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一　

序a　

問
題
意
識
と
考
察
の
射
程

1　

間
接
規
制
の
展
開

　

法
規
制
の
典
型
は
法
に
よ
っ
て
私
人
の
行
動
が
禁
止
ま
た
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
、
と
考
え
る
の
は
普
通
の
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
禁
止
・
義
務
付
け
に
違
反
し
た
と
き
、
多
く
の
場
合
に
は
法
的
制
裁
が
伴
う
と
考
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
普
通
で
あ
る
。
法
に
基

づ
く
国
家
の
統
治
は
こ
う
し
た
法
規
制
を
主
要
な
手
段
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
憲
法
学
は
不
当
な
法
規
制
を
排
除
す
る
た

め
に
人
権
論
や
統
治
機
構
論
を
整
備
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
、
国
家
が
法
規
制
以
外
の
手
段
に
よ
っ
て
も
私
人

の
行
動
を
制
約
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
真
実
だ
と
す
れ
ば
、
憲
法
学
は
従
来
の

法
規
制
を
対
象
に
し
て
き
た
自
ら
の
理
論
の
更
な
る
拡
大
や
再
考
を
迫
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
一
人
の
学
者
の
主
張
を
見
る
こ
と
を
通

し
て
こ
の
疑
問
を
考
え
て
い
く
こ
と
か
ら
、
本
稿
を
始
め
た
い（

（
（

。

　

ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
グ
は
我
々
の
行
動
を
規
制
す
る
規
制
装
置
（regulator

（
と
し
て
、
法
、
市
場
、（
社
会
（
規
範（

（
（

、
ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
の
四
つ
を
例
示

0

0

し
た（

（
（

。
法
が
我
々
の
行
動
を
規
制
し
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
、
そ
の
他
三
つ
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
深
く
考
え
な

く
て
も
分
か
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
、
市
場
価
格
を
見
て
商
品
を
購
入
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
し
、
公
共
マ
ナ
ー
は
普
通
守
る
べ
き
だ
と

考
え
て
い
る
し
、
ま
た
、
鍵
の
か
か
っ
た
ド
ア
を

─
壊
す
な
ど
し
て
無
理
矢
理
開
け
る
こ
と
は
別
と
し
て

─
そ
も
そ
も
開
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
三
つ
の
規
制
装
置
に
よ
っ
て
も
我
々
の
行
動
は
制
約
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
レ
ッ
シ
グ
の
指
摘
に

際
立
っ
た
特
色
は
な
い
。
彼
の
主
張
の
重
要
な
と
こ
ろ
は
、
法
以
外
の
規
制
装
置
に
対
し
て
法
が
無
視
で
き
な
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
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と
を
指
摘
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
即
ち
、
法
が
市
場
の
姿
を
変
え
、
社
会
規
範
を
作
出
し
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
統
御
す
る
能
力
を
有

し
て
お
り
、
現
に
そ
の
能
力
を
行
使
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
レ
ッ
シ
グ
は
、
こ
の
事
態
を
法
が
我
々
に
対
し
て
「
間
接
規
制 

indirect regulation

」
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
と
表
現
す
る（

（
（

。
法
が
禁
止
や
義
務
付
け
と
い
っ
た
法
効
果
を
我
々
に
直
接
発
生
さ
せ
る

「
直
接
規
制
」
は
国
家
統
治
に
お
い
て
依
然
と
し
て
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
近
時
は
間
接
規
制
も
そ
の
比
重
を
増
大
さ
せ
て
い

る
。
レ
ッ
シ
グ
は
間
接
規
制
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
と
直
接
規
制
と
の
適
切
な
混
成
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
良
い
統
治
の
実

現
を
目
指
し
て
い
る
。

　

新
た
な
統
治
手
法
と
し
て
の
間
接
規
制
を
活
用
す
る
一
例
と
し
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
思
想
は
行
動
経
済
学
や
心
理
学
の
知
見
を
摂
取
し
て
人
間
の
不
合
理
性
を
暴
き
出
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
私
人
の
行
動
に
対
す
る
国

家
介
入
を
一
定
限
度
許
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
は
合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
い
つ
い
か
な
る
場
合
も
そ
う
で

あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
目
先
の
利
益
に
囚
わ
れ
長
期
的
な
利
得
の
計
算
を
怠
っ
た
り
、
自
分
の
能
力
を
過
大
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

自
ら
の
人
生
に
結
果
と
し
て
負
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
通
常
人
に
と
っ
て
合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
難

し
い
領
域
に
限
っ
て
国
家
介
入
を
認
め
、
よ
り
良
い
生
活
や
人
生
を
送
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
国
家

介
入
は
私
人
の
行
動
を
禁
止
し
た
り
義
務
付
け
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
選
択
の
最
終
決
定
権
は
飽
く
ま
で
私
人
に
委
ね
ら
れ
る
。
国

家
介
入
と
は
、
例
え
ば
、
情
報
提
供
（
や
意
図
的
な
不
提
供
（、
選
択
肢
の
提
示
方
法
や
初
期
設
定
（default

（
の
工
夫
等
を
意
味
し
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
仕
方

─
こ
れ
を
「
選
択
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ choice architecture

（
（
（

」
と
呼
ぶ

─
を
用
い
る
こ
と
で
私
人
が
選
ぶ
べ
き
選

択
を
行
な
う
よ
う
誘
導
す
る
の
で
あ
る（

（
（

。
こ
の
思
想
は
人
間
の
合
理
性
を
限
定
的
に
捉
え
、
人
間
が
間
違
い
を
犯
し
や
す
い
領
域
に
お
け

る
国
家
介
入
を
許
す
点
で
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
最
終
的
に
選
択
の
自
由
を
個
人
に
保
障
す
る
点
で
リ
バ
タ

リ
ア
ン
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
家
介
入
の
あ
り
方
が
先
程
紹
介
し
た
レ
ッ
シ
グ
の
主
張
に
お
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
る
間
接
規

制
で
あ
る
こ
と
は
見
易
い
だ
ろ
う
。
国
家
は
あ
る
選
択
を
す
る
よ
う
強
制
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
選
択
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
操
作
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
人
の
行
動
を
国
家
の
望
む
方
へ
と
向
か
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
規
制
の
あ
り
方
は
理
論
家
達
の
仮
想
事
例
で
あ
る
と
か
、
現
実
に
存
在
し
て
も
無
視
で
き
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る

者
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
理
論
を
現
実
の
統
治
活
動
に
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
セ

イ
ラ
ー
＝
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
掲
げ
た
幾
つ
も
の
事
例
は
現
実
の
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
二
〇
一
五
年
九
月
、
ア
メ
リ
カ
の
オ
バ
マ
前
大
統

領
は
「
ア
メ
リ
カ
国
民
に
よ
り
良
く
仕
え
る
た
め
の
行
動
科
学
の
知
見
の
利
用
」
と
題
す
る
大
統
領
令
に
署
名
し
た（

（
（

。
そ
こ
で
は
、
上
記

の
行
動
経
済
学
等
の
知
見
を
利
用
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
求
職
、
教
育
、
健
康
増
進
と
い
っ
た
分
野
で
よ
り
良
い
政
府
活
動
が
可
能

と
な
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
政
府
諸
部
門
に
そ
の
知
見
の
積
極
的
な
利
用
、
研
究
を
促
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
レ
ッ
シ
グ
の
主
張
に
戻
れ
ば
、
彼
が
提
唱
し
た
間
接
規
制
に
対
す
る
理
論
的
探
究
の
要
請
は
今
後

増
大
し
こ
そ
す
れ
、
減
少
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
よ
り
良
い
統
治
を
実
現
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
新
た
な

規
制
の
あ
り
方
で
あ
る
以
上
、
我
々
の
自
由
を
侵
害
す
る
契
機
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
も
ま
た
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
屋
雄
裕
は
リ
バ
タ

リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
評
す
る
文
脈
で
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「「
積
極
的
に
選
ん
だ
と
き
だ
け
、
そ
う
な
る
」
環
境
を
「
積
極
的

に
拒
否
し
な
い
限
り
、
そ
う
な
る
」
よ
う
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
行
動
は
柔
ら
か
く
、
確
率
的
に
操
作
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
直
接
的
で
完
全
な
法
的
強
制
と
異
な
る
の
は
一
方
で
事
実
だ
ろ
う
。
だ
が
、
だ
か
ら
我
々
が
操
作
さ
れ
て
い
な
い
と
か
、
自

由
は
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
と
言
い
切
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
／
法
や
暴
力
の
よ
う
な
硬
い
支
配
か
ら
、
柔
ら
か
く
確
率
的
な
支
配
へ
。

我
々
が
自
分
自
身
の
自
由
や
自
己
決
定
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
時
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
は
、
こ
の
よ
う
に
見
え
に
く
く
巧

妙
な
も
の
へ
と
進
化
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（
（

」。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
、
国
家
権
力
を
枠
付
け
、
以
て
私
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め

の
理
論
を
提
供
す
る
こ
と
を
大
き
な
役
割
の
一
つ
と
し
て
き
た
憲
法
学
も
ま
た
、
こ
の
問
題
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る（

（
（

。

2　
「
統
治
技
法
と
し
て
の
社
会
規
範
」
と
い
う
問
い

　

と
は
言
え
、
論
ず
べ
き
問
題
は
余
り
に
多
い
。
レ
ッ
シ
グ
の
主
張
に
依
拠
す
る
だ
け
で
も
、
市
場
、
社
会
規
範
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
そ
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れ
ぞ
れ
に
お
け
る
、
ま
た
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
に
お
け
る
、
間
接
規
制
を
論
ず
る
必
要
が
あ
る
。
更
に
は
、
規
制
と
は
そ
も
そ
も
何
か
、

そ
れ
に
対
抗
す
る
自
由
と
は
何
か
と
い
う
抽
象
的
な
問
題
も
生
ず
る
だ
ろ
う
。
本
稿
が
こ
れ
ら
全
て
を
論
じ
尽
く
す
の
は
土
台
無
理
で
あ

る
。
そ
こ
で
本
稿
は
考
察
の
対
象
を
社
会
規
範
に
限
定
す
る
。
そ
う
す
る
の
に
は
大
要
次
の
三
点
の
理
由
が
あ
る
。

　

第
一
に
し
て
最
大
の
理
由
は
、
人
の
自
由
と
の
関
係
で
社
会
規
範
ら
し
き
も
の

0

0

0

0

0

を
論
ず
る
と
い
う
主
題
が
実
は
古
く
か
ら
存
在
し
、
か

つ
最
近
に
な
っ
て
も
そ
の
重
要
性
が
失
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
古
い
例
と
し
て
J
・
S
・
ミ
ル
と
ト

ク
ヴ
ィ
ル
を
、
最
近
の
例
と
し
て
奥
平
康
弘
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
。

　

ミ
ル
と
言
え
ば
、『
自
由
論
』、
そ
し
て
そ
こ
で
提
示
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
源
流
を
な
す
一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
他
者
危
害
原
理
が
有

名
で
あ
る
。
こ
こ
で
ミ
ル
の
考
察
の
射
程
に
社
会
規
範
ら
し
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
良
い
。
長
文
に
な
る
が
、
重

要
な
箇
所
な
の
で
煩
を
厭
わ
ず
引
用
し
よ
う
。

　

考
え
の
深
い
人
々
は
、
社
会
自
ら
が
暴
君
で
あ
る
と
き
に
は
、
…
…
暴
虐
遂
行
の
手
段
は
、
社
会
が
そ
の
政
治
上
の
公
務
員
の
手
に

よ
っ
て
行
な
い
う
る
行
為
の
み
に
は
限
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
覚
知
し
た
。
社
会
は
自
己
の
命
令
を
自
ら
執
行
す
る
こ
と

が
で
き
、
ま
た
実
際
に
執
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
も
社
会
が
、
正
し
い
命
令
を
発
せ
ず
に
誤
っ
た
命
令
を
発
し
、

ま
た
い
や
し
く
も
社
会
の
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
命
令
を
発
す
る
な
ら
ば
、
社
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
圧
制
よ

り
も
さ
ら
に
恐
る
べ
き
社
会
的
暴
虐
を
遂
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
は
深
く
生
活
の
細
部
に
ま
で
浸
透
し
、
霊
魂

そ
の
も
の
を
奴
隷
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
逃
れ
る
方
法
は
む
し
ろ
、
よ
り
少
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
法
律
上
の
刑

罰
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
、
自
己
の
意
思
と
慣
習
と
を
、
そ
の
思
想
と
慣
習
と
に
反
対
す
る
市
民
に
対
し
て
も
、
行
為
の
準
則
と
し

て
強
制
し
よ
う
と
し
、
ま
た
、
自
己
の
慣
行
と
調
和
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
個
性
の
発
展
を
妨
害
し
、
で
き
う
れ
ば
こ
の
よ
う
な
個
性
の

形
成
そ
の
も
の
を
阻
止
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
性
格
が
社
会
の
性
格
を
範
と
し
て
形
成
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
と



� 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集57号（平成29年度）

� 96

こ
ろ
の
、
社
会
の
傾
向
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
保
護
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

ミ
ル
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
ま
た
、
社
会
規
範
ら
し
き
も
の
へ
の
注
意
を
怠
ら
な
い
。
民
主
政
に
お
け
る

「
多
数
者
の
専
制
」
と
い
う
有
名
な
主
張
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

国
王
の
も
つ
力
は
物
理
的
な
力
に
す
ぎ
ず
、
臣
民
の
行
為
を
規
制
し
て
も
、
そ
の
意
志
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ

が
多
数
者
に
は
物
理
的
か
つ
精
神
的
な
力
が
あ
り
、
こ
れ
が
国
民
の
行
為
と
同
様
、
意
志
に
も
働
き
か
け
、
行
動
を
妨
げ
る
だ
け
で

な
く
、
行
動
の
意
欲
を
奪
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

ミ
ル
や
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
示
し
た
社
会
規
範
ら
し
き
も
の
は
「
慣
行
」
で
あ
っ
た
り
「
世
論
」
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
そ
う
し
た
非
─

法
的
な
事
実
も
ま
た
、
時
に
は
法
的
規
制
・
制
裁
よ
り
も
過
酷
な
形
で
我
々
の
行
動
を
制
約
す
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

打
っ
て
変
わ
っ
て
、
最
近
の
例
と
し
て
奥
平
を
挙
げ
る
の
は
、
近
時
日
本
に
お
い
て
も
そ
の
問
題
性
が
顕
在
化
し
て
い
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ

ー
チ
に
対
す
る
彼
の
考
え
方
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
期
の
最
期
ま
で
表
現
の
自
由
の
強
力
な
擁
護
者
で
あ
り
続
け
た

奥
平
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
を
簡
単
に
は
許
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
蔓
延
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
た
だ
傍
観
し
放
置
す
る
こ
と

も
ま
た
良
し
と
し
な
か
っ
た
。
最
晩
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

【
質
問
者
】
事
実
に
基
づ
か
な
い
…
…
内
容
を
「
事
実
」
と
し
て
語
り
、
特
定
の
人
々
を
誹
謗
中
傷
す
る
個
人
や
団
体
に
対
し
て
、

は
た
し
て
「
表
現
の
自
由
」
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
…
…
何
ら
か
の
対
策
が
必
要
だ
…
…
と
い
う
指
摘
を
よ
く
聞
き
ま
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す
が
。

【
奥
平
】
た
だ
、
で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
問
題
で
す
が
、
便
利
な
言
葉
で
、
そ
れ
自
体
が
多
義
的
な
問
題
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
や
は
り
「
文
化
力
」
の
問
題
が
問
わ
れ
る
段
階
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
／
つ
ま
り
、
僕
た
ち
市
民
の
側
に

任
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
市
民
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
だ
と
い
う
こ
と
で
す（

（1
（

。

　
「
文
化
力
」
と
い
う
言
葉
は
奥
平
本
人
が
自
覚
す
る
よ
う
に
極
め
て
多
義
的
な
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
意
味
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
も
判

然
と
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
市
民
の
側
に
任
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
出
て
き
た
発
言
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ

れ
は
社
会
規
範
ら
し
き
も
の
を
含
む
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い（

（1
（

。
即
ち
、
市
民
社
会
の
中
で
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
許
さ

な
い
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
対
抗
言
論
が
行
な
わ
れ
る
中
で
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
社
会

規
範
が
創
出
ま
た
は
強
化
さ
れ
る
。
奥
平
は
こ
う
し
た
意
味
を
含
ん
で
文
化
力
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

時
代
も
文
脈
も
異
に
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
三
人
の
論
者
は
い
ず
れ
も
社
会
に
あ
っ
て
、
人
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
何
ら
か
の
存
在

を
摑
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
ミ
ル
や
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
れ
に
強
い
警
戒
を
抱
き
、
奥
平
は
そ
れ
に
期
待
を
込
め
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
彼

ら
と
問
題
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
、
こ
の
何
ら
か
の
社
会
的
な
存
在
を
「
社
会
規
範
」
と
し
て
主
題
化
し
、
憲
法
学
的
に
分
析
す
る
。

　

第
二
に
、
社
会
規
範
を
法
学
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
研
究
が
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
の
重
要
性
に
比
し
て
や
や
減
少
し
て
き
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
後
に
本
稿
が
依
拠
す
る
先
行
研
究
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
研
究
は
一
九
九
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い

て
活
発
に
な
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
新
た
な
技
術
の
進
展
に
合
わ
せ
て
多
く
の
論
者
の
関
心
も
そ
の
技
術
を

通
し
た
規
制
の
あ
り
方
へ
と
移
り
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
古
め
か
し
い
社
会
規
範
に
対
す
る
考
究
は
相
対
的
に
減
少
し
て
き
た
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
レ
ッ
シ
グ
も
、
現
在
は
サ
イ
バ
ー
法
の
研
究
者
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
規
制
の
あ
り
方

を
素
材
に
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
関
す
る
論
攷
を
意
欲
的
に
発
表
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
社
会
規
範
に
よ
る
規
制
の
重
要
性
が
低
下
し
た
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わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
に
対
す
る
考
察
が
十
分
な
成
果
を
得
た
わ
け
で
も
な
い
。
取
り
分
け
憲
法
学
的
観
点
か
ら
言
え
ば
、
後
に
見
る

よ
う
に
、
こ
う
し
た
規
制
が
不
正
・
不
当
な
場
合
に
そ
れ
を
い
か
に
統
制
す
る
か
に
関
す
る
論
究
は
極
め
て
不
十
分
な
水
準
に
留
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
論
点
は
未
だ
に
論
ず
べ
き
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
、
付
随
的
な
理
由
に
な
る
が
第
三
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
広
く
法
学
の
領
域
で
社
会
規
範
に
着
目
し
た
研
究
が
、
二
〇
〇
〇
年

代
に
入
っ
て
絶
対
数
は
少
な
い
も
の
の
増
加
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
定
法
学
に
お
け
る
研
究
は
乏
し
い
が
、
法
と
経
済
学
や
法

哲
学
の
分
野
に
お
い
て
成
果
が
提
出
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
本
稿
が
依
拠
す
る
ア
メ
リ
カ
の
研
究
成
果
を
日
本
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は

参
照
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
論
点
を
憲
法
学
的
に
考
察
す
る
に
際
し
て
、
そ
う
し
た
邦
語
研
究
が
有
益
な
知
見
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。

b　

本
稿
の
構
成

　

以
上
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て
、
本
編
は
四
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　

先
ず
、
第
二
章
に
お
い
て
上
記
問
題
意
識
を
敷
衍
す
る
。
間
接
規
制
問
題
の
一
つ
と
し
て
の
社
会
規
範
に
よ
る
規
制
が
、
い
か
な
る
目

的
の
下
で
理
論
化
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
う
し
た
規
制
を
統
制
す
る
際
に
憲
法
が
な
ぜ
関
わ
る
の
か
、
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

続
く
、
第
三
、
四
章
で
は
社
会
規
範
に
よ
る
規
制
論
と
そ
の
統
制
論
を
展
開
し
た
二
人
の
論
者
の
主
張
が
概
観
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ

う
し
た
規
制
が
効
果
的
な
統
治
の
企
て
と
し
て
魅
力
的
で
あ
る
一
方
、
そ
れ
を
統
制
す
る
理
論
的
説
明
の
考
究
が
手
薄
で
あ
る
こ
と
が
論

ぜ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
統
制
論
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
憲
法
学
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が
以
上
か
ら
判
明
す
る

だ
ろ
う
。

　

第
五
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
流
れ
と
は
や
や
異
な
り
、
な
ぜ
人
は
社
会
規
範
に
従
う
の
か
と
い
う
問
い
を
あ
る
経
済
学
の
モ
デ
ル
か
ら
説

