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ピ
ー
タ
i
・
M
・
ブ
ラ
ウ
輔
者

間
場
寿
一
、
居
安
正
、
塩
原
勉
共
訳

『
交
換

と
権
力
』

　
本
書
は
℃
Φ
富
裡
罫
匹
き
℃
国
蓉
富
凝
Φ
暫
＆
℃
o
≦
零
汐
ω
8
巨
ご
黄

Z
Φ
名
楓
3
胃
旨
巨
名
一
一
亀
節
の
o
β
伊
ぎ
？
お
簿
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
．

　
　
　
紹
介
と
批
評

周
知
の
よ
う
に
ブ
ラ
ウ
の
関
心
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
彼
は
理
論
社
会
学
の
領

域
に
お
い
て
も
指
導
的
地
位
を
占
め
て
い
る
研
究
者
で
あ
る
．
本
書
に
は
彼
の

社
会
学
理
論
が
集
約
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
代
表
的
著
作
で
も
あ
る
。
難
解
と
言

わ
れ
て
き
た
本
書
が
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
研
究
者
に
多
く
の
刺
激
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
序
章
の
冒
頭
に
は
、
　
「
個
人
と
集
団

と
の
関
係
を
支
配
し
て
い
る
社
会
過
程
を
分
析
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
社

会
構
造
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
」
（
一
頁
）
と
書
か
れ
て

あ
る
。
こ
の
文
章
が
示
す
よ
う
に
、
本
書
の
視
角
は
広
範
囲
に
及
び
、
社
会
構

造
の
基
礎
理
論
の
提
供
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
．
ち
な
み
に
、
第

一
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
の
章
名
を
み
る
と
、
社
会
的
結
合
の
構
造
・
社
会
的

統
合
・
社
会
的
支
持
・
社
会
的
交
換
・
権
力
の
分
化
・
期
待
・
集
団
に
お
け
る

変
動
と
調
節
の
動
態
・
正
当
化
と
組
織
化
・
反
抗
・
複
雑
な
構
造
に
お
け
る
媒

介
的
価
値
・
下
位
構
造
の
動
態
・
弁
証
法
的
な
諸
力
．
と
な
ら
ん
で
い
る
。
こ

れ
に
目
を
通
す
だ
け
で
、
「
対
人
関
係
の
分
析
を
手
が
か
り
に
し
て
、
人
び
と

の
あ
い
だ
に
発
展
す
る
結
合
の
複
雑
な
構
造
に
つ
い
て
、
よ
り
適
切
な
理
解
を

引
き
出
す
」
（
二
頁
）
と
い
う
、
本
書
の
射
程
の
す
こ
ぶ
る
深
い
こ
と
は
す
ぐ
に

了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
筆
者
に
は
本
書
の
全
般
に
わ
た
つ
て
言

及
す
る
能
力
の
欠
け
る
こ
と
を
初
め
に
断
わ
つ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

ま
た
本
書
の
最
初
に
は
『
各
章
の
概
要
』
と
し
て
著
者
自
身
に
よ
る
簡
明
な
要

約
が
な
さ
れ
て
い
る
．
さ
ら
に
、
末
尾
に
は
訳
者
の
ひ
と
り
塩
原
の
筆
に
よ
る

適
切
な
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
本
評
で
は
筆
者
の
関

心
と
重
な
り
あ
う
二
点
！
権
力
の
概
念
と
社
会
的
価
値
ー
に
つ
い
て
の

み
、
大
ま
か
な
紹
介
と
感
想
を
述
べ
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
　
　
（
七
一
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
本
書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ウ
理
論
の
核
心
を
一
言
で
述
べ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
交
換
理
論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
が
言

う
．
社
会
的
交
換
”
と
は
、
「
他
者
が
返
す
と
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
典
型
的

に
言
え
ば
実
際
に
返
す
と
こ
ろ
の
返
礼
に
よ
つ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
、
諸
個
人

