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政
治
学
に
お
け
る
秩
序
と
権
力
の
問
題
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主
意
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的
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点
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の
検
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は
じ
め
に
1
間
題
の
所
在

プ
ラ
ト
ン
の
国
家
論

ホ
ッ
ブ
ス
と
闘
争
状
態

ロ
ッ
ク
と
自
然
状
態

ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論

合
理
的
選
択
の
理
論

秩
序
問
題
の
解
明
と
残
さ
れ
た
課
題

は
じ
め
に
ー
問
題
の
所
在

　
前
に
述
べ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
．
秩
序
と
権
力
の
問
題
を
論

じ
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
の
恥
じ
ら
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
う
あ
が
い

て
も
純
粋
に
科
学
的
な
方
法
で
、
秩
序
と
権
力
に
つ
き
、
。
な
ぜ
い
か
に

し
て
躍
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
思
い
が
重
く
の
し
か
か
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
力
の
社
会
的
役
割
を
少
し
で
も
科
学
的
に
解

明
し
よ
う
と
願
う
筆
者
の
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
秩
序
の
意
義
を
問
い
権
力

の
機
能
を
問
う
こ
と
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

筆
者
に
と
り
、
い
つ
か
は
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
秩
序
と
権
力
の
関
係
が
こ
れ
ま
で
ど
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
を
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

筆
者
は
理
論
社
会
学
に
お
け
る
確
認
〔
ア
〕
を
既
に
済
ま
せ
て
い
る
．
こ

れ
に
続
き
、
政
治
学
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
検
討
し
確
認
し
て
ゆ
く
こ

と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
政
治
学
は
伝
統
的
に
、
”
社
会
を
い
か
に
秩
序
あ
ら
し
め
る
か
”
を
政

治
の
根
本
課
題
と
捉
え
、
そ
の
分
析
に
携
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
秩
序



政治学における秩序と権力の問題

問
題
を
考
え
る
と
き
、
政
治
理
論
の
貢
献
を
抜
き
に
考
察
す
る
こ
と
は
で

ぎ
な
い
。
た
だ
、
多
く
の
政
治
理
論
は
政
治
学
の
思
惟
的
制
約
ゆ
え
に
、

ど
の
よ
う
に
し
て
秩
序
が
成
立
し
た
か
を
問
う
こ
と
よ
り
も
、
い
か
な
る

秩
序
が
好
ま
し
い
か
を
問
う
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
．
社
会
に
秩

序
の
必
要
な
こ
と
を
説
き
、
そ
の
た
め
に
政
治
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を

主
張
す
る
す
べ
て
の
議
論
に
、
秩
序
成
立
と
係
わ
る
説
明
を
見
い
出
す
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
政
治
理
論
を
こ
の
よ
う
に
眺
め
る
こ
と
は
，
政
治
理

論
の
す
べ
て
が
持
つ
政
治
学
の
基
本
論
理
に
触
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
逆
に
、
政
治
学
の
基
本
論
理
を
知
り
、
新
た
な
視
点

か
ら
照
明
を
当
て
る
た
め
に
検
討
す
べ
き
政
治
理
論
の
数
は
多
く
を
要
し

な
い
。
政
治
の
根
本
に
つ
い
て
示
唆
に
富
む
古
典
を
中
心
に
、
わ
ず
か
の

理
論
に
目
を
通
せ
ば
十
分
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
古
典
か
ら
プ
ラ
ト
ン
、

ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
を
、
現
代
か
ら
は
・
ー
ル
ズ
と
合
理
的
選
択
理
論
を

取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
理
論
の
検
討
に
よ
り
、
い
く
ら
か
幅
を
持
た
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

形
で
政
治
学
の
基
本
論
理
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
．

　
確
認
作
業
の
方
式
は
先
に
済
ま
せ
た
社
会
学
に
お
け
る
検
討
の
場
合
と

同
一
と
し
、
効
率
的
検
討
を
目
差
し
て
可
能
な
か
ぎ
り
、
次
の
七
項
目
に

分
け
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
．
A
．
秩
序
形
成
。
B
．
間
主
観
性

の
確
保
．
C
．
主
意
主
義
的
説
明
。
D
．
政
治
権
力
の
創
出
．
E
．
正
統

性
の
論
理
的
説
明
。
F
．
理
論
の
基
本
的
前
提
。
G
．
論
理
的
課
題
。
こ

の
よ
う
な
項
目
の
立
て
か
た
を
す
る
の
は
、
間
主
観
性
の
一
部
と
し
て
秩

序
が
あ
り
、
秩
序
の
一
部
と
し
て
正
統
性
が
あ
り
、
秩
序
を
確
保
す
る
手

段
と
し
て
権
力
が
存
在
す
る
と
、
筆
者
が
基
本
的
に
は
考
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
．
こ
こ
で
は
、
秩
序
と
は
行
為
の
計
算
可
能
性
の
こ
と
で
あ
り
、
間

主
観
性
と
は
我
々
意
識
あ
る
い
は
共
通
の
解
釈
装
置
の
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
〔
イ
腫
三
九
－
四
四
頁
、
ウ
“
一
九
四
－
一
九
五
頁
、
エ
“
一
二
頁
〕
。
そ

し
て
、
秩
序
な
い
し
社
会
全
体
に
つ
い
て
の
説
明
が
科
学
的
で
あ
る
た
め

に
は
、
そ
の
説
明
が
、
個
人
と
く
に
個
人
の
自
発
的
意
思
か
ら
解
明
さ
れ

て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
オ
目
七
二
頁
〕
。

従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
理
論
が
、
間
主
観
性
と
の
か
ら
み
で
秩
序
や
権
力

を
説
明
し
て
き
た
か
ど
う
か
、
間
主
観
性
を
説
明
す
る
時
の
理
論
的
前
提

は
何
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
前
提
は
主
意
主
義
的
観
点
か
ら
い
か
に
評
価
さ

れ
る
か
を
見
て
ゆ
く
の
が
、
本
稿
の
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

皿

プ
ラ
ト
ン
の
国
家
論

　
政
治
学
が
伝
統
的
に
対
象
と
し
て
き
た
領
域
の
一
つ
に
国
家
と
は
何
か

と
い
う
課
題
が
あ
る
．
こ
の
課
題
に
は
無
数
の
解
答
が
寄
せ
ら
れ
て
き
て

い
る
が
、
様
々
な
変
奏
曲
の
原
曲
と
も
言
え
る
も
の
に
プ
ラ
ト
ン
の
思
想

が
あ
る
。
彼
の
場
合
、
社
会
秩
序
の
成
立
を
問
題
と
す
る
よ
り
は
、
政
治

す
な
わ
ち
国
家
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
問
わ
ん
と
す
る
．
換
言
す
れ
ば
、

国
家
の
最
も
根
源
的
役
割
は
な
に
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し

本
節
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
は
お
ろ
か
政
治
思
想
の
す
べ
て
に
さ
え
言

及
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
簡
単
に
要
点
を
示
す
こ
と
す
ら
も
で
き

な
い
。
本
稿
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
試
み
は
不
要
で
あ
る
と
自

ら
を
慰
め
た
う
え
で
「
国
家
」
〔
ヵ
〕
に
焦
点
を
絞
り
、
た
だ
ち
に
項
目

別
検
討
に
移
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
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A
、
秩
序
形
成
”
　
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
に
秩
序
の
語
は
あ
ま
り
使
わ
れ

て
い
な
い
が
、
時
に
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
、
犀
規

律
な
い
し
節
度
が
あ
る
、
あ
る
い
は
調
和
が
と
れ
て
い
る
”
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
〔
カ
H
一
六
九
、
二
二
〇
頁
、
ク
”
三
五
四
、

三
六
一
、
三
六
一
二
頁
〕
。
こ
の
秩
序
概
念
を
論
理
的
に
展
開
し
、
プ
ラ
ト
ン

が
社
会
秩
序
の
概
念
に
言
及
し
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
彼
が
社
会
秩
序
を
集

合
的
行
為
の
整
合
性
な
り
と
規
定
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
推
測
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
．
し
か
し
、
彼
は
社
会
秩
序
の
成
立
そ
の
も
の
の
過
程
や

条
件
に
は
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。
彼
が
論
ず
る
の
は
望
ま
し
い
秩
序
内

容
の
哲
学
的
解
明
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ

は
．
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
の
な
か
に
恒
常
不
変
の
も
の
に
価
値
を
認
め
〔
ヵ

”
一
九
〇
、
三
六
五
頁
〕
、
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
に
対
し
一
貫
し
て
軽
視
す
る

態
度
の
あ
る
こ
と
と
〔
ヵ
”
二
一
二
五
⊥
…
六
、
二
四
八
、
二
六
四
ー
二
六
五
、

二
七
七
頁
〕
、
関
連
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
B
、
問
主
観
性
の
確
保
“
　
哲
学
が
指
示
す
る
望
ま
し
い
秩
序
内
容
と

は
異
な
る
も
の
の
、
な
に
が
し
か
の
秩
序
あ
る
社
会
の
存
在
は
プ
ラ
ト
ン

に
と
り
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
彼
は
、
都
市
国
家
に
お
け
る
共
同
生
活
を
所
与
と
し
て
議
論
を
進

め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
カ
“
＝
一
二
頁
〕
。
謂
わ
ば
プ
ラ
ト
ン
は
、
哲
学

に
よ
り
真
な
る
間
主
観
性
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
間
主
観

性
そ
の
も
の
の
成
立
を
問
う
と
い
う
発
想
は
、
彼
の
主
た
る
関
心
の
な
か

に
は
な
い
と
述
べ
て
お
く
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
q
主
意
主
義
的
説
明
一
　
個
人
と
国
家
を
相
似
的
に
捉
え
る
の
が
プ

ラ
ト
ン
の
方
法
で
あ
る
が
〔
力
目
一
二
七
頁
〕
、
究
極
的
に
は
両
者
が
哲
学

に
よ
る
統
合
を
予
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
理
論
の
特
色
が
あ
る

〔
カ
”
三
七
五
－
三
七
六
頁
〕
．
個
人
と
国
家
に
認
め
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
前

提
的
結
合
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
主
意
主
義
的
考
察
な
ど
と
い
う
発
想

は
、
プ
ラ
ト
ン
の
主
た
る
関
心
の
な
か
に
は
な
い
と
述
べ
て
お
く
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

　
D
、
政
治
権
力
の
創
出
”
　
社
会
・
秩
序
・
政
治
・
国
家
・
権
力
の
存

在
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
「
国
家
」
で
行
な
う
議
論
に
と
っ
て
は
説
明
す
る
ま

で
も
な
く
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
国
家
の
発
生
に
つ
い
て
は
ご

く
簡
単
な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
．
孤
立
し
た
個
人
で
は
生
活
が
自
足

で
き
ぬ
ゆ
え
、
生
存
に
不
可
欠
な
も
の
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
社
会
的
分

業
が
要
請
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
．
か
か
る
分
業
の
必
要
こ
そ
が
国
家
を
生
み

だ
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
〔
カ
“
一
二
八
ー
一
二
九
頁
、
キ
H
二
五
頁
〕
。
換

言
す
れ
ば
、
人
間
が
そ
こ
で
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
共
同
体
と
し
て
の
国

家
（
ポ
リ
ス
）
ー
秩
序
を
有
す
る
社
会
を
基
盤
に
権
力
を
行
使
す
る
政

治
の
場
と
し
て
の
国
家
1
を
前
提
と
し
、
し
か
も
人
問
の
欲
望
が
生
み

だ
す
戦
争
状
態
を
与
件
と
し
て
、
そ
の
国
家
に
関
す
る
理
想
像
を
獲
得
す

る
こ
と
が
彼
の
目
的
と
な
る
の
で
あ
る
〔
カ
H
一
三
五
．
一
七
五
i
一
七
六
、

二
五
二
頁
、
キ
“
二
六
頁
〕
。
そ
れ
ゆ
え
、
プ
ラ
ト
ン
も
秩
序
と
政
治
と
権

力
と
を
総
合
的
に
は
捉
え
て
は
い
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
が
個
人
と
社
会
に

は
た
す
機
能
を
論
理
的
に
煮
つ
め
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
出
現
を
説
明
す
る

ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
E
、
正
統
性
の
論
理
的
説
明
“
　
プ
ラ
ト
ソ
は
政
治
権
力
の
正
統
性
に

94
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つ
い
て
直
接
言
及
す
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
が
、
理
想
国
家
の
目
的
で
あ

る
「
正
義
」
の
内
容
が
正
統
性
の
内
容
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
．
彼

が
言
う
正
義
の
根
本
は
、
構
成
要
素
が
分
に
応
じ
て
働
く
と
い
う
点
に
あ

り
、
国
家
に
お
け
る
正
義
を
簡
潔
に
言
え
ば
”
各
人
が
各
自
に
定
め
ら
れ

た
仕
事
を
全
う
す
る
こ
と
”
〔
カ
“
U
五
二
頁
〕
と
な
る
の
で
あ
る
。
異
な

る
仕
事
を
す
る
人
間
か
ら
国
家
が
構
成
さ
れ
て
く
る
と
い
う
分
業
論
と
、

こ
の
正
義
の
規
定
が
関
連
を
有
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
支
配
者
は
支

配
者
と
し
て
の
仕
事
の
遂
行
に
全
力
を
尽
く
し
、
余
計
な
こ
と
を
な
す
べ

き
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
正
義
概
念
を
良
く
み
れ
ぽ
．
彼
が
言

う
と
こ
ろ
の
正
義
に
適
う
行
為
が
、
整
合
性
を
有
し
規
律
あ
る
行
為
か
ら

な
る
社
会
秩
序
の
も
た
ら
す
集
合
的
利
益
と
密
接
な
理
論
的
関
連
を
有
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
プ
ラ
ト
ン
自
身
が
次
の

よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
．
「
め
い
め
い
が
公
共
の
た
め
に
寄
与
す
る
こ
と

の
で
き
る
利
益
は
、
こ
れ
を
た
が
い
に
分
与
し
あ
う
よ
う
に
さ
せ
る
の
が
、

国
法
な
の
で
」
〔
カ
“
二
五
一
頁
〕
あ
る
と
．
し
か
し
彼
の
考
察
は
、
個
人

と
社
会
と
秩
序
の
理
論
的
考
察
に
よ
り
正
義
の
幾
能
を
解
明
す
る
方
向
に

こ
れ
以
上
ば
進
ま
な
い
。
逆
に
正
義
を
「
魂
そ
の
も
の
に
と
っ
て
最
も
善

き
も
の
」
〔
力
口
三
八
六
頁
〕
と
み
な
し
、
哲
学
的
立
場
か
ら
説
明
を
加
え

て
ゆ
く
点
に
、
プ
ラ
ト
ン
正
義
概
念
の
特
色
と
限
界
を
見
い
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
F
、
理
論
の
基
本
的
前
提
“
　
プ
ラ
ト
ソ
が
「
国
家
」
で
採
用
し
て
い

る
基
本
的
視
角
（
1
1
4
）
と
、
基
本
的
前
提
（
5
1
9
）
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
　
ω
、
議
論
の
方
法
は
思
考
実
験
で
あ
り
．
現
実
か
ら
の
批
判
は
受
け

　
　
　
つ
け
な
い
〔
カ
U
一
七
五
－
一
七
六
頁
〕
。

　
　
㈹
、
考
察
の
内
容
は
魂
の
全
体
的
考
察
と
国
家
の
理
想
的
範
型
で
あ

　
　
　
る
〔
カ
⊥
二
五
三
、
三
七
八
頁
〕
。

　
　
㈹
、
概
念
は
中
間
物
を
含
ま
ぬ
恒
常
不
変
の
純
粋
型
に
構
築
さ
れ
て

　
　
　
い
る
〔
カ
H
一
八
○
、
一
九
〇
ー
一
九
一
頁
〕
。

　
　
＠
、
個
人
と
国
家
は
相
似
的
に
理
解
さ
れ
、
両
者
の
一
致
が
理
想
と

　
　
　
さ
れ
て
い
る
〔
カ
⊥
二
五
〇
、
三
五
五
頁
、
キ
目
四
五
頁
〕
。

　
　
㈲
、
人
は
欲
望
に
従
っ
て
行
為
し
が
ち
で
あ
る
〔
カ
“
一
三
六
、
一
六

　
　
　
六
頁
〕
。

　
　
⑥
、
魂
は
人
間
の
生
存
原
理
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
最
大
の
価
値

　
　
　
が
あ
る
〔
力
隅
一
七
一
頁
〕
。

　
　
ω
、
人
々
は
社
会
を
形
成
す
る
〔
カ
に
一
二
八
頁
〕
。

　
　
㈲
、
正
義
は
不
正
義
よ
り
も
好
ま
し
い
〔
カ
ー－
八
六
頁
〕
。

　
　
⑨
、
個
人
的
正
義
は
国
家
社
会
的
正
義
と
同
一
で
あ
る
〔
カ
U
咽
二

　
　
　
七
頁
〕
。

　
G
、
論
理
的
課
題
”
　
社
会
秩
序
の
形
成
に
関
心
あ
る
立
場
か
ら
彼
の

理
論
的
前
提
と
理
論
展
開
と
を
吟
味
す
れ
ば
、
人
々
が
社
会
と
秩
序
を
成

立
さ
せ
る
過
程
の
説
明
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
指
摘
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
国
家
論
の
中
核
に
位
置
す
る

正
義
論
は
、
正
義
の
望
ま
し
い
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
正
義
と
は
何
か
を

論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
理
論
展
開
の
手
順
に
は
疑
問
が
残
る
が
．

目
を
先
に
向
け
て
結
論
は
と
眺
め
れ
ば
、
既
に
見
た
ご
と
く
”
応
分
な
る
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貢
献
”
が
正
義
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
正
義
を
満
た
す
こ
と

