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2
》

強
制
力
の
概
念
を
ど
う
規
定
し
．
ど
う
そ
れ
を
定
式
化
す
る
か
は
社
会
科
学
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
筆
者
ぱ
前
稿

に
お
い
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
個
々
人
の
合
理
的
選
択
行
動
の
想
定
の
下
に
自
ら
の
考
え
を
提
示
し
た
。
そ
こ
で
ぱ
主
体
A
が
主
体

B
を
強
制
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
か
を
論
じ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
議
論
を
一
歩
進
め
て
、
あ
る
面
で
は
A
が
B

を
．
ま
た
別
の
面
で
は
逆
に
B
が
A
を
強
制
す
る
情
況
を
考
え
、
こ
の
情
況
が
最
終
的
に
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
収
束
し
て
い
く
か
を
論
じ

て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
A
と
B
と
の
力
が
均
衡
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
い
ず
れ
か
一
方
の
力
が
他
を
圧
倒
す
る
の
か
。
こ
の
点
の
検
討
が

本
稿
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
．

　
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
答
が
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
国
際
政
治
学
の
若
干
の
概
念
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
勢
力
均
衡
．
相
互
依
存
．
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
三
つ
の
概
念
の
間
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
第
二
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
節
で
は
．
主
体
A
と
主
体
B
の
獣
影
§
一
な
関
係
を
定
式
化
し
．
図
解
に
よ
っ
て
そ
の
帰
結
を
吟
味
す
る
。
第
二
節
で
は
、
こ
れ

ら
を
数
式
を
用
い
て
確
認
す
る
。
ま
ず
差
分
方
程
式
を
．
次
い
で
微
分
方
程
式
を
用
い
る
が
、
両
者
の
結
論
に
若
干
の
差
異
が
生
ず
る
こ

と
を
見
る
。
第
三
節
で
は
、
以
上
の
分
析
結
果
を
国
際
政
治
学
の
概
念
に
適
用
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
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静
　
本
稿
は
拙
稿
監
聖
馨
客
o
§
8
静
ぽ
雪
璽
ヨ
艮
蕊
ざ
躍
亀
Q
8
羅
ざ
へ
騙
（
急
曇
℃
蔑
y
》
奮
♂
紳
一
§
。
に
着
干
手
を
加
え
た
も
の
で
あ

　
る
．

（
1
）
　
本
精
で
は
強
制
力
を
権
力
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
る
．

（
2
》
　
拙
稿
『
規
範
政
治
掌
の
基
礎
ー
ソ
！
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
レ
ソ
マ
と
イ
γ
テ
ソ
シ
テ
ィ
ー
』
『
慶
慮
義
塾
創
立
百
二
十
五
年
記
念
諭
文
集
』
（
法
学
部

政
治
学
関
係
）
所
収
．
一
九
八
三
年
．
同
『
含
理
的
選
択
と
政
治
理
論
』
法
学
研
究
、
五
八
巻
十
号
。
一
九
八
五
年
．
聾
増
8
獣
♂
疑
ぎ
一
，
6
9
轟
昌

鱒
寓
o
馨
露
ぎ
霊
誹
莚
疑
昌
評
国
嘗
ざ
（
ぎ
蒼
警
昌
ぎ
（
『
公
共
選
択
の
研
究
』
）
“
凶
鼻
ぎ
●
裟
o
●
Oo
」
§
●

2

第
網
節

　
ま
ず
、
主
体
A
が
あ
る
面
で
主
体
B
に
、
ま
た
別
の
面
で
は
B
が
A
に
対
し
強
制
力
を
行
使
し
て
い
る
情
況
を
考
え
る
。
A
が
B
に
対

し
強
制
力
を
行
使
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
A
が
自
己
の
情
況
を
改
誉
し
よ
う
と
し
て
B
の
行
動
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
．
そ

し
て
そ
の
結
果
B
の
情
況
が
悪
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
A
が
B
の
行
動
を
変
化
さ
せ
る
の
は
B
の
与
件
の
変
化
を
通
じ
て
で
あ
る
。

B
が
合
理
的
行
動
を
と
る
と
い
う
の
は
．
与
件
の
下
で
自
己
の
情
況
を
良
く
す
る
た
め
に
最
適
の
選
択
肢
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
．
も
し
与
件
が
変
化
す
る
な
ら
ば
、
B
の
最
適
選
択
肢
に
あ
た
る
も
の
は
以
前
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
A
は
B
の
最
適
選
択
肢
が
自
己
の
望
む
方
向
へ
望
む
程
度
に
お
い
て
変
化
す
る
よ
う
に
B
の
与
件
を
操
作
し
よ
う
と
試
み
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
与
件
変
化
後
の
最
適
選
択
肢
は
変
化
以
前
の
そ
れ
よ
り
も
B
に
と
っ
て
劣
悪
な
も
の
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
．
以
上
が
A
が
B
に
強
制
力
を
行
使
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
今
度
は
B
が
A
に
対
し
強
制
力
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
．

こ
れ
は
簡
単
で
上
記
の
文
言
に
お
い
て
A
と
い
う
と
こ
ろ
を
B
に
、
B
と
い
う
と
こ
ろ
を
A
に
入
れ
替
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
定
式
化
す
る
の
で
あ
る
が
。
A
と
B
の
情
況
を
そ
れ
ぞ
れ
の
純
効
用
α
と
5
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
に
純
効
用
と
は
効
用

か
ら
機
会
費
用
…
ー
相
手
の
与
件
操
作
の
た
め
に
か
か
る
時
間
や
労
力
等
を
か
り
に
他
の
用
途
に
投
下
し
て
い
た
な
ら
ば
得
ら
れ
た
で
あ
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ろ
う
効
用
の
う
ち
の
最
大
の
も
の
ー
を
差
し
引
い
た
残
余
を
さ
す
。
A
の
効
用
と
機
会
費
用
を
そ
れ
ぞ
れ
％
．
ぜ
と
し
．
B
の
効
用
と

機
会
費
用
を
そ
れ
ぞ
れ
り
、
ザ
と
す
る
。
A
が
操
作
対
象
と
す
る
B
の
与
件
は
数
多
い
が
、
こ
こ
で
は
説
明
の
便
宜
上
ひ
と
つ
の
与
件
劣

