
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ョ
ー
ム
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
論
と

そ
の
現
代
的
射
程

│
│
コ
ン
ス
タ
ン
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
│
│

堤

林

剣

一

は
じ
め
に

二

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

三

コ
ン
ス
タ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

四

コ
ン
ス
タ
ン
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
へ

一

は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

（lib
e
´
ralis

m
e

）
や

リ
ベ
ラ
ル

（lib
e
´
ral

）
は
響
き
の
悪
い
言
葉
│
│
し
ば
し
ば
罵

り
言
葉
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
は

イ
ギ
リ
ス
的

あ
る
い
は

ア
メ
リ
カ
的

悪
し
き
自
由
放
任
主
義
（
特
に
弱
者
へ
の
配
慮
を
欠

く
経
済
的
自
由
主
義
│
│n

e
´

olib
e
´
ralis

m
e

な
い
しultra‐

lib
e
´
ralis

m
e

）
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
公
平
や
連
帯
、
社
会
全
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体
の
利
益
を
蔑
ろ
に
す
る
行
き
過
ぎ
た
個
人
主
義
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
符
合
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
的
自
由
主
義
や
ア
メ
リ
カ
的
自
由
主
義
の
内
容
を
正
確
に
捉
え
た
も
の
で
は
な
い
。
（
そ
も
そ
も
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ

を
一
緒
く
た
に
す
る
こ
と
自
体
奇
異
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
し
ば
し
ば

ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン

な
い
し

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ

ン

と
い
う
形
容
詞
で
両
者
が
括
ら
れ
る
。）

そ
れ
に
対
し
て
、

レ
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ニ
ス
ム

（re
´

p
u
blica

nis
m
e

）
や

レ
ピ
ュ
ブ
リ
ッ
ク

（re
´

p
u
bliq

u
e

）
は
肯
定
的
な
響
き

を
有
し
、
（
ご
く
少
数
の
例
外
を
除
い
て
）
左
派
も
右
派
も
中
道
も
こ
の
言
葉
を
高
々
と
掲
げ
る
。
レ
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ニ
ス
ム
は
ま
さ
に

フ
ラ
ン
ス
国
（
民
）
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
表
す
言
葉
と
し
て
広
く
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
意

味
内
容
は
一
義
的
で
な
く
、
し
か
も
よ
く
見
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
的
自
由
主
義
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
的
自
由
主
義
の
要
素
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
さ
え
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
現
実
の
政
治
的
・
経
済
的
政
策
の
次
元
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
こ
と
に
冷
戦
終
焉
後

は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
加
速
度
的
進
展
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
色
彩
が
強
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
こ
う
し
た
現
実
の
変
化
の
な
か
で
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
依
然
レ
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ニ
ス
ム
が
支
配
的
で
あ
る
│
│
こ
れ

は
フ
ラ
ン
ス
共
和
政
が
存
続
す
る
限
り
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
三
、
四
〇
年
ほ
ど
前
か
ら

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

と
い
う
言
葉

が
肯
定
的
に
使
用
さ
れ
、
そ
の
思
想
的
系
譜
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
学
問
的
営
為
が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
事

実
で
あ
る
。
い
ま
だ
世
論
に
は
浸
透
し
て
い
な
い
も
の
の
、
政
治
思
想
な
い
し
政
治
哲
学
の
領
域
で
は

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ス

ム

（lib
e
´
ralis

m
e
fra

nç
ais

）
の
研
究
が
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
一
端
を
な
す
ま
で
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
背
景
に
は
、
革
命
的
伝
統
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
衰
退
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
的
・
財
政
的
危
機
（
国
家
主
導
型
の
フ
ラ
ン

ス
・
モ
デ
ル
の
機
能
不
全
）
と
い
っ
た
政
治
経
済
的
変
動
が
か
ら
ん
で
お
り
、
ま
た
レ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
や
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
を

筆
頭
と
す
る
研
究
者
グ
ル
ー
プ
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
再
評
価
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
長
い
間
知
識
人
を
虜
に
し
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
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思
想
と
対
抗
す
る
形
で
、
忘
れ
ら
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
思
想
的
伝
統
を
復
権
さ
せ
る
こ
と
は
、
革
命
史
や
憲
法

思
想
や
政
治
思
想
の
研
究
領
域
に
お
い
て
、
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
今
日
、
政
治
思
想
・
憲
法
思
想
の

分
野
で
確
固
た
る
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
誇
示
し
て
い
る
マ
ル
セ
ル
・
ゴ
ー
シ
ェ
、
ピ
エ
ー
ル
・
マ
ナ
ン
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
、

リ
ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ョ
ー
ム
な
ど
が
、
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
研
究
を
精
力
的
に
推
進
す
る
こ
と
で
頭
角
を
現
し
た
こ
と
は
、
こ

う
し
た
流
れ
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

い
ま
や
コ
ン
ス
タ
ン
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
、
ギ
ゾ
ー
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
ら
の

十
九
世
紀
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

を
扱
っ
た
研
究
書
は
多
く

存
在
す
る
。
ま
た
十
八
世
紀
で
は
あ
る
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
研
究
も
同
様
の
潮
流
の
な
か
で
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の

よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
が
市
民
権
を
得
、
か
つ
て
の
論
敵
が
風
化
す
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
現
実
政
治
と
法
制
度
の
次
元

で
も
人
権
思
想
が
定
着
し
、
立
憲
主
義
が
（
ル
ソ
ー
主
義
的
）
法
律
中
心
主
義
（le

´
gice

ntris
m
e

）
に
取
っ
て
代
わ
る
な
か
で
、

現

代
リ
ベ
ラ
ル

（lib
e
´
ra

u
x
co

nte
m
p
orain

s
│
│
こ
れ
は
マ
ナ
ン
が
自
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
形
容
し
た
名
称
で
あ
る
）
が
、
か
つ
て
の
よ
う

な
情
熱
と
緊
張
感
を
も
っ
て
十
九
世
紀
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
を
思
想
史
的
に
研
究
し
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
（
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究
は
例
外
で
あ
る
が
。）
マ
ナ
ン
曰
く
、
か
つ
て
と
は
論
敵
も
政
治
的
課
題
も
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

も
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
十
九
世
紀
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
研
究
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
問
題
を
扱
う
た
め
に
は
、
別
の

領
域
を
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
近
年
、
彼
ら
は
、
む
し
ろ

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
勝
利

が
も

た
ら
し
た
負
の
側
面
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
ゴ
ー
シ
ェ
は
人
権
中
心
主
義
が

政
治
的
な
も
の

の
軽

視
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
警
告
し
、
マ
ナ
ン
は

ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト

の
重
要
性
を
訴
え
、
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
は
国
民
的
紐

帯
や
市
民
社
会
の
構
築
・
再
構
築
の
必
要
性
を
説
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
か
な
り
話
を
単
純
化
し
た
観
は
否
め
な
い
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
一
般
的
流
れ
の
な
か
で
、
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ョ
ー
ム
が

依
然
と
し
て
精
力
的
に
十
九
世
紀
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
（
特
に
コ
ン
ス
タ
ン
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
の
そ
れ
）
の
研
究
に
取
り
組
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ん
で
い
る
と
い
う
事
実
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ジ
ョ
ー
ム
は
そ
れ
以
外
の
研
究
も
進
め
て
い
る
│
│
彼
の

守
備
範
囲
は
頗
る
広
く
、
憲
法
思
想
の
領
域
で
も
第
一
人
者
と
み
な
さ
れ
る
一
方
、
現
代
政
治
の
問
題
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
取
り

組
み
、
論
壇
に
お
け
る
発
信
力
も
際
立
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ジ
ョ
ー
ム
が
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

を
思
想
史
的
に
研
究
す
る
際
（
ち
な
み
に
、
彼
は
現
在
刊
行
中
の
コ
ン
ス
タ
ン
全
集
の
編
集
委
員
も
務
め
て
い
る
）、
そ
れ
が
ま
さ
に
現
代

の
政
治
の
問
題
を
理
解
し
、
一
定
の
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
模
索
す
る
に
あ
た
り
多
く
の
示
唆
を
依
然
と
し
て
与
え
得
る
と
考
え
て

い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
コ
ペ
・
グ
ル
ー
プ
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
（
コ
ン
ス
タ
ン
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
な
ど
）
を

フ
ラ
ン
ス
共
和
政
的
概
念

（la
co

n
ce

ptio
n
re
´

p
u
blicain

e
fra

nç
aise

）
と
位
置
づ
け
、
コ
ペ
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
顕
現
す

る
場

（lie
u
p
ar

e
x
celle

n
ce

d
e
l'
esprit

e
u
ro

p
e
´
e
n

）
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
ジ
ョ
ー
ム
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
論
を
二
つ
の
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
試
み
る
。

一
つ
は
、
ジ
ョ
ー
ム
の
政
治
思
想
史
的
立
場
か
ら
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
理
解
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ジ
ョ
ー
ム
の
問
題
と
し
て
い
る

哲
学
的

起
源
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
、
そ
の
な
か
で
彼
の
コ
ン
ス
タ
ン
解
釈
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
に
現
代
に
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
で
あ
る
と
彼
が
考
え
て
い
る
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
彼
の
近
著

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
と
は
何

か

を
中
心
的
に
扱
う
こ
と
と
す
る
。

二

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

㈠

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
と
は

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

は
多
義
的
な
用
語
・
概
念
で
あ
り
、
一
般
的
な
定
義
を
示
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
リ

ベ
ラ
リ
ス
ム
と
英
米
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
違
い
も
無
視
し
得
な
い
し
、
両
者
の
相
違
点
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
。
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そ
も
そ
も
、
い
ず
れ
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
も
一
枚
岩
で
は
な
い
ゆ
え
、
こ
う
し
た
比
較
自
体
が
ど
の
程
度
有
益
か
議
論
の
余
地
も
あ
ろ

う
。
し
か
も
、

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

と
い
う
言
葉
自
体
は
十
九
世
紀
に
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
研
究
者

は
十
七
世
紀
、
十
六
世
紀
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
ま
で
遡
っ
て
そ
の
思
想
的
伝
統
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
（
ち
な
み
に
、

リ
ベ
ラ
ル

と
い
う
言
葉
は

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

に
大
分
先
立
っ
て
存
在
す
る
が
、
時
代
と
文
脈
に
よ
っ
て
意
味
が
異
な
っ
て
き
た
。）
も
ち
ろ
ん
、
個
人

的
自
由
の
尊
重
、
権
力
制
限
、
立
憲
主
義
と
い
っ
た
ミ
ニ
マ
ル
な
原
理
や
制
度
と
し
て
共
通
項
を
特
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
個
々
の
思
想
的
特
徴
も
そ
の
政
治
的
意
義
も
見
え
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
リ
ベ
ラ
リ

ス
ム
全
般
の
概
念
史
的
記
述
は
断
念
し
、
ジ
ョ
ー
ム
の
解
釈
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
ジ
ョ
ー
ム
の
解
釈
が
必
ず
し

も
典
型
的
な
理
解
（
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
）
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
ジ
ョ
ー
ム
自
身
が
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
一
義
的
な
定
義
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
本
稿
の
目
的
に
即
し
て
、

そ
の
多
様
な
側
面
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
注
目
に
値
す
る
の
は
、
ジ
ョ
ー
ム
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
コ
ン
ス
タ
ン
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
同
じ
リ
ベ
ラ

リ
ス
ム
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
ギ
ゾ
ー
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ム
に
し
た
が
え
ば
、

ギ
ゾ
ー
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
は
彼
ら
の
そ
れ
と
根
本
的
に
異
な
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
史
に
お
い
て
は
そ
の
ギ
ゾ
ー
を
は
じ
め

と
す
る
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
派
・
オ
ル
レ
ア
ン
派
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
が
本
流
と
な
り
、
長
い
間
フ
ラ
ン
ス
政
治
を
呪
縛
し
て
き
た
の
で

あ
る
。
両
系
譜
の
違
い
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
よ
う
。

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
は
、
広
義
で
は
、
理
論
と
実
践
に
お
け
る

自
由
の
統
治

（go
u
v
er
n
e
m
e
nt

d
e
la

lib
erte
´

）
を
意
味
す
る
。

こ
の
表
現
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
由
│
│
し
か
も
、
個
人
的
自
由
│
│
は
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。

だ
が

統
治

と
い
う
言
葉
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
自
由
は
政
治
と
一
定
の
関
係
を
保
ち
、
ま
た

法
の
支
配

・

法
へ
の
服

従

と
密
接
に
関
連
す
る

）
。
つ
ま
り
リ
ベ
ラ
ル
の
自
由
と
は
、
単
に
個
人
が
好
き
勝
手
に
行
為
す
る
（
で
き
る
）
こ
と
を
意
味
す
る
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の
で
は
な
く
、
一
定
の
政
治
的
・
法
的
関
係
の
も
と
で
存
立
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
輪
郭
が
は
っ
き
り

し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
自
由
が
い
か
な
る
仕
方
で
政
治
と
法
と
に
結
び
つ
く
か
で
、
そ
の
諸
領
域
に
お
け
る
イ
ン
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
著
し
く
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
、
自
由
を
行
使
す
る
主
体
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

誰
が
判
断
す
る
の
か

と
い
う
問
い
と
も
深

く
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ジ
ョ
ー
ム
が
擁
護
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
系
譜
（
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
コ
ン
ス
タ
ン
ら
が
構
成
す
る
系

譜
）
で
は
、
個
人
と
社
会
の
判
断
力
（fac

ulte
´

d
e
ju

g
er

）・
判
断
す
る
権
利
（droit

d
e
ju

g
e
m
e
nt

）
が
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
こ
と

に
な
る

）
。
こ
の
判
断
力
と
判
断
権
が
政
治
的
・
法
的
要
素
と
密
接
不
可
分
な
理
由
は
、
各
々
の
市
民
（
個
人
）
が
自
ら
思
考
し
、

（
批
判
的
吟
味
を
通
じ
て
）
政
治
と
法
の
在
り
方
に
つ
い
て
評
価
し
、
市
民
の
権
利
の
範
囲
に
つ
い
て
も
判
断
す
る
こ
と
が
重
要
と
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
律
的
個
人
の
判
断
力
に
重
点
を
置
く
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
を
ジ
ョ
ー
ム
は

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

あ
る
い
は

主
体
と
良
心
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

（lib
e
´
ralis

m
e
d
u
s
ujet

et
d
e
la

co
n
scie

n
ce

）
と
称
す
る
。
（
そ
し
て
こ
れ
を
本
格
的

に
展
開
し
た
の
が
コ
ン
ス
タ
ン
と
ス
タ
ー
ル
夫
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

）
。）
目
下
注
目
す
べ
き
は
、

主
体

の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

に
お
い
て
は
、
自
律
的
個
人
の
公
的
事
柄
に
関
す
る
判
断
力
が
重
視
さ
れ
る
ゆ
え
、
政
治
お
よ
び
法
へ
の
市
民

