ
り
に
ひ
ろ

め
る
理
念
で
あ
り
感
情
で
あ
る
。」
神
的
原
理
は
、「
時
間
と
空
間
に
お
い
て
は
た
し
か
に
完
全
な
平
等
と
し
て
は
決
し
て
表
れ
な
い

が
、
す
べ
て
の
人
々
を
同
列
に
置
き
、
全
員
の
あ
い
だ
で
援
助
と
助
力
へ
の
義
務
づ
け
を
つ
う
じ
て
連
帯
の
絆
を
結
び
合
わ
せ
る
。

個�

体�

性�

の
原
理
か
ら
は
、
時
間
的
な
現
象
の
な
か
で
人
々
の
必
然
的
な
多
様
性
が
生
ま
れ
る
か
ら
、
こ
の
個
体
性
の
原
理
は
、
人
々

の
平
等
の
永
遠
の
根
拠
で
あ
る
一�

体�

性�

の
原
理
と
結
合
さ
れ
て
、
後
者
の
原
理
の
社
会
へ
の
適
用
に
お
い
て
は
、
時
間
と
場
所
、
時

代
と
文
化
段
階
、
人
間
の
い
っ
さ
い
の
自
然
的
多
様
性
に
応
じ
て
後
者
の
原
理
を
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
平
等
が
存
続

し
う
る
と
こ
ろ
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
個
人
的
な
要
素
を
破
壊
す
る
こ
と
な
し
に
、
平
等
は
、
理
性
に
よ
っ
て
人
類
の
原
像
に
照

ら
し
て
疑
い
え
ぬ
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
た
権
利
を
、
優
先
さ
せ
る
の
で
あ
る
。」(373)

こ
の
よ
う
に
、
人
々
の
相
互
支
援
の
前
提
条
件
は
「
共
感
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
み
だ
す
も
の
が
平
等
の
「
理
念
と
感
情
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
人
の
心
に
も
内
在
す
る
「
人
類
の
原
像
」
の
は
た
ら
き
に
よ
る
の
だ
と
言
う
。
で
は
、
人
類
あ
る
い
は
人
間

性
の
原
像
が
否
定
で
き
ぬ
も
の
と
し
て
承
認
す
る
権
利
と
は
何
か
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
平
等
に
か
ん
す
る
権�

利�

は
、

人
々
の
権
利
諸
関
係
の
た
め
の
基
礎
諸
形
式
を
規
定
す
る
外�

形�

的�

な�

法
的
平
等
で
し
か
あ
り
え
な
い
。」
そ
の
実
質
内
容
を
問
う
な
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ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
表
さ
れ
る
。「
一�

般�

的�

に
、
人
間
の
平
等
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
要
求
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
は
す
べ
て

の
人
々
の
た
め
に
等
し
く
、
一
般
的
で
同
等
の
人
間
的
発
展
お
よ
び
使
命
が
依
存
し
て
い
る
諸�

条�

件�

、
つ
ま
り
、
各
人
が
人�

間�

と
し

て
生
き
、
ま
た
自
分
の
才
能
を
自
立
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
各
人
に
可
能
に
す
る
よ
う
な
諸�

条�

件�

を
、
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
こ
れ

で
あ
る
。」(373)

こ
の
よ
う
な
諸
条
件
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
上
述
の
「
人
間
人�

格�

お
よ
び
そ
の
二
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
精�

神�

と
肉�

体�

に
か
ん
す
る
本�

源�

的�

諸�

権�

利�

が
承
認
さ
れ
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
る
。」
し
か
し
、「
法
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
は
、
全
員
の
た
め
に
、
一
般
的
な
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
各
人
が
人
間
社
会
の
な
か
で
自�

分�

の�

活
動
に
よ
っ
て
、
自

分
の
生
と
人
間
的
発
達
に
必
要
な
個
別
的
な
精
神
的
・
物
質
的
な
諸
財
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
可�

能�

性�

を
与
え
る
こ
と

を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
子�

ど�

も�

や
障�

碍�

者�

の
よ
う
に
、
諸
個
人
に
よ
っ
て
は
、
自
分
で
ま
か
な
う
べ
き
こ
の
諸
条
件

が
充
足
さ
れ
え
な
い
ば
あ
い
に
の
み
、
法
は
、
家
族
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
お
よ
び
国
家
と
い
う
集
合
人
格
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
特
別
の

目
的
諸
団
体
に
よ
っ
て
、
そ
れ
な
し
で
は
人
間
的
な
法
的
平
等
の
本
質
的
な
要
求
が
充
た
さ
れ
な
い
よ
う
な
援
助
と
支
援
が
与
え
ら

れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」(373f.)

こ
う
し
て
、
人
間
と
し
て
の
自
立
的
な
生
を
、
全
員
に
等
し
く
可

能
に
す
る
前
提
条
件
、
そ
の
共
同
的
創
出
が
、「
法
的
平
等
」
と
い
う
形
式
原
理
が
担
っ
て
い
る
実
質
的
な
意
味
な
の
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

歴
史
的
に
ふ
り
か
え
れ
ば
、「
自
然
的
、
客
観
的
な
存
在
・
生
諸
関
係
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
不�

平�

等�

」
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

で
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
が
、
宗
教
と
道
徳
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
た
法
的
平
等
と
い
う
高
い

理
念
は
、
こ
う
し
た
不
平
等
を
ま
す
ま
す
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。」
こ
う
述
べ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
「
法
的
平
等
が
要
求
す

―１６３（４６）―

ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
生
の
条
件
と
人
格
権



る
」
事
項
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、「
私
法
」
に
お
い
て
は
、
法
の
前
の
平
等
、
家
族
に
お
け
る
夫
婦
の
平
等
、
お
よ
び
子
ど
も
相
互

の
平
等
（
性
・
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
）、
所
有
権
に
お
け
る
課
税
や
特
権
に
か
ん
す
る
優
遇
措
置
の
廃
止
で
あ
り
、「
公
法
」
に
お
い

て
は
、「
政
治
的
平
等
」、
つ
ま
り
、
一
方
で
、「
す
べ
て
の
国
家
市
民
が
国
家
に
対
し
て
平�

等�

な�

直�

接�

的�

な�

関
係
に
立
つ
こ
と
」（「
封

建
制
度
が
生
み
だ
し
た
よ
う
な
中
間
支
配
」
に
よ
ら
な
い
こ
と
）、
他
方
で
は
、「
国
家
公
務
員
に
な
る
資�

格�

を�

得�

る�

可
能
性
」
が
誰

に
も
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る(374f.)

。

し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
、「
平
等
」
は
あ
く
ま
で
「
外
形
的
な
法
的
平
等
」
に
と
ど
ま
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、「
実�

質�

的�

な�

平
等
」
は
、「
不�

当�

で
不�

道�

徳�

な�

も�

の�

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
不�

可�

能�

な�

も�

の�

で
も
あ
る
。」
と
い
う
の
は
、「
実
質
的
な
平
等
」

は
、「
最
近
の
共
産
主
義
お
よ
び
社
会
主
義
の
教
義
」
と
、「
そ
の
理
論
的
起
源
」
と
し
て
の
二
つ
の
思
想
系
譜
、
つ
ま
り
「
感�

覚�

主�

義�

Sensualism
us

お
よ
び
唯�

物�

主�

義�

M
aterialism

us

と
、
汎�

神�

論�

Pantheism
us

」
と
を
つ
な
い
で
い
る
基
本
的
発
想
で
あ
り
、
共

産
主
義
と
そ
の
二
つ
の
起
源
と
は
、
一
見
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
、
実
は
結
果
的
に
は
「
と
も
に
、
人
間
に
お
け
る
自
立
的

な
精
神
的
で
自
由
な
原
理
の
否�

認�

、
真
の
自
由
な
精
神
的
で
道
徳
的
な
人�

格�

の
否
定
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
」(133f.)

か
ら

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
政
治
的
平
等
」に
つ
い
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
機
械
的
平
等
原
理
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
す
る
。

「
も
し
国
家
の
機
能
の
す
べ
て
ま
た
は
一
部
を
全
員
の
平
等
な
意
志
行
為
と
選
択
行
為
に
依
存
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、

教
養
、
道
徳
性
お
よ
び
真
の
利
益
の
実
際
の
差
異
を
考
慮
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
権
利
を
付
与
さ
れ
る
人
々
が

国
家
の
理
念
、
目
的
お
よ
び
作
用
圏
を
、
そ
の
範
囲
と
限
界
に
お
い
て
認
識
し
、
そ
の
た
め
に
働
き
か
け
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
か

否
か
を
考
え
な
い
ま
ま
そ
う
す
る
な
ら
ば
、
政
治
的
平
等
は
、
ま
ち
が
っ
た
破
滅
的
な
や
り
方
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
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う
。」
そ
う
な
れ
ば
、「
国
家
の
理
念
と
目
的
の
全
体
性
が
、
特
殊
な
主
観
的
な
目
的
や
意
図
で
つ
く
ら
れ
る
諸
党
派
に
よ
っ
て
解
消

さ
れ
て
し
ま
い
、
私
生
活
圏
や
家
族
関
係
や
私
的
な
仕
事
と
安
寧
か
ら
借
用
さ
れ
た
諸
目
的
が
国
家
に
こ
じ
つ
け
ら
れ
て
、
国
家
の

活
動
と
私
的
活
動
と
の
正
し
い
境
界
が
取
り
払
わ
れ
、
両
者
が
混
同
さ
れ
て
、
二
つ
の
領
域
の
真
の
福
祉
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
も

な
る
危
険
が
、
つ
ね
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。」(375f.)

共
産
主
義
の
体
制
が
「
た
と
え
ど
ん
な
外
的
な
実
質
的
な
財
の

平
等
を
導
入
し
え
た
と
し
て
も
」、
人
間
の
「
精
神
的
な
理
解
力
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
」
か
ら
、「
享�

受�

に
お
け
る
本
質
的
な
不
平
等

は
依
然
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
る
。」
だ
か
ら
、「
真
の
法
的
平
等
が
要
求
す
る
の
は
、
全
員
が
自
由
に
、
ま
た
自
由
な
活
動
に
よ
っ

て
、
自
分
の
普
遍
的
な
人
間
的
本
質
に
従
い
、
ま
た
各
人
が
自
分
の
根
源
的
固
有
性
に
お
い
て
、
発
展
す
る
こ
とsich

ausbilden

が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
、
こ
れ
だ
け
な
の
で
あ
る
。」(376f.)

こ
う
述
べ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
全�

員�

が
各
自
の
固
有
性
を
発
展

さ
せ
る
可�

能�

性�

を
も
ち
う
る
点
に
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
求
め
る
「
平
等
」
性
の
真
意
を
見
い
だ
す
。
こ
の
「
平
等
」

理
解
は
、
全
員
に
発
展
可
能
性
を
ひ
ら
く
諸
条
件
の
確
保
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
セ
ン
の
「
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
に
近
づ
く

だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
右
の
前
段
は
、
民
主
制
あ
る
い
は
普
通
選
挙
権
の
否
定
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
機
械
的
平
等
原
理
は
近
視
眼
的
な
私
的

利
害
関
心
に
よ
る
国
家
目
的
の
党
派
的
壟
断
を
生
み
だ
す
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
文
脈
で
、
初
期
自
由
主
義
者
に
共
通
し
て

み
ら
れ
る
穏
健
リ
ベ
ラ
ル
の
特
徴
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
選
挙
権
の
前
提
条
件
を
「
独
立
性
」
に
置
き
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民

議
会
で
所
属
し
た
憲
法
委
員
会
で
も
普
通
選
挙
権
に
は
賛
同
し
な
か
っ
（
４８
）

た
し
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
と
ブ
ラ
ー
タ
ー
の
編
集
し
た
『
国
家

学
辞
典
』
の
項
目
論
説
「
自
由
」（
一
八
五
八
年
）
で
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
立
法
は
「
国
家
同
胞
の
自
由
な

協
力
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
生
活
諸
領
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
節
編
成
に
従
い
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
諸
利
害
が
代
表
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さ
れ
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
全
員
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
上
述
の
諸
条
件
に
ふ
さ
わ
し
い
洞
察
と
教
養
と
、
道
徳

的
自
己
決
定
を
支
え
る
外
的
な
独
立
性Selbstständigkeit

を
も
証
明
で
き
る
人
々
に
よ
っ
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
（
４９
）

あ
る
。」

こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
が
「
法
的
状
態
」
と
し
て
の
「
市
民
状
態
」
に
お
け
る
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
」
と
し
て
、「
人�

間�

と
し
て

の
自�

由�

」、「
臣�

民�

と
し
て
の
平�

等�

」
と
並
ん
で
挙
げ
た
「
公
共
体ein

gem
eines

W
esen

の
構
成
員
」
で
あ
る
「
市�

民�

と
し
て
の

独�

立�

性�
（
５０
）

」
は
、
こ
こ
で
も
な
お
生
き
つ
づ
け
る
。

ま
た
、
右
記
の
後
段
は
、
各
人
の
固
有
性
の
尊
重
と
し
て
の
「
不
平
等
」
の
評
価
に
か
か
わ
る
。
つ
ま
り
、「
不�

平�

等�

」
は
、
人

間
人
格
に
お
け
る
「
有
限
な
個�

体�

性�

」
を
根
拠
と
す
る
、「
人
間
の
生
の
本
質
的
で
重
要
な
構
成
要
素
」
と
し
て
、
積
極
的
に
と
ら

え
ら
れ
る
。
人
間
は
理
性
的
存
在
者
と
し
て
は
根
源
的
に
平
等
で
あ
る
が
、
個
体
性
、
つ
ま
り
個
人
と
し
て
の
固
有
性
に
お
い
て
は

不
平
等
あ
る
い
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
不
等
性
と
は
、
各
人
が
「
自
由
な
活
動
」
に
よ
っ
て
「
自
分
の
才
能
を
自
立
的
に
発
展
さ
せ

る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
ク
リ
ー
ヴ
ァ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
（
５１
）

う
に
、
当
該
部
分
の
章
の
表
題
が
、
第
二
版
の

「
平
等
お
よ
び
そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
真
の
意
味
に
つ
い
て
」
か
ら
五
二
年
版
の
「
平
等
と
不
平
等
、
お
よ
び
そ
れ
に
か
ん
す
る

諸
権
利
」
へ
と
改
訂
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
真
意
に
い
っ
そ
う
即
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
五
二
年

版
の
総
論
部
で
、
法
の
究
極
目
的
と
し
て
の
「
人
格
と
共
同
体
と
の
完
成
」
に
向
け
た
全
員
の
相
互
補
完
関
係
を
論
じ
た
際
に
、
ア

ー
レ
ン
ス
は
不
平
等
に
も
と
づ
く
不
均
等
な
配
分
の
正
し
さ
を
認
め
て
い
た
。「
人
間
諸
個
人
は
、
即
自
的
に
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の

発
達
に
お
い
て
不
平
等
で
あ
る
か
ら
、全
員
が
同
じ
も
の
を
、そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
要
求
し
う
る
わ
け
で
は
な
く
、

不
平
等
な
諸
関
係
の
な
か
で
は
や
は
り
不
平
等
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
プ�

ラ�

ト�

ン�

も
、
自

然
が
各
人
に
指
定
し
た
地
位
が
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
平
等
は
、
不
平
等
な
地
位
や
関

―１６０（４９）―

ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
生
の
条
件
と
人
格
権



係
を
不
平
等
に
扱
う
こ
と
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。」(260)

し
か
し
問
題
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
「
不
平
等
に
扱
う
」、
つ
ま
り
異
な
っ
た
仕
方
で
扱
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
の
か
と

い
う
点
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
規
定
、
あ
る
い
は
奴
隷
制
の
是
認
と
、
た
と
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
の
「
格
差
原
理
」
と

の
あ
い
だ
に
は
、
根
本
的
な
対
立
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
上
述
の
よ
う
に「
子
ど
も
や
障
碍
者
」を
事
例
と
し
て
、

「
そ
れ
な
し
で
は
人
間
的
な
法
的
平
等
の
本
質
的
な
要
求
が
充
た
さ
れ
な
い
よ
う
な
援
助
と
支
援
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
援
助
と
支
援
」
を
必
要
と
す
る
人
々
は
、
実
際
に
は
「
子
ど
も
や
障
碍

者
」
に
か
ぎ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
問
題
は
「
人
間
的
な
法
的
平
等
の
本
質
的
な
要
求
」
の
次
元
へ
投
げ
返
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
理

性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
格
の
「
平
等
」
に
託
し
た
意
味
は
、
上
述
の
よ
う
に
全
員
が
各
自
の
固
有
性
を
発
展
さ
せ
る
可
能
性
を
も

ち
う
る
こ
と
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
再
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
、
本
書
の
第
二
版
で
は
、
平
等
問
題

の
主
要
論
点
を
、（
一
）「
素
質
と
能
力
の
基
本
的
平
等
」、（
二
）「
そ
れ
ら
の
発
達
と
使
用
に
お
け
る
不
平
等
」、（
三
）「
社
会
に
お

け
る
活
動
の
す
べ
て
の
分
野
の
尊
厳
の
平
等
」（
つ
ま
り
職
業
に
貴
賤
な
し
）、
と
簡
潔
に
提
示
し
て
、（
一
）
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
こ
と
が
留
意
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
ま
ず
、
人
々
の
基
本
的
平
等
の
た
め
の
権
利
が
存
在
す
る
。