明
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
第
四
章
ま
で
は
多
く
の
人
々
は
社
会
規
範
に
従
う
傾
向
を
見
せ
る
こ
と
を
所
与
と
し
て
扱
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
論
証
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
社
会
規
範
を
統
治
に
用
い
る
こ
と
な
ど
可
能
な
の
か
と
い
う
懐
疑
に
、
限
定
的
な
が
ら
応
答
を
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試
み
る
の
が
こ
の
章
の
目
的
で
あ
る
。

二　

問
題
意
識
の
敷
衍

a　

シ
カ
ゴ
学
派

　

本
稿
が
依
拠
す
る
主
要
な
論
者
は
シ
カ
ゴ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
所
属
し
て
い
た
、
ま
た
は
現
に
所
属
す
る
者
が
多
い
。
こ
れ
は
偶
然

で
は
な
い
。
こ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
法
と
経
済
学
」
に
関
す
る
研
究
の
主
な
拠
点
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

社
会
規
範
に
よ
る
規
制
を
含
む
、
国
家
の
間
接
規
制
の
展
開
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
法
と
経
済
学
の
研
究
の
一
分
野
と
し
て
発

展
し
て
き
た
。
本
論
に
入
る
前
に
、
彼
ら
の
問
題
意
識
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
も
う
少
し
詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

法
と
社
会
規
範
と
の
関
係
を
巡
る
議
論
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
試
み
ら
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
、
当
該

議
論
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

彼
ら
ま
た
は
彼
ら
の
方
法
論
的
主
張
は
一
般
に
「
シ
カ
ゴ
学
派
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
自
身
も
そ
の
学
派
の
一
員
で
あ
り
、
先
に
も
登

場
し
た
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
グ
に
よ
る
整
理
に
依
拠
し
て
、
そ
の
主
張
の
基
本
を
確
認
し
よ
う
。

　

レ
ッ
シ
グ
に
よ
れ
ば
、
シ
カ
ゴ
学
派
に
共
通
す
る
問
題
意
識
と
は
「
制
約
の
多
様
性
の
強
調
と
合
理
的
選
択
の
観
点
か
ら
の
そ
の
理

解
（
（1
（

」
で
あ
る
。
前
者
は
序
章
で
述
べ
た
通
り
、
法
規
制（

（1
（

以
外
に
も
様
々
な
仕
方
で
我
々
の
行
動
は
制
約
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
規
制
」
に
は
通
常
想
定
さ
れ
る
以
上
に
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
レ
ッ
シ
グ
は
ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
に
よ
る
規
制
の
一
つ
に
「
重
力
」
を
挙
げ
る（

（1
（

。
自
然
法
則
も
ま
た
我
々
の
世
界
を
形
作
る
一
つ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
だ
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
従
来
の
規
制
が
法
と
の
関
係
で
の
み
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
対
極
を
な
す
。
我
々
の
自
由
な
行
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動
を
妨
げ
る
も
の
は
一
先
ず
全
て
規
制
と
し
て
理
解
し
た
上
で
、
そ
の
規
制
の
強
度
や
そ
れ
が
実
現
す
る
利
益
、
そ
れ
へ
の
国
家
の
関
わ

り
合
い
の
程
度
等
を
考
察
し
て
い
く
の
が
、
こ
の
学
派
に
特
徴
的
な
研
究
方
法
な
の
で
あ
る（

（1
（

。
そ
し
て
、
後
者
は
そ
う
し
た
多
様
な
規
制

装
置
を
合
理
的
選
択
理
論
の
道
具
立
て
を
利
用
し
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
合
理
的
選
択
理
論
と
は
近
代
経
済
学
の
主
流

の
方
法
論
の
一
つ
で
あ
り
、
個
人
や
企
業
と
い
っ
た
経
済
主
体
が
行
動
を
選
択
す
る
際
に
、
当
該
行
動
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
便
益
と
費
用

を
正
し
く
計
算
し
、
そ
の
計
算
結
果
か
ら
最
も
利
益
を
得
ら
れ
る
と
判
断
さ
れ
る
行
動
を
実
際
に
選
択
す
る
と
の
前
提
の
下
に
構
築
さ
れ

た
社
会
理
論
で
あ
る
。
人
間
は
感
情
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
飽
く
ま
で
計
算
に
基
づ
き
自
ら
の
得
る
利
益
が
最
大
と
な
る
選
択
を
い
つ

で
も
な
す
と
い
う
「
合
理
的
」
な
人
間
像
が
そ
こ
で
は
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
提
を
共
有
し
な
が
ら
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
研
究
者
た
ち

は
経
済
学
の
知
見
を
積
極
的
に
摂
取
し
、
自
然
人
や
団
体
の
行
動
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
行
動
と
法
と
の
関
係
を
解
き
明
か
し
て
き
た
の
で

あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
共
通
の
学
問
的
特
徴
を
持
つ
シ
カ
ゴ
学
派
の
中
で
も
、
種
々
の
規
制
の
取
り
扱
い
方
に
よ
っ
て
大
き
く
二
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
法
規
制
を
ど
れ
だ
け
重
要
視
す
る
か
に
つ
き
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
袂
を
分
か
っ
て
い
る
。

こ
の
区
別
は
時
期
的
な
区
分
と
も
あ
る
程
度
対
応
し
て
い
る
た
め
、
レ
ッ
シ
グ
は
そ
れ
ら
を
「
新
／
旧
シ
カ
ゴ
学
派
」
と
名
付
け
る
。

　

先
行
す
る
旧
シ
カ
ゴ
学
派
の
特
徴
は
法
規
制
を
重
要
視
し
な
い
姿
勢
で
あ
る
。
法
規
制
は
他
の
規
制
に
比
べ
て
優
越
的
な
地
位
に
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
そ
の
規
制
は
荒
削
り
（crude

（
で
、
そ
れ
に
対
す
る
人
々
の
反
応
も
遅
く
、
介
入
は
扱
い
づ
ら
く
（clum

sy

（、

し
ば
し
ば
予
想
に
反
し
た
効
果
を
齎
す
。
故
に
、
他
の
規
制
の
方
が
法
規
制
よ
り
も
良
い
の
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
に
道
を
譲
る
べ
き
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
る（

（1
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
新
シ
カ
ゴ
学
派
は
法
規
制
の
重
要
性
を
認
め
る
。
彼
ら
は
法
が
他
に
代
替
可
能
で
あ
る
と
は
考
え
ず
、
依
然
と
し
て

効
果
的
な
規
制
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
更
に
、
彼
ら
は
法
が
他
の
規
制
装
置
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
と

も
主
張
す
る
。
簡
単
な
例
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
、
政
府
に
よ
る
広
告
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
展
開
に
よ
っ
て
特
定
の
事
柄
に
対
す
る
我
々
の
認
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識
が
変
わ
り
（
社
会
規
範
へ
の
影
響
（、
建
築
基
準
法
に
よ
っ
て
建
物
の
設
計
は
制
約
を
蒙
り
（
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
へ
の
影
響
（、
助
成
金
や
税
制

に
よ
っ
て
商
品
の
価
格
は
大
き
く
変
動
す
る
（
市
場
へ
の
影
響
（。
法
以
外
の
規
制
装
置
は
法
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
法
の
創
造
物
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
「
法
か
そ
の
他
か
」
で
は
な
く
、
あ
る
制
約
は
ど
の
程
度
法
に

よ
っ
て
齎
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
法
は
ど
の
程
度
他
の
規
制
装
置
に
影
響
を
与
え
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う（

11
（

。
こ

の
よ
う
に
、
彼
ら
は
多
様
な
規
制
装
置
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
法
が
他
の
規
制
装
置
に
優
越
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
視
座
か
ら
研

究
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
最
終
目
的
は
、
法
と
他
の
規
制
装
置
と
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
を
探
る
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
良

い
だ
ろ
う
。
レ
ッ
シ
グ
を
始
め
、
本
稿
が
依
拠
す
る
シ
カ
ゴ
学
派
の
論
者
た
ち
は
こ
の
新
派
に
属
し
て
い
る
。

b　

間
接
規
制
へ
の
統
制
論
の
必
要
性

　

法
規
制
以
外
の
も
の
を
新
た
に
「
規
制
」
と
捉
え
る
こ
と
は
、
我
々
の
「
自
由
」
と
い
う
概
念
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
。
規

制
と
は
典
型
的
に
は
自
由
を
制
約
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
は
、
法
以
外
の
存
在
が
我
々
の
自
由
を
制
約
し
う
る

こ
と
、
ま
た
、
そ
う
し
た
存
在
が
一
定
程
度
あ
る
か
ら
こ
そ
我
々
の
自
由
が
実
効
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
研
究
が
あ
る
。

井
上
達
夫
の
「
自
由
の
秩
序
」
論
で
あ
る
。

　

井
上
は
国
家
な
き
秩
序
の
構
想

0

0

0

0

0

と
し
て
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
「
醒
め
た
ア
ナ
キ
ズ
ム
」
と
呼
び
、
批
判
的
検
討
を
試
み
る（

1（
（

。
そ
の
結
果
、

そ
の
構
想
が
国
家
よ
り
真
面
な
秩
序
構
想
た
り
う
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
の
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
か
ら
の
国
家
に
よ
る
秩
序
形
成
の
不
効
率

性
・
暴
力
性
批
判
に
つ
い
て
も
一
理
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
自
由
を
保
障
す
る
秩
序
に
と
っ
て
、「
結
局
、
必
要
な
の
は
国
家
・
市

場
・
共
同
体
と
い
う
三
つ
の
秩
序
形
成
装
置
を
併
存
さ
せ
て
、
相
互
の
「
抑
制
と
均
衡
（checks and balances

（」
を
保
持
す
る
こ
と
で

す
（
11
（

」
と
結
論
付
け
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
秩
序
形
成
装
置
を
通
じ
た
自
由
の
秩
序
構
想
を
井
上
は
「
秩
序
の
ト
ゥ
リ
ア
ー
デ
」
と
命
名
し
た
。

そ
の
意
義
は
次
の
引
用
文
に
要
約
さ
れ
る
。
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国
家
の
組
織
的
暴
力
と
集
権
化
が
孕
む
脅
威
に
対
し
て
は
、
分
散
的
決
定
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
市
場
と
分
権
的
秩
序
と
し
て
の
共
同

体
が
自
由
の
保
護
膜
と
な
り
ま
す
。
共
同
体
の
社
会
的
専
制
に
対
し
て
は
、
国
家
は
人
権
保
障
と
法
の
支
配
の
貫
徹
に
よ
っ
て
、
市

場
は
共
同
体
外
で
の
生
活
機
会
の
提
供
に
よ
っ
て
自
由
を
救
済
し
ま
す
。
市
場
に
お
け
る
経
済
権
力
の
専
制
や
搾
取
に
対
し
て
は
、

国
家
は
独
占
規
制
や
社
会
保
障
に
よ
っ
て
、
共
同
体
は
契
約
と
は
異
質
な
互
酬
性
原
理
に
基
づ
く
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
、
自
由
を
賃

金
奴
隷
に
な
る
自
由
や
餓
死
す
る
自
由
以
上
の
も
の
へ
と
高
め
ま
す（

11
（

。

　

井
上
に
よ
る
秩
序
の
ト
ゥ
リ
ア
ー
デ
論
を
紹
介
し
た
の
は
、
今
見
た
三
つ
の
秩
序
が
レ
ッ
シ
グ
の
提
示
し
た
新
し
い
規
制
装
置
の
一
部

と
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
国
家
・
市
場
・
共
同
体
に
よ
る
秩
序
構
想
を
そ
れ
ぞ
れ
法
・
市
場
・
社
会
規
範
に
よ
る

規
制
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
が
他
の
規
制
装
置
に
影
響
を
与
え
う
る
と
の
主
張
が
自
由
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
が
こ

こ
か
ら
読
み
取
れ
る
。
井
上
の
見
立
て
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
法
以
外
の
規
制
装
置
を
顕
在
化
さ
せ
て
分
析
を
試
み
る
こ
と
は
、
自
由
の

実
効
的
保
障
の
た
め
の
具
体
的
条
件
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
条
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
、
有
益
な
視
点
を
与

え
て
く
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
他
方
で
、
規
制
は
自
由
を
制
約
す
る
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
新
シ
カ
ゴ
学
派
の
主
要
な
研
究
目
的
も

自
由
を
制
約
す
る
「
規
制
」
が
法
以
外
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
捕
捉
・
分
析
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
過
度
な
規
制
は
我
々
の
自
由
を
強
く

脅
か
す
こ
と
を
、
井
上
の
議
論
を
更
に
参
照
し
て
確
認
し
よ
う
。
井
上
は
先
の
三
つ
の
秩
序
形
成
装
置
の
内
一
つ
が
過
剰
に
肥
大
し
て
そ

の
他
を
圧
迫
す
る
状
況
を
「
専
制
の
ト
ゥ
リ
ア
ー
デ
」
と
呼
ん
で
警
戒
す
る
。
こ
の
よ
う
な
専
制
状
況
を
反
面
教
師
と
し
て
考
え
れ
ば
、

自
由
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
や
は
り
三
つ
の
秩
序
維
持
装
置
が
併
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、
上
記
引
用
文
に
示
さ
れ
た
相
互
の
抑
制
と
均
衡

に
よ
っ
て
そ
れ
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
三
つ
の
秩
序
維
持
装
置
が
あ
る
程
度
独
立
に
機
能
し
て
い
な
け
れ
ば
、
自
由
の
秩
序
は
達
成
で
き
な
い
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
を
新
シ
カ
ゴ
学
派
の
問
題
意
識
に
接
続
す
れ
ば
、
井
上
が
指
摘
す
る
第
一
の
専
制
、
即
ち
全
体
主
義
的
専
制

へ
の
警
戒
を
我
々
は
抱
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
強
大
な
国
家
が
法
を
用
い
て
、
ま
た
は
場
合
に
よ
っ
て
は
法
の

根
拠
な
く
し
て
、
統
制
経
済
や
計
画
経
済
に
よ
り
市
場
を
破
壊
し
、
様
々
な
中
間
団
体
を
破
壊
す
る
か
国
家
組
織
の
末
端
に
置
く
状
態
を

指
す（

11
（

。
国
家
の
行
為
は
法
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
が
他
の
規
制
装
置
に
影
響
を
与
え
う
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
本
来
過
大
な
法
規
制
か
ら
の
逃
避
地
で
あ
っ
た
は
ず
の
市
場
や
共
同
体
（
社
会
規
範
（
が
法
と
一
体
化
し
て
我
々
の
自
由
を
制
約
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
こ
う
し
た
間
接
規
制
が
ま
さ
に
間
接
的
で
あ
る
が
故
に
、
従
来
考
え
ら
れ
て

き
た
法
規
制
の
統
制
に
必
ず
し
も
服
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
法
規
制
と
そ
の
統
制
と
い
う
法
の
直
接
規
制
に
対
応
し
て
き
た
従
来
の
枠
組

み
の
ま
ま
で
は
、
社
会
規
範
等
を
媒
介
し
た
法
の
影
響
力
行
使
を
精
確
に
捕
捉
で
き
ず
、
そ
の
影
響
力
行
使
を
統
制
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
井
上
の
言
う
よ
う
な
自
由
の
実
効
的
保
障
の
た
め
の
秩
序
の
構
築
と
同
程
度
に
、
諸
規
制
装
置
に
対
す
る
法
の
影
響
力
行
使

を
統
制
す
る
理
論
の
構
築
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
新
シ
カ
ゴ
学
派
の
研
究
は
こ
の
観
点
か
ら
も
有
益
な
知
見
を
与
え
て
く
れ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
新
シ
カ
ゴ
学
派
の
問
題
意
識
は
、
従
来
の
法
に
よ
る
直
接
規
制
と
は
異
な
る
新
た
な
規
制
の
形
態
を
類

型
立
て
て
整
理
し
、
諸
規
制
装
置
へ
の
影
響
力
を
有
す
る
と
さ
れ
る
法
の
側
面
を
暴
き
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
効
果
的
な
規

制
の
実
行
の
た
め
に
法
以
外
に
よ
る
規
制
の
有
効
性
が
吟
味
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
法
以
外
の
規
制
が
過
度
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ

う
に
適
切
な
統
制
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。
仰
々
し
く
言
え
ば
、
彼
ら
の
研
究
は
国
家
統
治
に
関
す
る
壮
大
な
構
想
な
の
で
あ
る（

11
（

。

　

本
稿
の
問
題
意
識
は
、
法
と
他
の
規
制
装
置
が
一
体
を
な
し
て
行
な
う
規
制
が
不
正
・
不
当
な
場
合
に
、
そ
れ
を
跳
ね
除
け
る
た
め
の

理
論
も
ま
た
必
要
と
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
で
は
、
そ
の
理
論
的
説
明
の
役
割
を
負
わ
せ
る
べ
き
な
の
は
何
か
。
現
代
国
家

に
お
い
て
、
国
家
の
不
正
・
不
当
な
自
由
へ
の
介
入
を
排
除
す
る
役
割
を
最
終
的
に
担
っ
て
い
る
の
は
憲
法
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

統
治
機
構
の
設
計
に
お
い
て
諸
国
家
組
織
へ
の
権
限
配
分
を
定
め
る
こ
と
で
そ
れ
ら
の
権
限
逸
脱
行
為
を
禁
止
し
、
一
見
権
限
に
含
ま
れ
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る
行
為
で
あ
っ
て
も
内
容
的
に
私
人
へ
の
介
入
が
禁
止
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
自
由
を
保
障
し
て
い

る
（
11
（

。
な
ら
ば
、
新
た
な
規
制
の
形
態
に
つ
い
て
も
憲
法
学
的
考
察
、
そ
し
て
そ
の
統
制
の
一
つ
と
し
て
の
憲
法
的
統
制
が
試
み
ら
れ
て
然

る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
憲
法
の
権
力
制
限
の
役
割
を
直
接
規
制
に
留
め
置
く
こ
と
は
、
国
家
権
力
が
そ
れ
の
言
わ
ば
抜
け
道
を
通
じ
て
規

制
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
に
繫
が
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
間
接
規
制
が
統
治
技
法
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、
そ
う
し

た
規
制
を
統
制
す
る
た
め
の
理
論
的
説
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
レ
ッ
シ
グ
の
次
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

「
市
場
、［
社
会
］
規
範
ま
た
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
通
じ
て
間
接
的
に
齎
さ
れ
る
そ
う
し
た
［
法
規
制
と
］
同
様
の
制
約
も
ま
た
違
憲
だ

と
判
断
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
よ
り
良
い
理
解
を
、
我
々
は
必
要
と
し
て
い
る（

11
（

」。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
社
会
規
範
に
よ
る
私
人
の
規
制
、
及
び
そ
う
し
た
規
制
に
対
す
る
法
の
影
響
に
、
憲
法
理
論
の
光
を
当
て
る
た
め

の
最
低
限
の
考
察
を
行
な
う
。

三　

社
会
規
範
論
の
展
開

　

新
シ
カ
ゴ
学
派
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
法
と
社
会
規
範
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
を
、
本
稿
で
は
「
社
会
規
範
論
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。
彼
ら
は
主
に
九
〇
年
代
中
盤
に
こ
の
議
論
を
活
発
に
展
開
し
た
。
以
下
で
紹
介
す
る
論
攷
も
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た

も
の
で
あ
る（

11
（

。
本
章
で
は
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
グ
と
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
二
人
の
議
論
を
紹
介
す
る
。

社
会
規
範
論
と
は
い
か
な
る
試
み
な
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
る
。
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a　

レ
ッ
シ
グ

1　

社
会
的
意
味

　

レ
ッ
シ
グ
の
展
開
し
た
社
会
規
範
論
は
実
は
社
会
規
範
に
注
目
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
彼
が
分
析
の
中
心
概
念
と
し

て
掲
げ
る
の
は
「
社
会
的
意
味 social m

eaning

」
で
あ
る（

11
（

。
レ
ッ
シ
グ
が
展
開
し
た
議
論
を
「
社
会
的
意
味
論
」
と
名
付
け
る
こ
と
と

し
、
こ
の
語
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
そ
れ
を
紐
解
い
て
い
こ
う
。

　

社
会
的
意
味
と
は
、「
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
様
々
な
作
為
、
不
作
為
、
地
位
に
付
着
す
る
記
号
論
的
内
容（

1（
（

」
と
定
義
さ

れ
る
。
難
解
な
定
義
だ
が
、
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
良
い
。
即
ち
、
あ
る
人
が
何
ら
か
の
行
動
を
と
る
際
に
、
そ
の
行