が
国
家
の
根
源
的
役
割
で
あ
り
、
国
家
は
そ
れ
に
よ
り
個
人
に
思
慮
あ
る

部
分
を
植
え
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
社
会
と
個

人
は
善
な
る
生
活
を
営
み
う
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
カ
”
一
五
〇
、

三
七
五
⊥
二
七
六
頁
〕
。
ま
た
．
か
か
る
社
会
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
は

微
塵
も
誤
る
こ
と
が
な
い
と
さ
れ
る
哲
学
者
が
導
入
さ
れ
、
哲
人
政
治
が

提
唱
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
〔
カ
に
一
八
六
、
一
九
一
、
一
九
七
、
二
二
〇
頁
〕
。

か
か
る
論
理
の
運
び
に
言
い
う
る
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
は
彼
の
設
定
し

た
理
論
的
前
提
が
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
次
に
は
社
会
関
係
に

関
す
る
理
論
が
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

こ
こ
の
例
で
言
う
な
ら
、
正
義
は
な
ぜ
に
不
正
義
よ
り
好
ま
し
い
か
が
、

哲
学
と
は
無
縁
の
人
間
を
基
礎
に
据
え
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
行
動
が
作

る
社
会
関
係
の
現
実
を
克
明
に
考
察
す
る
こ
と
か
ら
解
明
さ
れ
て
ゆ
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
そ
し
て
か
か
る
作
業
は
当
然
に
、
秩
序
が
成
立

し
そ
れ
に
伴
い
政
治
と
権
力
が
出
現
し
て
く
る
過
程
を
、
普
通
の
人
々
の

行
動
か
ら
理
論
化
す
る
こ
と
を
続
け
て
要
求
し
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
プ
ラ
ト
ン
が
考
え
る
ご
と
く
、
哲
学
者
に
よ
る
政
治
に
よ
っ

て
あ
る
い
は
政
治
教
育
の
重
視
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
の
維
持
が
で
ぎ
る
か

ど
う
か
．
す
く
な
く
と
も
そ
れ
だ
け
で
可
能
と
な
る
か
ど
う
か
は
多
い
に

疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
自
身
が
哲
人
政
治
を
現
実
に
は
存
在
し
な

い
理
想
形
態
と
認
識
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
様
々
な
報
酬
や
脅
し
や
制

約
に
よ
ら
な
け
れ
ぽ
正
義
の
内
容
が
保
持
で
き
な
い
こ
と
を
処
々
で
う
か

が
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
力
目
五
八
ー
五
九
、
一
七
五
、
二
一
九
、
三
七

六
、
三
八
六
⊥
二
八
九
頁
、
ク
ロ
三
六
三
頁
〕
。
こ
の
よ
う
に
社
会
統
制
の
必

要
を
思
わ
せ
る
指
摘
の
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
秩
序
の
維
持
に
作
用

す
る
強
制
力
の
社
会
的
意
義
を
確
定
し
、
ひ
い
て
は
政
治
な
い
し
国
家
の

社
会
的
機
能
を
秩
序
の
生
成
過
程
に
絡
め
て
確
定
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ

り
、
正
義
論
は
そ
の
機
能
を
基
準
に
後
か
ら
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た

こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

皿
　
ホ
ッ
ブ
ス
と
闘
争
状
態

〃
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
状
態
か
ら
い
か
に
し
て
秩
序
が
形
成
さ
れ

て
く
る
か
”
と
い
う
、
政
治
学
者
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
が
解
明
し
よ
う
と

し
た
問
題
は
、
。
ホ
ッ
ブ
ス
的
課
題
”
な
る
名
称
を
与
え
ら
れ
理
論
社
会
学

の
主
た
る
研
究
対
象
と
も
な
っ
て
い
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
ら
が
こ
の
課
題
に

対
し
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
別
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
〔
ア
〕
。

そ
れ
で
は
、
社
会
契
約
説
に
よ
り
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
ホ
ッ
ブ
ス
自
身

の
解
答
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
「
リ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ン
」
〔
サ
〕

に
基
づ
ぎ
個
々
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
万
人
は
万
物
を
所
有
あ
る
い
は
管
理
す
る
自
由

を
自
然
の
権
利
と
し
て
生
ま
れ
つ
き
平
等
に
所
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
自
然
権
は
各
人
が
生
存
に
必
要
な
全
手
段
を
取
る
自
由
を
も
認
め
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
が
た
だ
単
に
集
合
し
た
状
態
で
は
、
人
間
を
含
め

た
物
の
所
有
を
め
ぐ
り
、
あ
る
い
は
各
人
の
生
き
方
を
め
ぐ
り
、
際
限
の

な
い
紛
争
が
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
こ
と
と
な
る
．
し
か
し
、
か
か
る
闘

争
状
態
は
予
測
不
能
な
ゆ
え
に
全
く
見
通
し
が
立
た
ず
、
安
全
も
保
証
さ
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れ
ず
、
極
め
て
具
合
の
悪
い
こ
と
に
人
々
が
気
づ
く
と
、
そ
の
状
態
に
何

ら
か
の
安
定
性
を
導
入
し
よ
う
と
人
々
は
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
為
に
こ
そ
な
さ
れ
る
の
が
、
各
人
の
権
利
を
特
定
の
人
な
い
し
人
々

に
譲
渡
し
て
、
代
り
に
規
則
性
を
得
よ
う
と
す
る
社
会
契
約
の
工
夫
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
契
約
を
導
く
基
本
原
理
と
し
て
は
自
然
法

i
第
一
原
理
”
平
和
の
た
め
に
努
力
し
、
そ
れ
で
も
平
和
が
得
ら
れ
な

い
時
に
は
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
自
己
を
守
れ
（
自
然
法
1
と
以
下
略
称
）
、
第
二

原
理
瞳
他
者
の
同
意
が
得
ら
れ
る
な
ら
ば
平
和
の
た
め
に
自
然
権
を
放
棄

せ
よ
（
自
然
法
H
と
以
下
略
称
）
ー
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
サ
”

一
五
四
i
一
六
二
頁
〕
。

　
A
、
秩
序
形
成
”
　
こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
々
は
無
限

に
あ
り
な
が
ら
皆
無
と
も
な
り
う
る
自
由
に
代
え
て
互
い
に
自
由
の
制
限

を
認
め
、
予
測
可
能
な
規
則
的
行
動
様
式
を
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
人
々
は
、
所
有
な
い
し
管
理
の
権
利
範
囲
を
確
定
し
相
互
に
認
め

合
う
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
規
則
や
権
利
範
囲
の
遵
守
を
強
制
し
維
持
す

る
仕
組
を
も
、
相
互
の
約
束
に
よ
り
誕
生
さ
せ
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
．

従
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
秩
序
と
い
う
用
語
を
直
接
用
い
て
は
い
な
い
と
し

て
も
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
行
動
の
規
則
性
と
は
社
会
秩
序
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
々
の
契
約
に
よ
り
社
会
秩
序

が
作
り
だ
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
点
に
ホ
ッ
ブ
ス
理
論
の
特
色
は
あ
る
と

言
え
よ
う
〔
サ
日
一
九
二
ー
一
九
七
、
二
〇
二
頁
〕
。
そ
れ
ゆ
え
ホ
ッ
ブ
ス
理

論
は
．
主
意
主
義
的
観
点
か
ら
の
説
明
と
い
う
点
で
は
多
く
の
問
題
を
か

か
え
て
は
い
る
も
の
の
、
秩
序
生
成
の
条
件
を
明
示
し
そ
の
過
程
に
一
応

の
説
明
を
与
え
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
銘
記
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

る
。　

B
、
間
主
観
性
の
確
保
㈹
　
闘
争
状
態
の
中
か
ら
契
約
が
成
立
す
る
と

主
張
す
る
に
は
、
人
々
の
間
に
何
が
し
か
の
間
主
観
性
を
想
定
し
て
お
か

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
「
人
々
に
平
和
を
志
向
さ
せ
る
情

念
に
は
、
死
の
恐
怖
、
快
適
な
生
活
に
必
要
な
も
の
を
求
め
る
意
欲
、
勤

労
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
希
望
が
あ
る
。
ま
た
人
間
は

理
性
の
示
唆
に
よ
っ
て
、
た
が
い
に
同
意
で
き
る
よ
う
な
つ
ご
う
の
よ
い

平
和
の
た
め
の
諸
条
項
を
考
え
だ
す
」
〔
サ
H
一
五
九
頁
〕
と
言
う
。
こ
の

文
章
に
明
ら
か
な
如
く
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
人
間
に
普
遍
的
と
さ
れ
る
感
情

を
理
論
の
基
礎
に
置
く
と
共
に
、
人
々
が
必
ず
自
然
法
と
い
う
特
定
の
思

考
内
容
を
共
有
し
う
る
基
盤
と
し
て
、
理
性
を
人
々
に
設
定
す
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
人
々
は
理
性
に
導
か
れ
て
平
和
こ
そ
善
で
あ
る
と
同
意
し
、

自
然
法
を
知
り
、
自
然
法
に
導
か
れ
て
互
酬
性
な
い
し
相
互
承
認
の
重
大

さ
を
知
る
の
で
あ
る
〔
サ
”
一
六
〇
、
叫
八
一
、
一
八
六
頁
〕
。
結
局
の
と
こ

ろ
、
理
性
の
共
有
（
と
い
う
間
主
観
性
）
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々

は
契
約
に
先
だ
っ
て
契
約
の
ル
ー
ル
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
合
意
に
基
づ

く
契
約
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
サ
”
一
六
七
、
一
九
七
、

二
〇
〇
頁
〕
。
従
っ
て
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
り
、
間
主
観
性
の
存
在
は
説
明
す
ぺ

き
事
柄
で
あ
る
よ
り
は
、
理
論
を
展
開
す
る
た
め
の
極
め
て
重
要
な
基
本

的
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
q
主
意
主
義
的
説
明
”
　
ホ
ッ
ブ
ス
は
方
法
論
的
に
は
個
人
主
義
の

立
場
を
採
用
し
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
一
応
は
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
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な
ら
ば
、
彼
は
人
間
の
行
為
が
そ
の
抱
く
思
想
に
由
来
す
る
こ
と
を
説
き

〔
サ
旺
二
〇
二
頁
〕
、
行
為
に
つ
な
が
る
欲
求
と
し
て
理
性
に
先
行
す
る
意

志
を
措
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
〔
サ
目
九
八
頁
〕
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
人
間

の
持
つ
根
源
的
意
欲
を
基
礎
に
行
為
の
説
明
を
行
な
い
〔
サ
U
九
八
ー
九
九

頁
〕
、
そ
の
行
為
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
め
た
う
え
で
秩
序
の
成
立
に
至
る

道
筋
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
点
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
理
論
は

個
人
を
中
心
に
据
え
た
理
論
構
成
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
〔
シ
“
二
四
頁
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
秩
序
と
権
力
の
説
明
に

理
性
な
る
概
念
が
使
わ
れ
、
そ
こ
で
は
、
e
理
性
が
導
く
教
え
と
し
て
個

人
的
利
益
の
擁
護
が
主
張
さ
れ
る
と
共
に
、
⇔
個
人
的
利
益
を
確
保
す
る

た
め
の
契
約
と
い
う
、
自
然
法
の
指
示
す
る
〃
社
会
的
方
策
〃
ま
で
が
事

前
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
．
㊧
そ
の
結
果
、
個
人
の
持
つ
理
性

と
万
人
の
持
つ
理
性
と
が
、
あ
る
い
は
個
人
の
生
命
維
持
と
集
合
体
の
存

続
と
が
論
理
的
に
短
絡
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
サ
”
一
六
三
、

一
七
二
－
一
七
五
、
二
八
三
、
三
四
一
頁
〕
。
こ
れ
を
み
る
と
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
主
意
主
義
的
行
為
理
論
と
そ
れ
に
基
づ
く
政
治
理
論
構
築
の
構

想
は
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
D
、
政
治
権
力
の
創
出
”
　
国
家
と
政
治
の
出
現
は
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。
人
々
が
．
平
和
の
た
め
の
権
利
の
相
互
放
棄
を
要
請
す
る

自
然
法
H
を
実
現
す
る
た
め
、
各
自
の
保
有
す
る
自
然
権
を
理
性
に
従
っ

て
特
定
の
人
に
譲
渡
す
る
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
国
民
全
体
の
平
和

と
防
衛
を
守
る
国
家
が
ま
ず
生
み
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
次
に
、
国
家

の
人
格
を
担
う
主
権
者
が
、
権
利
譲
渡
契
約
の
目
的
た
る
平
和
と
共
同
防

衛
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
、
譲
渡
さ
れ
た
権
利
に
基
づ
く
絶
対
的
な
主

権
す
な
わ
ち
政
治
権
力
を
獲
得
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
〔
サ
n
一
六
〇
丁
一

六
三
、
一
九
二
、
一
九
五
－
一
九
七
、
二
〇
一
、
二
二
三
、
二
二
七
頁
〕
。
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
り
、
各
個
人
が
享
受
す
る
秩
序
の
効
用

と
い
う
観
点
か
ら
権
力
の
機
能
が
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
．
こ
の
点
、
今
日
の
権
力
論
に
対
し
て
も
多
く
の
示
唆
を
含
む
と

評
価
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
E
、
正
統
性
の
論
理
的
説
明
“
　
自
然
法
を
実
現
す
る
た
め
に
締
結
し

た
社
会
契
約
が
秩
序
と
政
治
と
権
力
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
以
上
、
主

権
者
の
権
力
行
使
が
自
然
法
に
背
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
も
ご

く
普
通
の
成
行
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ぽ
、
人
は
生
命
を
奪
お
う
と

す
る
相
手
に
対
し
て
抵
抗
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
り
〔
サ
”
一
六
二
頁
〕
、
そ
れ
ゆ
え
、
主
権
者
が
国
民
の
保
護
能
力
を
欠

く
場
合
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
た
と
え
主
権
者
の
命
令
で
あ
ろ
う
と
、
そ

れ
が
国
民
の
生
命
維
持
に
反
す
る
場
合
に
は
、
抵
抗
す
る
権
利
が
人
々
に

留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
サ
⊥
…
六
、
二
三
九
頁
〕
。
換
言
す
れ
ば
、

ホ
ッ
ブ
ス
理
論
に
お
い
て
、
「
権
力
の
基
礎
と
正
統
性
は
、
自
己
保
存
を

求
め
る
人
び
と
の
自
発
的
な
同
意
」
〔
シ
睦
三
五
⊥
一
一
六
頁
〕
の
う
ち
に
こ

そ
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
主
権
が
自
然
法
を
越
え
た
行
動
に
出
る
こ
と
は
主
権

の
目
的
か
ら
し
て
本
来
あ
り
え
な
い
と
も
さ
れ
た
こ
と
は
〔
サ
ー
1
二
〇
一

頁
〕
、
正
統
性
に
関
す
る
ホ
ッ
ブ
ス
の
考
察
を
よ
り
複
雑
な
も
の
に
し
て

い
る
。
彼
は
一
方
で
、
主
権
は
権
力
の
行
使
に
際
し
て
人
々
が
同
意
し
た
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契
約
を
守
り
．
自
然
法
の
示
唆
す
る
公
平
（
各
人
に
当
然
帰
属
す
べ
き
も
の

を
各
人
に
平
等
に
配
分
す
る
こ
と
）
す
な
わ
ち
配
分
的
正
義
と
い
う
要
請
も

守
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
、
万
が
一
こ
れ
に
違
反
す
る
時
は
不
正
を
働
い

た
こ
と
に
な
る
と
判
断
す
る
〔
サ
H
エ
ハ
ニ
ー
一
六
三
、
一
七
二
、
一
七
七
i

一
七
八
、
一
八
二
頁
〕
。
ち
な
み
に
ホ
ッ
ブ
ス
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
正
義
と

は
自
然
法
の
命
令
の
一
つ
で
あ
り
、
「
契
約
の
履
行
お
よ
び
各
人
に
各
人

の
も
の
を
与
え
る
こ
と
」
〔
サ
H
二
八
○
頁
〕
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
他
方
で
彼
は
、
主
権
の
絶
対
性
が
自
然
法
の
枠
内
に
止
ま
る
も
の
で

あ
る
と
は
言
っ
て
も
そ
れ
は
神
に
対
し
て
そ
う
な
の
で
あ
り
、
国
民
と
主

権
者
と
は
一
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
権
と
は
国
民
の
生
命
と
財
産
の
否

定
を
も
含
む
絶
対
的
権
力
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
〔
サ
ー
…
二
頁
〕
。

要
す
る
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
理
論
に
は
二
種
類
の
正
統
性
原
理
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
、
自
然
法
か
ら
説
明
さ
れ
る
理
由
づ
け

に
は
問
題
が
残
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
個
人
の
存
続
を
基
準
に
規
定
さ
れ

て
い
る
が
ゆ
え
に
戦
争
状
態
脱
出
の
説
明
と
も
整
合
し
て
お
り
、
秩
序
形

成
の
視
点
か
ら
み
て
も
そ
れ
な
り
の
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
言

え
よ
う
．
だ
が
後
老
に
つ
い
て
は
、
主
権
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
，

結
論
を
先
取
り
し
た
前
提
を
新
た
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

正
統
性
の
基
準
が
個
人
か
ら
社
会
に
突
然
移
行
し
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
．

　
F
、
理
論
の
基
本
的
前
提
”
　
ホ
ッ
ブ
ス
が
「
リ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ン
」
に