的
関
与
が
称
揚
さ
れ

）
（
と
い
っ
て
も
、
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
る
の
は
判
断
力
を
適
切
に
行
使
で
き
る
教
養
市
民
に
限
ら
れ
る
が
）、
法
の
公

正
さ
と
法
へ
の
服
従
が
要
求
さ
れ
る
と
同
時
に
、
法
や
政
治
的
支
配
が
恣
意
化
し
た
場
合
な
ど
に
は
、
自
由
の
主
体
た
る
個
人
が
政

治
と
国
家
を
批
判
す
る
（
場
合
に
よ
っ
て
は
国
家
に
積
極
的
に
抵
抗
す
る
）
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

さ
て
、
他
方
で
、
ギ
ゾ
ー
や
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
が
主
張
し
、
ジ
ョ
ー
ム
が
批
判
的
に
捉
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
に
お
い
て
は
、
こ
の

よ
う
な
社
会
と
個
人
の
判
断
力
・
判
断
権
が
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
広
く
市
民
の
主
体
的
な
判
断
力
が
認
め
ら
れ
て
し

ま
え
ば
、

知
性
の
無
秩
序

（l' a
n
arc

hie
intellectu

elle

）・

精
神
の
無
秩
序

（an
arc

hie
d
es

esprits

）
が
帰
結
す
る
と
警
告

す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、
ギ
ゾ
ー
は

無
秩
序
的
な
個
人
主
義
の
批
判

（la
critiq

u
e
d
e
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l'
in
divid

u
alis

m
e
a
n
arc

hiq
u
e

）
を
展
開
す
る
と
同
時
に
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
│
│
才
能
・
富
・
行
政
的
知
識
を
有
す
る

新
た
な

貴
族
層

（no
u
v
elle

aristocratie

）
│
│
が
合
理
的
に
、
そ
し
て
国
家
主
導
で
、
市
民
社
会
と
の
関
係
を
築
い
て
い
く
必
要
性
を

説
く
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
に
お
け
る
一
定
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
を
重
視
す
る
と
い
う
点
で
リ
ベ
ラ
ル
な
要
素
が
認
め
ら
れ
る
の

も
事
実
だ
が
、
ジ
ョ
ー
ム
曰
く
、
こ
れ
は

国
家
に
よ
る
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

（lib
e
´
ralis

m
e
p
ar

l'
É
tat

）
で
あ
り
、

国
家
に
対
す

る
、
あ
る
い
は
国
家
を
超
え
た
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
で
は
な
い

（no
n
co

ntre
o
u
h
ors

l'
É
tat

）
の
で
あ
る

）
。
ま
た
、
権
力
を
意
志
で

は
な
く
理
性
と
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

理
性
の
主
権

（la
so

u
v
erainte

´
d
e
la

raiso
n

）
と
い
う
考
え
も
帰
結
し
、
政
治

権
力
は
ま
す
ま
す
エ
リ
ー
ト
の
手
中
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
由
へ
の
公
式
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
は
裏
腹
に
、
個
人
的
自
由

と
自
律
性
が
国
家
の
一
元
的
支
配
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
く

）
。
こ
う
し
て
人
民
は

自
由
だ
が
従
順

（libre
m
ais

cal
m
e

）
に
な
る

よ
う
求
め
ら
れ
、
政
治
（
代
議
制
）
は

人
民
の
名
に
お
い
て
人
民
の
た
め
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
か
な
る
こ
と
も
人
民

が
直
接
な
し
て
は
な
ら
な
い

（
カ
バ
ニ
ス
）
と
い
う
仕
方
で
の
統
治
と
な
る

）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
性
に
よ
る
統
治
が
重
要
視

さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
権
力
と
理
性
が
整
合
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
の
は
誰
か
と
い
う
問
題
に
最
終
的
な
決
着
は
与
え
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
レ
ミ
ュ
ザ
の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
と
、
政
治
権
力
と
真
理
が
同
一
視
さ
れ

る
考
え
ま
で
行
き
着
く
こ
と
に
な
る

）
。
し
か
も
こ
れ
は
神
学
的
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
さ
え
あ
り
、
そ
う
な
る
と
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
権

力
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
さ
ら
に
強
大
な
も
の
と
な
る
。
権
力
の
制
限
と
い
う
考
え
も
等
閑
視
さ
れ
、
個
人
の
自
律
的
判
断
力
に
い
た
っ

て
は
ま
す
ま
す
度
外
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
ジ
ョ
ー
ム
に
よ
る
と
、
こ
の
系
譜
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
が
第
三
共
和
政
の
共
和
主
義
者
の
多

く
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
右
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
以
外
に
も
、
自
由
に
対
す
る
真
理
の
優
位
を
唱
え
る
リ
ベ
ラ
ル
・
カ
ト
リ
シ
ス
ム
や
、
ヒ
ュ
ー
ム
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
な

主
体
無
き
個
人
主
義

（in
divid

u
alis

m
e
sa

n
s
s
ujet

）
を
前
提
と
す
る
系
譜
を
も
ジ
ョ
ー
ム
は
扱
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
省
略
す
る

）
。
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さ
て
、
ジ
ョ
ー
ム
が
擁
護
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
（

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

）
が
個
人
の
判
断
力
を
信
頼
す
る
点
は
確
認
さ
れ
た

が
、
ま
さ
し
く
こ
れ
と
の
関
係
で
主
権
制
限
論
や
個
性
お
よ
び
社
会
的
価
値
の
多
様
性
の
擁
護
、
そ
し
て
法
や
権
力
の
位
置
づ
け
が

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
。
ジ
ョ
ー
ム
が
強
調
す
る
に
、
こ
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
に
と
っ
て
は
、
自
由
が
最
高
善
に
し
て
善
そ
の

も
の
（lib

erte
´

est
le

bie
n
s
u
pre
＾

m
e,
le

bie
n
e
n
s

）

oi

）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
権
力
も
法
も
手
段
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ

の
限
り
で
は
権
力
も
法
も
自
由
に
と
っ
て
不
可
欠
か
つ
表
裏
一
体
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ
の
自
由
が
個
人
の
判
断
力
と
も
密
接
不

可
分
で
あ
る
が
ゆ
え
、
自
由
と
権
力
・
法
と
の
関
係
が
転
倒
し
た
り
、
恣
意
的
な
支
配
が
生
じ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
国
家
に
対
峙

す
る
自
由
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
お
よ
び
公
共
空
間
の
中
立
性

が
要
請
さ
れ
る
│
│
特
定
の
宗
教
的
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
価
値
の
支
配
は
認
め
ら
れ
な
い

）
│
│
が
、
こ
れ
は
政
治
制
度
の
全

く
の
価
値
中
立
性
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る

）
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
種
の
自
由
と
多
様
性
の
擁
護
は
制

度
そ
の
も
の
に
と
っ
て
否
定
し
が
た
い
前
提
を
な
し
て
お
り
、
権
力
の
中
立
性
も
そ
の
擁
護
の
た
め
の
手
段
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ジ
ョ
ー
ム
が
こ
う
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
哲
学
的
起
源
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
次
に
見
て
み
よ
う
。

㈡

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
哲
学
的
起
源
と
コ
ン
ス
タ
ン
以
前
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

本
節
で
は
主
と
し
て
ジ
ョ
ー
ム
の
近
著

リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
哲
学
的
起
源

に
即
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う

）
。
な
お
、
こ

の
著
作
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
だ
け
で
な
く
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
カ
ン
ト
な
ど
も
本
格
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
以
下
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
ジ
ョ
ー
ム
の
擁
護
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
と
の
関
係
で
選
択
的
な
論
点
整
理

を
試
み
る
。
ま
た
、
ジ
ョ
ー
ム
が
あ
え
て
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の

哲
学
的

起
源
と
い
う
理
由
は
、
彼
が
リ
ベ
ラ
ル
的
思
考
の
出
自
と

系
譜
、
そ
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
と
な
っ
た
思
想
原
理
を
問
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
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て
必
ず
し
も

リ
ベ
ラ
ル

と
一
般
的
に
称
さ
れ
る
思
想
に
議
論
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
押
さ
え
な
い
と
、
古
代
や
ル

ネ
サ
ン
ス
の
思
想
家
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
や
デ
カ
ル
ト
な
ど
へ
の
論
及
は
奇
妙
に
映
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
ジ
ョ
ー
ム
は
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
起
源
と
系
譜
を
繙
く
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
そ
の
対
極
的
思
考
・
理
論
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
そ
れ
と
対
峙
す
る
形
で
リ
ベ
ラ
ル
的
思
考
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
対
極
的
思

考
・
理
論
と
は
絶
対
主
義
に
固
有
の
主
権
論
と
代
表
理
論
で
あ
り
、
ボ
シ
ュ
エ
や
ル
イ
十
四
世
や
ホ
ッ
ブ
ス
が
そ
の
代
表
的
論
者
と

み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
潮
流
に
対
抗
し
つ
つ

批
判
哲
学

（philoso
p
hie

critiq
u
e

）
を
展
開
し
た
と
さ
れ
る
フ
ェ
ヌ
ロ

ン
、
ベ
ー
ル
、
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
ら
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
由
と
法
と
政
治
権
力
の
関
係
を
再
定
義
し
、

社
会
と
個

人
の
解
放
の
考
察

（pe
n
ser

l'
e
´

m
a
n
cip

atio
n
d
e
la

socie
´
te
´

et
d
e
l'
in

divid
u

）
を
試
み
た
か
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る

）
。

絶
対
主
義
の
根
幹
を
な
す
主
権
論
・
代
表
理
論
で
は
、
主
権
の
絶
対
性
・
無
制
限
性
・
単
一
不
可
分
性
・
不
可
謬
性
が
弁
証
さ
れ
、

法
は
主
権
（
者
）
の
意
志
・
命
令
と
定
め
ら
れ
る
。
ボ
シ
ュ
エ
と
ル
イ
十
四
世
の
場
合
は
、
さ
ら
に
神
学
的
言
説
ま
で
援
用
し
、
固

有
の
王
権
神
授
説
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
る

）
。
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
君
主
（
主
権
者
）
は
神
の
代
理
人
で
あ
る
と
同
時
に
人

民
の
意
志
と
利
益
（
さ
ら
に
い
え
ば
、
人
民
そ
れ
自
体
）
を
そ
の
政
治
的
身
体
の
一
部
と
し
て
体
現
し
て
お
り
、
君
主
以
外
の
主
体
が

人
民
の
意
志
を
表
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
│
│
こ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ス
の
代
表
理
論
の
援
用
で
あ
る

）
。
つ
ま
り
、
君
主
の
意
志
か

ら
独
立
し
て
人
民
の
意
志
は
存
在
し
得
ず
、
し
た
が
っ
て
人
民
が
自
ら
意
志
を
表
明
す
る
こ
と
も
、
君
主
の
意
志
=
法
に
対
し
て
独

自
に
判
断
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
絶
対
主
義
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
ど
れ
だ
け
人
民
の
意
志
を
考
慮
し
て
い
る
と
自
称
し
た
と
こ
ろ
で
、
主
権
的
権

力
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
（
他
の
正
当
な
対
抗
権
力
）
が
認
め
ら
れ
な
い
ゆ
え
、
恣
意
的
支
配
の
リ
ス
ク
が
大
き
く
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
少
な
く
と
も

批
判
哲
学

の
論
者
は
そ
の
よ
う
に
考
え
、
主
権
論
を
相
対
化
す
る
形
で
、
主
権
の
外
に
法
の
淵
源
と
な
る

よ
う
な
規
範
的
原
理
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ジ
ョ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
な
い
し
リ
ベ
ラ
ル
的
思
考
の
最
大
の
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特
徴
で
あ
り
、
他
の
近
代
思
想
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
法
と
主
権
と
を
切
り
離
す
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ジ
ョ

ー
ム
自
身
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

カ
ン
ト
ま
で
含
め
た
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
〔
の
思
想
家
た
ち
〕
は
、
こ
の
規
範
的
原
理
を
法
の
支
配
の
う
ち
に
見
出
し
得
る
と
考
え
て
い
た
。
何

と
な
れ
ば
、
法
の
支
配
は
普
遍
性
の
何
た
る
か
を
個
人
（
な
い
し
市
民
）
に
知
ら
し
め
る
と
同
時
に
、
法
を
恣
意
的
支
配
か
ら
守
り
抜
く
こ

と
も
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
権
利
、
義
務
、
相
互
の
尊
重
な
ど
、
諸
個
人
に
平
等
な
考
慮
を
実
現
す
る
の
は
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
法
が
善
と
さ
れ
る
の
は
そ
の
成
立
条
件
が
厳
密
に
定
め
ら
れ
て
い
る
時
に
限
ら
れ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
を
志
向
す
る
哲
学
が
他
の

近
代
思
想
と
異
な
る
の
は
、
主
権
者
モ
デ
ル
へ
の
批
判
を
通
じ
て
法
と
主
権
と
を
切
り
離
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
主
権
者
が

直
接
に
表
明
す
る
意
志
の
道
具
と
い
う
性
質
を
法
に
あ
た
え
た
ホ
ッ
ブ
ス
と
は
対
照
的
と
い
え
よ
う
。
哲
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
は
し

た
が
っ
て
、
個
人
の
法
に
対
す
る
義
務
と
、
社
会
に
対
す
る
支
配
原
理
と
し
て
の
主
権
の
否
定
、
そ
し
て
政
治
的
主
体
に
結
び
つ
い
た
諸
属

性
（
生
命
、
自
由
、
財
産
）
の
保
全
と
を
調
和
さ
せ
ん
と
す
る
。
彼
ら
の
眼
に
は
、
主
体
と
法
と
の
関
係
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち

義
務
の
根
幹
に
こ
そ
、
理
論
お
よ
び
実
践
に
お
け
る
問
題
の
鍵
│
│
自
由
の
統
治
│
│
が
存
す
る
と
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る）
。

こ
の
一
文
に
は
ジ
ョ
ー
ム
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
論
の
中
心
的
主
張
が
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
示
さ

れ
た
基
準
に
し
た
が
っ
て
リ
ベ
ラ
ル
的
思
考
の
歴
史
的
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
ジ
ョ

ー
ム
の
取
り
上
げ
る
す
べ
て
の
思
想
（
家
）
と
論
点
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
あ
る
問
い
を
中
心
に
議
論
を
再
構
成
し
た
い
と

思
う
。
そ
の
問
い
と
は
、
自
由
の
主
体
が
拠
り
所
と
す
る
判
断
基
準
は
一
体
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
、
で
あ
る
。

ボ
シ
ュ
エ
と
ル
イ
十
四
世
の
主
権
論
を
批
判
し
た
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
（
但
し
、
ジ
ョ
ー
ム
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
は