動
に
対
し
て
社
会
が
付
す
評
価
の
こ
と
、
も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、
社
会
か
ら
の
見
ら
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。
普
通
、
人
々
は
自
ら
の
行

動
や
地
位
が
社
会
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
を
意
識
す
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
行
列
に
お
い
て
は
順
番
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
順
番
抜
か
し
を
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
行
列
を
構
成
し
て
い
た
他
の
人
々
か
ら
冷
た
い
視
線
を
向
け
ら
れ
る

こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
中
の
誰
か
か
ら
明
確
に
注
意
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
更
に
は
、
順
番
抜
か
し
を
す
る

人
間
だ
と
い
う
評
価
が
広
ま
り
、
社
会
生
活
が
送
り
に
く
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
行
列
に
並
ぶ
ル
ー
ル
は
法
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
こ

と
が
普
通
は
な
い（

11
（

が
、
そ
れ
で
も
多
く
の
人
々
は
そ
れ
を
守
る
。
そ
れ
は
社
会
の
他
の
構
成
員
か
ら
自
分
の
行
為
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ

て
い
る
か
が
、
そ
の
人
の
行
動
に
と
っ
て
少
な
く
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
行
為
が
周
囲
か
ら
見
て
な
る
べ
く

良
い
評
価
に
な
る
よ
う
に
、
ま
た
は
な
る
べ
く
悪
い
評
価
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
多
く
の
人
は
行
動
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

社
会
的
意
味
は
人
々
の
行
動
を
制
約
し
た
り
助
長
し
た
り
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

付
け
加
え
れ
ば
、
レ
ッ
シ
グ
の
定
義
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
」
で
あ
る
。
社
会
の
評
価
は
、
何
ら
か
の
社

会
的
ル
ー
ル
（

≒

社
会
規
範
（
の
遵
守
・
逸
脱
か
ら
機
械
的
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
具
体
的
状
況
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
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で
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
考
え
方
は
こ
の
時
期
の
レ
ッ
シ
グ
の
研
究
方
法
が
そ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
影
響
を
受
け
て
い
る（

11
（

。
レ
ッ
シ
グ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
物
事
の
意
味
は
そ
の
物
事
そ
れ
自
体
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
そ
の
意
味
を
発
す
る
基
点
と
な
る
物
事
を
「
ト
ー
ク
ン token

（
11
（

」
と
呼
ぼ
う
。
そ
の
ト
ー
ク
ン
が
置
か
れ
た
状
況
、
即
ち
コ
ン
テ

ク
ス
ト
と
掛
け
合
わ
せ
て
初
め
て
、
そ
の
物
事
の
意
味
が
了
解
で
き
る
。
社
会
的
意
味
論
で
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
人
の
行
為
を
ト
ー

ク
ン
、
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
た
状
況
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
考
え
て
、
そ
れ
ら
双
方
を
併
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、
当
該
行
為
の
社
会
的
意
味

が
把
握
可
能
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
人
々
の
行
動
が
社
会
的
意
味
か
ら
影
響
を
受
け
る
と
す
る
と
、
そ
の
社
会
的
意
味
を
利
用
し
よ
う
と
考
え
る
者
が
出
て
く
る
だ

ろ
う
。
あ
る
行
為
が
恥
ず
べ
き
行
為
で
あ
る
と
批
判
す
る
こ
と
は
、
当
該
行
為
に
付
着
し
た
社
会
的
意
味
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
行

為
が
こ
れ
以
上
な
さ
れ
る
こ
と
を
抑
止
し
た
り
、
そ
う
し
た
行
為
を
と
っ
た
人
の
社
会
的
信
用
性
を
貶
め
た
り
す
る
効
果
を
有
す
る
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
利
用
者
の
中
に
政
府（

11
（

も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
レ
ッ
シ
グ
の
見
立
て
で
あ
る（

11
（

。

　

で
は
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
的
意
味
に
影
響
を
与
え
、
以
て
我
々
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
般

論
を
見
る
前
に
具
体
例
を
提
示
し
た
方
が
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
政
府
の
社
会
的
意
味
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
な

さ
れ
る
か
を
、
レ
ッ
シ
グ
が
示
す
実
際
に
あ
っ
た
具
体
的
事
例
を
素
材
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

2　

具
体
例

─
ア
メ
リ
カ
南
部
に
お
け
る
決
闘
の
慣
行

　

レ
ッ
シ
グ
が
出
す
幾
つ
も
の
例
の
中
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
南
部
で
行
わ
れ
た
決
闘
の
慣
行
を
廃
止
す
る
た
め
に
州
政
府
が
取
り
組
ん
だ
社

会
規
範
の
改
変
に
つ
い
て
の
事
例（

11
（

を
取
り
上
げ
る
。

　

当
該
地
域
に
は
長
期
に
亘
っ
て
決
闘
の
伝
統
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
公
の
場
で
不
名
誉
を
被
っ
た
者
が
そ
れ
を
な
し
た
者
に
対
し

て
銃
の
早
撃
ち
形
式
の
決
闘
を
申
し
込
み
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
が
正
し
か
っ
た
か
を
見
極
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般

庶
民
の
間
で
は
廃
れ
て
い
た
も
の
の
、
紳
士
階
級
（gentlem

en

（
つ
ま
り
は
エ
リ
ー
ト
層
の
間
で
は
根
強
く
残
存
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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そ
こ
で
は
決
闘
に
参
加
す
る
こ
と
自
体
に
高
い
価
値
が
置
か
れ
て
い
た
。「
決
闘
行
為
」
と
い
う
ト
ー
ク
ン
に
、「
ア
メ
リ
カ
南
部
の
エ
リ

ー
ト
層
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
掛
け
合
わ
せ
て
導
か
れ
る
社
会
的
意
味
は
、「
自
ら
を
守
る
、
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
行
為
を
な
し
て
い

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
決
闘
は
彼
ら
に
と
っ
て
名
誉
の
源
泉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
伝
統
は
最
悪
の
場
合
当
事
者
の
死
を
招
く
こ
と
か
ら
、
州
政
府
は
当
該
行
為
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
州
政
府
が

先
ず
行
な
っ
た
の
は
決
闘
行
為
を
法
的
に
禁
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
エ
リ
ー
ト
層
の
間
で
の
決
闘
行
為
は
依
然
と
し
て
続
い
た
。

な
ぜ
な
ら
、
決
闘
は
「
自
ら
を
守
る
、
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
社
会
的
意
味
が
根
強
く
残
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
と
は
逆
に
「
決
闘
の
拒
否
」
と
い
う
ト
ー
ク
ン
に
、「
ア
メ
リ
カ
南
部
の
エ
リ
ー
ト
層
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
掛
け
合
わ

せ
て
求
め
ら
れ
る
社
会
的
意
味
は
、「
臆
病
者
」
で
あ
っ
た
。
法
が
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
申
し
込
ま
れ
た
決
闘
を
拒
否
す
る
行

為
は
、
エ
リ
ー
ト
層
た
ち
の
間
で
軽
蔑
の
目
に
晒
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
耐
え
難
い
精
神
的
苦
痛
を
齎
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
法
に

よ
る
決
闘
の
禁
止
は
決
闘
行
為
を
抑
制
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
強
化
し
て
し
ま
っ
た
面
が
大
き
い
。

　

そ
こ
で
次
に
、
州
政
府
は
決
闘
に
参
加
し
た
者
の
公
職
就
任
を
認
め
な
い
と
い
う
手
を
打
っ
た
。
実
は
、
彼
ら
エ
リ
ー
ト
層
は
公
職
に

就
く
こ
と
、
あ
る
い
は
よ
り
広
く
公
に
奉
ず
る
こ
と
を
自
ら
の
義
務
と
考
え
て
い
た
。
決
闘
に
参
加
す
れ
ば
、
自
ら
の
身
分
の
義
務
と
さ

れ
て
い
る
公
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
。
こ
の
公
職
か
ら
の
排
除
と
い
う
規
制
は
エ

リ
ー
ト
層
た
ち
に
「
臆
病
者
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
決
闘
を
断
る
理
由
を
提
供
し
た
。「
私
が
決
闘
を
拒
否
す
る
の
は
臆
病
者
だ

か
ら
で
は
な
く
、
自
ら
の
義
務
と
す
る
と
こ
ろ
の
公
職
で
の
働
き
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
」。
こ
う
し
て
、
決
闘
の
拒

否
と
い
う
行
為
に
付
着
し
て
い
た
「
臆
病
者
」
と
い
う
従
来
の
社
会
的
意
味
が
緩
和
・
消
滅
し
、
結
果
と
し
て
決
闘
の
発
生
は
減
少
し
て

い
っ
た
。
州
政
府
の
試
み
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
政
府
は
社
会
的
意
味
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
私
人
の
行
動
を
望
ま
し
い
方
向
へ
と
導
く

こ
と
が
で
き
る
。
社
会
的
意
味
は
国
家
に
よ
っ
て
一
つ
の
統
治
技
法
と
し
て
利
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
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3　

社
会
的
意
味
の
構
築
の
態
様
・
方
法

　

レ
ッ
シ
グ
は
政
府
が
社
会
的
意
味
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
、
社
会
的
意
味
の
「
構
築 construction

」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
は
二
つ
の

態
様
が
あ
る
。
一
つ
は
攻
撃
的
構
築
（offensive construction

（
で
あ
り
、
社
会
規
範
を
新
た
に
作
出
し
た
り
、
既
存
の
社
会
規
範
の
内
容

を
変
更
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
防
御
的
構
築
（defensive construction

（
で
あ
り
、
既
存
の
社
会
規
範
の
内
容
を
維
持
・
強
化

す
る
こ
と
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
う
し
た
社
会
規
範
の
構
築
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
四
つ
の
方
法
が
あ
る（

11
（

。
そ
れ
ら
は
先
ず
、
記
号
論
的
技
法
（sem

iotic 

techniques

（
と
行
動
的
技
法
（behavioral techniques

（
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
は
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
展
開
と
い
っ
た
方
法
に
よ
り

行
為
に
付
着
す
る
意
味
そ
の
も
の
の
構
築
を
狙
う
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
私
人
の
行
動
を
禁
止
・
義
務
付
け
等
に
よ
っ
て
規
制
す
る
結
果
、

社
会
的
意
味
の
構
築
が
付
随
的
に
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

記
号
論
的
技
法
に
は
、
①
関
連
付
け
（tying

（
と
②
曖
昧
化
（am

biguation

（
が
あ
る
。
①
は
あ
る
行
為
A
に
特
定
の
内
容
の
社
会
的

意
味
Ⅹ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
②
は
特
定
の
社
会
的
意
味
X
が
既
に
付
着
し
て
い
る
行
為
A
に
、
別
の
社
会
的
意

味
Y
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
で
、
A
と
X
と
の
繫
が
り
を
絶
つ
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
行
動
的
技
法
に
は
、
③
抑
制
（inhibition

（
と
④

儀
式
（ritual

（
が
あ
る（

1（
（

。
③
は
、
あ
る
行
為
を
制
限
・
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
維
持
・
助
長
さ
れ
て
い
た
社
会

規
範
を
変
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
分
離
政
策
の
禁
止
が
挙
げ
ら
れ
る
。
④
は
、
あ
る
行
為
を
行

な
う
こ
と
を
強
制
し
、
繰
り
返
し
て
い
く
結
果
、
そ
の
行
為
に
付
着
し
た
社
会
的
意
味
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
公
立
学
校
に
お
け
る

国
歌
斉
唱
が
そ
の
例
と
さ
れ
る（

11
（

。
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b　

サ
ン
ス
テ
ィ
ン

1　

定
義

　

も
う
一
人
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
主
張
を
見
て
い
く
。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
レ
ッ
シ
グ
と
異
な
り
、
学
説
の

大
半
と
同
様
、「
社
会
規
範
」
に
注
目
し
て
論
を
展
開
し
た
。
先
ず
は
彼
に
よ
る
諸
概
念
の
定
義
を
確
認
し
よ
う
。

　

彼
の
論
文
で
は
、
社
会
規
範
の
他
に
、
社
会
的
役
割
（social role

（、
社
会
的
意
味
（social m

eaning

（
が
定
義
さ
れ
る
。
社
会
規
範
と

は
、「
何
を
す
べ
き
か
、
ま
た
は
何
を
す
べ
き
で
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
社
会
的
態
度（

11
（

」
で
あ
る
。
食
事
の
マ
ナ
ー
か
ら
人
種
間
関
係

に
お
け
る
タ
ブ
ー
ま
で
、
社
会
規
範
は
人
間
の
行
動
の
殆
ど
全
て
の
局
面
に
関
連
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
社
会
規
範
に
違
反
し
た
者

に
対
し
て
は
社
会
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
食
事
の
マ
ナ
ー
が
悪
い
者
は
、
そ
の
場
で
注
意
さ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
し
、
次
回
か
ら
食
事
の
場
に
呼
ば
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
社
会
規
範
は
当
然
な
が
ら
共
同
体
に
よ
っ
て
異
な
る
。
あ
る
共
同
体

で
は
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
食
事
方
法
が
、
他
の
共
同
体
で
は
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
話
で
あ
る
。

　

社
会
的
役
割
と
は
、「
特
定
の
役
割
に
付
さ
れ
た
あ
る
べ
き
姿
」
で
あ
る（

11
（

。
社
会
規
範
の
中
で
も
、
特
定
の
身
分
や
地
位
、
職
業
等
に

関
連
し
て
い
る
規
範
を
こ
う
呼
ぶ
。
例
え
ば
、
同
じ
共
同
体
の
構
成
員
で
も
、
医
者
と
学
生
に
求
め
ら
れ
る
行
動
準
則
は
異
な
る
し
、
同

一
の
人
間
で
あ
っ
て
も
、
医
者
と
し
て
の
自
分
と
配
偶
者
と
し
て
の
自
分
に
求
め
ら
れ
る
行
動
準
則
は
や
は
り
異
な
る
。

　

社
会
的
意
味
と
は
、「
特
定
の
共
同
体
に
お
い
て
、
社
会
規
範
か
ら
人
間
の
行
動
に
割
り
当
て
ら
れ
た
、
当
該
行
動
の
発
す
る
態
度
や

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
で
あ
る（

11
（

。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
は
表
示
的
次
元
（expressive dim

ension

（
が
存
在
す
る
。

国
旗
を
焼
却
す
る
行
為
が
単
に
モ
ノ
を
燃
や
し
た
と
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
国
家
に
対
す
る
反
発
・
抗
議
を
示
し
て
い
る
の
と

同
じ
仕
方
で
、
全
て
の
行
為
に
つ
い
て
そ
れ
が
言
え
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
行
為
の
表
示
が
、
関
連
す
る
社
会
規
範
や
行
為
者
に
付
着
し

て
い
る
社
会
的
役
割
か
ら
見
て
評
価
さ
れ
た
結
果
が
社
会
的
意
味
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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社
会
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
意
味
論
を
展
開
し
た
レ
ッ
シ
グ
の
そ
れ
と
簡
単
に
比
較
し
て
お
く（

11
（

。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
両
者
の

定
義
に
実
質
的
な
違
い
は
な
い
。
レ
ッ
シ
グ
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
性
に
重
き
を
置
く
の
に
対
し
て
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
社
会
規
範
の
適
用
と

い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
も
人
間
の
行
動
と
社
会
規
範
の
繋
が
り
を
見
る
際
に
実
際

は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
方
レ
ッ
シ
グ
も
社
会
的
意
味
の
定
義
に
「
作
為
、
不
作
為
、
地
位
」
を
挙
げ
て
サ
ン
ス
テ

ィ
ン
の
言
う
社
会
規
範
や
社
会
的
役
割
へ
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
両
者
の
定
義
は
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
強
調
点
の
置
き
方
に
違
い
が

あ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

2　

選
好
と
社
会
規
範

　

サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
人
が
な
ぜ
社
会
規
範
に
従
う
の
か
を
考
察
す
る
た
め
に
、
従
前
の
「
選
好
」
概
念
の
解
体
を
試
み
る
。
彼
曰
く
、
選

好
に
は
二
つ
の
理
解
が
あ
る
と
い
う
。

　

一
つ
は
、
選
好
と
は
選
択
に
現
れ
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
見
方
で
あ
る（

11
（

。
人
が
あ
る
選
択
を
し
た
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
選
好
を
満

足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
は
難
点
が
あ
る
。
選
択
の
み
を
選
好
の
基
準
に
据

え
る
場
合
、「
選
択
」
に
の
み
着
目
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
結
局
「
選
好
」
と
い
う
概
念
の
不
要
性
を
意
味
す
る
。
ま
た
、

選
好
と
選
択
を
本
当
に
同
一
視
し
て
い
い
の
か
疑
問
視
さ
れ
る
。
あ
る
選
択
は
必
ず
し
も
当
人
が
望
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
嫌
々
な
が
ら

あ
る
い
は
仕
方
な
し
に
行
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
選
好
と
選
択
を
同
一
視
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
選
択
が
形
成
さ
れ
た
背
景
を
考
察

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
社
会
規
範
と
行
動
と
の
関
係
を
探
る
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
は
、
あ
る
人
の
選
択
が
何
を
望

ん
で
な
さ
れ
た
の
か
を
具
体
的
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
選
好
と
選
択
を
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
も
う
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
選
好
と
選
択
を
別
概
念
と
し
、
後
者
を
支
え
説
明
す
る
も
の
が
前
者
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ

る
（
11
（

。
こ
の
考
え
方
の
長
所
は
、
選
好
概
念
を
用
い
て
実
証
的
な
分
析
を
す
る
こ
と
で
、
人
の
選
択
の
背
景
に
あ
る
動
機
を
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
も
短
所
が
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
行
動
の
動
機
の
分
析
に
用
い
る
に
は
、「
選
好
」
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と
い
う
概
念
は
荒
削
り
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
る
選
択
を
な
す
動
機
は
多
く
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
「
選

好
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
で
表
す
こ
と
は
不
可
能
で
、
よ
り
具
体
的
な
概
念
を
用
い
な
い
と
動
機
を
正
し
く
分
析
で
き
な
い
。

　

結
局
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
、
選
好
と
い
う
概
念
は
曖
昧
に
過
ぎ
不
要
な
概
念
で
あ
る
。
彼
は
「
選
好
」
と
い
う
概
念
を
廃
棄
し
、

そ
の
代
わ
り
に
具
体
的
な
分
析
に
必
要
な
い
く
つ
か
の
概
念
を
提
示
す
る（

11
（

。
そ
の
新
た
な
概
念
と
し
て
、
彼
は
「
固
有
価
値 intrinsic 

value

」、「
世
評
価
値 reputational value

」、「
自
己
像 self-conception

」
の
三
つ
を
提
示
す
る（

11
（

。
固
有
価
値
と
は
、
あ
る
選
択
肢
が

「
面
白
く
、
解
明
的
で
（illum

inating

（、
愉
快
で
（pleasant

（、
興
味
深
い（

1（
（

」
等
々
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
あ
る
選
択
肢
の

固
有
価
値
が
他
の
選
択
肢
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
場
合
、
人
は
そ
の
選
択
肢
を
選
ん
で
行
動
す
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
行
動
は
固
有
価
値

に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
選
択
肢
が
周
囲
の
人
々
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
（
世
評
価
値
（
や
、

そ
う
い
っ
た
選
択
肢
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
自
分
が
よ
り
良
い
存
在
に
な
れ
る
か
ど
う
か
（
自
己
像
（
に
も
依
存
し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
を
見

る
と
き
、
人
は
そ
の
テ
レ
ビ
番
組
が
面
白
い
か
ら
見
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
は
別
に
、
そ
の
番
組
を
視
聴
し
て
い
る

こ
と
が
周
囲
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
る
と
か
、
そ
の
視
聴
行
為
が
自
己
像
を
強
化
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
有
益
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
そ
う

す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う（

11
（

。
あ
る
選
択
を
な
す
際
の
動
機
と
は
こ
の
よ
う
に
複
合
的
な
も
の
で
あ
り
、「
選
好
」
の
語
だ
け
で
は
片
付
け

ら
れ
な
い
。
細
か
く
分
け
ら
れ
た
分
析
概
念
に
よ
っ
て
初
め
て
行
動
の
動
機
は
実
証
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
三
つ
の
概
念
の
後
二
者
は
社
会
規
範
と
密
接
に
関
係
す
る
。
あ
る
行
動
の
選
択
肢
が
ど
の
よ
う
な
世
評
価
値
を
持
つ
か
は
、
当
該

行
動
に
関
す
る
社
会
規
範
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
社
会
的
に
賞
賛
さ
れ
る
行
動
で
あ
れ
ば
、
人
が
そ
れ
を
な
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に