の
自
発
的
行
為
の
こ
と
で
あ
る
」
（
八
二
頁
）
。
そ
し
て
、
社
会
的
交
換
の
概
念
か

ら
は
物
理
的
強
制
力
の
結
果
に
よ
る
交
換
と
内
面
化
さ
れ
た
規
範
へ
の
同
調
と

い
う
交
換
は
除
去
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
社
会
的
交
換
の
考
え
方
の
背
景
に
あ
る

の
は
、
「
人
問
は
相
互
の
結
合
の
な
か
で
多
種
多
様
な
社
会
的
報
酬
を
獲
得
し

た
い
と
い
う
欲
望
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
が
ち
な
存
在
で
あ
る
」
（
一
五
頁
）
と
す

る
見
方
で
あ
る
．
さ
ら
に
、
「
人
び
と
の
あ
い
だ
の
結
合
を
支
配
す
る
基
礎
的
な

社
会
過
程
は
、
低
次
の
心
理
過
程
、
す
な
わ
ち
、
個
人
間
の
誘
引
（
鋒
声
＆
8
）

の
感
情
と
さ
ま
ざ
ま
の
報
酬
へ
の
欲
望
の
底
流
を
な
す
過
程
に
根
元
を
置
い
て

い
る
．
」
（
一
六
頁
）
と
す
る
見
方
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
心
理
過
程
を
所
与
の
も
の
と
し
て
不
問
に
付
し
、

そ
の
う
え
で
社
会
的
結
合
の
理
論
を
構
成
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
社
会
的
交
換
の
概
念
は
、
対
人
関
係
と
社
会
的
相
互
作
用
に
お
け
る
創
発
的

特
性
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
」
（
三
頁
）
の
で
あ
る
。

　
社
会
的
交
換
は
ど
の
よ
う
に
し
て
進
行
す
る
の
か
。
外
的
報
酬
で
あ
れ
内
的

報
酬
で
あ
れ
、
と
に
か
く
社
会
的
報
酬
を
求
め
て
人
々
は
社
会
的
相
互
作
用
に

参
加
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
的
相
互
作
用
の
当
事
者
達
に
よ
つ
て
相
互
に
報

酬
を
与
え
合
う
こ
と
が
継
続
し
て
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
社
会
的
相
互
作
用
は

持
続
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
交
換
の
ひ
と
つ
の
形
態
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
報
酬

と
報
酬
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
的
相
互
作
用
の
継
続
は
希
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
　
　
（
七
二
〇
）

す
る
も
の
の
、
他
者
に
与
え
る
報
酬
を
持
た
な
い
と
ぎ
、
個
人
は
他
者
の
願
望

に
従
う
と
い
う
義
務
を
報
酬
に
代
え
て
提
供
し
な
け
れ
ば
転
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
互
酬
性
は
社
会
的
交
換
の
一
条
件
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
報
酬
と
義
務
の

や
り
と
り
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
交
換
の
形
態
で
あ
り
、
　
〃
権
力
と
交
換
〃
の

接
合
地
点
で
あ
る
　
（
一
七
i
一
八
頁
）
．

　
ブ
ラ
ウ
は
権
力
の
定
義
を
否
定
的
制
裁
に
よ
る
統
制
に
だ
け
は
限
定
せ
ず
、

次
の
よ
う
に
幅
広
く
理
解
し
て
い
る
．
「
権
力
と
は
、
定
期
的
に
与
え
ら
れ
る

報
酬
を
差
し
止
め
る
形
態
を
と
ろ
う
と
、
罰
の
形
態
を
と
ろ
う
と
．
脅
か
す
こ

と
で
抵
抗
を
排
除
し
て
で
も
、
人
び
と
あ
る
い
は
集
団
が
そ
の
意
思
を
他
者
に

押
し
つ
け
る
能
力
で
あ
る
」
（
一
〇
五
頁
）
。
こ
れ
を
交
換
と
い
う
視
点
か
ら
説

明
し
な
お
せ
ば
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
他
者
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
人
々
が

必
要
と
す
る
場
合
、
五
つ
の
選
択
肢
が
存
在
す
る
。
ω
人
々
が
他
者
に
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
場
合
。
図
人
々
が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
別
の
と
こ
ろ
で