お
い
て
理
論
の
中
に
組
み
込
ん
だ
概
念
規
定
と
基
本
的
な
前
提
（
1
1
n
）
、

お
よ
び
論
理
展
開
の
飛
躍
な
い
し
欠
落
に
よ
り
な
か
ば
前
提
と
み
な
さ
ざ

る
を
得
な
い
理
論
の
結
論
（
1
2
1
1

4
）
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
．

　
　
ω
　
人
間
の
能
力
は
平
等
で
あ
る
〔
サ
目
一
五
四
頁
〕
．

　
　
㈲
　
人
間
は
自
己
を
維
持
す
る
た
め
に
最
善
を
尽
く
し
て
い
る
〔
サ

　
　
　
闘
一
三
三
、
一
六
四
、
二
二
二
、
二
三
一
頁
〕
。

　
　
⑥
　
人
間
は
権
力
へ
の
欲
求
に
代
表
さ
れ
る
多
彩
な
情
念
を
多
様
に

　
　
　
持
っ
て
い
る
〔
サ
”
一
〇
六
、
＝
○
、
一
三
三
頁
〕
。

　
　
㈲
　
人
間
は
他
者
と
競
争
し
優
越
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
〔
サ
”

　
　
　
一
九
五
頁
〕
。

　
　
㈲
　
人
間
が
個
人
的
基
準
に
よ
り
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
の
が
自
然
状

　
　
　
態
で
あ
る
〔
サ
”
一
八
五
頁
〕
。

　
　
㈲
　
自
然
状
態
に
お
い
て
人
間
は
自
然
権
を
有
し
て
い
る
〔
サ
”
一

　
　
　
五
九
i
一
六
〇
頁
〕
。

　
　
ω
　
自
然
権
ゆ
え
人
間
は
万
物
に
対
し
自
由
に
振
舞
う
こ
と
が
で
き

　
　
　
る
〔
サ
”
一
六
〇
ー
一
六
一
頁
〕
。

　
　
㈲
　
人
間
に
は
理
性
が
備
わ
っ
て
い
る
〔
サ
”
一
五
九
頁
〕
。

　
　
㈲
　
理
性
は
自
然
法
の
存
在
を
認
識
さ
せ
生
命
維
持
へ
の
怠
業
を
禁

　
　
　
ず
る
〔
サ
”
扁
六
〇
頁
〕
。

　
　
⑯
　
自
然
法
に
基
づ
く
同
意
す
な
わ
ち
契
約
は
可
能
で
あ
る
〔
サ
腿

　
　
　
一
五
九
、
一
六
三
頁
〕
。

　
　
O
D
　
人
間
の
情
念
は
理
性
よ
り
も
普
通
に
は
強
力
で
あ
る
〔
サ
ロ
ニ

　
　
　
一
〇
頁
〕
。

　
　
㈱
　
情
念
を
統
制
し
て
契
約
を
保
証
す
る
こ
と
ば
強
制
力
に
よ
り
は

　
　
　
じ
め
て
可
能
と
な
る
〔
サ
”
輔
六
六
－
一
六
七
、
一
九
二
頁
〕
．

99



法学研究59巻11号（’86：11）

　　　　　　　　　　　　　　　　平等な能力

　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　畢

★自己の保存・ゆ他者への優越⇒自然状態⇒戦争状態ゆ生活保証は皆無

　　　　倉畢　　　　　奮・じ　　　倉　　　介　　　　畢

　　　★自然権所有⇒万物への権利　　　　奮　　　　不便さの認識

　　　　　①　　奮　①　　　　　　　　奮　　　畢　　　④
★理性の保有⇒自然法の認識⇒自然法1⇒書　社会契約⇒⇒⇒主権すなわち強制力の限界

　　②　　　④畢　　③　　倉 畢　　 含・じ　舎・じ⑤

　　　　　　　　　　　恥→自然法IIゆゆゆ含　　自然権譲渡⇒主権成立⇒強制力行使

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畢　　　　　　　　　　　畢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家設立ゆ社会秩序の形成と維持

　
　
⑬
　
契
約
当
事
者
が
契
約
目
的
を
遵
守
し
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い

　
　
　
〔
サ
“
二
〇
一
頁
〕
。

　
　
㈲
　
国
家
の
持
つ
悪
は
国
家
な
き
状
態
の
悪
よ
り
も
好
ま
し
い
〔
サ

　
　
　
”
二
〇
六
－
二
〇
七
頁
〕
。

　
G
、
論
理
的
課
題
”
　
以
上
に
含
ま
れ
る
人
間
の
本
性
と
社
会
の
性
格

に
関
す
る
前
提
か
ら
、
こ
れ
ま
で
紹
介
L
て
き
た
ホ
ッ
ブ
ス
理
論
が
演
繹

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
〔
サ
”
三
西
頁
〕
、
そ
の
論
理
展
開
を
検
討
す

る
た
め
簡
単
に
図
示
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
社
会
秩
序
の
形
成
と
い
う

視
角
か
ら
こ
の
ホ
ッ
ブ
ス
理
論
を
眺
め
る
と
、
幾
つ
か
の
疑
問
点
が
浮
か

ん
で
く
る
。
図
に
付
さ
れ
た
番
号
と
対
応
さ
せ
見
て
ゆ
き
た
い
。

　
①
管
理
権
は
権
利
の
相
互
放
棄
に
基
づ
く
契
約
か
ら
生
じ
る
と
ホ
ッ
ブ

　
　
ス
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
〔
サ
”
一
七
二
頁
〕
、
権
利
と
は
他
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
が
認
め
て
始
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
然
権
な
い

　
　
し
万
物
へ
の
権
利
を
理
論
の
前
提
に
置
く
こ
と
は
、
人
々
の
間
に
生

　
　
来
の
共
通
し
た
相
互
理
解
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
．
し
か
し
、

　
　
こ
の
相
互
理
解
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
て
来
た
の
か
、
ホ
ッ
ブ
ス

　
　
に
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
権
利
の
語
を
止
め
、

　
　
人
々
の
単
な
る
行
動
傾
向
と
捉
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
に
し
て
も
、
戦
争
状
態
の
出
現
か
ら
政
治
権
力
の
成
立
を
説
明
す
る

　
　
こ
と
に
、
論
理
的
難
点
は
な
に
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
②
理
性
の
前
提
は
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
理
性
を
一
方
で
極
め
て
個
人
的

　
　
な
判
断
基
準
錬
性
1
と
以
下
略
称
）
と
理
解
し
て
お
き
な
が
ら
〔
サ
”

　
　
一
七
四
、
一
八
五
、
二
一
一
二
頁
〕
、
他
方
で
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
共
通
な
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思
惟
（
理
性
H
と
以
下
略
称
）
と
し
て
理
論
の
前
提
に
置
く
こ
と
は

　
〔
サ
”
一
五
九
、
一
八
六
、
二
三
二
、
二
八
三
、
三
六
〇
頁
〕
、
理
論
が
目

　
差
す
結
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

③
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
理
性
が
導
く
自
然
法
も
二
面
性
の
奇
異
を
示
し
て

　
い
る
。
自
然
法
が
、
自
己
の
生
命
維
持
の
た
あ
に
は
戦
争
も
辞
す
な

　
か
れ
（
自
然
法
1
）
と
命
令
し
、
ま
た
逆
に
、
他
者
の
嫌
う
こ
と
は

　
せ
ず
に
和
解
に
務
め
平
和
を
も
た
ら
し
て
そ
れ
に
従
え
（
自
然
法
n
）

　
と
命
令
す
る
こ
と
は
、
相
反
す
る
命
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る

　
〔
サ
目
一
六
〇
t
一
六
一
、
一
八
一
頁
〕
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
自
然
法

　
1
か
ら
自
然
法
H
を
自
動
的
に
引
き
だ
し
て
そ
の
移
行
を
論
理
必
然

　
の
結
果
で
あ
る
と
捉
え
〔
サ
“
一
六
〇
頁
、
シ
“
二
五
ー
二
六
頁
〕
、
ま
た

　
理
性
1
か
ら
理
性
H
へ
の
移
行
を
、
そ
れ
こ
そ
”
自
然
な
結
果
〃
で

　
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
〔
サ
“
一
八
五
ー
一
八
六
、
二
七
九
ー
二

　
八
○
頁
〕
。
け
れ
ど
も
、
自
然
法
に
せ
よ
理
性
に
せ
よ
、
個
人
レ
ベ
ル

　
の
ー
か
ら
集
合
体
レ
ベ
ル
の
∬
が
機
械
的
に
派
生
し
て
く
る
わ
け
で

　
は
な
い
。
む
し
ろ
か
か
る
理
論
展
開
は
、
た
と
え
理
性
と
自
然
法
が

　
社
会
秩
序
を
も
た
ら
す
に
必
要
な
条
件
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
十
分

　
な
条
件
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
は
す
ま
い
か
。

　
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
説
明
で
は
移
行
を
も
た
ら
す
条
件
の
説
明
が
不
十

　
分
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
．
ホ
ッ
ブ
ス
は
か
か
る
条
件
の
一

　
つ
と
し
て
強
制
力
の
出
現
を
挙
げ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
理
論
の

　
整
合
的
展
開
の
た
め
に
は
こ
の
ほ
か
の
条
件
を
設
定
し
、
あ
わ
せ
て

　
理
論
の
前
提
を
整
理
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
作
業
に
な
る
と
思
わ
れ

　
る
。

④
以
上
の
混
乱
は
、
戦
争
状
態
が
社
会
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
も

　
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
時
に
戦
争
状
態
を
社
会
と
見
、

　
時
に
戦
争
状
態
を
社
会
で
は
な
い
と
言
う
〔
サ
n
一
五
七
ー
一
五
九
、

　
一
九
二
頁
〕
．
こ
れ
は
、
彼
の
理
論
に
お
い
て
、
社
会
の
基
本
属
性
で

　
あ
る
人
々
の
共
通
理
解
が
い
つ
獲
得
さ
れ
た
か
の
判
断
が
曖
昧
に
さ

　
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
状
態
が
不
便
で

　
あ
る
と
の
認
識
は
、
い
つ
い
か
に
し
て
共
有
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ

　
う
か
．
社
会
秩
序
成
立
を
説
明
す
る
時
に
最
も
重
要
な
点
は
、
意
識

　
の
共
有
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
こ
の
点
の
解

　
明
に
さ
え
成
功
し
て
い
れ
ば
、
理
性
や
自
然
法
の
前
提
を
二
面
的
に

　
置
く
必
要
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
．
し
か
し
彼
は
こ
の
解
明
を
試

　
み
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
理
性
と
自
然
法
の
存
在
を
複
合
的
に

　
所
与
と
し
た
た
め
、
直
ち
に
社
会
契
約
が
可
能
と
さ
れ
、
秩
序
が
成

　
立
す
る
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤
と
こ
ろ
で
、
契
約
当
事
者
が
契
約
目
的
に
違
反
す
る
こ
と
は
あ
り
え

　
な
い
と
い
う
前
提
は
、
政
治
権
力
を
誕
生
さ
せ
る
論
理
展
開
と
は
抵

　
触
す
る
。
本
当
に
契
約
違
反
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
に
も
自
然
権

　
を
譲
渡
す
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
互
い
に
自
然
権
の
自
主
制

　
限
を
約
束
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
．
強
制
力
に
契
約
の
遵
守
を
頼
る
必

　
然
的
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
主
権
の
絶
対
性
と
正

　
統
性
を
共
に
確
立
す
る
根
拠
と
し
て
こ
の
前
提
を
要
求
し
た
と
考
え

　
ら
れ
る
が
、
こ
の
前
提
が
な
く
て
も
彼
が
意
図
す
る
正
義
や
公
平
に
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つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
は
理
論
の
前
提
と
し

て
不
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
本
来
は
不
要
な
こ
の
前
提
が
あ

る
た
め
に
、
正
統
性
の
説
明
が
極
め
て
複
雑
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は

す
で
に
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
用
意
な
採
用

の
原
因
を
探
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
も
理
性
と
自
然
法
概
念
の
曖
昧
さ

に
す
べ
て
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
．

　
確
か
に
、
人
々
は
自
然
法
に
逆
ら
う
契
約
は
で
き
ず
〔
サ
”
一
六

九
頁
〕
、
主
権
者
も
自
然
法
に
抗
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る

〔
サ
”
二
三
二
、
二
三
六
頁
〕
。
従
っ
て
、
文
字
ど
お
り
の
生
命
の
維
持

を
例
に
と
る
と
、
生
命
を
守
る
た
め
に
契
約
し
て
作
ら
れ
た
主
権
で

あ
る
な
ら
ぽ
、
主
権
に
個
人
の
生
命
を
奪
う
が
ご
と
き
命
令
を
下
す

こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
主
権
は
絶
対
で
あ

り
個
人
に
死
刑
を
課
し
う
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
〔
サ
”
一
…
三
、

二
三
七
、
三
二
二
頁
〕
。
だ
が
死
刑
命
令
は
明
ら
か
に
自
然
法
に
対
す

る
違
反
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
ホ
ヅ
ブ
ス
が
か
か
る
言
い
方
を
し
て

し
ま
う
の
は
、
自
然
法
1
と
H
、
理
性
1
と
H
の
暗
黙
の
結
合
な
い

し
形
式
的
一
体
化
に
よ
り
、
主
権
者
と
国
民
と
を
同
一
視
す
る
〔
シ

H
四
三
頁
〕
、
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
全
体
を
個
人
に
対
し
て
優

位
さ
せ
る
〔
サ
“
三
四
一
頁
〕
、
あ
る
い
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
設
立

目
的
を
個
々
の
国
民
の
保
全
よ
り
も
国
民
全
体
の
平
和
と
防
衛
に
あ

る
と
み
な
す
〔
サ
∬
一
九
六
、
二
〇
一
頁
〕
と
こ
ろ
の
見
方
が
．
い
つ

の
ま
に
か
忍
び
こ
ん
で
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
実
は
、

こ
の
重
大
な
視
点
変
更
の
理
由
を
説
明
せ
ず
、
視
点
変
更
を
一
見
無

　
　
理
な
く
行
な
う
た
め
に
こ
そ
、
契
約
違
反
の
不
可
能
性
と
い
う
前
提

　
　
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
、
権
力
を

　
　
必
要
と
し
な
い
前
提
が
権
力
を
産
み
だ
す
と
い
う
論
理
矛
盾
を
犯
し

　
　
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
か
か
る
視
点
変

　
　
更
は
前
提
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
個
人
か
ら
社
会
に
至
る
過
程
の
理

　
　
論
化
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
秩
序
と
権
力
の
説
明

　
　
は
い
つ
ま
で
も
完
成
せ
ず
、
結
論
先
取
の
前
提
を
反
復
す
る
こ
と
に

　
　
終
っ
て
L
ま
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
要
約
的
に
評
価
す
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ス
理
論
を
彼
の
言
う
ご
と
く
公

理
演
繹
体
系
と
見
た
場
合
〔
サ
n
八
四
、
八
七
i
八
八
、
三
七
三
頁
〕
、
そ
の

理
論
前
提
に
は
矛
盾
や
重
複
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
前

提
の
二
重
性
を
整
理
統
合
す
る
こ
と
が
ま
ず
第
一
の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
理
論
の
前
提
に
要
求
さ
れ
る
一
面
的
強
調
を
残
し
つ
つ
も
、
理
論
前

提
の
中
核
た
る
自
然
状
態
の
概
念
を
理
性
か
ら
遠
ざ
け
、
現
実
と
の
接
点

を
多
く
す
る
方
向
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

N
　
ロ
ッ
ク
と
自
然
状
態

　
い
か
に
政
治
が
あ
る
べ
き
か
の
主
張
と
し
て
、
あ
る
い
は
社
会
秩
序
に

関
す
る
研
究
と
し
て
、
今
日
ま
で
多
大
の
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
の
が
ジ

ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
説
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
考
察
は
現
代
民
主
主

義
思
想
の
原
点
に
位
置
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
彼
の
考
察
に
は
哲
学
的
思

惟
、
理
念
的
判
断
、
時
代
制
約
的
観
察
な
ど
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
本
節
で
は
社
会
に
と
っ
て
政
治
を
不
可
欠
と
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考
え
る
彼
の
論
理
構
成
に
注
目
し
て
ゆ
く
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
論
理
展
開

か
ら
飾
り
物
を
除
け
ば
、
そ
れ
は
社
会
秩
序
の
生
成
に
つ
い
て
一
応
の
解

答
を
提
出
し
た
理
論
と
判
定
し
う
る
か
ら
で
あ
る
．
こ
こ
で
は
彼
の
「
市

民
政
府
論
」
〔
タ
〕
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
ロ
ッ

ク
理
論
の
概
略
を
先
に
ま
と
め
て
お
け
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
〔
タ
“
主

に
二
、
三
、
七
、
九
、
二
、
二
二
章
〕
。

　
人
間
と
は
も
と
も
と
自
由
に
し
て
平
等
な
存
在
で
あ
り
、
自
己
の
保
存

の
た
め
に
、
他
者
を
傷
つ
け
な
い
範
囲
で
自
由
に
振
舞
う
こ
と
が
で
き
る

自
然
の
権
利
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
が
理
性
と
自
然
の
法
則

に
従
っ
て
行
動
す
る
か
ぎ
り
、
他
者
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
最
大

限
の
充
足
を
求
め
る
と
い
う
、
社
会
秩
序
の
保
た
れ
た
平
和
な
自
然
状
態

に
止
ま
っ
て
人
々
は
生
活
が
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
半
の
人

達
は
他
者
の
権
利
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
他
者
の
自
由
を
侵
し
て
ま

で
も
自
己
の
欲
求
の
充
足
を
主
張
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
こ
か
ら
必
然
的

に
権
利
の
衝
突
と
い
う
事
態
が
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

人
々
が
平
等
で
あ
り
上
に
立
つ
者
が
い
な
い
と
い
う
状
況
の
ゆ
え
に
、
権

利
の
衝
突
は
際
限
の
な
い
争
い
を
引
き
起
こ
し
て
社
会
秩
序
を
混
乱
さ
せ
、

自
然
状
態
を
自
由
の
保
証
が
全
く
期
待
で
き
な
い
戦
争
状
態
に
移
行
さ
せ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
人
々
が
か
か
る
事
態
の
具
合
の
悪
い
こ

と
に
気
づ
く
と
、
混
乱
状
態
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
人
々
は
考
え
る
よ
う
に

