
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の

制
度
的

自
由
主
義

檜

山

雅

人

問
題
の
所
在

一

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
に
お
け
る
前
期
と
後
期

二

前
期
の
自
由
概
念

三

後
期
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
概
念

結
語

自
由
か
ら
〈
社
会
的
真
空
〉
へ

問
題
の
所
在

本
論
文
の
目
的
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
代
表
的
な
自
由
主
義
者
で
あ
り
、

J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
並
ぶ
同
国
の

公
共
知
識
人

と

も
評
さ
れ
る
ラ
ル
フ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
が
半
世
紀
に
わ
た
る
思
想
的
営
み
の
な
か
で
突
き
当
た
っ
た
原
状
況
と
、
そ
の
意
味
合
い

を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
業
績
を
前
期
と
後
期
に
区
分
し
た
う
え
で
、
前
期
の
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
が
何
を
追
求

し
、
ど
う
い
う
問
題
状
況
に
直
面
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
状
況
を
抜
け
出
る
た
め
、
後
期
に
ど
の
よ
う
な
視

点
を
打
ち
出
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
も
っ
て
脱
却
で
き
た
の
か
を
検
証
し
て
み
た
い
。

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
研
究
を
進
め
る
に
は
、
そ
の
活
動
拠
点
や
社
会
的
位
置
よ
り
も
理
論
的
業
績
そ
の
も
の
を
第
一
次
的
、
優
先
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的
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
理
論
の
内
的
関
連
性
や
そ
の
底
に
流
れ
る
問
題
意
識
を
探
る
、
と
い
う
業
績
本
位
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
そ
の
時
々
の
問
題
関
心
を
集
約
す
る
基
軸
的
な
概
念
を
著
作
群
か

ら
抽
出
し
、
そ
の
概
念
を
手
が
か
り
に
し
て
か
れ
の
理
論
を
体
系
的
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る

著
作
の
論
旨
を
左
右
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
複
数
の
著
作
に
ま
た
が
っ
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
基
軸
概

念
と
は
い
っ
た
い
何
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
理
論
の
変
遷
を
跡
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

本
論
文
は
、
前
期
の
基
軸
概
念
を
〈
自
由
〉
概
念
、
後
期
を
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉
概
念
と
し
て
把
握
で
き
る
、
と
の
見
解
に
立

つ
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
前
期
か
ら
後
期
へ
な
ぜ
基
軸
概
念
が
変
更
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
本

人
は
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
多
少
な
り
と
も
そ
の
隠
れ
た
理
由
を
再
構
成

で
き
る
。
そ
こ
か
ら
自
由
主
義
思
想
が
内
在
的
に
抱
え
る
固
有
の
、
し
か
も
普
遍
的
な
問
題
状
況
に
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
も
ま
た
足

を
と
ら
れ
葛
藤
し
た
、
と
い
う
事
情
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

一

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
に
お
け
る
前
期
と
後
期

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
代
表
的
な
著
作
を
年
代
順
に
並
べ
て
み
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
を
境
に
そ
の
論
調
が
大
き
く
変
わ
っ
た

観
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
欧
州
委
員
会
研
究
・
科
学
・
教
育
担
当
委
員
と
い
う
要
職
を
辞
任
し
、
一
九
七
四
年
に
英
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク

ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
（

L
S
E）
に
学
長
と
し
て
赴
任
す
る
こ
ろ
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
ひ
と
ま
ず
、
そ
れ
以
前
を
前
期
、

そ
れ
以
降
を
後
期
と
し
て
把
握
し
て
み
た
い
。
実
質
的
な
デ
ビ
ュ
ー
作
の

産
業
社
会
に
お
け
る
社
会
階
級
と
階
級
紛
争

（
一
九

五
七
年
、
以
下

階
級
紛
争

と
略
）、

ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス

（
一
九
五
九
年
）、

社
会
と
自
由

（
一
九
六
一
年
）、

ド
イ
ツ
の

社
会
と
民
主
政

（
一
九
六
五
年
）
と
、
政
治
活
動
を
中
断
し
て
以
降
の
代
表
的
な
著
作

新
し
い
自
由

（
一
九
七
五
年
）、

ラ
イ
フ
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チ
ャ
ン
ス

（
一
九
七
九
年
）、

法
と
秩
序

（
一
九
八
五
年
）、

現
代
の
社
会
紛
争

（
一
九
九
二
年
独
語
版
）
を
並
べ
て
み
る
と
、
明

ら
か
に
そ
こ
に
は
基
軸
概
念
の
旋
回
が
み
ら
れ
る
。

後
期
の
基
軸
概
念
を
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉
と
考
え
る
点
で
は
、
大
方
の
理
解
が
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
期
の
代
表
作

ラ

イ
フ
チ
ャ
ン
ス

で
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
理
論
が
体
系
的
に
打
ち
出
さ
れ
、
後
年
の
も
う
一
つ
の
代
表
作
で
あ
る

現
代
の
社
会
紛

争

で
も
そ
れ
を
継
承
し
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
期
の
基
軸
概
念
を
〈
自
由
〉
と
す
る
解
釈
は
必
ず

し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
わ
が
国
の
標
準
的
な
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
理
解
と
か
け
離
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

と
い
う
の
も
、
初
期
や
前
期
の
理
論
の
わ
が
国
で
の
受
容
の
さ
れ
方
は
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
と
い
え
ば
階
級
理
論
で
あ
り
、
社
会
紛

争
（
闘
争
）
理
論
で
あ
り
、
役
割
理
論
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
非
常
に
表
面
的
な
理
解
に
す
ぎ
な

い
。
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
自
由
へ
の
関
心
は
、
前
期
理
論
の
隅
々
ま
で
こ
だ
ま
し
て
い
る
。
主
な
前
期
著
作
は
、
階
級
や
社
会
紛
争

や
役
割
な
ど
の
社
会
学
的
概
念
を
表
向
き
使
い
つ
つ
も
、
じ
つ
は
み
ず
か
ら
の
自
由
論
を
展
開
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
前
期
で
い
か
な
る
自
由
論
が
構
想
さ
れ
、
ど
う
い
う
問
題
状
況
に
直
面
し
た
の
か
、
そ
し
て
や
が
て
別
の
概
念
に
な
ぜ
バ
ト

ン
タ
ッ
チ
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
の
解
明
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
。

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
、
一
九
二
九
年
生
ま
れ
の
ド
イ
ツ
人
で
、
二
〇
〇
九
年
六
月
に
八
〇
歳
で
没
し
た

）
。
高
校
生
の
と
き
ナ
チ
ス

に
反
対
す
る
非
合
法
活
動
で
秘
密
警
察
に
拘
束
さ
れ
、

自
由
へ
の
衝
動

）

を
体
験
す
る
。
マ
ル
ク
ス
研
究
で
一
九
五
二
年
に
博
士

号
を
取
得
し
た
あ
と
、
英

L
S
E

に
留
学
し
た
。

社
会
主
義
者
と
し
て
英
国
に
渡
り
、
自
由
主
義
者
と
な
っ
て
戻
っ
て
き
た

）

と

回
顧
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
留
学
体
験
は
当
時
社
会
民
主
党
員
だ
っ
た
自
身
の
政
治
的
立
場
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
帰
国

後
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
社
会
研
究
所
に
仮
採
用
さ
れ
た
が
、

T
・
ア
ド
ル
ノ
に
解
雇
さ
れ
る
。
次
に
、
米
国
パ
ロ
・
ア
ル
ト
応

用
研
究
セ
ン
タ
ー
に
留
学
後
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
社
会
学
教
授
に
就
任
し
た
。
さ
ら
に
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
社
会
学
教
授
を
経

て
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
新
設
に
尽
力
、
み
ず
か
ら
社
会
科
学
部
長
に
就
任
す
る
な
ど
、
活
動
の
場
を
大
学
経
営
や
大
学
制
度
改
革
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に
も
広
げ
て
い
く
。

一
九
六
八
年
か
ら
は
、
自
由
民
主
党
政
治
家
と
し
て
実
践
的
政
治
世
界
で
活
動
を
始
め
る
。
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州

議
会
議
員
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
、
同
外
務
省
政
務
次
官
を
経
て
、
一
九
七
〇
年
に
は
欧
州
共
同
体
の
欧
州
委
員
会
対
外
関
係
・

貿
易
担
当
委
員
に
転
じ
、
欧
州
統
合
に
傾
注
し
た
。
一
九
七
四
年
に
は
初
の
外
国
人
学
長
と
し
て
英

L
S
E

に
着
任
し
、
い
っ
た
ん

学
問
の
世
界
に
戻
る
。
一
九
八
三
年
、
ド
イ
ツ
政
界
復
帰
を
試
み
る
も
重
病
の
た
め
断
念
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
七
年
に
英
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
学
長
代
理
（
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
校
校
長
兼
任
）
に
就
任
、
翌
年
英
国
国
籍
を
取
得
す
る
。
一
九
九
三
年
に
は