な
る
だ
ろ
う
し
、
逆
に
社
会
的
に
恥
を
か
く
行
動
で
あ
れ
ば
、
人
が
そ
れ
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て
の
抑
止
力
に
な
る
。
社
会
規
範
が
世
評

価
値
を
作
り
出
し
、
世
評
価
値
が
個
人
の
行
動
の
選
択
に
影
響
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
社
会
規
範
は
人
の
行
動
を
規
制
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
自
己
像
は
世
評
価
値
に
影
響
を
受
け
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
自
分
で
あ
り
た
い
か
と
い
う
構

想
は
、
他
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
評
価
さ
れ
た
い
か
と
い
う
こ
と
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
。
な
ら
ば
、
自
己
像
も
ま
た
社
会
規
範
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か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
行
動
の
選
択
に
つ
い
て
社
会
規
範
が
少
な
く
な
い
影
響
を
齎
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
点
か
ら
も
明

ら
か
に
な
る（

11
（

。
私
人
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
社
会
規
範
と
い
う
規
制
装
置
が
こ
こ
に
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

3　

国
家
の
影
響
力
行
使
の
根
拠

　

で
は
、
国
家
あ
る
い
は
法
は
社
会
規
範
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
。
即
ち
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
言
葉
遣
い
を
借
り
れ
ば
、
国
家

が
社
会
規
範
を
変
え
る
役
割
を
担
う
「
規
範
仕
掛
人 norm

 entrepreneur

（
11
（

」
と
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
と
き
か
。

　

一
例
と
し
て
、
国
家
が
人
々
の
リ
ス
ク
を
軽
減
し
、
自
律
や
福
利
（w

ell-being

（
を
促
進
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
場
合
が
挙
げ
ら

れ
る
。
人
は
世
評
価
値
に
多
大
な
影
響
を
受
け
て
本
来
な
ら
望
ま
し
く
な
い
行
動
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
レ
ッ
シ
グ
の
決
闘

の
例
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
、
こ
う
し
た
危
険
を
防
ぐ
た
め
に
、
政
府
が
情
報
提
供
や
説
得
、
場
合
に
よ
っ
て
は
経

済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
や
行
為
強
制
に
よ
っ
て
、
行
動
を
抑
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の
活
動
を
通

じ
て
、
無
益
で
危
険
な
世
評
価
値
を
産
出
し
て
い
る
社
会
規
範
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

別
の
例
と
し
て
は
、
カ
ー
ス
ト
（caste
（
問
題
の
解
決
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
、
女
性
、
障
碍

者
な
ど
に
対
し
て
根
強
い
差
別
が
残
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
該
社
会
に
お
け
る
社
会
規
範
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。
差
別
の
横
行
は
、

被
差
別
者
が
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
す
際
に
、
そ
の
行
動
が
差
別
を
更
に
悪
化
さ
せ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
世
評
価
値
を
彼
ら
が
気
に

す
る
た
め
に
、
そ
の
行
動
の
幅
を
狭
め
る
。
し
か
し
、
本
来
彼
ら
が
で
き
た
行
動
を
と
ら
な
い
こ
と
は
飽
く
ま
で
彼
ら
が
そ
う
望
ん
だ
か

ら
、
即
ち
彼
ら
の
選
好
な
の
で
あ
る
と
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
差
別
行
為
が
定
着
す
る
と
、
被
差
別
者
に
劣
等
の

烙
印
（stigm

a

（
が
押
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
当
該
社
会
に
お
い
て
彼
ら
は
下
級
の
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
定

の
差
別
行
為
が
法
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
問
題
の
真
の
解
決
の
た
め
に
は

差
別
す
る
人
の
意
識
か
ら
根
本
的
に
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
法
に
よ
る
差
別
行
為
の
直
接
規
制
の
み
で
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

寧
ろ
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
差
別
の
背
景
を
な
す
社
会
規
範
や
社
会
的
意
味
の
変
革
で
あ
る
。
そ
う
し
た
変
革
が
あ
っ
て
こ
そ
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平
等
な
社
会
が
実
現
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
国
家
が
社
会
規
範
へ
の
影
響
力
行
使
に
乗
り
出
す
根
拠
が
あ
る
。
そ
う
し
た
差
別
を
助

長
す
る
社
会
規
範
を
変
え
る
活
動
を
国
家
が
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
差
別
の
慣
行
を
根
本
か
ら
解
決
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

そ
し
て
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
が
最
も
重
き
を
置
く
の
が
「
法
の
表
示
機
能 expressive function of law

」
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、

「
そ
れ
ら
［
法
］
は
善
と
悪
を
ど
れ
く
ら
い
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
の
「
言
明
を
作
り
出
す
」。
…
…
最
も

簡
潔
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
は
、
既
存
の
規
範
［
社
会
規
範
、
社
会
的
役
割
、
社
会
的
意
味
の
こ
と
］
を
変
え
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
動

に
影
響
を
与
え
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
の
だ（

11
（

」。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
に
は
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
表
示
的
側
面

が
あ
り
、
こ
れ
が
社
会
規
範
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
が
、
即
ち
そ
れ
を
作
り
出
し
運
用
す
る
国
家
が
、
社
会
規
範
を
変

え
う
る
の
な
ら
ば
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
彼
は
考
え
て
い
る
。「
表
示
的
な
正
当
化

の
伴
う
法
は
、
そ
れ
が
実
際
に
社
会
規
範
に
影
響
し
、
そ
れ
を
適
切
な
方
向
へ
と
動
か
す
だ
ろ
う
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
最
も
説
得
的

に
擁
護
さ
れ
る（

11
（

」。四　

統
制
論
の
過
少

　

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
二
人
の
論
者
は
社
会
規
範
を
現
代
国
家
の
統
治
に
積
極
的
に
用
い
よ
う
と
し
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、

そ
う
し
た
国
家
の
統
治
が
不
正
・
不
当
な
場
合
の
統
制
論
の
必
要
性
も
認
識
し
て
い
た
。
本
章
で
は
そ
の
統
制
論
を
見
る
け
れ
ど
も
、
残

念
な
こ
と
に
、
彼
ら
は
こ
の
問
題
に
真
剣
に
回
答
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
有
効
な
統
制
論
を
作
り
上
げ
る
た
め
の
手
始

め
と
し
て
、
彼
ら
の
統
制
論
の
過
少
を
指
摘
す
る
。
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a　

レ
ッ
シ
グ

1　

統
制
の
必
要
性

─
物
乞
い
規
制
を
例
に

　

レ
ッ
シ
グ
は
二
㈡
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
国
家
に
よ
る
社
会
規
範
の
構
築
を
憲
法
的
に
統
制
す
る
理
論
を
発
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
依
拠
し
た
の
は
一
九
九
八
年
の
論
文
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
彼
は
同
様
の
指
摘
を
行
な
っ
て
い
た
。
彼

の
主
張
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
た
め
に
、
論
文
で
例
示
さ
れ
た
物
乞
い
規
制
の
事
例
を
先
ず
は
紹
介
し
た
い（

11
（

。

　

以
前
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
物
乞
い
行
為
に
刑
事
罰
が
科
さ
れ
て
い
た（

11
（

。
裁
判
所
は
こ
の
規
定
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条

に
反
す
る
と
し
た（

1（
（

。
曰
く
、
物
乞
い
行
為
は
情
報
伝
達
活
動
を
構
成
し
て
お
り
、
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
道
路
に
お
け

る
そ
う
し
た
活
動
の
禁
止
は
、
種
々
の
テ
ス
ト
（
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
に
必
要
等
（
を
パ
ス
し
な
い
限
り
違
憲
で
あ
る
が
、
本
件
規
制

は
こ
れ
ら
の
テ
ス
ト
を
パ
ス
で
き
な
い
。
物
乞
い
行
為
が
修
正
一
条
の
言
論
の
自
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
行
為
と
な
っ
た
こ
と
で
、
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
当
該
行
為
を
法
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
州
は
物
乞
い
規
制
を
諦
め
な
か
っ
た
。
別
の
手
段
を
使
っ
て
そ
れ
を
抑
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
州
が
考
え
た
の
は
、
物

乞
い
行
為
自
体
を
禁
止
す
る
の
で
は
な
く
、
物
乞
い
に
応
ず
る
人
を
減
ら
せ
ば
い
い
と
い
う
発
想
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
施

方
法
は
物
乞
い
へ
の
対
応
に
関
す
る
大
規
模
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
地
下
鉄
の
乗
客
を
狙
っ
て
次
の
よ
う
な
提
言

を
し
た
の
で
あ
る
。「
物
乞
い
に
応
ず
る
こ
と
は
彼
ら
を
助
け
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
」。
物
乞
い
行
為
に
応
ず
る
こ
と
は
一
見
彼
ら
を
助

け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
助
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
物
乞
い
を
繰
り
返
し
そ
の
生
活
に
慣
れ
て

し
ま
う
。
彼
ら
を
真
に
助
け
る
行
動
は
物
乞
い
を
拒
否
し
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
抜
け
出
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と

な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
効
果
は
絶
大
だ
っ
た
よ
う
で
、
人
々
の
物
乞
い
行
為
に
対
す
る
考
え
方
が
変
わ
っ
た
。
再
び
レ
ッ
シ
グ
の
使
う
、
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ト
ー
ク
ン
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
掛
け
合
わ
せ
に
よ
っ
て
社
会
的
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。「
物
乞
い
に
応
じ
な
い
こ
と
」
と
い
う
ト
ー
ク

ン
に
、「
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
前0

の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
掛
け
合
わ
せ
て
導
か
れ
る
社
会
的
意
味
は
、
冷
た
く
、
ケ

チ
で
気
配
り
に
欠
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
物
乞
い
を
さ
れ
る
と
多
く
の
人
は
そ
の
人
に
対
し
て
同
情
の
気
持
ち
や
罪
の
意
識
を
禁

じ
え
ず
、
何
か
を
す
る
責
任
や
義
務
を
感
じ
、
物
乞
い
に
応
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
州
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
っ
て
そ
の
社

会
的
意
味
は
変
わ
っ
た
。
同
じ
ト
ー
ク
ン
に
「
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
後0

の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
掛
け
合
わ
せ
て
導
か

れ
る
社
会
的
意
味
は
、
物
乞
い
行
為
を
行
な
う
人
々
を
手
助
け
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
的
意
味
が
新
し
く
形
成

さ
れ
る
と
、
物
乞
い
を
拒
否
す
る
際
に
所
謂
周
囲
の
目
を
気
に
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
堂
々
と
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
更
に
は
、

以
前
と
は
正
反
対
に
、
物
乞
い
に
応
ず
る
行
為
に
対
す
る
社
会
的
意
味
が
マ
イ
ナ
ス
な
も
の
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
州
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
物
乞
い
に
応
ず
る
人
の
数
は
減
少
し
た
。
物
乞
い
が
し
に
く
い
環
境
が
醸
成
さ
れ
た
の

で
、
当
然
そ
こ
で
物
乞
い
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
少
な
く
な
る
。
直
接
規
制
を
禁
ぜ
ら
れ
た
州
の
第
二
の
施
策
は
見
事
に
成
功
し
た

の
で
あ
る
。

　

レ
ッ
シ
グ
は
こ
の
物
乞
い
規
制
の
事
例
を
持
ち
出
し
て
、
政
府
に
よ
る
社
会
的
意
味
構
築
の
危
険
な
側
面
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
法
学
的

な
考
察
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
従
前
の
学
説
を
批
判
す
る
。
物
乞
い
行
為
は
、
そ
の
当
否
は
置
く
と
し
て
も
、
判
例
で
認
め
ら
れ
た
憲
法

上
保
護
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
乞
い
を
直
接
禁
止
す
る
刑
法
の
規
定
も
、
物
乞
い
に
応
ず
る
人
を
減
ら
そ
う
と
試
み
た
州
の

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
、
狙
っ
て
い
る
の
は
同
じ
物
乞
い
行
為
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
前
者
は
憲
法
上
の
、
し
か
も
言
論
の
自
由
と
い
う
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
は
強
力
な
保
護
が
与
え
ら
れ
た
権
利
を
侵
害
す
る
と
い
う
理
由
で
排
除
さ
れ
る
一
方
、
後
者
は
そ
う
し
た
検
討
す
ら
な

さ
れ
ず
に
法
学
の
考
察
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
不
均
衡
に
レ
ッ
シ
グ
は
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う（

11
（

。

　

間
接
規
制
が
広
が
る
現
代
国
家
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
迂
回
的
に
私
人
の
行
動
を
制
約
す
る
手
法
が
編
み
出
さ
れ
て
い
る
。

仮
に
、
こ
れ
は
法
規
制
で
は
な
い
か
ら
法
学
の
議
論
の
俎
上
に
す
ら
載
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
国
家
が
法
的
統
制
の
枠
を
搔
い
潜
っ
て
、
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我
々
の
自
由
を
容
易
く
制
約
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
国
家
の
過
度
な
介
入
を
抑
止
す
る
た
め
に
、
従
来
非
─

法
的
と
思

わ
れ
て
い
た
制
約
態
様
に
つ
い
て
も
、
我
々
は
法
学
的
考
察
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
を
実
体
的
に
統
制
す
る
原
理
を
作
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
。

2　

正
統
公
定
禁
止
原
理
違
反
？

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
統
制
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
レ
ッ
シ
グ
は
上
記
問
題
を
、
国
家
が
あ
る
事
象
に
つ
い
て
の
正
統

（orthodox

（
を
定
め
、
そ
れ
を
人
々
に
押
し
付
け
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
節
が
あ
る
。

　

彼
は
先
ず
、
有
名
な
バ
ー
ネ
ッ
ト
判
決
に
お
い
て
法
廷
意
見
が
提
示
し
た
、
次
の
正
統
公
定
禁
止
原
理
に
言
及
す
る
。

　

も
し
我
々
の
憲
法
と
い
う
星
座
の
中
に
恒
星
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
公
務
員
が
、
そ
の
地
位
の
高
低
を
問
わ
ず
、
政
治
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
宗
教
、
そ
の
他
意
見
に
関
す
る
事
柄
（m

atters of opinion

（
に
つ
き
、
何
か
を
正
統
な
も
の
で
あ
る
と
定
め

［
る
］
…
…
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る（

11
（

。

そ
し
て
、
政
府
に
よ
る
社
会
規
範
の
構
築
は
こ
の
正
統
公
定
禁
止
原
理
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。「
社
会
的
意

味
の
規
制
の
技
法
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
何
が
正
統
で
何
が
異
端
な
の
か
を
政
府
が
確
立
す
る
多
く
の
方
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（
11
（

」。
社
会
的
意
味
を
政
府
が
望
む
方
向
へ
と
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
行
為
が
好
ま
し
い
も
の
な
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
を
政

府
が
決
定
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
行
動
を
法
的
制
裁
な
し
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
一
種
の
思
想
上
の
正

統
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
レ
ッ
シ
グ
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
こ
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
政
府
に
よ
る
社
会
的
意
味
の
構
築
を
積
極
的
に

評
価
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
再
び
決
闘
の
例
を
思
い
出
せ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
社
会
的
意
味
の
構
築
は
効
果
的
な
統
治
技
法
と
し
て
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我
々
の
福
利
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
政
府
は
正
統
を
公
定
し
て
い
る
と
評
価
し
、
そ
れ
は
禁
ぜ
ら
れ
て

い
る
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
レ
ッ
シ
グ
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
政
府
が
社
会
的
意
味
に
働
き
か
け
る
こ
と
、
即
ち
正
統
を
公
定
す
る
こ

と
の
全
て
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
こ
の
原
理
［
正
統
公
定
禁
止
原
理
］
は
政
府
が
正
統
と
は
何
か
を
修
正
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
原
理
は
正
統
に
関
す
る
規
制
（regulation of the orthodox

（
が
適
切
で

あ
る
場
所
へ
と
導
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

」。
つ
ま
り
、
レ
ッ
シ
グ
に
と
っ
て
は
政
府
が
公
定
し
て
良
い
正
統
と
そ
う
で
は
な
い

正
統
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る（

11
（

。

3　

検
討

─
「
正
統
」
の
問
題
な
の
か
？

　

し
か
し
、
レ
ッ
シ
グ
の
こ
の
考
察
は
問
題
の
解
決
に
殆
ど
益
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
先
ず
、「
正
統
」
の
中
で
も
公
定
し
て
良
い
も
の

と
そ
う
で
は
な
い
も
の
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
少
な
く
と
も
バ
ー
ネ
ッ
ト
判
決
の
上
記
判
示
部
分
の
強
力
な
主
張
の
牙
を
抜
い

て
役
立
た
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
政
府
に
よ
る
社
会
的
意
味
の
構
築
を
全
て
禁
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
レ
ッ
シ
グ
の
認
識
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ら
ば
こ
の
判
示
を
わ
ざ
わ
ざ
援
用
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
レ

ッ
シ
グ
の
主
張
に
お
い
て
は
、
こ
の
原
理
の
射
程
が
曖
昧
な
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
。「
政
治
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
宗
教
、
そ
の
他
意
見

に
関
す
る
事
柄
」
の
公
定
禁
止
と
い
う
の
は
、
仮
に
こ
れ
に
何
ら
か
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
公
定
さ
れ
た
見
解
以
外
の
見
解

を
私
人
が
有
す
る
こ
と
す
ら
禁
止
す
る
と
い
う
強
力
な
規
制
に
対
し
て
の
み
効
果
を
発
揮
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
適
用
さ

れ
る
射
程
を
限
定
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
強
力
な
主
張
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
レ
ッ
シ
グ
が

政
府
の
社
会
的
意
味
の
構
築
の
問
題
と
こ
の
原
理
と
を
結
び
つ
け
た
こ
と
自
体
が
、
出
発
点
に
お
い
て
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
言
え
る
。

法
と
社
会
的
意
味
と
の
関
係
を
巡
る
問
題
は
、
こ
の
原
理
と
は
別
の
方
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
仮
に
こ
の
原
理
と
の
結
び
付
き
が
正
し
い
と
し
て
も
、
正
統
の
許
さ
れ
る
公
定
と
そ
う
で
は
な
い
公
定
と
を
区
別
す
る
基
準
が

設
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
レ
ッ
シ
グ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
答
え
て
い
な
い
。
も
し
憲
法
上
の
他
の
規
定
と
の
関
係
で
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許
さ
れ
な
い
社
会
規
範
の
構
築
だ
と
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

─
憲
法
理
論
と
し
て
筋
が
通
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く

─
端
的
に
当
該

規
定
と
の
関
係
で
違
憲
を
宣
言
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
正
統
公
定
禁
止
原
理
を
持
ち
出
し
て
く
る
必
要
は
な
い
。
他
方
で
、
正
統
公

定
禁
止
原
理
か
ら
実
体
的
統
制
に
役
立
つ
更
な
る
下
位
原
理
が
導
出
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
主
張
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
い
ず
れ
の
可
能
性
に
も
レ
ッ
シ
グ
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
結
局
こ
の
こ
と
は
正
統
公
定
禁
止
原
理
か
ら
始
め
た
彼
の
統
制
論
が
初
動

に
お
い
て
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
更
に
裏
付
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
後
レ
ッ
シ
グ
は
こ
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
サ
イ
バ
ー
法

の
研
究
者
と
し
て
名
声
を
獲
得
し
て
い
く（

11
（

。
彼
の
関
心
は
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
る
規
制
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

社
会
的
意
味
論
を
扱
っ
た
論
攷
は
少
な
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
彼
の
統
制
論
は
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。

b　

サ
ン
ス
テ
ィ
ン

1　

実
体
的
統
制
原
理
？

　

サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
統
制
論
に
は
あ
ま
り
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
言
っ
て
良
い
。
彼
の
そ
う
し
た
態
度
は
、
社
会
規
範
論
を
新
し
い
統

治
技
法
と
し
て
使
う
た
め
に
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
役
立
つ
も
の
か
を
主
張
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
て
い
た
が
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
け

れ
ど
も
そ
の
結
果
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
理
論
枠
組
み
で
は
国
家
に
新
し
い
規
制
を
用
い
た
権
力
の
放
縦
を
許
す
余
地
を
与
え
て
し
ま
っ
て

い
る
。

　

彼
は
国
家
に
よ
る
社
会
規
範
の
構
築
の
限
界
と
し
て
、
二
つ
の
原
理
を
明
示
し
、
一
つ
の
原
理
を
暗
示
す
る
。
こ
れ
ら
を
紹
介
し
た
後
、

批
判
的
検
討
に
移
ろ
う
。

　

明
示
原
理
の
第
一
は
、
国
家
は
無
駄
で
非
効
率
的
な
社
会
規
範
の
構
築
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る（