の
み
を
変
化
さ
せ
う
る
と
し
よ
う
。
同
様
に
B
が
操
作
し
う
る
A
の
与
件
は
た
っ
た
ひ
と
つ
、
写
の
み
で
あ
る
と
す
る
。
さ
て
．
謬
（
ン
》

が
正
の
方
向
に
大
き
く
な
る
こ
と
を
以
て
．
A
（
B
）
が
B
（
A
）
の
与
件
を
操
作
す
る
度
合
が
大
幅
に
な
る
と
し
よ
う
。
以
上
か
ら
．
A
の

純
効
用
は

　
　
　
9
（
聴
も
）
m
怠
（
鞠
匙
）
ー
蕊
・
（
鞠
も
）

と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
A
に
と
っ
て
B
の
与
件
謬
の
操
作
は
望
ま
し
い
。
そ
し
て
そ
の
望
ま
し
さ
は
操
作
の
度
合
が
増
す
に

つ
れ
て
増
加
す
る
（
5
V
O
）
が
．
そ
の
増
加
の
度
合
は
減
少
す
る
（
釜
く
O
）
と
し
よ
う
。
ま
た
A
に
と
っ
て
そ
の
与
件
を
B
に
よ
っ
て

操
作
さ
れ
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
。
そ
の
操
作
が
増
加
す
る
に
つ
れ
．
ま
す
ま
す
望
ま
し
く
な
く
な
る
（
3
〈
O
）
と
す
る
。
喜
た
A
が
B

の
与
件
の
操
作
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
．
そ
れ
は
A
に
と
っ
て
好
ま
し
い
が
．
そ
の
好
ま
し
さ
は
B
が
A
の
与
件
拶
を
操
作
す
る
な
ら
ば
減

少
さ
せ
ら
れ
る
（
♂
〈
O
）
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
次
お
、
A
が
¢
を
操
作
し
な
い
と
き
に
は
γ
の
値
の
如
何
に
よ
ら
ず
効
用
は

ゼ
ロ
と
す
る
（
叉
9
S
観
O
）
。

　
A
に
と
っ
て
謬
の
操
作
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
機
会
費
用
は
大
き
く
な
る
（
3
・
〉
O
）
し
．
し
か
も
そ
の
増
加
の
度
合
は
逓
増
す
る
（
菱
．

V
O
）
。
ま
た
そ
れ
は
B
が
A
の
与
件
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
逓
増
（
詳
鷺
。
V
O
）
す
る
．
し
か
し
機
会
費
用
は
諾
の
操
作
が
な
い
と

き
は
ン
の
値
如
何
に
よ
ら
ず
ゼ
ロ
の
値
を
と
る
（
蕊
．
（
O
匙
）
縛
O
）
と
す
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
．

　
　
　
ε
〉
P
建
器
く
O
℃
5
曽
く
ρ
3
〈
0

　
　
　
3
．
V
O
噂
評
鷲
。
V
ρ
評
噌
．
V
9
3
．
V
O

　
　
　
醤
（
O
匙
）
縫
ρ
タ
（
O
匙
）
鮭
O

　
さ
て
こ
の
仮
定
を
用
い
て
A
の
純
効
用
を
図
解
す
る
と
第
1
図
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
鳳
ツ
の
値
は
一
定
と
い
う
想
定
の
下
に
画
か
れ
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て
い
る
。

　
％
と
ぜ
曲
線
が
第
1
図
の
如
く
で
あ
る

限
り
は
．
A
の
純
効
用
α
は
下
図
の
如
く

唯
一
の
最
大
値
を
も
つ
曲
線
と
し
て
画
か

れ
る
．
そ
し
て
仮
定
か
ら
．

　
　
　
麟
雛
鯉
詳
臆
雪
f
．
〈
0

　
　
　
9
ξ
障
ぎ
ー
ヂ
鯉
鳴
く
0

　
　
　
3
髄
ヂ
書
3
．
〈
0

　
　
　
9
（
O
ミ
）
器
O

を
得
る
．

　
以
上
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
A
の
与

紛灘．

麗．

霧

苫
　串
¢

件
を
操
作
す
る
B
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
と
し
よ
う
．
す
な
わ
ち
B
の
純
効
用
6
は
．

　
　
　
ぴ
（
聴
燭
璽
）
辮
G
9
葛
ー
建
．
（
3
壁
）

で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
こ
で
，

　
　
　
嬉
鴫
V
g
G
塁
く
O
℃
G
笥
く
ρ
3
〈
0

　
　
　
3
。
〉
O
℃
G
篭
．
×
り
菱
．
〉
9
q
馳
．
〉
O

　
　
　
G
（
龍
り
O
）
聾
9
曳
（
龍
り
O
）
縫
O

を
仮
定
し
、
さ
ら
に
6
の
曲
線
は
正
の
値
を
も
つ
唯
榊
の
最
大
値
を
も
つ
と
仮
定
し
よ
う
。

　
　
　
ぴ
蓄
”
q
墨
ー
嬉
篭
。
〈
O
℃
“
笥
盤
嬉
饗
ー
電
箋
．
〈
P
評
翻
嘘
輪
ー
q
鷲
。
〈
O

α

3

0

3◎

　寮，図

な
お
こ
れ
ら
の
仮
定
か
ら
．

0



　
　
　
ぴ
（
孚
O
）
罷
O

を
得
る
。

　
さ
て
主
体
A
は
所
与
の
野
の
値
の
下
で
自
己
の
純
効
用
α
を
最
大
化
す
る
よ
う
に
R
の
与
件
を
設
定
す
る
．
つ
ま
り
¢
の
値
を
定
め
る

の
で
あ
る
か
ら
．
そ
の
必
要
条
件
は

　
　
　
F
（
魏
憂
）
謄
5
（
3
璽
）
ー
F
．
（
鶏
匙
）
麗
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ε

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
B
の
蒙
む
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
竃
は
一
期
前
の
情
況
を
点
（
3
撃
）
で
示
す
と
す
れ
ば