英
国
男
爵
に
叙
任
、
貴
族
院
終
身
議
員
と
な
り
、
英
独
二
重
生
活
を
送
っ
た
。

二

前
期
の
自
由
概
念

ま
ず

階
級
紛
争

以
降
の
前
期
理
論
で
、
自
由
概
念
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
前
に
、
ダ

ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
出
発
点
と
い
う
べ
き
歴
史
的
な
自
由
概
念
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

（
1
）

歴
史
的
な
自
由
概
念

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
が
歴
史
的
な
自
由
概
念
の
原
点
と
し
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
語
語
源
学
の

F
・
ク
ル
ー
ゲ
の
編
纂
し

た

ド
イ
ツ
語
語
源
辞
典

の

frei"

（
自
由
な
）
の
項
目

）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、frei

概
念
は

拘
束
や
強
制
の
な
い
状

態

を
意
味
し
た
。
ド
イ
ツ
語
のF

reih
eit

や
英
語
のfree

d
o
m

の
語
源
は
、
印
欧
語
族
の
ゲ
ル
マ
ン
語
派
に
属
す
る
最
も
古
い

言
語
で
あ
る
ゴ
ー
ト
語
のfreih

als

や
、
中
高
ド
イ
ツ
語
のfrı

h
als

と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
のh

als

は
首
を
意
味
し
た
。
当
時
、

奴
隷
た
ち
の
首
に
は
首
輪
が
付
け
ら
れ
た
が
、
主
人
た
ち
の
首
に
輪
は
不
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
で
な
い
者
は

存
在
し
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な
い
首
輪
（freih

als,
frı

h
als

）

=

首
輪
を
付
け
て
い
な
い
者

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
自
由
民
を
意
味
す
る
こ
と
に

な
っ
た
と
さ
れ
る
。
奴
隷
の
首
輪
は
当
初
、
強
制
の
道
具
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
歴
史
が
進
む
に
つ
れ
強
制
を
象
徴
す
る
も
の
（
シ

ン
ボ
ル
）
に
変
わ
っ
た
。
こ
う
い
う
語
源
か
ら
す
る
と
、
原
初
的
な
自
由
概
念
に
は
少
な
く
と
も

人
間
行
動
に
対
す
る
制
限
の
欠

如

、

あ
ら
ゆ
る
強
制
の
免
除

と
い
っ
た
意
味
が
根
源
的
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

社
会
的
な
拘
束
や
人
為
的
な
強
制
が
存
在
し
な
い
自
由
で
平
等
な
人
間
の

本
来
的
状
態

を
想
定
し
、
そ
れ
を
あ
る
種
絶
対
的

な

あ
る
べ
き
姿

と
し
て
規
範
化
す
る
思
想
は
、
近
代
西
欧
の
政
治
思
想
で
登
場
し
た
。
こ
の
概
念
の
も
と
で
は
、
人
間
の

本

来
の
自
由
な
状
態

は
一
種
の
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
を
侵
害
す
る
も
の
が
拘
束
や
強
制
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
人
に
加
え
る
場
合
に
は

そ
れ
相
応
の
正
当
化
の
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
く
。
十
分
な
正
当
化
の
根
拠
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
拘
束
や
強

制
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
正
当
化
の
根
拠
が
存
在
し
な
い
場
合
は
ま
さ
し
く
自
由
の
侵
害
で
あ
り
、
糾
弾
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
正
当
な
法
と
秩
序
の
も
と
で
は
犯
罪
さ
え
構
成
し
う
る
、
と
み
な
す
立
場
で
も
あ
る
。

こ
の
概
念
を
継
承
し
た
思
想
家
を
あ
げ
る
な
ら
、
一
九
世
紀
英
国
の
思
想
家

J
・

S
・
ミ
ル
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。
ミ
ル
は

自

由
論

で
、

個
人
は
自
分
自
身
に
対
し
て
、
自
分
の
身
心
に
対
し
て
主
権
者
（so

v
ereig

n

）
で
あ
る

）

と
述
べ
た
。
こ
の

個
人

の
主
権

と
い
う
考
え
で
は
、
個
人
が
自
分
に
対
し
て
主
権
者
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
個
人
は
自
由
で
あ
る
。
米
国
の
政
治
学
者

C
・

J
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
点
こ
そ
ミ
ル

自
由
論

の
核
心
部
分
だ
、
と
み
な
し
て
い
る

）
。
た
だ
し
、

個
人
の
主
権

概
念
に
は
一
つ
だ
け
制
約
条
件
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

個
人
の
主
権

が
何
者
の
拘
束
も
受
け
な
い
と
い
っ
て
も
、
あ
る
個
人
に
よ

る
主
権
の
使
用
が

他
人
に
対
す
る
危
害

と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

他
人
に
対
す
る
危
害

を
排
除
す
る

自
己
防
衛
の
目
的
の
み
に
限
っ
て
、
公
権
力
や
他
の
文
明
社
会
の
成
員
は
、
個
人
の
主
権
を
部
分
的
に
制
約
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

れ
以
外
の
目
的
に
関
し
て
、
公
権
力
や
他
の
文
明
社
会
の
成
員
が
個
人
の
主
権
に
制
限
を
加
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

個
人
の
主

権
の
侵
害

と
な
り
、
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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前
期
に
展
開
さ
れ
た
自
由
の
概
念
は
、
ま
さ
に
以
上
の
よ
う
な
自
由
概
念
の
系
列
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
前
記
の
代
表
的
著

作
と
し
て
、

階
級
紛
争

、

ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス

、
そ
し
て

社
会
と
自
由

に
収
録
さ
れ
た

自
由
と
平
等
に
関
す
る
考

察
）

の
三
論
文
を
中
心
に
、
各
々
の
著
作
に
現
れ
た
自
由
概
念
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
際
、
各
著
作
で
自
由
に
対
す
る

考
え
方
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
か
を
跡
づ
け
つ
つ
、
名
目
上
は
同
じ
自
由
概
念
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
の
段
階

で
ど
の
よ
う
な
微
妙
な
意
味
内
容
の
差
異
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
2
）

多
元
的
社
会

、

全
体
的
人
間

そ
し
て

未
定
の
自
由

へ

ま
ず

階
級
紛
争

は
本
来
、
自
由
論
を
展
開
し
た
著
作
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
マ
ル
ク
ス
の

二
階
級
モ
デ
ル

を
分
析
的
な

概
念
と
し
て
精
緻
化
す
る
た
め
、

所
有

に
代
え
て

権
力

を
階
級
形
成
の
基
盤
に
据
え
、
政
治
的
な
階
級
概
念
の
現
代
的
有

効
性
を
強
調
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
最
後
の
部
分
で
、

自
由
な
社
会
（Fre

e
societies

）

と
い
う
概
念
が
登
場
し
、

そ
の
対
極
に
あ
る
社
会
と
し
て
、

全
体
主
義
社
会

と
い
う
理
念
型
的
な
概
念
が
使
用
さ
れ
て
い
る

）
。
こ
こ
で
い
う

自
由
な
社

会

は
、
ど
う
い
う
意
味
で

全
体
主
義
社
会

と
区
別
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
由
な
社
会

で
あ
れ
ば
、
政
治
的
な
階
級
紛
争
、
労
使
間
の
紛
争
、
都
市
と
農
村
の
紛
争
、
あ
る
い
は
少
数
民
族
や
宗
教
を

原
因
と
す
る
紛
争
は
そ
れ
ぞ
れ
互
い
の
関
連
性
が
低
く
、
各
々
の
紛
争
は
分
離
さ
れ
て
い
る
。
権
力
の
所
有
者
が
富
、
威
信
、
安
全

を
必
ず
し
も
同
時
に
手
に
入
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
国
の
指
導
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
企
業
、
軍
隊
そ
の
他
の
団
体
の
指
導
者

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
全
体
主
義
社
会
で
は
、
企
業
に
お
け
る
支
配
集
団
と
従
属
集
団
、
お
よ
び
国
の
支
配
集
団
と

従
属
集
団
は
同
一
で
あ
り
、
重
な
り
合
い
重
複
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
政
治
的
な
階
級
紛
争
、
産
業
の
階
級
紛
争
、

地
域
紛
争
、
都
市
と
農
村
間
の
紛
争
、
そ
し
て
民
族
的
、
宗
教
的
な
紛
争
も
す
べ
て
重
な
り
合
い
重
複
し
て
い
る
の
で
、
単
一
の
包

括
的
な
敵
対
関
係
を
引
き
起
こ
す
。
こ
う
し
た
条
件
が
そ
ろ
え
ば
、
政
治
紛
争
の
強
度
は
最
大
に
達
す
る
、
と
い
う

）
。
一
方
、
こ
う
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い
う
全
体
主
義
社
会
に
比
べ
、

自
由
な
社
会

に
お
け
る
政
治
紛
争
の
強
度
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
工
夫
に
よ
っ
て
最
小
限
に