す
べ
て
の
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
人
間
的
能
力
を
発
達
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
な
諸
条
件
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
人
々
は
、
教
育
を
受
け
、
教
え
を
受
け
る
権
利
と
、
精
神
的
発
達
の
た
め
の
こ
れ
ら
の
手
段
の

ほ
か
に
、
物
質
的
な
生
活
に
必
要
な
物
的
な
手
段
に
対
す
る
権
利
も
有
し
て
（
５２
）

い
る
。」
こ
う
い
う
文
脈
か
ら
ふ
り
返
れ
ば
、
五
二
年

版
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
人
間
の
精
神
に
か
か
わ
る
諸
権
利
の
最
初
に
「
教
え
を
受
け
教
育
を
受
け
る
権
利
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
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り
、
肉
体
に
か
か
わ
る
諸
権
利
と
し
て
「
食
餌
と
住
宅
」
や
「
労
働
時
間
」
が
視
野
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
か
ら
、
こ

の
版
で
は
旧
版
に
比
べ
て
人
格
権
の
分
類
が
い
っ
そ
う
精
緻
化
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
右
の
引
用
の
後
段
を
生
存
手
段
へ
の
権

利
（
生
存
権
）
の
要
求
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
現
実
の
不
平
等
の
表
れ
方
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
人
種
、
国
籍
な
い
し
民
族
性
、
性
別
、
年
齢
、
職
業
、
そ
し
て
幸

・
不
幸
・
偶
然
な
ど
、
と
い
う
諸
項
目
で
素
描
し
て
い
る
。
奴
隷
制
は
「
ま
っ
た
く
不
正
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
部
分
的

に
は
い
ま
な
お
高
度
の
人
種
に
よ
っ
て
、
黒
人
に
対
し
て
維
持
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
ま
さ
に
抽
象
的
な
方
法
で
自
由
と
平
等
を

国
制
の
基
礎
に
し
て
い
る
よ
う
な
国
民
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
」(378)

と
批
判
し
、
ま
た
、「
す
べ
て
の
職
業
の
平
等
な
法�

的�

尊�

厳�

」(380)

を
擁
護
し
て
い
る
。
し
か
し
性
別
に
つ
い
て
は
、「
状
況
の
賢�

明�

で�

一�

般�

的�

な�

理
解
が
い
っ
そ
う
重
要
に
な
る
ば
あ
い

に
は
、
女
性
に
は
正
し
い
判
断
力
が
欠
け
て
い
る
」
か
ら
、「
政�

治�

的�

権
利
に
お
い
て
は
、
女
性
が
男
性
と
対
等
の
立
場
に
置
か
れ

る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
、
十
九
世
紀
的
限
界
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
私
法
的
、
民
法
的
諸
関
係
に
お
い
て

は
、
部
分
的
に
は
実
定
立
法
に
ま
だ
存
続
し
て
い
る
よ
う
に
、
法
律
行
為
に
つ
い
て
で
あ
れ
営
業
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
女
性
を
冷
遇

し
た
り
排
除
し
た
り
す
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
教
養
の
進
歩
に
よ
っ
て
も
ま
す
ま
す
除
去
さ
れ
て
ゆ
く
だ
ろ

う
」(379)

と
い
う
展
望
は
も
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、「
幸
・
不
幸
、
偶
然
な
ど
」
に
よ
る
不
平
等
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
ら
は
人
間
の
意
志
で
左
右
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
法
〔
権
利
〕
に
お
い
て
も
根
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
可
能
な
か
ぎ
り
、
社
会
的
諸
制
度
に
よ
っ
て
均
衡
回
復
が

図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
と
く
に
自
然
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
所
有
物
の
損
失
の
ば
あ
い
が
そ
う
で
あ
る
。」(380)

と
言
う
。

こ
れ
は
、
損
失
の
回
復
と
い
う
意
味
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
「
匡
正
的
正
義
」（「
算
術
的
」
平
等
）
に
近
い
が
、
偶
然
に
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よ
る
損
失
の
社
会
制
度
的
救
済
と
い
う
視
座
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
生
活
動
全
体
の
ど
こ
ま
で
を
「
偶
然
」
と
認
定
す
る
の

か
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
だ
ろ
う
。
別
途
考
察
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
所
有
権
を
人
格
権
か
ら
直
接
導
き
だ

す
さ
い
に
、「
わ
た
く
し
の
も
の
」
の
産
出
に
対
す
る
他
者
や
共
同
体
の
寄
与
を
評
価
す
る
と
い
う
文
脈
で
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

不
平
等
の
起
源
に
か
ん
す
る
理
論
と
し
て
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
一
方
で
は
、「
ア�

リ�

ス�

ト�

テ�

レ�

ス�

が
奴
隷
制
を
正

当
化
す
る
た
め
に
」、
精
神
と
肉
体
と
の
差
異
を
人
間
に
お
け
る
「
自
然
的
素
質
」
の
差
異
に
適
用
し
た
よ
う
に
、「
不
平
等
の
原
因

を
人�

間�

の
本�

質�

に
み
る
」
立
場
が
あ
り(381)

、
他
方
で
は
、「
ル
ソ
ー
が
、
誤
っ
て
社
会
そ
の
も
の
を
契
約
と
い
う
外
的
事
実
に
よ

っ
て
成
立
さ
せ
て
、
人
間
は
自
然
的
に
平
等
か
つ
自
由
に
生
ま
れ
た
が
、
社
会
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
不
平
等
か
つ
不
自
由
に
な
っ
た

と
主
張
し
た
」
よ
う
に
、
不
平
等
の
原
因
を
「
外
的
な
状
況
」
に
求
め
る
立
場
が
あ
る(383)

。
し
か
し
そ
の
ど
ち
ら
も
誤
り
で
あ

っ
て
、「
さ
ま
ざ
ま
な
不
平
等
の
本
来
の
原
因
は
、
そ
れ
ら
が
違
法
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
次
の
点
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
自�

然�

的�

な
諸
差
異
が
、
利�

己�

心�

、
支�

配�

欲�

、
名�

誉�

欲�

お
よ
び
粗�

野�

な�

暴�

力�

と
い
う
激
情
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
、

自
然
的
諸
差
異
に
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
人�

工�

的�

な�

法
的
不
平
等
を
結
び
つ
け
た
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。」
し
か
し
、
人
間
の
生
諸
関

係
の
歴
史
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
激
情
の
支
配
の
な
か
で
、「
キ�

リ�

ス�

ト�

教�

が
は
じ
め
て
、
人
々
の
神
の
前
で
の
高
い
精
神
的
・
道

徳
的
な
平
等
を
告
げ
、」
古
代
の
ス
ト
ア
哲
学
が
「
き
わ
め
て
不
十
分
に
」
で
は
あ
る
が
着
手
し
て
い
た
「
理�

性�

の
究
明
」
が
、
そ

の
ご
「
社
会
的
諸
関
係
の
論
究
を
め
ざ
す
深
い
包
括
的
な
方
向
を
と
っ
た
」
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、「
宗
教
と
道

徳
な
ら
び
に
法
に
よ
っ
て
非
と
さ
れ
た
不
平
等
を
い
っ
そ
う
除
去
す
る
よ
う
に
絶
え
ず
努
力
し
て
き
た
」
と
解
釈
さ
れ
る(384)

。

つ
ま
り
人
間
の
「
自
然
的
諸
差
異
」
と
「
人
工
的
な
法
的
不
平
等
」
と
を
区
別
し
、
個
体
性
と
し
て
の
前
者
を
前
提
し
つ
つ
、
後
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者
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
も
基
礎
的
な
視
点
は
、
上
述
の
よ
う
に
、「
法
」
が
な
し
う
る
こ
と
は
、「
全
員
の
た
め

に
、
一
般
的
な
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
各
人
が
人
間
社
会
の
な
か
で
自�

分�

の�

活
動
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生
と
人
間
的
発
達
に
必
要
な
個

別
的
な
精
神
的
・
物
質
的
な
諸
財
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
可�

能�

性�

を
与
え
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

各
人
の
生
と
発
達
は
各
自
の
自
由
な
活
動
に
よ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
自
由
な
活
動
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
「
一
般
的
な
諸
条

件
」
と
し
て
の
「
法
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
う
い
う
見
地
か
ら
、
つ
ぎ
に
「
自
由
」
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

（
二
）
自
由

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
総
論
部
で
は
、
自
由
は
、
神
的
原
理
に
連
結
す
る
人
間
人
格
の
「
理
性
的
な
生
の
諸
目
的
」（
人
格
の
完

成
）
を
実
現
す
る
た
め
の
自
由
と
し
て
、「
人
倫
的
自
由
」
と
規
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
す
で
に
、
生
の
共
同
的
関
係
性

の
視
野
か
ら
、「
共
同
し
て
生
き
て
い
る
人
々
全
員
の
権
利
」
と
そ
の
相
互
依
存
性
が
語
ら
れ
、
各
人
が
自
由
で
公
正
な
社
会
成
員

で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
「
法
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
一
方
、
各
論
部
で
は
、
人
格
の
根
本
属
性
に
由
来
す
る
権
利

と
し
て
、「
法
的
自
由R

echtsfreiheit

」
の
諸
段
階
、
適
用
の
種
類
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
的
発
展
が
展
望
さ
れ
る
。

ま
ず
、
自
由
は
、「
人
間
の
本
質
に
相
応
す
る
た
だ
一�

つ�

の
理�

性�

の�

自�

由�

」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
人
間
が
精
神
の
諸
能
力
（
思
考

・
感
情
・
意
志
）
に
よ
っ
て
「
真
・
善
・
美
・
正
の
絶
対
的
諸
原
理
を
神
の
本
源
的
理
念
に
お
い
て
把
握
し
生
活
の
な
か
で
活
動
さ

せ
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
神
的
原
理
の
「
結
果
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る(384f.)

。
そ
し
て
、
自
由
は
、
本
来
、

「
善
の
無
条
件
的
実
現
」
を
め
ざ
す
「
倫�

理�

的�

で
人�

倫�

的�

な�

も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
生
に
お
い
て
も
「
法
的
自
由
は
こ
の
人

倫
的
自
由
と
一
致
し�

な�

け�

れ�

ば�

な�

ら�

な�

い�

」、
と
い
う
根
本
的
視
座
に
立
ち
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
道
徳
な
い
し
人
倫
の
無
条
件
性
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と
法
の
制
約
性
と
の
区
別
を
反
映
し
て
、「
生
の
理
想
」
と
し
て
の
「
人
倫
的
自
由
」
と
、「
生
の
現
実
」
に
お
け
る
「
多
様
に
制
約

さ
れ
た
状
態
」
を
も
と
ら
え
る
「
法
的
自
由
」
と
が
区
別
さ
れ
る
。「
法
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
自
由
は
、
そ
の
原�

基�

A
nlage

、

可�

能�

性�

と
し
て
は
、
人
倫
的
自
由
だ
け
で
あ
る
。
現�

実�

性�

に
お
い
て
は
、
自
由
は
、
個
人
お
よ
び
社
会
の
教
養
水
準
に
応
じ
て
、
選�

択�

意�

志�

だ
け
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
流
に
言
え
ば
、
選�

択�

意�

志�

の
自�

由�

に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
ん
に
こ
の
選
択
意
志
が
個
人
と

社
会
に
お
い
て
圧
倒
的
に
表
示
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
真
の
自
由
と
法
秩
序
全
体
は
つ
ね
に
内
面
の
敵
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
法
そ
れ
自
体
は
、
こ
の
選
択
意
志
に
一
定
の
自
由
な
活
動
の
余
地
を
許
容
す
る
か
ら
、
―
―
と
い
う
の
は
、
法
は
、
真
の

自
由
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
可
能
性
な
し
に
こ
の
選
択
意
志
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
か
ら
―
―
た
ん
に
そ
の
活
動
の
限

界
を
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
法
の
任
務
に
従
い
、
よ
り
良
い
理
性
的
洞
察
に
よ
っ
て
選
択
意
志
を
真
の
法
的
自
由
へ
と
引
き
上
げ

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
諸
条
件
を
、
つ
ま
り
こ
こ
で
は
教
育
を
、
確
定
す
る
こ
と
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」(385f.)

こ

れ
が
、「
人
倫
か
ら
は
ず
れ
る
」
こ
と
も
大
い
に
あ
り
う
る
「
生
の
現
実
」
に
お
け
る
「
法
的
自
由
」
の
成
立
次
元
だ
と
言
う
の
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
法
〔
権
利
〕
に
か
か
わ
る
真
の
自
由
」
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
善�

お�

よ�

び�

社�

会�

諸�

関�

係�

の�

普�

遍�

的�

秩�

序�

の�

な�

か�

で�

、
そ�

れ�

に�

よ�

っ�

て�

人�

間�

存�

在�

の�

目�

的�

の�

実�

現�

が�

左�

右�

さ�

れ�

る�

よ�

う�

な�

、
発�

展�

の�

諸�

条�

件�

お�

よ�

び�

諸�

手�

段�

を�

、
理�

性�

的�

に�

意�

の�

ま�

ま�

に�

で�

き�

る�

能�

力�

」(386)

で
あ
る
、
と
。
こ
の
「
法
的
自
由
」
は
、
徐
々
に
、「
認
識
お
よ
び
意
志
の
諸

段
階
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
」、
ま
ず
「
感�

覚�

的�

」、
つ
ぎ
に
「
反�

省�

的�

・
悟�

性�

的�

あ
る
い
は
抽�

象�

的�

」、
そ
し
て
「
理�

性�

的�

・
調�

和�

的�

か
つ
有�

機�

的�

」
の
三
段
階
に
発
展
し
、「
こ
の
最
後
の
も
の
は
人�

倫�

的�

と
一
致
す
る
。」

ま
ず
、「
感
覚
的
な
自
然
の
衝
動
」
に
支
配
さ
れ
た
人
間
に
は
「
自
由
が
な
い
だ
ろ
う
。」
第
二
の
「
悟
性
的
」
自
由
は
、「
計�

算�

、
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利�

己�

心�

、
あ
る
い
は
十
分
理
解
し
た
利�

益�

関�

心�

の
自
由
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
各
人
は
、
自
分
だ
け
を
目
的
と
み
な
す
。
そ
し

て
、
自
分
を
大
き
な
社
会
体
の
中
の
個
別
の
一
成
員
と
は
理
解
せ
ず
に
、
各
人
皆
、
自
分
こ
そ
が
、
す
べ
て
が
振
り
向
け
ら
れ
す
べ

て
の
社
会
活
動
が
流
れ
込
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
中
心
点
な
の
だ
と
み
な
し
た
い
気
持
ち
に
駆
ら
れ
る
。」
だ
か
ら
、
諸
個
人
は

「
か
れ
を
社
会
秩
序
と
結
び
つ
け
て
い
る
絆
を
誤
認
し
、
そ
れ
を
自
分
の
自
由
の
障
害
物
と
し
か
見
な
い
傾
向
が
あ
る
。」「
こ
れ
は

社
会
秩
序
全
体
の
諸
法
則
と
調
和
し
て
い
る
自
由
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
個
体
性
が
原
理
で
あ
り
目
的
で
あ
る
よ
う
な
自
由
で
あ

る
。
個
人
的
な
利
益
と
一
致
す
る
も
の
は
す
べ
て
善
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
立
す
る
も
の
は
悪
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
個
人
の
健
康

を
増
進
す
る
た
め
に
、
何
千
と
い
う
手
段
が
案
出
さ
れ
作
動
さ
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
手
段
か
ら
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
満
足
と
楽
し
み
を

引
き
出
す
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
技
芸
と
あ
ら
ゆ
る
学
問
が
こ
の
目
的
に
動
員
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
社
会
は
驚
く
べ
き
活
動
の
光
景

を
現
出
さ
せ
る
。
獲
得
と
享
楽
へ
の
欲
望
が
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
諸
力
を
鼓
舞
し
、
調
査
と
連
想
と
計
算
の
精
神
を
至
る
と
こ
ろ
で
呼

び
起
こ
す
。
人
々
と
そ
の
利
害
が
至
る
と
こ
ろ
で
対
立
す
る
。
そ
の
不
可
避
的
な
結
果
は
、
対�

抗�

心�

と
そ
れ
に
伴
う
嫉
妬
、
競�

争�

と

そ
れ
に
伴
う
闘
争
と
危
機
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
で
個
人
主
義
的
な
自
由
が
、
現
在
の
社
会
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
し
か

し
人
々
は
、
そ
の
欠
陥
を
理
解
し
始
め
て
お
り
、
ま
た
、
個
人
の
自
由
が
全
員
の
権
利
と
よ
り
良
く
調
和
す
る
よ
う
な
秩
序
と
組
織

の
必
要
性
を
感
じ
始
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
秩
序
は
、
そ
の
学
問
上
の
表
現
も
実
際
の
実
現
も
ま
だ
見
い
だ
し
て
い
な
い
の
だ

が
、
こ
う
し
た
秩
序
に
よ
っ
て
自
由
の
発
達
に
お
け
る
第
三
期
が
始
ま
る
だ
ろ
う
。」(387f.)