　
　
　
又
き
ミ
。
）
ー
又
搬
も
。
）

で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
こ
に
〆
と
は
与
件
望
（
今
の
場
合
也
の
下
で
ω
式
を
満
足
す
る
謬
の
値
で
あ
る
と
し
て
お
く
。
そ
れ
を
図
解
す
る

と
、
第
2
図
の
よ
う
に
な
る
。
但
し
．
こ
こ
で
は
〆
は
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

強制力と比較優泣

よ
り
大
な
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
．
も
と
よ
り
が
は
病

よ
り
小
な
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
．
そ
の
時
は
B
の

蒙
む
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
こ
と
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
ω
式
を
満
た
す
¢
（
〆
を
改
め
て
以
後
謬
と
書

く
こ
と
に
す
る
）
は
，
の
関
数
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
つ
ま
り
A
が
B
の
与
件
を
操
作
す
る
度
合
は
そ
の

と
き
ど
き
の
A
の
与
件
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
ω
式
を

A
の
反
応
関
数
（
3
§
冨
暁
琶
駐
旨
）
と
よ
ぼ
う
。
ω
式

に
つ
い
て

β

　＊
謬0

西

ど噛

　　第2国

♂●o
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3

車

鰯3図

砺

ー
ワ
　
　
　
↑

躍

ン

砺

0

o
鋸4口

　
　
　
申
－
－
喫
。

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
右
下
り
の
曲
線
と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
曲
線
よ
り
右
上
方
の
債
域
で
は
、
9
鱒
（
範
曼
）
〈
O
で
あ
る
か
ら
A
ぱ
純

効
用
を
最
大
化
す
る
た
め
に
謬
の
値
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
．
ま
た
こ
の
曲
線
よ
り
左
下
方
の
領
域
で
は
、
F
（
聴
モ
）
V
O
が
成
り
立

つ
。
こ
．
の
場
合
に
は
純
効
用
最
大
化
の
た
め
に
A
は
謬
の
値
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
以
上
の
図
解
は
9
》
曲
線
と
し
て
第
3
図
に

示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
反
応
曲
線
に
つ
い
て
い
う
と
．
曲
線
に
沿
っ
て
右
嶺
下
り
て
く
る
に
つ
れ
て
A
の
純
効
用
は
増
加
す
る
と
い
え
る
．
こ
れ
は
2
の

増
加
は
純
効
用
を
増
や
す
こ
と
、
ま
た
ツ
の
減
少
も
α
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
前
提
か
ら
導
か
れ
る
．
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B
の
反
応
関
数
も
同
じ
よ
う
に
し
て
導
出
で
き
る
．
B
は
そ
の
と
き
ど
き
の
所
与
の
湿
の
値
の
下
で
自
己
の
純
効
用
を
最
大
化
す
る
よ

う
に
ぎ
を
操
作
す
る
．
そ
の
必
要
条
件
は

　
　
　
ぴ
鰭
（
8
這
）
面
G
讐
（
締
藁
）
ー
3
．
（
鞠
藁
）
盟
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蕊

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
B
の
反
応
関
数
で
あ
る
。
A
が
B
か
ら
蒙
む
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
は
、
一
期
前
の
情
況
を
点
（
ぎ
讐
）
と
す
る
な
ら
ば
，

　
　
　
9
（
籠
ご
讐
）
ー
9
（
y
㌦
）

で
示
さ
れ
る
．
こ
こ
に
ザ
と
は
与
件
劣
（
今
の
場
合
亀
）
の
下
で
③
を
満
足
す
る
y
の
値
と
し
て
お
く
。
も
と
よ
り
一
期
前
の
情
況
如
何
に

よ
っ
て
ペ
ナ
ル
テ
ィ
1
は
ブ
ラ
ス
に
な
っ
た
り
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
り
す
る
．
さ
て
③
式
に
つ
い
て

　
　
　
申
－
－
帯
く
。

で
あ
る
か
ら
、
B
の
反
応
曲
線
は
右
下
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
．
さ
ら
に
ン
（
1
を
以
後
茎
書
く
こ
と
に
す
る
．
》
が
増
加
す
る

か
¢
が
減
少
す
る
か
す
れ
ば
B
の
純
効
用
は
増
加
す
る
か
ら
反
応
曲
線
上
を
左
上
方
に
移
動
す
る
に
つ
れ
て
B
の
純
効
用
は
増
大
す
る
の

で
あ
る
。
な
お
、
B
の
反
応
曲
線
よ
り
上
方
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
ぴ
鵯
（
龍
曼
）
〈
O
ま
た
下
方
の
部
分
で
は
、
3
（
総
這
）
V
ろ
が
成
性
立
つ
．

よ
っ
て
前
者
で
は
暫
の
減
少
が
、
後
者
で
は
ン
の
増
大
が
B
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
A
は
野
を
所
与
と
し
て
謬
の
値
を
定
め
る
。
そ
の
2
の
値
を
所
与
と
し
て
影
の
値
を
定
め
る
の
は
B
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
A
と

B
と
の
行
動
は
相
互
に
因
と
な
り
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
最
終
的
に
5
と
拶
と
は
ど
の
よ
う
な
値
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
．

こ
の
こ
と
を
知
る
に
は
ω
式
と
ω
式
を
連
立
さ
せ
て
解
く
こ
と
で
あ
る
．
今
そ
の
解
が
唯
一
で
あ
る
と
し
て
（
野
讐
）
で
あ
る
と
す
る
と

こ
れ
が
求
め
る
均
衡
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
5
図
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
5
図
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
図
は
ω
式
を
満
た
す
曲
線
の
傾
き
が
ω
式
を
満
た
す
曲
線
の
傾
き
よ
り
急
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。
い
ま
初
期
点
が
点
9
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
点
は
働
式
を
満
た
す
か
ら
B
は
な
ん
ら
行
動
を
と
ら
な
い
．
し
か
し
、
こ
の
点
は
ω