ま
で
圧
縮
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
集
団
間
の
階
級
紛
争
そ
の
他
の
衝
突
は
そ
れ
ぞ
れ
分
離
、
切
断
さ
れ
て
お
り
、

重
複
性
は
な
い
。
自
由
社
会
を
特
徴
づ
け
る
の
は
団
体
、
紛
争
パ
タ
ー
ン
、
集
団
化
、
利
害
の
多
元
主
義
（plu

ralis
m

）
で
あ
る
。

こ
の

多
元
的
社
会

は
重
複
的
世
界
の
対
極
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
全
体
主
義
社
会
の
重
複
性
に
対
比
さ
せ
る
形
で

自
由
な

社
会

の
多
元
性
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
か
れ
は
、
自
由
の
一
つ
の
源
泉
を
み
る
の
で
あ
る
。

次
の

ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス

は
、
欧
米
で
発
達
し
た
社
会
学
的
役
割
理
論
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
受
容
の
一
つ
の
頂
点
を
示

す
作
品
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
役
割
理
論
よ
り
も
む
し
ろ
独
自
の
自
由
論
を
展
開
し
た
著
作
と
し
て
把
握
し
直
し
て
み
た
い
。
ダ
ー

レ
ン
ド
ル
フ
は
こ
の
な
か
で
、
役
割
期
待
に
拘
束
さ
れ
て
行
動
す
る

ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス
（
社
会
学
的
人
間
）

と
い
う
理
論

的
モ
デ
ル
を
構
成
し
つ
つ
、
そ
れ
と
の
対
比
で
い
か
な
る
役
割
か
ら
も
解
き
放
た
れ
た

全
体
的
人
間
（D

er
g
a
n
ze

M
e
n
sc
h

）

と
い
う
自
由
な
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
て
い
る

）
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
二
分
法
こ
そ
、
こ
の
段
階
の
自
由
論
を
特
徴

づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
主
旋
律
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
も
ま
だ
表
層
的
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
副
旋

律
と
も
い
う
べ
き
も
う
一
つ
の
自
由
概
念
も
さ
り
げ
な
く
提
出
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
後
期
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス

概
念
に
繫
が
る
考
え
方
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
、
役
割
期
待
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
た

ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス

と
、
全
て
の
役
割
か
ら
解
放

さ
れ
た

全
体
的
人
間

を
対
比
さ
せ
た
う
え
で
、

全
体
的
人
間

に
あ
る
べ
き
自
由
を
み
て
い
る
。

全
体
的
人
間

の
自
由
と

は
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
喩
え
る
な
ら
、
い
か
な
る
役
割
に
も
拘
束
さ
れ
ず
に
、
欲
す
る
ま
ま

余
暇
時
間

の
中
で
人
生
を
送
る
よ
う

な
自
由
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
社
会
哲
学
者
の

H
・
プ
レ
ス
ナ
ー
に
な
ら
う
な
ら
、
そ
れ
は

私
事
と
し
て
の
自
由

）

に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

全
体
的
人
間

は
、
現
実
に
存
在
し
よ
う
が
な
い
。
現
実
に
世
界
に
存
在
す
る
の
は
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス
に
近
い
人
間
だ
け
と
も
い
え
よ
う
。
い
っ
さ
い
の
役
割
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
私
事
の
世
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界
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
生
き
る
人
間
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
に
あ
り
え
な
い
自
由
人
に
関
し
て
理
念

型
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス
と

全
体
的
人
間

を
対
比
さ
せ
て
現
実

社
会
に
お
け
る
自
由
を
論
じ
る
の
は
少
々
無
理
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
す
べ
て
の
役
割
行
動
を
自
律
的
な
自
由
と
対
立
さ
せ
る
こ
と

自
体
、
問
題
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
自
由
意
志
で
選
択
し
た
役
割
を
自
ら
の
責
任
で
徹
底
的
に
演
じ
き
る
こ
と

も
、
自
ら
設
定
し
た
ル
ー
ル
に
自
ら
従
う
と
い
う
点
で
、
一
つ
の
自
由
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
役
割
の

遂
行
が
た
だ
ち
に
自
由
と
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
を
受
け
る
ま
で
も
な
く
、
か
れ
自
身
、

ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス
を
抹
消
し
て

全
体
的
人
間

の
自
由
を
回
復
し
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
が
、
机
上
の
空
論
と
な
る
可
能

性
を
よ
く
承
知
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
自
由
と
は
役
割
行
動
と
自
律
的
行
動
の
均
衡
の
問
題
だ

）
、
と
か
れ
は
そ
っ
と
予
防
線
を
張
る
。

こ
の
〈
均
衡
と
し
て
の
自
由
〉
こ
そ
、
た
ぶ
ん

ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス

の
隠
れ
た
結
論
で
あ
る
。
こ
う
し
て
芽
出
し
し
た
着

想
は
後
期
理
論
で
改
鋳
さ
れ
て
い
く
。

三
つ
目
の

自
由
と
平
等
に
関
す
る
考
察

は
、
前
期
の
自
由
論
の
一
つ
の
終
着
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
か
れ
は
、
政
治
哲
学
者

I
・
バ
ー
リ
ン
に
よ
る

消
極
的
自
由

と

積
極
的
自
由

の
区
分

）
を
手
が
か
り
に
、
自
分
な
り
の

二
つ
の
自
由
概
念

を
提

唱
し
て
い
る
。
一
つ
は

未
定
で
あ
る
（pro

ble
m
atisc

h

）
自
由

概
念
で
あ
り
、
人
間
の
性
質
に
由
来
し
な
い
す
べ
て
の
制
限

か
ら
放
免
さ
れ
た
状
態
こ
そ
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
う
一
つ
は

確
定
す
る
（assertorisc

h

）
自
由

概
念
で
あ
り
、
自
己

実
現
の
チ
ャ
ン
ス
を
現
実
に
活
用
し
、
人
の
実
際
の
行
為
と
し
て
具
体
化
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
自
由
が
存
す
る
と
考
え
る
。
こ

れ
は
、
人
が
拘
束
や
強
制
か
ら
解
放
さ
れ
て

未
定
の
状
態
（
何
も
決
ま
っ
て
い
な
い
状
態
）

に
置
か
れ
る
自
由
と
、
自
分
の
素
質

を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
を
現
実
の
中
に

確
定
し
て
い
く
状
態
（
自
己
実
現
を
果
た
し
て
い
く
状
態
）

に
置
か
れ
た
自
由
の
区
別
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
概
念
区
分
で
、
蝶
番
の
よ
う
な
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が

チ
ャ
ン
ス
（C

h
a
n
ce

）

概
念
で
あ

り
、
こ
の
概
念
に
着
目
し
て
、
二
つ
の
自
由
概
念
を
区
分
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
言
で
い
っ
て
、
自
己
実
現
の
チ
ャ
ン
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ス
を
作
り
出
す
の
が

未
定
で
あ
る
自
由

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
自
ら
進
ん
で
活
用
す
る
の
が

確
定
す
る
自
由

で

あ
る
。
な
お
、
こ
の
チ
ャ
ン
ス
概
念
は
、
後
期
理
論
の
異
な
る
構
成
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
、
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

ま
さ
に
か
れ
の
前
期
後
期
全
体
を
貫
く
、
数
少
な
い
最
も
重
要
な
概
念
の
一
つ
が
チ
ャ
ン
ス
概
念
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
自
由
概
念
を
具
体
的
に
説
明
す
る
た
め
、
現
代
社
会
に
お
け
る
余
暇
の
例
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る

）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
時
間
の
短
縮
を

真
の
自
由
の
王
国

と
み
な
し
た
。
こ
の

労
働
と
余
暇

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
労
働
を

恣
意
的
な
束
縛
と
み
な
す
な
ら
、
余
暇
は
自
由
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を

未
定
で
あ
る
自
由

概
念
で
考
え
る
な
ら
、

余
暇
と
自
由
は
同
義
と
な
る
。
余
暇
は
、
自
由
す
な
わ
ち
強
制
の
除
去
と
自
己
実
現
の
チ
ャ
ン
ス
を
ま
さ
し
く
創
出
す
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

確
定
す
る
自
由

概
念
で
余
暇
を
考
え
る
な
ら
、
余
暇
は
自
由
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
自
由
の
可
能
性
で

し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合
、
自
己
実
現
の
意
味
で
の
活
動
に
取
り
組
む
場
合
に
の
み
、
自
由
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
と

い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

確
定
す
る
自
由

概
念
の
意
味
に
お
け
る
自
由
は
チ
ャ
ン
ス
で
は
な
く
、
具
体
的
な
現
実
の
中
で
確
定
さ

れ
て
い
く
人
間
存
在
の
様
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
の
二
つ
の
自
由
概
念
は
政
治
理
論
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
一

つ
は

未
定
で
あ
る
自
由

概
念
に
立
つ
政
治
観
で
あ
り
、
政
治
を
制
度
的
変
革
の
手
段
と
考
え
、
自
由
を
阻
む
規
制
の
撤
廃
に
専

念
す
べ
き
も
の
と
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
人
々
が
自
己
実
現
チ
ャ
ン
ス
を
活
用
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
宣
言
さ