こ
こ
に
は
、「
個
人
的
な
利
益
と
一
致
す
る
も
の
は
す
べ
て
善
」
と
み
な
す
功
利
主
義
的
人
間
観
へ
の
批
判
が
鮮
明
で
あ
る
。
で

は
、
そ
の
第
三
段
階
の
自
由
、「
理
性
的
、
調
和
的
か
つ
有
機
的
な
法
的
自
由
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
叙
述

は
、
こ
う
で
あ
る
。
こ
の
自
由
が
「
は
じ
め
て
支
配
的
に
な
る
の
は
、
一
方
で
、
社
会
は
、
任
意
に
創
作
さ
れ
て
個
人
の
好
み
の
法
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則
に
服
し
て
い
る
よ
う
な
、
諸
個
人
の
集
合
体
な
ど
で
は
な
く
、
個
別
的
諸
分
肢
〔
成
員
〕
が
高
次
の
生
原
理
に
よ
っ
て
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
有
機
的
な
一
全
体
を
な
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
信
を
得
る
と
き
で
あ
り
、
ま
た
、
他
方
で
は
、
人
が
自
分
の
高
い
理

性
的
な
自
然
、
真
理
と
善
の
普
遍
的
諸
原
理
、
理
性
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
、
自
分
の
自
由
の
力
に
よ
っ
て
社
交
的
生
の
共
同
体
に
お

い
て
達
成
す
べ
き
諸�

目�

的�

の
全
体
を
、
認
識
し
た
と
き
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
自
由
は
、
つ
ね
に
あ
る
理
性
的
な
目
的
の
た
め
に

用
い
ら
れ
る
べ
き
手�

段�

と
し
て
、
め
ざ
さ
れ
る
価
値
の
重
要
性
と
と
も
に
そ
の
価
値
が
高
く
な
る
精
神
的
能
力
と
し
て
、
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
自
由
は
い
っ
さ
い
の
理
性
諸
原
理
に
従
い
、
自
由
の
根
本
法
則
で
あ
る
人
間
の
使
命
全
体
と
調
和

し
、
最
高
の
諸
理
念
、
至
高
の
感
情
か
ら
糧
を
得
て
、
宗
教
、
道
徳
、
技
芸
お
よ
び
学
問
と
結
び
合
い
、
人
間
に
力
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
与
え
る
も
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
。
人
間
は
、
人
類
の
有
機
的
な
分
肢
で
あ
り
、
か
れ
と
し
て
は
、
あ
る
い
は
自
覚
し

な
い
ま
ま
、
社
会
体
の
他
の
分
肢
を
と
ら
え
る
善
悪
に
共
感
す
る
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
、
す
べ
て
の
部
分
の
あ
い
だ
で
緊
密
な
連
帯

が
存
在
し
、
あ
る
部
分
の
損
傷
は
、
早
晩
、
そ
れ
以
外
の
諸
部
分
に
と
っ
て
不
都
合
な
結
果
を
招
く
か
ら
、
個
々
人
の
自
由
は
全
員

の
自
由
に
よ
っ
て
の
み
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
人
的
自
由
が
生
育
す
る
の
は
、
他
者
の
同
等
の
諸
権

利
が
尊
重
さ
れ
促
進
さ
れ
る
程
度
に
ま
さ
に
応
じ
て
、
そ
し
て
社
会
秩
序
の
基
礎
を
な
す
真
善
正
の
永
遠
の
諸
原
理
を
、
全
員
が
自

分
の
行
為
の
法
則
と
し
て
承
認
す
る
程
度
に
応
じ
て
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
自
由
と
秩
序
が
、
真

の
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
分�

肢�

が
他
の
す
べ
て
の
諸
分
肢
と
と
も
に
一
全�

体�

に
結
び
つ
き
、
共
同
体
の
法
則
の
も
と
で
と

も
に
発
展
す
る
よ
う
な
、
有�

機�

的�

な
自
由
な
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
、
第
一
段
階
の
粗
野
な
性
質
や
個
人
主
義
の
混
乱
に
示
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
で
は
も
は
や
な
く
、
人
間
の
内
面
的
調
和
と
、
社
会
有
機
体
の
諸
機
能
に
存
在
す
る
は
ず
の
外
的
均
衡
と
の
し
る
し

で
あ
る
平
静
を
表
す
。
こ
の
調
和
的
自
由
は
、
社
会
を
抽
象
的
自
由
の
濫
用
と
専
断
か
ら
解
放
し
、
対
抗
と
競
争
に
代
え
て
、
人
間
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活
動
の
全
領
域
の
真
の
組
織O

rganisation

、
つ
ま
り
諸
人
格
の
諸
権
利
が
、
全
員
の
使
命
の
達
成
の
た
め
の
共
同
的
諸
条
件
お
よ

び
諸
手
段
の
使
用
を
命
じ
る
高
次
の
諸
法
則
と
調
和
す
る
よ
う
な
真
の
組
織
を
設
け
る
に
ち
が
い
な
い
。」(388ff.)

こ
れ
が
ア
ー
レ
ン
ス
の
「
有
機
的
な
自
由
」
の
構
想
で
あ
る
。「
現
在
の
社
会
は
、
以
上
の
自
由
の
三
つ
の
段
階
の
混�

合�

状�

態�

を

示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
抽
象
的
な
自
由
が
ま
だ
圧
倒
的
に
支
配
し
て
い
る
。
し
か
し
至
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
半
ば
ア
ナ
ー
キ
ー

な
状
態
を
脱
す
る
漠
然
と
し
た
欲
求
と
、
有
機
的
で
調
和
的
な
自
由
へ
の
渇
望
が
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
樹
立
す
る
た
め
の

手
段
と
方
法
は
、
人
間
の
生
諸
目
的
の
理
性
的
諸
原
理
、
そ
れ
に
従
っ
て
社
会
的
組
織
が
つ
く
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
こ
の
諸
原
理

が
な
け
れ
ば
、
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」(390)

し
た
が
っ
て
、「
人
間
が
追
求
す
べ
き
生
諸
目
的
に
応
じ
て
、
自
由
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
規
定
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
宗
教
と
人
倫
、
学
問
と
教
育
、
芸
術
と
技
術
、
製
造
業
と
商
業
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
、
そ
し
て
市
民
的
自
由
と
政
治
的
自
由

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
相
互
に
条
件
づ
け
あ
う
」
関
係
に
あ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
自
由
は
「
内
容
か
ら
形
式
へ
、
内
面
か
ら
外

面
へ
と
進
歩
す
る
」(391)

と
考
え
て
お
り
、「
高
い
精
神
的
教
養
」
が
「
あ
ら
ゆ
る
外
的
自
由
の
最
も
確
実
な
基
礎
で
あ
り
、
一
国

民
の
力
の
究
極
の
源
泉
で
あ
る
」(392)

と
言
う
。「
自
由
が
自
分
自
身
の
眼
と
全
員
の
眼
と
で
人
間
を
よ
り
高
く
位
置
づ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
由
は
、
人
間
に
内
面
的
な
尊
厳
と
名
誉
の
感
情
を
付
与
し
、
か
れ
が
自
分
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
他
者
を
も
尊
重
す

る
こ
と
を
学
ぶ
よ
う
に
働
き
か
け
る
。
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
自
由
は
、
こ
う
し
て
国
民
の
性
質
を
高
め
る
。」(393)

さ
ら
に
、「
自
由
の
発
達
史
」
の
展
望
に
お
い
て
は
、
ロ
ッ
ク
の
「
感
覚
主
義
と
唯
物
主
義
」
の
哲
学
と
ル
ソ
ー
の
「
抽
象
的
で

一
般
的
な
自
由
・
平
等
論
」
の
帰
結
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
だ
っ
た
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
た
し
か
に
「
進
歩
を
は
ば

む
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
物
を
一
掃
し
た
が
、
同
時
に
、
自�

由�

を
そ
の
抽�

象�

的�

な�

個
人
主
義
的
側
面
か
ら
理
解
し
て
、
法
の
あ
ら
ゆ
る
素
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材
に
お
い
て
最
高
の
規
範
と
し
て
首
座
に
す
え
た
。」
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
原
理
が
導
入
さ
れ
た
地
域
も

含
め
て
、
そ
の
ご
の
実
際
の
経
過
か
ら
、「
そ
の
一
面
的
で
、
真
の
組
織
化O

rganisation

に
逆
行
す
る
性
質
」
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
た
し
か
に
「
商
工
業
な
ど
の
市
民
的
諸
領
域
」
で
は
、「
私
的
自
由
」
が
「
す
べ
て
の
進
歩
の
条
件
と
し
て
」
不
可
欠
で
あ
り
、

「
個�

人�

の�

自
由
が
基
本
原
理
で
あ
っ
て
、
ま
た
今
後
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
確
信
が
一
般
的
に
な
っ
た
」。
し
か
し
、

「
こ
の
重
要
な
原
理
も
、
こ
れ
ら
の
市
民
的
・
社
会
的
な
生
活
圏
に
お
い
て
さ
え
、
秩�

序�

と
組�

織�

化�

の
原
理
に
よ
る
補
完
的
要
素
を

必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
ま
す
ま
す
普
及
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
周
知
の
〈
組
織
化
〉
へ

の
呼
び
声
の
中
で
、
ま
た
も
今
度
は
正
反
対
の
原
理
を
ま
っ
た
く
一
面
的
に
明
る
み
に
出
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
だ

ほ
と
ん
ど
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
個
人
の
自
由
が
、
い
わ
ゆ
る
〈
社�

会�

的�

組�

織�

化�

〉
と
い
う
、
同
じ
く
抽
象
的
で
機
械
的
な
規
範
の
た

め
に
犠
牲
に
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
組
織
化
は
こ
の
市
民
的
な
自
由
諸
領
域
に
と
っ
て
重
要
な
任
務
で
あ
る
が
、
こ
の

組
織
化
は
、
個
別
的
自
由
を
、
各
領
域
の
本
質
に
対
応
し
た
、
自
由
行
使
の
共
通
法
則
に
服
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ

う
な
っ
て
こ
そ
真
の
組
織
化
は
本
当
の
自�

由�

の
秩�

序�

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。」
政
治
的
領
域
で
も
、「
国
家
の
目
的
と
国
制
、
社
会

に
対
す
る
国
家
の
関
係
を
規
定
す
る
さ
い
に
は
、」
政
治
的
自
由
は
「
人
間
と
人
間
社
会
の
倫
理
的
な
生�

目�

的�

へ
の
方�

向�

づ�

け�

」
が

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い(398ff.)

。

こ
う
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
、
自
由
の
問
題
に
お
い
て
も
転
換
点
に
立
っ
て
い
る
。」(400)

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
半
世
紀
を
経

た
社
会
・
政
治
状
況
の
な
か
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
「
人
倫
的
自
由
」
の
見
地
に
と
っ
て
は
、「
抽
象
的
な
」
自
由
論
が
「
い
っ
さ
い

の
宗
教
か
ら
の
解
放
」・「
い
っ
さ
い
の
人
倫
的
義
務
の
解
体
」
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
危
機
感
は
深
い
。「
こ
の
よ
う
な

自
由
の
濫
用
」
に
対
し
て
、
そ
れ
が
「
純
粋
に
私
生
活
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
」、
国
家
は
そ
れ
を
「
許
容
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
」
が
、「
外�

的�

な�

、
社
会
的
な
、
純
粋
に
否
定
的
で
破
壊
的
な
自
由
の
濫
用
」
が
生
じ
れ
ば
、
国
家
は
平
静
な
傍
観
者
に

と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
質
的
な
生
の
諸
善
を
維
持
す
る
た
め
に
、
つ
ね
に
、
一
般
的
な
習�

俗�

Sitte

を
守
り
保
護
し
、
ま
た
、

否
定
的
な
自
由
表
現
に
は
制
約
を
設
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
国
家
が
自
由
の
濫
用

に
反
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
自
由
を
も
狭
く
限
定
し
て
そ
の
社
会
的
表
現
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
危
険
も
存
在
し
て
い

る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
の
自
由
は
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
国
家
が
こ
の
自
由
に
全
権
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
は
、

そ
の
社
会
の
精
神
的
・
人
倫
的
な
状
態
が
濫
用
に
対
す
る
保
証
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
ば
あ
い
だ
け
で
あ
ろ
う
。」
ア
ー
レ
ン
ス
の

判
定
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
完
全
な
自
由
を
許
容
し
う
る
」
水
準
に
達
し
て
い
る
の
は
「
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
北
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
だ
け
」
で
あ
り
、「
同
様
の
法
的
諸
自
由
を
確
認
し
よ
う
と
努
め
て
も
、
そ
れ
が
倫
理
的
基
盤
を
も
つ
社
会
の
教
養
状
態
に
お

い
て
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ど
こ
で
も
失
敗
す
る
だ
ろ
う
。」
つ
ま
り
、「
法
的
自
由
を
倫
理
的
自
由
で
充
た
す
こ
と
」
こ
そ
が
肝
要

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
法
哲
学
の
任
務
で
も
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る(401f.)

。
法
的
諸
自
由
は
、
人
々
に
、「
倫
理
的
基
盤
」

と
し
て
の
「
高
い
精
神
的
教
養
」
を
要
求
す
る
し
、
ま
た
上
述
の
よ
う
に
、
市
民
的
・
政
治
的
自
由
は
、「
尊
厳
と
名
誉
の
感
情
」

の
育
成
と
相
互
尊
重
の
「
学
び
」
と
を
つ
う
じ
て
「
国
民
の
性
質
を
高
め
」
も
す
る
の
だ
と
い
う
認
識
、
こ
れ
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
の

自
由
概
念
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
社
交
性

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
間
存
在
の
相
互
依
存
性
と
相
互
補
完
関
係
と
い
う
概
念
は
、
人
間
人
格
に
お
け
る
無
限
性
と
有
限

性
と
い
う
二
重
の
本
質
規
定
に
由
来
し
、
生
諸
関
係
に
お
け
る
生
目
的
実
現
の
た
め
の
外
的
諸
制
約＝

諸
条
件
と
し
て
の
「
法
」
規

定
を
と
お
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
人
間
学
的
哲
学
思
想
の
全
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
上
述
の
「
人
格
全
体
に
か
か
わ
る
権
利
」
の

―１５０（５９）―

ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
生
の
条
件
と
人
格
権



箇
所
で
、「
人
は
援
助
を
必
要
と
す
る
存
在
者
と
し
て
生
ま
れ
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
の
は
、
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
相

互
依
存
性
が
、
こ
こ
で
は
人
格
の
根
本
属
性
の
一
つ
と
し
て
の
「
社
交
性G

eselligkeit

」
か
ら
と
ら
え
返
さ
れ
る
。

社
交
性
は
「
人
類
の
一
体
性
と
人
間
本
質
の
無
限
性
と
の
表
れ
で
あ
る
。」
動
物
の
「
種
の
保
存
」
の
た
め
の
本
能
作
用
と
は
異

な
り
、
人
間
に
お
い
て
は
、「
自
分
が
時
間
的
発
展
の
な
か
で
つ
ね
に
制
約
さ
れ
た
有
限
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
、
そ
れ
と
並

ん
で
、
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
無�

限�

に�

発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
識
、
そ
し
て
人
類
の
高
い
一�

体�

性�

の
感
情
に
よ
っ

て
、
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
自
分
の
存
在
の
補
完
と
共
通
の
生
活
課
題
の
遂
行
と
を
な
し
と
げ
る
た
め
に
、
社
会
的
に
他
の
人
々
と
結

び
つ
こ
う
と
す
る
理
性
欲
求
が
、
い
っ
そ
う
強
く
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
人
類
の
中
で
各
人
は
自
分
が
一
分
肢
、
一
部
分
で
し
か
な
い

と
感
じ
る
の
で
あ
り
、
一
部
分
と
し
て
の
か
れ
は
、
あ
る
部
分
課
題
し
か
な
し
え
ず
、
だ
か
ら
全
員
の
参
与
と
全
員
の
あ
い
だ
で
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
人
間
は
言�

語�

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
言

語
は
同
時
に
一
個
の
有
限
な
要
素
に
お
け
る
無
限
の
思
想
の
表
現
で
あ
り
、
か
つ
人
間
生
活
に
お
け
る
社
交
的
結
合
手
段
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
社
交
性
は
人
間
の
生
得
的
で
自
然
的
な
欲
求
な
の
で
あ
り
、
孤
独
は
一
定
の
時
間
を
こ
え
る
と
苦
痛
に
な
る
か
ら
、
矯

正
の
た
め
の
条
件
と
し
て
、
最
も
厳
し
い
刑
罰
の
一
つ
と
し
て
の
ざ
ん
げ
制
度
に
応
用
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。」(402f.)