7
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み
　
　
　
　
　
　
“

　
　
凸
V
．
o

　
　
　
　
o
3

う
9
鱈

みび

3

一葡。鱈．．一一一。　　召

　　　　　　　　3
　　　　　　　　蓼
　　　　　　　　霧
　　　　　　　　藤
　　　　　　　　督
　　　　　　　　l
　　　　　　　　o
　　　　　　　　壽

　　　　　　　　蓄

　　　　　　　　婁　α3

　　　　　　　¢6

　　　　　　　　　　　縮5図

召ヨ

謬
乱

纂6国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
鋳
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

式
を
満
た
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
o
婦
V
O
で
あ
る
か
ら
A
は
も
っ
と
¢
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
結
果
．
点
ん
に
移
る
．
轟
点
で
は

今
度
は
ω
式
が
満
た
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
ε
〈
O
で
あ
る
か
ら
B
は
ン
を
減
じ
よ
う
と
す
る
．
そ
の
た
め
に
点
は
．
含
点
へ
と
移
動
し
．

究
極
的
に
は
点
8
、
つ
ま
り
綴
は
亀
．
∬
は
齢
へ
と
収
束
す
る
．
，
す
な
わ
ち
体
系
は
安
定
的
で
あ
る
．
こ
の
た
め
の
条
件
は
ω
を
満
た
す

曲
線
の
傾
き
が
ω
を
満
た
す
曲
線
の
傾
き
よ
り
急
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
．
す
な
わ
ち

　
　
　
細
v
串
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

で
あ
る
。
も
し
こ
の
不
等
号
の
向
き
が
逆
で
あ
る
な
ら
ぱ
体
系
は
不
安
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
．
す
な
わ
ち
ω
の
曲
線
の
傾
き
が
③
の

曲
線
の
傾
き
よ
り
緩
や
か
で
あ
る
と
き
は
初
期
点
が
不
均
衡
点
で
あ
る
な
ら
ば
．
ま
す
ま
す
均
衡
点
よ
り
乖
離
す
る
の
で
あ
る
．
体
系
が

　
　
∬

　
　
　
妬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ψ



強制力と比較優位

安
定
的
で
あ
る
と
き
に
は
A
と
B
の
力
は
均
衡
す
る
が
．
不
安
定
的
な
場
合
に
腺
A
か
B
か
い
ず
れ
か
の
力
が
ゼ
ロ
に
な
る
．
す
な
わ
ち

A
か
B
か
ど
ち
ら
か
の
力
が
支
配
的
と
な
る
の
で
あ
る
．
た
だ
し
同
じ
事
態
は
体
系
が
安
定
的
の
下
で
も
生
じ
う
る
．
そ
れ
は
均
衡
点
が

第
一
象
限
の
内
郡
に
な
い
ヶ
馨
ス
で
あ
る
．
そ
れ
は
第
6
図
の
よ
う
な
ヶ
書
ス
で
あ
る
。

　
ペ
ナ
ル
テ
ィ
書
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
初
期
点
（
総
。
も
。
）
が
9
点
で
あ
る
と
す
る
と
．
均
衡
が
安
定
的
で
あ
る
隈
り
．
A
の
ペ
ナ
ル
テ

ィ
璽
は

　
　
　
9
（
鶏
。
篭
撃
）
ー
9
（
“
3
ε

で
あ
り
．
B
の
そ
れ
は

　
　
　
又
撃
匙
。
）
ー
又
書
撃
）

で
あ
る
．
A
に
と
っ
て
σ
点
よ
り
轟
点
の
方
が
純
効
用
を
高
め
、
し
か
も
先
述
の
如
く
反
応
曲
線
9
》
上
の
為
点
よ
り
も
‘
点
の
方
が

純
効
用
が
高
い
か
ら
．
A
の
情
況
は
良
化
す
る
．
B
に
と
っ
て
は
そ
の
反
応
曲
線
上
の
9
よ
り
6
へ
の
移
行
は
純
効
用
を
低
落
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
B
の
情
況
は
悪
化
す
る
．
初
期
点
淋
6
点
よ
り
右
側
に
あ
る
な
ら
ば
、
B
の
情
況
は
良
化
し
、
A
の
情
況
は
悪
化
す

る
．
ま
た
均
衡
が
不
安
定
で
あ
り
．
¢
点
よ
り
初
期
点
が
左
側
に
あ
れ
ば
．
収
束
点
は
9
軸
上
に
あ
る
か
ら
B
が
ド
ミ
ナ
ソ
ト
と
な
る
。

こ
の
と
き
B
の
情
況
は
良
化
し
、
A
の
情
況
は
悪
化
す
る
。
初
期
点
が
8
点
よ
り
右
側
で
あ
れ
ば
逆
の
事
態
が
生
ず
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
．
第
6
図
の
よ
う
に
安
定
均
衡
で
あ
り
な
が
ら
均
衡
点
が
第
4
象
限
に
あ
る
場
合
は
ど
う
か
．
こ
の
と
き
は
初
期
点
が
第
一
象
限

内
な
ら
ぱ
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
も
．
＝
ー
ナ
馨
均
衡
点
は
謬
軸
上
に
く
る
．
よ
っ
て
A
は
ド
ミ
ナ
ン
ト
と
な
る
。
A
の
情
況
の
み
良
化
し
．

B
の
そ
れ
は
悪
化
す
る
．

　
さ
て
③
式
の
安
定
条
件
で
あ
る
が
．
そ
れ
は
書
き
直
し
て
み
る
と
．

　
　
　
（
曜
）
＼
（
串
）
〉
（
譜
）
＼
（
略
）
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で
あ
る
。
こ
れ
は
A
の
限
界
純
効
用
砺
は
B
の
そ
れ
に
比
し
て
Ψ
の
変
化
に
対
し
て
よ
り
も
躍
の
変
化
に
対
し
て
大
き
く
反
応
す
る
、
換

言
す
る
と
、
A
は
錫
の
操
作
に
比
較
優
位
を
も
ち
．
B
は
野
の
操
作
に
比
較
優
位
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
A
も
B
も
そ

の
比
較
優
位
の
方
を
操
作
し
、
比
較
劣
位
に
あ
る
方
を
与
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
③
式
に
お
い
て
も
し
不
等
号
の
向
き
が
逆
で
あ
る
な
ら
ぱ
．
A
は
ぎ
に
、
B
は
謬
に
そ
れ
ぞ
れ
比
較
優
位
を
も
つ
こ
と
に
な
る
．
し
た