11
（

。
例
え
ば
、
未
成
年

者
の
喫
煙
に
ス
テ
ィ
グ
マ
を
与
え
る
よ
う
社
会
規
範
を
変
え
た
と
し
て
も
、
逆
に
喫
煙
行
為
が
大
胆
で
魅
力
的
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
い
、
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当
初
の
目
的
に
反
し
て
未
成
年
者
喫
煙
を
助
長
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
政
府
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
社
会

規
範
の
構
築
は
、
目
的
に
適
う
効
果
が
本
当
に
得
ら
れ
る
か
を
吟
味
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

明
示
原
理
の
第
二
は
、
社
会
規
範
の
構
築
の
際
に
個
人
の
権
利
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る（

11
（

。
例
え
ば
、
人
種
的
少

数
者
を
二
級
市
民
（second-class citizenship

（
に
格
下
げ
す
る
よ
う
な
社
会
規
範
を
作
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
市
民
間
の
平
等
を
侵

害
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
家
が
行
な
っ
て
良
い
の
は
、
よ
り
良
い
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
規
範
の
管
理
（norm

 

m
anagem

ent

（
で
あ
っ
て
、
権
利
侵
害
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
二
つ
に
加
え
、
明
示
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
も
う
一
つ
の
統
制
原
理
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
個
人
の
自
律
や
福

利
（w

ell-being

（
を
侵
害
す
る
よ
う
な
社
会
規
範
の
構
築
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
個
人
の
自
律
や

幸
福
を
促
進
す
る
こ
と
が
政
府
の
役
割
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
有
効
な
手
段
と
し
て
社
会
規
範
を
使
っ
た
統
治
を
掲
げ
て
い
た（

11
（

。

逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
個
人
の
自
律
や
福
利
を
抑
圧
し
こ
そ
す
れ
促
進
し
な
い
社
会
規
範
を
構
築
す
る
こ
と
は
政
府
の
目
的
に
反
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
論
を
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
明
示
的
に
展
開
し
な
い
け
れ
ど
も
、
社
会
規
範
構
築
の
趣
旨
に
照
ら
す
と
、
暗
黙
の
原
理
と
し

て
個
人
の
自
律
・
福
利
を
侵
害
す
る
形
の
構
築
も
ま
た
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

2　

検
討

─
法
的
統
制
の
原
理
と
し
て
具
体
的
か
？

　

サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
議
論
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
政
府
の
社
会
規
範
構
築
の
限
界
を
定
め
て
い
る
こ
れ
ら
の
原
理
が
、
政
策
上
の

当
／
不
当
の
問
題
な
の
か
、
合
法
／
違
法
の
問
題
な
の
か
を
は
っ
き
り
分
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

明
示
原
理
の
第
一
は
当
／
不
当
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
目
的
に
適
っ
た
手
段
を
採
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
政

策
形
成
の
場
面
で
も
、
憲
法
上
の
権
利
の
制
約
を
判
断
す
る
場
面
で
も
、
重
要
な
指
針
と
し
て
機
能
す
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
る

の
は
構
築
対
象
と
な
る
社
会
規
範
が
問
題
を
解
決
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
悪
化
し
て
し
ま
わ
な
い
か
を
吟
味
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
非
生
産
的
な
あ
る
い
は
無
意
味
な
社
会
規
範
の
構
築
は
政
府
資
源
を
無
駄
に
使
う
こ
と
に
な
り
望
ま
し
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、
無
駄
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な
ま
た
は
非
生
産
的
な
法
政
策
が
直
ち
に
違
法
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、
そ
の
よ
う
な
社
会
規
範
の
構
築
が
直
ち
に
違
法
だ
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。

　

明
示
原
理
の
第
二
に
つ
い
て
は
、
合
法
／
違
法
（
合
憲
／
違
憲
（
の
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
権
利
を
制
約
す
る
よ
う
な
社
会
規
範
を

作
り
出
す
こ
と
は
、
実
質
的
に
政
府
が
法
以
外
の
手
段
を
用
い
て
我
々
に
法
的
に
保
障
さ
れ
た
自
由
を
奪
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
第
二
原
理
は
二
つ
の
捉
え
方
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
一
つ
は
、
社
会
規
範
構
築
の
手
段
と
し
て
用
い
た
法
規
制
が
権
利
を
侵

害
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
社
会
規
範
論
独
自
の
統
制
論
を
作
り
上
げ
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
の
法
規
制
が
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
の
な
ら
、
当
該
法
規
制
を
端
的
に
違
法
・
違
憲
と
処
理
す
れ

ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
規
範
論
が
独
自
の
見
解
を
出
せ
る
の
は
、
法
に
よ
る
何
ら
か
の
影
響
力
行
使
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
違
法

だ
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
法
規
制
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
新
し
い
社
会
規
範
が
権
利
を
侵
害

す
る
よ
う
な
形
で
機
能
し
て
い
る
と
い
う
場
合
だ
ろ
う
。
第
二
明
示
原
理
も
こ
れ
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
原
理
は
問
題
の
所
在
を
確
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
社
会
規
範
が
我
々
の
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
し
て
も
、
そ
の
社
会
規
範
を
作
り
上
げ
た
法
に
ま
で
権
利
侵
害
の
咎
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
こ
の
法
へ
の
帰
責
を
い
か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
行
な
う
か
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
彼
が
こ
こ
で
提
示
し
た

原
理
は
統
制
の
問
題
を
解
決
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
問
題
を
考
察
す
る
出
発
点
を
設
定
し
た
に
留
ま
る
。

　

暗
示
原
理
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
に
も
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
個
人
の
自
律
や
福
利
は
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
権
利
な
い
し
利
益

で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
社
会
規
範
を
構
築
す
る
こ
と
は
違
憲
と
な
る
と
す
る
道
筋
が
あ
り
う
る
。
ま
た
、
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ま

ず
に
、
社
会
規
範
を
構
築
す
る
と
き
に
は
自
律
や
福
利
に
資
す
る
よ
う
な
も
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
指
針
を
与
え
て
い
る
だ
け
か
も
知
れ

な
い
。
仮
に
前
者
の
よ
う
な
合
法
／
違
法
の
問
題
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
だ
が
、
こ
れ
は
実
体
的
統
制
論
と
し
て
曖
昧
に
過
ぎ

る
。
個
人
の
自
律
や
福
利
に
反
す
る
社
会
規
範
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
自
律
や
福
利
の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
ど
の
程
度
侵
害
し
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て
い
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
律
や
福
利
を
具
体
化
す
る
下
位
の
原
理
が
措
定
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
が
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
そ
れ
を
し
て
い
な
い
。
彼
に
は
抽
象
的
な
自
律
や
福
利
と
い
う
概
念
か
ら
そ
れ
に
適
う
社
会
規
範
構
築
の
方
法

が
導
か
れ
る
と
楽
観
視
す
る
嫌
い
が
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
抽
象
的
概
念
か
ら
違
憲
的
な
社
会
規
範
が
発
見
可
能
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
う
し
た
社
会
規
範
を
構
築
し
た
法
に
違
憲
性
を
帰
責
す
る
方
途
は
依
然
明
ら
か
で
な
い
。
結
局
、
問
題
は
明
示
の
第
二
原
理
で

取
り
上
げ
た
、
法
と
社
会
規
範
と
を
繋
ぐ
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

3　

リ
バ
タ
リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
で
の
継
続
と
躊
躇

　

社
会
規
範
論
を
展
開
し
た
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
で
あ
っ
た
が
、
間
接
規
制
の
多
様
化
と
い
う
文
脈
で
は
そ
の
後
、
序
章
で
紹
介
し
た
リ
バ
タ

リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
に
進
ん
だ（

1（
（

。
そ
の
た
め
、
社
会
規
範
に
関
す
る
言
及
は
後
景
に
退
い
て
い
る
。
だ
が
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン

の
統
制
論
に
対
す
る
不
十
分
か
つ
曖
昧
な
態
度
は
そ
の
後
も
継
続
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
合
理
的
選
択
理
論
に
立
脚
す
る
従
来
の
社

会
規
範
論
と
、
行
動
経
済
学
に
立
脚
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
で
は
、
前
提
と
す
る
個
人
の
合
理
性
の
理
解
に
違
い
が
あ

り
、
安
易
な
比
較
を
許
さ
な
い
。
し
か
し
、
次
の
点
で
両
者
に
は
、
従
っ
て
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
議
論
に
は
連
続
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
前
者
は
社
会
規
範
を
、
後
者
は
選
択
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
そ
れ
ぞ
れ
利
用
し
て
、
私
人
の
行
動
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
企
図
し
て
い

る
と
い
う
点
で
、
両
者
と
も
法
以
外
の
規
制
装
置
を
用
い
た
間
接
規
制
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
把
握
の
仕
方
は
両
者
が
依
っ
て
立
つ

経
済
理
論
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
影
響
を
受
け
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
国

家
に
よ
る
選
択
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
規
制
を
ど
の
よ
う
に
統
制
し
て
い
く
か
が
重
要
な
論
点
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
態
度
は
社
会
規
範
論
に
お
け
る
そ
れ
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ

リ
ズ
ム
に
対
し
て
は
、
不
当
な
介
入
が
行
わ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
、
個
人
の
「
間
違
う
権
利
」
を
侵
害
し
て
い
る
、
事
実
上
個
人
か
ら
決

定
権
を
奪
う
も
の
で
あ
り
自
律
の
侵
害
で
あ
る
等
、
い
く
つ
か
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
ら
に
対
す
る
応
答
は
、
介
入
の
公
知

性
を
確
保
す
る
と
い
っ
た
介
入
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
や
監
視
を
確
保
す
る
と
い
う
手
続
面
に
着
目
し
た
も
の
が
多
い
。
実
体
的
な
統
制
原
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理
と
し
て
は
、
介
入
は
個
人
の
自
律
を
真
に
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
真
の
自
律
を
侵
害
す
る
形
で
は
介
入
で
き

な
い
と
言
う
く
ら
い
で
あ
る（

11
（

。
介
入
の
正
当
性
を
判
断
す
る
た
め
の
実
質
的
根
拠
が
殆
ど
示
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
良
く
、
何
が
不
当

な
介
入
な
の
か
さ
え
不
分
明
で
あ
る
。
況
し
て
や
、
そ
の
介
入
が
違
法
・
違
憲
と
評
価
さ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
は
想
定
し
て
さ
え
い
な
い

の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
、
自
身
の
社
会
規
範
論
を
著
し
て
か
ら
約
二
〇
年
経
過
し
た
現
在
に
お
い
て
も
、
統
制
論
に
つ
い
て

多
く
を
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
が
統
制
の
問
題
を
全
く
無
視
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
の
次
の
よ
う
な
記
述
は
、
自
ら
の
論
を
そ
の
ま
ま
推
し
進
め
て
よ
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
彼
の
躊
躇
い

を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。「
脱
退
す
る
こ
と
が
簡
単
な
と
き
で
さ
え
多
く
の
人
々
は
そ
う
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
事
実
か
ら
判
断

す
れ
ば
、
利
己
的
で
悪
意
あ
る
政
府
は
初
期
設
定
（default

（
の
ル
ー
ル
を
用
い
て
簡
単
に
人
を
自
ら
が
好
む
方
向
へ
と
動
か
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う（

11
（

」。
ま
た
、
別
の
箇
所
で
の
記
述
は
自
ら
の
主
張
が
抱
え
る
問
題
性
に
迫
っ
て
い
る
。「
本
当
の
問
題
は
、
…
…
人
々
が
実

際
に
望
む
、
あ
る
い
は
望
む
で
あ
ろ
う
こ
と
を
識
別
し
、
い
か
な
る
選
択
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
が
信
頼
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
こ
と
で

あ
る（

11
（

」。
だ
が
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
か
ら
先
に
進
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

五　

社
会
規
範
の
遵
守
と
社
会
規
範
論

　

こ
こ
ま
で
で
、
社
会
規
範
を
通
じ
た
規
制
が
理
論
化
さ
れ
現
に
実
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
に
も
拘
ら
ず
こ
う
し
た
規
制
を
統
制
す
る

理
論
構
築
が
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
本
編
の
最
後
で
は
、
や
や
趣
を
変
え
て
、
な
ぜ
人
は
社
会
規
範
に
従
う
の
か
、

と
い
う
問
い
を
考
え
た
い
。
前
章
ま
で
、
多
く
の
人
が
社
会
規
範
を
遵
守
す
る
傾
向
を
見
せ
る
こ
と
は
所
与
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
だ

が
、
そ
れ
が
真
で
な
い
と
す
る
と
、「
統
治
技
法
と
し
て
の
社
会
規
範
」
と
い
う
主
題
は
非
問
題
と
な
り
、
統
制
論
を
彫
琢
す
べ
き
と
考
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え
る
本
稿
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
詳
細
な
議
論
は
諦
め
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
、
一
つ
の

経
済
学
的
モ
デ
ル
を
用
い
て
そ
う
し
た
傾
向
性
が
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
社
会
規
範
論
に
接
続

可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

a　

社
会
規
範
の
遵
守
モ
デ
ル

1　

社
会
規
範
の
意
義

　

人
が
な
ぜ
社
会
規
範
に
従
う
の
か
の
説
明
を
始
め
る
前
に
、「
社
会
規
範
」
の
一
般
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
と
は
言
え
、

こ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
社
会
規
範
の
語
に
込
め
る
意
味
は
論
者
に
よ
っ
て
様
々
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
に
見
た
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の

定
義
以
外
に
も
、
類
似
し
つ
つ
も
微
妙
に
異
な
る
い
く
つ
か
の
定
義
が
存
在
し
て
い
る（

11
（

。
し
か
し
、
エ
リ
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
「
個
人
の
行

動
を
統
制
し
、
社
会
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
国
家
機
関
以
外
の
第
三
者
に
よ
り
分
散
的
に
強
制
さ
れ
る
ル
ー
ル（

11
（

」
と
い
う
点
で
大
体

一
致
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
共
通
性
の
括
り
出
し
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
要
素
、
即
ち
、
①
人
々
の
行
動
を
統
制
（
規
制
（
し
て
い
る
こ

と
、
②
社
会
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
、
③
そ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
国
家
機
関
以
外
の
主
体
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
が
法
と
は
異
な
る
規
制
装
置
と
し
て
の
社
会
規
範
の
特
質
を
上
手
く
捉
え
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
共
通
要
素
を
括
り
出
し
た
エ
リ
ク

ソ
ン
の
定
義
で
満
足
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
法
と
社
会
規
範
と
の
関
係
を
巡
る
問
題
を
扱
う
た
め
に
は
、
上
の
三
要
素
が
満
た
さ
れ
て
い

る
社
会
的
な
ル
ー
ル
を
措
定
す
る
だ
け
で
十
分
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
付
言
す
る
と
、
こ
の
共
通
要
素
に
よ
る
定
義
は
一
般
的
に
合
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
共
通
性
に
含
ま
れ
な
い
社
会

規
範
の
定
義
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
に
は
社
会
学
や
心
理
学
等
、
他
の
領
域
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
も
の
が
多
い
。「
社
会

規
範
」
の
語
は
何
ら
か
の
核
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
取
り
扱
う
問
題
に
応
じ
て
そ
の
定
義
を
柔
軟
に
変
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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2　

社
会
規
範
に
従
う
理
由

　

社
会
規
範
の
定
義
が
定
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
で
は
な
ぜ
人
は
そ
の
社
会
規
範
に
従
う
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
て
い
き
た
い
が
、
こ
れ

も
簡
単
で
は
な
い
。
多
く
の
人
々
が
社
会
規
範
に
従
っ
て
い
る
事
実
は
観
察
で
き
て
も
、
そ
の
理
由
を
考
え
る
の
は
存
外
難
し
い
。
こ
こ

で
も
、
社
会
学
、
心
理
学
、
経
済
学
等
、
学
問
領
域
ご
と
に
異
な
る
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
全
て
を
概
観
す
る
の

は
土
台
無
理
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
中
で
も
有
力
な
説
明
の
一
つ
で
あ
る
、
エ
リ
ッ
ク
・
ポ
ズ
ナ
ー
が
提
唱
す
る
「
シ
グ
ナ
リ
ン
グ

モ
デ
ル
」
に
基
づ
い
て
、
人
々
の
社
会
規
範
の
遵
守
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
描
く（

11
（

。

⑴　

シ
グ
ナ
リ
ン
グ
と
は
何
か
？

　

シ
グ
ナ
リ
ン
グ
（signaling
（
と
は
、「
市
場
に
お
い
て
当
事
者
間
に
情
報
の
非
対
称
性
が
存
在
す
る
場
合
、
情
報
を
保
有
し
て
い
る
側

が
、
保
有
し
て
い
な
い
側
に
対
し
て
情
報
を
開
示
し
、
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て
取
引
が
行
［
な
わ
れ
る（

11
（

］」
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
定
義

中
の
「
市
場
」
を
「
社
会
」
に
置
き
換
え
れ
ば
良
い
。
社
会
と
の
関
係
で
述
べ
れ
ば
、
自
分
が
当
該
社
会
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
人
間
で

あ
る
の
か
を
示
す
合
図
（signal

（
を
、
他
の
構
成
員
に
対
し
て
様
々
な
行
動
を
通
し
て
送
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

人
間
は
二
つ
の
タ
イ
プ
の
い
ず
れ
か
に
属
し
て
い
る
と
仮
定
し
、
一
方
を
「
良
い
タ
イ
プ
」、
他
方
を
「
悪
い
タ
イ
プ
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。
前
者
は
割
引
率（

11
（

が
低
く
（
協
力
的
（、
後
者
は
そ
れ
が
高
い
（
機
会
主
義
的
（
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
る（

1（
（

。
人
は
自
分
が
ど
の
タ
イ
プ

の
人
間
で
あ
る
か
知
っ
て
い
る
が
、
他
者
が
ど
う
か
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
。
人
は
普
通
単
独
で
は
生
き
て
い
け
ず
、
他
者
と
の
交
流
の

中
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
、
相
手
が
ど
の
タ
イ
プ
に
属
し
て
い
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
自
分
が
良
い
タ
イ
プ
で

あ
る
と
す
る
と
、
将
来
の
利
得
を
現
時
点
で
も
高
く
評
価
す
る
か
ら
、
私
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
性
を
持
つ
同
じ
良
い
タ
イ
プ
と
協
力
関
係

を
築
き
た
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
自
分
が
悪
い
タ
イ
プ
だ
と
す
る
と
、
将
来
の
利
得
よ
り
も
現
在
の
利
得
を
優
先
す
る
か
ら
、
私

は
長
期
的
な
協
力
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
良
い
タ
イ
プ
と
付
き
合
っ
て
、
現
時
点
で
の
利
益
が
一
定
程
度
確
保
で
き
た
ら
そ
う
し
た
関
係

を
破
棄
す
る
と
い
う
行
動
を
と
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
良
い
タ
イ
プ
の
人
間
も
悪
い
タ
イ
プ
の
人
間
も
、
良
い
タ
イ
プ
と
関
係
を
結
ぼ
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う
と
す
る
。
悪
い
タ
イ
プ
同
士
で
は
関
係
を
結
ぼ
う
と
は
し
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
は
、
目
の
前
で
関
係
を
取
り
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
人
間
が
ど
ち
ら
の
タ
イ
プ
に
属
し
て
い
る
か
を
判
断
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
も
し
相
手
が
悪
い
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
自
分
が
ど
の
タ
イ
プ
で
あ
れ
関
係
を
取
り
結
ぼ
う
と
は
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
自
分
が
あ
る
他
人
と
関
係
を
取
り
結
び
た
い
と
考
え
て
い
る
と
き
、
相
手
に
そ
う
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、

自
分
が
良
い
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
人
は
自
分
が
良
い
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
合
図
（signal

（

を
出
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

そ
う
し
た
合
図
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
。「
私
は
良
い
タ
イ
プ
で
す
」
と
発
言
し
て
も
あ
ま
り
効
果
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
口
だ

け
の
人
間
は
信
じ
て
も
ら
え
な
い
。
合
図
を
発
す
る
と
は
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
た
、
外
部
的
に
観
察
可
能
で
、
か
つ
あ
る
程
度
の
コ

ス
ト
を
負
担
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
モ
ノ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
贈
る
行
為
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
人
は
な
ぜ
モ
ノ

を
贈
る
の
だ
ろ
う
か
。
相
手
の
利
益
を
考
え
て
、
つ
ま
り
利
他
的
な
動
機
か
ら
の
み
そ
う
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
実
は
相
手
の
得
る
利
得

の
最
大
化
と
い
う
観
点
か
ら
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
相
手
が
得
ら
れ
る
利
益
を
最
大
化
す
る
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
何
よ
り
も
現
金
で
あ
る
は
ず