な
り
，
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
契
約
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
人
々
は
、
自
ら
の
上
に
立
っ
て
争
い
を
審
判
し
終
結
さ
せ
る
仕

組
と
し
て
の
政
治
と
い
う
制
度
を
、
自
然
権
の
同
意
に
基
づ
く
譲
渡
に
よ

っ
て
導
入
し
て
き
た
の
で
あ
る
．
従
っ
て
、
政
治
が
行
使
す
る
権
力
も
、

秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
全
体
と
し
て
の
自
由
を
最
大
限
保
証
す
る

こ
と
に
内
容
を
限
定
さ
れ
て
い
る
。
も
し
政
治
権
力
が
こ
の
制
限
を
逸
脱

す
る
こ
と
に
な
れ
ぽ
、
人
々
は
権
力
者
に
対
し
契
約
違
反
を
理
由
に
抵
抗

し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
A
．
秩
序
形
成
”
　
他
者
に
対
す
る
侵
害
や
破
壊
や
一
方
的
利
用
が
自

然
法
に
従
っ
て
相
互
に
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
平
和
な
状
態
が
存
在

し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
秩
序
は
も
と
も
と
社
会
に
先
在
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
、
社
会
秩
序
に
関
す
る
・
ッ
ク
理
論
の
特

色
が
あ
る
〔
タ
”
一
二
ー
一
三
頁
〕
。
従
っ
て
彼
の
社
会
契
約
説
は
、
か
か

る
秩
序
へ
の
侵
害
が
も
た
ら
す
混
乱
状
態
よ
り
離
脱
し
平
和
状
態
に
復
帰

す
る
た
め
の
処
方
箋
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
．
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ッ
ク
理
論

に
は
社
会
と
秩
序
の
成
立
そ
の
も
の
に
つ
い
て
条
件
や
過
程
を
問
う
視
角

は
全
く
存
在
し
な
い
と
考
え
て
よ
い
．
な
ぜ
な
ら
彼
に
と
り
、
戦
争
状
態

と
い
え
ど
も
秩
序
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
尽
く
さ
れ
た
状
態
と
は
考
え
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
〔
タ
目
九
幅
、
｝
二
九
i
＝
二
〇
頁
〕
。

　
B
、
間
主
観
性
の
確
保
”
　
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
説
も
間
主
観
性
の
存

在
を
前
提
に
置
か
な
い
限
り
、
論
理
を
一
貫
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
戦
争
状
態
の
中
で
も
契
約
が
締
結
し
う
る
と
い
う
こ
と
は

〔
タ
闘
二
七
、
一
二
七
頁
〕
、
人
々
の
間
に
共
通
の
認
識
が
最
小
限
で
も
存
在

し
て
な
い
限
り
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
表
現
に
よ
れ
ぽ
、
人
が
社

会
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
神
は
人
に
理
解
力
と
言
語
力
と

を
そ
な
え
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
〔
タ
“
八
一
頁
〕
。
従
っ
て
．
こ
の
よ
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う
に
神
を
も
ち
だ
し
て
説
明
を
終
え
、
共
通
価
値
が
社
会
の
な
か
に
育
ま

れ
る
過
程
と
条
件
の
説
明
を
彼
が
与
え
て
い
な
い
以
上
、
（
素
材
と
し
て
見

れ
ば
ロ
ッ
ク
の
説
明
は
社
会
秩
序
と
間
主
観
性
の
関
係
の
考
察
に
と
っ
て
奥
の
深
い

議
論
で
あ
る
と
思
え
る
が
）
彼
の
理
論
に
は
1
安
定
的
自
然
状
態
か
ら
逸

脱
し
て
ゆ
く
場
面
に
お
い
て
は
議
論
の
余
地
が
残
る
も
の
の
、
少
な
く
と

も
闘
争
状
態
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
社
会
契
約
を
行
な
う
場
面
に
お
い
て

は
1
間
主
観
性
が
予
め
存
在
し
て
い
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。

　
C
、
主
意
主
義
的
説
明
”
　
ロ
ッ
ク
に
主
意
主
義
的
な
秩
序
理
論
な
い

し
行
為
理
論
の
有
無
を
問
う
の
は
無
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が

個
人
の
持
つ
所
有
権
の
保
全
を
理
論
の
出
発
点
に
据
え
、
か
つ
目
標
で
も

あ
る
と
し
た
こ
と
〔
タ
“
九
、
九
七
、
一
七
三
頁
〕
、
あ
る
い
は
支
配
に
は
同

意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
関
係
的
権
力
概
念
の
起
源
が
彼
に
ま

で
遡
れ
る
こ
と
を
思
う
と
〔
タ
“
一
四
二
頁
、
チ
”
一
二
六
頁
〕
、
ロ
ッ
ク
が

方
法
論
的
に
は
個
人
主
義
的
立
場
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ロ
ッ
ク
の
論
理
展
開
に
お
い
て
個
人

主
義
的
立
場
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
か

か
る
判
断
を
筆
者
が
下
す
根
拠
に
つ
い
て
は
、
他
の
論
点
と
も
関
連
さ
せ

な
が
ら
本
節
の
最
後
で
再
度
論
考
を
加
え
る
予
定
で
あ
る
。

　
D
、
政
治
権
力
の
創
出
”
　
ロ
ッ
ク
の
政
治
概
念
は
市
民
社
会
を
前
提

に
し
て
い
る
が
、
政
治
と
は
所
有
権
の
規
制
と
維
持
の
た
め
に
法
を
作
り

執
行
し
、
か
つ
外
敵
か
ら
防
衛
す
る
た
め
に
共
同
体
の
力
を
使
用
し
て
公

共
の
福
祉
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
政
治
権
力
と
は
こ
れ
ら
の
こ
と
が

ら
を
な
し
う
る
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
〔
タ
睡
九
頁
〕
。
そ
し
て
、
か

か
る
政
治
と
権
力
は
自
然
状
態
の
不
都
合
に
対
す
る
救
済
策
と
し
て
契
約

に
ょ
り
生
み
出
さ
れ
て
き
た
と
言
う
の
で
あ
る
〔
タ
U
一
九
⊥
一
〇
頁
〕
。

そ
の
過
程
の
説
明
は
す
で
に
み
た
ご
と
く
単
純
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

所
有
の
維
持
と
い
う
明
確
な
目
的
の
た
め
に
人
々
が
契
約
し
、
意
図
的
に

作
り
上
げ
た
制
度
が
政
治
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
々
は
、
各
自
が
自
然

権
と
し
て
持
つ
権
力
．
特
に
処
罰
権
を
一
部
の
人
あ
る
い
は
共
同
体
に
譲

渡
集
中
さ
せ
、
政
治
が
所
有
の
維
持
に
用
い
る
手
段
と
し
て
政
治
権
力
を

作
り
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
〔
タ
“
八
八
－
九
〇
頁
〕
。
か
か
る
論
理
展

開
に
は
後
述
す
る
よ
う
な
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

権
力
の
出
現
理
由
が
秩
序
維
持
に
果
た
す
役
割
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
点

だ
け
は
高
く
評
価
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
E
、
正
統
性
の
論
理
的
説
明
”
　
も
と
も
と
所
有
権
維
持
の
た
め
に
合

成
さ
れ
た
政
治
権
力
は
、
公
共
福
祉
の
確
保
と
人
類
全
体
の
保
全
の
た
め

に
の
み
行
使
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
目
的
に
従
う
か
ぎ
り
政
治
権

力
は
正
統
性
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
〔
タ
n
一
三
七
ー
一

三
八
頁
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
目
的
に
か
な
う
よ
う
に
自
然
法
が
教

え
て
い
る
正
統
性
の
内
容
は
理
性
に
よ
り
個
別
的
に
の
み
知
る
こ
と
が
で

ぎ
る
が
ゆ
え
に
、
具
体
的
に
は
定
め
ら
れ
た
法
に
従
う
こ
と
が
正
統
性
を

満
た
す
こ
と
に
な
る
と
論
理
展
開
さ
れ
、
法
を
守
ら
ぬ
不
正
な
権
力
に
は

抵
抗
し
力
に
頼
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
〔
タ
”
五
九
、

九
一
、
九
八
ー
九
九
、
一
五
七
、
二
〇
四
、
一
二
〇
、
二
三
二
頁
〕
。
そ
し
て
、

ロ
ッ
ク
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
自
由
に
な
さ
れ
た
同
意
の
み
が
法
を
作
り
執
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行
す
る
権
力
を
認
め
る
の
で
あ
り
、
法
の
拘
束
力
を
認
め
る
の
で
あ
る
か

ら
、
同
意
に
よ
る
信
託
を
政
治
権
力
が
裏
切
っ
た
場
合
に
は
人
々
が
政
治

権
力
を
抑
制
で
き
る
の
で
あ
り
．
さ
ら
に
、
信
託
に
違
反
し
た
か
ど
う
か

を
決
定
す
る
の
は
人
々
に
す
べ
て
ま
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
タ
”
一

三
五
、
一
五
一
、
一
五
七
、
一
七
一
ー
一
七
三
、
一
九
四
、
二
四
一
ー
二
四
二
頁
〕
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
存
続
と
社
会
の
秩
序
維
持
と
い
う
観
点
か
ら

正
統
性
が
規
定
さ
れ
て
く
る
論
理
構
成
は
、
個
人
主
義
的
視
角
か
ら
の
説

明
と
し
て
十
分
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
個
人

の
所
有
権
、
特
に
そ
の
生
命
の
維
持
の
た
め
に
作
り
だ
さ
れ
た
権
力
が
、

共
同
体
の
維
持
の
た
め
に
は
個
人
の
抹
殺
を
も
命
令
し
う
る
と
さ
れ
る
点

に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
〔
タ
H
一
四
四
頁
〕
。
こ
の
点
に
つ
い

て
も
本
節
の
最
後
で
再
度
論
考
を
加
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
．

　
F
、
理
論
の
基
本
的
前
提
”
　
ロ
ッ
ク
が
理
論
の
中
に
明
示
し
た
前
提

（
1
－
8
）
、
理
論
に
含
ま
れ
る
暗
黙
の
前
提
（
9
－
1
0
）
、
理
論
展
開
を

先
導
し
た
と
こ
ろ
の
予
定
さ
れ
た
結
論
（
11
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
ω
人
間
は
自
己
保
存
と
欲
求
充
足
の
最
大
化
に
最
善
を
尽
く
し
て
い

　
　
　
る
〔
タ
H
一
二
、
一
六
、
三
六
、
一
三
〇
頁
〕
。

　
　
㈲
自
然
状
態
に
は
自
然
法
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
〔
タ
“
一

　
　
　
〇
、
＝
二
頁
〕
。

　
　
⑥
自
然
状
態
に
お
い
て
人
間
は
一
切
平
等
に
し
て
独
立
で
あ
る
〔
タ

　
　
　
n
一
〇
、
一
三
、
一
〇
〇
頁
〕
。

　
　
鶴
自
然
状
態
に
お
い
て
人
問
は
自
然
法
に
基
づ
く
権
力
を
有
し
て
い

　
　
　
る
〔
タ
目
一
三
ー
一
四
、
八
八
－
九
〇
頁
〕
。

　
　
⑥
人
問
は
自
分
の
身
体
に
対
す
る
自
由
権
な
い
し
所
有
権
を
持
っ
て

　
　
　
い
る
〔
タ
”
八
八
、
扁
九
二
頁
〕
。

　
　
㈲
自
然
状
態
に
お
い
て
或
る
人
間
は
理
性
的
行
動
を
取
る
〔
タ
ー
一

　
　
　
二
、
一
八
－
一
九
頁
〕
。

　
　
ω
自
然
状
態
に
お
い
て
或
る
人
間
は
理
性
に
従
わ
な
い
行
動
を
取
る

　
　
　
〔
タ
”
噌
四
ー
一
五
、
一
七
、
一
二
八
頁
〕
。

　
　
㈲
人
間
は
社
会
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
〔
タ
”
八
一
．
一
二
七
、
噌

　
　
　
二
九
頁
〕
。

　
　
⑨
人
間
に
は
理
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
〔
タ
“
三
二
頁
〕
。

　
　
⑯
社
会
に
は
契
約
を
締
結
す
る
だ
け
の
相
互
理
解
と
能
力
が
備
わ
っ

　
　
　
て
い
る
〔
タ
姓
二
〇
i
二
一
、
八
一
頁
〕
。

　
　
OD
政
治
権
力
の
樹
立
に
よ
り
個
人
的
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
は
社
会

　
　
　
的
利
益
の
追
求
に
繋
が
っ
て
い
る
〔
タ
腫
一
七
三
ー
一
七
四
頁
〕
。

　
G
、
論
理
的
課
題
”
　
以
上
の
前
提
か
ら
、
本
節
の
冒
頭
に
示
し
た
理

論
が
展
開
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
点
を
摘
出
す
る
た
め
に
そ
の

理
論
展
開
を
図
示
す
れ
ぽ
次
の
よ
う
に
な
る
。
ロ
ッ
ク
が
試
み
た
こ
の
理

論
展
開
に
対
し
て
は
幾
つ
か
の
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
に
付

さ
れ
た
番
号
に
従
っ
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
①
自
然
状
態
の
概
念
は
両
義
的
で
あ
り
、
理
性
的
行
動
と
非
理
性
的
行

　
　
動
を
共
に
内
蔵
し
て
い
る
〔
タ
”
一
二
、
一
七
1
一
九
頁
〕
。
自
然
状
態

　
　
を
理
性
的
行
動
の
み
に
限
れ
ば
、
所
有
権
の
侵
害
と
い
う
秩
序
の
混

　
　
乱
は
起
り
え
ず
、
秩
序
保
全
の
理
論
を
展
開
す
る
必
要
も
な
い
。
逆

　
　
に
、
非
理
性
的
行
動
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
然
状
態
と
戦
争
状
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★個体の自己保存⇒社会の形成⇒自然法の先在⇒個体の理性的行動ゆ調和ある自然権行使

　　　　　　　　　含・じ　　　　倉・じ　　　　　　①　　　　　　　　　　畢　②

　　　　　　　★自然状態の所与的存在⇒個体の非理性的行動　　　　秩序ある社会の存在

　　　　　　　　　含畢　　　　　畢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　★間主観性の存在　　　自然権衝突⇒平等ゆえ調停者不在⇒戦争状態出現ゆO　畢

　　　　　　③　　　畢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

O⇒社会秩序混乱⇒秩序を作る社会契約の締結⇒政治権力の創出⇒社会秩序の復元　　　畢

　　　　　　　　　　畢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋　　　畢

　　自然法に基づく権力行使の目的限定⇒正統性の基準確定⇒抵抗権の承認　　畢　　畢

　　　　④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，じ　　畢　　畢

致
⑤

一の益利的会社と益利的人個

態
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
く
、
戦
争
状
態
を
理
論
の
前
提
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
理
論
を
進
め
れ
ば
よ
い
。
ロ
ッ
ク
自
身
、
自
然
状
態
が
不
確
実
で
あ

　
り
、
ひ
と
た
び
始
ま
っ
た
戦
争
状
態
は
継
続
し
や
す
い
こ
と
を
記
し

　
て
い
る
の
で
あ
る
〔
タ
”
二
六
、
二
八
、
一
二
七
頁
〕
。
そ
う
で
あ
る
な

　
ら
ぽ
、
自
然
状
態
の
概
念
は
理
念
的
願
望
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
、

　
理
論
展
開
の
要
素
に
組
込
む
こ
と
は
、
い
た
ず
ら
に
理
論
を
複
雑
に

　
す
る
だ
け
で
あ
り
、
不
要
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
す
れ
ぽ
、
抵
抗
権
の

　
理
論
的
根
拠
と
し
て
自
然
状
態
概
念
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

　
こ
の
概
念
と
て
も
十
分
な
根
拠
を
抵
抗
権
に
与
え
て
い
る
わ
け
で
は

　
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
に
関
す
る
徹
底
し
た
分
析
か
ら
抵
抗
権

　
を
基
礎
づ
け
た
ほ
う
が
よ
り
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

②
同
意
が
権
利
を
生
み
だ
す
と
ロ
ッ
ク
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に

　
〔
タ
H
＝
一
九
、
一
九
四
頁
〕
、
権
利
と
は
他
者
が
認
め
た
行
動
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
厳
密
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
自
然
権
の
概
念
を

　
相
補
的
期
待
の
成
立
な
き
人
々
の
相
互
作
用
の
な
か
で
考
え
る
こ
と

　
は
不
可
能
で
あ
る
．
た
と
え
、
我
一
身
の
所
有
権
は
神
が
授
け
た
権

　
利
で
あ
る
と
先
験
的
に
理
由
づ
け
る
に
せ
よ
、
そ
の
主
張
が
社
会
的

　
意
味
を
持
つ
た
め
に
は
神
の
教
え
の
共
有
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ

　
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
が
身
に
対
す
る
排
他
的
行
動
の
自
由
を
神

　
の
教
え
を
通
し
相
互
に
認
め
る
共
通
の
意
識
、
す
な
わ
ち
暗
黙
の
期

　
待
な
い
し
約
束
が
権
利
の
成
立
に
は
こ
こ
で
も
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
契
約
を
重
視
す
る
・
ッ
ク
理
論
の
な
か
で
自

　
然
概
念
を
用
い
る
た
め
に
は
、
自
然
権
に
先
だ
つ
何
ら
か
の
約
束
な
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い
し
期
待
を
想
定
し
て
置
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
契
約
に

　
こ
だ
わ
る
な
ら
、
社
会
契
約
が
自
然
状
態
の
出
現
と
共
に
な
さ
れ
て

　
い
る
か
ら
こ
そ
自
然
権
は
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
．
そ

　
れ
ゆ
え
、
自
然
権
を
与
件
と
し
、
自
然
状
態
の
破
綻
と
し
て
の
戦
争

　
状
態
か
ら
社
会
契
約
が
生
み
だ
さ
れ
る
と
す
る
・
ッ
ク
の
理
論
展
開

　
に
は
、
矛
盾
が
含
ま
れ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

③
・
ヅ
ク
の
理
論
で
，
自
然
状
態
と
自
然
権
に
付
随
す
る
矛
盾
を
一
気

　
に
解
決
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
先
験
的
間
主
観
性
と
し
て
の