が
っ
て
A
も
B
も
そ
の
比
較
優
位
に
あ
る
方
を
与
件
と
し
．
比
較
劣
位
に
あ
る
方
を
操
作
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
K
は
先

述
の
よ
う
に
体
系
は
不
安
定
で
あ
る
．

10

第
二
節

　
以
上
の
考
察
の
結
果
を
ま
ず
差
分
方
程
式
を
．
次
に
微
分
方
程
式
を
用
い
て
動
学
的
に
確
認
す
る
。
ま
ず
上
記
の
A
と
B
の
行
励
は
召

と
β
を
正
の
定
数
の
調
整
係
数
と
す
る
と
．

　
　
　
§
出
『
§
麗
貸
・
3
（
§
讐
）

　
　
　
讐
出
ー
響
雌
為
＆
韓
霊
℃
撃
）

と
し
て
示
さ
れ
る
。
均
衡
値
（
罰
ε
の
近
傍
で
テ
イ
ラ
ー
展
開
し
．
一
次
近
似
を
と
れ
ば
、

　
　
　
辞
＋
一
ー
§
睡
貸
己
鴇
（
魏
篭
繋
×
熱
雪
魏
噺
）
十
9
5
曇
（
撃
撃
）
ε
ー
璽
。
）

　
　
　
璽
…
ー
讐
甜
b
占
篭
（
評
繋
）
（
熱
ー
鶏
鰯
）
＋
も
＆
旨
（
撃
璽
“
）
（
讐
ー
撃
）

と
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
§
出
ー
欝
“
（
欝
出
ー
ε
ー
（
罫
ー
幾
。
y
璽
三
ー
讐
諺
（
撃
－
ε
ー
（
導
ー
ξ
で
あ
る
か
ら
、
§
ー
野
讐
ー
撃

を
あ
ら
た
め
て
譲
、
藁
鴨
、
と
お
く
。
§
、
匙
聴
、
↓
O
で
あ
る
な
ら
ば
、
§
↓
夢
撃
↓
繋
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
き
、
聖
、
が
お
の
お
の
ゼ

ロ
に
収
束
す
る
か
否
か
を
調
べ
れ
ば
よ
い
。
そ
こ
で

　
　
　
魏
、
…
H
（
一
十
負
・
9
し
§
、
＋
貸
。
3
㌦
辱
、



強制力と比較優位

　
　
　
咲
三
距
奪
ε
・
§
、
＋
（
一
＋
b
・
ぴ
も
撃
、

を
得
る
。
一
般
に
体
系
が
安
定
で
あ
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
は
特
性
方
程
式
の
根
の
絶
対
値
が
ー
よ
り
小
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
．

こ
の
点
を
検
討
す
る
。
そ
の
特
性
方
程
式
は

一
十
廼
9
器
麓
沁

　
暮
監

一
十

ぬ》臭
ε8
↓

翻
O

で
あ
る
。

簡
単
化
の
た
め
に
行
列

　
　
　
ユ
警
鶉
U

に
つ
い
て

　
　
　
帰
翻
ミ
（
｝
）
鋸
慶
o
鴇
十
為
騨
貫

　
　
　
動
醜
匙
亀
（
＞
）
鎚
淺
込
（
3
』
器
ー
黛
鴨
も
鯉
聴
）

と
お
く
と
、
特
性
方
程
式
は

　
　
　
、
（
』
）
”
舷
ー
（
帥
十
唖
）
』
牽
（
一
十
吋
十
鋤
）
闘
O

で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
の
方
程
式
の
判
別
式
D
は

　
　
　
b
縫
㌦
ー
＆

　
　
　
　
H
（
象
o
辞
－
為
ぴ
も
鱒
＋
藤
貸
b
ε
も
麗
V
O

で
あ
る
か
ら
、
特
性
方
程
式
は
相
異
な
る
二
実
根
を
も
つ
。

の
必
要
十
分
条
件
は
．

以
下

こ
の
二
実
根
を
ゐ
．
ゐ
と
す
る
と
、
そ
の
絶
対
値
が
ー
よ
り
小
で
あ
る
た
め

11
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、
（
一
）
v
ρ
、
↑
一
）
v
ρ
　
占
く
勘
．
獣
”
〈
一

で
あ
る
．
以
上
を
ま
と
め
る
と
．

　
　
　
鈎
v
。
・
翼
｛
よ
、
㌣
輩
く
入
。

が
求
め
ら
れ
る
．
す
な
わ
ち
．

　
　
　
灸
ζ
触
、
£
篭
）
v
ρ
馨
図
τ
、
㌣
噴
も
（
ζ
鵯
、
9
も
鵯
籍
）
｝
〈
§
器
志
ε
〈
。

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
後
半
部
分
の
右
半
分
の
条
件
は
先
の
仮
定
娠
と
砺
と
が
共
に
負
で
あ
る
こ
と
か
ら
既
に
満
た
さ
れ
て
い
る
．
た
だ
し

後
半
部
分
の
左
半
分
の
意
味
が
明
確
に
な
ら
な
い
．
前
半
は
ま
さ
に
先
の
図
解
と
対
応
す
る
条
件
で
あ
っ
て
．
⑥
の
比
較
優
位
を
示
す
も

の
で
あ
る
ゆ

　
な
お
念
の
た
め
に
微
分
方
程
式
を
用
い
る
な
ら
ば
。

　
　
　
曳
蕗
貸
・
o
壽
・
嵐
十
優
・
9
肇
・
桟

　
　
　
織
聾
鳶
＆
器
・
気
十
鳶
＆
篭
・
曳

と
し
て
体
系
は
示
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
．
体
系
が
安
定
で
あ
る
た
め
の
必
要
か
つ
十
分
な
条
件
は
．