こ
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
社
交
性
を
人
間
の
生
得
的
欲
求
と
と
ら
え
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
根
拠
は
、
人
間
人
格
の
無
限
性

と
有
限
性
と
の
統
合
規
定
に
置
か
れ
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
も
の
は
全
体
と
部
分
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
有
機
体
論
の
発
想
で
あ
る
。

し
か
も
、
社
交
性
と
い
う
生
得
的
欲
求
は
「
人
間
の
能
力
」
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
す
べ
て
の
能
力
と
同
様

に
、
感�

性�

的�

本�

能�

、
悟�

性�

的�

反�

省�

、
お
よ
び
調�

和�

的�

組�

織�

を
志
向
す
る
理�

性�

、
と
い
う
諸
段
階
に
従
っ
て
発
展
す
る
」(403)

と
考

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
右
の
よ
う
に
「
理
性
欲
求
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
。
感
性
・
悟
性
・
理
性
と
い
う
三
段
階
論
は
、
上
述
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の
「
自
由
」
の
発
展
段
階
論
と
相
似
的
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ(Sam

uel
Pufendorf,

1632-1694)

を
右
の
第
二
段
階
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
益
関
心
と
契
約
理
論
に
集
約
さ
れ
る
「
悟
性
」
段
階
の
主
観
意

思
論
的
限
界
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
反�

省�

と
悟�

性�

的�

な�

利�

益�

関�

心�

の
段�

階�

は
、
プ�

ー�

フ�

ェ�

ン�

ド�

ル�

フ�

が
か
れ
の
利�

己�

的�

な�

社�

交�

欲�

求�

interessirter
G

eselligkeitstrieb

に
お
い
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
が
始
ま
る
の
は
、
人
々
が
、
な
ん
ら
か
の
一
つ
以
上
の
目
的
の
た
め
の
集
合
ま
た

は
協
力
か
ら
生
ま
れ
る
利
点
を
認
識
し
計
算
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
と
く
に
収�

益�

に
関
係
の
あ
る
種
類
の
結
社
を
つ
く
る
と
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
種
類
の
結
社
を
つ
く
る
ば
あ
い
に
は
、
悟
性
の
自
由
が
、
合
意
の
手
段
と
な
り
、
ま
た
同
時
に
契
約
の
内
容
に
と

っ
て
の
主
導
的
で
決
定
的
な
規
範
と
な
る
。
こ
う
し
た
契
約
結
社
を
取
り
結
ぶ
の
は
悟
性
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
結
果
、
悟
性

は
、
浅
薄
な
類
推
に
よ
っ
て
、
人
間
の
社
会
一
般
と
そ
こ
で
の
基
礎
的
結
社
の
す
べ
て
を
契
約
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
、
契�

約�

理�

論�

と
い
う
も
の
は
、
諸
個
人
の
主
観
的
な
意
志
が
す
べ
て
の
権
利
と
義
務
の
原
理
で
あ
り
基
準

で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
契
約
理
論
は
社
会
の
と
ら
え
方
に
お
け
る
こ
の
悟
性
段
階
を
意
味
す
る
言
葉
と
（
５３
）

な
る
。」

(403f.)こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
悟
性
の
自
由
」、
つ
ま
り
抽
象
的
・
個
人
主
義
的
な
自
由
に
対
応
す
る
形
で
、
社
交
性
の
悟
性
段

階
を
表
す
特
質
を
、
諸
個
人
の
「
反
省
」
と
「
利
益
関
心
」
お
よ
び
契
約
理
論
に
み
と
め
、
合
意
と
契
約
の
根
拠
が
「
諸
個
人
の
主

観
的
な
意
志
」
に
置
か
れ
て
い
る
点
に
留
意
し
て
い
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
の
利
益
関
心
と
主
観
的
意
志
に
も
と
づ
く
悟
性
的
結

合
原
理
に
、
第
三
段
階
と
し
て
の
「
調
和
的
組
織
を
志
向
す
る
理
性
」
を
対
置
す
る
。
す
な
わ
ち
、
―
―

「
し
か
し
、
素
質
と
し
て
は
つ
ね
に
す
べ
て
の
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
理�

性�

は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
理
性
的
本
能
と
し
て
、
あ
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る
い
は
直
覚
的
に
、
い
っ
さ
い
の
人
間
的
な
形
成
発
展
の
基
礎
を
か
れ
ら
の
う
ち
に
据
え
る
の
で
あ
り
、
理
性
精
神
が
本
源
的
に
そ

れ
自
身
か
ら
言
語
を
生
じ
さ
せ
、
宇
宙
の
直
覚
と
、
神
と
の
高
い
精
神
的
な
生
の
一
体
性
と
に
お
い
て
、
最
初
の
宗
教
的
な
絆
を
結

び
、
そ
し
て
い
っ
さ
い
の
も
の
に
対
す
る
人
間
の
最
も
普
遍
的
な
諸
関
係
を
把
握
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
理
性
精
神
は
人
間
の
社

会
の
創
造
者
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
理
性
欲
求
は
、
そ
れ
を
フ�

ー�

ゴ�

・
グ�

ロ�

テ�

ィ�

ウ�

ス�

が
有
力
に
解
釈
し
た
よ
う
に
、
損
得
計
算

な
し
に
、
人
間
を
人
間
に
導
く
自
然
的
な
共
感
の
う
ち
に
、
自
然
欲
求
と
結
合
し
て
、
家�

族�

紐�

帯�

だ
け
で
な
く
、
本
源
的
な
大
き
な

同�

族�

紐�

帯�

を
も
つ
く
り
だ
し
、
ま
た
、
不
可
欠
の
分
業
を
諸�

身�

分�

に
応
じ
て
創
設
し
た
。」(404)

こ
こ
で
は
、
第
二
段
階
の
主
観
的
意
志
論
に
対
比
す
る
形
で
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス(H

ugo
G

rotius,
1583-1645)

の
名
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
前
掲
の
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
『
国
家
学
辞
典
』
の
第
四
巻

（
一
八
五
九
年
）
で
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
」
の
項
目
論
説
を
執
筆
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
戦
争
と
平
和
の
法
』

（
一
六
二
五
年
）
の
歴
史
的
意
義
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
「
人
間
の
社
会
を
、
宗
教
や
教
会
の

権
威
か
ら
完
全
に
剥
が
し
取
り
、
そ�

れ�

自�

身�

で�

自
立
さ
せ
、
理
性
に
よ
っ
て
法
に
従
い
み
ず
か
ら
決
定
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中

世
の
神�

権�

制�

的�

秩
序
と
決
別
し
て
い
る
。」「
共
通
の
信
仰
」
と
い
う
絆
は
、「
す
で
に
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
破
砕
さ
れ
て
い
た
」
が
、

「
そ
れ
に
代
わ
っ
て
い
ま
や
共
通
の
法
意
識
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
（
５４
）

っ
た
」、
と
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
の
よ
う
な
、
宗
教
的
権
威
か

ら
の
法
意
識
の
自
立
化
の
標
識
と
い
う
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
評
価
は
、
や
や
立
ち
入
っ
て
み
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て

い
た
。

第
一
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、「
社
交
的
人
間
を
、
法
秩
序
の
直
接
的
で
確
実
な
出
発
点
、
担
い
手
お
よ
び
目
標
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
法
論
・
国
家
論
に
新
時
代
を
拓
い
た
。
社
交
欲
求
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
教
義
に
お
け
る
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
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欲
求
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
し
ば
し
ば
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
先
行
者
た
ち
、
と
く
に
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
に
よ
っ

て
も
強
調
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
か
つ
て
は
自
然
欲
求
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
社
交
性
が
、
理
性
的
な

意
識
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
て
、
法
秩
序
の
端
緒
、
核
心
お
よ
び
目
標
と
さ
れ
た
と
い
う
点
に
、
新
し
い
画
期
的
な
思
想
が
示
さ
れ
て

い
る
。」
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
「
社
会
と
そ
の
法
を
自
立
さ
せ
よ
う
と
」
し
て
、「
た
と
え
神
は
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
を
容
認
す
る
ば
あ
い
で
さ
え
も
、
法
は
存
在
す
る
と
い
う
命
題
は
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た

こ
と
を
引
証
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
法
の
直
接
的
起
源
が
人
間
の
社
交
的
自
然
に
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
」

と
指
摘
す
る
の
で
（
５５
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
神
観
と
は
か
か
わ
り
な
く
法
は
存
在
す
る
と
い
う
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
見
地
を
さ
ら
に
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、

第
二
に
、
人
間
意
志
か
ら
の
法
の
独
立
性
と
い
う
論
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
法
の
原
理
を
、
意
志
一

般
に
左
右
さ
れ
な
い
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
徹
底
し
て
神
の
意
志
に
も
左
右
さ
れ
な
い
も
の
に
す
る
」
の
で
あ
る
。「
法
は
、
か
れ

に
と
っ
て
は
、
意
志
や
選
択
意
志
の
概
念
で
は
な
く
、
人
間
の
不
変
の
本
質
か
ら
流
れ
出
る
概
念
で
あ
り
、
他
の
永
遠
不
変
の
諸
理

念
と
同
様
に
、
こ
の
法
の
概
念
を
理
性
が
認
識
す
る
。
神
自
身
は
数
学
的
な
諸
真
理
を
変
更
で
き
な
い
の
と
同
じ
く
ら
い
に
、
神
は

正
で
あ
る
こ
と
を
不
正
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
物
の
本
質
か
ら
流
れ
出
る
、
理
性
で
認
識
さ
れ
る
秩
序
は
、
ど
ん
な
意
志
に

も
超
越
し
て
（
５６
）

い
る
。」
こ
の
、「
意
志
一
般
」
か
ら
独
立
し
た
不
変
の
法
を
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
自
然
法
」
と
呼
ぶ
。

し
た
が
っ
て
、
第
三
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、「
人
間
の
本
質
つ
ま
り
自
然
か
ら
流
れ
出
る
法
と
、
意
志
に
よ
っ
て
設

け
ら
れ
た
法
と
の
区
別
」
か
ら
、「
自
然
法jus

naturale

と
意
志
法jus

voluntarium

と
の
区
分
」
が
帰
結
す
る
。「
意
志
法
」
は
、

「
神
の
法jus

divinum

」（「
神
の
意
志
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
か
否
か
」）
と
「
人
間
の
法jus

hum
anum

」
と
を
包
括
す
る
。
一
方
、
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「
自
然
法
が
標
識
に
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
文
明
諸
国
民
の
ば
あ
い
に
受
容
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
様
に
、
人
間
の
理
性
お
よ
び
社

交
的
自
然
と
の
一
致
で
あ
る
。」
そ
し
て
、「
人
間
の
本
質
に
も
と
づ
い
て
い
る
自
然
法
を
根
拠
と
し
て
、
生
得
的
な
諸
権
利
が
、
生

命
、
自
由
、
不
可
侵
性
、
無
主
物
の
取
得
、
お
よ
び
契
約
の
神
聖
さ
と
し
て
存
在
し
て
（
５７
）

い
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
人
間
の
本
質
と
し
て
の
理
性
と
社
交
性
を
根
拠
と
し
て
「
自
然
法
」
の
自
立
性
を
提
示
し
た
点

に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
歴
史
的
意
義
を
み
と
め
た
。「
法
は
、
そ
の
直
接
的
根
源
を
、
人
間
の
本
質
の
中
に
、
つ
ま
り
理
性
的
で
、
利

己
的
な
考
慮
な
し
で
自
然
的
な
好
意
か
ら
社
交
す
る
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
本
質
の
中
に
も
っ
て
い
る
。
こ
の
社
交
欲
求
か
ら
、

家
族
、
市
民
的
結
社
お
よ
び
諸
国
民
の
結
社
と
い
う
、
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
社
会
的
な
結
合
が
生
ま
れ
る
。
理
性
と
社
交
性

が
、
人
間
を
際
立
た
せ
る
属
性
で
あ
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
法
も
定
ま
り
、
法
は
理
性
を
規
準
と
し
、
社
交
性
の
維
持
と
促
進
を
直
接

的
な
目
的
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
社
交
的
な
本
質
と
一
致
し
て
お
り
、
平
穏
で
秩
序
あ
る
社
会
の
保
護
の
た
め
に

(ad
custodiam

societatis
non

qualiscunque
sed

tranquillae
et

ordinatae)

不
可
欠
で
あ
る
と
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も

の
、
そ
の
す
べ
て
が
法
で
（
５８
）

あ
る
。」
こ
れ
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
引
き
出
し
た
、
理
性
と
社
交
性
と
い
う
も
っ
ぱ

ら
「
人
間
の
本
質
つ
ま
り
自
然
」
に
依
拠
し
た
法
規
定
の
認
識
で
あ
（
５９
）

っ
た
。

こ
う
し
て
、
社
交
性
の
「
悟
性
」
段
階
か
ら
「
理
性
」
段
階
へ
の
発
展
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
「
利
己
的
な
社
交
欲
求
」
に

対
す
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
「
理
性
的
で
、
利
己
的
な
考
慮
な
し
で
自
然
的
な
好
意
か
ら
社
交
す
る
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
本
質
」

規
定
の
対
比
と
し
て
、
あ
る
い
は
と
り
わ
け
、
諸
個
人
の
「
主
観
的
な
意
志
」
に
も
と
づ
く
「
合
意
」
と
「
契
約
」
に
対
す
る
、
つ

ま
り
「
意
志
法
」
に
対
す
る
、「
人
間
の
本
質
」
に
由
来
し
意
志
一
般
に
左
右
さ
れ
な
い
不
変
法
と
し
て
の
「
自
然
法
」
の
対
比
と

し
て
表
現
さ
れ
た
。
こ
れ
に
自
由
の
「
反
省
的
・
悟
性
的
・
抽
象
的
」
段
階
と
「
理
性
的
・
調
和
的
・
有
機
的
」
す
な
わ
ち
「
人
倫
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的
」
段
階
と
の
対
比
を
重
ね
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
損
得
計
算
・
利
己
心
・
利
益
関
心
を
考
慮
す
る
「
悟
性
」
と
人
倫
的
な
「
理
性
」

と
の
相
違
、
前
者
に
対
す
る
後
者
の
優
位
が
い
っ
そ
う
明
瞭
で
あ
る
。

で
は
、
い
っ
た
い
「
悟
性V

erstand

」
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
の
な
か
で
は
む
し
ろ
「
知
性
」

(intellectus)
と
い
う
魂
の
直
観
的
・
内
奥
的
認
識
能
力
と
し
て
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
も
推
論
的
認
識
能
力
と
み
な
さ
れ
た
「
理
性
」

(ratio)

よ
り
も
む
し
ろ
上
位
に
置
か
れ
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
（
た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
のU

nderstanding

）
だ
け
で
な
く
ヴ
ォ
ル
フ
学

派
ま
で
（
そ
の
本
来
の
直
観
的
要
素
の
軽
視
と
平
板
化
を
と
も
な
い
つ
つ
）
貫
流
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
こ
れ
を

は
っ
き
り
と
逆
転
さ
せ
て
、「
悟
性
」
に
対
す
る
「
理
性
」
の
優
位
を
確
立
し
た
の
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
中
で
育
っ
た
ほ
か
な
ら

ぬ
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
（
６０
）

か
ら
、
感
性
か
ら
悟
性
を
経
て
理
性
へ
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ス

の
発
展
図
式
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
理
性
の
優
位
の
確
定
な
し
で
は
想
定
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の

超
越
論
哲
学
と
そ
の
法
論
の
「
形
式
主
義
」（
あ
る
い
は
善
論
の
欠
如
）
に
対
す
る
一
貫
し
た
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら

多
少
と
も
距
離
を
お
い
て
な
が
め
れ
ば
、
た
と
え
「
意
思
」
論
の
限
界
を
批
判
す
る
「
本
質
論
」
の
立
場
か
ら
で
は
あ
れ
、
結
局
カ

ン
ト
の
認
識
論
の
基
本
構
図
が
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
能
力
に
か
ん
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
目
的
論
的
・
善
論
的
考
察
の

出
発
点
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
判
然
と
す
る
。
こ
の
カ
ン
ト
か
ら
の
継
承
と
断
絶
と
い
う
問
題
は
、
む
し
ろ
ア
ー
レ
ン
ス
の
師
ク

ラ
ウ
ゼ
に
よ
る
カ
ン
ト
解
釈
とPanentheism

us

の
立
場
か
ら
の
「
心
理
学
」
つ
ま
り
人
間
学
に
お
い
て
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
課
題

に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
現
象
界
（
感
性
界
）
は
、
感
性
と
悟
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
に
従
っ
た
知
性
認
識
（
因
果
法
則
）
の

世
界
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
純
粋
認
識
の
次
元
と
し
て
の
叡
知
界
（
物
自
体
界
）
は
、
と
く
に
理
性
の
実
践
的
使
用
に
よ
っ
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て
、
無
条
件
の
義
務
命
令
と
し
て
の
道
徳
法
則
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
意
識
す
る
定
言
命
法
の
世
界
と
し
て
定
位
さ
れ
る
。
こ
の
純
粋

理
性
の
「
実
践
的
な
」
性
質
に
お
い
て
、「
理
性
の
立
法
」、
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
主
体
的
に
決
断
す
る
自
由
と
し
て
「
意
志
の
自

律
」
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
構
図
に
お
い
て
、
悟
性
は
概
念
に
よ
る
認
識
能
力
で
あ
り
、「
規
則
の
能
力
」
で
あ
り
、
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
よ
る
「
経
験
の
形
式
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
理
性
は
、「
悟
性
の
諸
規
則
を
原
理
の
も
と
へ
と
統
一
す
る
能
力
」
で
あ

（
６１
）

り
、
し
か
も
理
性
の
は
た
ら
き
は
論
理
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
す
ぐ
れ
て
実
践
的
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
判
断
を
な
し
う
る

理
性
的
存
在
者
、
道
徳
的
人
格
と
し
て
の
人
間
の
本
質
規
定
に
直
結
す
る
も
の
と
な
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
理
性
の
優
位
は
、
上
述
の
よ
う
に
「
理
性
的
自
由
」
が
「
人
倫
的
自
由
」
と
理
解
さ
れ
た
よ
う
に
、
ま
た

そ
れ
が
人
間
人
格
の
基
本
属
性
と
し
て
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
道
徳
的
人
格
、
つ
ま
り
「
理
性
的
存
在
者
が
人�

格�

」
で
あ

り
「
理�

性�

的�

本�

性�

は�

そ�

れ�

自�

身�

目�

的�

自�

体�

と�

し�

て�

現�

存�

す�

る�
（
６２
）

」、「
そ�

れ�

自�

身�

が�

目�

的�

自�

体�

で�

あ�

る�

人�

間�

性�
（
６３
）

」
と
い
う
道
徳
性
に
重
な

り
合
う
面
が
あ
る
。
だ
か
ら
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
理
性
」
の
は
た
ら
き
に
お
け
る
人
倫
性
・
道
徳
性
と
い
う
点
か
ら
、
カ
ン
ト
を
つ

ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
敬
意
を
表
す
こ
と
が
で
き
た
。「
カ
ン
ト
自
身
は
、
外
的
な
法
的
自
由
を
、
主
に
真
の
人
倫
的
自
由
を
確
保

す
る
た
め
の
手
段
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
自
由
の
人
倫
的
自
由
に
対
す
る
密
接
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
た
。
し
か
し
カ
ン

ト
学
派
は
、
こ
の
高
い
観
点
を
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
視
野
外
に
喪
失
し
た
」(273)

、
と
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
は
、
悟
性
に
対

す
る
理
性
の
優
位
へ
と
従
来
の
伝
統
的
理
解
を
転
換
さ
せ
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
理
性
の
認
識
能
力
に
は
っ
き
り
と
限
界
を
画
定
し
た

か
ら
、
逆
説
的
に
そ
れ
ま
で
の
理
性
主
義
（
合
理
主
義
）
に
終
焉
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
以
降
、
理
性
の
「
統
制
的
使
用
」
と
呼
ば
れ

る
、「
理
性
自
身
の
必
要
」
へ
の
道
徳
的
自
覚
を
問
わ
ず
に
、
一
方
的
に
生
の
目
的
内
容
を
「
善
」
と
し
て
語
る
こ
と
は
、
ま
ず
は

は
ば
か
ら
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
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し
か
し
、
カ
ン
ト
が
、
お
そ
ら
く
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
エ
ー
ト
ス
の
も
と
で
「
理
性
」
の
は
た
ら
き
に
託
し
て
提
起
し
た
道
徳

的
人
格
と
い
う
も
の
の
自
由
と
尊
厳
、
無
条
件
の
義
務
と
し
て
本
来
な
す
べ
き
こ
と
だ
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
自
分
が
自
由
で
あ
る

と
認
識
す
る
自
律
的
個
人
の
「
尊
厳
」
と
、
そ
の
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
諸
個
人
の
相
互
的
「
承
認
」
の
必
然
的
要
請
と

そ
れ
へ
の
努
力
、
こ
の
証
明
不
能
の
規
範
的
理
念
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
受
け
る
か
は
自
由
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
の

解
釈
で
は
な
く
、
正
義
の
あ
り
方
を
「
カ
ン
ト
的
に
解
釈
」
し
て
、
カ
ン
ト
の
「
相
互
尊
重
と
自
己
肯
定
感
の
（
６４
）

倫
理
」
の
現
代
社
会

に
お
け
る
意
味
を
「
再
定
式
」
し
た
一
人
が
ロ
ー
ル
ズ
で
あ
る
。「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
原
初
状
態
に
お
け
る
人
々
の
知
識
を
剥
奪

し
て
、
人
々
が
他
律
的
な
原
理
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
」
し
、「
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
達
成
目
標
が
何
で
あ
る
か

に
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
に
正
義
の
原
理
が
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
定
言
命
法
か
ら
行
為
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
、「
自
由
か
つ
平
等
な
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
自
然
本
性
」
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
（
６５
）

れ
る
。

そ
の
よ
う
な
ロ
ー
ル
ズ
の
「
原
初
状
態
」
論
す
な
わ
ち
契
約
説
と
し
て
の
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」
の
立
場
は
、
と
く
に
功
利
主

義
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
旨
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
基
本
前
提
は
、「
正the

right

」
と
「
善the

good

」
と

の
区
別
で
あ
る
。
功
利
主
義
は
善
の
最
大
化
が
正
で
あ
る
と
み
な
す
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
「
善
に
対
す
る
正
の
優
先
性
」
を

主
張
す
る
。
つ
ま
り
、「
人
々
は
自
分
た
ち
の
善
の
構
想
を
正
義
の
二
原
理
が
要
求
す
る
も
の
に
従
わ
せ
る
こ
と
…
…
に
か
ん
し
て

暗
黙
の
合
意
を
与
え
て
い
る
。」「
他
者
の
権
利
を
剥
奪
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
快
楽
は
、
そ
れ
自
体
で
不
正
で
あ
る
と
さ
れ
る
。」

「
正
義
の
侵
害
を
要
求
す
る
よ
う
な
諸
利
益
は
ま
っ
た
く
価
値
を
も
た
な
い
」
こ
と
を
了
解
し
あ
っ
て
（
６６
）

い
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
が
「
公
正
な
協
働
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
社
会
」
と
い
う
構
想
の
も
と
で
提
示
し
た
、「
自
由
で
平
等

な
人
格
と
し
て
の
市
民
（
協
働
し
て
い
る
市
民
）
と
い
う
観
念
」
と
「
秩
序
だ
っ
た
社
会
、
つ
ま
り
、
正
義
に
つ
い
て
の
一
つ
の
公

―１４２（６７）―

ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
生
の
条
件
と
人
格
権



共
的
構
想
に
よ
っ
て
実
効
的
に
規
制
さ
れ
て
い
る
社
会
と
い
う
観
念
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
正
の
優
先
性
」
を
前
提
に
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
こ
う
し
た
規
範
的
構
想
と
結
び
つ
い
た
人
間
を
論
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
合
理
的
な
も
のthe

rational

」
と
「
道

理
に
か
な
っ
た
も
のthe

reasonable

」
と
が
区
別
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、「
合
理
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
道
理
に
反

す
る
」
と
い
う
ば
あ
い
が
あ
り
、「
常
識
は
、
一
般
的
に
は
、
合
理
的
な
も
の
で
は
な
く
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
を
、
道
徳
的
感
受

性
を
含
ん
だ
道
徳
的
観
念
と
み
な
し
て
い
る
」
か
ら
で
（
６７
）

あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
の
区
別
を
、「
カ
ン
ト
の
仮
言
命
法
と
定
言
命
法
と

の
区
別
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
。「
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
が
合
理
的
な
も
の
に
優
先
し
、
後
者
は
前
者
に
絶
対
的
に
従

属
す
る
。
こ
の
優
先
性
は
、
正
の
優
先
性
を
表
す
。
公
正
と
し
て
の
正
義
は
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
点
で
カ
ン
ト
の
見
解
に
類
似

し
て
（
６８
）

い
る
。」
こ
の
「
合
理
的
な
も
の
」
に
対
す
る
「
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
」
の
優
先
性
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
か
ら
、
カ
ン
ト

と
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
経
験
的
・
利
益
関
心
的
「
悟
性
」
に
対
す
る
道
徳
的
・
人
倫
的
「
理
性
」
の
優
位
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

は
、
容
易
に
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
に
よ
る
理
性
能
力
の
限
界
画
定
に
異
を
唱
え
、「
人
格
の
完
成
」
と
い
う
善
の
構
想
を
、
生
の

目
的
論
と
し
て
正
面
か
ら
語
っ
た
。
そ
れ
は
ロ
ー
ル
ズ
が
目
的
論
的
な
学
説
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
た
、「
善
と
は
多
様
な
文
化
様
式

に
お
い
て
人
間
と
し
て
の
卓
越
性
を
実
現
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
」
立
場
と
し
て
の
「
卓
越
主
義

（
６９
）

perfectionism

」
に
該
当
す
る
可

能
性
が
あ
る
が
、
卓
越
性
を
計
る
規
準
は
何
か
、
一
定
の
卓
越
性
の
諸
価
値
が
人
々
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
り
優
先
権
を
与
え
ら
れ
た

り
し
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
検
証
し
な
け
れ
ば
、
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
功
利
主
義
と
い
う
快
楽
主
義
的
目

的
論
（
善
論
）
と
は
異
な
り
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
「
人
格
の
完
成
」
と
い
う
き
わ
め
て
自
由
度
の
高
い
善
規
定
は
、
ロ
ー
ル

ズ
の
「
正
の
優
先
性
」
論
に
も
と
づ
く
「
自
由
で
平
等
な
人
格
と
し
て
の
市
民
（
協
働
し
て
い
る
市
民
）
と
い
う
観
念
」
に
実
質
的
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に
重
な
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
人
間
の
生
の
根
源
的
な
被
制
約
性
の
観
念
の

も
と
で
、「
共
同
し
て
生
き
て
い
る
人
々
全
員
の
権
利
」
の
相
互
依
存
性
に
注
目
し
て
、「
社
会
の
真
に
自
由
な
、
そ
し
て
自
主
的
に

公
正
な
成
員
で
あ
る
こ
と
」
を
共
同
的
に
保
証
す
る
「
相
互
的
諸
条
件
」
と
し
て
「
法
」
を
と
ら
え
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
こ
で
の
生
諸
目
的
の
実
現
の
努
力
は
、
各
人
お
よ
び
諸
生
活
圏
の
自
由
な
活
動
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う

自
由
で
公
正
な
市
民
の
共
同
体
と
い
う
規
範
的
構
想
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
社
会
契
約
説
（
カ
ン
ト
↓
ロ
ー
ル
ズ
）
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
人
格
権
論
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
人
格
権
論
に
お
け
る
、
人
格
の
根
本
属
性
の
一
つ
と
し
て
の
「
社
交
性
」
に
立
ち
返
れ
ば
、「
社
会
は
人

間
の
主
な
生�

諸�

目�

的�

と
人�

格�

の
諸�

段�

階�

と
に
従
っ
て
内
的
に
編
成
さ
れ
組
織
さ
れ
る
」
こ
と
が
理
性
の
要
求
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
人

格
の
諸
段
階
と
は
、
家
族
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
種
族
、
民
族
で
あ
り
、
主
な
生
諸
目
的
に
も
と
づ
く
結
社
は
、
国
家
と
宗
教
的
諸
団
体

を
は
じ
め
、
商
業
と
製
造
業
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
芸
、
学
問
、
教
育
に
か
か
わ
る
諸
団
体
で
あ
る
。
と
く
に
商
工
業
に
つ
い
て
は
、「
旧

い
ツ
ン
フ
ト
制
で
は
な
く
自�

由�

な�

コ�

ル�

ポ�

ラ�

テ�

ィ�

ー�

フ�

な�

基
礎
の
上
に
立
つ
よ
う
な
実
際
の
商
工
業
組
織
は
、
ま
だ
ま
っ
た
く
欠
け

て
い
る
が
、
富
裕
を
高
め
、
同
時
に
労
働
者
同
胞
を
法
的
・
人
倫
的
な
絆
で
互
い
に
結
ぶ
た
め
に
は
、
そ
れ
が
現
在
の
喫
緊
の
課
題

の
一
つ
で
あ
る
」(405f.)

と
言
う
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、「
人�

間�

の�

社�

会�

は�

、
一�

個�

の�

巨�

大�

な�

有�

機�

的�

組�

織�

体�

と�

し�

て�

、
す�

べ�

て�

の�

主�

要�

な�

生�

諸�

目�

的�

と�

人�

格�

の�

諸�

段�

階�

と�

に�

従�

っ�

て�

多�

数�

の�

特�

殊�

な�

組�

織�

体�

へ�

と�

形�

成�

さ�

れ�

鋳�

直�

さ�

れ�

る�

べ�

き�

で�

あ�

り�

、
そ�

れ�

ら�

の�

組�

織�

体�

は�

す�

べ�

て�

互�

い�

に�

調�

和�

的�

に�

結�

び�

つ�

き�

、
と�

く�

に�

国�

家�

に�

よ�

っ�

て�

そ�

れ�

ら�

の�

法�

的�

諸�

関�

係�

に�

お�

い�

て�

秩�

序�

づ�

け�

ら�

れ�

、

一�

つ�

の�

外�

的�

な�

統�

一�

的�

法�

権�

力�

の�

も�

と�

に�

服�

す�

る�

必�

要�

が�

あ�

る�

」(407)
、
と
考
え
ら
れ
た
。

ま
た
、「
す
べ
て
の
社
会
的
組
織
に
お
い
て
つ
ね
に
注
意
を
払
わ
れ
る
べ
き
本
質
的
な
要
素
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
点
が
挙
げ
ら
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れ
る
。「
一
、
人�

格�

性�

と
人
格
的
自�

由�

が
基
礎
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
り
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
つ
ま
り
、
こ
の
基
礎
は
、

た
し
か
に
社
会
的
な
絆�

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
そ
の
活
動
は
社
会
的
な
目�

的�

に
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
か
し
精
神
的
・
人

倫
的
な
確
信
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
そ
の
内
面
的
な
特
質
、
な
ら
び
に
外
的
な
所
有
物
は
、
つ
ね
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」「
二
、
人
間
の
人
格
は
全�

面�

的�

な�

も
の
で
あ
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
主�

に�

あ
る
職�

業�

に
専
念
し
、
あ
る
身�

分�

に
属
す
る
と
し
て
も
、
他
の
す
べ
て
の
生
活
諸
領
域
に
対
し
て
諸�

関�

係�

が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
三
、
さ
ま
ざ
ま

な
個
々
の
社
会
的
組
織
体
と
諸
身
分
は
、
そ
れ
自
身
互
い
に
調
和
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
つ
ま
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
社
会
的
職
業
身
分
は
、
あ
る
側
面
か
ら
他
の
す
べ
て
の
職
業
身
分
と
緊
密
に
関
係
し
て
相
互
に
作
用
し
、
こ
の
側
面
か
ら
規

定
さ
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」(407)

「
す
べ
て
の
社
会
的
な
組
織
体
が
有
機
的
に
編
み
込
ま
れ
結
び
合
わ
さ
れ
、
す
べ

て
の
成
員
、
す
べ
て
の
目
的
、
す
べ
て
の
領
域
が
互
い
に
調
和
的
に
結
合
し
て
、
一
つ
の
巨
大
な
人
間
社
会
に
お
い
て
高
次
の
統
一

を
な
し
、
そ
こ
で
は
内
的
な
分
節
編
成G

liederung

と
多
様
性
が
有
機
的
に
発
現
し
、
あ
る
総
権
力
に
よ
っ
て
束
ね
ら
れ
る
。
社

会
的
な
発
展
の
最
高
の
目
標
で
あ
る
そ
う
し
た
統
一
と
内
的
な
調
和
的
分
節
編
成
の
状
態
に
お
い
て
、
人
類
は
一
つ
の
巨
大
な
統
合

人
格
〔
ま
た
は
共
同
人
格
〕G

esam
m

t-Persönlichkeit
と
し
て
立
ち
現
れ
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
々
を
社
交
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
段

階
と
集
団
で
統
合
し
、
す
べ
て
の
成
員
を
、
そ
の
個
別
の
職
業
に
対
応
す
る
形
で
社
会
生
活
の
す
べ
て
の
機
能
を
分
担
さ
せ
る
。
こ

の
よ
う
な
発
展
が
、
未
来
の
一
つ
の
理�

想�

な
の
で
あ
っ
て
」、
そ
の
た
め
の
「
諸
条
件
を
配
置
し
作
り
だ
す
こ
と
が
法
と
国
家
の
特

別
の
任
務
な
の
で
あ
る
。」(408)

こ
う
し
て
「
人
格
的
自
由
」
を
基
本
と
し
つ
つ
、
そ
れ
は
同
時
に
社
会
的
な
生
活
諸
領
域
と
の
諸
関
係
を
と
お
し
て
、
分
節
編
成

の
有
機
的
社
会
構
造
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
最
終
的
に
は
「
統
合
人
格
」
と
し
て
の
人
類
に
ま
で
至
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
人
格
の
社
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会
的
生
活
諸
関
係
の
多
層
的
・
有
機
的
理
解
の
も
と
で
、「
社
会
生
活
一
般
の
た
め
に
」
法
が
要
求
す
る
事
項
と
し
て
、
つ
ぎ
の
四

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
、「
人�

格�

、
名
誉
な
ど
の
普
遍
的
な
諸
人
権
の
尊
重
」、
二
、
精
神
的
・
社
会
的
交
流
に
お
い
て
「
意
図
的
な

虚�

偽�

ま
た
は
歪�

曲�

を
こ
う
む
ら
な
い
こ
と
」、
三
、「
人�

倫�

的�

な�

感
情
」
が
傷
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
四
、
自
由
意
志
で
「
債�

務�

を
負
い
、
契
約
を
結
び
、
理
性
的
で
人
間
的
な
生
目
的
を
め
ざ
す
す
べ
て
の
社
会
団
体
に
加
入
す
る
権
利
が
、
自
立
し
た
す
べ
て

の
国
家
同
胞
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
。」(409)

一
方
、「
個�

�々

の�

目�

的�

団�

体�

に
か
ん
す
る
法
は
、
一
般
に
団�

体�

法�

・
ア�

ソ�

ツ�

ィ�

ア�

ツ�

ィ�

オ�

ー�

ン�

法�

・
結�

社�

法�

と
呼
ば
れ
て
い
る
。」

(409)

そ
れ
ら
は
、
政
治
、
宗
教
、
教
育
、
学
問
、
技
芸
、
商
工
業
、
道
徳
の
諸
分
野
に
つ
い
て
、
生
諸
目
的
活
動
の
補
完
と
支
援

を
お
こ
な
う
。

五

以
上
が
「
社
交
性
」
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
問
題
構
成
で
あ
る
。
生
の
社
会
諸
関
係
の
有
機
的
相
互
連
関
は
、
右
に
示
唆