だ
か
ら
で
あ
る
。
モ
ノ
を
贈
る
と
な
る
と
、
そ
れ
が
相
手
の
好
み
に
沿
わ
な
い
モ
ノ
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
を
抱
え
込
む
こ
と
に

な
る
。
相
手
の
利
益
に
と
っ
て
一
番
な
の
は
、
現
金
を
渡
さ
れ
、
相
手
が
自
分
の
好
き
な
モ
ノ
を
購
入
し
た
り
、
何
も
購
入
せ
ず
貯
蓄
し

た
り
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
通
そ
う
は
考
え
な
い
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
は
贈
る
側
の
“
気
持
ち
”
が
込
め
ら
れ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
は
こ
の
気
持
ち
を
経
済
学
的
に
説
明
し
て
く
れ
る
。
即
ち
、
モ
ノ
を
贈
る
と
い
う
行
為
は
、
自
分
は
あ

な
た
と
の
関
係
を
取
り
結
び
、
維
持
し
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
相
手
に
対
し
て
合
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
が
相
手

と
の
関
係
で
は
良
い
タ
イ
プ
で
あ
る
と
合
図
し
て
い
る
こ
と
と
同
視
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
外
部
的
に
観
察
可
能
で
あ
る
こ
と
は

勿
論
、
自
発
的
に
な
さ
れ
た
一
定
の
コ
ス
ト
を
負
担
し
た
行
為
だ
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
道
端
に
落
ち
て
い
る
石
こ
ろ
で
は

─

相
手
が
無
類
の
石
好
き
で
も
な
い
限
り

─
駄
目
で
あ
る
。
相
手
が
今
欲
し
て
い
る
モ
ノ
を
調
査
し
、
そ
の
モ
ノ
を
入
手
す
べ
く
店
を
探
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し
、
訪
れ
、
金
銭
を
支
払
っ
て
入
手
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
市
場
で
調
達
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
手
作
り
す
る

か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
コ
ス
ト
負
担
に
裏
付
け
ら
れ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
か
ら
こ
そ
、
気
持
ち
が
込
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
強
力
な

合
図
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
行
為
を
通
じ
て
、
人
は
他
者
と
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
に
際
し

て
自
分
が
良
い
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
合
図
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
の
考
え
方
で
あ
る
。

⑵　

シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル

　

シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
は
社
会
規
範
の
遵
守
も
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
同
様
の
機
能
を
果
た
す
と
主
張
す
る
。
社
会
規
範
に
従
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
当
該
社
会
に
対
す
る
構
成
員
へ
の
協
力
の
意
思
、
即
ち
自
分
は
良
い
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
合
図
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
（
11
（

。
社
会
規
範
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
外
部
か
ら
観
察
可
能
で
あ
る
し
、
自
分
の
意
思
に
基
づ
い
て
そ
う
し
た
と
推
定
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
社
会
規
範
に
従
う
こ
と
は
一
定
の
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
老
人
や
妊
婦
に
は
電
車
の
座
席
を
譲
る
べ
し
と
い

う
社
会
規
範
が
存
在
す
る
と
仮
定
し
よ
う
。
座
っ
て
い
る
方
が
立
っ
て
い
る
よ
り
楽
で
あ
れ
ば
、
一
度
確
保
し
た
席
を
手
放
す
と
そ
の
分

身
体
的
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
自
ら
の
意
思
で
、
あ
る
い
は
他
者
に
説
得
さ
れ
て
、
席
を
譲
る
と
い
う
こ
と
は
、
当

該
社
会
規
範
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
こ
の
社
会
の
構
成
員
と
協
力
関
係
を
築
き
、
維
持
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
周
囲
の
人
々
に
合
図
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
人
は
社
会
的
関
係
な
く
し
て
日
々
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
普
通
だ
と
す

れ
ば
、
目
の
前
の
利
益
に
反
し
て
で
も
社
会
規
範
に
従
う
こ
と
に
は
、
当
人
に
と
っ
て
実
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人

が
社
会
生
活
を
送
る
上
で
不
可
欠
な
他
者
と
の
関
係
と
い
う
面
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
は
人
が
社
会
規
範

に
従
う
一
般
的
な
理
由
を
説
明
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
は
社
会
規
範
に
従
わ
な
い
理
由
も
同
時
に
説
明
し
て
く
れ
る
。
ポ
ズ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
四
つ
に
分

け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
そ
の
人
が
悪
い
タ
イ
プ
の
場
合
で
あ
る
。
悪
い
タ
イ
プ
、
即
ち
割
引
率
が
高
い
人
間
は
、
将
来
の
利
益
よ
り
も
目

先
の
利
益
に
応
じ
て
行
動
す
る
傾
向
性
を
有
し
て
い
る
。
社
会
規
範
を
守
る
理
由
が
社
会
に
お
け
る
長
期
的
な
協
力
関
係
に
よ
っ
て
齎
さ
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れ
る
利
益
だ
と
す
れ
ば
、
悪
い
タ
イ
プ
の
人
間
に
と
っ
て
そ
れ
を
遵
守
す
る
理
由
は
な
い
。
老
人
や
妊
婦
に
席
を
譲
る
よ
り
も
、
今
自
分

が
楽
に
電
車
を
使
っ
た
移
動
を
す
る
こ
と
の
方
が
そ
の
人
に
と
っ
て
は
高
い
利
益
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
人
が
優
越
的

地
位
に
あ
る
（high-status

（
た
め
に
、
た
と
え
社
会
規
範
を
破
っ
た
と
し
て
も
協
力
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
場
合
で

あ
る
。
良
い
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
合
図
を
発
し
な
く
て
も
他
者
と
の
協
力
関
係
を
維
持
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
は
自
分
の
短

期
的
な
利
益
を
捨
て
る
必
要
が
な
い
。
事
実
上
の
地
域
独
占
ガ
ス
会
社
の
態
度
が
い
か
に
横
柄
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
々
が
そ
れ
と
の

関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
三
に
、
社
会
規
範
が
あ
る
人
の
共
同
体
と
は
異
な
る
そ
れ
に
属
し
て
い
る
、
あ
る

い
は
社
会
規
範
が
急
激
に
変
化
し
た
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
言
葉
遣
い
のpolitical correctness

の
よ
う
に
、
当
初
は
何
の
問
題
も
な
か

っ
た
言
葉
の
使
用
法
が
数
年
の
間
で
急
激
に
不
適
切
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
未
だ
そ
の
変
化
に
つ
い
て
い
け
な
い
と
い
う
場

合
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
あ
る
地
域
で
は
特
段
問
題
の
な
い
言
葉
遣
い
が
、
別
の
地
域
に
移
っ
た
途
端
不
適
切
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
場
合

も
こ
れ
に
当
た
る（

11
（

。

　

以
上
の
三
つ
の
理
由
は
、
合
図
を
発
す
る
必
要
が
な
い
（
第
一
、
第
二
（
か
、
そ
も
そ
も
で
き
な
い
場
合
（
第
三
（
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ

も
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
の
枠
内
で
説
明
が
つ
く
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
ポ
ズ
ナ
ー
は
第
四
の
理
由
を
別
の
モ
デ
ル
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

⑶　

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
モ
デ
ル

　

社
会
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
第
四
の
理
由
は
逸
脱
者
が
主
流
派
の
社
会
規
範
に
対
し
て
嫌
悪
・
反
発
を
抱
い
て
お
り
、
敢
え
て
そ
れ
を
破

っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
々
は
当
該
社
会
規
範
を
こ
れ
見
よ
が
し
に
破
る
こ
と
で
、
別
の
集
団
の
間
で
の
紐
帯
を
逆

に
強
め
て
い
る
。
ポ
ズ
ナ
ー
は
ア
メ
リ
カ
の
若
者
に
つ
い
て
の
人
類
学
的
研
究
か
ら
こ
の
こ
と
を
導
く
。
薬
物
を
乱
用
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
社
会
規
範
が
存
在
す
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
に
社
会
規
範
を
破
る
理
由
と
し
て
、
そ
う
し
た
社
会
規
範
を
持
つ
社

会
に
対
し
て
反
発
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
薬
物
の
乱
用
に
よ
っ
て
そ
の
人
は
社
会
の
多
数
派
か
ら
の
協
力
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
薬
物
を
乱
用
す
る
人
々
の
間
で
は
強
い
協
力
関
係
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
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な
る
。
こ
の
と
き
、
そ
う
し
た
人
々
は
主
流
派
の
社
会
規
範
に
対
し
て
高
割
引
率
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
協
力
関
係
を
取
り
結
ば

な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
ほ
ど
優
越
的
地
位
に
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
反
主
流
派
の
社
会
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を

表
明
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
主
流
派
の
社
会
規
範
を
破
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
と
は
区
別

し
て
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ（

11
（

。

　

こ
れ
は
部
分
社
会
に
お
け
る
一
種
の
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
別
の
モ
デ
ル
と

し
て
捉
え
た
方
が
有
益
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
部
分
社
会
の
社
会
規
範
に
従
わ
な
い
、
つ
ま
り
自
分
が
良
い
タ
イ
プ
で

あ
る
こ
と
を
合
図
し
な
い
全
体
社
会
の
多
数
者
が
、
な
ぜ
そ
う
し
な
い
の
か
の
説
明
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
多
数
者
は
当
然
な
が
ら

部
分
社
会
の
社
会
規
範
に
高
割
引
率
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
良
い
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
な
く
て
も
部
分
社
会
の
人
々
が
自

分
た
ち
と
協
力
関
係
を
取
り
結
ん
で
く
れ
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
更
に
、
こ
の
部
分
社
会
が
多
数
者
の
社
会
と
最
早
異
な
る

社
会
と
な
っ
た
と
説
明
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
今
想
定
し
て
い
る
状
況
の
解
釈
と
し
て
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
で
社
会
規
範
が
違
う

よ
う
に
多
数
派
の
社
会
と
楽
物
乱
用
者
の
社
会
も
ま
た
違
う
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
一
つ
の
社
会
の
中
に
支
配
的
な
社
会

規
範
が
存
在
し
、
そ
れ
に
反
発
す
る
一
部
の
人
々
が
そ
の
社
会
に
含
ま
れ
る
下
位
集
団
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

b　

社
会
規
範
論
と
の
接
続

1　

社
会
規
範
と
社
会
的
意
味

　

こ
こ
で
、「
社
会
的
意
味
」
と
「
社
会
規
範
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
モ
デ
ル
を
用
い
な

が
ら
説
明
し
よ
う
。

　

レ
ッ
シ
グ
と
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
社
会
に
存
在
す
る
何
ら
か
の
ル
ー
ル
と
人
間
行
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
に
際
し
て
、
若
干
異
な

る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
た
。
レ
ッ
シ
グ
は
個
別
の
行
為
に
付
さ
れ
た
社
会
の
評
価
に
着
目
し
て
社
会
に
お
け
る
非
─

法
的
ル
ー
ル
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（
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
社
会
的
ル
ー
ル
」
と
言
う
（
を
考
察
す
る
姿
勢
を
と
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
個
別
行
為
と
そ
れ
に
付
さ
れ
る
社

会
的
評
価
の
積
み
重
ね
が
、
よ
り
一
般
的
・
抽
象
的
な
社
会
的
ル
ー
ル
を
作
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
理
解
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
社
会
的
ル
ー
ル
が
人
の
選
好
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
の
分
析
を
通
じ
て
、

そ
の
社
会
的
ル
ー
ル
の
構
築
・
変
容
を
考
察
す
る
態
度
を
と
る
。
彼
は
よ
り
一
般
的
な
モ
デ
ル
の
構
築
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

両
者
の
相
違
は
言
わ
ば
、
下
か
ら
の
構
築
か
、
上
か
ら
の
構
築
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

実
は
、
レ
ッ
シ
グ
は
社
会
規
範
の
み
に
着
目
す
る
議
論
を
批
判
し
て
い
る
。
規
範
は
社
会
に
存
在
す
る
抽
象
的
な
ル
ー
ル
で
あ
る
が
、

具
体
的
に
適
用
さ
れ
た
文
脈
を
見
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
適
切
に
評
価
で
き
な
い
と
彼
は
言
う（

11
（

。
先

に
紹
介
し
た
決
闘
を
禁
止
す
る
た
め
の
社
会
規
範
が
そ
の
例
で
あ
る
。
社
会
規
範
に
お
い
て
決
闘
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
て
も
、
エ
リ
ー
ト
層

と
い
う
「
文
脈
」
を
無
視
し
て
い
て
は
、
当
該
社
会
規
範
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
、
人
々
の
行
動
は
ど
の
方
向
に
向
か
っ
た
の
か

を
精
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る（

11
（

。

　

レ
ッ
シ
グ
の
社
会
的
意
味
に
重
き
を
置
く
考
え
方
は
、
ポ
ズ
ナ
ー
が
提
示
し
た
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
／
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
モ
デ
ル
の

区
別
に
適
合
的
で
あ
る
。
決
闘
の
例
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
エ
リ
ー
ト
層
が
決
闘
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
社
会
規
範
を
守
ら

な
か
っ
た
理
由
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
モ
デ
ル
に
当
て
嵌
ま
る
。
即
ち
、
多
数
派
の
間
で
は
確
立
し
た
社
会
規
範
た
る
決
闘
禁
止
に
反
発
し
、

エ
リ
ー
ト
層
と
い
う
当
該
社
会
の
下
位
集
団
（
部
分
社
会
（
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
合
図
す
る
も
の
と
し
て
決
闘
の
慣
行
が
存
続
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
文
脈
を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
集
団
が
社
会
規
範
に
従
わ
な
か
っ
た
理
由
を
別
に
求
め
て
い
た
可
能
性
が

あ
る

─
例
え
ば
、
第
二
の
理
由
、
即
ち
エ
リ
ー
ト
層
は
社
会
構
成
員
に
対
し
て
自
分
が
良
い
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
合
図
し
な
く
て
も
、

彼
ら
か
ら
の
協
力
を
十
分
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
と
い
う
よ
う
に

─
。
こ
の
文
脈
分
析
が
な
け
れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
層
の
決

闘
慣
行
を
廃
止
す
る
た
め
の
よ
り
良
い
解
決
策
（
公
務
就
任
禁
止
（
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

あ
る
事
案
を
社
会
規
範
遵
守
の
理
由
を
示
す
二
つ
の
モ
デ
ル
の
い
ず
れ
に
割
り
当
て
る
べ
き
か
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
レ
ッ
シ
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グ
の
言
う
よ
う
に
個
別
の
文
脈
に
応
じ
た
分
析
が
不
可
欠
に
な
る
。
更
に
、
法
に
よ
る
社
会
規
範
へ
の
影
響
力
行
使
の
場
面
で
も
、
ど
の

よ
う
な
方
策
が
最
も
効
果
的
か
を
考
え
る
上
で
こ
の
文
脈
分
析
が
極
め
て
有
効
な
道
具
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
、
社
会
的
意
味
に
ま
で
着

目
す
る
議
論
の
方
が
、
社
会
規
範
に
従
う
理
由
を
示
す
モ
デ
ル
に
適
合
的
で
、
効
果
的
な
社
会
規
範
の
変
容
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
言

え
、
統
治
技
法
と
し
て
の
社
会
規
範
論
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

但
し
、
こ
の
結
論
は
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
論
を
無
に
帰
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
的
・
抽
象
的
な
社
会
規
範
を
前
提
に
考
察
を
進
め
る

彼
の
議
論
の
長
所
は
、
法
と
社
会
規
範
と
の
関
係
の
一
般
的
な
説
明
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
く
れ
る
点
に
あ
る
。
政
府
に
よ
る
社
会
規
範
の

構
築
へ
の
統
制
論
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
、
法
と
社
会
規
範
と
の
一
般
的
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
規
範
の

構
築
に
際
し
て
の
法
の
主
導
的
な
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
彼
の
業
績
は
、
統
制
論
に
優
れ
た
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。

2　

法
の
影
響
力
行
使
に
対
す
る
ポ
ズ
ナ
ー
の
否
定
的
評
価
の
検
討

　

シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
を
提
唱
し
た
ポ
ズ
ナ
ー
は
レ
ッ
シ
グ
ら
と
同
様
に
新
シ
カ
ゴ
学
派
に
属
す
る
学
者
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
彼
は
三
つ
の
理
由
か
ら
国
家
・
法
に
よ
る
社
会
規
範
へ
の
影
響
力
行
使
に
否
定
的
で
あ
る
。
こ
の
否
定
論
は
レ
ッ
シ
グ
の
社
会
的

意
味
論
を
批
判
す
る
文
脈
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
批
判
は
社
会
規
範
論
一
般
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
だ

ろ
う
。

　

第
一
の
理
由
は
、
社
会
的
意
味
を
変
更
し
た
り
維
持
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
努
力
の
結
果
は
予
測
不
能
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る（

11
（

。

政
府
が
望
む
方
向
に
社
会
的
意
味
を
変
更
で
き
る
か
ど
う
か
は
多
分
に
偶
然
に
依
存
し
て
い
る
。
社
会
的
意
味
を
変
え
よ
う
と
試
み
た
法

が
当
該
意
味
を
よ
り
強
化
す
る
方
向
へ
と
働
く
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
の
逆
も
ま
た
然
り
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
元
米
大
統

領
に
よ
る
軍
隊
へ
の
同
性
愛
者
の
受
容
促
進
に
向
け
た
一
連
の
動
き
が
こ
れ
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
と
ポ
ズ
ナ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。

ク
リ
ン
ト
ン
の
試
み
は
軍
隊
に
お
け
る
同
性
愛
者
へ
の
寛
容
を
導
く
ど
こ
ろ
か
逆
に
保
守
派
の
強
烈
な
反
対
を
招
い
た
。
軍
隊
に
お
け
る
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同
性
愛
者
に
付
着
し
た
既
存
の
社
会
的
意
味
は
寧
ろ
強
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る（

1（
（

。

　

第
二
は
、
国
民
と
の
関
係
で
社
会
規
範
を
よ
り
良
い
方
向
へ
と
変
え
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
政
府
は
持
た
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る（

11
（

。

ポ
ズ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
な
仮
想
事
例
を
出
す
。
あ
る
国
家
で
は
悪
い
タ
イ
プ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
人
々
が
皆
自
己

検
閲
を
し
て
い
る
。
表
現
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
お
り
、
国
家
が
そ
れ
に
対
す
る
法
規
制
を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、

人
々
は
自
由
な
意
見
を
表
明
し
よ
う
と
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
政
府
は
表
現
を
活
発
に
行
な
う
よ
う
既
存
の
社
会
規
範
を
変
容
さ
せ
て
い

く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
政
府
に
は
自
己
を
批
判
す
る
言
論
を
増
大
化
さ
せ
る
よ
う
な
社
会
規
範
の

変
更
を
行
な
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な
い
。
更
に
は
、
表
現
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
た
め
の
政
府
の
諸
政
策
に
向
け
た
動
き
も
社
会
的
意

味
を
持
つ
。
当
該
社
会
で
は
そ
の
動
き
も
ま
た
悪
い
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
合
図
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
政
府
構
成
員
や
政
府
そ
れ
自

体
に
対
す
る
他
の
構
成
員
か
ら
の
協
力
が
失
わ
れ
る
と
言
う
。
強
力
な
社
会
規
範
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
政
府
に
よ
る
そ
の
変
更
が

期
待
で
き
な
い
。
結
局
政
府
と
雖
も
規
範
仕
掛
人
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

第
三
は
、
政
府
資
源
を
無
駄
な
競
争
に
晒
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る（

11
（

。
政
府
が
社
会
規
範
を
変
化
さ
せ
る
力
を
持
つ
と
す
る
と
、

人
々
が
自
ら
望
む
社
会
規
範
の
実
現
の
た
め
に
政
府
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
あ
る
宗
教
団
体
が
自
ら
を
指
し
示
す
シ
ン
ボ

ル
を
街
の
至
る
所
に
掲
示
す
る
よ
う
政
府
に
働
き
か
け
、
実
現
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
シ
ン
ボ
ル
が
街
中
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
は
当
該
宗

教
団
体
の
信
者
が
大
量
に
存
在
し
て
い
る
と
か
、
そ
の
政
治
力
が
強
大
で
あ
る
こ
と
を
人
々
に
思
い
込
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
多
く
の
人
は
そ
の
宗
教
団
体
を
協
力
の
相
手
方
と
見
る
よ
う
に
な
り
、
一
私
的
団
体
が
国
家
規
模
の
強
大
な
権
力
を
持
つ
よ
う
に

な
る
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
や
平
等
保
護
条
項
は
こ
う
し
た
事
態
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
と