　
　
　
9
為
（
3
も
達
ー
？
も
し
V
る

　
　
　
霞
9
題
十
為
ぴ
器
く
O

で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は

　
　
　
馨
揖
τ
勢
占
－
噸
冬
｝
－
£
し
｝
〈
§
毒
監

嬬



の
条
件
は
な
い
。
二
番
目
の
条
件
式
は
先
述
の
如
ぐ
慶
に
満
足
さ
れ
て
い
る
か
ら
結
局
最
初
の
式
の
み
が
安
定
の
必
要
十
分
条
件
に
な
る
．

α
と
β
は
正
の
定
数
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
③
式
を
意
味
す
る
．

第
三
節

強制力と比較優位

　
国
家
間
の
平
和
維
持
の
方
策
は
な
に
か
。
こ
の
問
に
対
し
．
国
家
聞
の
勢
力
均
衡
．
相
互
依
存
．
ヘ
ゲ
モ
晶
1
の
三
つ
の
代
替
的
状
態

を
創
出
す
る
こ
と
こ
そ
そ
の
答
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
国
際
政
治
学
で
は
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
本
節
で
は
．
こ
の
命
題
そ
の
も

の
の
是
非
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
．
そ
の
前
段
階
と
し
て
こ
の
三
つ
の
擬
念
を
ま
ず
明
確
に
し
よ
う
と
お
も
う
．
概
念
と
し
て

見
る
限
り
、
こ
れ
ら
は
茂
替
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
互
に
関
連
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
今
ま
で
の
分
析
の
枠
組
を
用
い
て
説
明

し
た
い
。
手
順
と
し
て
、
ま
ず
相
互
依
存
と
い
う
概
念
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
。

　
相
互
依
存
と
い
う
と
き
、
ま
ず
依
存
谷
冒
昌
審
冒
邑
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ボ
ー
ル
ド
ゥ
ィ
ン
に
よ
る
と
。
B
が
A

に
劣
と
い
う
面
で
依
存
す
る
こ
と
（
望
含
葛
呂
象
8
8
》
＆
夢
籍
翼
8
龍
）
ぱ
、
B
が
そ
れ
（
ε
な
し
で
済
ま
す
こ
と
に
と
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
》

う
機
会
費
用
（
夢
。
8
宮
詳
葺
芽
8
器
9
魯
碁
蕊
砂
ぎ
5
．
．
博
3
で
あ
る
。
例
え
ば
．
B
国
が
A
国
の
石
油
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
．
B
国
が
A
国
か
ら
石
油
を
輸
入
す
る
た
め
に
何
を
放
棄
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
で
は
な
く
．
A
国
か
ら
の
石
油
輸
入
な
し
で
や
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
2
》

て
い
く
と
し
た
と
き
に
何
を
放
棄
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
で
表
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
い
う
。
B
が
A
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
，

A
が
B
と
の
関
係
を
厳
し
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
B
に
機
会
費
用
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
A
が
B
に
対
し
費
用
を
負

担
さ
せ
る
能
力
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
能
力
を
潜
在
的
権
力
の
ひ
と
つ
の
尺
度
と
す
る
な
ら
ば
．
依
存
関
係
は
す
べ
て
権
力
関

　
　
　
（
3
》

係
で
あ
る
．
と
。

　
同
じ
趣
旨
の
文
言
は
彼
以
前
に
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
著
書
に
見
え
る
．
そ
れ
に
よ
る
と
．
例
え
ば
外
国
貿
易
の
手
段
に
よ
っ
て
A
国
が
B

国
に
対
し
影
響
力
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
貿
易
か
ら
B
が
利
益
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
．
貿
易
か
ら
の
利
益

13
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と
は
、
仮
り
に
そ
の
貿
易
が
途
絶
し
た
と
き
に
B
国
に
生
ず
る
情
況
の
悪
化
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
貿
易
の
利
益
曾
貯
晦
酵
●
い
蕃
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
》

い
う
古
典
派
の
概
念
と
、
貿
易
へ
の
依
存
（
a
選
騨
§
8
蓼
）
と
い
う
権
力
概
念
と
は
同
じ
現
象
の
二
つ
の
側
面
で
し
か
な
い
．

　
か
く
し
て
相
互
依
存
と
は
．
相
互
に
そ
れ
な
し
で
済
ま
す
こ
と
が
却
て
高
く
つ
く
よ
う
な
関
係
（
邑
暮
冨
。
謄
ぎ
蔚
蓼
島
岱
ぽ
鄭
5
臼
鵠
｝

8
轟
『
8
噛
§
磐
）
を
い
う
。
例
え
ば
A
国
と
B
国
と
の
間
の
軍
備
競
争
も
相
互
依
存
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
A
と
B
に
と
っ
て
の
軍
備

競
争
の
機
会
費
用
は
戦
争
で
あ
る
か
ら
。
換
言
す
る
と
軍
備
競
争
の
代
替
的
な
ヶ
ー
ス
は
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
悪
い
事
態
ー
戦
争
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
｝

味
す
る
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
》

　
以
上
、
相
互
依
存
の
定
義
は
与
え
ら
れ
た
．
で
は
そ
れ
を
ど
う
定
式
化
す
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
ク
！
バ
霊
も

解
答
を
与
え
て
い
な
い
。
以
下
．
こ
の
定
式
化
を
提
示
し
よ
う
．

　
先
述
の
ぷ
：
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
言
の
中
に
．
A
が
B
と
の
関
係
を
厳
し
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
A
が
B
に
費
用
負
担
を
さ
せ
る
能
力
は
潜

在
的
権
力
で
あ
る
、
と
の
部
分
が
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
A
と
B
と
の
関
係
を
厳
し
く
す
る
の
は
A
か
B
か
。
そ
れ
は
A
で
あ
る
。
先
の

石
油
の
翰
出
禁
止
の
例
で
は
、
石
油
を
B
国
へ
輸
出
す
る
か
否
か
の
決
定
権
は
A
国
に
あ
っ
て
B
国
に
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
A
国
に

と
っ
て
石
油
輸
出
禁
止
量
‘β
は
ひ
と
つ
の
変
数
で
あ
る
が
、
B
国
に
と
っ
て
は
操
作
不
可
能
な
与
件
で
あ
る
。
同
様
に
今
度
は
A
国
が
B