主
権

（so
u
v
erainte

´

）
と
い
う
言
葉
は
使
用
し
て
い
な
い）
）、
し
か
し
そ
こ
で
は
個
人
や
社
会
の
判
断
力

を
重
視
す
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
リ
ベ
ラ
ル
的
思
考
が
本
格
的
に
顕
在
化
す
る
の
は
、
ベ
ー
ル
、
ロ
ッ
ク
、
そ
し
て
モ
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ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や
カ
ン
ト
の
思
想
に
お
い
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ベ
ー
ル
の
場
合
は
、
判
断
の
根
拠
は
良
心
に
求
め
ら
れ
、
個
々

人
に
帰
属
す
る

誤
れ
る
良
心
の
権
利

と
い
う
立
場
か
ら
主
権
者
に
よ
る
真
理
の
独
占
が
否
定
さ
れ
、
宗
教
的
寛
容
と
信
仰
の
多

様
性
が
肯
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
批
判
的
思
考
（
と
い
っ
て
も
抵
抗
は
否
定
さ
れ
る
が
）
に
よ
っ
て
主
権
論
が
あ
る
程
度
相
対
化
さ
れ
る

わ
け
だ
が
、
良
心
が
そ
の
よ
う
な
確
固
た
る
基
準
と
な
り
得
る
の
は
、
そ
れ
が
神
の
声
で
あ
り
法
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
、
ベ
ー
ル
は
右
の
よ
う
な
仕
方
で
個
人
の
判
断
力
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
法
と
結
び
つ
く
か
を
考
察
し
な
か
っ

た
点
が
短
所
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
の
が
ロ
ッ
ク
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
さ
れ
る
わ

け
だ
が
、
両
者
と
も
│
│
論
法
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
も
の
の
│
│
実
定
法
（
市
民
法
）
を
自
然
法
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

自
由
と
法
と
の
あ
る
べ
き
関
係
を
論
じ
、
し
か
も
主
権
論
に
対
抗
す
る
形
で
自
由
の
実
際
的
保
全
を
（
主
権
者
の
命
令
と
は
異
な
る
）

法
の
体
系
・
制
度
（
権
力
分
立
な
ど
）
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
際
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
作
用
に
も
注
目
し
て
お
り
、
そ

れ
自
体
、
国
家
と
は
異
な
る
社
会
の
力
の
重
要
性
の
指
摘
と
な
っ
て
い
る
が

）
、
さ
ら
に
究
極
的
に
は
人
び
と
の
モ
ラ
ル
が
重
要
で
あ

る
と
彼
ら
は
考
え
る
。
そ
れ
は
自
由
を
支
え
る
モ
ラ
ル
で
あ
り
、
批
判
哲
学
を
支
え
る
モ
ラ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
モ
ラ

ル
が
自
然
法
と
い
う
究
極
の
基
準
と
結
び
つ
く
と
す
る
主
張
に
よ
っ
て
、
自
由
の
統
治
が
可
能
に
な
る
と
同
時
に
個
人
の
判
断
に
も

正
当
性
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
の
場
合
、
政
府
が
自
然
法
に
し
た
が
っ
て
権
力
を
行
使
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て

だ
れ
が
判
断
者
に
な
る
の
か

と

い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
明
示
的
に
、
最
終
的
に
は
個
人
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
正
当
化
し
得
る
の
は
、
自
然
法
の
存
在

が
自
明
視
さ
れ
（
そ
れ
は
神
の
意
志
に
由
来
す
る
）、
個
々
人
が
こ
の
普
遍
的
法
を
認
識
す
る
能
力
と
権
利
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る

）
。

一
世
紀
後
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
ロ
ッ
ク
ほ
ど
自
然
法
を
全
面
に
出
す
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
ジ
ョ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
は
決
し
て
相
対
主
義
に
も
単
な
る
制
度
論
に
も
陥
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
複
雑
多
岐
な
思
想
の
根
底
に
は
自
然
法
的
観
念
が
あ
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り
、
そ
れ
が
究
極
的
に
自
由
と
法
、
シ
ス
テ
ム
と
モ
ラ
ル
の
依
拠
す
べ
き
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る

）
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
で
は

個
人
の
判
断
力
に
対
す
る
一
定
の
信
頼
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
自
由
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

ジ
ョ
ー
ム
が
引
用
し
て
い
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
次
の
主
張
は
興
味
深
い
。

自
由
な
国
民
に
お
い
て
は
、
個
々
人
の
理
性
の
用
い

方
が
良
い
か
悪
い
か
は
非
常
に
多
く
の
場
合
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
理
性
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
十
分
な

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
自
由
が
生
じ
、
こ
の
自
由
が
ま
さ
に
こ
の
理
性
使
用
の
結
果
を
保
証
す
る
の
で
あ
る

）

。
そ
し
て
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
の
想
定
す
る
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、

不
協
和
の
調
和

と
い
う
形
で
自
由
の
多
様
性
に
お
け
る
安
定
と
秩
序
が
帰

結
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
音
楽
的
メ
タ
フ
ァ
ー
で
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
捉
え
る
が
、
ジ
ョ
ー
ム
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
じ
よ
う

な
メ
タ
フ
ァ
ー
は
ベ
ー
ル
の
著
作
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

）
。

カ
ン
ト
に
関
し
て
は
人
間
本
性
や
自
然
法
へ
の
言
及
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
リ
ベ
ラ
ル
的
思
考
様
式
が
継
承
・
発
展
さ

せ
ら
れ
て
い
る
と
ジ
ョ
ー
ム
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
個
人
の
自
律
、
吟
味
（ex

a
m
e
n

）、
批
判
（critiq

u
e

）
と
法
と
の
関
係
を

徹
底
的
に
考
え
抜
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
カ
ン
ト
的
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
に
お
け
る
普
遍
性
の
追
求
や

信
頼

（co
nfia

n
ce

）

の
政
治
的
作
用
に
関
す
る
興
味
深
い
考
察
も
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い

）
。

さ
て
、
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
に
ジ
ョ
ー
ム
の
コ
ン
ス
タ
ン
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

三

コ
ン
ス
タ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

ジ
ョ
ー
ム
は
コ
ン
ス
タ
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
し
ば
し
ば
ス
タ
ー
ル
夫
人
に
つ
い
て
も
言
及
を
行
う
。
何
と

な
れ
ば
、

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

の
原
型
を
打
ち
出
し
た
の
は
ス
タ
ー
ル
夫
人
で
あ
り
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
が
コ
ン
ス
タ

ン
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

）
。
既
に

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

に
お
い
て
は
自
律
的
個
人
の
判
断
力
に
重
点
が
置
か
れ
る
と
述
べ
た
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が
、
こ
れ
は
同
時
に

道
徳
的
文
化
=
精
神
的
陶
冶
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

（lib
e
´
ralis

m
e
co

m
m
e
c
ultu

re
m
orale

）
を
意

味
し

）
、
そ
れ
は
ジ
ョ
ー
ム
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

道
徳
的
文
化
=
精
神
的
陶
冶
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
と
は
、
実
際
に
は
何
を
指
し
て
い
う
の
だ
ろ
う
か
?

そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
個
人

の
在
り
方
で
あ
り
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
自
ら
獲
得
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
語
の

ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ

（

‑

）
と
い
う
観
念
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
い
て
も
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
（
観
念
と
し
て
結
局
は
曖
昧
に
す
ぎ
る
）

個
人

と

い
う
以
上
に
、
支
配
権
力
に
対
す
る
考
察
や
判
断
、
評
価
を
下
す
存
在
と
し
て
の
政
治
的
主
体
を
意
味
し
て
い
る
［
太
字
原
文
、
以
下
同

様
］。
こ
の
考
え
方
に
お
い
て
政
治
的
主
体
は
、
自
ら
の
権
利
を
護
持
す
る
能
力
も
、
制
度
や
法
が
そ
の
権
利
に
示
す
配
慮
の
ほ
ど
を
判
断

す
る
能
力
も
そ
な
え
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

と
し
て
語
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て

さ
ら
に
付
言
す
べ
き
は
、
こ
の
主
体
が
普
遍
性
（
理
性
、
人
間
本
性
）
の
基
準
に
照
ら
し
て
自
分
の
権
利
を
考
察
す
る
主
体
、
少
な
く
と
も

一
般
性
（
一
般
利
益
）
の
地
平
に
立
っ
て
検
討
す
る
主
体
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
著
述
家
た
ち
は
功
利
主

義
、
よ
り
一
般
的
に
は

よ
く
理
解
さ
れ
た
利
益

の
学
派
へ
の
批
判
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る）
。

こ
の
種
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
が
尊
ぶ
自
由
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
単
な
る
私
的
自
由
で
も
好
き
勝
手
に
振
舞
う
個
人
の
自
由
で
も

な
い
。
ス
タ
ー
ル
夫
人
と
コ
ン
ス
タ
ン
と
に
共
通
し
た
点
だ
が
、
望
ま
し
い
自
由
と
は
、
一
定
の
自
己
陶
冶
と
モ
ラ
ル
・
公
共
的
精

神
に
裏
づ
け
ら
れ
、
個
人
の
判
断
力
の
基
礎
と
な
る
べ
き
能
力
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
が
個
人
主
義
的

で
あ
る
と
い
い
得
る
の
も
、
人
び
と
の
個
性
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
、
各
人
が
法
や
政
治
の
在
り
方
│
│
そ
の
合
法
性
や
正
当
性

│
│
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
も
構
成
原
理
と
し
て
重
視
し
て
い
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
ジ
ョ
ー
ム
は
主
張
す
る

）
。

さ
て
、

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

の
始
ま
り
と
し
て
ジ
ョ
ー
ム
が
注
目
す
る
の
は
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
の

ド
イ
ツ
論

（

）
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ジ
ョ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
そ
の
著
作
に
お
い
て
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
、
十
数
年
来
構
想
し
て
い
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た

主
観
的
内
面
性
の
思
想

（la
p
e
n
se
´
e
d
e
l'
inte
´
riorite

´
s
u
bjectiv

e

）
を
本
格
的
に
展
開
し
た
か
ら
で
あ
る

）
。
も
っ
と
も
、
そ

の
先
駆
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
自
身
は
デ
カ
ル
ト
の
内
面
的
自
由
重
視
の
立
場
を
高
く
評
価
し
て
い
る

）
。
ま
た
、

内
面
性
の
重
視
と
い
う
点
に
限
れ
ば
、
他
の
思
想
家
も
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
ジ
ョ
ー
ム
が
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
考
え
に
一
定
の
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
認
め
る
の
は
、
彼
女
が
そ
れ
を
政
治
と
の
関
連
で
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

魂
の
自
立
は
国
家
の
自
立
を

基
礎
づ
け
る

（L'
in
d
e
´

p
e
n
d
a
n
ce

d
e
l'
a
＾

m
e
fo
n
d
era

celle
d
es

É
tats

）
と
い
う
彼
女
の
主
張
を
、
ジ
ョ
ー
ム
は

精
神
の
形
而

上
学
的
独
立
は
人
間
観
と
政
治
と
を
量
る
試
金
石
に
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る

）
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

魂
の
自

立

を
保
っ
た
個
人
の
考
察
力
と
判
断
力
が
知
の
獲
得
に
と
っ
て
も
不
可
欠
と
さ
れ
る
の
は
次
の
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
言
葉
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。

た
だ
検
討
と
吟
味
の
み
が
、
判
断
の
こ
う
し
た
豁
達
さ
（lib

eralite
´

）
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
│
│
こ
の
資
質
な

く
し
て
は
新
た
な
叡
智
の
光
に
触
れ
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
既
に
手
に
し
た
も
の
を
守
り
抜
く
こ
と
す
ら
不
可
能
と
な
る
。
と
い
う
の

も
（
そ
れ
を
欠
い
た
場
合
）、
人
び
と
は
真
理
で
は
な
く
権
力
と
し
て
既
存
の
考
え
に
服
従
す
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
い
ず
れ
人
間
理

性
は
隷
従
に
慣
れ
き
っ
て
し
ま
う

）

。

ジ
ョ
ー
ム
は
こ
こ
で
使
用
さ
れ
るlib

eralité
と
い
う
語
は
、
今
日
の
語
法
と
は
異
な
り
、

自
由
人
に
相
応
し
い
精
神
的
資
質

や

偏
見
か
ら
の
精
神
の
解
放

を
指
す
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
個
人
の
主
体
性
を
最
重
要
視
す
る
立
場
か
ら
、

真
理
で
さ
え
そ
れ
を
受
動
的
に
受
け
取
っ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
価
値
を
失
う
と
考
え
て
い
た
点
が
強
調
さ
れ
る

）
。
（
な
お
、
同
様
の
主

張
は
コ
ン
ス
タ
ン
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
と
ジ
ョ
ー
ム
は
註
で
指
摘
し
て
い
る）
。）

さ
ら
に
、
内
面
的
な
い
し
内
発
的
自
由
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

ド
イ
ツ
論

で
言
及
さ
れ
る

高
揚

（enth
o
u
si‑

as
m
e

）
と
い
う
感
情
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
々
人
が
独
自
に
経
験
す
る
感
情
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
道
徳
的
な
要
素
を
伴
い
、
そ

れ
に
よ
っ
て
人
び
と
を
相
互
に
結
び
つ
け
普
遍
的
な
調
和
へ
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
熱
狂
（fa

n
atis

m
e

）
と
い

う
排
他
的
で
煽
動
的
な
感
情
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
。
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
こ
う
述
べ
る
。

熱
狂
は
世
論
が
対
象
と
な
る
排
他
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的
な
情
念
で
あ
る
。
だ
が
高
揚
は
た
が
い
に
集
い
来
た
っ
て
普
遍
的
な
調
和
へ
向
か
う
│
│
そ
れ
は
美
へ
の
愛
、
魂
の
昇
華
、
献
身

の
喜
び
、
そ
の
す
べ
て
が
荘
重
に
し
て
穏
や
か
な
一
つ
の
感
情
の
な
か
に
溶
け
合
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る

）

。
ジ
ョ
ー
ム
は
、
こ
う

し
た
主
張
が
カ
ン
ト
の
考
え
と
一
定
の
類
似
性
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
コ
ン
ス
タ
ン
の

高
貴
な
感
情

や
宗

教
感
情
と
の
類
似
性
も
指
摘
で
き
よ
う

）
。

さ
て
、
ジ
ョ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
こ
う
し
た
自
律
的
個
人
と
政
治
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
リ
ベ

ラ
リ
ス
ム
を
確
立
し
よ
う
と
試
み
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
│
│