れ
る
か
、
公
共
政
策
の
テ
ー
マ
か
ら
除
外
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。
先
ほ
ど
の
労
働
と
余
暇
の
例
を
引
き
合
い
に
出
す
な
ら
、

未
定
で
あ
る
自
由

を
擁
護
す
る
観
点
か
ら
は
、
余
暇
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
政
治
の
課
題
と
な
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
政

治
の
課
題
は
そ
れ
に
尽
き
る
わ
け
で
、
そ
の
先
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
個
々
人
の
運
命
は
個
々
人
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
う

一
つ
の
政
治
観
は

確
定
す
る
自
由

概
念
に
立
つ
も
の
で
、
政
治
の
責
任
は
制
度
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
個
々
人
の
自
己
実
現
の
チ

ャ
ン
ス
の
活
用
の
仕
方
に
も
及
ぶ
と
み
な
す
。
し
か
し
、

確
定
す
る
自
由

概
念
に
立
っ
て
政
治
が
人
間
の
自
己
発
展
の
方
法
ま

で
規
制
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、

自
由
の
破
壊
者
へ
と
転
じ
て
し
ま
う

）

と
し
て
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は

未
定
で
あ
る
自
由

の
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ほ
う
に
軍
配
を
上
げ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、

多
元
的
社
会

、

全
体
的
人
間

、

未
定
の
自
由

と
い
っ
た
前
期
の
自
由
概
念
は
、
後
期
で
も
保
持
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
保
持
さ
れ
て
い
く
と
は
と
て
も
言
い
が
た
く
、
む
し
ろ
後
期
著
作
か
ら
姿
を
消
し
て

し
ま
う
。
後
期
で
は
そ
の
代
わ
り
に
、
前
述
の
〈
均
衡
と
し
て
の
自
由
〉
を
鍛
造
し
直
し
た
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
概
念
を
基
軸
に
し
て
、

新
た
な
自
由
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
く
。

三

後
期
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
概
念

次
に
、

新
し
い
自
由

か
ら
始
ま
り
、

ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス

、
そ
し
て

現
代
の
社
会
紛
争

へ
と
至
る
後
期
の
ラ
イ
フ
チ
ャ

ン
ス
概
念
を
検
討
す
る
。

（
1
）

新
し
い
自
由

新
し
い
自
由

は
、

L
S
E

学
長
と
し
て
学
問
生
活
へ
の
復
帰
直
後
に
招
か
れ
た

B
B
C

ラ
ジ
オ
で
の
レ
ク
チ
ャ
ー
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
後
期
の
基
軸
概
念
と
な
る

ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
（life‐

c
h
a
n
ces

）

が
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
な
か
で
、
現
代
の
改
革
思

想
と
し
て
の
自
由
主
義
の
新
た
な
意
義
に
触
れ
つ
つ
、
ポ
パ
ー
の
漸
進
的
社
会
工
学
の
立
場
に
た
つ

改
良
志
向
社
会

が
提
唱
さ

れ
る
。
こ
の
文
脈
で
、

拡
大
的
な
量
的
発
展

か
ら

改
良
的
な
質
的
発
展

へ
の
転
換
が
説
か
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
、
鍵

と
な
る
概
念
と
し
て
提
出
さ
れ
た
の
が
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
はth

e
life‐

c
h
a
n
ces

of
m
e
n

（
人
間
の
ラ
イ
フ
チ
ャ

ン
ス
）
と
か
、hu

m
a
n
life‐

c
h
a
n
ces

（
人
類
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
）
と
い
う
用
語
で
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
厳
密
な
定
義
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

こ
の
世
界
で
最
も
重
要
な
の
は
自
由
（lib

erty
）、
す
な
わ
ち
人
類
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
（hu

m
a
n
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life‐
c
h
a
n
ces

）
で
あ
る

）

と
し
て
、

自
由

と
言
い
換
え
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

日
本
語
版
へ
の
序
文

に
よ
る
と
、

自
由

と
は
つ
ね
に

拘
束
の
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
消
極
的
な
概
念
で
あ
る
。
自
分
の
使
う

自
由

は
も
っ

と
積
極
的
な
概
念
で
あ
り
、

自
由
は
、
単
に
拘
束
の
な
い
状
態
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
を
改
善

す
る
持
続
的
な
闘
い
で
も
あ
る
。
人
間
の
可
能
性
の
十
分
な
発
展
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
間
、
そ
の
可
能
性
の
発
展
を
追
求
し
て
い
く

こ
と
が
自
由
主
義
者
の
課
題
で
あ
り
続
け
る

）

と
説
明
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
説
明
は
な
い
。

（
2
）

ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
概
念

次
の

ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス

は
、
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
概
念
を
縦
横
に
論
じ
た
記
念
碑
的
な
著
作
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
ダ
ー
レ

ン
ド
ル
フ
は
、

J
・
ベ
ン
サ
ム
の

最
大
多
数
の
最
大
幸
福

概
念
に
代
わ
っ
て
《
よ
り
多
く
の
人
び
と
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
拡

充
》
（m

e
h
r
L
e
b
e
n
sc
h
a
n
ce

n
fu
¨

r
m
e
h
r
M
e
n
sc
h
e
n

）
と
い
う
新
し
い
政
治
目
標
を
提
唱
す
る
。
こ
こ
で
い
う
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス

と
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
（O

ptio
n
e
n

）
と
リ
ガ
チ
ュ
ア
（Lig

atu
re

n

）
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
関
数
で
あ
る
。
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は
、

社
会
構
造
で
与
え
ら
れ
た
選
択
の
可
能
性
で
あ
り
、
行
為
の
選
択
肢
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
リ
ガ
チ
ュ
ア
と
は
も
と
も
と
医
学
用

語
で
、
外
科
手
術
の
あ
と
に
傷
口
を
縫
い
合
わ
せ
る
結
紮
糸
の
こ
と
で
あ
る
。
一
言
で
い
っ
て
人
間
同
士
の
絆
や
帰
属
を
い
う
。
そ

れ
に
続
く

現
代
の
社
会
紛
争

は
、
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
概
念
を
さ
ら
に
発
展
的
に
精
緻
化
し
、
オ
プ
シ
ョ
ン
を
請
求
権
と
供
給
の

関
数
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
こ
で

選
択

と
い
う
概
念
を
使
わ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
オ
プ
シ
ョ
ン
概
念
を
使
う
の
だ
ろ
う
か
。
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
に
よ

る
と
、
オ
プ
シ
ョ
ン
と

選
択

と
は
、
同
じ
コ
イ
ン
の
裏
表
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
的
側
面
と
個
人
的
側
面
を
表
し
て

い
る

）
。
す
な
わ
ち
、
オ
プ
シ
ョ
ン
は
構
造
的
な

選
択

の
機
会
で
あ
り
、
そ
の
機
会
を
捉
え
て
個
人
の
選
択
な
り
決
定
な
り
が
行

わ
れ
る
、
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
リ
ガ
チ
ュ
ア
は
オ
プ
シ
ョ
ン
概
念
に
比
べ
、
意
外
性
の
あ
る
概
念
と
い
え
る
が
、
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な
ぜ
こ
の
よ
う
な
概
念
を
使
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
リ
ガ
チ
ュ
ア
と

絆

の
関
係
は
、
ち
ょ
う
ど
オ
プ
シ
ョ
ン
と

選
択

の
関

係
に
等
し
く
、
や
は
り
コ
イ
ン
の
裏
表
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
的
側
面
と
個
人
的
側
面
を
言
い
表
し
て
い
る
。
構
造
的
に

定
め
ら
れ
た
人
間
の
行
為
領
域
が
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
概
念
範
囲
で
あ
る
の
に
対
し
、

絆

は
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
主
観
的
側
面
で
あ
る
。

具
体
的
な
リ
ガ
チ
ュ
ア
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
宗
教
、
社
会
契
約
、
歴
史
意
識
、
郷
土
愛
、
家
族
感
情
と
い
う
五
つ
が
例
示
さ
れ
て

い
る
。
リ
ガ
チ
ュ
ア
は
個
人
に
と
っ
て
、
し
ば
し
ば
情
緒
的
な
要
素
を
帯
び
て
お
り
、
個
人
の
占
め
て
い
る
位
置
に
意
味
を
与
え
る

価
値
の
源
泉
た
る
意
義
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
オ
プ
シ
ョ
ン
と
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
関
係
に
つ
い
て
、

総
じ
て
リ
ガ
チ
ュ
ア
と
は
、
意
味
と
根
付
き
の
要
素
を
意
味

す
る
。
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は
、
行
為
の
目
標
と
地
平
を
強
調
す
る
。
リ
ガ
チ
ュ
ア
が
枠
組
み
を
作
り
出
し
、
行
為
の
基
礎
を
生
み
出
す