さ
れ
た
よ
う
に
「
個
人
人
格
」
を
超
え
て
「
集
合
人
格
」
お
よ
び
そ
こ
で
の
共
同
性
へ
の
展
望
を
拓
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
提

と
も
な
る
「
人
間
諸
力
の
活
動
に
か
ん
す
る
法
」
す
な
わ
ち
「
労
働
に
か
ん
す
る
法
」
が
、
六
種
類
の
人
格
権
の
第
四
項
目
と
し
て

検
討
さ
れ
て
い
る
。

「
労�

働�

は
、
人
間
お
よ
び
人
間
社
会
の
完
全
化
の
条
件
で
あ
る
。
労
働
に
よ
っ
て
人
間
は
心
身
世
界
の
創
造
者
と
な
り
、
そ
れ
を

つ
う
じ
て
神
に
似
た
性
質
を
人
間
に
生
み
だ
す
。
し
た
が
っ
て
労
働
は
、
人
間
に
課
さ
れ
た
厳
し
い
法
則
で
は
な
く
、
進
歩
の
法

則
、
人
間
を
向
上
さ
せ
、
心
身
領
域
の
か
れ
の
力
を
不
断
に
増
大
さ
せ
る
法
則
で
あ
る
。」「
人
間
は
一
全
体
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
の

労
働
も
、
も�

っ�

ぱ�

ら�

か
れ
の
諸
力
ま
た
は
か
れ
の
仕
事
の
一
部�

分�

に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
た
と
え
主�

に�

は�

あ
る
職
業
で
活
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動
す
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
人
間
諸
力
の
形
成
を
包
括
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
で
は
、
機
械
制
に
お
け
る
大
き
な
諸

発
見
に
よ
っ
て
、
ひ
た
す
ら
逆
の
方
向
が
以
前
に
も
増
し
て
促
進
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
極
限
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。」「
も
し
現
在
の
軌

道
を
進
ん
で
ゆ
く
な
ら
ば
、
昔
の
農
奴
の
代
わ
り
に
新
し
い
産
業
隷
属
民
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
土
地
に
属
す
る
奴
隷

glebae
adscripti

が
、
多
く
の
点
で
も
っ
と
ひ
ど
い
状
態
の
、
機
械
に
属
す
る
奴
隷m

achinae
adscripti

に
変
わ
る
だ
ろ
う
。」

(414f.)ア
ー
レ
ン
ス
が
期
待
す
る
の
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、「
厳
し
い
労
働
が
機
械
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
人
間
は
た
だ
機
械
の
指
揮

を
と
る
だ
け
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
機
械
が
新
時
代
の
奴
隷
と
な
り
、
人
間
は
み
な
、
自
分
の
高
い
素
質
と
能
力
を
伸
ば
す
た
め
に

よ
り
大
き
な
余
暇
を
つ
く
り
だ
す
よ
う
な
未
来
」(414)

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ア
ー
レ
ン
ス
が
要
求
す
る
の
は
、「
労�

働�

の�

権�

利�

」

と
国
家
に
よ
る
労
働
法
制
で
あ
る
。
労
働
の
権
利
に
は
三
重
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
第
一
に
、「
だ
れ
も
が
働
く
能�

力�

を�

得�

る�

こ
と
が
で
き
る
た
め
の
諸
条
件
が
社
会
の
中
で
用
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
」、「
国
家
が
一
般
的
お
よ
び
特
殊
・
専
門
的
な
教
育
機

関
ま
た
は
財
源
の
配
置
に
よ
っ
て
こ
の
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
」
こ
と
、
第
二
に
、
働
く
能
力
の
あ
る
人
は
だ
れ
で
も
、「
そ
の
能

力
を
発�

揮�

す�

る�

こ�

と�

も
正
当
と
み
な
さ
れ
る
」
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、「
閉
鎖
的
な
ツ
ン
フ
ト
」
や
営
業
に
か
ん
す
る
専
断
的
な

「
政
治
的
許
可
制
」
の
廃
止
、
第
三
に
、「
働
く
能
力
の
あ
る
人
は
だ
れ
で
も
、
仕�

事�

の�

対�

象�

を
探�

し�

、
そ
れ
が
存
在
す
る
場
所
に
定

住
す
る
権
利
も
有
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
だ
れ
も
が
「
社
会
の
通
常
の
商
工
業
状
態
で
も
仕
事
の
対
象
を
見�

い�

だ�

す�

だ
ろ
う
。」(415)

と
こ
ろ
が
「
社
会
主
義
は
、
こ
の
よ
う
な
資
格
を
労
働
へ�

の�

権
利
に
変
え
た
。
仕
事
を
国
家
が
だ
れ
に
対
し
て
も
保
証
し
、
必
要

な
ら
創
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
国
家
自
身
が
普
遍
的
な
営
利
会
社
に
な
り
、
す
べ
て
の
営
業
を
公
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的
な
も
の
に
し
て
、
み
ず
か
ら
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
を
必
然
的
に
前
提
と
す
る
。」「
そ
の
よ
う
に
い
っ
さ
い
の
私
的
労
働
が
国

家
労
働
へ
改
変
さ
れ
る
な
ら
ば
、
国
家
が
そ
の
任
務
を
踏
み
越
え
る
だ
け
で
な
く
、
い
っ
さ
い
の
自
立
性
を
壊
し
、
い
っ
さ
い
の
競

争
心
を
最
大
の
専
制
の
犠
牲
に
し
て
、
怠
惰
と
堕
落
を
社
会
全
体
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
国
家
は
、
工
業
と
商
業
の
自

立
的
発
展
の
一
般
的
諸
条
件
だ
け
を
用
意
す
べ
き
で
あ
り
、
国
家
自
身
は
工
場
主
や
雇
主
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
だ
れ
に
対
し
て
も

仕
事
を
世
話
し
て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
国
家
に
仕
事
を
要
求
す
る
権
利
は
存
在
し
な
い
。」(416)

全
員
が
働
く
能
力
を
獲
得
す
る
前
提
条
件
と
し
て
、
国
家
に
よ
る
教
育
制
度
の
整
備
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る

が
、
右
の
一
節
に
は
ア
ー
レ
ン
ス
の
保
守
的
自
由
主
義
者
と
し
て
の
相
貌
が
表
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
で
は
、「
労
働
の

組
織
化
」
の
一
つ
の
柱
と
な
る
は
ず
の
「
国
立
作
業
場
」
は
、
早
く
も
六
月
に
閉
鎖
さ
れ
、
失
業
労
働
者
た
ち
の
蜂
起
と
鎮
圧
の
の

ち
、
反
共
和
政
的
保
守
化
が
進
行
し
た
。
上
記
の
私
的
労
働
の
国
家
労
働
へ
の
改
変
に
反
対
す
る
く
だ
り
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
そ

う
し
た
見
解
を
「
二
月
革
命
の
直
前
に
出
版
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
第
三
版
で
も
表
明
し
た
」(416A

nm
.)

旨
の
注
記
を
ほ
ど
こ
し
て

い
る
。

本
書
の
「
総
論
部
」
に
先
立
つ
「
序
論
」
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
「
法
哲
学
の
発
展
に
お
け
る
逸
脱
現
象
」
と
し
て
「
共
産
主
義
お

よ
び
社
会
主
義
の
諸
教
義
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
、
そ
し
て
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
、
プ

ル
ー
ド
ン
ら
を
指
し
て
お
り
、
先
に
「
平
等
と
不
平
等
」
の
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
思
想
的
起
源
を
「
感
覚
主
義
」
と

「
唯
物
主
義
」
お
よ
び
「
汎
神
論
」
に
求
め
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
「
真
の
自
由
な
精
神
的
で

道
徳
的
な
人�

格�

の
否
定
」
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、「
感
覚
主
義
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
基
礎
づ
け
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
完
全
に
展
開

さ
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、「
物
質
的
な
幸
福
を
求
め
、
宗
教
的
意
識
を
根
絶
し
」、「
結
局
、
人
間
社
会
全
体
を
全
員
に
と
っ
て
均
等
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な
享�

楽�

社�

会�

に
改
変
し
よ
う
と
い
う
計
画
へ
と
立
ち
至
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。」(134)

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
社
会
主
義
」
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
批
判
は
、「
国
家
と
社
会
と
の
混
同
」、
つ
ま
り
「
社
会
を
国
家
の
中
に
埋
没
さ
せ
」
て
、

諸
個
人
と
諸
結
社
と
の
自
立
性
を
国
家
が
奪
う
点
に
向
け
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
ア
ー
レ
ン
ス
の
、
人
間
の
相
互
依
存
と
共
同
性

（
相
互
支
援
）
と
い
う
善
の
構
想
は
、
そ
う
し
た
初
期
社
会
主
義
の
思
想
と
運
動
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
国
家
か
ら
の
「
相
対
的
独
立

性
」
を
確
保
し
た
、
自
由
な
市
民
に
よ
る
自
由
な
協
同
性
と
し
て
の
ア
ソ
ツ
ィ
ア
ツ
ィ
オ
ー
ン
を
、
有
機
体
的
発
想
の
も
と
で
志
向

す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
国
家
に
よ
る
労
働
関
係
法
制
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
つ
ぎ
の
四
点
で
あ
る(416f.)

。

一
、「
個�

�々

人�

の�

労
働
の
保
護
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
所
有
物
、
な
ら
び
に
国�

民�

的�

労
働
の
保
護
」。
こ
の
最
後
の
保
護

は
、
そ
れ
が
「
国
民
的
な
労
働
諸
力
の
発
達
の
不
可
欠
の
条
件
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
全
体
と
の
関
連
で
生
産
物
の
価
格
上
昇

に
よ
っ
て
生
じ
る
犠
牲
が
実
際
の
育�

成�

費�

用�

と
み
な
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
し
か
し
そ
の
ば
あ
い
、
こ
の
育
成
の

究
極
目
的
で
あ
る
独�

立�

も
承
認
さ
れ
、
か
つ
労
働
生
産
物
の
自
由
な
国
際
交
易
の
原
理
の
な
か
で
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
こ

の
言
説
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト(Friedrich

L
ist,

1789-1846)

の
国
民
的
生
産
諸
力
の
理
論
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
点
で
は
、
ク
リ
ー
ヴ
ァ
ー
の
つ
ぎ
の
指
摘
は
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
時
代
の
「
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
と
活

発
な
関
係
を
維
持
し
た
。
モ
ー
ル
の
ほ
か
に
、
リ
ス
ト
が
一
八
三
八
年
に
か
れ
を
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
訪
ね
た
。
か
れ
は
ア
ー
レ
ン
ス

の
教
授
法
に
大
い
に
魅
了
さ
れ
て
、
自
分
の
息
子
を
一
年
間
研
修
の
た
め
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
送
ろ
う
と
（
７０
）

し
た
。」

二
、「
商�

工�

業�

制�

度�

の�

法�

的�

組�

織�

化�

」。
こ
れ
は
、「
雇
主
と
労
働
者
と
の
権
利
関
係
の
規
定
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
お
よ
び
位
階
の

労
働
者
た
ち
の
あ
い
だ
の
関
係
の
規
定
、
規
制
当
局
お
よ
び
仲
裁
裁
判
所
の
設
置
、
商
工
会
議
所
の
設
立
」、「
商
工
業
統
計
」
な
ど
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を
含
む
。

三
、「
成
人
お
よ
び
未
成
年
者
の
最
長
労�

働�

時�

間�

の
規
定
」。
こ
の
労
働
問
題
は
「
国�

際�

競�

争�

と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
」
か
ら
、

個
別
国
家
だ
け
で
は
対
応
が
困
難
で
あ
り
、「
こ
の
課
題
を
本
気
で
抜
本
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
国�

際�

的�

な�

取�

り�

決�

め�

に
よ
っ

て
こ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」「
国�

際�

営�

業�

法�

と
い
う
、
国
際
法
の
中
の
ま
だ
ほ
と
ん
ど
輪

郭
も
描
か
れ
て
い
な
い
分
野
の
重
要
課
題
が
こ
れ
で
あ
る
。」

四
、「
労
働
あ
る
い
は
生
産
物
の
質�

」
に
か
ん
し
て
、「
個
別
生
産
者
に
い
わ
ゆ
る
工
場
商
標
に
よ
っ
て
保
証
を
与
え
さ
せ
」、
ま

た
、「
商
品
、
と
く
に
食
品
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
粗�

悪�

化�

に
対
抗
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
一
般
に
信�

義�

を
商
取
引
の
諸
条
件
と
し

て
確
立
す
る
」
こ
と
。

さ
ら
に
、「
例
外
的
な
ば
あ
い
、
と
く
に
政
治
状
況
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
商
工
業
恐
慌
の
ば
あ
い
に
は
、
国
家
が
、
失
業

す
る
大
衆
の
雇
用
の
た
め
に
、
一�

般�

的�

な�

有
用
な
仕
事
を
国
家
の
費
用
で
大
規
模
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

六

ア
ー
レ
ン
ス
の
人
格
権
論
は
、
こ
の
よ
う
に
労
働
生
活
関
係
に
限
っ
て
も
、
労
働
能
力
育
成
の
た
め
の
教
育
制
度
か
ら
、
自

由
な
職
探
し
の
た
め
の
営
業
制
度
の
開
放
、
労
使
関
係
制
度
と
労
働
者
保
護
、
雇
用
対
策
、
消
費
者
保
護
ま
で
の
広
範
な
諸
分
野
で

の
国
家
政
策
対
応
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
六
種
類
の
人
格
権
の
第
五
項
目
に
あ
た
る
「
人
間
の
生
の

共
同
性G

em
einschaftlichkeit

に
か
か
わ
る
法
」
と
し
て
、「
相
互
的
支
援
」
の
権
利
と
義
務
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

第
一
に
、「
社
会
の
財
制
度G

üterw
esen

」
と
し
て
、
精
神
的
・
物
質
的
領
域
で
の
各
種
「
財
の
最
大
量
が
生�

産�

さ
れ
、
ま
た
全

成
員
が
そ
れ
を
入�

手�

可�

能�

で
あ
り
」、「
就
労
能
力
に
応
じ
て
、
自
由
か
つ
正
当
に
分�

配�

さ
れ
る
」
こ
と
。「
こ
れ
に
か
ん
す
る
諸
原
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理
は
、
国
民
経
済
学
が
、
社
会
的
財
の
自
由
な
配
分
の
創
出
に
か
ん
す
る
教
義
と
し
て
詳
述
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。」(418)

第
二
に
、「
社
会
の
全
成
員
は
、
た
ん
に
契
約
に
よ
る
合
意
の
結
果
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
普
遍
的
に
人
間
的
で
集
合
人
格
的
な

法
義
務
に
よ
っ
て
も
、
本
来
、
互
い
に
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
す
べ
て
の
実
在
的
な
権
利
関
係
は
契
約
に
還
元
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
の
は
、
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
る
。
権
利
と
実
在
的
な
法
義
務
は
、
不
可
欠
の
生
条
件
が
人
間
の
意
志
に
よ
っ

て
調
達
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ば
あ
い
に
は
、
ど
こ
で
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
不
可
欠
の
生
諸
条
件
は
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
と

段
階
の
そ
れ
ぞ
れ
の
集
合
人
格C

ollectiv-Persönlichkeit

に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
そ
の
構
成
員
た
ち
の
た
め
に
調
達
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
つ
ま
り
、
家
族
関
係
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
関
係
、
国
家
関
係
が
そ
れ
を
お
こ
な
う
の
で
あ
り
、「
そ
こ
で
生
じ

た
権
利
と
法
義
務
は
、
そ
の
基
礎
を
契
約
に
置
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
然
と
理
性
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
諸
関
係

の
本�

質�

に
置
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
統
合
人
格
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
に
と
っ
て
も
、
そ
の
生
と
発
展
の
多
く
の
合
法
的
な
諸
条
件
が

充
足
さ
れ
る
。」
家
族
生
活
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
生
活
、
そ
し
て
と
り
わ
け
国
家
生
活
は
、「
諸
個
人
が
使
用
し
、
自
分
た
ち
の
生
目
的
の

た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
言
葉
の
本
当
の
意
味
で
の
開�

か�

れ�

た�

財�

の
巨
大
な
総
和
を
、
全
成
員
に
対
し
て
提
供
す
る
。
そ

し
て
、
公
共
生
活
の
進
歩
は
、
共
同
の
寄
与〔
あ
る
い
は
分
担
金
〕に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
ま
さ
に
こ
の
共
同
財gem

einsam
e

G
üter

の
増
大
に
も
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
共
同
財
は
、
し
ば
し
ば
等
価
物
な
し
で
、
だ
れ
で
も
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
財
の
調
達
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
公
共
的
な
統
合
人
格
は
、
契
約
が
存
在
し
な
く
て
も
、
全
員
に
対
し

て
実
在
的
な
法
義
務
を
い
っ
そ
う
完
全
に
果
た
す
の
で
あ
る
。」(418f.)