　
相
互
理
解
能
力
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
社
会
的
秩
序
の
必

　
要
を
認
識
さ
せ
る
相
互
理
解
能
力
が
、
神
よ
り
与
え
ら
れ
て
社
会
に

　
具
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
（
議
論
の
余
地
が
残
り
は
す
る
も
の
の
）

　
自
然
状
態
と
戦
争
状
態
と
を
問
わ
ず
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で

　
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う
に
相
互
理
解
し
う
る
ゆ
え
に
、
人
々
は
自
然

　
権
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
自
然
状
態
を
保
持
し
，
戦
争
状
態
に
陥
っ

　
た
場
合
に
は
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
考
え
う
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
相
互
理
解
の
能
力
は
自
然
権
の
承
認
や
社
会
契
約
の
締
結
に

　
確
か
に
必
要
な
条
件
で
は
あ
る
が
、
十
分
な
る
条
件
で
は
な
い
。
相

　
互
理
解
能
力
が
な
ぜ
に
特
定
の
秩
序
内
容
を
受
容
す
る
共
通
の
意
識

　
に
到
達
す
る
か
が
さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
か
か
る
能
力
さ
え
も
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
論
理
的
説

　
明
の
放
棄
で
し
か
な
く
、
そ
の
う
え
、
こ
の
能
力
が
自
然
法
と
い
う

　
特
定
の
思
惟
と
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
説
明
す
ぺ
き
内
容
を

　
理
論
の
前
提
に
位
置
さ
せ
る
誤
り
を
・
ッ
ク
は
犯
し
て
い
る
と
言
え

　
よ
う
。

④
そ
れ
ゆ
え
、
上
記
の
矛
盾
は
自
然
法
の
説
明
に
お
い
て
最
も
良
く
あ

　
ら
わ
れ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ッ
ク
に
あ
っ
て
自
然
法
の
概
念
は
、

　
人
々
の
相
互
理
解
が
一
定
の
内
容
に
導
か
れ
る
到
達
目
標
の
役
割
を

　
は
た
し
て
い
る
。
だ
が
仮
に
、
人
間
の
手
を
越
え
て
自
然
に
存
在
す

　
る
法
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
人
々
は
そ
の
内
容
を
い
か
に
し
て

　
知
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
数
の
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
同
じ

　
よ
う
に
知
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
・
ッ
ク
は
こ
こ
に
”
理
性
”
を

　
登
場
さ
せ
、
理
性
の
働
き
に
よ
り
自
然
法
の
同
一
理
解
に
到
達
し
う

　
る
と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
の
規
定
す
る
理
性
と
は
自
然

　
法
の
言
い
換
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
以
上
〔
タ
”
二
一
、
三
六
ー
三
七
頁
〕
、

　
。
理
性
〃
に
よ
る
説
明
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
展
開
で
き
ぬ
論
理
を
強

　
引
に
飛
び
越
し
て
み
せ
た
説
明
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
・
ッ
ク
に

　
沿
い
、
よ
し
理
性
の
存
在
と
働
き
を
認
め
る
と
し
て
も
、
既
に
見
た

　
ご
と
く
、
理
性
に
は
人
を
理
性
に
従
わ
せ
る
力
は
な
い
〔
タ
”
一
七

　
頁
〕
．
換
言
す
れ
ば
、
理
性
に
は
自
然
法
の
内
容
を
知
り
得
る
能
力

　
は
あ
る
も
の
の
、
自
然
法
を
守
ら
せ
る
能
力
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る

　
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
相
互
理
解
能
力
・
自
然
法
・
理

　
性
か
ら
の
み
構
成
さ
れ
る
問
主
観
性
だ
け
で
社
会
契
約
の
締
結
に
よ

　
る
秩
序
の
成
立
ま
で
説
明
す
る
の
は
無
理
で
あ
り
、
他
の
要
因
な
い

　
し
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
説
明
を
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か

　
ろ
う
か
。
間
主
観
性
に
絡
め
て
付
言
す
れ
ぽ
、
ロ
ッ
ク
の
理
論
に
は

　
二
重
の
論
理
的
飛
躍
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
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安
定
し
た
自
然
状
態
か
ら
の
逸
脱
も
、
闘
争
状
態
を
終
結
さ
せ
る
社

　
会
契
約
も
、
共
に
同
一
の
所
与
的
相
互
理
解
能
力
よ
り
生
れ
て
く
る

　
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
条
件
に
つ
い
て
は
何
も
明
確

　
に
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑤
こ
の
よ
う
に
理
論
の
断
点
を
残
し
た
ま
ま
、
理
性
に
基
づ
き
自
然
法

　
を
遵
守
す
れ
ば
個
人
的
利
益
が
社
会
的
利
益
に
連
な
る
と
考
え
て
ゆ

　
く
の
は
、
証
明
す
べ
き
理
論
の
結
論
を
自
然
法
の
内
容
に
含
め
て
置

　
き
、
そ
れ
を
取
り
だ
し
て
見
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
結
論
は
他
の
理
論
的
前
提
か
ら
論
理
的
に
導
出

　
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
の
に
、
理
論
が
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
事
態
を
現
実
的
観
点
か
ら
好
ま
し
く
思
う
あ
ま
り
、
ロ
ッ
ク
の
願
望

　
が
理
論
の
な
か
に
忍
び
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
破

　
綻
は
国
家
と
個
体
の
関
係
な
い
し
抵
抗
権
に
つ
い
て
の
説
明
に
も
端

　
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。

　
　
す
な
わ
ち
彼
は
、
一
方
で
自
然
法
が
す
べ
て
の
成
員
の
保
護
を
目

　
的
と
す
る
と
言
い
、
他
方
で
可
能
な
限
り
す
べ
て
の
成
員
の
保
護
が

　
目
的
で
あ
る
と
言
う
。
あ
る
い
は
、
最
高
権
に
も
個
人
の
生
命
を
奪

　
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
強
調
す
る
か
た
わ
ら
で
、
共
同
体
の
維
持
の

　
た
め
に
行
動
し
て
い
る
国
家
は
そ
の
目
的
の
た
め
に
個
人
の
生
命
を

　
奪
い
得
る
と
述
べ
て
い
る
〔
タ
”
一
三
、
一
三
五
、
一
三
七
、
一
四
二
、

　
一
四
四
、
一
五
一
、
一
六
三
－
一
六
四
頁
〕
。
こ
の
時
、
生
命
を
奪
わ
れ

　
る
個
人
が
必
ず
自
然
法
に
反
す
る
行
為
1
か
か
る
行
為
を
な
す
こ

　
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
理
性
と
自
然
法
の
限
界
を
明
示

　
　
し
て
い
る
わ
け
だ
が
ー
を
し
た
ゆ
え
に
そ
う
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば

　
　
ま
だ
問
題
は
少
な
い
。
自
然
法
に
逆
ら
い
自
ず
か
ら
の
生
命
を
奪
わ

　
　
ん
と
す
る
相
手
に
刃
向
か
う
の
は
、
主
体
が
個
人
で
あ
れ
政
治
で
あ

　
　
れ
正
当
な
権
利
の
行
使
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
〔
タ
一
二
二
、

　
　
二
五
、
一
八
四
－
一
八
五
、
二
〇
九
、
二
一
一
二
頁
〕
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
が

　
　
こ
の
制
限
を
付
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
〔
タ
“
一
四
四
頁
〕
。
そ
う

　
　
で
あ
る
な
ら
ば
，
自
然
法
に
違
反
し
た
政
治
権
力
に
対
抗
す
る
権
利

　
　
で
あ
る
と
さ
れ
る
抵
抗
権
の
強
調
も
か
な
り
色
あ
せ
た
も
の
と
な
る
。

　
　
理
念
と
し
て
の
自
然
法
と
自
然
状
態
の
設
定
は
抵
抗
権
の
論
理
的
導

　
　
出
に
は
大
変
有
効
な
前
提
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
に
は
共
同
体

　
　
全
体
を
個
人
よ
り
優
先
さ
せ
る
論
理
が
同
時
に
何
の
説
明
も
な
く
含

　
　
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
社
会
的
利
益

　
　
の
達
成
の
な
か
で
個
人
的
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
理
念

　
　
的
自
然
状
態
よ
り
劣
る
政
治
で
あ
る
こ
と
が
生
み
だ
す
と
さ
れ
る
抵

　
　
抗
権
も
〔
タ
”
一
九
－
二
〇
、
一
三
七
、
一
四
〇
、
二
〇
一
、
二
一
〇
、
二

　
　
二
九
頁
〕
、
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ィ
的
主
張
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
そ
の

　
　
論
理
的
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ロ
ッ
ク
理
論
に
付
け

　
　
加
え
ら
れ
る
べ
き
考
察
は
、
こ
う
し
た
思
弁
を
含
む
が
ゆ
え
に
同
義

　
　
反
復
に
な
っ
て
し
ま
う
説
明
の
水
準
か
ら
脱
け
だ
し
、
そ
の
主
張
を

　
　
論
理
整
合
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
ワ
ッ
ク
の
理
論
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぽ
社
会
秩

序
の
維
持
に
傾
い
た
理
論
で
あ
り
、
社
会
秩
序
形
成
の
大
本
に
つ
い
て
は

考
察
を
省
い
た
理
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
人
々
は
な
ぜ
秩
序
を
請
い
、

108



政冶学における秩序と権力の問題

い
か
な
る
考
え
に
導
か
れ
て
秩
序
を
形
成
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
を

補
足
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
．
換
言
す
れ
ば
、
個
人
は
い
か
な
る

時
に
理
性
的
行
為
を
な
し
、
い
か
な
る
時
に
非
理
性
的
行
為
を
な
す
か
に

つ
い
て
、
そ
の
条
件
を
厳
密
に
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
条
件
を
解
明
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
権
力
の
秩
序
維
持
機
能
を
ロ
ッ
ク

の
言
う
よ
う
に
捉
え
て
ゆ
け
ぽ
、
思
弁
を
離
れ
た
地
点
で
権
力
の
社
会
的

機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
正
統
性
に
つ
い
て
も
明
確
な
基
準

を
樹
立
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

V
　
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論

　
今
日
、
社
会
契
約
説
を
基
礎
に
「
正
義
」
に
つ
い
て
論
じ
る
研
究
者
に

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
が
い
る
〔
ナ
陸
三
頁
〕
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
社
会

契
約
説
は
秩
序
形
成
の
問
題
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
の
で
、
な
ん

ら
か
の
新
た
な
示
唆
を
期
待
し
て
彼
の
正
義
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ロ

！
ル
ズ
が
目
差
す
の
は
社
会
契
約
説
を
よ
り
抽
象
化
し
、
最
も
根
源
的
な

理
論
を
得
る
こ
と
で
あ
る
．
彼
に
よ
れ
ば
、
協
働
す
る
人
々
の
間
で
前
も

っ
て
制
定
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
が
正
義
の
概
念
な
の
で
あ
る

〔
ナ
”
九
頁
〕
．
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
ぎ
た
様
々
な
正
義
論
の

エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
・
ー
ル
ズ
が
提
示
す
る
正
義
の
概
念
は
、
以
下
の
ご

と
き
二
つ
の
原
理
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
〔
ナ
目
一
一
、
四
七
、
六
四
、
叫

九
四
、
二
三
二
頁
〕
。

　
　
第
一
原
理
”
各
人
は
、
す
べ
て
の
人
に
同
じ
く
用
意
さ
れ
て
い
る
自

　
　
　
　
　
　
由
の
体
系
と
両
立
す
る
か
ぎ
り
で
、
基
本
的
自
由
の
全
体

　
　
　
　
　
　
系
を
等
し
く
最
大
化
し
う
る
平
等
な
権
利
を
有
す
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
第
二
原
理
”
社
会
的
、
経
済
的
不
平
等
は
、
こ
れ
ら
不
平
等
が
次
の

　
　
　
　
　
　
二
つ
の
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＠
正
し
い
貯
蓄
原
理
と
は
矛
盾
せ
ず
に
、
不
平
等
が
最
も

　
　
　
　
　
　
　
不
利
な
立
場
に
あ
る
人
々
の
利
益
を
最
大
化
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
に
。

　
　
　
　
　
　
⑥
公
正
な
機
会
の
均
等
と
い
う
条
件
の
下
で
、
不
平
等
が

　
　
　
　
　
　
　
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
職
務
や
地
位
に
付
随
し

　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
よ
う
に
。

　
か
か
る
原
理
を
提
唱
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
著
作
は
数
が
多
く
、
し
か
も
極

め
て
大
部
で
あ
る
た
め
、
そ
の
理
諭
全
体
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
原
理
が
結
論
と
し
て
導
か
れ
る
論
理
の
原

型
1
「
正
義
論
」
〔
ナ
〕
の
第
一
、
二
、
三
章
1
に
主
た
る
焦
点
を

当
て
、
筆
者
の
関
心
に
照
ら
し
な
が
ら
個
々
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
．

　
A
、
秩
序
形
成
“
　
・
ー
ル
ズ
は
、
「
社
会
が
構
成
員
の
善
を
増
進
す
る

よ
う
企
図
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
正
義
の
公
共
的
概
念
に
よ
っ
て
有

効
に
規
制
さ
れ
て
い
る
時
、
そ
の
社
会
は
秩
序
あ
る
社
会
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
し
よ
う
」
〔
ナ
ロ
四
頁
〕
と
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
構
成
員

が
、
「
自
分
達
の
要
求
が
裁
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
あ
る
共
通
の
観
点
を
認

め
て
い
る
」
〔
ナ
U
四
頁
〕
場
合
に
、
秩
序
あ
る
忙
会
と
規
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
．
し
か
も
、
彼
の
議
論
の
「
大
部
分
が
、
秩
序
あ
る
社
会
を
規
制
す
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る
正
義
の
諸
原
理
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
」
〔
ナ
”
七
頁
〕

の
で
あ
る
．
以
上
の
言
明
か
ら
分
る
よ
う
に
、
彼
の
主
た
る
関
心
は
、
人

々
に
よ
っ
て
正
義
の
概
念
が
自
発
的
に
形
成
さ
れ
共
有
さ
れ
て
き
た
過
程

の
解
明
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
に
社
会
を
秩
序
づ
け
て
き
た
多
く
の
正

義
概
念
の
一
般
化
の
作
業
に
存
す
る
の
で
あ
る
．
従
っ
て
、
既
に
正
義
と

い
う
共
通
価
値
に
規
定
さ
れ
互
酬
的
協
働
の
仕
組
が
成
立
し
て
い
る
、
秩

序
あ
る
社
会
が
ロ
ー
ル
ズ
理
論
の
出
発
点
な
の
で
あ
り
〔
ナ
”
二
四
頁
〕
、

そ
の
よ
う
な
秩
序
そ
の
も
の
の
形
成
に
つ
き
、
そ
の
条
件
や
過
程
を
問
う

と
い
う
視
角
は
問
接
的
に
し
か
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。

　
B
、
間
主
観
性
の
確
保
”
　
ロ
ー
ル
ズ
は
間
主
観
性
の
出
現
を
理
論
の

出
発
点
に
置
い
て
い
る
。
い
ま
見
た
ご
と
く
、
彼
の
理
論
は
慣
習
的
行
為

　
　
（
6
）

（
胃
霧
馨
①
）
が
共
有
さ
れ
制
度
が
確
立
さ
れ
た
社
会
を
前
提
に
し
て
お
り

〔
二
”
三
二
、
三
七
⊥
一
天
頁
〕
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
人
々
が
合
理
的
存
在

で
あ
り
、
類
似
の
必
要
性
と
利
益
を
有
し
、
人
間
社
会
に
関
す
る
一
般
的

事
実
を
知
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
〔
ナ
目
一
〇
、
九
九
、
一
〇
六
、
輔
一
〇

頁
〕
。
す
な
わ
ち
、
「
人
々
は
…
－
一
組
の
原
理
の
必
要
性
を
理
解
し
、
そ

れ
を
承
認
す
る
心
構
え
が
で
き
て
い
る
」
〔
ナ
”
四
－
五
頁
〕
の
で
あ
る
。

ま
た
．
正
義
概
念
に
関
す
る
あ
る
程
度
の
合
意
は
、
人
間
共
同
体
が
存
続

し
て
ゆ
く
た
め
の
先
要
条
件
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
〔
ナ
“
五
頁
〕
．
　
ロ
ー

ル
ズ
の
文
意
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
合
意
を
も
た
ら
す
に
足
る
相
互
理
解

力
は
人
間
に
あ
ら
か
じ
め
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
〔
ナ
”
一
三
、
一
五
、

八
四
頁
〕
、
人
々
が
共
通
の
認
識
と
評
価
に
た
ど
り
つ
ぐ
過
程
や
条
件
は
、

解
明
を
要
す
る
直
接
的
課
題
で
は
な
く
間
接
的
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
C
、
主
意
主
義
的
説
明
“
　
ロ
ー
ル
ズ
は
正
義
を
社
会
制
度
の
徳
目
と

し
〔
ナ
”
五
頁
〕
、
正
義
の
第
一
主
題
は
、
「
主
要
な
社
会
制
度
が
、
基
礎

的
な
権
利
と
義
務
を
分
配
し
、
社
会
的
協
働
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
分
与

す
る
と
こ
ろ
の
仕
組
を
決
定
す
る
方
法
」
〔
ネ
H
七
頁
、
ナ
旺
六
頁
〕
に
係

わ
る
と
す
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
正
義
を
社
会
自
体
の
属
性
と
捉
え
て
い