受
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
場
合
。
㈹
人
び
と
が
他
者
に
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

強
制
で
ぎ
る
場
合
．
㈲
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
な
く
て
も
良
い
と
人
々
が
諦
め
る
場

合
．
㈲
人
々
が
以
上
四
方
法
の
ど
れ
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
り
、
希
望
も

し
な
い
場
合
、
他
者
の
願
望
に
従
う
よ
り
仕
方
が
な
い
（
一
〇
六
－
一
〇
七
頁
）
。

な
ぜ
な
ら
ば
．
「
彼
は
こ
の
服
従
を
条
件
と
し
て
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
継

続
的
に
供
給
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
特
定
化
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
は
、
サ
ー

ビ
ス
の
供
給
が
権
力
を
生
み
出
す
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
権
力
の
諸
条
件
は
一

般
に
、
最
初
の
四
つ
の
選
択
肢
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
」

（
一
〇
七
頁
）
．

　
こ
の
権
力
概
念
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
ら
よ
い
の
か
。
ブ
ラ
ウ
の
定
義



に
限
ら
ず
、
権
力
概
念
を
考
え
る
際
、
概
念
だ
け
に
注
目
し
て
議
論
し
た
と
こ

ろ
で
そ
れ
ほ
ど
有
意
義
で
は
あ
る
ま
い
．
こ
れ
ま
で
に
も
権
力
概
念
は
無
数
に

提
出
さ
れ
て
き
た
．
そ
れ
ら
の
多
く
は
概
念
と
し
て
み
た
限
り
、
内
的
無
矛
盾

性
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
否
定
し
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
し
か
し
、

そ
れ
ら
概
念
が
社
会
現
象
を
、
少
な
く
と
も
権
力
現
象
を
説
明
す
る
際
に
使
用

に
耐
え
得
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
．
要
は
そ
の
概
念
が
た
だ
概
念
と

し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
、
現
象
の
説
明
を
め
ざ
す
理
論
の
な
か
に
組
み
込
ま

れ
て
い
る
か
ど
う
か
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
限
り
、
社
会
的
交
換
の

視
角
か
ら
定
義
さ
れ
た
権
力
概
念
に
は
筆
者
を
引
き
つ
け
る
魅
力
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
大
半
の
権
力
研
究
が
概
念
の
羅
列
に
終
始
し
て
ぎ
た
状
況

へ
の
反
発
も
手
伝
つ
て
の
こ
と
で
も
あ
る
．
権
力
現
象
に
関
心
を
有
す
る
者
と

し
て
、
社
会
の
微
視
構
造
か
ら
巨
視
構
造
に
至
る
説
明
を
試
み
る
理
論
の
な
か

に
、
権
力
概
念
が
主
要
変
数
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
素
朴
な
喜

び
を
感
じ
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
．
権
力
概
念
の
組
み
込
み

方
を
項
目
だ
け
で
で
も
示
せ
ば
次
で
あ
る
．
先
に
引
用
し
た
権
力
行
使
に
関
す

る
四
条
件
が
、
行
為
者
の
社
会
的
独
立
の
諸
条
件
、
権
力
の
獲
得
と
維
持
に
関

す
る
諸
要
件
、
権
力
闘
争
の
争
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
用
い
ら
れ
て
い
る
．

さ
ら
に
、
四
条
件
の
含
意
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
、
社
会
構
造
の
基
礎
的
諸
問

題
を
引
ぎ
出
し
て
い
る
．
そ
し
て
、
社
会
的
交
換
に
伴
わ
れ
る
権
力
と
い
う
観

点
を
強
調
し
て
、
権
力
の
正
当
化
、
権
力
へ
の
抵
抗
を
説
明
し
、
ひ
い
て
は
社

会
に
お
け
る
権
力
構
造
の
動
態
に
も
言
及
し
て
い
る
．

　
理
論
の
こ
れ
ら
展
開
を
逐
一
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
本
書
が
或
る
全
体