彼
は
言
う
。

　

ポ
ズ
ナ
ー
の
以
上
の
議
論
は
こ
れ
だ
け
で
は
説
得
的
と
は
言
え
な
い
。
順
番
を
前
後
し
て
、
第
三
の
論
拠
か
ら
第
二
、
第
一
と
移
る
形

で
批
判
的
に
検
討
し
て
い
く
。
第
三
の
論
拠
は
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
と
、
彼
の
議
論
そ
の
も
の
を
掘
り
崩
す
。
本
稿
が
依
拠
し
た
彼
の
著
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作
は
、
ま
さ
に
法
や
政
府
行
為
が
い
か
に
社
会
規
範
に
影
響
を
与
え
る
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
彼
は
法
・
政
府
行
為
が

社
会
規
範
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
承
認
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
の
第
三
の
否
定
論
は
、
政
府
は
社
会
規
範
へ
の
積
極

的
な
影
響
力
行
使
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
と
し
て
受
け
取
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
次
に
、
そ
の
積
極
的
な

0

0

0

0

影
響
力
行

使
と
は
い
か
な
る
事
態
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
答
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
法
の
社
会
規
範

に
対
す
る
影
響
力
行
使
の
余
地
を
認
め
る
以
上
、
何
が
積
極
的
か
消
極
的
か
の
違
い
は
有
益
な
区
別
と
は
思
え
な
い
。
レ
ッ
シ
グ
や
サ
ン

ス
テ
ィ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
望
ま
し
い
結
果
を
導
く
た
め
に
社
会
規
範
を
通
じ
た
統
治
が
役
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
立
て
る
べ
き
問
い
は
何

が
許
さ
れ
る
影
響
力
行
使
な
の
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
か
ら
こ
そ
、
具
体
例
と
し
て
出
さ
れ
た
宗
教
団
体
の
影
響
力
行

使
が
憲
法
上
否
認
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
否
定
論
は
二
つ
の
解
釈
可
能
性
が
あ
る
。
一
つ
は
、
政
府
が
影
響
力
を
行
使
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な
い
と
い
う
も
の
だ
が
、

こ
れ
は
政
府
の
影
響
力
行
使
に
反
対
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
政
府
は
そ
う
い
う
行
動
を
と
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
見
立
て
は
、
影
響

力
行
使
に
賛
成
・
反
対
以
前
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
解
釈
は
、
社
会
規
範
に
よ
る
統
治
を
な
す
政
府
は
社
会
規
範
の
内
容

に
中
立
的
で
は
あ
り
え
ず
、
自
己
の
都
合
の
い
い
、
つ
ま
り
は
人
々
に
と
っ
て
不
利
益
に
な
り
う
る
よ
う
な
社
会
規
範
の
変
容
し
か
行
わ

な
い
か
ら
、
影
響
力
行
使
に
反
対
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
先
程
の
第
三
の
否
定
論
で
見
た
よ
う
に
、
私
人
の
側
か
ら
政

府
資
源
を
利
用
し
た
社
会
規
範
へ
の
影
響
力
行
使
が
行
な
え
る
可
能
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
否
定
論
は
採
れ
な
い
。
政
府
そ
れ

自
体
が
社
会
規
範
の
変
容
に
否
定
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
人
民
の
要
請
に
よ
っ
て
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
も

あ
り
う
る
だ
ろ
う（

11
（

。
ポ
ズ
ナ
ー
の
見
立
て
は
政
府
の
行
動
に
対
し
て
悲
観
的
に
過
ぎ
る
。

　

最
後
に
、
第
一
の
否
定
論
を
見
て
い
く
が
、
恐
ら
く
こ
れ
が
最
も
説
得
力
の
あ
る
批
判
で
あ
る
。
確
か
に
、
法
の
影
響
力
行
使
が
必
ず

社
会
規
範
の
変
容
に
繋
が
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
望
ま
し
く
な
い
方
向
へ
と
進
ん
で
し
ま
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
こ
の
想
定
は
法
が
社
会
規
範
に
影
響
を
与
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て
み
て
初
め
て
正
誤
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
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ど
う
い
っ
た
内
容
を
持
っ
た
法
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
ど
う
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
で
成
立
し
た
法
で
あ
れ
ば
、
よ
り
効
果
的
に
そ
し
て
高
い

確
度
で
社
会
規
範
に
影
響
を
与
え
う
る
の
か
。
こ
の
疑
問
に
回
答
す
る
た
め
に
は
、
社
会
規
範
論
者
た
ち
が
提
唱
す
る
法
と
社
会
規
範
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
更
に
立
ち
入
っ
た
検
討
を
な
す
必
要
が
あ
る
。

六　

結

　

本
稿
は
次
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
即
ち
、
①
間
接
規
制
の
一
種
と
し
て
社
会
規
範
を
用
い
た
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
②
そ
れ
を
効
果
的
な
統
治
に
利
用
す
べ
く
理
論
化
が
図
ら
れ
る
一
方
で
そ
の
統
制
論
は
手
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
③
社
会
規
範

の
遵
守
行
動
を
モ
デ
ル
化
し
て
説
明
し
社
会
規
範
論
を
よ
り
詳
細
に
描
こ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　

最
早
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
憲
法
学
が
社
会
規
範
に
よ
る
間
接
規
制
問
題
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
の
は
、
そ
れ
を
い
か
に

統
制
す
る
か
で
あ
る
。
そ
の
統
制
方
法
を
理
論
化
す
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
法
の
表
示
理
論 

expressive theories of law

」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
に
は
一
般
に
法
効
果
と
呼
ば
れ
る
側
面
の
他
に
、
私
人
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す

る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
理
論
で
あ
る
。
有
効
な
統
制
論
を
殆
ど
述
べ
て
い
な
い
と
本
稿
が
評
し
た
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
が
社
会
規
範

論
を
展
開
す
る
中
で
最
も
重
要
視
し
た
法
理
論
こ
そ
、
こ
の
法
の
表
示
理
論
（
機
能
（
で
あ
っ
た（

11
（

。
従
来
余
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

法
の
こ
う
し
た
側
面（

11
（

こ
そ
が
、
社
会
規
範
に
影
響
を
与
え
、
以
て
人
々
の
行
動
を
規
制
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ら
ば
、
こ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
効
果
的
な
統
治
理
論
と
そ
の
統
制
論
と
し
て
の
社
会
規
範
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
今
後
は
、
こ
の

理
論
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
社
会
規
範
論
の
、
延
い
て
は
間
接
規
制
問
題
の
、
更
な
る
憲
法
学
的
な
研
究
に
取
り
組
み
た
い
。



� 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集57号（平成29年度）

� 134

（
（
（ 

本
稿
は
筆
者
が
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
提
出
し
た
修
士
論
文
「
社
会
規
範
に
よ
る
統
治

─
法
と
の
関
係
を
巡
っ
て
」
の

一
部
を
再
構
成
し
た
上
で
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（
（ 

レ
ッ
シ
グ
は
多
く
の
場
合
、
単
に
「
規
範 norm

」
と
表
現
す
る
が
、
具
体
的
説
明
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
共
同
体
に
お
け
る
非
─

法
的
な

制
裁
（
社
会
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
に
裏
付
け
ら
れ
た
規
範
、
即
ち
社
会
規
範
を
主
要
な
要
素
と
し
て
含
む
こ
と
が
分
か
る
。
事
実
、
レ
ッ
シ

グ
は
「
規
範
」
と
「
社
会
規
範
」
の
両
語
を
何
の
断
り
も
な
く
互
換
的
に
使
用
し
て
い
る
。
宗
教
規
範
等
も
こ
こ
で
言
う
「
規
範
」
に
は
含

ま
れ
る
も
の
の
、
以
下
で
は
レ
ッ
シ
グ
に
倣
い
「
社
会
規
範
」
を
「
規
範
」
と
互
換
的
に
使
用
す
る
。
尚
、
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
こ

で
言
う
社
会
規
範
に
法
規
範
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
（
（ L

A
W

REN
CE  L

ESSIG , CO
D

E V
ERSIO

N  （.0, Ch. （  

（（00（

（. 

レ
ッ
シ
グ
は
こ
れ
ら
以
外
が
規
制
装
置
と
し
て
使
用
さ
れ
る
可
能
性
を
排

除
し
て
い
な
い
。

（
（
（ 

日
本
の
憲
法
学
に
は
「
間
接
的
制
約
」
と
い
う
語
が
存
在
す
る
が
、
当
然
な
が
ら
こ
こ
で
言
う
間
接
規
制
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
。
後

者
は
、
法
が
私
人
に
対
し
て
禁
止
や
義
務
付
け
の
よ
う
に
直
接
の
法
効
果
を
生
ず
る
規
制
と
は
異
な
る
規
制
を
行
な
っ
て
い
る
事
態
を
意
味

し
て
お
り
、
前
者
の
よ
う
に
行
動
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
弊
害
を
予
防
す
る
た
め
に
致
し
方
な
く
行
動
そ
の
も
の
が
規
制
さ
れ
て
し
ま
う

（
参
照
、
宍
戸
常
寿
『
憲
法 

解
釈
の
応
用
と
展
開
〔
第
二
版
〕』〔
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
〕
三
九
頁
（
こ
と
で
は
な
い
。
レ
ッ
シ
グ
の
用

法
に
当
て
嵌
め
れ
ば
、
間
接
的
制
約
は
直
接
規
制
の
一
種
で
あ
る
。

（
（
（ 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
イ
ラ
ー
＝
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
（
遠
藤
真
美
訳
（『
実
践 

行
動
経
済
学

─
健
康
、
富
、
幸
福
へ
の
聡
明
な
選

択
』（
日
経
B 

P
社
、
二
〇
〇
九
（
一
三
五
〜
一
四
一
頁
。

（
（
（ 

あ
る
人
が
保
険
に
加
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
を
考
え
て
み
よ
う
。
保
険
の
組
み
合
わ
せ
は
膨
大
に
存
在
す
る
。
そ
の
中
か
ら
自
分
に

あ
っ
た
プ
ラ
ン
を
選
択
す
る
作
業
は
困
難
を
極
め
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
保
険
会
社
や
代
理
店
は
、
専
門
的
ア
ド
バ
イ
ス
の
傍
ら
、
プ
ラ
ン
を

一
定
数
に
抑
え
て
提
示
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
お
す
す
め
プ
ラ
ン
と
い
う
形
で
重
要
項
目
だ
け
が
載
っ
た
幾
つ
か
の
選
択
肢
の
み

が
提
示
さ
れ
る
と
し
よ
う
。
勿
論
、
こ
れ
ら
以
外
の
プ
ラ
ン
も
存
在
す
る
し
、
特
約
オ
プ
シ
ョ
ン
も
多
数
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
お
す

す
め
プ
ラ
ン
以
外
の
情
報
は
保
険
を
選
ん
で
い
る
者
か
ら
尋
ね
な
い
限
り
提
示
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
者
は
確
か
に
ど

の
プ
ラ
ン
も
ど
の
オ
プ
シ
ョ
ン
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
自
由
を
有
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
多
く
の
人
は
目
の
前
に
提
示
さ
れ
た
お
す
す
め

プ
ラ
ン
の
内
の
ど
れ
か
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
（
（ Exec. O

rder N
o. （（,（0（, （0  Fed. Reg. （（（（（ 

（Sep. （（, （0（（

（. 

こ
の
大
統
領
令
に
書
か
れ
た
知
見
利
用
の
具
体
例
が
、
セ
イ
ラ
ー
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＝
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
・
前
掲
注
（
（
（
の
目
次
に
挙
げ
ら
れ
た
事
柄
と
多
く
の
点
で
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

（
（
（ 

大
屋
雄
裕
「
柔
ら
か
く
確
率
的
な
支
配
」
ビ
シ
ネ
ス
・
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
八
九
号
（
二
〇
一
五
（
一
三
頁
。
引
用
文
中
の
ス
ラ
ッ
シ
ュ

は
原
文
で
の
改
行
を
意
味
す
る
（
以
下
、
引
用
文
中
に
て
同
様
（。
大
屋
の
よ
り
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
同
『
自
由
か
、
さ
も
な
く
ば

幸
福
か
？

─
二
一
世
紀
の
〈
あ
り
得
べ
き
社
会
〉
を
問
う
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
（
を
見
よ
。

（
（
（ 
同
様
の
問
題
意
識
を
持
ち
つ
つ
、
表
現
の
自
由
領
域
に
お
け
る
間
接
的
な
規
制
の
展
開
と
そ
れ
に
対
す
る
憲
法
的
統
制
を
、
ア
メ
リ
カ
の

判
例
・
学
説
を
素
材
に
試
み
る
論
攷
と
し
て
、
横
大
道
聡
『
現
代
国
家
に
お
け
る
表
現
の
自
由

─
言
論
市
場
へ
の
国
家
の
積
極
的
関
与
と

そ
の
憲
法
的
統
制
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
（、
特
に
序
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（0
（ 

J
・
S
・
ミ
ル
（
塩
尻
公
明
＝
木
村
健
康
訳
（『
自
由
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
（
一
五
頁
。『
自
由
論
』
の
殆
ど
同
じ
件
り
を
引
用

し
、
そ
れ
に
続
け
て
、
国
家
に
よ
る
社
会
を
通
じ
た
自
由
へ
の
規
制
を
「
意
味
の
秩
序
論
」
を
用
い
て
考
察
す
る
論
攷
と
し
て
、
駒
村
圭
吾

「「
意
味
の
秩
序
」
と
自
由
」
曽
我
部
真
裕
＝
赤
坂
幸
一
編
『
憲
法
改
革
の
理
念
と
展
開
（
下
（

─
大
石
眞
先
生
還
暦
記
念
』（
信
山
社
、

二
〇
一
二
（
一
七
一
頁
以
下
。

（
（（
（ 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
（
松
本
礼
二
訳
（『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
第
一
巻
・
下
（』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
（
一
五
三
頁
。

（
（（
（ 

奥
平
康
弘
「《
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
》
法
規
制
は
で
き
る
だ
け
慎
重
に　

む
し
ろ
市
民
の
「
文
化
力
」
で
対
抗
す
べ
き
だ
ろ
う
」Journalism

 

二
〇
一
三
年
一
一
月
号
一
〇
二
頁
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
記
述
を
一
部
改
め
た
。

（
（（
（ 

尤
も
、
奥
平
は
続
く
発
言
で
、
こ
こ
に
言
う
文
化
力
に
は
「
権
力
に
か
か
わ
る
法
律
の
あ
り
よ
う
や
、
法
適
用
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の

も
当
然
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
」（
同
前
（
と
述
べ
て
お
り
、
純
粋
に
国
家
か
ら
独
立
し
た
文
化
力
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
尚
、

こ
の
発
言
を
導
い
た
質
問
は
「
あ
く
ま
で
文
化
力
、
つ
ま
り
は
言
論
で
対
抗
す
べ
き
だ
と
い
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
が
、「
文
化
力
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
言
論
」
と
い
う
言
葉
に
換
言
で
き
な
い
、
よ
り
多
様
な
意
味
が
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

（
（（
（ 

比
較
的
最
近
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
、
前
者
は
、
飯
田
高
『〈
法
と
経
済
学
〉
の
社
会
規
範
論
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
（、
後
者
は
、

鳥
澤
円
「
社
会
規
範
の
探
究

─
法
の
企
て
の
基
点
」
一
橋
大
学
博
士
論
文
（
未
公
刊
、
二
〇
〇
二
（。

（
（（
（ Law

rence Lessig, N
ew

�C
hicago�School, （（  J. L

EGA
L  S

T
U

D . （（（, （（（ （（（（（

（.

（
（（
（ 

本
稿
で
「
法
」
と
言
う
と
き
、
文
脈
上
明
ら
か
に
意
味
が
通
じ
な
い
場
合
を
除
い
て
は
、
単
な
る
法
文
や
規
範
の
他
に
、
政
府
行
為
も
含

ま
れ
る
。

（
（（
（ Lessig, supra note （（, at （（（ （n. （（ 

（.
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（
（（
（ 

と
は
言
え
、
何
か
ら
何
ま
で
「
規
制
」
と
し
て
し
ま
う
と
考
察
の
範
囲
は
限
り
な
く
広
が
っ
て
し
ま
う
。
実
際
の
研
究
に
お
い
て
は
、

種
々
の
規
制
を
「
規
制
装
置 regulator

」
と
し
て
一
定
の
類
型
に
整
理
し
た
上
で
、
個
々
の
類
型
ご
と
に
考
察
が
深
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
多
く
の
研
究
成
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
の
が
、
先
に
紹
介
し
た
レ
ッ
シ
グ
の
四
つ
の
規
制
装
置
で
あ
る
。

（
（（
（ Lessig, supra note （（, at （（（. 

旧
シ
カ
ゴ
学
派
の
代
表
的
研
究
と
し
て
、see R

O
BERT  C. E

LLICK
SO

N , O
RD

ER  W
IT

H
O

U
T  L

A
W

: 
H

O
W

 N
EIGH

BO
RS  S

ET
T

LE  D
ISPU

T
ES  （（（（（

（.

（
（0
（ Lessig, id. at （（（. 

こ
の
記
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
レ
ッ
シ
グ
の
主
張
は
法
以
外
の
規
制
装
置
が
完
全
に
法
の
従
属
物
で
あ
る
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
社
会
規
範
は
法
と
は
無
関
係
に
生
成
・
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
（（
（ 

井
上
達
夫
『
自
由
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
（
一
六
頁
、
四
五
〜
五
八
頁
。

（
（（
（ 

同
前
五
八
頁
。

（
（（
（ 

同
前
五
八
〜
五
九
頁
。

（
（（
（ 

同
前
六
三
頁
。
現
実
の
事
例
で
は
、
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
が
こ
れ
に
当
た
る
と
言
う
。

（
（（
（ 

我
々
の
行
動
を
制
約
す
る
も
の
を
全
て
規
制
と
し
て
把
握
す
る
新
シ
カ
ゴ
学
派
の
立
場
に
は
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
が

他
の
規
制
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
前
提
に
考
察
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
法
が
全
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
ま

で
「
規
制
」
に
含
め
る
実
益
は
な
い
。
こ
の
点
、
先
に
見
た
よ
う
な
、
重
力
を
一
種
の
規
制
と
見
る
レ
ッ
シ
グ
の
見
解
は
、
規
制
概
念
を
無

益
に
広
げ
過
ぎ
て
い
る
。
重
力
は
今
後
の
技
術
進
展
が
あ
れ
ば
兎
も
角
、
現
時
点
で
は
人
為
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

規
制
概
念
を
拡
張
す
る
に
し
て
も
、
法
が
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
に
留
め
れ
ば
良
い
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
松
尾
陽
「
規

制
形
態
論
へ
の
前
哨

─
規
制
の
分
散
化
と
規
制
作
用
の
静
態
的
分
析
」
近
畿
大
学
法
学
六
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
二
（
一
三
九
頁
。

（
（（
（ 

尤
も
、
こ
う
し
た
間
接
規
制
に
よ
る
統
治
の
構
想
が
登
場
し
た
の
は
決
し
て
最
近
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
功
利
主
義
の
祖
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・

ベ
ン
サ
ム
は
、〈
禁
止
・
義
務
付
け
→
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
〉
と
い
う
直
接
規
制
以
外
に
、
教
示
・
教
育
等
を
通
じ
て
間
接
的
に
人
々
の
行
動
を

指
導
す
る
立
法
構
想
（
間
接
立
法
（
を
示
し
て
い
た
と
い
う
。
参
照
、
安
藤
馨
「
功
利
主
義
者
の
立
法
理
論
」
井
上
達
夫
編
『
立
法
学
の
哲

学
的
再
編
』〈
立
法
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
㈠
〉（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
四
（
八
九
〜
九
七
頁
。

（
（（
（ 

当
然
な
が
ら
、
憲
法
の
役
割
が
こ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
定
の
制
度
設
営
を
要
求
す
る
規
定
も
憲
法
に
書
き

込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
（（
（ Lessig, supra note （（, at （（（. 

引
用
文
中
の
［　

］
は
筆
者
に
よ
る
補
足
、
以
下
同
じ
。
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（
（（
（ 

社
会
規
範
を
テ
ー
マ
と
し
て
二
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
こ
の
時
期
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。See Sym

posium
, Law

,�E
conom

ics,�and�

N
orm

s, （（（ U
. P

A  L. R
EV . （（（（ （（（（（

（; Sym
posium

, Social�N
orm

s,�Social�M
eaning�and�the�E

conom
ic�A

nalysis�of�Law, （（  J. 
L

EGA
L  S

T
U

D . （（（ 

（（（（（

（. 