る
が
、
こ
の
意
味
で
の
正
義
を
人
間
に
関
す
る
前
提
か
ら
説
明
し
よ
う
と

し
て
い
る
点
で
、
彼
が
方
法
論
的
に
は
個
人
主
義
の
立
場
を
採
用
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
〔
ヌ
⊥
三
七
頁
〕
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ

ぽ
、
「
個
々
人
は
皆
、
正
義
に
適
っ
た
行
動
を
と
り
、
正
義
に
適
う
諸
制

度
の
擁
護
に
各
自
の
本
分
を
尽
す
と
前
提
さ
れ
て
い
る
」
〔
ナ
”
七
頁
〕
の

で
あ
る
。
こ
の
前
提
か
ら
正
義
原
理
を
立
論
す
る
限
り
で
、
あ
る
い
は
社

会
全
体
の
福
祉
で
さ
え
個
人
が
正
義
よ
り
得
る
不
可
侵
性
を
犯
す
こ
と
は

で
き
な
い
と
明
言
し
〔
ナ
⊥
一
責
〕
、
個
人
的
効
率
原
理
を
社
会
全
体
へ
と

単
純
に
拡
大
す
る
功
利
主
義
を
強
烈
に
批
判
す
る
立
場
に
お
い
て
〔
ナ
”

一
二
頁
〕
、
彼
の
理
論
は
明
ら
か
に
個
人
主
義
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
言

え
る
．
し
か
し
、
そ
れ
で
も
彼
が
主
意
主
義
的
立
場
に
あ
る
と
言
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
主
意
主
義
的
説
明
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
々

が
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
し
て
正
義
に
適
う
行
動
を
共
有
し
て
ゆ
く
か
も
、
個

人
の
正
義
志
向
を
社
会
的
前
提
と
せ
ず
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　
D
、
政
治
権
力
の
創
出
“
　
ロ
ー
ル
ズ
に
と
り
、
「
社
会
と
は
、
相
互

の
関
係
の
中
で
、
一
定
の
行
動
ル
ー
ル
を
拘
束
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
認
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め
、
し
か
も
、
大
体
は
そ
れ
ら
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
動
す
る
人
々
の
．

多
か
れ
少
な
か
れ
自
己
充
足
的
な
連
合
体
で
あ
る
」
〔
ナ
“
四
頁
〕
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
社
会
的
協
働
に
対
す
る
「
違
反
行
為
が
発
生
し
た
ら
、
そ

れ
以
上
の
違
反
を
く
い
止
め
、
そ
の
取
り
決
め
を
元
に
戻
そ
う
と
す
る
、

安
定
化
さ
せ
る
力
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
〔
ナ
“
五
頁
〕
と
も
さ

れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
正
の
正
義
基
準
を
受
け
い
れ
る
こ
と
は
、
他

老
と
同
様
に
自
分
も
ル
ー
ル
を
守
る
と
い
う
義
務
と
拘
束
を
生
み
だ
す
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
〔
二
問
五
四
頁
〕
．
す
な
わ
ち
、
「
秩
序
あ
る

社
会
に
お
い
て
さ
え
も
、
政
府
の
強
制
力
は
社
会
的
協
働
の
安
定
の
た
め

に
あ
る
程
度
必
要
で
あ
る
と
仮
定
」
〔
ナ
”
一
八
六
頁
〕
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
説
明
か
ら
み
る
限
り
、
強
制
力
な
い
し
権
力
が
社
会
秩

序
の
維
持
に
不
可
欠
な
手
段
で
あ
る
と
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
強
制
力
が
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
い
か
な
る
過
程
を
経
て
創
り
出

さ
れ
て
ぎ
た
か
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
社
会
の
出

現
と
同
時
に
強
制
力
も
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
．

　
E
．
正
統
性
の
論
理
的
説
明
“
　
権
力
の
正
統
性
に
か
か
わ
る
説
明
は

直
接
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「
正
義
論
」
全
体
が
権
力
の
正
統
性

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
は
、
限
界

を
越
え
た
不
正
義
を
持
つ
制
度
、
特
に
「
専
制
的
で
専
横
的
な
政
府
の
形

態
」
〔
ナ
”
八
五
頁
〕
や
法
に
対
し
て
は
人
々
を
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
記
述
〔
ナ
ロ
ニ
七
二
頁
〕
か
ら
み
て
も
、
あ
る
い
は
、
強
制
機
関

の
樹
立
が
合
理
的
で
あ
る
の
は
、
強
制
力
を
維
持
す
る
費
用
や
強
制
力
が

も
た
ら
す
市
民
の
自
由
へ
の
危
険
が
、
社
会
の
不
安
定
性
か
ら
生
ま
れ
る

自
由
の
喪
失
よ
り
少
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
記
述
〔
ナ
睦
一
八
六

ー
一
八
七
頁
〕
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正

義
概
念
を
正
統
性
の
規
定
で
も
あ
る
と
み
な
し
た
場
合
に
は
、
個
人
に
と

っ
て
の
効
用
を
基
準
に
正
義
概
念
が
規
定
さ
れ
て
く
る
論
理
構
誠
に
目
が

向
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
議
論
を
推
し
進
め
れ
ば
、
秩
序
が
個
人
に
対
し

果
た
す
機
能
と
関
連
づ
け
て
正
統
性
の
概
念
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
も
無
理

で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
個
人
に
関
す
る
前
提
が
詳
し
く
提

示
さ
れ
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
概
念
構
成
は
理
念
型
的
理
論
の
性
格
す
ら
持
つ
こ
と
は

で
き
ず
、
単
な
る
思
惟
に
終
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
F
、
理
論
の
基
本
的
前
提
“
　
そ
れ
だ
け
に
、
ロ
ー
ル
ズ
理
論
の
前
提

に
は
特
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
ル
ズ

の
議
論
全
体
は
正
義
概
念
を
生
み
だ
す
前
提
な
い
し
条
件
の
考
察
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
〔
ナ
旺
九
頁
〕
、
彼
が
用
い
る
独
得
の
説
明
方
法

ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
前
提
や
条
件
が
詳
し
く
明
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
の
で
あ
る
。
筆
者
の
関
心
に
と
り
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
理

論
に
見
え
隠
れ
す
る
暗
黙
の
前
提
を
取
り
だ
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
ω
人
間
に
は
正
義
に
根
差
す
不
可
侵
性
が
あ
る
〔
ナ
”
三
頁
〕
。

　
　
㈲
人
間
に
は
合
意
を
受
け
い
れ
る
能
力
が
あ
る
〔
ナ
”
五
頁
〕
。

　
　
⑥
人
間
に
は
正
義
を
擁
護
す
る
傾
向
が
あ
る
〔
ナ
“
七
頁
〕
。

　
　
＠
社
会
に
は
協
働
の
た
め
の
ル
ー
ル
と
拘
束
力
が
備
わ
っ
て
い
る

　
　
　
〔
ナ
”
四
頁
〕
。

　
　
㈲
社
会
的
協
働
に
は
利
害
の
一
致
と
対
立
が
生
じ
う
る
〔
ナ
U
四
頁
〕
．
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㈲
集
団
は
一
度
だ
け
正
義
概
念
を
決
定
す
る
〔
ナ
曜
九
頁
〕
。

　
　
ω
正
義
原
理
が
合
意
さ
れ
る
場
と
し
て
原
初
状
態
を
設
定
す
る
〔
ナ

　
　
　
”
九
頁
〕
。

　
　
⑧
原
初
状
態
に
お
い
て
人
間
は
平
等
で
あ
る
〔
ナ
“
九
頁
〕
．

　
　
⑨
原
初
状
態
に
は
各
個
人
が
置
か
れ
た
、
社
会
的
立
場
・
各
個
人
の

　
　
　
将
来
の
見
込
み
・
各
個
人
の
心
理
内
容
を
認
識
不
能
と
す
る
無
知

　
　
　
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
あ
る
〔
ナ
闘
九
頁
〕
。

　
　
⑯
原
初
状
態
に
あ
る
人
間
は
よ
り
多
い
社
会
善
を
選
好
す
る
〔
ナ
”

　
　
　
九
、
一
一
〇
頁
〕
。

　
　
O
り
原
初
状
態
に
あ
る
人
間
は
合
理
的
で
あ
る
〔
ナ
”
一
〇
頁
〕
。

　
　
⑬
原
初
状
態
に
あ
る
人
間
は
正
義
観
を
持
つ
〔
ナ
”
一
〇
頁
〕
。

　
　
⑬
原
初
状
態
に
あ
る
人
間
は
相
互
に
無
関
心
で
あ
る
〔
ナ
”
一
〇
、

　
　
　
一
〇
扁
頁
〕
。

　
　
⑯
原
初
状
態
に
あ
る
人
間
は
互
酬
性
を
確
信
し
て
い
る
〔
ナ
踊
一
一
、

　
　
　
三
七
九
頁
〕
。

　
　
⑬
原
初
状
態
に
あ
る
人
間
は
社
会
的
資
源
に
対
立
す
る
要
求
を
持
つ

　
　
　
〔
ナ
”
九
九
頁
〕
。

　
　
⑯
原
初
状
態
に
あ
る
社
会
的
資
源
は
穏
や
か
な
希
少
性
を
持
つ
〔
ナ

　
　
　
…
一
〇
〇
頁
〕
。

　
　
⑬
正
義
原
理
は
社
会
的
協
働
を
安
定
さ
せ
る
機
能
を
果
た
す
〔
ナ
盟

　
　
　
一
〇
六
頁
〕
。

　
G
、
論
理
的
課
題
”
　
ロ
ー
ル
ズ
は
い
ま
示
し
た
よ
う
な
前
提
か
ら
構

成
さ
れ
る
原
初
状
態
を
手
が
か
り
に
．
普
遍
性
の
程
度
が
最
も
高
い
と
目

さ
れ
る
正
義
概
念
の
二
原
理
を
引
き
だ
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の

根
本
的
論
理
は
、
現
在
と
将
来
に
わ
た
り
自
分
自
身
に
関
す
る
情
報
を
遮

断
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
間
は
、
自
己
に
関
す
る
最
低
保
証
を
ま
ず
求
め
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
あ
る
〔
ナ
”
九
ー
一
〇
、
一
一
八
－
一
一
九
頁
、

二
騰
四
〇
頁
〕
。
ま
た
、
「
二
原
理
を
社
会
正
義
の
問
題
に
関
す
る
マ
キ
シ

ミ
ン
解
と
考
え
て
み
る
」
〔
ナ
”
一
一
七
頁
〕
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
考
え

方
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
原

初
状
態
の
概
念
が
秩
序
生
成
過
程
の
一
般
理
論
を
得
る
た
め
の
工
夫
で
は

な
く
、
正
義
と
い
う
既
存
秩
序
の
内
容
究
明
に
役
だ
つ
原
理
を
得
る
た
め

の
理
論
的
装
置
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
秩

序
一
般
が
形
成
さ
れ
る
過
程
の
理
論
的
説
明
を
省
略
し
、
正
義
に
根
ざ
す

行
動
（
社
会
的
ル
ー
ル
）
が
成
立
し
て
い
る
原
初
状
態
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
が
分

析
を
始
め
た
こ
と
は
、
秩
序
成
立
の
理
論
化
に
こ
だ
わ
り
諸
理
論
を
追
跡

し
て
き
た
筆
者
か
ら
す
れ
ぽ
物
足
り
な
く
、
検
討
す
ぺ
き
論
点
も
あ
ま
り

見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
が
、
正
義
概
念
の
導
出
に
焦
点
を
絞
っ
て
社
会

契
約
説
と
比
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
ロ
！
ル
ズ
理
論
は
契
約
説
を
個
人
主
義

的
立
場
の
貫
徹
に
向
け
て
十
分
に
精
緻
化
さ
せ
た
と
判
定
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
議
論
に
対
す
る
疑
問
と
し
て
は
、

（
現
在
の
筆
者
の
能
力
を
越
え
て
い
る
の
で
）
二
原
理
が
引
き
だ
さ
れ
る
論
理

過
程
を
問
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
理
論
の
震
源
地
で
あ
る
原
初
状
態
概
念
の

理
論
的
性
格
に
集
中
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
正
義
の
二

原
理
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
原
初
状
態
の
概
念
が
構
成
さ
れ
て
い

る
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
〔
ナ
”
一
五
ー
一
六
、
九
五
．
一
〇
九
頁
〕
。
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・
ー
ル
ズ
は
自
ら
の
方
法
を
内
省
的
均
衡
と
名
づ
け
て
い
る
．
そ
れ
に

よ
る
と
、
正
義
原
理
を
生
み
だ
す
初
期
状
況
な
い
し
原
初
状
態
の
条
件
と
、

直
観
的
に
得
ら
れ
る
正
義
観
と
を
す
り
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の

慎
重
な
判
断
と
一
致
す
る
、
す
な
わ
ち
均
衡
す
る
原
理
を
導
く
合
理
的
条

件
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
均
衡
は
前
提
や

条
件
の
自
明
性
ゆ
え
に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
均
衡
作
業
全
体
が

多
く
の
人
の
正
義
概
念
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
が
ゆ
え
に
正
当
化
さ
れ
る
の

で
あ
る
と
す
る
〔
ナ
”
一
五
ー
一
六
、
三
八
頁
〕
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ

が
ま
ず
は
自
ら
の
直
観
的
確
信
を
満
た
す
た
め
の
要
件
は
何
か
と
問
う
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
論
が
い
か
に
仮
説
的
で
あ
り
、
思
考
実
験
に

よ
る
理
想
的
理
論
で
あ
り
、
推
測
的
説
明
の
方
法
で
あ
る
と
し
て
も
〔
ナ

“
一
二
頁
、
ヌ
⊥
二
二
九
頁
、
二
”
四
一
、
四
四
頁
〕
、
そ
れ
が
純
然
た
る
哲
学

で
な
い
限
り
、
原
初
状
態
が
日
常
的
事
実
と
ど
れ
だ
け
類
似
し
て
い
る
か

を
、
あ
る
い
は
正
義
二
原
理
が
多
く
の
人
々
の
正
義
感
覚
と
ど
れ
だ
け
共

通
し
て
い
る
か
を
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
印
象
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
言
わ
れ
る
ご
と
く
原
初
状
態
と

は
極
め
て
仮
説
的
な
状
態
で
し
か
な
く
〔
二
“
三
七
ー
四
三
頁
〕
、
ロ
ー
ル

ズ
が
認
め
る
正
義
感
覚
は
一
つ
の
思
惟
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
の
に

〔
一
下
三
二
⊥
一
…
、
五
二
i
五
四
頁
〕
、
原
初
状
態
と
正
義
感
覚
が
実
は
同

一
の
よ
り
根
底
的
な
価
値
（
最
大
限
に
平
等
な
自
由
）
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な

が
ら
〔
二
樋
三
三
⊥
一
西
頁
〕
、
互
い
に
両
者
は
相
手
を
引
ぎ
だ
す
理
論
的

前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
二
”
四
六
ー
四
八
頁
、
ナ
“
一
五
ー
一
六
頁
〕
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
ロ
ー
ル
ズ
理
論
は
循
環
論
法
の
色
彩
を
強
く
保
持
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
本
節
で
は
、
こ
の
論
理
の
循
環
に
意
味

を
与
え
う
る
と
こ
ろ
の
、
具
体
的
制
度
に
関
す
る
・
ー
ル
ズ
の
経
験
的
説

明
を
検
討
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
確
定
的
判
断
を
下
す
こ
と
は
差
し
控

え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

W
　
合
理
的
選
択
の
理
論

　
経
済
学
が
そ
の
方
法
論
的
基
盤
で
あ
る
合
理
的
選
択
理
論
を
武
器
に
、

こ
れ
ま
で
社
会
学
や
政
治
学
の
分
野
と
さ
れ
て
い
た
領
域
に
研
究
を
拡
げ

て
き
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
に
は
教
え
ら
れ
る

こ
と
が
数
多
い
。
た
だ
管
見
す
る
と
こ
ろ
、
合
理
的
選
択
理
論
の
現
状
は

社
会
現
象
や
政
治
行
動
を
全
体
的
に
説
明
す
る
包
括
的
理
論
枠
組
を
提
供

し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
社
会
学
や
政
治
学
が
抱
え
る
幾
つ
か
の
問

題
に
対
す
る
個
別
的
説
明
を
目
差
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
か
る

感
触
に
基
づ
き
、
本
章
で
は
社
会
秩
序
形
成
の
理
論
構
築
に
役
立
つ
と
思

わ
れ
る
代
表
的
考
察
を
要
約
し
、
主
意
主
義
的
社
会
理
論
構
築
へ
の
寄
与

を
検
討
し
た
後
で
、
項
目
別
ま
と
め
を
簡
単
に
行
な
う
こ
と
と
し
て
み
た

い
。
な
お
、
以
下
の
記
述
は
、
三
宅
一
郎
編
著
、
「
合
理
的
選
択
の
政
治

学
」
〔
マ
〕
に
全
面
的
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
1
、
公
共
財
と
い
う
概
念
”
「
公
共
財
と
は
非
排
除
性
と
非
競
合
性
を

も
っ
た
財
や
サ
ー
ビ
ス
｛
の
こ
と
で
あ
り
、
｝
消
費
者
は
そ
の
対
価
を
払
わ

な
い
か
ら
と
い
っ
て
便
益
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
よ
る
供
給
は
効
果
的
で
は
な
い
」
〔
マ
ー
1
六
三
頁
〕
と
い
う
。
社
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会
が
成
立
し
て
ゆ
く
と
き
、
公
共
財
は
必
ず
出
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
人
間
社
会
に
加
え
ら
れ
た
公
共
財
を
必
然
と
さ

せ
る
与
件
は
何
で
あ
る
か
を
特
定
し
、
公
共
財
を
確
保
す
る
条
件
を
特
定

す
る
こ
と
に
社
会
秩
序
の
形
成
を
考
え
る
立
場
か
ら
は
関
心
が
あ
り
、
こ

の
点
こ
そ
が
重
要
な
課
題
と
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
2
、
パ
レ
ー
ト
最
適
な
る
概
念
”
「
パ
レ
ー
ト
最
適
と
は
、
資
源
配
分