個
人
と
国
民
に
及
ぼ
す
情
熱
の
影
響
に
つ
い
て

（

）
の
序
論
で
は

個
人
の
幸
福
の
体
系
と
国
民
の
幸
福
の
体
系
と
の
間

の

関
係
を
考
察
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

）
│
│
そ
れ
は
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
課
題
を
継
承
し
、

主
体
の
リ

ベ
ラ
リ
ス
ム

を
発
展
さ
せ
体
系
化
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
コ
ン
ス
タ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ジ
ョ
ー
ム
の
コ
ン
ス
タ
ン
論
の
射
程
は
そ
の
政
治
思
想
か
ら
憲
法
理
論
へ
と
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
こ
こ
で
は
個
人
の
自
由
・
自

律
と
の
関
連
で
そ
の
中
心
的
主
張
を
ご
く
簡
単
に
整
理
し
吟
味
す
る
に
と
ど
め
る
。
そ
の
際
、
次
の
問
い
を
意
識
す
る
こ
と
は
有
益

と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
コ
ン
ス
タ
ン
は
個
人
の
能
力
（
自
由
と
判
断
力
）
に
対
し
て
か
く
も
大
き
な
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の

か
。
こ
れ
に
対
す
る
も
っ
と
も
単
純
な
答
え
は
│
│
そ
し
て
こ
の
答
え
は
ス
タ
ー
ル
夫
人
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
が
│
│
個
人
の
自

由
が
個
性
の
発
展
を
可
能
に
し
つ
つ
も
（
と
い
う
よ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
）
よ
り
普
遍
的
な
い
し
一
般
的
な
道
徳
観
念
・
公
共
的
精

神
と
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
、
何
が
そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
を
担
保
す
る
の
か
と
問
う
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
ー
ム
は
そ
の
根
拠
を
自
然
権
に
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
定
の
留
保
が
必
要
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
思
想
に
お
い
て
、
個
人
の
自
由

と
自
律
そ
し
て
批
判
的
精
神
が
、
政
治
お
よ
び
憲
法
の
問
題
と
よ
り
理
論
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
コ

ン
ス
タ
ン
が

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

の
理
論
家
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ジ
ョ
ー
ム
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、
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そ
の
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

個
人
お
よ
び
市
民
の
自
由
を
保
全
す
る
た
め
に
は
政
治
権
力
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
の
共
通
認
識
で
あ

り
コ
ン
ス
タ
ン
も
進
ん
で
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政
治
権
力
は
必
要
悪
ど
こ
ろ
か
、
正
当
な
範
囲
内
で
は
積

極
的
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
政
治
権
力
が
本
来
あ
る
べ
き
目
標
を
超
え
て
恣
意
的
に
行
使
さ
れ
る
と
、
権
力
の

存
在
理
由
で
あ
っ
た
は
ず
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
コ
ン
ス
タ
ン
は
自
由
優
位
の
立
場
か
ら
│
│
ジ
ョ
ー

ム
曰
く

自
由
は
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
唯
一
の
権
利
で
あ
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
は
、
自
由
と
は
〈
生
得
の
自

由
〉
で
あ
り
〈
人
類
の
権
利
〉
だ
と
述
べ
て
い
る

）

│
│
不
正
な
権
力
を
個
々
人
お
よ
び
そ
の
総
体
と
し
て
の
社
会
が
自
ら
の
思
考

と
判
断
に
お
い
て
批
判
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
法
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
義
務
の
限
界
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
と
義
務
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ー
ム
が
い
み
じ
く
も

古
典
的
名
著

（classiq
u
e

）
と
称
し
た

コ
ン
ス
タ
ン
の
論
稿

法
へ
の
服
従
に
つ
い
て

（

«
D
e
l'
o
b
e
´
issa

n
ce

a
｀

la
loi»

）
で
鋭
く
分
析
さ
れ
て
い
る

）
。
ジ
ョ
ー
ム
が
と
り

わ
け
注
目
す
る
の
は
、
法
へ
の
服
従
義
務
に
お
い
て
は
各
々
の
市
民
に
よ
る
当
該
の
法
の
正
当
性
に
つ
い
て
の

事
前
の
検
証

（rec
h
erc

h
e
a
nte
´
rie

u
re

）
が
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
に
従
う
人
間
は
、
批
判
的
吟
味
（ex

a
m
e
n
cri‑

tiq
u
e

）
と
い
う
形
で
法
が
正
義
に
適
っ
て
い
る
か
を
自
ら
確
認
せ
ね
ば
ら
な
ず
、
そ
れ
を
怠
っ
た
盲
目
的
服
従
は
市
民
と
し
て
の

自
由
と
責
任
の
放
棄
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
立
法
者
が
正
当
な
権
限
を
越
え
て
権
力
を
行
使
し
な
い
よ
う
、
市
民
は
法
の

淵
源
の
正
当
性
の
み
な
ら
ず
、
法
の
内
容
を
も
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
市
民
に
よ
る
法
の
批
判
的
吟
味
を
経
て
初

め
て
法
へ
の
同
意
が
有
意
味
に
成
立
し
、
正
当
性
と
義
務
が
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
逆
に
不
正
な
法
に
盲
目
的
に
従
う

人
間
は
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
帰
結
に
対
す
る
責
め
を
逃
れ
ら
れ
な
い

）
。
（
こ
の
こ
と
は
警
官
や
兵
士
の
よ
う
な
法
の
施
行
に
携
わ
る
者
に

お
い
て
も
同
様
に
妥
当
し
、
不
正
な
法
や
命
令
│
│
そ
れ
が
上
官
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
│
│
に
盲
目
的
に
従
う
者
は
無
実
と
み
な
さ
れ
な

い）
。）
ジ
ョ
ー
ム
は
こ
の
よ
う
な
批
判
的
吟
味
を
要
求
す
る
コ
ン
ス
タ
ン
が
、

自
分
自
身
の
悟
性
を
使
用
す
る
勇
気
を
も
て
！
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（

啓
蒙
と
は
何
か

）
と
主
張
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
に
近
い
と
も
述
べ
て
い
る

）
。

ま
た
、
こ
う
し
た
個
人
の
自
由
と
判
断
力
、
そ
し
て
多
様
性
と
自
己
統
治
が
尊
重
さ
れ
る
政
治
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
し

か
る
べ
き
仕
方
で
形
式
と
制
度
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
。
ロ
ッ
ク
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
系
譜
に
連
な
る
コ
ン
ス
タ
ン
も
主

権
の
制
限
と
権
力
分
立
、
法
の
支
配
、
さ
ら
に
は
憲
法
の
法
（
立
法
）
に
対
す
る
優
位
を
説
く
。
憲
法
は
政
治
社
会
の
構
成
原
理
で

あ
る
と
同
時
に
個
人
が
法
お
よ
び
権
力
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
も
な
り
、
権
力
が
恣
意
化
し
た
際
に
は
抵
抗
の
拠
り
所

と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る

）
。
な
お
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
憲
法
論
の
も
っ
と
も
独
創
的
な
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
中
立
権
力
論
（
お
よ

び
大
臣
責
任
論
）
に
つ
い
て
も
ジ
ョ
ー
ム
は
興
味
深
い
考
察
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
る
余
裕
は
な

い
）

。
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
制
度
構
想
そ
の
も
の
の
根
底
に
あ
っ
て
そ
れ
を
規
定
す
る
精
神
的
・
道
徳
的
基
盤
に
注
目
す
る
に

と
ど
め
る
。

さ
て
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
、
ま
ず
お
さ
え
る
べ
き
は
コ
ン
ス
タ
ン
が
（
そ
し
て
ス
タ
ー
ル
夫
人
も
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
も
）

政
治
制
度
・
憲
法
を
単
な
る
自
動
制
御
装
置
（m

e
´
ca

nis
m
e
a
uto

m
atiq

u
e

）
と
は
み
な
さ
ず
、
そ
れ
が
市
民
間
で
共
有
さ
れ
た
精

神
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
う
ま
く
機
能
す
る
と
認
識
し
て
い
た
点
で
あ
る

）
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ジ
ョ
ー
ム
は
こ
の
精
神
をc

ul‑
ture

m
orale

と
称
し
て
い
る
が
、
公
共
的
側
面
を
強
調
し
てc

ulture
civiq

u
e

と
表
現
す
る
こ
と
も
あ
る

）
。
つ
ま
り
、
制
度
と

公
共
的
精
神
は
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
り
、
近
代
人
の
自
由
に
は
政
治
へ
の
自
由
も
含
ま
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
。
（
し
か

も
、
コ
ン
ス
タ
ン
が
私
的
自
由
へ
埋
没
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
先
取
り
し
た
主
張

だ
と
ジ
ョ
ー
ム
は
述
べ
て
い
る）
。）

し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
依
存
関
係
を
可
能
な
ら
し
め
、
個
人
の
自
由
お
よ
び
基
本
的
権
利
の
不
可
侵
性
を
担
保
し
、
さ
ら

に
は
個
人
の
判
断
力
へ
の
信
頼
を
導
く
規
範
的
原
理
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
ジ
ョ
ー
ム
は
明
確
な
答
え
を

提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
る
箇
所
で
コ
ン
ス
タ
ン
の

批
判
的
良
心

（la
co

n
scie

n
ce

critiq
u
e

）
が

自
然
権
の
普
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遍
性

（l
'
u
niv

ersalite
´

d
u
droit

n
atu

rel

）
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

）
。
こ
れ
は
コ
ン
ス
タ
ン
の

主
体
の
リ
ベ

ラ
リ
ス
ム

の
基
盤
が
自
然
権
理
論
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
コ
ン
ス
タ
ン
の
思
想
の
哲
学
的
基
礎
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
と
思
わ
れ
る
が
、
ジ
ョ
ー
ム
は
右
に

示
し
た
以
上
の
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
、
以
下
に
お
い
て
著
者
の
立
場
か
ら
若
干
の
補
足
を
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
が
個
人
的
自
由
の
不
可
侵
性
を
擁
護
す
る
際
に

自
然
権

と
い
う
言
葉
を
時
折
用
い
な
が

ら
も

）
、
伝
統
的
な
（
つ
ま
り
社
会
契
約
論
的
な
）
自
然
権
理
論
に
は
ま
っ
た
く
依
拠
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン

は
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
様
、
前
社
会
的
状
態
に
お
い
て
既
に
自
然
権
が
存
在
し
た
と
い
う
考
え
を
認
め
な
い
。
あ
る
い
は
、
権
利
を
作
り

出
す
の
は
人
間
の
能
力
（fac

ulte
´

）
で
あ
り
、
あ
え
て
自
然
権
と
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
こ
の
能
力
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
と
は
政
治
社
会
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
人
為
的
産
物
で
あ
り
、
自
然
状
態
で
は

強
者

の
権
利

し
か
存
在
せ
ず
、
政
府
が
崩
壊
す
れ
ば
正
義
も
不
正
義
も
な
く
な
る
の
で
あ
る

）
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ス
タ
ン
が
政
治
社
会
・
世
俗
権
力
を
超
越
し
た
自
然
権
的
な
権
利
の
存
在
を
擁
護
し
て
い
る
の
も
事
実

で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
民
主
権
に
さ
え
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
個
人
の
自
由
に
つ
い
て

す
べ
て
の
社
会
的
ま
た
は
政
治
的
権
力

か
ら
独
立
し
た
個
人
的
権
利

（
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る

）
。
ま
た
、
功
利
原
理
よ
り
自
然
権
の
言
説
を

援
用
し
た
ほ
う
が
権
利
保
全
に
と
っ
て
は
る
か
に
有
効
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
（
但
し
、
こ
れ
は
基
本
的
に
功
利
原
理
批
判
の
議
論
で
あ

り
、
あ
る
い
は
自
然
権
と
い
う
言
葉
の
効
用
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
り
、
自
然
権
の
存
在
証
明
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い

）
。）
さ
ら
に
は
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
言
及
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
も
あ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
法
律
に
先
行
し
て
正
義
が

存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
（
中
略
）
権
利
が
、
そ
れ
を
保
証
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
に
先
行
し
て
存
在
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る

）

。

コ
ン
ス
タ
ン
は
一
方
で
自
由
の
普
遍
性
と
真
理
性
を
説
く
。
だ
が
他
方
で
自
然
権
の
言
説
が
信
憑
性
を
持
た
な
い
、
あ
る
い
は
そ

法学研究 84 巻 2 号（2011 : 2）

354



れ
を
徐
々
に
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
強
く
自
覚
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
の
時
代
認
識
は
決
し
て
根
拠
の
な
い
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ジ
ョ
ー
ム
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
が
人
権
を
自
然
権
と
規
定
し
な
が
ら
も
（
し
か
も
抵
抗
権
ま

で
自
然
権
と
認
め
な
が
ら
も
）、
そ
の
自
然
権
の
範
囲
を
決
め
る
の
が
国
民
議
会
の
代
表
者
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
法
で
あ
る
こ
と
の

問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
四
条
に
は

こ
れ
ら
の
限
界
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
自
然
権
は
そ
の
超
越
性
を
失
い
、
実
定
法
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
ま
た
、
人
権
宣
言
に
は

自
然
法

と

い
う
言
葉
が
登
場
し
な
い
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る）
。）
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
ジ
ョ
ー
ム
は
こ
う
し
た
法
の
規
定
が
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
的
で
あ
る
と
述
べ
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
次
の
自
由
の
定
義
に
言
及
す
る

）
。

自
由
と
は
法
律
の
許
す
す
べ
て
を
な

す
権
利
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
市
民
が
法
律
の
禁
ず
る
こ
と
を
な
し
得
る
と
す
れ
ば
、
他
の
市
民
も
同
じ
よ
う
に
こ
の
権
能
を
も

つ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
に
は
も
は
や
自
由
は
な
い
で
あ
ろ
う

）

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
の
意
図
し
た
こ
と
で

な
い
こ
と
は
ジ
ョ
ー
ム
と
て
百
も
承
知
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
既
述
の
よ
う
に
、
彼
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
想
の
根
底
に
自
然

法
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ム
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は

実
定
的
な
法
律
に
先
立

っ
て
、
ま
ず
衡
平
の
諸
関
係
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
を
実
定
的
な
法
が
確
立
す
る

と
主
張
し
、
右
の
自
由
の
定
義
の
直
前
で
も

政

治
的
自
由
と
は
人
が
望
む
こ
と
を
行
う
こ
と
で
は
な
い
。
国
家
、
す
な
わ
ち
、
法
律
が
存
在
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
自
由
と
は
人

が
望
む
べ
き
こ
と
を
な
し
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
望
む
べ
き
で
な
い
こ
と
を
な
す
べ
く
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
に
の
み
存
し
得
る

と

も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

）
。

さ
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
場
合
も
、
先
の
引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
超
越
論
的
（
自
然
法
的
）
枠
組

み
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ス
タ
ン
は
あ
え
て
右
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
自
由
の
定
義
を
批
判
す
る
の