こ
れ
よ
り
二
十
年
余
り
後
の
一
八
七
六
年
に
、
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ェ
フ
レ(A

lbert
E

berhard

Friedrich
Schäffle,

1831-1903)

か
ら
学
ん
だ
「
共
同
経
済G

em
einw

irthschaft
」
の
概
念
を
援
用
し
つ
つ
、「
人
間
の
社
会
的
本

―１３３（７６）―
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質
、
あ
る
い
は
人
間
的
な
共
同
生
活
に
由
来
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
共
同
的
必
要
物G

em
einbedürfnisse

」
お
よ
び
「
共
同
財
な
い

し
共
有
財G

em
eingüter

」
に
か
ん
す
る
議
論
を
展
開
し
て
師
ラ
ウ
の
古
典
派
的
経
済
学
教
科
書
を
一
新
す
る
が
、
同
時
に
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー
の
福
祉
目
的
国
家
論
に
影
響
を
与
え
た
ア
ー
レ
ン
ス
に
も
、
右
の
よ
う
な
「
共
同
財
」
の
存
在
と
そ
の
「
増
大
」＝

「
公
共

生
活
の
進
歩
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
の
認
識
は
、
別
途
検
討
す
る
よ
う
に
、
所
有

権
一
般
を
根
拠
づ
け
る
諸
理
論
の
分
岐
状
況
と
、
用
益
権
・
地
益
権
な
ど
複
雑
な
実
相
を
含
む
所
有
権
の
歴
史
的
発
達
と
へ
の
展
望

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、「
共
同
財
」
の
背
後
に
「
契
約
」
で
は
な
く
生
活
の
「
諸
関
係
の
本
質
」
を
見
よ
う
と
す
る
点
に
特
質

が
表
れ
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
「
人
類
に
と
っ
て
、
大
地
は
、
生
き
て
い
る
存
在
者
の
活
動
に
よ
っ
て
そ

の
生
と
発
展
の
た
め
の
条
件
と
手
段
と
な
る
べ
き
い
っ
さ
い
の
物
件
の
全
体
と
し
て
、
共
有
財G

em
eingut

で
あ
る
」(433)

。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
、「
不�

作�

為�

の
違
法
」
な
ど
、「
先
行
す
る
契
約
な
し
で
の
法
的
諸
関
係
が
」
生
活

諸
関
係
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。(419)

第
三
に
、
自
然
災
害
や
戦
争
な
ど
に
よ
る
「
不�

幸�

」
は
「
共�

同�

で�

対
処
す
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
国
家
が
、
強
制
的
な

「
保
険
施
設
」
ま
た
は
「
課
税
割
増
し
」
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
社
会
に
お
け
る
偶
然
的
な
、
責
任
を
問

え
な
い
不
幸
は
す
べ
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
正
義
の
原
理
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

第
四
に
、「
相
互
的
な
救
助
と
支
援
の
権
利
と
義
務
は
、
個
人
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
結
社
や
集
合
人
格
に
つ
い
て
も
存
在
す

る
。」「
相
互
保
証
の
原
理
」
ま
た
は
「
全
体
保
証G

esam
m

tbürgschaft
の
原
理
は
、
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
集
団
と
段
階
で
適
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
」(420)

、
と
。

最
後
に
、「
法
状
態
の
維
持
と
再
建
の
た
め
の
権
利
」
と
し
て
、
司
法
（
民
事
お
よ
び
刑
事
）
と
刑
罰
を
人
格
権
に
よ
っ
て
基
礎

―１３２（７７）―
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づ
け
る
試
み
が
な
さ
れ
、
特
論
部
の
第
一
部
「
個
人
人
格
の
権
利
」（
そ
の
一
部
と
し
て
の
所
有
権
論
は
別
建
て
と
し
て
）
の
展
望

が
終
結
す
る
。

特
論
部
の
後
半
、
第
二
部
「
社
会
的
人
格
権
」
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
初
版
と
第
二
版
は
、「
契
約
と
黙
約
」（
第
二
版
は
「
契

約
」）
と
「
団
体société

の
権
利
」（
団
体
の
権
利
一
般
と
婚
姻
お
よ
び
親
子
）
で
構
成
さ
れ
、
五
二
年
版
で
は
、
契
約
法
、
団
体

法
、
家
族
法
の
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
第
二
版
を
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
た
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヴ
ィ
ル
ク
は
、«société»

に” G
esellschaften

oder
V

ereine“

の
語
を
あ
て
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
の
結
社
ま
た
は
団
体
一
般
を
定
義
し
て
、
第
二
版

で
は
、「
ひ�

と�

つ�

に�

ま�

と�

ま�

っ�

た�

活�

動�

に�

よ�

っ�

て�

共�

同�

の�

目�

的�

を�

追�

求�

す�

る�

と�

い�

う�

義�

務�

を�

、
自�

由�

な�

や�

り�

方�

で�

負�

っ�

た�

、
一�

定�

数�

の�

人�

�々

の�

団�

体�
（
７１
）

」
と
規
定
し
、
五
二
年
版
で
は
、「
共�

同�

の�

目�

的�

を�

追�

求�

す�

る�

た�

め�

に�

、
自�

由�

な�

合�

意�

に�

よ�

っ�

て�

結�

ば�

れ�

た�

、
多�

数�

の�

人�

�々

の�

団�

体�

」
と
定
義
し
て
、「
結
社
の
客�

観�

的�

な�

基
礎
は
、
規
定
さ
れ
公
に
表
明
さ
れ
て
い
る
目�

的�

で
あ
る
。
結
社
の
形�

式�

は

契
約
で
あ
る
。」(560)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
近
代
社
会
に
お
け
る
団
体
法
の
基
本
原
理
が
展
開
さ
れ
る
。

四

お
わ
り
に

理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
人
格
の
、
生
に
お
け
る
相
互
制
約＝

相
互
支
援
関
係
を
め
ぐ
る
、
上
述
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ス
の

多
元
的
・
調
和
論
的
な
「
理
想
」
社
会
像
は
、「
人
格
的
自
由
」
を
基
本
と
し
つ
つ
、
社
会
生
活
が
全
体
―
分
肢
関
係
と
い
う
分
節

編
成
と
し
て
表
現
さ
れ
る
有
機
体
論
を
基
調
と
し
て
い
る
。「
調
和
」
は
理
想
で
あ
る
と
し
て
も
、
調
和
論
自
体
は
、
現
実
の
社
会

の
構
造
的
矛
盾
に
対
し
て
鈍
感
に
な
る
可
能
性
を
つ
ね
に
は
ら
ん
で
い
る
の
だ
が
、
個
人
人
格
か
ら
「
統
合
人
格
」
と
し
て
の
人
類

―１３１（７８）―
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に
ま
で
至
る
「
理
想
」
像
に
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
的
世
界
市
民
主
義
と
は
別
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
パ
リ
お
よ
び
ブ
リ

ュ
ッ
セ
ル
時
代
に
独
自
に
体
験
し
た
、「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
新
思
想
と
の
交
流
の
影
響
も
及
ん
で
い
る
。

一
八
三
一
年
一
月
の
学
生
・
市
民
に
よ
る
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
蜂
起
へ
の
加
担
に
よ
り
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
へ
亡
命
し
た
元
私
講
師
ア
ー

レ
ン
ス
は
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
、
と
く
に
バ
ザ
ー
ル
と
親
し
く
交
わ
り
、
翌
三
二
年
に
は
ド
イ
ツ
語
の
日
刊
紙
に
サ
ン
‐
シ
モ

ン
主
義
の
最
新
動
向
に
か
ん
す
る
エ
セ
イ
を
計
十
一
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
宗
教
独
裁
的
手
法
を
手
厳
し

く
批
判
し
つ
つ
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
人
類
と
人
間
社
会
と
に
か
ん
す
る
最
高
に
重
要
な
諸
問
題
へ
の
関
心
を
人
々
に
呼
び
起

こ
し
た
と
い
う
明
白
な
功
績
を
も
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
同
時
に
、「
ド
イ
ツ
で
は
Ｃ
・

・

・
ク
ラ
ウ

ゼ
が
、
そ
の
哲
学
体
系
に
従
い
、
す
で
に
同
様
の
諸
問
題
に
答
え
よ
う
と
試
み
た
」、
と
注
記
（
７２
）

し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
使
徒
た
る
覚
悟

を
す
で
に
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
翌
三
三
年
の
冬
に
は
パ
リ
で
、
カ
ン
ト
以
降
の
ド
イ
ツ
哲
学
史
に
か
ん
す
る
講
義
を
お
こ
な
っ
て

成
功
を
収
め
、
文
部
大
臣
に
な
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー(François

Pierre
G

uillaum
e

G
uizot,

1787-1874)

と
、
パ
リ
文

科
大
学
哲
学
史
の
助
教
授
で
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
グ
ら
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
た
ち
と
も
面
識
が
あ
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ザ

ン(V
ictor

C
ousin,

1792-1867)

（
三
三
年
の
ギ
ゾ
ー
に
よ
る
初
等
教
育
法
の
陰
の
立
役
者
）
と
の
知
遇
を
得
て
（
７３
）

い
た
。
さ
ら
に
、

三
四
年
以
降
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由
大
学
哲
学
教
授
時
代
に
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
を
講
じ
つ
つ
、
テ
ィ
ー
レ
マ
ン
、
デ
ィ
ク
ペ
テ

ィ
オ
ら
仲
間
た
ち
と
、「
自
由
な
ア
ソ
ツ
ィ
ア
ツ
ィ
オ
ー
ン
の
原
理
」、「
国
家
以
外
の
諸
領
域
を
自
由
な
独
立
と
自
由
な
諸
結
合
へ

と
組
織
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
こ
と
が
、
四
十
年
代
初
頭
の
ア
ー
レ
ン
ス
の
モ
ー
ル
宛
の
私
信
で
確
認
で
（
７４
）

き
る
。
ア

ー
レ
ン
ス
が
用
い
た
「
組
織
化O

rganisation

」
と
い
う
単
語
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
（
初
期
）
社
会
主
義
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
想
像
を
め

ぐ
る
�
藤
が
共
振
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

―１３０（７９）―
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こ
の
よ
う
な
自
由
な
市
民
に
よ
る
自
由
な
協
同
に
寄
せ
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
関
心
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
亡
命
ド
イ
ツ
人
と
し
て
パ

リ
と
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
身
を
置
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
と
は
区
別
さ
れ
る
「
社
会
」
な
る
も
の
の
存
在
と
そ
の
組
織
編
成
の
あ

り
方
へ
と
視
野
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
ク
リ
ー
ヴ
ァ
ー
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
た

こ
と
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
大
革
命
に
よ
っ
て
旧
来
の
「
社
会
的
な
中
間
団
体
が
広
範
囲
に
解
体
さ
れ
て
、
代
わ
り
に
公
民
社
会
が

出
現
し
、
そ
こ
で
は
国
家
と
諸
個
人
が
直
接
対
峙
し
て
、
解
体
し
た
社
会
的
な
中
間
団
体
の
任
務
の
大
部
分
を
国
家
が
引
き
受
け
て

（
７５
）

い
た
」
と
い
う
事
態
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
中
間
的
「
社
会
」
の
欠
落
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
的
問
題
状
況
は
、
ギ
ゾ
ー
か
ら
歴
史

哲
学
を
学
ん
だ
ト
ク
ヴ
ィ
ル
だ
け
で
な
く
、
人
格
論
的
目
的
論
に
立
つ
ア
ー
レ
ン
ス
に
も
「
社
会
」
の
自
律
と
い
う
課
題
意
識
を
い

っ
そ
う
醸
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ふ
つ
う
の
ド
イ
ツ
の
大
学
人
と
は
異
な
り
ア
ー
レ
ン
ス
が
占
め
た
位
置

に
よ
る
有
利
な
独
自
性
で
あ
り
、
モ
ー
ル
が
一
八
五
一
年
の
論
説
「
社
会
学
と
国
家
学
」
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
「
完
全
な
広

い
社
会
の
概
念
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
お
お
い
に
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
で
（
７６
）

あ
る
」
と
述
べ
て
承
認
し
た
そ
の
先
駆
性
に
、
少
な
か
ら
ず

寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
な
お
そ
の
う
え
で
留
意
さ
れ
る
点
と
し
て
、
一
方
で
は
、
ま
も
な
く
ド
イ
ツ
で
の
「
社
会
」
の
発
見
史
の
な
か
で
は
、

そ
う
し
た
、
と
く
に
社
会
的
「
生
活
圏
」
と
呼
称
さ
れ
た
空
間
的
・
機
能
的
諸
結
合
の
認
識
（
あ
る
い
は
、「
社
会
」
と
「
結
社
」

と
い
うG

esellschaft

の
二
義
性
）
に
か
か
わ
る
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
モ
ー
ル
へ
の
明
ら
か
な
影
響
関
係
は
、
世
間
的
に
は
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
な
い
ま
ま
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
国
法
学
者
モ
ー
ル
の
高
名
の
影
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
他
方
で
は
、
ア
ー
レ

ン
ス
が
生
の
目
的
論
の
見
地
か
ら
提
示
し
た
、
相
対
的
に
自
立
し
た
社
会
的
な
結
合
や
団
体
が
多
元
的
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方

は
、
す
で
に
ク
ラ
ウ
ゼ
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
さ
ら
に
稿
を
改
め
て
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
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（
１
）

M
.

K
lüver,

Sozialkritik
und

Sozialreform
bei

H
einrich

A
hrens,

D
iss.,

H
am

burg
1967,

S.
35f.

こ
の
学
位
論
文
の
主
査
は
、
社

会
問
題
史
研
究
で
知
ら
れ
た
カ
ー
ル
・
ヤ
ン
ト
ケ
で
あ
る
。

（
２
）

v.
Savigny,

A
rt.,

A
hrens,

in:
A

llgem
eine

D
eutsche

B
iographie,

B
d.

45,
L

eipzig
1900,

S.
715.

（
３
）

A
.

V
erdross,

D
ie

E
rneuerung

der
m

aterialen
R

echtsphilosophie,
in:

Z
eitschrift

für
schw

eizerisches
R

echt,
N

.F.,
B

d.
76,

B
asel

1957,
1.H

albband,
S.

181-213,
hier

S.
192.

（
４
）
木
村
周
市
朗
「
ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
二
〇
三
号
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
所
収
、

を
参
照
の
こ
と
。

（
５
）

M
.

Stolleis,
G

eschichte
des

öffentlichen
R

echts
in

D
eutschland,2.

B
d.,

Staatsrechtslehre
und

V
erw

altungsw
issenschaft

1800-

1914,
M

ünchen
1992,

S
.

427.

（
６
）

H
.

A
hrens,

D
ie

organische
Staatslehre

auf
philosophisch-anthropologischer

G
rundlage,

B
d.1,

E
nthaltend:

D
ie

philoso-

phische
G

rundlage
und

die
allgem

eine
Staatslehre,

W
ien

1850,
S.

X
V

.

（
７
）

L
.

B
rentano,

M
ein

L
eben

im
K

am
pf

um
die

soziale
E

ntw
icklung

D
eutschlands,

Jena
1931,

S.
76.

（
８
）

A
.

W
agner,

A
llgem

eine
oder

theoretische
V

olksw
irthschaftslehre,

M
it

B
enutzung

von
R

au’s
G

rundsätzen
der

V
olksw

irth-

schaftslehre,
L

eipzig
u.

H
eidelberg

1876,
S.

244.

（
９
）

H
.

A
hrens,

D
ie

R
echtsphilosophie,

oder
das

N
aturrecht,

auf
philosophisch-anthropologischer

G
rundlage,

V
ierte,

von
dem

V
erfasser

selbst
besorgte

und
neu

bearbeitete
deutsche,

A
usgabe,

W
ien

1852.

以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
引
用
文

の
末
尾
に
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
括
弧
に
入
れ
て
示
す
。
引
用
文
中
の
（

）
は
す
べ
て
原
文
の
ま
ま
、〔

〕
の
部
分
は
引
用
者
の
補
筆
で

あ
り
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
原
文
が
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

（
１０
）

J.
G

.
Fichte,

G
rundlage

der
gesam

m
ten

W
issenschaftslehre

als
H

andschrift
für

seine
Z

uhörer,
(1794/95),

in:
G

esam
tausgabe
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der
B

ayerischen
A

kadem
ie

der
W

issenschaften,
hrsg.

von
R

.
L

auth
u.

H
.

Jacob,
W

erke,
B

d.
2,

Stuttgart
u.

B
ad

C
annstatt

1965,
S.

173-451,
hier

S.
403.

隈
元
忠
敬
訳
「
全
知
識
学
の
基
礎
―
―
聴
講
者
の
た
め
の
手
稿
」、『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』、
第
四
巻
、
晢

書
房
、
一
九
九
七
年
、
二
八
五
ペ
ー
ジ
。
以
下
、
本
稿
で
の
引
用
文
は
、
邦
訳
書
に
従
っ
て
い
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。

（
１１
）

J.
G

.
Fichte,

D
ie

B
estim

m
ung

des
M

enschen,
(1800),

in:
G

esam
tausgabe,

hrsg.
von

R
.

L
auth

u.
H

.
G

liw
itzky,

W
erke,

B
d.

6,
1981,

S.
145-311,

hier
S.

258,
261.

量
義
治
訳
「
人
間
の
使
命
」、『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』、
第
十
一
巻
、
二
〇
一
〇
年
、
四
九
二
、
四

九
七
ペ
ー
ジ
。

（
１２
）
こ
の
「
合
一
」
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
を
見
よ
。
座
小
田
豊
「
フ
ィ
ヒ
テ
」、
加
藤
尚
武
編
『
哲
学
の
歴
史
第
七
巻
理
性
の
劇
場
』、
中

央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
。

（
１３
）

J.
G

.
Fichte,

G
rundlage

des
N

aturrechts
nach

Principien
der

W
issenschaftslehre,

(1796),
G

esam
tausgabe,

hrsg.
von

R
.