が
も
は
や
他
の
個
人
の
効
用
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
あ
る
個
人

の
効
用
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
を
い
う
」
〔
マ
”
六
三

頁
〕
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
政
治
学
や
社
会
学
は
安
定
と
い
う
概
念
を

多
用
す
る
。
ま
た
社
会
学
的
機
能
主
義
理
論
に
お
い
て
は
均
衡
と
い
う
概

念
が
理
論
の
中
核
に
位
置
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
概
念
の
意
味
は

か
な
り
曖
昧
な
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
き
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
意
味
を
確
定
す
る
一
つ
の
方
向
と
し
て
パ
レ
ー
ト
最
適
を
参
考
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
パ
レ
ー
ト
最
適
の
中
で

も
ど
の
値
を
選
択
す
る
か
と
い
う
課
題
i
社
会
厚
生
関
数
の
確
定
ー

は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
価
値
体
系
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て

く
る
こ
と
に
な
り
、
問
題
の
一
挙
解
決
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
が
。

　
3
、
ア
ロ
ー
の
逆
説
”
　
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ー
は
、
個
人
的
選
好
が
社
会

的
選
好
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
ず
彼
は
、
社
会
的
意
思

決
定
が
整
合
的
で
あ
る
た
め
の
公
理
（
a
、
b
）
と
、
民
主
主
義
的
で
あ

る
た
め
の
条
件
（
c
－
g
）
と
を
次
の
よ
う
に
設
定
す
る
。
＠
選
択
肢
は

す
べ
て
比
較
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
⑥
選
択
肢
は
す
べ
て
移

行
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
＠
選
択
肢
す
べ
て
の
組
み
合
わ
せ
を

対
象
に
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
．
⑥
社
会
的
評
価
と
個
人
的
評
価
は
正
の

関
連
を
有
す
る
こ
と
、
＠
無
関
係
な
選
択
対
象
か
ら
は
独
立
し
て
選
択
が

な
さ
れ
る
こ
と
．
ω
人
々
の
選
好
と
無
関
係
に
社
会
的
選
好
は
な
さ
れ
得

な
い
こ
と
、
⑧
社
会
的
選
好
が
独
裁
的
に
決
定
さ
れ
得
な
い
こ
と
、
で
あ

る
〔
マ
”
七
二
、
一
〇
〇
ー
一
〇
五
頁
〕
。
そ
し
て
、
彼
が
こ
こ
か
ら
引
き
だ

し
た
一
般
可
能
性
定
理
は
、
「
効
用
の
個
人
間
比
較
の
可
能
性
を
排
除
し

た
場
合
、
個
人
的
嗜
好
か
ら
社
会
的
選
好
に
移
行
す
る
方
法
で
．
広
範
囲

の
個
人
的
順
序
の
組
に
対
し
て
定
義
さ
れ
、
し
か
も
満
足
し
う
る
も
の
は

賦
課
的
で
あ
る
か
独
裁
的
で
あ
る
他
は
な
い
」
〔
マ
n
九
九
頁
〕
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
社

会
的
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
上
の
条
件
が
事
実
と
し

て
は
緩
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ロ
ー
の
帰
結
と
条

件
は
、
ア
ロ
1
の
指
摘
す
る
よ
う
に
裏
返
し
て
読
む
こ
と
が
重
要
と
な
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
選
択
肢
の
組
み
合
わ
せ
を
制
約
す
る
共
通
価
値

の
存
在
と
特
定
の
選
択
肢
の
採
用
を
強
制
す
る
勢
力
の
存
在
と
が
、
社
会

的
合
意
の
成
立
に
は
必
要
だ
と
、
ア
ロ
ー
の
分
析
よ
り
逆
に
読
み
と
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
4
、
ダ
ウ
ン
ズ
の
投
票
行
動
分
析
”
　
経
済
学
者
で
あ
る
ハ
ロ
ル
ド
・

ホ
テ
リ
ン
グ
の
企
業
空
間
立
地
分
析
を
投
票
行
動
に
応
用
し
た
の
が
ア
ン

ソ
ニ
ィ
・
ダ
ウ
ソ
ズ
の
研
究
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
投
票
者
分
布
に
対

応
し
て
政
党
が
政
策
を
立
案
し
変
更
し
て
ゆ
く
と
い
う
主
張
に
あ
る
〔
マ

腿
＝
二
－
一
二
三
頁
〕
．
主
意
主
義
的
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
こ
の
分
析
は

114



政冶学における秩序と権力の問題

秩
序
の
形
成
理
論
と
い
う
よ
り
は
、
秩
序
内
容
の
確
認
理
論
で
あ
る
と
言

え
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
社
会
の
な
か
で
秩
序
の
中
身
が
い
か
に
定
ま
る

か
が
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
社
会
の
な
か
に
秩
序
が
生
れ
て
く
る
過

程
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
ダ
ウ
ン
ズ
・
モ
デ
ル

か
ら
の
情
報
は
少
な
い
と
言
え
る
が
、
次
の
二
点
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
．

ω
ダ
ウ
ン
ズ
は
投
票
行
動
を
期
待
効
用
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
が
〔
マ
”

コ
六
－
一
一
八
頁
〕
、
同
様
の
分
析
が
社
会
契
約
説
的
発
想
を
採
る
場
合

に
社
会
契
約
の
締
結
行
動
に
対
し
て
も
使
用
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
㈲

ダ
ウ
ン
ズ
は
投
票
行
動
の
効
用
の
な
か
に
民
主
主
義
の
存
続
を
求
め
る

「
長
期
的
参
加
価
値
」
〔
マ
”
一
三
三
頁
〕
を
含
め
る
が
、
社
会
秩
序
の
形
成

の
際
に
も
、
秩
序
の
存
続
に
対
す
る
期
待
効
用
が
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と

は
建
設
的
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
5
、
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー
問
題
”
　
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー
と
は
、
「
費

用
を
負
担
し
な
い
で
便
益
を
享
受
す
る
人
、
つ
ま
り
『
た
だ
の
り
』
の
こ

と
で
あ
る
」
〔
マ
“
一
四
〇
頁
〕
。
そ
し
て
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ダ
i
問
題
と
は
、

「
集
団
目
的
と
個
人
合
理
性
の
衝
突
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
〔
マ
目
一

四
一
頁
〕
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
だ
れ
で
も
同
時
に
そ
の
便
益
を

享
受
で
き
、
特
定
の
人
を
そ
の
便
益
の
享
受
か
ら
排
除
で
き
な
い
』
〔
マ

“
桶
四
〇
頁
〕
集
合
財
を
た
だ
で
利
用
す
る
こ
と
は
、
個
人
に
と
っ
て
は

合
理
的
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
個
人
の
そ
う
し
た
行
動
は
集
合
財
を
消

滅
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
〔
マ
”
一
四
一
頁
〕
。
マ
ン
カ
ー
・

オ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー
は
大
集
団
に
お
け
る
ほ
ど
発

生
し
や
す
く
〔
マ
“
一
四
三
頁
〕
、
彼
は
そ
れ
へ
の
対
処
法
と
し
て
、
ω
集

合
財
の
私
的
供
給
、
ω
副
産
物
の
供
給
、
⑬
政
治
的
企
業
者
の
役
割
、
を

挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
最
も
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
政
治
的
企
業
者
の
役

割
で
あ
り
、
要
す
る
に
集
団
の
指
導
者
が
人
々
に
集
合
財
供
給
へ
の
自
発

的
参
加
を
促
す
場
面
で
あ
る
〔
マ
”
一
四
六
！
一
四
八
頁
〕
。
こ
の
論
理
で
は
、

個
人
的
合
理
性
を
優
先
さ
せ
る
人
々
が
指
導
者
の
誕
生
そ
の
も
の
に
参
加

す
る
か
ど
う
か
、
指
導
者
の
存
在
を
認
め
る
か
ど
う
か
、
そ
の
条
件
は
何

か
と
い
う
点
が
論
議
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
が
、
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー
の
出

現
を
阻
止
す
る
た
め
に
指
導
者
が
使
用
す
る
手
段
と
し
て
強
制
力
を
想
定

し
て
い
る
こ
と
は
、
主
意
主
義
の
立
場
か
ら
権
力
の
成
立
を
考
え
る
時
に

も
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
A
、
秩
序
形
成
”
　
合
理
的
選
択
理
論
よ
り
秩
序
の
規
定
を
見
い
出
す

の
は
困
難
で
あ
る
が
、
社
会
的
安
定
を
秩
序
と
読
み
換
え
で
き
る
と
す
れ

ば
、
合
理
的
選
択
理
論
が
社
会
の
安
定
に
つ
い
て
は
容
易
に
説
明
で
き
る

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
〔
マ
H
二
頁
〕
、
こ
の
説
明
を
秩
序
に
対
し
あ
て

は
め
て
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
合
理
的
選
択
理
論

に
お
け
る
説
明
に
は
個
人
の
合
理
的
行
動
を
制
約
す
る
社
会
的
価
値
や
社

会
的
行
動
の
存
在
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
〔
マ
”
六
四
、
一
〇
八

頁
〕
、
こ
れ
を
個
人
行
動
か
ら
出
発
し
て
秩
序
の
成
立
に
関
す
る
条
件
や

過
程
を
説
明
す
る
理
論
と
見
た
場
合
に
は
、
不
十
分
な
説
明
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
B
、
間
主
観
性
の
確
保
“
　
合
理
的
選
択
理
論
は
文
字
ど
お
り
個
人
行

動
に
関
す
る
合
理
性
の
仮
定
と
い
う
形
で
、
そ
し
て
い
ま
述
べ
た
所
の
社

会
的
価
値
の
共
有
と
い
う
形
で
〔
マ
”
七
－
一
〇
頁
〕
、
個
人
の
間
に
な
に
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が
し
か
の
間
主
観
性
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
人
々

の
間
に
見
ら
れ
る
意
識
や
行
動
の
類
似
性
は
合
理
的
選
択
理
論
が
理
論
と

し
て
持
つ
基
本
的
前
提
で
あ
る
と
さ
れ
、
説
明
を
加
え
ら
れ
る
べ
き
事
項

で
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
C
、
主
意
主
義
的
説
明
”
　
個
人
の
選
択
行
動
の
分
析
か
ら
社
会
的
行

動
の
分
析
を
目
ざ
す
の
が
合
理
的
選
択
理
論
で
あ
る
以
上
、
方
法
論
的
個

人
主
義
は
合
理
的
選
択
理
論
の
重
要
な
基
本
的
前
提
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
〔
マ
“
三
頁
〕
。
し
か
し
、
合
理
的
選
択
理
論
が
結
局
は
個
人
の
目
標
を

特
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
は
個
人
目
標
が
社
会
的
に
集
約
さ
れ

る
過
程
を
、
個
人
に
関
す
る
前
提
か
ら
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
を

考
え
る
と
〔
マ
”
一
〇
八
頁
〕
、
方
法
論
的
個
人
主
義
の
採
用
も
完
全
な
も

の
で
は
な
く
、
主
意
主
義
か
ら
は
か
な
り
遠
い
地
点
に
あ
る
と
言
わ
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
D
、
政
治
権
力
の
創
出
”
　
合
理
的
選
択
理
論
は
社
会
成
員
の
全
体
と

係
わ
り
を
持
つ
公
共
的
選
択
の
作
成
を
政
治
と
捉
え
、
公
共
的
選
択
が
達

成
さ
れ
る
過
程
と
条
件
の
解
明
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
公
共

的
選
択
が
実
現
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
場
合
の
与
件
と
し
て
権
力
が
想
定
さ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
〔
マ
”
一
一
頁
〕
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
力
関
係
は
個
人
行
動

に
立
脚
す
る
合
理
的
選
択
理
論
が
論
理
展
開
に
よ
り
解
明
を
試
み
る
ぺ
き

現
象
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
理
論
の
成
立
基
盤
と
し
て
そ
の
背
景
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
合
理
的
選
択

理
論
に
お
い
て
権
力
概
念
は
、
交
換
理
論
の
な
か
で
非
対
称
的
交
換
と
規

定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
〔
マ
四
三
二
頁
〕
、
こ
れ
に
は
多
く
の
問
題
が

残
さ
れ
て
い
る
〔
ア
ロ
九
五
ー
一
〇
七
頁
〕
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
に
全
く
忠

実
な
合
理
的
個
人
が
な
ぜ
に
不
均
衡
な
交
換
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

こ
に
は
、
あ
る
い
は
剥
き
だ
し
の
暴
力
、
あ
る
い
は
合
理
的
思
考
を
越
え

た
人
間
の
衝
動
、
あ
る
い
は
集
団
的
志
向
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
合
理
的
選
択
理
論
の
提
示
す
る
政
治

と
権
力
の
説
明
に
は
、
社
会
と
勢
力
の
存
在
が
理
論
の
背
後
に
あ
り
、
そ

の
説
明
を
支
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
E
、
正
統
性
の
論
理
的
説
明
”
　
合
理
的
選
択
理
論
に
お
け
る
正
統
性

概
念
の
特
色
は
、
正
統
性
を
合
理
性
の
補
償
物
と
捉
え
る
点
に
あ
る
〔
マ

”
四
〇
頁
〕
。
す
な
わ
ち
．
個
人
的
合
理
性
か
ら
だ
け
で
は
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
公
共
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
論
理
的
に
導
出
さ
せ
る
前
提
と

し
て
導
入
さ
れ
て
く
る
の
が
正
統
性
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

の
意
味
で
の
正
統
性
を
も
合
理
的
理
論
と
し
て
想
定
す
る
の
が
合
理
的
選

択
理
論
の
立
場
な
の
で
あ
り
〔
マ
”
四
〇
ー
四
二
頁
〕
、
そ
の
よ
う
な
試
み

の
典
型
と
し
て
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
正
統
性
が
個
人
行
動
に
関
す
る
前
提
か
ら
ど
れ
だ
け
合
理
的
に
規

定
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
，
ロ
ー
ル
ズ
に
つ
い
て
も
指
摘
し
、
こ
こ
で
も
言

及
し
て
ぎ
た
よ
う
に
大
い
に
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
F
、
理
論
の
基
本
的
前
提
”
　
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
は
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様

な
前
提
か
ら
理
論
構
成
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
と
こ

ろ
の
合
理
的
選
択
理
論
の
基
本
的
前
提
は
、
個
人
は
目
標
に
対
し
て
合
理

的
に
行
動
す
る
と
い
う
一
点
に
存
し
て
い
る
〔
マ
“
三
頁
〕
。
そ
し
て
、
合

理
性
と
は
目
標
に
対
す
る
最
適
手
段
の
採
用
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
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〔
マ
一
四
頁
〕
。

　
G
、
論
理
的
課
題
”
　
主
意
主
義
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
以
上
の
よ
う

な
指
摘
に
対
し
、
こ
れ
は
理
論
の
前
提
に
関
す
る
無
理
な
注
文
で
あ
り
、

理
論
の
守
備
範
囲
を
越
え
た
批
判
で
あ
る
と
、
合
理
的
選
択
理
論
は
反
論

す
る
に
ち
が
い
な
い
。
確
か
に
、
主
意
主
義
的
観
点
か
ら
合
理
的
選
択
理

論
に
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
合
理
的
選
択
理
論
に
と
っ
て
予
定
外

の
こ
と
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
合
理
的
選
択
理
論
を
幾
つ
か
の
角
度
か
ら

検
討
す
る
時
、
い
つ
で
も
立
ち
は
だ
か
る
不
透
明
な
部
分
が
、
目
標
そ
れ

自
体
に
関
す
る
選
択
過
程
の
解
明
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
特

に
、
複
数
個
人
の
目
標
選
択
が
社
会
の
な
か
で
ゆ
る
や
か
に
で
あ
れ
一
致

し
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
を
、
方
法
論
的
個
人
義
の
立
場
を
保
持
し

つ
つ
、
そ
れ
こ
そ
ど
れ
だ
け
合
理
的
に
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
が
，
主
意

主
義
的
観
点
か
ら
は
い
た
く
関
心
を
そ
そ
ら
れ
る
、
大
き
な
課
題
で
あ
る

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

W
　
秩
序
問
題
の
解
明
と
残
さ
れ
た
課
題

　
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
諸
理
論
を
鳥
観
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

問
題
に
い
か
な
る
解
答
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
か
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か

し
、
本
稿
の
目
的
は
理
論
構
築
の
予
備
的
考
察
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
何
が
し
か
の
結
論
が
予
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
こ
れ

ま
で
の
簡
単
な
検
討
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
多
く
の
政
治
理
論
に
は
共
通

す
る
暗
黙
の
想
定
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
社

会
秩
序
の
成
立
を
必
要
と
す
る
考
え
方
を
分
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
共
有
価
値
に
導
か
れ
て
政
治
の
仕
組
を
整
え
．
そ
の
手
段
と
し
て
権
力

を
社
会
に
導
入
し
、
こ
れ
を
制
御
し
て
き
た
と
い
う
発
想
で
あ
る
．
た
と

え
こ
れ
が
直
観
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
に
は
理
論
的
思
考
を
促
す

効
果
が
あ
り
、
こ
の
想
定
そ
れ
自
体
を
餐
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
多
少

無
理
な
解
釈
を
施
せ
ば
、
こ
う
し
た
想
定
に
導
か
れ
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
人

々
が
持
つ
べ
き
真
な
る
価
値
と
そ
の
価
値
に
基
づ
く
理
想
国
家
を
論
じ
、

ホ
ッ
ブ
ス
と
ロ
ッ
ク
は
自
然
法
に
従
う
自
然
権
の
制
約
か
ら
締
結
さ
れ
る

社
会
契
約
が
生
み
だ
す
秩
序
維
持
機
関
と
し
て
の
国
家
の
役
割
を
説
明
し
、

ロ
ー
ル
ズ
は
社
会
契
約
に
よ
る
秩
序
の
形
成
を
導
く
一
般
的
基
本
原
理
を

追
求
し
、
合
理
的
選
択
理
論
は
個
人
の
行
動
か
ら
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
論