の
に
対
し
、
オ
プ
シ
ョ
ン
は
選
択
の
決
定
を
求
め
、
未
来
に
開
か
れ
て
い
る

）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
リ
ガ
チ
ュ
ア
と
は
受
動
的
存

在
で
あ
る
人
間
を
根
底
で
支
え
て
い
る
根
源
的
な
力
で
あ
り
、
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は
人
間
に
与
え
ら
れ
た
目
標
の
選
択
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
要
素
こ
そ
、
人
間
存
在
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
根
本
的
志
向
性
だ
、
と
い
う
の
が
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
人
間
把
握
で
あ

る
。
か
れ
の
独
自
的
な
視
点
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
概
念
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
概
念
に
リ
ガ
チ
ュ
ア
と
い
う
要
素
を

持
ち
込
ん
だ
点
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
に
、
自
由
主
義
思
想
に
連
な
る
者
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
伝
統
的
に
、
〈
選

択
の
自
由
〉
を
強
調
し
が
ち
で
あ
り
、
リ
ガ
チ
ュ
ア
な
ど
と
い
う
要
素
は
、
か
え
っ
て
そ
の
自
由
を
拘
束
す
る
も
の
、
し
た
が
っ
て

そ
こ
か
ら
解
き
放
た
れ
る
べ
き
も
の
と
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
オ
プ
シ
ョ
ン
と
リ
ガ
チ
ュ
ア
が
反
比
例
的
関
係
で
把
握

さ
れ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
リ
ガ
チ
ュ
ア
極
小
化
の
方
向
に
進
む
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
か
れ
の
新
し
い
自
由
主
義
は
、

独
自
の
人
間
理
解
に
基
づ
く
自
由
主
義
思
想
と
な
っ
て
い
る
。
人
の
選
択
の
可
能
性
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）
と
は
自
由
に
空
を
駆
け
上
が

る

翼

で
あ
り
、
絆
（
リ
ガ
チ
ュ
ア
）
と
は
大
地
に
深
く
下
ろ
し
た

根

と
も
い
え
る
。
こ
の
両
面
に
お
い
て
人
間
を
把
握
し

て
お
り
、
い
ず
れ
を
欠
い
て
も
よ
り
善
き
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉
は
成
り
立
た
な
い
、
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
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て
く
る
の
が
、
両
者
の
関
係
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
や
や
も
す
る
と
両
者
は
対
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
し
、
極

端
な
場
合
、
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
も
惹
起
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
3
）

オ
プ
シ
ョ
ン
と
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
関
係

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
と
リ
ガ
チ
ュ
ア
の

両
者
の
間
に
最
適
関
係
（opti

m
ale

B
ezie

h
u
n
g
e
n

）
が
あ
り
う
る

）

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
オ
プ
シ
ョ
ン
と
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
最
適
解
を
見
つ
け
る
こ
と
が
〈
自
由
の
政
治
理
論
〉
の
課
題
で
あ
り
、

そ
う
い
う
関
係
こ
そ
《
よ
り
多
く
の
人
び
と
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
拡
充
》
の
終
着
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
オ
プ
シ
ョ

ン
が
最
大
と
な
る
状
態
は
、
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉
そ
の
も
の
に
と
っ
て
好
ま
し
い
状
態
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

オ
プ
シ
ョ
ン
の
増
大
は
あ
る
点
ま
で
は
好
ま
し
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉
そ
の
も
の
が
最
大
化

し
た
状
態
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
れ
は
、

絆
の
な
い
オ
プ
シ
ョ
ン
は
無
意
味
だ

）

と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
、
こ
の
二
つ
の
概
念
を
駆
使
し
て
近
代
化
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

①
前
近
代
社
会
…
…
家
族
、
身
分
あ
る
い
は
カ
ー
ス
ト
、
部
族
、
教
会
、
奴
隷
制
あ
る
い
は
封
建
制
が
圧
倒
的
に
強
か
っ
た
前
近
代
社
会
に

は
、
多
く
の
点
で

選
択
な
き
枠
組
み

し
か
な
か
っ
た
。
逃
れ
ら
れ
な
い
身
分
と
い
う
社
会
的
絆
が
、
多
く
の
人
々
の
生
活
を
支
配
し

て
い
た
。
そ
の
意
味
で
リ
ガ
チ
ュ
ア
が
支
配
的
で
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
余
地
が
き
わ
め
て
小
さ
い
社
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
い
う

オ
プ
シ
ョ
ン
の
な
い
リ
ガ
チ
ュ
ア
は
抑
圧
を
意
味
す
る）

。

②
近
代
化
…
…
リ
ガ
チ
ュ
ア
を
破
壊
す
る
こ
と
で
、
選
択
の
可
能
性
を
拡
張
す
る
過
程
。
人
の
移
動
に
よ
っ
て
、
家
族
や
村
は
も
は
や
運
命

共
同
体
で
は
な
く
な
り
、
ま
す
ま
す

選
択
に
よ
る
共
同
体

の
意
味
合
い
が
広
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
貨
幣
経
済
に
よ
っ
て
、
固
有
の

絆
の
解
体
を
促
す
よ
う
な
社
会
関
係
が
一
般
的
な
も
の
に
な
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
あ
と
に
く
る
近
代
（
現
代
）
社
会
と
は
、
ど
う
い
う
特
徴
を
も
つ
社
会
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン

の
増
加
と
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
減
少
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
社
会
で
あ
る
。
絆
の
減
少
、
ひ
い
て
は
消
滅
に
よ
っ
て
、
選
択
可
能
性

は
あ
る
点
ま
で
上
昇
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
定
の
点
を
超
え
る
と
、
選
択
決
定
に
意
味
が
失
わ
れ
は
じ
め
る
。
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
欠

如
と
は
、
ど
の
方
向
が
望
ま
し
い
か
を
指
し
示
す
座
標
軸
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
状
態
を
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
〈
社
会
的

真
空
〉
（soziales

V
a
k
u
u
m

）
と
か
、
〈
社
会
的
砂
漠
〉
と
比
喩
的
に
表
現
し
て
い
る

）
。
こ
の
点
に
、
な
ぜ
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉

概
念
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
リ
ガ
チ
ュ
ア
が
重
視
さ
れ
る
か
を
解
く
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
か
れ
が
現
代
社
会
の
問
題
点
を

ど
う
認
識
し
て
い
る
か
、
に
か
か
わ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
い
っ
て
よ
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
オ
プ
シ
ョ
ン
と
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
関
係

に
は
最
適
解
が
あ
る
、
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

現
代
社
会
で
は
、
そ
の
最
適
の
関
係
が
崩
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

）

と
、

か
れ
は
慎
重
な
言
い
回
し
で
問
題
の
所
在
を
示
唆
す
る
。

第
一
の
基
本
認
識
は
、
近
代
社
会
で
人
間
の
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
近
現
代
の
過
程
は
あ
ら
ゆ
る
国
で
社
会
的
絆
、
す
な
わ
ち
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
衰
退
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
れ
が
第
二
の
基

本
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、

オ
プ
シ
ョ
ン
の
拡
大
と
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
破
壊
と
い
う
二
つ
の
過
程
は
、
未
完
と
い
え
よ
う

）

と
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
逆
ベ
ク
ト
ル
の
過
程
は
、
ま
さ
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
現
在
進
行
形
の
過
程
と
し
て
把

握
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
〈
ア
ノ
ミ
ア
〉
の
世
界

リ
ガ
チ
ュ
ア
の
縮
減
が
一
方
的
に
進
ん
で
い
く
と
、
い
か
な
る
状
況
を
も
た
ら
す
の
か
。
か
れ
は
、

繫
が
り
が
破
壊
さ
れ
る
と
、

一
部
社
会
の
根
幹
部
分
で
複
雑
性
が
低
下
し
、
そ
れ
が
ま
た
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
の
減
少
へ
と
つ
な
が
る

）

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
近

代
社
会
は
、
一
般
的
に
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
た
が
、
そ
の
過
程
は
必
然
的
に
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
衰
退
を
伴
っ
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た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
る
臨
界
点
を
超
え
る
と
、
逆
に
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉
は
縮
減
し
、
オ
プ
シ
ョ
ン
（
選
択
可
能
性
）
も
消

滅
に
い
た
る
、
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
近
代
社
会
に
お
け
る
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
衰
退
は
、
け
っ
し
て
不
可
逆
的

な
過
程
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
人
々
は
社
会
契
約
と
い
う
形
で
い
っ
た
ん
リ
ガ
チ
ュ
ア
、
絆
の
再
興
を
試
み
た
、
と
ダ
ー
レ
ン
ド

ル
フ
は
歴
史
を
解
釈
す
る
。

社
会
契
約
は
、
リ
ガ
チ
ュ
ア
、
絆
を
確
立
す
る
こ
と
で
〈
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
〉
を
終
結
さ

せ
る

）

と
、
社
会
契
約
論
に
言
及
し
つ
つ
、
近
代
社
会
で
形
成
さ
れ
た
人
工
的
、
獲
得
的
な
、
社
会
契
約
と
い
う

新
し
い
絆

の

イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
か
れ
は
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
解
体
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
を
増
加
さ
せ
る
か
ら
、
こ
こ
に