理
論
ま
た
は
綜
合
理
論
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
思

　
　
　
紹
介
と
批
評

う
。
か
か
る
理
論
の
評
価
は
、
評
者
が
そ
の
理
論
に
何
を
思
い
入
れ
る
か
に
よ

つ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
．
筆
者
は
、
ダ
イ
ア
ド
関
係
を
典
型
と
す
る
権
力
の

現
象
を
解
明
す
る
と
共
に
、
権
力
の
視
点
か
ら
制
度
と
し
て
の
政
治
を
理
解
す

る
基
礎
視
角
を
、
ブ
ラ
ウ
理
論
か
ら
引
き
出
せ
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
現
在
の
政
治
学
や
社
会
学
が
体
系
論
に
代
表
さ
れ
る
マ
ク
ロ
理
論
と
ミ

ク
ロ
な
行
動
論
的
個
別
研
究
に
分
裂
し
て
い
る
状
況
へ
の
反
省
で
も
あ
る
。
極

言
す
れ
ば
、
マ
ク
ロ
理
論
と
言
わ
れ
る
も
の
は
諸
変
数
間
の
確
定
が
困
難
な
図

式
で
し
か
な
く
、
個
別
研
究
と
は
一
般
化
が
困
難
な
そ
の
場
か
ぎ
り
の
事
例

研
究
で
し
か
な
い
．
こ
の
よ
う
な
と
き
、
微
視
的
視
角
と
巨
視
的
視
角
を
接
合

せ
ん
と
す
る
ブ
ラ
ウ
の
試
み
が
注
目
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
筆

者
の
関
心
を
正
面
に
出
し
て
言
え
ば
こ
う
で
あ
る
．
政
治
体
系
論
に
最
も
顕
著

な
の
で
あ
る
が
、
現
代
政
治
学
の
ア
プ
・
！
チ
の
多
く
に
お
い
て
権
力
の
語
は

死
語
と
し
て
廃
棄
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
巨
視
的
政
治
理
論
の
な
か
で
権
力
の

問
題
が
適
切
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
の
政
治
を
権
力
を
抜
き

に
語
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
権
力
・
権
威
・
支
配
・
服
従

へ
の
研
究
関
心
が
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
社
会
的
行
為
・
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
体
系
・
社
会
体
系
・
文
化
体
系
を
統
一
的
に
説
明
し
、
政
治
現
象
へ
の

配
慮
も
欠
か
さ
な
か
つ
た
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
行
為
理
論
に
お
い
て
さ
え
も
、

論
理
的
一
貫
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
勢
力
と
権
力
の
取
扱
い
に
お
い
て
理
解

に
苦
し
む
箇
所
が
少
な
く
な
か
つ
た
。
か
か
る
研
究
状
況
の
な
か
で
、
社
会
関

係
の
な
か
に
権
力
を
組
み
込
み
、
そ
れ
を
基
点
に
社
会
全
体
の
説
明
を
意
図
す

る
こ
の
交
換
理
論
は
、
微
視
構
造
と
巨
視
構
造
の
つ
な
が
り
が
十
全
で
あ
る
と

は
思
え
な
い
け
れ
ど
も
、
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
政
治
学
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紹
介
と
批
評

や
社
会
学
の
個
々
の
研
究
領
域
の
な
か
で
、
ど
れ
だ
け
の
貢
献
が
あ
ろ
う
か
と

検
討
さ
れ
る
に
値
す
る
だ
け
の
価
値
を
こ
の
理
論
は
有
し
て
い
る
。

　
次
に
社
会
的
価
値
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
．
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
．
「
大
規
模
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
全
体
社
会
の
た
い
て
い
の
成
員
間
に
は
、

い
か
な
る
直
接
的
な
社
会
的
相
互
作
用
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の

あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
彼
ら
の
あ
い
だ
の
社
会
関
係
の
構
造
を
媒
介
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
価
値
の
合
意
が
、
こ
の
媒
介
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
供
す
る
」