で
あ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
氏
は
そ
も
そ
も
、
自
由
を
定
義
す
る
際
に
社
会
的
権
力
の
限
界
を
一
切
無
視
し
て
い
る

）

。
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
は
、
多
く
の
政
治
著
述
家
と
同
様
、
自
由
と
保
証
と
を
混
同
し
た
の
だ
と
。
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諸
個
人
は
法
が
許
す
こ
と
す
べ
て
を
な
す
権
利
が
あ
る
、
と
い
う
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
氏
の
格
率
は
、
保
証
の
原
理
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
法
が
禁
じ
て
い
な
い
こ
と
を
他
者
が
な
す
、
そ
れ
を
妨
げ
る
権
利
は
何
人
も
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、

法
が
何
を
禁
止
す
る
資
格
を
有
し
、
何
を
禁
止
す
る
資
格
を
有
さ
な
い
か
を
説
明
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
私
に
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
こ
そ
、

自
由
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
自
由
と
は
、
各
人
が
何
事
か
な
す
権
利
を
有
す
る
こ
と
、
そ
し
て
社
会
が
そ
れ
を
妨
げ
る
権
利
を

持
た
ぬ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い）
。

こ
の
箇
所
だ
け
に
注
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
右
の
言
葉
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
対
す
る
極
め
て
ア
ン
フ
ェ
ア
な
批
判
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
真
意
を
理
解
し
、
そ
れ
に
共
感
さ
え
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
一
層
問
題
視
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
が
最
大
の
敬
意
を
払
う
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
対
し
て
あ
え
て
こ
う
し
た
批
判
を
展
開
し
た
の
は
、

や
は
り
革
命
期
そ
し
て
ポ
ス
ト
革
命
期
に
お
い
て
自
然
権
が
そ
の
超
越
性
を
失
い
、
人
権
の
不
可
侵
性
も
危
う
く
な
っ
て
い
る
と
い

う
危
機
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
。

で
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
自
身
ど
の
よ
う
に
し
て
自
由
の
超
越
性
な
い
し
普
遍
性
・
真
理
性
を
説
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ン

ス
タ
ン
は
あ
る
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
間
が
社
会
を
形
成
す
る
と
き
、
彼
が
自
ら
の
自
然
の
諸
権
利
（droits

d
e
n
atu

re

）
の
う
ち
で
譲
渡
す
る
の
は
そ
の
行
使
が
同
胞
た
ち

に
害
を
な
す
よ
う
な
も
の
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
自
然
か
ら
受
け
取
っ
た
絶
対
的
自
由
（lib

erte
´

a
bsolu

e

）
を
放
棄
し
、
こ

れ
を
よ
り
一
層
の
安
寧
と
平
安
、
ひ
い
て
は
幸
福
を
約
束
し
て
く
れ
る
相
対
的
自
由
（lib

erte
´

relativ
e

）
で
代
替
す
る
。
彼
は
力
の
自

由
を
捨
て
去
り
、
正
義
の
自
由
を
も
っ
て
こ
れ
に
換
え
る
。
彼
が
同
胞
た
ち
の
利
益
に
反
し
て
力
を
揮
わ
ず
に
い
る
こ
と
に
同
意
す
る
の
は
、

そ
の
同
胞
ら
も
ま
た
彼
に
対
し
て
そ
の
力
を
行
使
し
な
い
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
社
会
契
約
の
す
べ
て
が
正
義
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の
感
情
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
し
て
正
義
と
は
自
然
な
感
情
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
生
じ
、
社
会
状
態
に
お

い
て
自
然
的
自
由
の
代
わ
り
と
な
る
相
対
的
自
由
を
構
成
す
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
平
等
こ
そ
が
、
そ
の
淵
源
た
る
感
情
と
同
じ
よ
う
に
自

然
権
（droit

n
atu

rel

）
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
権
利
は
譲
渡
不
可
能
で
あ
る
│
│
何
と
な
れ
ば
そ
れ
は
同
胞
ら

の
諸
利
益
に
反
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
こ
そ
が
そ
れ
ら
〔
諸
利
益
〕
を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る）
。

こ
こ
で
は
社
会
契
約
論
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
な
が
ら
も
、
通
常
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、

自
然
の
諸
権
利

と

自
然

権

が
区
別
さ
れ
、
前
者
が
自
然
状
態
に
固
有
の
権
利
、
後
者
は
社
会
状
態
に
固
有
の
権
利
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

自
然
権

が
自

然
な
の
は
そ
れ
が
自
然
状
態
に
帰
属
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
状
態
に
お
け
る
個
人
の
自
然
な
感
情
す
な
わ
ち
正
義
に
基
づ
い
て

い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
然
権
は
社
会
状
態
に
固
有
の
権
利
な
の
で
あ
る
。
（
こ
の
こ
と
は
ジ
ョ
ー
ム
も
認
識
し
て
い
る
。

コ
ン
ス
タ
ン
は
立
憲
制
の
確
立
し
た
場
（le

ca
dre

co
n
stitutio

n
n
el

）
で
し
か
自
然
権
が
実
施
さ
れ
な
い
と
考
え
た
ゆ
え
、
中
立
権
力
論
の

構
築
に
向
か
っ
た
と
ジ
ョ
ー
ム
は
述
べ
て
い
る）
。）

だ
が
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ど
の
よ
う
に
し
て
政
治
社
会
に
お
い
て
（
自
然
権
的
）
権
利
が

発
生
す
る
の
か
。
ま
た
、
い
か
に
し
て
そ
れ
が
正
義
の
原
理
と
な
り
、
普
遍
性
・
真
理
性
を
獲
得
す
る
の
か
。
こ
こ
で
十
分
な
説
明

を
提
示
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
要
点
の
み
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
自
由
（
お
よ
び
理
性
と
宗
教
感
情
）
の
働
き
に
よ

っ
て
近
代
へ
移
行
す
る
過
程
で
、
不
可
譲
・
不
可
侵
の
個
人
的
権
利
を
道
徳
的
真
理
の
一
つ
と
し
て
認
識
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
種
の
歴
史
哲
学
で
あ
り
、
目
的
論
的
な
歴
史
過
程
の
な
か
で
真
理
が
漸
次
的
に
発
見

さ
れ
る
と
い
う
コ
ン
ス
タ
ン
の

ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
ビ
リ
テ

（perfectibilite
´

）
の
考
え
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ジ
ョ
ー
ム
は
こ

う
し
た
ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
ビ
リ
テ
論
を
コ
ン
ド
ル
セ
的
精
神
の
残
滓
と
み
な
し
、
個
人
軽
視
の
必
然
論
的
契
機
を
含
む
ゆ
え
、
リ
ベ

ラ
リ
ス
ム
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る

）
。
だ
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
自
身
は
自
ら
の
ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
ビ
リ
テ
論
が
コ
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ン
ド
ル
セ
を
は
じ
め
と
す
る
十
八
世
紀
的
な
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
点
も
無
視
し
て

は
な
ら
な
い

）
。
も
ち
ろ
ん
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
言
葉
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
止
め
る
必
然
性
は
な
い
が
、
そ
の
意
図
を
可
能
な
限
り
文

脈
に
即
し
て
繙
く
と
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
自
由
を
自
然
権
理
論

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
も
は
や
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
ま
さ
に
そ
の
自
由
に
確
固
た
る
哲
学
的
基
礎
・
超
越
的

地
位
を
与
え
よ
う
と
苦
悩
し
、
ま
た
そ
の
知
的
苦
悩
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
ビ
リ
テ
論
お
よ
び
宗
教
論
（
こ
れ
は

ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
ビ
リ
テ
論
と
同
一
の
理
論
構
造
を
有
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
）
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

と
）

。ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
ビ
リ
テ
論
の
位
置
づ
け
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
真
理
と
個
人
的
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
触
れ
た
よ

う
に
、
ジ
ョ
ー
ム
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
が
ス
タ
ー
ル
夫
人
と
同
じ
立
場
を
と
っ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
真
理
と
い
え
ど
も
、
個
人

が
自
ら
発
見
・
獲
得
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
価
値
が
な
い
と
い
う
至
っ
て
個
人
主
義
的
な
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン

自
身
の
言
葉
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
真
理
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
理
由
で
自
ら
誤
謬
を
採
択
す
る
の
は
、
何
ら
か
の
権
威
の
言
に
し
た
が
っ
て
あ

る
真
理
を
受
け
入
れ
る
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
改
善
（perfectio

n
n
e
m
e
nt

d
e
n
otre

esprit

）
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
行
為
で

あ
る
。
前
者
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
身
を
も
っ
て
検
討
に
向
か
う
。
こ
の
よ
う
な
特
別
な
条
件
下
で
行
わ
れ
る
審
理
が
幸
福
な
帰
結
へ
導

か
ぬ
と
し
て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
道
程
の
う
え
に
あ
る
。
綿
密
か
つ
自
立
的
な
探
求
を
辛
抱
強
く
つ
づ
け
て
い
く
な

ら
ば
、
遅
か
れ
早
か
れ
い
つ
の
日
か
、
わ
れ
わ
れ
は
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
だ
ろ
う）
。

こ
こ
で
い
う
真
理
が
い
か
な
る
性
質
を
有
し
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
個
人
の
自
由
と
も
個
性
・
価
値
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の
多
様
性
と
も
社
会
的
秩
序
・
調
和
と
も
矛
盾
し
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
権
力
に
よ
っ

て
個
々
人
の
思
考
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
悪
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

誤
謬
で
あ
れ
真
理
で
あ
れ
、
人
間
の
思
考
は
彼
の
最
も
神
聖
な
属
性
で
あ
る
。
誤
謬
で
あ
れ
真
理
で
あ
れ
、
こ
れ
を
攻
撃
す
る
圧
制
者
た
ち

は
み
な
等
し
く
罪
を
犯
し
て
い
る
の
だ
。
哲
学
の
名
の
下
に
思
弁
上
の
迷
信
を
追
放
す
る
者
、
神
の
名
の
下
に
自
立
し
た
理
性
を
放
逐
す
る

者
、
ど
ち
ら
も
善
良
な
人
び
と
の
憎
悪
の
的
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い）
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
コ
ン
ス
タ
ン
は
ど
こ
ま
で
も
個
人
の
思
考
力
・
判
断
力
を
重
視
す
る
わ
け
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
根

拠
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ジ
ョ
ー
ム
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ン
ス

タ
ン
は
個
人
の
自
由
が
（
市
民
と
し
て
の
）
責
任
・
義
務
と
連
動
し
な
け
れ
ば
、
政
治
も
法
も
道
徳
も
危
殆
に
瀕
す
る
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
自
由
は
人
間
精
神
な
ら
び
に
人
類
の
進
歩
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
由
は
制
度
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
制
度
的
保
障
か
ら
自
ず
と
進
歩
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
無
責
任
な
自
由

の
行
使
は
往
々
に
し
て
専
制
政
治
を
も
た
ら
す
と
コ
ン
ス
タ
ン
は
警
告
す
る
。
自
由
と
は
本
質
的
に
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
で

あ
り
、
常
に
一
定
の
リ
ス
ク
を
伴
う
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
由
の
制
度
は
市
民
のc

ulture
m
orale

な
い
しresp

o
nsa

bilité

m
orale

に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

）
。

以
上
、
ジ
ョ
ー
ム
の
コ
ン
ス
タ
ン
論
を
検
討
し
つ
つ
、
著
者
の
解
釈
と
の
相
違
に
つ
い
て
も
若
干
触
れ
た
が
、
ジ
ョ
ー
ム
は
コ
ン

ス
タ
ン
の
主
張
が
今
日
依
然
と
し
て
傾
聴
に
値
す
る
と
訴
え
る

）
。
次
に
こ
の
点
つ
い
て
、
ジ
ョ
ー
ム
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神

論
と

の
関
連
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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四

コ
ン
ス
タ
ン
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
へ

マ
ス
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
い
し

世
論
の
デ
モ
ラ
ク
シ
ー

に
よ
る
穏
や
か
な
専
制
と
個
人
の
無
力
化
、
新
た
な
監
視
技
術
に
よ

る
政
治
権
力
の
偏
在
化
、
行
き
過
ぎ
た
個
人
主
義
・
物
質
主
義
・
市
場
主
義
に
よ
る
市
民
の
非
政
治
化
、
市
民
・
個
人
の
意
識
に
お

け
る
自
由
と
法
と
の
乖
離
、
過
度
な
形
式
主
義
・
技
術
主
義
・
功
利
主
義
に
よ
る
モ
ラ
ル
・
文
化
・
教
育
の
形
骸
化
、
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
や
市
民
社
会
の
影
響
力
の
増
大
に
よ
る
政
治
的
正
当
性
の
変
容
と
危
機
、
等
々
│
│
こ
の
よ
う
な
問
題
に
立
ち

向
か
お
う
と
す
る
現
代
人
が
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
精
神
に
つ
い
て
ジ
ョ
ー
ム
は
近
著

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
と
は
何
か

で
論
じ
る
。

彼
が
擁
護
す
る
の
は
あ
る
種
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神

（esprit
e
u
ro

p
e
´
e
n

）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
と
は
異
な
る
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

（id
e
ntite

´

）
は
あ
ま
り
に
も
安
直
に
し
て
硬
直
的
な
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
使
用

は
境
界
線
を
固
定
化
す
る
と
と
も
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
間
の
闘
争
を
誘
発
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
ジ
ョ
ー
ム
は
、
近
年
フ

ラ
ン
ス
で
も
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
に
対
し
て
は
頗
る
批
判
的
で
あ
る）
。）
彼
曰
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
豊
か
さ
と
は
本
来
こ
れ
と
は
反
対
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
過
去
の
知
的
・
文
化
的
遺
産
を
継
承
し
つ
つ
も
未
来
に
開
か
れ
た

思
考
的
態
度
で
あ
り

）
、
そ
れ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
共
通
感
覚

（se
n
s
co

m
m
u
n
e
u
ro

p
e
´
e
n

）
と
称
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
精
神
・
共
通
感
覚
を
失
う
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
み
な
ら
ず
人
類
に
と
っ
て
の
損
害
で
あ
り

）
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が

直
面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
・
法
的
・
道
徳
的
問
題
に
対
処
す
る
術
を
手
放
す
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。

そ
れ
で
は
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
・
共
通
感
覚
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
に
そ
の
内
容
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
の

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
自
由
と
自
律
の
尊
重
（
人
間
の
尊
厳
）、
個
人
の
個
性
と
判

断
力
の
重
視
、
不
断
の
批
判
的
吟
味
に
よ
る
政
治
権
力
の
チ
ェ
ッ
ク
と
自
己
認
識
の
深
化
、
自
由
と
法
・
義
務
・
道
徳
的
責
任
・
公

共
性
と
の
表
裏
一
体
性
の
意
識
、
個
の
自
律
と
普
遍
と
の
関
連
、Bild

u
n
g

的
教
育
お
よ
び
道
徳
的
文
化
（
精
神
的
陶
冶
）
の
重
視
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な
ど
で
あ
る
。