〈
成
熟
し
た
責
任
あ
る
個
人
〉
が
ま
す
ま
す
要

請
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
増
え
続
け
る
選
択
決
定
を
自
在
に
処
理
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

）

。
つ
ま
り
、
オ
プ
シ
ョ
ン

が
増
大
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
情
報
を
自
律
的
、
独
立
的
に
収
集
し
、
み
ず
か
ら
の
価
値
観
に
照
ら
し
て
判
断
で
き
る
人
び

と
の
大
々
的
な
出
現
が
不
可
欠
に
な
っ
て
く
る
。
け
れ
ど
も
、
話
は
こ
こ
で
終
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
か
れ
ら
し
い
問
題
提
起
は
、
そ
の

す
ぐ
先
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
過
程
が
進
む
と
結
局
、
社
会
契
約
そ
の
も
の
を
脅
か
し
か
ね
ず
、
〈
万
人
の
万
人
に
対
す

る
闘
争
〉
の
復
活
の
予
兆
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

）

と
診
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
が
増
大
し
、
リ
ガ
チ
ュ
ア
が

解
体
さ
れ
る
過
程
が
一
定
限
度
を
超
え
る
と
、
な
ぜ
社
会
契
約
そ
の
も
の
に
と
っ
て
逆
に
脅
威
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
い
え
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
、
か
れ
が
現
代
社
会
の
病
理
と
み
な
す
核
心
部
分
の
認
識
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は

ア
ノ
ミ
ー

（A
n
o
m
ie

）
の
諸
症
状
で
あ
り
、

ま
さ
し
く
今
こ
の
現
代
に
お
い
て
、
方
向
感
覚
の
喪
失
（D

esorie
ntier

u
n
g

）
と
い
う
不
快
な

感
情
の
極
み
に
達
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
は
方
向
感
覚
を
喪
失
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
追
求
と
い
う
無
益
な
行
為
へ
走
っ

た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
。
…
…
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
破
壊
は
、
生
存
チ
ャ
ン
ス
さ
え
再
び
脅
か
す

と
こ
ろ
ま
で
、
人
間
の
〈
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
〉
を
縮
減
し
て
い
る

）

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
説
明
す
る
の
に
ダ
ー
レ
ン
ド
ル

フ
は
、
米
国
の
社
会
学
者

R
・

M
・
マ
ッ
キ
ー
バ
ー
の
次
の
よ
う
な
ア
ノ
ミ
ー
状
態
の
記
述
を
適
切
と
み
な
し
て
い
る
。

ダーレンドルフの 制度的 自由主義

463



ア
ノ
ミ
ー
と
は
、
道
徳
的
な
根
源
を
も
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
や
、
な
ん
ら
の
基
準
も
持
た
ず
、
た
だ
支
離
滅
裂
な
衝
動
に
か
ら
れ
て

い
る
人
や
、
も
は
や
な
ん
ら
の
連
続
意
識
も
、
民
俗
感
情
も
、
義
務
感
も
持
た
な
い
人
な
ど
の
心
的
状
態
を
い
う
。
ア
ノ
ミ
ー
人
間
は
精
神

的
に
不
毛
と
な
り
、
自
分
自
身
に
し
か
反
応
し
な
く
な
り
、
だ
れ
に
も
責
任
を
持
た
な
く
な
る
。
ア
ノ
ミ
ー
人
間
は
、
他
人
の
価
値
観
を

笑
す
る
。
そ
の
唯
一
の
信
念
は
、
否
定
の
哲
学
で
あ
る
。
そ
し
て
未
来
も
過
去
も
な
い
薄
っ
ぺ
ら
な
感
覚
を
糧
と
し
て
生
き
て
い
る
。
…
…

ア
ノ
ミ
ー
と
は
、
道
徳
の
原
動
力
た
る
個
々
人
の
社
会
的
結
合
意
識
が
破
壊
さ
れ
、
あ
る
い
は
致
命
的
に
弱
体
化
し
た
心
的
状
態
を
い
う）
。

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
、
規
範
の
社
会
的
有
効
性
と
文
化
的
道
徳
性
が
崩
壊
し
た
社
会
状
態
を
、
独
自
に
〈
ア
ノ
ミ
ア
〉（A

n
o
m
ia

）

と
呼
ん
で
い
る

）
。
〈
ア
ノ
ミ
ア
〉
に
向
か
う
現
代
社
会
で
は
、
〈
成
熟
し
た
責
任
あ
る
個
人
〉
の
出
現
が
要
請
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
実
際
に
大
量
に
存
在
し
て
い
る
の
は

道
徳
的
根
源
を
も
ぎ
取
ら
れ
、
何
ら
の
基
準
も
持
た
ず
、
未
来
も
過
去
も
な
い

人
び

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
び
と
は
み
ず
か
ら
価
値
を
担
う
こ
と
が
で
き
ず
、
選
択
の
重
み
を
背
負
い
き
れ
な
い
。

結
語

自
由
か
ら
〈
社
会
的
真
空
〉
へ

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
風
に
整
理
す
る
な
ら
、
自
由
主
義
者
は
こ
の
二
百
年
間
、
ひ
た
す
ら
オ
プ
シ
ョ
ン
の
拡
大
に
努
め
て
き
た
と
い

え
る
。
二
十
世
紀
米
国
の
代
表
的
な
文
芸
批
評
家
で
あ
る

L
・
ト
ゥ
リ
リ
ン
グ
が
鋭
く
洞
察
し
た
よ
う
に
、
自
由
主
義
者
は
、

自

由
の
全
面
的
拡
大
と
人
間
生
活
の
合
理
的
制
御
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
擁
護
す
る
あ
ま
り
、
感
情
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
否
認
す
る
方
向

に
走
っ
て
し
ま
っ
た

）

。
こ
う
い
う
指
摘
を
踏
ま
え
た
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
自
由
主
義
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
オ
プ
シ
ョ
ン
の
拡

大
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、

リ
ガ
チ
ュ
ア
の
創
出

に
軸
足
を
移
す
、
と
い
う
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
の
課
題
の
中
に
は

社
会
契
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約
の
更
新

も
含
ま
れ
る
が
、
そ
こ
に
現
実
政
治
へ
の
処
方
箋
を
書
き
込
ん
で
い
き
、
最
終
的
に
は
《
よ
り
多
く
の
人
び
と
の
ラ
イ

フ
チ
ャ
ン
ス
拡
充
》
を
達
成
し
て
い
く
と
い
う
戦
略
的
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
。

ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
理
論
と
は
、
行
為
の
選
択
肢
と
し
て
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
、
人
間
の
絆
と
し
て
の
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
関
数
と
し
て
ラ

イ
フ
チ
ャ
ン
ス
を
捉
え
る
立
場
で
あ
り
、
人
間
の
在
り
様
は
こ
の
両
者
の
関
係
か
ら
決
ま
っ
て
く
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
要

す
る
に
後
期
で
は
、
拘
束
の
一
因
に
な
り
、
不
自
由
に
も
転
化
し
う
る
人
間
の
絆
、
す
な
わ
ち
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
存
在
の
正
当
性
を
承

認
し
、
こ
れ
を
受
容
し
、
関
数
上
の
独
立
変
数
と
す
る
こ
と
で
、
独
自
の
新
し
い
理
論
的
境
地
に
到
達
し
た
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い

概
念
を
前
提
に
す
る
と
、
そ
の
帰
結
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
政
治
課
題
も
伝
統
的
な
自
由
主
義
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
に
な
っ

て
く
る
。
前
期
の
自
由
概
念
に
基
づ
く
政
治
理
論
の
政
治
課
題
は
、
一
言
で
い
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
拘
束
や
規
制
か
ら
の
人
間
の
解
放

で
あ
る
。
し
か
し
、
後
期
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
概
念
に
基
づ
く
政
治
理
論
の
政
治
課
題
は
、

オ
プ
シ
ョ
ン
の
充
実

と

絆
の
構

築

の
最
適
均
衡
状
態
を
め
ざ
す
二
正
面
作
戦
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
か
れ
は
こ
の
よ
う
な
理
論
的
な
転
換
を
し
た
の
か
。
そ

れ
は
、
前
期
に
お
け
る
自
由
追
求
に
あ
る
種
の
限
界
を
感
じ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
消
息
に
つ
い
て
、
ど
の
著
作
で
も
詳

し
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
考
察
に
は
筆
者
の
評
価
も
含
ま
れ
る
。

自
由
主
義
の
思
想
的
特
徴
と
し
て
一
般
に
、
第
一
に
合
理
的
な
い
し
主
知
主
義
的
思
考
様
式
（
学
問
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
方
法

で
獲
得
さ
れ
た
知
識
を
重
視
す
る
考
え
方
）、
第
二
に
寛
容
の
原
理
（
他
の
思
想
の
存
在
理
由
を
承
認
す
る
）
の
二
つ
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
場
合
も
、
感
情
や
直
観
に
よ
る
認
識
よ
り
も
学
問
的
認
識
を
当
然
重
視
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
は
真
理
や
正