国
に
別
の
面
で
ー
例
え
ば
食
糧
の
輸
入
ー
依
存
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
食
糧
の
輸
出
禁
止
量
を
ン
と
す
る
と
、
ぎ
は
A
国
に
と
っ
て

は
与
件
で
あ
る
が
．
B
国
に
と
っ
て
は
変
数
と
し
て
表
現
さ
れ
る
．
か
く
て
以
上
の
こ
と
は
A
と
B
の
純
効
用
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
馨
図
黒
3
璽
）

　
　
　
　
ロ

　
　
　
甘
験
図
又
“
匙
）

　
　
　
　
ね

と
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
必
要
条
件
が
ω
、
ω
で
あ
る
．
し
か
し
話
は
こ
れ
で
終
わ
ら
な
い
。
次
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
。
A

は
謬
を
、
B
は
ン
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
に
対
し
機
会
費
用
が
高
く
つ
く
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
こ
の
こ
と
は
各

主
体
に
と
っ
て
そ
の
純
効
用
が
そ
の
与
件
操
作
に
よ
っ
て
悪
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は

14
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ε
〈
O
ε
讐
く
O

　
　
　
ぴ
驕
く
O
　
夢
く
O

と
い
う
こ
と
で
表
現
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
説
明
し
て
く
る
と
．
以
上
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
際
の
叙
述
の
再
現
で
あ

る
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
相
互
依
存
な
る
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
モ
デ
ル
の
各
主
体
の
行
動
の
前
提
に
既
に
織

り
込
み
済
み
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
相
互
依
存
と
は
相
互
に
強
制
し
合
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
．

　
次
に
勢
力
均
衡
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
い
え
ば
、
第
5
図
の
よ
う
な
内
的
均
衡
点
の

こ
と
を
さ
す
。
こ
の
場
合
．
体
系
に
と
っ
て
は
与
件
に
あ
た
る
も
の
ー
ー
例
え
ば
人
口
．
技
術
、
資
源
賦
存
等
ー
の
変
化
が
な
い
限
り
．

ど
の
よ
う
な
情
況
か
ら
出
発
し
て
も
体
系
は
最
終
的
に
は
均
衡
点
β
に
収
束
す
る
と
い
う
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
微
分
方
程
式
系
に

よ
る
限
り
．
体
系
が
均
衡
に
収
束
す
る
た
め
の
必
要
か
つ
十
分
な
条
件
が
③
で
あ
り
．
そ
れ
は
比
較
優
位
の
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
も
し
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
体
系
が
不
安
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
終
的
に
は
A
国
か
B
国
か
が

ド
．
ミ
ナ
ソ
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
．
こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
国
際
政
治
学
で
い
う
ヘ
ゲ
モ
鼻
ー
と
い
う
こ
と
に
相
当
す
る
の
で
あ

る
。
ド
…
ナ
ン
ト
に
な
る
国
が
ど
ち
ら
に
な
る
か
は
初
期
条
件
に
依
存
す
る
。
そ
れ
が
均
衡
点
よ
り
も
右
側
に
あ
れ
ば
A
国
が
．
均
衡
点

よ
り
も
左
側
に
あ
る
な
ら
ば
B
国
が
最
終
的
に
は
ド
ミ
ナ
ソ
ト
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
ヘ
ゲ
モ
昌
璽
を
も
た
ら
す
の
は
こ
の
不
安

定
の
ヶ
ヨ
ス
の
み
で
は
な
い
。
体
系
が
安
定
的
で
あ
っ
て
も
。
そ
の
均
衡
点
が
第
二
、
な
い
し
四
象
限
に
あ
る
場
合
に
も
ヘ
ゲ
モ
昌
峯
の

状
態
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
6
図
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
も
と
よ
り
国
際
政
治
学
で
い
う
勢
力
均
衡
と
は
も
っ
と
複
雑
な
内
容
を
も
つ
概
念
そ
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
勢
力
均
衡
の
た
め
に
複
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
｝

国
々
が
結
託
（
8
島
該
8
》
を
は
か
る
と
い
う
論
点
を
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
そ
の
た
め
に
は
二
国
モ
デ
ル
で
は
な
く
て
三
国
以
上
の

複
数
の
国
の
存
在
を
認
め
，
し
か
も
そ
れ
ら
の
闘
で
協
力
ゲ
ー
ム
が
展
開
さ
れ
る
モ
デ
ル
を
構
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
．
本
稿
の
よ
う

な
二
国
間
の
非
協
力
ゲ
ー
ム
の
下
で
は
取
り
扱
え
な
い
論
点
で
あ
る
。
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（
8
｝

　
ま
た
勢
力
均
衡
を
ば
各
国
に
と
っ
て
の
勢
力
均
衡
政
策
と
解
す
る
な
ら
ぱ
、
‘
各
国
の
行
動
準
則
を
本
稿
と
は
異
な
る
も
の
に
し
な
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳩

は
た
ら
な
い
．
そ
の
準
則
と
は
．
他
国
問
の
勢
力
を
均
衡
さ
せ
る
こ
と
が
自
国
の
利
得
最
大
化
に
な
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
準

則
を
可
能
に
す
る
に
は
少
な
く
と
も
三
国
の
モ
デ
ル
を
構
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
．
し
か
し
以
上
の
限
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
わ
れ
わ

れ
の
モ
デ
ル
は
勢
力
均
衡
の
も
つ
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
質
．
す
な
わ
ち
均
衡
が
安
定
的
で
あ
る
こ
と
．
お
よ
び
そ
の
条
件
を
明
ら
か
に
で

き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
勢
力
均
衡
．
ヘ
ゲ
モ
昌
1
、
相
互
依
存
の
各
概
念
は
絹
互
に
排
他
的
な
い
し
代
替
的
な
も
の
で
は
な
い
．
ま
ず
相

互
依
存
な
る
概
念
が
基
礎
に
あ
っ
て
、
そ
の
帰
結
が
あ
る
場
合
に
は
勢
力
均
徳
に
、
ま
た
別
の
場
合
に
は
ヘ
ゲ
モ
昌
馨
の
各
概
念
に
な
る