（
二
二
九
頁
）
。
「
社
会
規
範
は
、
個
人
間
の
直
接
的
な
交
換
を
間
接
的
な
取
り
引

き
に
か
え
る
。
集
団
の
成
員
は
、
集
団
へ
の
同
調
と
交
換
に
、
そ
し
て
社
会
的

期
待
へ
の
同
調
が
つ
く
る
集
団
へ
の
貢
献
と
交
換
に
、
社
会
的
是
認
を
受
け
取

る
」
（
二
三
三
頁
）
．
権
力
と
の
関
連
で
は
、
「
正
当
化
と
反
抗
は
、
公
正
の
社
会
的

規
範
に
よ
つ
て
判
断
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
、
権
力
行
使
に
対
す
る
集
合
的
反

応
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
（
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕

方
、
す
な
わ
ち
集
団
成
員
に
共
有
さ
れ
た
共
通
価
値
が
社
会
的
相
互
作
用
の
重

要
な
媒
介
装
置
で
あ
り
、
社
会
的
秩
序
を
支
え
て
い
る
の
だ
と
す
る
捉
え
方
は

文
化
と
社
会
を
考
察
す
る
際
の
定
説
で
あ
る
と
言
つ
て
良
い
。
問
題
は
か
か
る

共
通
価
値
睡
社
会
規
範
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ず
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．

著
者
は
言
う
。
「
集
団
形
成
は
、
諸
個
人
を
一
つ
の
凝
集
的
統
一
体
に
統
一
化

す
る
統
合
の
絆
の
発
展
を
意
味
す
る
．
こ
の
統
合
の
絆
は
社
会
的
誘
引
の
絆
で

も
あ
る
」
（
二
九
頁
）
。
こ
の
社
会
的
誘
引
の
絆
が
個
人
に
所
与
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
社
会
的
凝
集
の
も
つ
統
合
の
絆

は
共
通
目
標
を
追
求
す
る
集
団
を
強
化
す
る
．
集
団
凝
集
が
規
範
的
基
準
に
関

す
る
合
意
の
発
展
と
、
こ
れ
ら
の
共
有
規
範
の
実
効
あ
る
執
行
と
を
促
進
す
る
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の
は
、
仲
間
同
士
の
統
合
の
紐
帯
が
個
々
の
成
員
に
と
つ
て
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ル

な
集
団
的
制
裁
、
た
と
え
ば
、
社
会
的
否
認
や
追
放
の
重
要
性
を
高
め
る
か
ら

で
あ
る
」
（
五
三
頁
）
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
語
つ
て
い
る
。
「
人
び
と
が
一
緒
に

い
て
、
ま
だ
共
通
規
範
や
目
標
や
役
割
期
待
が
結
晶
化
し
な
い
う
ち
は
、
交
換

関
係
に
は
い
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
は
ず
の
利
益
は
社
会
的
相
互
作
用
の
誘
因

と
な
る
。
交
換
過
程
は
社
会
的
相
互
作
用
を
規
制
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
働

き
、
こ
う
し
て
社
会
関
係
の
網
目
と
原
初
的
な
集
団
構
造
の
発
展
を
促
す
。
つ

い
に
は
交
換
の
取
り
引
き
を
規
制
し
限
定
す
る
集
団
規
範
が
生
ず
る
」
　
（
八
二

頁
）
。

　
以
上
の
引
用
か
ら
分
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
ウ
理
論
に
お
い
て
は
、
集
団
規
範
が

交
換
過
程
か
ら
直
接
に
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
理
論
的
処
理
の
仕
方
は
、
パ
ー
ソ
ソ
ズ
に
代
表
さ
れ
る
社
会
学
的
機
能

主
義
の
行
為
理
論
に
お
け
る
価
値
の
取
扱
い
と
決
定
的
に
異
な
つ
て
い
る
．
ブ

ラ
ウ
に
お
い
て
も
機
能
主
義
に
お
い
て
も
、
規
範
あ
る
い
は
共
有
価
値
が
社
会

統
合
に
重
要
な
機
能
を
果
す
と
み
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

機
能
主
義
で
は
、
社
会
的
行
為
を
規
制
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
社
会
秩
序
を
も