義
を
認
識
で
き
な
い
た
め
科
学
や
政
治
で
は
活
発
な
競
争
が
必
要
と
考
え
て
い
る
点
で
他
の
思
想
の
存
在
理
由
を
承
認
し
て
い
る
の

で
、
ま
さ
に
自
由
主
義
思
想
の
嫡
流
と
い
え
る
。
問
題
は
、
自
由
主
義
思
想
の
第
三
の
特
徴
で
あ
る
〈
等
価
性
の
世
界
〉
へ
の
方
向

性
）

と
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
自
由
主
義
と
の
関
係
で
あ
る
。

前
期
に
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
が
直
面
し
た
の
が
、
自
由
概
念
の
追
求
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
一
種
の
飢
餓
感
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
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れ
は
ど
の
よ
う
な
世
界
な
の
か
。
前
期
の
自
由
概
念
は

多
元
的
社
会

で
あ
れ
、

全
体
的
人
間

で
あ
れ
、

未
定
の
自
由

で

あ
れ
、
い
ず
れ
も
あ
く
ま
で
形
式
的
概
念
で
あ
っ
て
、
選
択
す
べ
き
特
定
の
価
値
の
優
劣
を
指
し
示
す
こ
と
は
な
く
、
そ
の
意
味
で

諸
価
値
に
対
し
て
寛
容
で
あ
る
。
前
期
の
こ
の
よ
う
な
狭
義
の
自
由
概
念
を
引
き
継
い
だ
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
行
為
の
選
択
肢
で
あ
り
、

多
様
か
つ
大
量
に
存
在
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
単
な
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
追
求
は
、
ど
の
価
値
が
望
ま
し
い
か
を
指
し
示

す
座
標
軸
（
=
正
当
性
意
識
）
が
欠
落
し
た
状
態
と
同
じ
で
あ
る
。
座
標
軸
が
な
い
以
上
、
個
々
の
要
素
に
定
位
置
は
な
い
。
選
択

の
対
象
は
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
断
片
と
し
て
真
空
を
漂
う
ば
か
り
で
あ
る
。
選
択
す
る
際
の
決
断
に
し
て
も
、
何
ら
か
の
道

徳
的
根
拠
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
偶
然
的
に
下
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
オ
プ
シ
ョ
ン
の
追
求
は
、

否
応
な
く
〈
社
会
的
真
空
〉
へ
と
た
ど
り
着
い
て
し
ま
う
。
そ
こ
は

あ
れ
か
こ
れ
か

と
い
う
価
値
選
択
の
世
界
で
は
な
く
、
む

し
ろ
諸
価
値
が
等
価
に
並
列
し
た

あ
れ
も
こ
れ
も

の
世
界
に
限
り
な
く
近
い
世
界
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
代
社
会
の
〈
ア
ノ
ミ

ア
〉
的
状
況
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
選
択
の
重
み
を
背
負
い
き
れ
な
い
、
あ
る
い
は
選
択
す
る
基
準
た
る
価
値
を
担
え
な
い
よ
う
な

人
び
と
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
点
に
か
れ
は
、
前
期
で
追
求
し
た
狭
義
の
自
由
の
行
方
を
垣
間
見
て
、
一
種
の
困
惑
を
感

じ
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
か
れ
も
ま
た
、
自
由
主
義
思
想
が
否
応
な
く
促
進
す
る
あ
の
原
状
況
に
直
面
し
苦
闘
し
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

一
方
、
リ
ガ
チ
ュ
ア
と
い
う
視
点
を
導
入
し
、

道
徳
の
原
動
力

と
し
て
価
値
選
択
の
座
標
軸
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
事
態
を

ど
こ
ま
で
克
服
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ガ
チ
ュ
ア
は
価
値
の
源
泉
で
あ
り
、
潜
在
的
に
は
価
値
を
人
に
経
験
さ
せ
る
場
で
あ
り

う
る
。
た
と
え
ば
歴
史
、
故
郷
、
家
族
、
信
仰
と
い
っ
た
代
表
的
な
リ
ガ
チ
ュ
ア
は
、
そ
こ
か
ら
汲
み
上
げ
た
意
味
を
人
生
に
付
与

し
、
個
々
人
に
居
場
所
を
与
え
、
価
値
を
体
験
さ
せ
る
場
で
あ
り
う
る
。
傷
口
を
縫
い
合
わ
せ
る
リ
ガ
チ
ュ
ア
と
い
う
悲
壮
感
漂
う

用
語
を
か
れ
が
な
ぜ
使
っ
た
か
と
い
う
と
、
本
来
的
に
価
値
を
体
験
さ
せ
る
場
で
あ
る
は
ず
の
リ
ガ
チ
ュ
ア
が
現
代
社
会
で
逆
に
希

薄
化
し
、
価
値
を
経
験
す
る
場
の
衰
退
と
い
う
事
態
が
現
代
社
会
で
進
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
概
念
を
あ
え
て
採
用
し
て
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い
る
こ
と
自
体
、
か
れ
が
現
代
固
有
の
こ
の
事
態
を
重
大
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
証
左
と
い
え
る
。

そ
れ
な
ら
、
価
値
の
源
泉
た
る
リ
ガ
チ
ュ
ア
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
復
興
す
れ
ば
、
価
値
が
生
き
生
き
と
復
活
し
、
そ
れ
を
も
と

に
個
々
人
が
主
体
的
に
オ
プ
シ
ョ
ン
を
選
択
で
き
る
よ
う
な
世
界
が
出
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
リ
ガ
チ
ュ
ア
は
大

別
し
て
、
個
々
人
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
帰
属
す
る
国
や
家
族
、
歴
史
と
い
っ
た

生
得
的
リ
ガ
チ
ュ
ア

と
、
み
ず
か
ら
の
働
き
か

け
を
通
じ
て
作
為
的
、
後
天
的
に
選
び
取
る

獲
得
的
リ
ガ
チ
ュ
ア

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
は
生
得
的
リ
ガ
チ
ュ
ア
よ
り
も
、
獲
得
的
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
ほ
う
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。

生
得
的

リ
ガ
チ
ュ
ア

は
ま
さ
に
歴
史
的
に
衰
弱
し
て
お
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
代
替
と
し
て

獲
得
的
リ
ガ
チ
ュ
ア

の
人
工

的
構
築
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
と
り
う
る
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
市
民
社
会
に
属
す
る
各
種

の
自
発
的
結
社
が
典
型
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
最
も
大
き
な
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
治
団
体
、
サ
ー

ク
ル
、
学
校
、
教
会
、

N
G
O

な
ど
、
ど
の
団
体
に
加
入
す
る
か
は
、
個
々
人
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
。
し
か
し
、
個
々
人
が
み
ず

か
ら
の
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
基
盤
を
選
択
す
る
際
の
基
準
と
な
る
の
は
多
く
の
場
合
、
お
の
れ
の
価
値
観
と
い
う
よ
り
も
一
種
の
趣
味
の

問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
興
味
で
あ
り
き
っ
か
け
で
あ
り
、
現
代
社
会
で
は
、
こ
れ
と
判
断
基
準
と
し
て
の
価
値
と
は
す
で
に
区
別

し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
リ
ガ
チ
ュ
ア
の
場
合
さ
え
、
〈
等
価
性
の
世
界
〉
へ
の
方
向
性
と
け
っ
し
て
無
縁
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
自
由
主
義
思
想
が
こ
の
よ
う
な
世
界
に
通
じ
て
い
く
不
可
避
性
に
あ
え
て
逆
ら
う
と
い
う
意
味
で
、
ダ
ー

レ
ン
ド
ル
フ
は
み
ず
か
ら
の
立
場
を

制
度
的

自
由
主
義
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
、
自
由
主
義
思
想
が
期
せ
ず
し
て
促
進
し
た
規
範

意
識
の
歴
史
的
解
体
と
い
う
事
態
が
招
く
で
あ
ろ
う

非
合
理
的
領
域

（

K・
マ
ン
ハ
イ
ム

）
）
の
絶
え
ざ
る
拡
大
を
、
制
度
化
作
業

を
通
じ
て
可
能
な
限
り
合
理
化
、
組
織
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
思
考
方
法
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
思
考

は
、
ま
さ
に
由
緒
正
し
き
古
典
的
な
自
由
主
義
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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（
1
）

ヴ
ォ
ル
フ
・
レ
ペ
ニ
ー
ス

戦
後
ド
イ
ツ
の
二
人
の
知
的
巨
人
│
│
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

、

ア
ス
テ
イ
オ
ン
二
〇

〇
九
・
七
一

（
阪
急
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
）
所
収
、
一
四
二
頁
。

（
2
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
F
erdin

a
n
d
E
n
k
e,

Stuttg
art

19
57).