の
で
あ
る
。
相
互
依
存
の
概
念
な
く
し
て
勢
力
均
衡
の
概
念
も
ヘ
ゲ
モ
昌
1
の
概
念
も
規
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
．
換
言
す
る
と
、
こ
こ

に
展
開
し
た
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
相
互
依
存
、
勢
力
均
衡
、
ヘ
ゲ
モ
昌
ー
の
三
つ
の
概
念
を
統
繍
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
●

｛
1
》
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》
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結

論

　
行
動
主
体
A
が
行
動
主
体
B
を
あ
る
事
項
澱
に
つ
い
て
強
制
す
る
と
い
う
の
は
．
B
の
与
件
で
あ
る
忽
を
A
が
操
作
す
る
こ
と
で
あ
る
．

そ
の
操
作
の
昌
的
は
自
己
の
縄
効
用
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
B
の
純
効
用
は
減
少
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
．

A
の
あ
る
与
件
を
ン
と
し
て
．
そ
れ
を
B
が
同
じ
目
的
で
操
作
し
、
そ
の
結
果
A
の
純
効
用
が
滅
少
す
る
と
き
．
B
が
望
に
関
し
て
A
を

強
制
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
相
互
に
別
の
面
で
強
制
力
を
行
使
す
る
と
き
事
態
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
。
分
析
の
結
果
に
よ
る
と
．

内
的
均
衡
点
が
存
在
し
，
か
つ
安
定
条
件
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
間
に
均
衡
状
態
が
成
り
立
つ
。
安
定
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い

と
き
は
A
か
B
か
が
他
を
圧
倒
す
る
。
た
だ
し
安
定
条
件
ボ
満
た
さ
れ
て
も
均
衡
点
が
第
一
象
限
に
な
い
と
き
は
コ
ー
ナ
ー
均
衡
が
成
立

し
、
そ
の
と
き
ど
き
の
条
件
に
応
じ
て
A
か
B
か
が
他
方
を
圧
倒
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
に
安
定
条
件
と
は
㈹
式
の

　
　
　
贈
v
串

を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
．
A
は
劣
の
、
ま
た
B
は
穿
の
操
作
に
そ
れ
ぞ
れ
比
較
優
位
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
よ
っ
て
。
各
主
体
が
変
数
と
し
て
操
作
す
る
も
の
が
そ
の
主
体
に
と
っ
て
の
比
較
優
位
に
．
ま
た
与
件
と
し
て
扱
う
も
の
が
比
較
劣

位
に
合
致
し
て
い
る
な
ら
ば
体
系
は
安
定
的
で
あ
り
、
逆
も
ま
た
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
．
各
主
体
が
変
数
と
し
て
操

作
の
対
象
と
す
る
も
の
が
．
そ
の
主
体
に
と
っ
て
比
較
劣
位
に
あ
り
、
ま
た
与
件
と
し
て
扱
う
も
の
が
比
較
優
位
に
あ
る
な
ら
ば
、
体
系

は
不
安
定
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
も
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
各
主
体
は
操
作
上
比
較
優
位
を
も
つ
面
で
他
の
主
体
を
強

制
し
、
比
較
劣
位
を
も
つ
面
で
他
の
主
体
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
な
ら
ば
体
系
は
安
定
的
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
成
り
立
つ
。
こ
れ
と
は
反

対
に
各
主
体
が
操
作
上
比
較
劣
位
を
も
つ
面
で
他
の
主
体
を
強
制
し
．
比
較
優
位
を
も
つ
面
で
他
の
主
体
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
と
い
う
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こ
と
で
あ
れ
ば
体
系
は
不
安
定
で
あ
り
．
ま
た
そ
の
逆
も
成
立
す
る
。

　
以
上
の
考
察
は
国
際
政
治
学
の
相
互
依
存
．
勢
力
均
衡
．
ヘ
ゲ
モ
轟
置
の
三
つ
の
概
念
の
整
理
に
も
役
立
つ
．
ま
ず
相
互
依
存
と
は
各

主
体
の
純
効
用
が
与
件
な
い
し
バ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
減
少
関
数
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
相
互
に
強
制
し
合
う
こ
と
を
い
う
．
勢
力

均
衡
は
こ
れ
ら
の
基
礎
の
上
に
A
国
と
B
国
の
反
応
曲
線
が
安
定
的
な
内
的
均
衡
点
を
も
つ
ヶ
1
ス
と
し
て
処
理
さ
れ
る
．
つ
ま
り
各
国

は
操
作
上
比
較
優
位
を
も
つ
面
で
他
国
を
強
制
し
、
比
較
劣
位
を
も
つ
面
で
他
国
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
・
か
つ
均
衡
点
が
第
一
象

限
内
に
存
在
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
勢
力
均
衡
が
成
立
す
る
た
め
の
必
要
か
つ
十
分
条
件
で
あ
る
。
安
定
条
件
が
成
立
し
な
い
場
舎
あ
る
い

は
成
立
し
た
と
し
て
亀
コ
ー
ナ
蓄
均
衡
で
あ
る
場
合
に
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
概
念
と
し
て
み
る
限
り
相
互
依
存
．

勢
力
均
衡
．
ヘ
ゲ
モ
昌
盲
な
る
も
の
は
独
立
で
は
な
く
相
互
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
基
礎
に
相
互
依
存
の
概
念
が
あ
っ
て
．
そ

の
帰
結
が
あ
る
条
件
の
下
で
は
勢
力
均
衡
に
、
ま
た
別
の
条
件
の
下
で
は
ヘ
ゲ
モ
昌
1
の
概
念
に
な
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
モ

デ
ル
に
よ
り
こ
れ
ら
の
概
念
を
統
一
的
に
把
握
そ
き
る
の
で
あ
る
。
国
際
貿
易
の
理
論
的
基
礎
は
『
比
較
優
位
の
理
論
』
（
穿
蓼
8
藁
亀

9目

翼鶴3

辞
蕎
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
原
理
が
政
治
学
上
の
強
制
力
概
念
の
基
礎
に
見
い
出
さ
れ
る
の
は
輿
味
深
い
こ
と

で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
六
十
二
年
一
月
七
日
脱
稿
．
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