但
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
と
は
何
か

で
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
は
稀
に
し
か
登
場
し
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
よ
り
広
い
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
知
的
遺
産
を
援
用
し
つ
つ
よ
り
広
範
な
読
者
層
に
訴
え
る
こ
と
が
主
た
る
狙
い
で
あ
る

問
題
提
起
の
書

と
し
て
著
さ

れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
家
・
芸
術
家
た
ち
、
ジ

ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
、
ロ
ッ
ク
、
ス
ミ
ス
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
（
リ
ス
ボ
ン
条
約
）
の
問
題

で
あ
る
。
な
お
、
既
述
の
よ
う
に
、
ジ
ョ
ー
ム
自
身
の
主
張
は

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
コ
ン
ス
タ
ン

論
に
登
場
し
な
か
っ
た
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
や
ス
ミ
ス
の
議
論
も
現
代
社
会
の
特
徴
と
問
題
・
ジ
レ
ン
マ
│
│
と
り
わ
け
市
場
経
済
と
市

民
社
会
の
関
係
と
作
用
、
世
論
の
支
配
、
法
と
正
義
の
緊
張
関
係
、
抵
抗
、
普
遍
性
の
危
機
な
ど
│
│
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

E
U

の
考
察
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
共
通
感
覚
の
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ス
が
強
調
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
個
々
具
体
的
な
議
論
を
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
今
ま
で
の
議
論
で
必
ず
し
も
明
確
化

さ
れ
て
い
な
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
感
覚

の
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ジ
ョ
ー
ム
は
あ
る
箇
所
で
、
若
干
抽
象
的
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
感
覚
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
は
形
式
と
内
実
と
の
間
の
絶
え
ざ
る
反
芻
の
う
ち
に
あ
る
│
│
〈
可

能
な
限
り
研
鑽
を
積
む
〉
、
こ
れ
が
内
実
で
あ
る
。
す
で
に
獲
得
し
た
知
識
に
〈
批
判
的
に
回
帰
〉
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
形
式
で
あ

る
）。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
形
式
と
内
容
と
の
統
合
な
い
し
弁
証
の
過
程
か
ら
個
と
普
遍
と
の
関
係
が
生
じ
る
の
で
あ
る
と
。
こ
の

議
論
は
ジ
ョ
ー
ム
の
教
育
（
自
己
陶
冶
・
自
己
認
識
）
論
と
も
統
治
（
正
当
性
）
論
と
も
関
連
し
て
い
る
。

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
だ
が
、
ジ
ョ
ー
ム
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に
依
拠
し
な
が
ら
論
を
展
開
す
る
。
ル
ネ
サ

ン
ス
で
は
古
典
古
代
の

模
倣

（im
itatio

n

）
が
重
視
さ
れ
つ
つ
も
（
そ
し
て
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視
し
た
歴
史
的
に
正
確
な
理
解
が

求
め
ら
れ
な
が
ら
も
）、
そ
の
対
象
を
自
由
な
主
体
が
自
ら
の
思
考
で
分
析
し
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
過
程
で
自
己
認
識
が
深
ま
る
と

同
時
に
人
格
が
陶
冶
さ
れ
、
新
し
い
地
平
へ
と
移
行
す
る
手
掛
か
り
が
つ
か
め
る
こ
と
に
な
る

）
。
つ
ま
り
、
形
式
を
受
容
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
逆
に
自
由
と
個
性
が
開
花
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
（
な
お
、
ジ
ョ
ー
ム
が
キ
ケ
ロ
な
ど
の
古
典
古
代
の
思
想
家
を
重
要

視
し
な
が
ら
も
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
議
論
を
起
す
の
は
、
前
者
で
は
ま
だ
個
性
（in

divid
u
alite
´

）
重
視
の
考
え
が
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る）
。）
こ
れ
は

ル
ー
ル
の
意
識

（co
n
scie

n
ce

d
e
la

re
｀

gle

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
定
の
制
限
を
設
け
る
と
同
時
に
創
造

と
豊
か
さ
の
源
泉
と
な
る

）
。

こ
う
し
た
関
係
は
、
自
由
と
権
威
と
の
間
に
も
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
法
に
よ
っ
て
自
由
の
地
平
が
広
が
る
こ
と
は
既
に
見
た
と

お
り
で
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
威
そ
し
て
政
治
的
権
力
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
受
容
し
な
が
ら
も
個
々
人
が
自
ら
の
思
考
力
・
判

断
力
に
よ
っ
て
常
に
そ
の
正
当
性
を
批
判
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る

）
。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
の
説
明
で
強
調
さ
れ
た
よ
う

に
、
不
正
な
権
力
に
対
し
て
は
個
人
の
判
断
力
に
よ
っ
て
正
当
性
を
否
認
す
る
と
い
う
考
え
も
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

（
ち
な
み
に
、
こ
の
説
明
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る

）
。）
ジ
ョ
ー
ム
は
正
当
性
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
定
義

す
る
。

し
た
が
っ
て
正
当
性
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
㈠
そ
れ
は
何
者
か
の
権
威
な
い
し
何
事
か
を
な
す
た
め
の
権

能
を
授
け
る
も
の
で
あ
る
│
│
な
ん
と
な
れ
ば
、
正
当
性
は
諸
原
理
の
名
に
お
い
て
、
も
し
く
は
授
権
の
手
続
か
ら
生
じ
る
の
だ
か
ら
。
㈡

そ
れ
は
何
ら
か
の
資
格
審
査
を
つ
う
じ
て
受
託
者
に
相
関
的
に
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
逆
に
批
判
的
で
否
定
的
な
評
価
の
ゆ
え

に

奪
さ
れ
も
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
（
中
略
）
フ
ー
コ
ー
に
い
た
る
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
は
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
正
当
性
の
問

題
を
二
つ
の
側
面
か
ら
提
起
し
つ
づ
け
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
組
織
化
・
構
造
化
す
る
機
能
（
権
威
に
与
え
ら
れ
る
正
当
性
）
と
、
批
判
の

作
用
（
不
当
な
権
威
に
対
す
る
拒
絶
）
と
で
あ
る）
。

以
上
、
ご
く
簡
単
に
ジ
ョ
ー
ム
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
に
関
す
る
主
張
を
概
観
し
た
が
、
最
後
に
そ
の
主
張
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
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に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

ジ
ョ
ー
ム
は
一
貫
し
て
哲
学
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
│
│
だ
が
哲
学
的
論
証
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
代
は
相
対
主
義
が

横
行
し
て
い
る
時
代
で
あ
り
、

普
遍
の
危
機

（crise
d
e
l'
u
niv

ersel

）
が
そ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
共
通
感
覚
と
し
て
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
精
神
、
そ
し
て

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

、
そ
れ
ら
の
根
幹
を
な
す
思
考
原
理
が
ど
れ
だ
け
尊
重
に
値
す
る
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
が
か
つ
て
拠
り
所
と
し
て
い
た
哲
学
的
基
礎
は
も
は
や
信
憑
性
を
有
し
得
な
い
。
ジ
ョ
ー
ム
自
身
が

自
由
主
義
の
哲
学
的

起
源

の
最
終
章
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
現
代
の
政
治
理
論
家
が
ど
れ
だ
け
カ
ン
ト
を
援
用
し
よ
う
と
も
、

カ
ン
ト
哲
学
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
超
越
論
的
要
素
が
捨
象
さ
れ
る
時
点
で
、
そ
れ
は

ポ
ス
ト
・
カ
ン
ト
の
段
階

（ph
ase

p
ostk

a
ntie

n
n
e

）
に
帰
属
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

）
。
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
カ
ン
ト
的
普
遍
に
回
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
し
て
自
然
法
の
時
代
に
戻
る
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
お
そ
ら
く
ジ
ョ
ー
ム
は
コ
ン
ス
タ
ン
が
依
拠
し
た
ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
ビ

リ
テ
論
に
も
（
仮
に
そ
の
意
義
を
評
価
し
た
と
し
て
も
）
与
し
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
な
お
ジ
ョ
ー
ム
は
相
対
主
義
を
し
り
ぞ
け
、
普
遍
を
志
向
す
る
。
だ
が
哲
学
を
語
る
と
き
、
彼
が
試
み
て
い
る
の
は
何

ら
か
の
真
理
の
論
証
で
は
な
い
。

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
お
け
る
哲
学
的
探
求
の
な
か
で
い
つ
ど
の

よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
政
治
的
、
道
徳
的
意
義
を

有
し
た
の
か
│
│
そ
の
混
乱
も
困
難
も
含
め
て
叙
述
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
の
負
の
遺
産
に
も
目
を
向
け
、
い
わ

ば
人
類
の
悲
劇
に
満
ち
た
歴
史
か
ら
正
義
の
原
理
と
人
間
の
尊
厳
を
救
い
出
す
試
み
で
も
あ
る
。
哲
学
的
基
礎
が
容
易
に
見
出
せ
な

い
と
自
覚
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
ジ
ョ
ー
ム
は
哲
学
史
的
な
い
し
思
想
史
的
叙
述
に
よ
っ
て

主
体
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム

の
礎
石
を
築

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
何
者
な
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
の
か
│
│
未
来
に
眼
差
し

を
向
け
つ
つ
も
、
自
己
の
起
源
と
歴
史
を
想
起
（re

m
e
´

m
oratio

n

）
し

）
、
長
き
に
わ
た
る
苦
難
か
ら
勝
ち
取
っ
た
も
の
、
人
間
の
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尊
厳
の
名
に
お
い
て
護
ら
な
け
れ
ば
な
ら
い
も
の
が
あ
る
と
、
現
代
人
の
良
識
な
い
し
コ
モ
ン
セ
ン
ス
（se

n
s
co

m
m
u
n

）
に
訴
え

る
。
そ
う
し
た
ジ
ョ
ー
ム
の
試
み
は
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
回
り
道
か
ひ
ど
く
分
の
悪
い
賭
け
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
を
説
く
彼
の
問
い
か
け
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
が
此
岸
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、

そ
の
訴
え
に
は
あ
る
種
の
力
強
さ
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
）

ゴ
ー
シ
ェ
、
マ
ナ
ン
、
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
│
│
遅
れ
て
き
た
勝
利
と
未
来

の
挑
戦

鷲
見
誠
一
・
千
葉
眞
編
著

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
思
想
史
と
精
神
史
の
交
叉

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）

コ
ペ
（Co

p
p
et

）
と
は
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
サ
ロ
ン
が
あ
っ
た
ス
イ
ス
の
地
名
で
あ
り
、
そ
の
サ
ロ
ン
に
集
ま
っ
た
著
名
な
思
想
家

を
総
じ
て
コ
ペ
・
グ
ル
ー
プ
と
称
す
る
。L.
Ja

u
m
e(

dir),
,

P
aris,

E
co

n
o
m
ica,

2
000.

（
3
）L.

Ja
u
m
e,
«

P
ro

ble
｀

m
es

d
e
la

d
e
´

m
ocratie

lib
e
´
rale:

M
m
e

d
e

Stae
¨
l,

C
o
n
sta

nt
et

T
oc

q
u
e
ville»,

article

pre
´
se

nte
´

a
｀

l'
U
niv

ersite
´

d
e
T
o
k
y
o,
8

m
ai20

10,
p.
2
;

L.
Ja

u
m
e,
«

L
e
G
ro

u
p
e
d
e
C
o
p
p
et:

p
o
u
r
re
p
e
n
ser

la
m
o
d
er‑

nite
´

et
le

lib
e
´
ralis

m
e»,

d
a
n
s

,
p
p.
9‐
1
2,

n
ota

m
m
e
nt

p.
1
1.

（
4
）

ジ
ョ
ー
ム
は
、
現
在
、
パ
リ
政
治
学
院
（Scie

n
ces

P
o
P
aris

）
政
治
研
究
セ
ン
タ
ー
（

C
E
V
I
P
O
F）
に
所
属
し
て
い
る
。

そ
の
膨
大
な
研
究
業
績
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

U
R
L
を
参
照
。http://

w
w
w.
ce

vip
of.

co
m/
fic

hier/
p

e
q
uip

e/1
6/

e
q
uip

e

biblio
g
ra
p
hie

fr
ja
u
m
e.
p
df

（
5
）L.

Ja
u
m
e,

,
P
aris,

Fla
m
m
ario

n,
2
0
10.

（
6
）

と
は
い
え
、
シ
ー
デ
ン
ト
ッ
プ
の
以
下
の
文
献
は
、
批
判
の
余
地
が
あ
る
に
せ
よ
、
興
味
深
い
。Larr

y
Sie

d
e
nto

p,
T
w
o
lib‑

eral
tra

ditio
n
s,"

in
A
la
n
R
y
a
n(

e
d),

,
O
xford,

O
xford

U
niv

ersity
P
ress,

1
9
79,

p
p.
1
53
‐17

4.

ま
た
、
ジ
ョ
ー
ム
の
以
下
の
論
文
も
参
照
。

«
L
e
lib

e
´
ralis

m
e
fra

nç
ais

a
pre
｀
s
la

R
e
´

v
olutio

n,
co

m
p
are
´

a
u
lib

e
´
ralis

m
e

a
n
glais»,

C
o
m
m
u
nicatio

n
pre
´
se

nte
´
e
a
u
collo

q
u
e
d
e
S
ala

m
a
n
q
u
e
s
u
r«

L
es

origin
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

1
‐4

octo
bre

20
02.
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（
7
）R

a
y
m
o
n
d

W
illia

m
s,

,
re
vise

d
e
ditio

n,
O
xford,

O
xford

U
niv

er‑
sity

P
ress,

1
9
83,

p
p.
1
79
‐1
8
1.

（
8
）L.

Ja
u
m
e,
«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e
co

m
m
e

c
ultu

re
m
orale'»,

d
a
n
s

,
p
p.
2
2
5
‐2
39,

n
ota

m
m
e
nt

p.
2
2
5,

23
0;

L.
Ja

u
m
e,

,
P
aris,

F
a‑

y
ard,

1
9
9
7,

p.
19.

（
9
）L.

Ja
u
m
e,

,
P
aris,

Fla
m
m
ario

n,
20
1
0,

p.
9
;
«
L
e
G
ro

u
p
e
d
e
C
o
p
p
et»,

p.
9,

1
1.

（
10
）

,
p.
1
1.

（
11
）

,
p.
6
1,

（
12
）

,
p.
1
1,

1
7,

2
5
‐
11
7
;
«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
2
2
7.

（
13
）«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p
p.
23
4
‐
2
35.

（
14
）

,
p.
1
1,

1
2
4‐
1
48.