理
を
追
う
な
か
で
、
理
論
に
先
だ
つ
強
制
力
の
存
在
を
照
ら
し
出
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
想
定
が
有
意
味
な
命
題
と
な
り
え

た
か
ど
う
か
は
、
ひ
と
え
に
厚
人
間
の
基
本
的
傾
向
、
と
“
与
件
”
と
が

こ
れ
ら
理
論
の
な
か
で
ど
れ
だ
け
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に

か
か
っ
て
い
る
．
本
稿
が
注
視
し
て
き
た
の
も
こ
の
点
に
こ
そ
ほ
か
な
ら

ず
、
多
く
の
理
論
が
こ
れ
ら
理
論
前
提
の
多
く
を
明
示
し
な
い
で
放
置
し
、

曖
昧
な
ま
ま
に
理
論
展
開
す
る
と
い
う
、
重
大
な
欠
陥
を
含
ん
で
い
る
と

要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
最
後
に
、
本
稿
で
の
理
論
検
討
と
先
に
行
な
っ
た
社
会
学
の
領
域

に
お
け
る
理
論
検
討
〔
乙
と
を
ま
と
め
、
各
項
目
別
に
整
理
す
る
こ
と

で
一
連
の
予
備
的
考
察
作
業
の
締
括
り
と
し
て
お
き
た
い
。

　
A
、
秩
序
形
成
一
　
秩
序
を
形
成
し
維
持
す
る
理
由
な
い
し
機
能
と
し

て
、
主
に
挙
げ
ら
れ
て
く
る
の
は
、
ω
個
人
的
効
用
の
最
低
保
証
、
ω
個
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人
的
効
用
の
増
大
、
㈹
行
動
の
規
則
性
の
確
保
、
⑥
個
人
に
有
用
な
社
会

体
系
の
存
続
、
な
ど
で
あ
る
。
か
か
る
状
態
を
も
た
ら
す
方
法
と
し
て
は
、

ω
利
益
の
統
制
、
ω
強
制
力
の
行
使
、
⑥
規
範
の
設
定
、
㈲
目
的
の
共
有
、

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
主
意
主
義
的
観
点
か
ら
言
え
ば
、
個
人
に
対
す
る

効
用
付
与
の
機
能
か
ら
出
発
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
方
法
の
論
理
的
可

能
性
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
B
、
間
主
観
性
の
確
保
㈹
　
こ
こ
ま
で
眺
め
て
き
た
理
論
に
関
す
る
限

り
、
間
主
観
性
は
説
明
不
要
の
理
論
的
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
個
人
ま
た

は
社
会
が
理
性
ま
た
は
共
通
価
値
の
形
で
自
ず
と
保
持
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。
主
意
主
義
的
理
論
を
貫
徹
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
間
主
観
性
の
成
立

自
体
を
個
人
行
動
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
た
だ
そ
の
時

に
は
、
（
完
全
に
利
己
的
な
間
主
観
性
を
認
め
る
か
否
か
の
点
を
含
め
）
間
主
観

性
の
概
念
を
本
稿
で
論
じ
て
き
た
以
上
に
厳
密
に
規
定
し
て
ゆ
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
ま
た
、
間
主
観
性
の
成
立
が
社
会
秩
序
の
成
立
に
と
り
本
当
に

不
可
欠
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
必
要
条
件
な
の
か
十
分
条
件
な

の
か
、
間
主
観
性
の
概
念
規
定
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
再
度
検
討
し
、
姐
上

に
の
せ
た
諸
理
論
に
つ
い
て
も
再
評
価
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
C
、
主
意
主
義
的
脱
明
”
　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
べ
て
の
研
究
者

が
主
意
主
義
的
立
場
の
採
用
に
踏
み
切
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た

逆
に
、
社
会
が
持
つ
創
発
的
特
性
を
完
全
に
否
定
し
さ
る
ほ
ど
完
壁
な
主

意
主
義
的
行
為
理
論
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
複
数
の

理
論
家
の
考
え
に
勇
気
づ
け
ら
れ
、
欲
求
を
求
め
る
の
は
行
為
主
体
と
し

て
の
個
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
．
社
会
を
個
人
に
よ
る
欲
望
充
足

の
場
と
し
て
捉
え
る
限
り
、
主
意
主
義
的
行
為
理
論
か
ら
社
会
（
な
い
し

は
社
会
体
系
）
の
理
論
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
言
え
よ
う
。

　
D
、
政
治
権
力
の
創
出
”
　
国
家
・
政
治
・
権
力
の
存
在
理
由
な
い
し

機
能
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
理
論
が
ほ
ぽ
一
致
し
て
い
る
．
最
大
公
約
数

的
に
言
え
ぽ
、
こ
れ
ら
の
機
能
は
個
人
が
効
用
を
充
足
す
る
場
と
し
て
の

社
会
を
、
安
定
し
て
予
測
可
能
な
秩
序
あ
る
社
会
に
保
持
し
、
集
合
的
目

標
の
達
成
を
目
差
す
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
働
き
を
有
す
る
国
家
・
政

治
・
権
力
が
出
現
し
て
く
る
方
法
と
し
て
は
、
ω
自
然
権
の
譲
渡
、
ω
支

配
団
体
の
成
立
、
㈹
社
会
的
分
業
、
⑥
相
互
作
用
の
不
平
等
、
㈲
機
能
的

要
件
の
充
足
、
な
ど
に
よ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
前
提
を

問
わ
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
説
明
の
意
図
は
大
筋
に
お
い
て
主
意
主
義
的
立

場
が
目
差
す
説
明
と
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
論
理
的
整
合
性

の
観
点
か
ら
そ
の
い
ず
れ
か
を
取
捨
選
択
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
E
、
正
統
性
の
論
理
的
説
明
“
　
正
統
性
と
正
義
を
考
察
す
る
理
由
な

い
し
目
的
は
、
か
な
り
の
程
度
に
価
値
判
断
的
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
権

力
の
乱
用
に
対
す
る
抵
抗
権
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他

の
一
つ
は
個
人
の
不
平
不
満
が
生
ず
る
わ
け
を
知
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ω
個
人
の
与
え
る
同
意
、
働
人
々
に
分
有

さ
れ
て
い
る
社
会
規
範
、
㈲
自
然
法
、
＠
分
配
公
正
な
い
し
正
義
の
概
念
、

が
理
論
の
具
体
的
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
主
意
主
義
的
観
点
よ
り
す
れ
ぽ
、

正
統
性
と
正
義
を
論
ず
る
の
も
社
会
の
な
か
で
個
人
が
欲
求
を
満
た
せ
る

か
否
か
に
係
わ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
の
み
理
論
の
目
的
と
内
容
を
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考
察
す
ぺ
き
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
立
場
に
比
較
的
近
い
の
は
、
抵
抗

権
の
発
想
と
分
配
公
正
の
意
味
に
お
け
る
正
義
論
で
あ
ろ
う
。

　
F
、
理
論
の
基
本
的
前
提
”
　
前
提
を
持
た
ず
に
成
立
す
る
理
論
が
あ

り
得
な
い
以
上
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
ぎ
た
理
論
の
す
べ
て
が
前
提
を
有

し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
は
そ
の
前
提
が
ど
れ
だ
け
精

確
に
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
個
人
行
動
の
レ
ベ
ル
を
超
越

し
た
前
提
が
ど
れ
だ
け
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
ぎ
、
多
く
の
理
論
が
曖
昧
な
ま
ま
に
過
ご
し
て
き
た
こ
と
は
再
三
再

四
言
及
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
G
、
論
理
的
課
題
”
　
以
上
の
予
備
的
考
察
に
続
く
課
題
は
、
主
意
主

義
的
立
場
を
保
持
し
つ
つ
、
秩
序
の
成
立
を
個
人
行
動
か
ら
論
理
整
合
的

に
い
か
に
説
明
す
る
か
、
そ
の
秩
序
成
立
過
程
の
論
理
の
な
か
に
政
治
と

国
家
と
権
力
を
い
か
に
組
込
む
か
と
い
う
一
点
に
係
っ
て
い
る
。
こ
の
と

き
特
に
重
要
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
理
論
の
視
野
を
越
え
ら
れ
ず
、

た
と
え
間
主
観
性
の
存
在
を
理
論
の
出
発
点
に
置
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

に
な
る
と
し
て
も
、
理
性
等
の
曖
昧
な
用
語
で
理
論
の
前
提
を
構
成
す
る

の
で
は
な
く
、
個
人
の
行
動
傾
向
を
厳
密
に
特
定
す
る
命
題
の
集
合
と
し

て
間
主
観
性
を
明
示
し
て
ゆ
く
か
た
ち
の
理
論
構
築
を
厳
格
に
守
っ
て
ゆ

く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
方
法
に
関
し
て
は
次
稿
以
降

で
の
考
察
に
い
ま
は
譲
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
．

（
1
）
　
本
稿
は
、
理
論
社
会
学
の
領
域
に
お
い
て
主
意
主
義
的
観
点
か
ら
検
討
を

行
な
っ
た
拙
稿
〔
ア
〕
の
姉
妹
篇
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
も
、
筆
者
が
目
標
に

し
て
い
る
主
意
主
義
的
権
力
論
に
お
け
る
序
章
部
分
の
準
備
作
業
を
兼
ね
て
い

　
る
の
で
．
序
文
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
七
項
目
か
ら
な
る
六
節
の
構
成
で
組
み
立

て
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
註
記
は
次
の
方
法
で
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
本
註
の
よ
う
に
、
筆
者
の

断
り
書
き
や
論
文
内
容
に
関
す
る
場
合
は
、
本
文
中
の
該
当
個
所
を
（
）
内

の
数
字
で
示
し
、
こ
こ
に
註
記
し
た
。
次
に
、
本
文
中
で
引
用
し
、
検
討
の
対

象
に
取
り
あ
げ
、
参
考
に
用
い
た
文
献
に
つ
い
て
、
文
献
名
と
そ
の
頁
数
の
み

を
明
記
す
る
場
合
は
、
直
接
に
参
照
し
た
文
献
一
覧
（
本
稿
最
後
に
掲
げ
て
あ

　る

）
の
頭
部
に
つ
け
た
カ
タ
カ
ナ
と
数
字
を
〔
〕
に
包
ん
で
表
示
し
、
本
文

中
の
該
当
個
所
に
置
く
こ
と
で
註
記
と
し
た
。
な
お
引
用
文
に
対
し
、
筆
者
が

変
更
な
い
し
加
筆
し
た
場
合
に
は
、
｛
｝
の
な
か
に
包
む
こ
と
で
示
し
、
省

略
し
た
場
合
に
は
、
…
…
な
い
し
…
：
：
の
記
号
で
示
し
て
あ
る
。
ま
た
特
に

断
る
こ
と
な
し
に
、
引
用
文
そ
れ
自
身
に
含
ま
れ
る
註
記
表
示
や
傍
点
の
類
は

削
除
し
、
一
部
旧
字
体
は
新
字
体
へ
変
更
さ
せ
て
も
ら
っ
て
あ
る
。

（
3
）
　
本
稿
で
の
考
察
に
は
、
慶
懸
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
け
る
、

根
岸
毅
・
田
中
宏
の
両
氏
を
中
心
と
し
た
政
治
社
会
理
論
を
め
ぐ
る
合
同
演
習

授
業
の
参
加
者
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
根
岸
毅
・
田
中
宏
の
両
氏

　
か
ら
は
特
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
筆
者
の
気
づ
か
ぬ
所
で
も
多
く
の
影

響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
細
か
な
点
ま
で
の
註
は
省
い
た

　
ま
ま
で
、
本
稿
で
の
考
察
に
も
役
だ
た
せ
て
も
ら
っ
た
点
の
あ
る
か
も
し
れ
な

　
い
こ
と
を
、
ま
ず
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
ま
た
、
田
中
宏
氏

　
か
ら
は
、
本
稿
の
作
成
段
階
で
貴
重
な
コ
メ
ソ
ト
を
頂
い
た
。
記
し
て
謝
意
を

表
す
る
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
助
言
に
も
係
わ
ら
ず
、
本
稿
に
見
ら

　
れ
る
で
あ
ろ
う
不
透
明
な
る
議
論
の
責
任
が
、
す
ぺ
て
筆
者
に
あ
る
こ
と
は
言

　
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
4
）
　
こ
の
点
は
、
合
同
演
習
授
業
に
お
け
る
根
岸
毅
氏
の
指
摘
に
よ
る
。

（
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
宏
氏
に
教
え
ら
れ
る
所
が
多
か
っ
た
。

（
6
）
　
勺
鍔
＆
8
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
田
中
宏
氏
に
教
え
ら
れ
る
所
が
多
か
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っ
た
。
た
だ
、
こ
の
訳
語
自
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
可
否
の
責
任
が
す
べ
て
筆

　
者
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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．
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検
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四
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ョ
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鐸
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○
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史
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築
』
、
白
鳥
令
編
、

120



政治学における秩序と権力の問題

　
「
現
代
政
治
学
の
理
論
〔
上
〕
」
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
二
年
。

〔
ハ
〕
　
田
中
宏
、
『
市
場
機
構
に
よ
る
最
小
国
家
生
成
に
つ
い
て
』
、
法
学
研
究
（
慶

　
感
義
塾
大
学
）
、
第
五
五
巻
第
一
号
、
一
九
八
二
年
。

〔
ヒ
〕
　
田
中
宏
、
『
規
範
政
治
学
の
基
礎
ー
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
レ
ソ
マ
と
イ
ン

　
テ
ン
シ
テ
ィ
ー
』
、
「
慶
懸
義
塾
創
立
百
二
十
五
年
記
念
論
文
集
（
法
学
部
政
治

学
関
係
）
』
、
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
、
一
九
八
三
年
。

〔
乙
　
田
中
宏
、
『
政
治
学
に
対
す
る
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
、
堀
江
湛
・
花
井

　
等
編
著
、
「
政
治
学
の
方
法
と
ア
プ
ロ
ー
チ
」
、
学
陽
書
房
、
一
九
八
四
年
。

〔
へ
〕
　
田
中
宏
、
『
合
理
的
選
択
と
政
治
理
論
』
、
法
学
研
究
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
、

　
第
五
八
巻
第
一
〇
号
、
一
九
八
五
年
。

〔
ホ
〕
　
マ
ン
サ
ー
・
オ
ル
ソ
ン
著
、
依
田
博
・
森
脇
俊
雅
訳
、
「
集
合
行
為
論
－

　
公
共
財
と
集
団
理
論
ー
」
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
三
年
。

〔
乙
　
三
宅
一
郎
編
著
、
「
合
理
的
選
択
の
政
治
学
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

　
八
一
年
。

〔
ミ
〕
　
白
鳥
令
編
、
「
現
代
政
治
学
の
理
論
」
〔
上
・
下
〕
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

　
一
九
八
二
、
一
九
八
四
年
。

〔
ム
〕
吉
田
洋
一
・
赤
振
也
著
、
「
数
学
序
説
」
、
培
風
館
、
一
九
七
〇
年
。

〔
メ
〕
＞
旨
ぎ
昌
国
＄
葺
蜜
謡
。
鋸
一
9
。
一
8
騨
巳
GQ
8
芭
国
蓉
富
夷
。
1
＞

　
。
ユ
菖
名
。
。
肋
。
蓉
富
お
Φ
昌
Φ
。
り
矯
”
9
日
げ
二
貴
①
¢
三
＜
①
邑
蔓
℃
り
Φ
器
’

　
O
隣
g
酵
崔
晩
ρ
一
S
9

〔
モ
〕
　
切
二
即
目
一
矧
簿
嘱
（
o
P
y
℃
O
名
霞
魯
昌
山
勺
O
＝
菖
3
一
目
げ
8
㎏
質
　
の
○
目
①

　
国
ξ
o
窟
導
づ
o
屋
窟
9
一
＜
Φ
の
一
q
o
言
　
ミ
一
一
Φ
ざ
　
ピ
o
且
o
P
2
Φ
≦
　
帰
o
詩
噂

　
の
》
身
亀
燭
弓
り
目
β
一
S
9

〔
ヤ
〕
　
根
岸
毅
、
『
政
治
的
選
択
の
制
度
と
平
和
』
、
平
和
研
究
（
日
本
平
和
学

　
会
）
、
第
三
号
、
一
九
七
八
年
。

〔
乙
　
根
岸
毅
、
『
政
治
に
お
け
る
試
行
錯
誤
の
機
会
ー
も
う
ひ
と
つ
の
民
主
主

　
義
論
1
』
、
「
石
川
忠
雄
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
・
現
代
中
国
と
世
界
ー
そ
の
政

　
治
的
展
開
1
一
、
慶
懸
通
信
．
一
九
八
二
年
．

〔
ヨ
〕
　
根
岸
毅
、
、
工
学
に
欠
け
る
も
の
、
政
治
学
に
欠
け
る
も
の
ー
「
問
題
解

　
決
の
た
め
の
学
問
」
の
条
件
ー
』
、
法
学
研
究
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
、
第
五
八
巻

　
第
八
号
、
一
九
八
五
年
。

〔
ワ
〕
　
松
下
圭
一
、
「
市
民
政
治
理
論
の
形
成
」
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
。

〔
ヰ
〕
　
田
中
美
知
太
郎
責
任
編
集
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
、
中
公
バ
ッ
ク
ス
、
世

　
界
の
名
著
8
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
．

〔
ヲ
〕
　
務
台
理
作
・
田
中
美
知
太
郎
・
高
島
善
哉
・
松
浪
信
三
郎
責
任
編
集
、

　
「
世
界
の
大
思
想
1
ー
プ
ラ
ト
ン
」
、
河
出
書
房
、
一
九
六
五
年
。
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