L
auth

u.
H

.
Jacob,

W
erke,

B
d.

3,
1966,

S.
291-460,

hier
S.

319.

藤
澤
賢
一
郎
訳
「
知
識
学
の
原
理
に
よ
る
自
然
法
の
基
礎
」、『
フ
ィ
ヒ

テ
全
集
』、
第
六
巻
、
一
九
九
五
年
、
一
七
―
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
１４
）

E
benda,

S.
347.

前
掲
訳
、
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
１５
）

E
benda,

S.
335.

前
掲
訳
、
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
１６
）

E
benda,

S.
340.

前
掲
訳
、
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
１７
）

E
benda,

S.
349.

前
掲
訳
、
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
１８
）

E
benda,

S.
354.

前
掲
訳
、
六
五
ペ
ー
ジ
。

（
１９
）

E
benda,

S.
351.

前
掲
訳
、
六
一
ペ
ー
ジ
。

（
２０
）

E
benda,

S.
374,

383ff.

前
掲
訳
、
九
五
、
一
〇
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
２１
）

J.
R

aw
ls,

Justice
as

fairness,
a

restatem
ent,

ed.
by

E
.

K
elly,

H
arvard

U
niversity

Press,
2001,

p.
59.

田
中
成
明
・
亀
本
洋
・
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平
井
亮
輔
訳
『
公
正
と
し
て
の
正
義
再
説
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
一
ペ
ー
ジ
。

（
２２
）

Ibidem
,

pp.
5,

18-19.

前
掲
訳
、
九
、
三
一
―
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
２３
）

Ibidem
,

pp.
5,

8.

前
掲
訳
、
一
〇
、
一
四
ペ
ー
ジ
。

（
２４
）

Ibidem
,

pp.
57-58.

前
掲
訳
、
九
九
―
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

（
２５
）

A
.

Sen,
Inequality,

reexam
ined,

H
arvard

U
niversity

Press,
1992,

p.
39.

池
本
幸
生
・
野
上
裕
生
・
佐
藤
仁
訳
『
不
平
等
の
再
検

討
―
―
潜
在
能
力
と
自
由
―
―
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
五
九
ペ
ー
ジ
。

（
２６
）

Ibidem
,

p.
xi.

前
掲
訳
、
xi
ペ
ー
ジ
。

（
２７
）

A
.

Sen,
O

n
ethics

and
econom

ics,
B

.
B

lackw
ell,

1987,
p.41.

徳
永
澄
憲
・
松
本
保
美
・
青
山
治
城
訳
『
経
済
学
の
再
生
―
―

道
徳
哲
学
へ
の
回
帰
―
―
』、
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
２８
）

Ibidem
,

p.
4.

前
掲
訳
、
二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
２９
）

Ibidem
,

p.
59.

前
掲
訳
、
一
〇
三
ペ
ー
ジ
。

（
３０
）

Ibidem
,

p.
60.

前
掲
訳
、
一
〇
五
ペ
ー
ジ
。

（
３１
）

R
.

L
ister,

Poverty,
Polity,

2004,
p.

7.
松
本
伊
智
朗
監
訳
・
立
木
勝
訳
『
貧
困
と
は
な
に
か
―
―
概
念
・
言
説
・
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
―
―
』、
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
ペ
ー
ジ
。
本
書
か
ら
の
引
用
文
中
の
傍
点
部
分
は
、
英
語
原
文
が
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

（
３２
）

Ibidem
,

p.
121.

前
掲
訳
、
一
七
七
―
一
七
八
ペ
ー
ジ
。

（
３３
）

Ibidem
,

p.
161.

前
掲
訳
、
二
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
３４
）

Ibidem
,

pp.
165-166.

前
掲
訳
、
二
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
３５
）

Ibidem
,

p.
161.

前
掲
訳
、
二
三
二
―
二
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
３６
）

H
.

A
hrens,

D
ie

organische
Staatslehre,

a.a.O
.,

S.
X

V
.
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（
３７
）

E
benda,

S.
X

V
If.

（
３８
）

E
benda,

S.
6.

（
３９
）

E
benda,

S.
10.

（
４０
）

E
benda,

S.
11.

（
４１
）

E
benda,

S.
58.

（
４２
）

E
benda,

S.
59ff.

（
４３
）

H
.

A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel
ou

de
philosophie

du
droit,

fait
d’après

L
’état

actuel
de

cette
science

en
A

llem
agne,

Paris,

B
rockhaus

et
A

venarius,
1838.

（
４４
）

H
.

A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel
ou

de
philosophie

du
droit,

fait
d’après

L
’état

actuel
de

cette
science

en
A

llem
agne,

Seconde
édition

revue
et

considérablem
ent

augm
entée,

B
ruxelles,

M
eline,

1844.

（
４５
）
木
村
周
市
朗
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
自
然
法
論
と
〈
社
会
〉
の
発
見
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
一
九
九
号
、
二
〇
一
三
年
一
月
、

所
収
、
を
見
よ
。

（
４６
）

H
.

A
hrens,

N
aturrecht

oder
die

Philosophie
des

R
echts

und
des

Staates,
A

uf
dem

G
runde

des
ethischen

Z
usam

m
enhanges

von
R

echt
und

C
ultur,

1.
B

d.:
D

ie
G

eschichte
der

R
echts-philosophie

und
die

allgem
einen

L
ehren,

W
ien

1870,
2.

B
d.:

D
as

S
ystem

des
Privatrechts,

die
Staatslehre

und
die

Principien
des

V
ölkerrechts,

W
ien

1871.

（
４７
）
前
掲
、
木
村
「
ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論
」
を
見
よ
。

（
４８
）

M
.

K
lüver,

a.a.O
.,

S.
66f.

（
４９
）

H
.

A
hrens,

A
rt.,

Freiheit,
in:

D
eutsches

Staats-W
örterbuch,

In
V

erbindung
m

it
deutschen

G
elehrten,

hrsg.
von

J.
C

.

B
luntschli

u.
K

.
B

rater,
B

d.
3,

Stuttgart
u.

L
eipzig

1858,
S.

730-739,
hier

S.
737f.

V
gl.

M
.

K
lüver,

a.a.O
.,

S.
66f.
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（
５０
）

I.
K

ant,
Ü

ber
den

G
em

einspruch:
D

as
m

ag
in

der
T

heorie
richtig

sein,
taugt

aber
nich

für
die

Praxis,
(1793),

K
ant’s

gesam
m

elte
Schriften,

hrsg.
von

der
K

öniglich
Preußischen

A
kadem

ie
der

W
issenschaften,

B
d.

8,
B

erlin
u.

L
eipzig

1923,

S.
272-313,

hier
S.

290.

北
尾
宏
之
訳
「
理
論
と
実
践
」、『
カ
ン
ト
全
集
１４
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
５１
）

M
.

K
lüver,

a.a.O
.,

S.
62A

nm
.

（
５２
）

H
.

A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel
ou

de
philosophie

du
droit,

Seconde
édition,

1844,
p.

203;
D

ers.,
D

as
N

aturrecht
oder

die

R
echtsphilosophie

nach
dem

gegenw
ärtigen

Z
ustande

dieser
W

issenschaft
in

D
eutschland,

N
ach

der
zw

eiten
A

usgabe
deutsch

von
A

dolph
W

irk,
B

raunschw
eig

1846,
S.

170.

な
お
、「
真
の
平
等
は
、
不
平
等
な
も
の
を
不
平
等
に
扱
う
こ
と
に
存
す
る
」
と
い

う
主
張
の
出
所
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
初
版(p.128)

で
は
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ザ
ン
の
『
哲
学
断
片Fragm

ents
philosophiques

』

の
序
文
を
、
第
二
版(p.204)

で
は
、
同
じ
く
ク
ザ
ン
が
プ
ラ
ト
ン
の
『
法
律
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
付
け
た
序
言
を
、
い
ず
れ
も
脚
注

で
挙
げ
て
い
る
。

（
５３
）
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
、
外
的
「
法
」
と
内
的
「
道
徳
」
と
の
分
離
に
よ
る
「
自
然
法
の
道
徳
（
啓
示
）
神
学
か
ら
の
解
放
」（
自
然

法
の
世
俗
化
）
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
「
自
然
法
学
の
神
学
に
よ
る
基
礎
づ
け
」
と
い
う
伝
統
的
な
見
地
か
ら
プ

ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
世
俗
化
志
向
を
批
判
し
て
、
内
面
倫
理
も
自
然
法
で
包
摂
さ
せ
、「
法
」
と
「
道
徳
」
の
一
致
を
主
張
し
た
こ
と
に

つ
い
て
、
前
田
俊
文
『
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
思
想
―
―
比
較
思
想
史
的
研
究
―
―
』、
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
第
二
章
、
を
見

よ
。
そ
の
意
味
で
も
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
ク
ラ
ウ
ゼ
と
同
様
に
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
か
ら
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
５４
）

H
.

A
hrens,

A
rt.,

G
rotius,

in:
D

eutsches
Staats-W

örterbuch,
a.a.O

,
B

d.
4,

1859,
S.

509-516,
hier

S.
511.

（
５５
）

E
benda,

S.
512f.

（
５６
）

E
benda,

S.
514.

（
５７
）

E
benda,

S.
515.
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（
５８
）

E
benda,

S.
512.

（
５９
）
ハ
ッ
ソ
ー
・
ホ
ー
フ
マ
ン
は
、
十
七
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
ま
で
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
振
幅
に
富
ん
だ
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
解
釈
史
を
、
目
配

り
よ
く
点
描
し
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
右
の
項
目
論
説
へ
の
言
及
は
な
い
も
の
の
、
ホ
ー
フ
マ
ン
に
よ
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
像
は
ア
ー
レ

ン
ス
が
指
摘
し
た
上
記
の
三
論
点
を
実
質
的
に
含
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
包
括
的
で
あ
る
。V

gl.
H

.
H

ofm
ann,

H
ugo

G
rotius,

in:
Staatsdenker

im
17.

und
18.

Jahrhundert,
R

eichspublizistik
–

Politik
–

N
aturrecht,

hrsg.
von

M
.

Stolleis,
2.,

erw
eiterte

A
uflage,

Frankfurt
a.

M
.

1987,
S.

52-77.

佐
々
木
有
司
・
柳
原
正
治
訳
『
一
七
・
一
八
世
紀
の
国
家
思
想
家
た
ち
―
―
帝
国
公
（
国
）

法
論
・
政
治
学
・
自
然
法
論
―
―
』、
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
、
八
一
―
一
二
三
ペ
ー
ジ
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
解
釈
の
多
様
性
と
多
次
元
性

に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
筏
津
安
恕
『
義
務
の
体
系
の
も
と
で
の
私
法
の
一
般
理
論
の
誕
生
―
―
ス
ア
レ
ス
・
デ
カ
ル
ト
・
グ
ロ
チ
ウ
ス

・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
―
―
』、
昭
和
堂
、
二
〇
一
〇
年
、
が
、「
私
法
の
一
般
理
論
」
の
形
成
と
い
う
特
定
の
視
角
か
ら
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ

ス
を
、
後
期
ス
コ
ラ
学
派
、
と
く
に
ス
ア
レ
ス
の
意
思
自
由
論
の
影
響
の
下
で
、
意
思
概
念
を
法
学
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
理

論
を
革
新
し
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
６０
）
坂
部
恵
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
入
門
―
―
カ
ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
残
光
―
―
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
所
収
の
「
第
十

八
講

理
性
と
悟
性
―
―
逆
転
の
ド
ラ
マ
」、
同
『
坂
部
恵
集
１

生
成
す
る
カ
ン
ト
像
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
所
収
の
「〈
理

性
〉
と
〈
悟
性
〉
―
―
十
八
世
紀
合
理
主
義
の
消
長
―
―
」、
な
ど
を
見
よ
。

（
６１
）

I.
K

ant,
K

ritik
der

reinen
V

ernunft,
2.

A
uflage

(1787),
K

ant’s
gesam

m
elte

Schriften,
a.a.O

.,
B

d.
3,

1911,
S.

1-552,
hier

S.

238f.

有
福
孝
岳
訳
「
純
粋
理
性
批
判

中
」、『
カ
ン
ト
全
集
５
』、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
―
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
６２
）

I.
K

ant,
G

rundlegung
zur

M
etaphysik

der
Sitten,

(1785),
K

ant’s
gesam

m
elte

Schriften,
a.a.O

.,
B

d.
4,

1911,
S.

385-463,
hier

S.
428,

429.

平
田
俊
博
訳
「
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」、『
カ
ン
ト
全
集
７
』、
二
〇
〇
〇
年
、
六
四
、
六
五
ペ
ー
ジ
。

（
６３
）

E
benda,

S.
430.

前
掲
訳
、
六
八
ペ
ー
ジ
。
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（
６４
）

J.
R

aw
ls,

A
theory

of
justice,

revised
edition,

H
arvard

U
niversity

Press,
1999,

p.
225.

川
本
隆
史
・
福
間
聡
・
神
島
裕
子
訳

『
正
義
論
改
訂
版
』、
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
三
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
６５
）

Ibidem
,

pp.
222-223.

前
掲
訳
、
三
四
〇
―
三
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
６６
）

Ibidem
,

pp.
27-28.

前
掲
訳
、
四
四
―
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
６７
）

J.
R

aw
ls,

Justice
as

fairness,
a

restatem
ent,

pp.
6-7.

前
掲
訳
、
一
二
―
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
６８
）

Ibidem
,

pp.
81-82.

前
掲
訳
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
６９
）

J.
R

aw
ls,

A
theory

of
justice,

p.
22.

前
掲
訳
、
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
７０
）

M
.

K
lüver,

a.a.O
.,

S.
15.

但
し
、
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
未
確
認
事
項
で
あ
る
。
モ
ー
ル
の
方
は
、
一
八
一
七
年
に
テ
ュ

ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
新
設
さ
れ
た
国
家
経
済
学
部
で
教
授
リ
ス
ト
が
初
め
て
担
当
し
た
「
国
家
行
政
実
務
」
講
座
の
継
承
者
の
二
代
目
で

あ
り
、
そ
の
国
民
経
済
の
理
論
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
リ
ス
ト
は
、
そ
の
死
（
十
一
月
三
十
日
）
の
年
と
な
っ
た
一
八
四
六
年
の
復
活

祭
の
あ
と
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
か
ら
モ
ー
ル
に
手
紙
を
送
り
、
ち
ょ
う
ど
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
旅
行
を
予
定
し
て
い
た
モ
ー
ル
は
、
ア
ウ
ク
ス
ブ

ル
ク
で
リ
ス
ト
に
会
い
、
同
様
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
へ
向
か
う
リ
ス
ト
と
そ
の
娘
に
同
行
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
も
た
び
た
び
リ
ス
ト
に
会
っ
た
。

そ
の
際
、
リ
ス
ト
か
ら
大
百
科
事
典
の
出
版
計
画
へ
の
協
力
を
打
診
さ
れ
た
が
、
き
っ
ぱ
り
断
っ
た
旨
の
記
述
が
、
モ
ー
ル
の
回
想
録
に

残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
リ
ス
ト
は
モ
ー
ル
に
「
好
印
象
を
決
し
て
与
え
な
か
っ
た
」
し
、「
迫
害
妄
想
に
か
か
っ
て
い
た
」、
と
あ

る
。V

gl.
L

ebens-E
rinnerungen

von
R

obert
von

M
ohl

1799-1875,
2

B
de.,

S
tuttgart

u.
L

eipzig
1902,

B
d.

2,
S.

8.

（
７１
）

H
.

A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel
ou

de
philosophie

du
droit,

Seconde
édition,

1844,
p.

411;
D

ers.,
D

as
N

aturrecht
oder

die

R
echtsphilosophie,

N
ach

der
zw

eiten
A

usgabe
deutsch

von
A

.
W

irk,
1846,

S.
346.

引
用
文
中
の
傍
点
部
分
の
フ
ラ
ン
ス
語
原
文

は
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

（
７２
）

H
.

A
hrens,

U
eber

den
Saint-Sim

onism
us

in
seiner

letzten
religiösen,

m
oralischen

und
politischen

E
ntw

icklung,
in:

D
as
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A
usland,

E
in

T
agblatt

für
K

unde
des

geistigen
und

sittlichen
L

ebens
der

V
ölker,

N
o.

192,
(10

Julius
1832),

S.
766.

な
お
、

「

」
は
「

」
の
誤
植
と
思
わ
れ
る
。

（
７３
）

V
gl.

M
.

K
lüver,

a.a.O
.,

S.
11.

（
７４
）
前
掲
、
木
村
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
自
然
法
論
と
〈
社
会
〉
の
発
見
」
を
見
よ
。

（
７５
）

M
.

K
lüver,

a.a.O
.,

S.
78.

（
７６
）

R
.

v.
M

ohl,
G

esellschafts-W
issenschaften

und
Staats-W

issenschaften,
in:

Z
eitschrift

für
die

gesam
m

te
Staatsw

issenschaft,

B
d.

7,
Jg.

1851,
S.

3-71,
hier

S.
22.

（
付
記
）本

稿
は
平
成
二
五
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
（
研
究
課
題
「
ド
イ
ツ
自
然
法
論
に
お
け
る
所
有
権
と
ア
ソ
ツ
ィ
ア
ツ
ィ
オ
ー
ン
」）

の
交
付
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
二
〇
一
五
年
一
月
三
一
日
脱
稿
）
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