（
15
）

ジ
ョ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
〈
貴
族
的
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
〉
と
も
い
い
得
る
二
つ
め
の
グ
ル
ー
プ
〔
ギ
ゾ
ー
お
よ
び
オ

ル
レ
ア
ニ
ス
ト
た
ち
〕
の
う
ち
に
は
、
統
治
術
（go

u
v
er
n
a
bilite

´

）
に
向
け
ら
れ
た
強
い
関
心
、
社
会
学
的
な
も
の
の
法
学
的
な
も
の

に
対
す
る
、
あ
る
い
は
個
人
に
対
す
る
集
団
の
優
位
、
事
後
的
な
処
罰
よ
り
も
予
防
措
置
の
方
を
好
む
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
（
こ
の
こ
と

は
、
理
論
上
、
リ
ベ
ラ
ル
的
信
条
の
侵
害
を
意
味
す
る
の
だ
が
）
（

,
p.
1
9

）。
ギ
ゾ
ー
と
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
の
思
想

に
つ
い
て
は
、

に
お
い
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。
特
に
第
二
章
（

«
U
n
lib

e
´
ralis

m
e
e
´
litaire.

G
uizot

et

les
D
octrin

aires»,
p
p.
1
19
‐
1
6
9

）。
ま
た
、
以
下
も
参
照
。

«
C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p
p.
2
2
6‐
22
7.

（
16
）

,
p
p.
3
2
‐
3
3.

い
う
ま
で
も
な
く
、
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
は
制
限
選
挙
を
擁
護
す
る
。
こ
れ
は
一
見
コ
ン
ス
タ
ン

の
主
張
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
間
に
は
質
的
差
異
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
個

人
の
自
律
的
判
断
力
を
重
視
す
る
コ
ン
ス
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
市
民
で
あ
れ
ば
誰
で
も
そ
の
能
力
を
身
に
つ
け
る
や
否
や
選
挙
権
も
獲
得
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
制
限
選
挙
制
は
便
宜
的
・
一
時
的
措
置
で
あ
り
、
無
条
件
に
擁
護
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対

し
て
、
ギ
ゾ
ー
や
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
は
市
民
の
大
半
が
政
治
に
必
要
な
知
識
と
能
力
を
獲
得
す
る
の
は
不
可
能
と
い
う
前
提
か
ら
、
制
限

リュシアン・ジョームのリベラリスム論とその現代的射程

365



選
挙
制
を
常
態
化
し
よ
う
と
す
る
。
以
下
も
参
照
。

«
P
ro

ble
｀

m
es

d
e
la

d
e
´

m
ocratie

lib
e
´
rale»,

p.
2.

（
17
）

,
p.
1
39,

1
42
‐
14
3.

（
18
）

リ
ベ
ラ
ル
・
カ
ト
リ
シ
ス
ム
に
つ
い
て
は
、

,
p.
2
0,

p
p.
1
9
3
‐
23
7

を
参
照
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、

,
p.
2
41

を
参
照
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
論
は
経
験
主
義
的
基
礎
を
有
し
、
経
済
的
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
と
親
和
的
で

あ
る
。L.

Ja
u
m
e,
«

P
ro

ble
｀

m
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e:

d
e

M
m
e
d
e
Stae
¨
l
a
｀

T
oc

q
u
e
ville»,

,
n
o30,

p
p.
15
1‐1

6
2,

n
o‑

ta
m
m
e
nt

p.
1
5
1.

（
19
）

,
p.
1
1,

2
3‐
24.

（
20
）

,
p.
1
2.

（
21
）

,
p.
1
2.

（
22
）

,
p
p.
3
06
‐
3
0
8,

3
6
1‐
3
6
5.

（
23
）

こ
の
著
作
は
二
〇
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
同
じ
も
の
が
既
に
一
〇
年
前
に
以
下
の
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

‑

,
P
aris,

F
a
y
ard,

2
00
0.

（
24
）

,
p.
1
4.

（
25
）

ジ
ョ
ー
ム
は

,
p
p.
4
0‐
4
1

に
お
い
て
ボ
シ
ュ
エ
の
次
の
一
文
を
引
用
し
て
い
る
。

王
威
（m

a‑
jeste

´

）
と
は
君
主
に
投
影
さ
れ
た
神
の
偉
大
さ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
神
は
無
限
に
し
て
、
神
は
す
べ
て
で
あ
る
。
君
主
は
君
主
で
あ

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
一
個
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
は
公
人
で
あ
り
、
国
家
の
す
べ
て
が
彼
の
う
ち
に
あ
る
。
全
人
民
の

意
志
は
彼
の
意
志
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
神
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
完
全
性
と
あ
ら
ゆ
る
徳
が
一
つ
に
な
る
ご
と
く
、
諸
個
人
の
す
べ
て

の
力
は
君
主
の
人
格
の
う
ち
に
統
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
一
人
の
人
間
が
か
く
も
大
い
な
る
も
の
を
担
う
と
は
、
な
ん
と
崇
高
な
こ

と
だ
ろ
う
！(

B
oss

u
et,

,
e
´

d.
Jac

q
u
es

L
e
B
r
u
n,

G
e
n
e
｀

v
e,

D
roz,

19
67,

p.
1
7
8).

（
26
）

ホ
ッ
ブ
ス
の
代
表
理
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。L.

Ja
u
m
e,

,
P
aris,

P
ress‑

es
u
niv

ersitaires
d
e
F
ra

n
ce,

19
8
6.

（
27
）

,
p
p.
1
4
‐1
5.

邦
訳
は
堤
林
恵
に
よ
る
。
本
稿
に
含
ま
れ
る
ジ
ョ
ー
ム
の
引
用
文
に
つ
い
て
も
同
様
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で
あ
る
。

（
28
）

,
p
p.
4
9‐
6
0.

（
29
）

,
p
p.
23
‐
23

;
,

p.
4
5.

ま
た
、
コ
ン
ス
タ
ン
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル

と
の
類
似
性
と
と
も
に
、
両
者
が
ロ
ッ
ク
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
の
奇
妙
さ
が
述
べ
ら
れ
る
。

,
p.

17
1.

（
30
）

,
p
p.
2
2‐
2
3,

1
53
‐
15
5,

1
6
9,

17
1,

1
7
6‐
17
8.

（
31
）

,
p
p.
9
5‐
1
0
0,

10
6,

11
1
‐
1
12,

3
6
1
‐
36
4.

（
32
）

,
p.
1
1
4.

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
引
用
文
の
邦
訳
は
、
野
田
良
之
他
訳

法
の
精
神
（
中
）

岩
波
文

庫
、
一
九
八
九
年
、
第
三
部
、
第
一
九
編
、
第
二
七
章
、
一
九
五
頁
。

（
33
）

,
p.
7
9,

1
16.

（
34
）

,
p.
2
5
7.

（
35
）«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p
p.
22
6
‐
2
27.

（
36
）«

P
ro

ble
｀

m
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p
p.
15
1‐
1
52.

（
37
）«

P
ro

ble
｀

m
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
1
52.

（
38
）L.

Ja
u
m
e,
«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u
ce

ntre
d
e
n
os

pre
´

occ
u
p
atio

n
s»,

,
n
o2
3
‐24,

20
00,

p
p.
2
5‐
3
8,

n
ota

m
m
e
nt

p
p.
3
2‐
3
3.

（
39
）«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
2
2
7
;

,
p.
17.

ジ
ョ
ー
ム
は
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
次
の
言
葉
も
引
用

し
て
い
る

(
,

p.
44)

。

魂
は
光
を
あ
ま
ね
く
放
射
す
る
火
炉
で
あ
る
│
│
哲
学
者
の
あ
ら
ゆ
る
思
索
と
知
的
営
為
と

は
、
我
々
の
感
情
と
思
考
の
核
に
し
て
原
動
力
た
る
こ
の
自
己
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い(

,
e
´

d.
Si

m
o
n
e
B
ala

y
e,́

2
v
ol.,

P
aris,

G
ar
nier‐

Fla
m
m
ario

n,
19
6
8,

II,
p.
9
6)

。
な
お
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
異
な
る
も
の
の
、
ジ
ョ
ー
ム
は
、
ス
タ
ー
ル
夫

人
に
関
す
る
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
興
味
深
い
評
価
を
紹
介
し
て
い
る
。

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
は
一
八
〇
二
年
の
書
簡
の
な
か

で
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
は
こ
れ
ほ
ど
退
廃
を
き
わ
め
た
頭
脳
を
［
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
］
ほ
か
に
知
り
ま
せ
ん
。
よ
う
す
る

に
近
代
哲
学
が
女
性
と
い
う
女
性
に
及
ぼ
す
避
け
が
た
い
作
用
な
の
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
心
根
に
は
一
点
の
曇
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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(
cit.

in
L
a
d
y
Ble

n
n
er
h
assett,

t.
2,

p.
2
1
6)

(«
C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
2
30)

。

（
40
）«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p
p.
22
8
‐
2
29.

（
41
）

,
I,

p.
4
3.

ジ
ョ
ー
ム
の
一
文
は
以
下
よ
り
引
用
。

,
p.
4
4.

（
42
）

,
I,

p.
4
8.

ジ
ョ
ー
ム
は
以
下
の
文
献
で
こ
の
一
文
を
引
用
。

«
D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n
selo

n
B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt»,
,

v
ol2

2,
n
o8
7,

p
p.
7
1
1
‐7
1
5,

n
ota

m
m
e
nt

p.
7
14

;
«

P
ro

ble
｀

m
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p
p.

15
2‐
1
5
3
;
«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p
p.
22
8‐
2
2
9.

（
43
）«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p.
7
1
4
;
«

P
ro

ble
｀

m
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
1
5
3.

な
お
、
ジ
ョ
ー
ム
は
、

主
体
の
リ
ベ
ラ

リ
ス
ム

が
哲
学
的
に
は
自
由
意
志
と
理
性
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
44
）

ジ
ョ
ー
ム
が
指
示
す
る
典
拠
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。Co

n
sta

nt,
(

),
e
´

d.
É.

H
of

m
a
n
n,

P
aris,

H
ac
h
ette‐

Litte
´
ratu

res,
Plu

riel,1997,
c
h
a
p.
«

D
e
l'
a
utorite

´
e
m
plo

y
e
´
e
e
n
fa
v
e
u
r
d
e
la

v
e
´
rite»́,

p
p.
3
1
0
‐3
13.

（
45
）

,
p.
5
5.

引
用
は

,
II,

p.
30
1

よ
り
。

（
46
）

な
お
、
ジ
ョ
ー
ム
は
稀
に
し
か

宗
教
論

に
言
及
し
な
い
も
の
の
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
思
想
（
特
に
自
由
論
）
に
お
け
る
宗
教
感
情

の
重
要
性
は
認
識
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。

«
C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
2
3
8.

ス
タ
ー
ル
夫
人
の

高

揚

概
念
が
宗
教
感
情
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
関
し
て
は
、
以
下
も
参
照
。
佐
藤
夏
生

ス
タ
ー
ル
夫
人

清
水
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、

一
三
四
│
一
三
九
頁
。

（
47
）

以
下
で
引
用
。

,
p.
6
2.

（
48
）«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u
ce

ntre
d
e
n
os

pre
´

occ
u
p
atio

n
s»,

p.
3
4.

引
用
の
典
拠
と
し
て
ジ
ョ
ー
ム
は
以
下
を
示
し
て
い
る
。

B.
C
o
n
sta

nt,
,

P
aris,

B
e
´
c
h
et,

t.
III,

1
8
2
7,

livre
V
I,

c
h
a
pitre

V
III,

p.
2
1
/

e
´

d.
T.

T
o
d
oro

v
─

E.
H
of‑

m
a
n
n,

A
rles,

A
ctes

S
u
d,
1
99
9,

coll.«
T
h
esa

u
r
u
s»,

p.
2
5
5.

但
し
、

人
類
の
権
利

と
い
う
表
現
は
指
定
頁
に
は
登
場
し
な

い
。

（
49
）«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p.
7
13.

コ
ン
ス
タ
ン
の
論
稿

法
へ
の
服
従
に
つ
い
て

は
以
下
の
選
集
に
所
収
。Co

n‑
sta

nt,
,

e
´

d.
E.

H
arp

az,
G
e
n
e
｀

v
e,

D
roz,

t.
1,

p
p.
3
17
‐32

8.
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（
50
）«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p
p.
7
1
3‐
7
14

;
«

P
ro

ble
｀

m
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p
p.
15
4‐
1
5
5
;
«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u

lib
e
´
ralis

m
e»,

p
p.
23
0
‐
2
31

;
«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u
ce

ntre
d
e
n
os

pre
´

occ
u
p
atio

n
s»,

p.
3
0.

（
51
）«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p.
71
4.

ジ
ョ
ー
ム
が
コ
ン
ス
タ
ン
の

政
治
原
理
論

（
一
八
一
五
年
）
よ
り
引
用
す
る
次
の
一

文
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
原
則
に
は
い
く
つ
か
の
制
限
が
あ
る
│
│
到
来
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
の
制
限
に
明
確
な
記
述
は
な
い
。
だ
が
〔
そ
の
時
と
な
れ
ば
〕
自
ず
と
感
知
さ
れ
、
各
人
の
理
性
が
そ
の
こ
と
を
勧
告
す
る

の
だ
。
彼
が
判
断
者
と
な
り
、
ま
た
必
然
的
に
彼
の
み
が
判
断
者
と
な
る
│
│
そ
れ
も
自
ら
の
リ
ス
ク
と
危
険
に
お
い
て
判
断
者
と
な
る

の
で
あ
る
。
判
断
を
誤
れ
ば
、
そ
の
咎
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
人
間
が
吟
味
（ex

a
m
e
n

）
と
無
縁
と
な
り
、〔
正
し
く
〕

振
舞
う
た
め
に
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
い
か
な
る
職
業
も
そ
れ
を
用
い
ず
に
は
成
り
立
た
な
い
は
ず
の
知
性
を
必
要
と
し
な
い
こ
と

も
あ
り
得
る
、
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

（

(
),

d
a
n
s

‑

,
T
u
¨

bin
g
e
n,

M
a
x
N
ie

m
e
y
er

V
erla

g,
20
0
1,

p
p.
66
9
‐
8
58,

n
ota

m
m
e
nt

p.
77
6

）。
ジ
ョ
ー
ム
自
身
は

以
下
の
典
拠
を
示
し
て
い
る
。C

h
a
pitre«

D
e
l'
o
b
e
´
issa

n
ce

d
es

a
g
e
nts

infe
´
rie

u
rs»,

d
a
n
s
C
o
n
sta

nt,

,
e
´

d.
M.

G
a
u
c
h
et,

Plu
riel,

L
G
F,
19
8
0,

p.
35
6.