法
と
経
済
学
と
、
社
会
規
範
論
と
の
関
係
を
巡
る
議
論
動
向
の
概
略
を
示
す
も
の
と
し
て
、
参
照
、
川
浜
昇

「
法
と
経
済
学
の
限
界
と
可
能
性

─
合
理
的
選
択
と
社
会
規
範
を
め
ぐ
っ
て
」
井
上
達
夫
＝
島
津
格
＝
松
浦
好
治
編
『
法
の
臨
界
［
Ⅱ
］

秩
序
像
の
転
換
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
（
二
〇
九
頁
以
下
。

（
（0
（ 

See Law
rence Lessig, T

he�R
egulation�of�Social�M

eaning, （（  U
. C

H
I . L. R

EV . （（（ （（（（（

（.

（
（（
（ 

Id. at （（（. 
当
初
の
定
義
は
こ
れ
と
は
異
な
り
、
言
語
、
身
振
り
、
法
概
念
、
制
度
等
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
人
工
物
（social artifacts

（

が
持
つ
、
一
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
下
で
の
意
味
と
さ
れ
る
。Law

rence Lessig, Plastics:�U
nger�and�A

ckerm
an�on�T

ransform
ation, 

（（  Y
A

LE  L. J. （（（（, （（（（

─（（  （n. （0 

（ （（（（（

（.

（
（（
（ 

日
本
で
は
、
一
定
の
場
合
、
順
番
抜
か
し
は
軽
犯
罪
法
一
条
一
三
号
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
こ
の
法
律
が
あ
る
か
ら
（
処
罰
さ
れ

る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
（
順
番
抜
か
し
を
し
な
い
と
考
え
て
い
る
者
は
皆
無
に
近
い
だ
ろ
う
。

（
（（
（ Lessig, supra note （0, at （（（
─（（.

（
（（
（ 

二
〇
〇
〇
年
頃
ま
で
の
レ
ッ
シ
グ
の
議
論
を
「
初
期
レ
ッ
シ
グ
」
と
時
期
区
分
し
た
上
で
、
そ
こ
に
「
文
脈
性
」（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
性
（

と
「
構
成
主
義 constructivism

」
の
影
響
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
攷
と
し
て
、
成
原
慧
『
表
現
の
自
由
と
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

─
情
報
社
会
に
お
け
る
自
由
と
規
制
の
再
構
成
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
（
二
六
〜
二
八
頁
が
あ
る
。
そ
う
し
た
総
論
的
理
解
を
元
に
、

レ
ッ
シ
グ
の
社
会
的
意
味
論
を
読
み
解
く
、
同
五
五
〜
六
一
頁
を
も
参
照
。

（
（（
（ 

ト
ー
ク
ン
と
は
、
意
味
の
象
徴
の
こ
と
で
あ
り
、
言
明
、
目
配
せ
、
制
度
、
実
践
、
行
為
等
が
あ
る
。Lessig, supra note （（, at （（（（ 

（n. （（ 

（. 「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
と
対
比
さ
せ
る
点
で
は
、
広
い
意
味
で
の
「
テ
ク
ス
ト
」
と
考
え
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
。

（
（（
（ 

本
稿
に
お
い
て
は
、「
政
府
」
と
い
う
語
を
「
国
家
」
と
同
義
に
扱
う
。
本
稿
の
問
題
意
識
に
従
え
ば
、「
国
家
」
の
方
が
精
確
な
表
現
だ

が
、「
政
府 governm

ent

」
を
原
則
と
し
て
使
用
す
る
論
者
も
多
い
。
こ
こ
で
「
政
府
」
を
使
っ
た
の
は
、
レ
ッ
シ
グ
がgovernm

ent

の

語
を
使
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
（（
（ Lessig, supra note （0, at （（（.

（
（（
（ 

Id. at （（（

─（（.

（
（（
（ 

Id. at Part II 

に
挙
げ
ら
れ
た
諸
事
例
を
参
照
。
レ
ッ
シ
グ
は
攻
撃
的
構
築
だ
け
政
治
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
が
、
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そ
の
意
図
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
（0
（ 

Id. at （00（

─（（.
（
（（
（ 

両
者
を
区
別
す
る
実
益
は
あ
ま
り
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
参
照
、
飯
田
高
「
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
法
㈠

─
法
の
表
出
機
能
の
分

析
に
向
け
て
」
成
蹊
法
学
六
三
巻
（
二
〇
〇
六
（
七
八
頁
（
注
三
六
（。

（
（（
（ 
尤
も
、
あ
る
行
為
の
強
制
が
こ
の
よ
う
な
社
会
的
意
味
の
強
化
を
生
ま
ず
、
寧
ろ
そ
の
逆
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
エ
リ
ッ
ク
・
ポ
ズ
ナ
ー
（
太
田
勝
造
監
訳
（『
法
と
社
会
規
範

─
制
度
と
文
化
の
経
済
分
析
』（
木
鐸
社
、
二
〇
〇
二
（

一
七
一
〜
一
七
二
頁
は
、
強
制
さ
れ
た
国
歌
斉
唱
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
定
着
す
る
こ
と
は
、
そ
の
行
為
の
象
徴
的
な
意
味
を
消
失
さ
せ
う
る

と
す
る
。

（
（（
（ Cass R. Sunstein, Social�N

orm
s�and�Social�R

oles, （（  C
O

LU
M

. L. R
EV . （0（, （（（ （（（（（

（.

（
（（
（ 

Id. at （（（

─（（. 
社
会
的
役
割
を
独
自
の
類
型
と
し
て
区
別
す
る
実
益
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
身
分
・
地
位
・
職
業
に
付
着
し
た
行

動
準
則
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
規
範
に
そ
れ
を
含
め
れ
ば
い
い
し
、
抽
象
的
な
行
動
準
則
を
定
め
た
社
会
規
範
が
身
分
等
に
付
着
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
具
体
化
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
的
意
味
の
問
題
と
し
て
処
理
す
れ
ば
良
い
。

（
（（
（ 

Id. at （（（. 

（
（（
（ 

両
者
の
主
張
の
詳
細
な
比
較
検
討
は
五
㈡
（
を
見
よ
。

（
（（
（ Sunstein, supra note （（, at （（（

─（（. 
経
済
学
で
「
顕
示
選
好
概
念
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
（（
（ 

Id. at （（（

─（（.

（
（（
（ 

Id. at （（（

─（（.

（
（0
（ 

選
好
概
念
が
こ
の
三
つ
に
再
編
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
以
外
に
も
分
析
概
念
は
存
在
し
う
る
が
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
主
要
な
も
の

と
し
て
こ
れ
ら
を
挙
げ
て
い
る
。

（
（（
（ Sunstein, supra note （（, at （（（.

（
（（
（ 

See�id.

（
（（
（ 

以
上
の
議
論
は
、id. at （（（

─（（.

（
（（
（ 

こ
の
翻
訳
は
、
鳥
澤
・
後
掲
注
（
（（
（
一
一
〇
頁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
（（
（ Sunstein, supra note （（, at （（（

─（（. 

こ
う
し
た
考
え
方
は
後
に
リ
バ
タ
リ
ア
ン
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
開
花
し
て
い
っ
た
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。

（
（（
（ 

Id. at （（（

─（（.
（
（（
（ 

Id. at （（（.
（
（（
（ 

Id.

（
（（
（ Lessig, supra note （0, at （0（（

─（0.

（
（0
（ 

「
物
乞
い
を
す
る
目
的
で
公
共
の
場
に
留
ま
っ
た
り
、
歩
き
回
っ
た
り
し
た
場
合
、
そ
の
者
は
ぶ
ら
つ
い
た
行
為
に
つ
き
有
罪
で
あ
る
。」

N
.Y

. Penal Law
 

§（（0. （（ 

（（ 

（ （M
cK

inney （（（（

（. 

ち
な
み
に
、
日
本
で
も
乞
食
行
為
は
軽
犯
罪
法
一
条
二
二
号
に
よ
り
処
罰
の
対
象

に
な
っ
て
い
る
。

（
（（
（ Loper v. N

ew
 Y

ork City Police D
epartm

ent, （（（ F（d （（（ （（d Cir. （（（（

（.

（
（（
（ Lessig, supra note （0, at （0（0

─（（.

（
（（
（ W

est V
irginia St. Bd. of Educ. v. Bernette, （（（ U

.S. （（（, （（（ （（（（（

（.

（
（（
（ Lessig, supra note （0, at （0（（.

（
（（
（ 

Id. at （0（（.

（
（（
（ 

成
原
・
前
掲
注
（
（（
（
六
一
頁
は
、「
社
会
的
意
味
の
操
作
を
通
じ
た
正
統
の
公
定
に
あ
た
る
事
例
が
少
な
か
ら
ず
許
容
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、Barnette

判
決
の
正
統
公
定
禁
止
原
理
は
米
国
の
憲
法
判
例
に
お
い
て
完
全
に
遵
守
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た

［
い
］」
と
述
べ
、
正
統
公
定
禁
止
原
理
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
妥
当
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
（ 

そ
の
代
表
的
論
攷
が
序
章
で
掲
げ
たL

ESSIG , supra note （ 

で
あ
る
。

（
（（
（ Sunstein, supra note （（, at （（（

─（（.

（
（（
（ 

Id. at （（（

─（（.

（
（0
（ 
See�id. at （（（

─（（（.

（
（（
（ 

参
照
、
セ
イ
ラ
ー
＝
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
・
前
掲
注
（
（
（。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
単
著
と
し
て
は
、C

A
SS  R. S

U
N

ST
EIN , W

H
Y  N

U
D

GE ?: T
H

E  
P

O
LIT

IC
S  O

F  L
IB

E
R

T
A

R
IA

N  P
A

T
E

R
N

A
LISM

 

（（0（（

（ ［hereinafter W
H

Y  N
U

D
G

E ?

］; do., C
H

O
O

SIN
G  N

O
T

 T
O  C

H
O

O
SE : 

U
N

D
ERST

A
N

D
IN

G  T
H

E  V
A

LU
E  O

F  C
H

O
ICE  （（0（（

（ 

等
が
あ
る
。

（
（（
（ 

さ
し
あ
た
り
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
か
ら
の
批
判
と
し
て
、
森
村
進
「
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
と
セ
イ
ラ
ー
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ



� 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集57号（平成29年度）

� 140

ム
」
同
『
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
こ
う
考
え
る

─
法
哲
学
論
集
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
（
三
五
八
頁
以
下
を
参
照
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
最
近
の
展
開
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
大
林
啓
吾
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
蔓
延
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
九
巻

一
＝
二
号
（
二
〇
一
四
（
一
四
一
頁
以
下
（
同
『
憲
法
と
リ
ス
ク
』〔
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
〕
第
二
章
Ⅲ
と
し
て
所
収
（、
那
須
耕
介
「
リ
バ

タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
そ
の
十
年
」
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
一
九
号
（
二
〇
一
六
（
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
（（
（ 
セ
イ
ラ
ー
＝
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
・
前
掲
注
（
（
（
第
一
五
章
、
及
びS

U
N

ST
EIN , W

H
Y  N

U
D

GE ?, supra note （（, at Part Five

を
参
照
。

尤
も
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
近
著
に
お
い
て
、
具
体
的
な
統
制
論
を
提
示
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。C

A
SS  R. S

U
N

ST
EIN , T

H
E  E

T
H

ICS  O
F  

IN
FLU

EN
CE : G

O
V

ERN
M

EN
T  IN  T

H
E  A

GE  O
F  B

EH
A

V
IO

RA
L  S

CIEN
CE

（（0（（

（. 

そ
の
た
め
本
文
の
記
述
は
訂
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
本
書
の
検
討
は
他
日
を
期
す
。

（
（（
（ S

U
N

ST
EIN , W

H
Y  N

U
D

GE ?, id. at （（（.

（
（（
（ 

Id. at （（（.

（
（（
（ 

様
々
な
社
会
規
範
の
定
義
の
紹
介
及
び
そ
の
定
義
の
難
し
さ
に
つ
い
て
、
参
照
、
飯
田
・
前
掲
注
（
（（
（
六
〇
〜
六
三
頁
。

（
（（
（ Robert C. Ellickson, T

he�E
volution�of�Social�N

orm
s:�A

�Perspective�from
�the�Legal�A

cadem
y, in S

O
CIA

L  N
O

RM
S  （（  （M

ichael 
H

echter &
 K

arl-D
ieter O

pp eds., （00（

（.

（
（（
（ 

シ
グ
ナ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
以
外
の
経
済
学
的
な
説
明
の
概
観
と
し
て
、
参
照
、
藤
田
友
敬
＝
松
村
敏
弘
「
社
会
規
範
の
法
と
経
済

─
そ
の

理
論
的
展
望
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
一
号
（
二
〇
〇
五
（
五
九
頁
以
下
。

（
（（
（ 

金
森
久
雄
＝
荒
憲
治
郎
＝
森
口
親
司
編
『
有
斐
閣
経
済
辞
典
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
（
五
〇
三
頁
。

（
（0
（ 

割
引
率
（discount rate

（
と
は
、「
将
来
の
価
値
が
現
在
ど
れ
だ
け
の
価
値
に
相
当
す
る
か
を
計
算
す
る
時
に
適
用
さ
れ
る
利
子
率
」

の
こ
と
で
あ
る
（
同
前
一
三
四
〇
頁
（。
例
え
ば
、
一
年
後
に
一
万
円
を
貰
え
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
人
が
い
る
。
今
即
金
で
五
千
円
支
払

う
か
ら
、
一
年
後
の
一
万
円
を
諦
め
て
く
れ
と
い
う
取
引
が
持
ち
か
け
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
人
は
ど
の
よ
う
に
応
ず
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

登
場
す
る
の
が
割
引
率
で
あ
る
。
そ
の
人
の
割
引
率
が
〇
・
二
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
一
年
後
の
一
万
円
は
〇
・
二
の
割
合
だ
け
減
じ
て
現

在
価
値
に
換
算
さ
れ
る

─
換
言
す
れ
ば
、
将
来
利
得
が
〇
・
八
倍
さ
れ
る

─
か
ら
、
そ
の
人
に
と
っ
て
、
未
来
の
一
万
円
は
現
在
の
八

千
円
と
等
価
で
あ
る
。
持
ち
か
け
ら
れ
た
五
千
円
に
比
べ
る
と
将
来
利
得
の
現
在
価
値
の
方
が
高
い
の
で
、
経
済
的
合
理
性
の
み
を
考
慮
す

れ
ば
、
そ
の
人
は
取
引
に
応
じ
な
い
だ
ろ
う
。

（
（（
（ 

こ
こ
で
の
「
良
い
／
悪
い
」
は
何
ら
か
の
道
徳
的
価
値
に
照
ら
し
て
善
悪
や
当
不
当
が
判
断
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
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い
。
飽
く
ま
で
割
引
率
の
高
低
を
良
い
・
悪
い
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
あ
り
、
例
え
ば
「
割
引
率
が
高
い
人
間
は
道
徳
的
に
悪

い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

（
（（
（ 

ポ
ズ
ナ
ー
・
前
掲
注
（
（（
（
三
八
頁
、
飯
田
・
前
掲
注
（
（（
（
三
六
〜
四
一
頁
。
ポ
ズ
ナ
ー
の
著
者
の
書
評
と
し
て
、
鳥
澤
円
「《
書

評
》
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
と
し
て
の
規
範
遵
守

─Eric A
. Posner, Law

 and Social N
orm

s

」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
一
─
一
号
（
二
〇
〇

一
（
一
〇
八
頁
以
下
。

（
（（
（ 

ポ
ズ
ナ
ー
・
同
前
三
八
頁
。

（
（（
（ 

自
発
的
に
と
い
う
の
は
、「
他
者
か
ら
強
制
さ
れ
ず
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
面
倒
だ
け
れ
ど
も
、
あ
る
い
は
嫌
々
な
が
ら
モ
ノ
を
贈

っ
た
と
い
う
場
合
も
、
こ
こ
で
は
自
発
的
な
行
為
に
含
ま
れ
る
。

（
（（
（ 

ポ
ズ
ナ
ー
・
前
掲
注
（
（（
（
四
一
〜
四
九
頁
。

（
（（
（ 

以
上
、
同
前
四
九
〜
五
一
頁
。

（
（（
（ 

同
前
五
一
〜
五
二
頁
。

（
（（
（ Law

rence Lessig, Social�M
eaning�and�Social�N

orm
s, （（（ U

. P
A . L. R

EV . （（（（, （（（（

─（（  （（（（（

（.

（
（（
（ 

Id. at （（（（

─（（.

（
（0
（ 

ポ
ズ
ナ
ー
・
前
掲
注
（
（（
（
一
八
九
〜
一
九
〇
頁
。

（
（（
（ 

こ
こ
で
妥
協
案
と
し
て
示
さ
れ
た
の
が
、
所
謂
「
訊
か
ざ
る
言
わ
ざ
る D

on ’t ask, D
on ’t tell

」
規
定
で
あ
る
。
本
規
定
は
オ
バ
マ
政
権

に
よ
っ
て
二
〇
一
〇
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
参
照
、
井
樋
三
枝
子
「【
ア
メ
リ
カ
】
同
性
愛
者
の
軍
務
禁
止
法
の
廃
止
」
外
国
の
立
法
二
四
六

─
二
号
〈http://w

w
w

.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/pdf/0（（（0（0（.pdf

〉（
二
〇
一
七
年
二
月
二
日
確
認
（。
レ
ッ
シ
グ
も

軍
隊
に
お
け
る
同
性
愛
者
の
存
在
は
、
強
く
、
訓
律
さ
れ
た
、
感
情
な
き
異
性
愛
者
と
し
て
の
男
性
の
集
団
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
逸
脱

す
る
が
故
に
、
既
存
の
社
会
的
意
味
が
維
持
さ
れ
る
方
向
で
政
府
の
影
響
力
行
使
（
防
御
的
構
築
（
が
行
な
わ
れ
う
る
余
地
が
あ
る
と
見
て

い
た
。Lessig, supra note （0, at （（（

─（（.

（
（（
（ 

ポ
ズ
ナ
ー
・
前
掲
注
（
（（
（
一
九
〇
〜
一
九
一
頁
。

（
（（
（ 

同
前
一
九
一
〜
一
九
二
頁
。

（
（（
（ 

法
の
間
接
規
制
へ
の
影
響
力
行
使
に
対
す
る
民
主
的
統
制
を
及
ぼ
す
た
め
の
理
論
構
築
を
企
図
す
る
も
の
と
し
て
、
松
尾
・
前
掲
注

（
（（
（
を
参
照
。
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（
（（
（ 

前
掲
注
（
（（
（
及
び
（
（（
（
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
。
法
の
表
示
理
論
と
い
う
言
い
方
は
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
用
語
法
と
は
や
や
異
な
る

が
、
こ
こ
で
は
殆
ど
同
義
と
考
え
て
良
い
。

（
（（
（ 

尤
も
、
日
本
に
お
い
て
こ
れ
が
全
く
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
学
で
は
例
え
ば
、
参
照
、
安
西
文
雄
「
平
等
保
護

お
よ
び
政
教
分
離
の
領
域
に
お
け
る
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
害
悪
」」
立
教
法
学
四
四
巻
（
一
九
九
六
（
八
一
頁
以
下
、
福
嶋
敏
明
「
法
・
政
府

行
為
の
表
現
的
次
元
と
そ
の
問
題
性
に
関
す
る
一
考
察

─
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
「
法
の
表
現
理
論
」
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
」
早
稲

田
法
学
会
誌
五
四
巻
（
二
〇
〇
四
（
二
一
五
頁
以
下
、
小
泉
良
幸
「
立
憲
主
義
の
土
壌
を
侵
す
も
の
」
同
『
個
人
と
し
て
尊
重

─
「
わ
れ

ら
国
民
」
の
ゆ
く
え
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
（
一
一
二
〜
一
一
四
頁
。
文
脈
を
異
に
す
る
が
、
蟻
川
恒
正
「「
命
令
」
と
「
強
制
」
の
間

─
最
高
裁
判
例
に
潜
在
す
る
「
個
人
の
尊
厳
」」
同
『
尊
厳
と
身
分

─
憲
法
的
思
惟
と
「
日
本
」
と
い
う
問
題
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一

六
（
二
〇
〇
頁
を
も
見
よ
。

〔
附
記
〕
本
稿
脱
稿
後
に
次
の
文
献
に
接
し
た
。
松
尾
陽
編
『
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
法

─
法
学
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ア
ル
な
転
回
？
』（
弘
文

堂
、
二
〇
一
七
（、
井
上
達
夫
『
自
由
の
秩
序

─
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
法
哲
学
講
義
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
（。
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