た
ら
す
と
こ
ろ
の
共
通
価
値
が
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
の
か
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
こ
の
点
が
機
能
主
義
最
大
の
泣
所
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
、
規
範
至
上
主
義
と
い
う
批
判
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
．
こ
の
難
点
が
機
能
主
義
は
社
会
変
動
を
処
理
し
う
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
議
論
を
引
き
起
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
付
言
す
れ

ば
、
ブ
ラ
ウ
は
均
衡
論
と
は
反
対
の
立
場
を
本
書
で
採
用
し
て
い
る
。
社
会
的

交
換
は
常
に
デ
ィ
レ
ソ
マ
を
含
み
、
こ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
は
新
し
い
デ
ィ
レ



ソ
マ
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
社
会
的
均
衡
の
回
復
は
新
た
な
不

均
衡
を
別
の
所
で
生
じ
さ
せ
る
。
こ
の
弁
証
法
的
見
方
（
＋
二
章
）
は
当
然
に
社

会
的
交
換
の
考
察
か
ら
引
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
社
会
変
動
の

処
理
に
と
つ
て
有
利
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
ブ
ラ
ウ
の
場
合
、
社
会
的
交
換
過
程
か
ら
共
通
な
価
値
H
規
範
が
生

じ
、
次
に
そ
の
価
値
口
規
範
が
交
換
過
程
を
規
制
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
先
の
難
点
の
克
服
を
意
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

試
み
が
ど
れ
だ
け
成
功
す
る
の
か
、
次
の
点
に
不
安
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
理
論
構
築
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
交
換
理
論
が
次
の
前
提

を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
個
人
的
誘
引
の
感
情
が
あ
る
こ

と
、
個
人
に
は
報
酬
へ
の
欲
望
が
あ
る
こ
と
．
交
換
過
程
そ
れ
自
体
が
個
人
に

利
益
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
、
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
は
か
か
る
心
理
的
過
程
を
所

与
と
置
き
な
が
ら
も
、
社
会
的
交
換
の
概
念
が
扱
う
の
は
社
会
的
相
互
作
用
に

お
け
る
創
発
的
特
性
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
だ
が
、
彼
の
力
説
す
る
よ
う

に
、
彼
の
理
論
が
心
理
的
過
程
へ
の
還
元
主
義
か
ら
完
全
に
脱
却
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
安
な
し
と
は
言
え
な
い
　
（
創
発
的
特
性
の
語
は
妖
刀
で
あ

る
。
心
理
還
元
主
義
へ
の
批
判
に
も
使
え
る
し
、
使
お
う
と
思
え
ば
、
あ
や
ふ
や
な
集
合

的
理
論
の
基
礎
づ
け
に
も
使
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
か
ら
）
。
ま
た
、
集
団
規
範
生
成

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解
明
さ
れ
つ
く
し
て
い
な
い
の
も
物
足
り
な
い
。
ど
こ
か
ら

生
ず
る
の
か
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
生
ず
る
か
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
規
範
の
生
成
に
影
響
を
与
え
る
主
要
変
数
は
何
な
の
か
、
そ
れ
は
す
べ
て

社
会
的
変
数
な
の
で
あ
る
か
、
な
ど
の
間
題
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

み
え
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
細
か
な
議
論
を
し
て
ゆ
け
ば
問
題
点
は
多
々
あ
ろ

　
　
　
紹
介
と
批
評

う
．
が
、
ブ
ラ
ウ
理
論
を
全
体
と
し
て
み
た
場
合
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が

で
き
る
．
こ
の
理
論
は
、
機
能
主
義
と
対
立
す
る
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
れ
と
相
互
補
完
の
立
場
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ぺ
き
な
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
す
ぐ
れ
た
着
想
で
あ
り
理
論
で
あ
る
の
だ
と
。

　
多
分
に
心
情
的
な
文
章
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
が
、
本
書
が
理
論
的
示
唆
に
富

ん
だ
書
物
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
研
究
者
に
何
ら
か
の
構
想
を
必
ず
や

わ
ぎ
た
た
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
訳
も
平
易
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に

述
べ
て
、
本
文
の
筆
を
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
（
新
曜
社
、
三
一
八
頁
、
一
九
七
四
年
）
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