だ
が
、
章
題
は
正
確
に
は«

D
e
la

resp
o
n
sa
bilite

´
d
es

a
g
e
nts

infe
´
rie

u
rs»

で
あ
り
、
選
集
に
つ
い
て
は
同
じ
内
容
の
以
下
の
新
版
も
あ
る
。Co

n
sta

nt,
,

e
´

d.
M.

G
a
u
c
h
et,

P
aris,

G
alli

m
ard,

1
99
7.

（
52
）«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p.
71
3
;
«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u
ce

ntre
d
e
n
os

pre
´

occ
u
p
atio

n
s»,

p
p.
2
9‐3

0.

（
53
）«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p
p.
7
1
1‐
7
12.

コ
ン
ス
タ
ン
と
対
照
的
な
立
場
に
お
い
て
は
、

国
家
理
性

（raiso
n
d'
É
tat

）

や

公
安

（salut
p
u
blic

）
の
優
位
が
説
か
れ
、

善

（bo
nte
´

）
や

徳

（vertu

）
や
効
率
（efficacite

´

）
や

一
般
利
益

（inte
´
re
＾
t
g
e
´

n
e
´
rale

）
の
名
に
お
い
て
制
度
が
軽
視
さ
れ
る
。

（
54
）

ジ
ョ
ー
ム
曰
く
、

コ
ン
ス
タ
ン
が
書
い
て
い
る
│
│
憲
法
は
確
か
に
権
力
に
対
す
る
〈
疑
念
の
表
れ
〉（acte

d
e
d
e
´
fia

n
ce

）
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
〈
敵
意
の
表
れ
〉（acte

d'
h
ostilite

´
）
で
は
な
い
の
だ(«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u
ce

ntre

d
e
n
os

pre
´

occ
u
p
atio

n
s»,

p.
38)

。

（
55
）«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p.
7
1
3
;
«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
2
31.

中
立
権
力
論
・
大
臣
責
任
論
と
の

関
連
で
ど
の
よ
う
に
人
民
の
批
判
精
神
が
か
か
わ
っ
て
く
る
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。L.

Ja
u
m
e,
«

L
e
co

n
ce

pt
d
e

re‑
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sp
o
n
sa
bilite

´
d
es

m
inistres'

c
h
ez

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt»,
,

n
o42,

20
0
0,

p
p.

22
7‐
2
4
3,

n
ota

m
m
e
nt

p.
2
33.

（
56
）

と
り
わ
け
ジ
ェ
ル
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ス
タ
ー
ル
、
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
、
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
の

潮
流
に
通
低
し
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
自
由
と
は
、
な
ん
ら
か
の
自
動
装
置
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た
り

実
現
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。［
傍
点
お
よ
び
太
字
は
原
文
］
つ
ま
り
、
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
が
創
案
者
の
一

人
と
な
っ
た
近
代
立
憲
主
義
の
枠
内
で
さ
え
、
諸
個
人
の
自
由
│
│
社
会
の
自
由
の
源
泉
│
│
が
権
力
に
よ
っ
て
現
実
に
認
め
ら
れ
た
り
、

被
統
治
者
た
ち
の
手
で
実
際
に
行
使
さ
れ
た
り
す
る
た
め
の
保
証
が
自
動
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る(«
P
ro

ble
｀

m
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
15
2)

。
な
お
、
制
度
が
う
ま
く
機
能
す
る
た
め
に
は
そ
れ
を
支
え
る
精
神
も
必
要
だ
と
い

う
考
え
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
も
認
め
て
い
た
と
ジ
ョ
ー
ム
は
述
べ
、
好
ん
で
次
の
言
葉
を
引
用
す
る
。

国
制
は
自
由
で
あ
る
が
、
市
民

は
少
し
も
自
由
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い

（

法
の
精
神
（
上
）

第
二
部
、
第
一
二
編
、
第
一
章
、
三
四
二
頁
）。

な
お
、
右
の
邦
訳
で
はcito

y
e
n

が

公
民

と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は

市
民

の
訳
語
を
あ
て
る
。

（
57
）«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p.
71
1,

7
1
3
‐7
14.

（
58
）«

C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
2
3
8
;
«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u
ce

ntre
d
e
n
os

pre
´

occ
u
p
atio

n
s»,

p.
26,

29,
32
‐
3
4
;
«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p.
71
5
;
«

P
ro

ble
｀

m
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
1
5
6.

ジ
ョ
ー
ム
は
コ
ン
ス
タ
ン
の
演

説
論
文

近
代
人
の
自
由
と
比
較
さ
れ
た
古
代
人
の
自
由
に
つ
い
て

の
次
の
一
文
を
引
用
し
て
こ
の
点
を
強
調
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

皆
さ
ん
、
私
が
あ
な
た
方
に
お
話
し
致
し
ま
し
た
二
種
類
の
自
由
の
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
絶
対
に
放
棄
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ

り
ま
す
。
私
が
こ
こ
で
述
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
の
二
つ
の
自
由
は
、
相
互
に
結
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す

（

,
p.
61
8

）。
邦
訳
は
大
石
明
夫
訳

近
代
人
の
自
由
と
比
較
さ
れ
た
古
代
人
の
自
由
に
つ
い
て

中
京
法
学

第
三
三
巻
、
第
三
・
四
号

合
併
号
、
一
九
九
九
年
、
一
八
六
頁
。

（
59
）«

D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p.
7
15

;
«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u

ce
ntre

d
e

n
os

pre
´

occ
u
p
atio

n
s»,

p.
34

;

«
P
ro

ble
｀

m
es

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
1
55.

（
60
）

,
p
p.
9
0‐
9
1,

2
95

n.
3.

（
61
）

例
え
ば
以
下
を
参
照
。
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,
4

v
ol,

P
aris

et
R
o
u
e
n,

Pla
n
c
h
er,

B
e
´
c
h
et

ain
e,́

B
e
´
c
h
et

fils,
18
1
8‐
1
82
0,

I
V,

h
uitie

｀
m
e
p
artie,

p
p.
4
6
‐
47.

（
62
）

シ
ャ
リ
エ
ー
ル
夫
人
宛
の
別
の
手
紙
（
一
七
九
三
年
一
〇
月
一
二
日
付
）。

,

,
T
u
¨

bin
g
e
n,

M
a
x
N
ie

m
e
y
er

V
erla

g,
1
9
93
‐
20
08,

II,
p
p.
1
6
2
‐1
6
3.

（
63
）

(
),

p.
6
8
6.

以
下
も
参
照
。

‑

,
e
´

d.
H.

G
ra

n
g
e,

P
aris,

A
u
bier,

19
91,

p
p.
400

‐4
01;

(
),

p.
6
0
;

,
I,

p.
1
44,

3
0
6
;

,
II,

p
p.

28
‐2
9
;

,
P
aris,

D
ufart,

1
8
22,

pre
m
ie
｀
re

p
artie,

p.
51.

（
64
）

例
え
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

功
利
原
理
は
権
利
に
基
づ
く
原
理
に
く
ら
べ
、
人
間
の
精
神
に
義
務
感
で

な
く
利
益
へ
の
望
み
を
生
み
出
す
と
い
う
危
険
を
負
っ
て
い
る
。
さ
て
利
益
の
評
価
と
は
恣
意
的
な
も
の
だ
│
│
そ
れ
を
決
定
す
る
の
は

想
像
力
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
過
ち
も
気
紛
れ
も
、
義
務
の
概
念
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
比
較
的
正
し
い
行
為
と
い
う
の
は
考
え
ら

れ
な
い
が
、
比
較
的
有
用
な
行
為
な
ら
ば
あ
り
得
る
。
同
胞
に
何
ら
か
の
害
を
な
す
時
、
私
は
彼
ら
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
。
そ
れ
は

明
々
白
々
な
真
実
で
あ
る
。
だ
が
も
し
こ
の
侵
害
行
為
を
た
だ
有
用
性
だ
け
で
評
価
す
る
な
ら
、
私
は
こ
の
計
量
の
過
程
で
誤
謬
を
犯
し
、

そ
こ
に
な
に
が
し
か
の
効
用
を
見
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
功
利
原
理
は
、
自
然
権
に
基
づ
く
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
曖
昧
な
も

の
な
の
だ

（

(
),

p.
62

;
«

D
e
l'
o
b
e
´
issa

n
ce

a
｀

la
loi»,

p.
32
1
;
«

D
e

M.
D
u
n
o
y
er

et
d
e
q
u
elq

u
es‐

u
n
s
d
e
ses

o
u
vra

g
es»,

d
a
n
s

,
p
p.
65
4
‐
6
78,

n
ota

m
m
e
nt

p
p.
6
65‐

66
6

）。

（
65
）

,
II

p.
28.

ま
た
、
別
の
箇
所
で
コ
ン
ス
タ
ン
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
憲
法
は
法
律

と
同
じ
く
わ
れ
わ
れ
の
権
利
を
創
り
出
す
の
で
は
な
く
そ
れ
を
表
明
す
る
の
だ
と
い
う
確
信
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
憲
法
が
そ

れ
を
表
明
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
存
在
が
疑
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

（

,
I
V,

p.
4
6

）。

（
66
）

,
p.
33
1.

人
権
宣
言
で
謳
わ
れ
る
抑
圧
に
対
す
る
抵
抗
の
権
利
も
法
律
中
心
主
義
に
解
消
さ
れ
る

が
ゆ
え
、
ロ
ッ
ク
的
な
も
の
で
は
な
い
と
ジ
ョ
ー
ム
は
述
べ
る
。

,
p.
3
4
3.

（
67
）

,
p.
1
1
1,

33
2‐
3
33.

（
68
）

法
の
精
神
（
上
）

第
二
部
、
第
一
一
編
、
第
三
章
、
二
八
九
頁
。
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（
69
）

,
p.
2
4,

9
9.

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
引
用
文
に
関
し
て
は
、

法
の
精
神
（
上
）

第
一
部
、
第
一
編
、

第
一
章
、
四
一
頁
お
よ
び
第
二
部
、
第
一
一
編
、
第
三
章
、
二
八
八
│
二
八
九
頁
を
参
照
。

（
70
）

(
),

p.
3
5.

以
下
も
参
照
。

,
I,

p
p.
1
7
4‐1

7
5.

（
71
）

(
),

p.
3
5.

（
72
）

と
は
い
え
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
に
対
す
る
批
判
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

国
家
利
益
に
対
し
て
さ
え
個
人
の
財
産
権
を
力
強
く
擁
護
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
氏
が
、
ま
る
で
人
間
は
財
産
ほ
ど

尊
い
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
熱
の
こ
も
ら
な
い
様
子
で
諸
個
人
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
の
は
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る

（

(
),

p.
8
8

）。

（
73
）«

L
a
lib

erte
´

p
olitiq

u
e,

esse
ntielle

a
｀

la
lib

erte
´

civile»,
d
a
n
s

,
e
´

d.
E
p
h
raı̈

m

H
arp

az,
G
e
n
e
｀

v
e,

D
roz,

1
9
7
8,

p
p.
2
5
4
‐2
59,

n
ota

m
m
e
nt

p.
2
5
7.

（
74
）

,
p.
2
9
5

n.
3.

（
75
）

,
p.
4
1

n.
5
2,

1
1
1‐
1
14.

（
76
）«

D
e
la

p
erfectibilite

´
d
e
l'
esp

e
｀
ce

h
u
m
ain

e»,
d
a
n
s

,
p
p.
7
0
0
‐
72
0,

n
ota

m
m
e
nt

p.
7
02.

以
下
も
参

照
。

«
F
ra

g
m
e
n
s
d'
u
n
essai

s
u
r
la

p
erfectibilite

´
d
e
l'
esp

e
｀
ce

h
u
m
ain

e»,
d
a
n
s

,
T
u
¨

bin
g
e
n,

M
a
x
N
ie

m
e
y
er

V
erla

g,
1
9
9
5,

p
p.
4
29
‐4
5
3,

n
ota

m
m
e
nt

p.
4
4
7.

（
77
）

拙
著

コ
ン
ス
タ
ン
の
思
想
世
界
│
│
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
の
な
か
の
自
由
・
政
治
・
完
成
可
能
性

創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
（
特

に
第
二
部
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
78
）

(
),

p.
3
11.

（
79
）

,
I,

p.
3
5
5.

（
80
）«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u
ce

ntre
d
e
n
os

pre
´

occ
u
p
atio

n
s»,

p.
3
4
;

,
p.
3
65.

（
81
）«
C
o
p
p
et,

cre
u
set

d
u
lib

e
´
ralis

m
e»,

p.
2
2
5,

23
8
‐2
3
9
;
«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u
ce

ntre
d
e
n
os

pre
´

occ
u
p
atio

n
s»,

p.
3
7
;
«

L
e
co

n
ce

pt
d
e
resp

o
n
sa
bilite

´
d
es

m
inistres'

c
h
ez

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt»,
p.
2
43.

フ
ラ
ン
ス
固
有
の
問
題
と
の

関
連
で
は
、
以
下
を
参
照
。

«
D
roit,

É
tat

et
o
blig

atio
n»,

p
p.
7
1
1
‐
71
2
;
«

B
e
nja

m
in

C
o
n
sta

nt
a
u
ce

ntre
d
e
n
os

pre
´

oc‑
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c
u
p
atio

n
s»,

p
p.
2
6
‐
27.

な
お
、
直
接
コ
ン
ス
タ
ン
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
史
に
お
け
る
自
由
主
義
の
問
題
と

可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
次
の
邦
訳
論
文
も
興
味
深
い
。
山
元
一
訳

行
政
国
家
と
自
由
主
義
│
│
フ
ラ
ン
ス
史
の
一
段
面

法

律
時
報

八
二
巻
、
八
号
、
二
〇
一
〇
年
。

（
82
）

,
p.
11,

1
0
1.

（
83
）

そ
れ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
で
は
な
い
、
そ
の
よ
う
に
生
き
、
そ
の
よ
う
に
思
考
す
る
一
つ
の
態
度
で
あ
る(

,
p.
1
0
1)

。

（
84
）

,
p.
9,

1
0
3.

（
85
）

,
p.
22.

（
86
）

,
p
p.
1
4‐
2
5.

（
87
）

,
p.
25.

（
88
）

,
p.
30.

（
89
）

,
p.
22,

1
0
2
‐1
0
5,

1
0
9.

（
90
）

,
p
p.
4
9‐
5
0.

（
91
）

,
p
p.
10
4
‐
1
05.

な
お
、
こ
の
引
用
文
で

ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
フ
ー
コ
ー
ま
で

と
な
っ
て
い

る
が
、
フ
ー
コ
ー
の

自
己
と
他
者
の
統
治

（
阿
部
崇
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
で
考
察
さ
れ
る

パ
レ
ー
シ
ア

概
念
は
、

ジ
ョ
ー
ム
の
擁
護
す
る
自
由
概
念
と
一
定
の
類
似
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
92
）

,
p
p.
3
22
‐
3
3
0.

（
93
）

,
p.
9.
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