富
永
健
一
訳

産
業
社
会
に
お
け
る
階
級
お
よ
び
階
級
闘
争

（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
四
年
）
は
英
語
版
か
ら
の
邦
訳
。

（
3
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
W
estd

e
utsc

h
er

V
erla

g,
1
9
5
9).

橋
本
和
幸
訳

ホ
モ
・
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ク
ス
│
│
役
割
と
自
由

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

七
三
年
）。

（
4
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
R.

Pip
er＆

C
o.,

M
u
¨

n
c
h
e
n1
96
1).

（
5
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
R.

Pip
er,

M
u
¨

n
c
h
e
n1
96
5).

（
6
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
R.

Pip
er,

M
u
¨

n
c
h
e
n

19
75).

加
藤
秀
治
郎
訳

現
代
文
明
に
と
っ
て

自
由

と
は
何
か

（

T
B
Sブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
八
年
）。

（
7
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
S
u
h
r
k
a
m
p,

F
ra

n
kfu

rt
a.

M.
197

9).

加
藤
・
吉
田
・
田
中
訳

新
し
い
自
由
主
義
│
│
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス

（
学
陽
書
房
、
一
九
八
七
年
）。

（
8
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
Ste

v
e
n
s
a
n
d
S
o
n
s,

L
o
n
d
o
n1
98
5).

（
9
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
D
e
utsc

h
e

V
erla

g
s‐

A
n
stalt,

Stuttg
art1

9
92).

檜
山
雅
人
・
加
藤
秀
治
郎
訳

現
代
の
社
会
紛
争

（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
10
）

ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
六
五
歳
記
念
論
集
に
収
め
ら
れ
た
貴
重
な
年
譜
と
し
て
、H

a
n
s
g
ert

P
eisert,

W
a
n
d
er
u
n
g
e
n
z
w
i‑

sc
h
e
n

W
isse

n
sc
h
aft

u
n
d
P
olitik:

Bio
g
ra
p
hisc

h
e
N
otize

n
u
¨

b
er

R.
D.",

in:
H
a
n
s
g
ert

P
eisert

u
n
d

W
olfg

a
n
g
Z
a
pf

(
H
rs
g.),

(
D
V
A,

Stuttg
art1

99
4)

が
あ
る
。

（
11
）

,
S
S.
1
1
‐
1
2.

邦
訳
四
頁
。

（
12
）D
a
h
re

n
d
orf,

(
C.

H.
B
ec

k,
M
u
¨

n
c
h
e
n2
0
0
2),

S.
12
0.

（
13
）F

rie
dric

h
K
lu

g
e,

(
W
alter

d
e
G
r
u
y
er,

B
erlin19

60),
S.
2
16.

（
14
）J.

S.
M
ill,

(
)
(
P
e
n
g
uin

B
o
o
k
s,
1
97
4),

p.
6
9.

山
岡
洋
一
訳

自
由
論

（
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇

法学研究 84 巻 2 号（2011 : 2）

468



〇
六
年
）、
二
八
頁
。

（
15
）C

arl
J.

F
rie

dric
h,

(
H
arp

er
a
n
d
R
o
w196

7),
p.

25.
こ
こ
で
、T

h
e
so

v
ereig

nty
of

th
e
in

divid
u
al
is

th
e
h
e
art

a
n
d
so

ul
of

this
essa

y,
."

と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
安
・
村
田
・
田
中
・
福
島
訳

政
治
学
入
門

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
一
二
講

（
学
陽
書
房
、
一
九
七
七
年
）、
三
七
頁
。

（
16
）D

a
h
re

n
d
orf,

R
efle

xio
n
u
¨

b
er

F
reih

eit
u
n
d
G
leic

h
h
eit",

in:
.

平
松
闊
訳

自
由
と
平
等

、

橋
本
・
鈴
木
・
平
松
訳

価
値
と
社
会
科
学

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
六
年
）
所
収
。

（
17
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
Sta

nford
U
niv

ersity
P
ress,

Sta
nford19

59),
p
p.

31
4‐
3
1
8.

邦
訳
四
二
八
～
四
三
三
頁
。

（
18
）D

a
h
re

n
d
orf,

.,
p.
3
16.

邦
訳
四
三
〇
頁
。

（
19
）D

a
h
re

n
d
orf,

,
S.
8
4.

（
20
）H

el
m
uth

Pless
n
er,

S
oziale

R
olle

n
u
n
d

M
e
n
sc
hlic

h
e

N
atu

r",
in:

(
D
ie
d
e‑

ric
h
s,

D
u
¨

sseld
orf1

96
0),

S
S.
11
4
‐1
1
5.

（
21
）D

a
h
re

n
d
orf,

,
S.
4
2.

（
22
）Isaia

h
B
erlin,

T
w
o
C
o
n
ce

pts
of

Lib
erty(1

9
58)",

in:
H
e
n
r
y
H
ard

y(
e
d.),

(
O
xford

U
niv

ersity
P
ress,

20
02).

生
松
敬
三
訳

二
つ
の
自
由
概
念

、
生
松
・
小
川
・
小
池
訳

自
由
論
2

（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
）
所
収
。

（
23
）D

a
h
re

n
d
orf,

F
reih

eit
u
n
d
G
leic

h
h
eit",

S.
3
73,

邦
訳
九
九
～
一
〇
〇
頁
。

（
24
）D

a
h
re

n
d
orf,

.,
S.
3
7
6,

邦
訳
一
一
六
～
一
一
七
頁
。

（
25
）D

a
h
re

n
d
orf,

,
p.
98,

邦
訳
二
〇
〇
頁
。

（
26
）

前
掲
訳
書

現
代
文
明
に
と
っ
て

自
由

と
は
何
か

の

日
本
語
版
へ
の
序
文

、
Ⅳ
頁
。

（
27
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
W
eid

e
nfeld＆

N
icolso

n,
L
o
n
d
o
n19

7
9),

p.
3
0.

邦
訳
五
二
頁
。
こ
の
説
明
は
英
語
版
の
も
の
で
、
独
語
版
に
は
な
い
。

（
28
）D

a
h
re

n
d
orf,

,
S.
5
1.

邦
訳
五
三
頁
。

（
29
）

.,
S.
51.

邦
訳
五
三
頁
。
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（
30
）

.,
S
S.
5
1‐
5
2.

邦
訳
五
三
頁
。

（
31
）

.,
S.
51.

邦
訳
五
三
頁
。

（
32
）

.,
S.
52.

邦
訳
五
四
頁
。

（
33
）

.,
S.
52.

邦
訳
五
四
頁
。

（
34
）

.,
S
S.
5
6‐
5
7.

邦
訳
五
八
頁
。

（
35
）

.,
S.
58.

邦
訳
六
〇
頁
。

（
36
）

.,
S.
59.

邦
訳
六
〇
頁
。

（
37
）

.,
S.
59.

邦
訳
六
〇
頁
。

（
38
）

.,
S.
59.

邦
訳
六
〇
頁
。

（
39
）

.,
S.
59.

邦
訳
六
〇
頁
。

（
40
）R

o
b
ert

M
orriso

n
M
acIv

er,
(

M
ac

m
illa

n,
N
e
w

Y
or

k1
95
0),

p.
8
4

et
se
q.

菊
池
綾
子
訳

自
由
の
抵
抗
線

（
角
川
新
書
、
一
九
五
五
年
）、
一
一
四
頁
。

（
41
）D

a
h
re

n
d
orf,

(
Ste

v
e
n
s
a
n
d
S
o
n
s,

L
o
n
d
o
n1
98
5),

p.
2
6.

（
42
）Lio

n
el

T
rillin

g,
(

D
o
u
ble

d
a
y
&

C
o,

N
e
w

Y
or

k

19
57),

p.
X
et

se
q.

大
竹
勝
訳

文
学
と
精
神
分
析

（
評
論
社
、
一
九
六
九
年
）。
な
お
、
こ
の
引
用
箇
所
は
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。

（
43
）

自
由
主
義
思
想
の
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、

山
宏

マ
ン
ハ
イ
ム
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論

、

法
学
研
究

（
八
一
巻
第
一

二
号
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
所
収
、
七
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。
第
三
番
目
の

等
価
性
の
世
界

へ
の
方
向
性
に
関
し
て
は
、
同
論
文

お
よ
び

山
宏

ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
と
フ
ァ
シ
ズ
ム

（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
）
の
、
特
に
第
二
章

ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
の
一
断

面
│
│
〈
等
価
性
の
世
界
〉
の
概
念

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）

自
由
主
義
思
想
と

非
合
理
的
領
域

の
関
係
に
つ
い
て
は
、K

arl
M
a
n
n
h
ei
m,

(
)
(

V
erla

g
G.

S
c
h
ulte‐

B
ul

m
k
e,

F
ra

n
kfu

rt
a.

M.
1
9
7
8),

S
S.
10
6
‐1
0
7

を
参
照
の
こ
と
。

＊

本
稿
で
の
引
用
文
は
邦
訳
に
拠
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
傍
点
は
筆
者
が
付
し
た
。
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