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特別記事

萬
田
悦
生
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
萬
田
悦
生
君
の
提
出
に
か
か
る
学
位
請
求
論
文
「
近
代
イ
ギ
リ
ス
政
治

思
想
研
究
l
T
・
H
・
グ
リ
ー
ソ
を
中
心
に
し
て
ー
」
の
構
成
お
よ
び
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
序
論
グ
リ
ー
ン
政
治
思
想
の
分
析
方
法

　
　
　
第
一
章
グ
リ
ー
ソ
政
治
思
想
の
位
置
づ
け
方

　
　
　
　
第
一
節
グ
リ
ー
ソ
と
国
家

　
　
　
　
第
二
節
　
グ
リ
ー
ソ
と
マ
ソ
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派

　
　
　
　
第
三
節
　
グ
リ
ー
ソ
と
集
団
主
義

　
　
　
第
二
章
丁
・
H
・
グ
リ
ー
ソ
の
政
治
社
会
観

　　　　第
　　　第一
第第第一部第第第第第
三二一章　五四三二一
節節節　グ節節節節節

グ
リ
ー
ソ
政
治
思
想
の
形
而
上
学
的
基
礎

国
民
共
同
社
会
．
政
治
社
会
及
び
国
家

政
治
社
会
の
位
置

政
治
社
会
の
役
割

政
治
社
会
と
自
己
実
現

グ
リ
ー
ソ
の
共
同
善
論

　
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
と
T
・
H
・
グ
リ
ー
ソ

　
　
自
由
主
義
の
転
換

　
　
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
変
遷

　
　
理
想
主
義
と
自
由
主
義
の
結
合

　　　　第
　　　第二　　　　第　　　　　第
第第第四部第第第第三第第第第第二第
三二一章　四三二一章五四三二一章四
節節節　グ節節節節　節節節節節　節

グ
リ
ー
ソ
に
お
け
る
政
治
と
共
同
善

イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
に
お
け
る
政
治
と
道
徳

政
治
と
道
徳

　
グ
リ
ー
ン
の
共
同
善

　
ボ
ー
ザ
ソ
ケ
ト
に
お
け
る
政
治
と
道
徳

　
バ
ー
カ
ー
に
お
け
る
政
治
と
道
徳

道
徳
的
政
治
理
論
の
現
代
的
意
義

　
T
・
H
・
グ
リ
ー
ン
の
人
間
論
と
経
済
思
想

　
　
グ
リ
ー
ソ
経
済
思
想
の
批
判

　
　
グ
リ
ー
ソ
の
占
有
・
所
有
権
論

　
　
グ
リ
ー
ソ
の
市
場
・
資
本
主
義
論

　
　
市
場
と
共
同
善

グ
リ
ー
ン
の
自
由
論

　
丁
・
H
・
グ
リ
ー
ン
に
お
け
る
自
由
論
の
構
造

　　　第
第第第五　　ム　　　ム　　　　 ホニニ＿一早
節節節

　
グ
リ
ー
γ
の
自
由
論

　
「
拘
束
か
ら
の
自
由
」
論
と
グ
リ
ー
ン

　
「
真
の
自
由
」
論
と
グ
リ
ー
ソ

ー
政
治
に
よ
る
道
徳
の
支
配
と
道
徳
に
よ
る
政
治
の

支
配
ー

イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
に
お
け
る
平
等
論
の
構
造

平
等
と
自
由

　
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
の
平
等
論

　
理
想
主
義
的
平
等
論
の
長
短
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第
四
節
　
理
想
主
義
以
外
の
平
等
論

　
　
　
　
　
　
ー
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
バ
ー
リ
ソ
、
カ
リ
ッ
ト
ー

　
第
六
章
　
丁
・
H
・
グ
リ
ー
ソ
の
権
利
論

　
　
第
一
節
グ
リ
ー
ソ
の
自
然
権
批
判

　
　
第
二
節
グ
リ
ー
ソ
の
批
判
者
た
ち

　
　
　
　
　
　
ー
グ
リ
ー
ン
の
権
利
論
の
構
造
ー

　
　
第
三
節
グ
リ
ー
ソ
の
権
利
論
の
現
代
的
意
義

　
第
七
章
　
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
と
民
主
主
義
理
論

　
　
第
一
節
民
主
主
義
と
自
由

　
　
第
二
節
決
定
方
法
と
抽
出
方
法

　
　
第
三
節
民
主
主
義
的
専
制
政
治

　
　
第
四
節
　
民
主
主
義
を
支
え
る
も
の

第
三
部
　
グ
リ
ー
ソ
の
国
家
論

　
第
八
章
丁
・
H
・
グ
リ
！
ソ
の
主
権
理
論
と
そ
の
継
承
者

　
　
第
一
節
グ
リ
！
ソ
の
主
権
理
論

　
　
第
二
節
　
ラ
ス
キ
の
多
元
主
義
的
国
家
論

　
　
第
三
節
　
国
家
・
社
会
・
共
同
社
会

　
　
　
　
　
　
ー
ホ
ブ
ハ
ゥ
ス
と
マ
キ
ヴ
ァ
！
ー

　
　
第
四
節
　
一
九
三
〇
年
代
以
後
の
理
想
主
義
的
主
権
理
論

　
　
　
　
　
　
…
バ
ー
ヵ
i
と
リ
ソ
ゼ
イ
ー

　
　
第
五
節
　
理
想
主
義
的
主
権
理
論
の
意
義
と
適
応
性

　
第
九
章
　
丁
・
H
・
グ
リ
ー
ン
の
国
家
論

　
　
　
　
　
1
そ
の
理
論
的
特
質
と
現
代
的
意
義
ー

第
一
節

第
二
節

第
三
節

　
　
第
四
節

あ
と
が
き

　
分
析
の
視
点

　
グ
リ
ー
ソ
に
お
け
る
国
家
と
社
会

　
グ
リ
ー
ソ
解
釈
の
諸
相

ω
　
国
家
主
義
者
と
し
て
の
グ
リ
ー
ソ

③
　
体
制
順
応
主
義
者
と
し
て
の
グ
リ
ー
ン

⑥
　
社
会
主
義
者
と
し
て
の
グ
リ
ー
ソ

　
グ
リ
ー
ソ
と
協
力
政
治

　
萬
田
悦
生
君
が
、
学
位
請
求
と
し
て
提
出
さ
れ
た
グ
リ
ー
ソ
（
塁
§
器

国
自
3
8
5
）
の
政
治
思
想
を
中
心
と
し
た
「
近
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
研

究
」
と
題
さ
れ
た
論
文
は
、
ま
ず
そ
の
「
序
論
、
グ
リ
ー
ソ
政
治
思
想
の

分
析
方
法
」
に
お
い
て
、
課
題
に
関
す
る
著
者
の
基
本
的
立
場
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
続
い
て
三
部
構
成
か
ら
な
る
本
論
に
お
い
て
は
、
グ
リ
ー
ソ

の
政
治
思
想
の
中
核
観
念
と
も
い
う
べ
き
「
共
同
善
」
、
「
自
由
」
、
「
国
家
」

の
三
つ
の
主
要
な
問
題
が
そ
れ
ぞ
れ
に
考
究
さ
れ
て
い
る
。

　
序
論
の
第
一
章
で
は
、
グ
リ
ー
ン
政
治
思
想
を
め
ぐ
る
従
来
の
解
釈
に

つ
い
て
、
三
つ
に
分
類
さ
れ
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一

は
、
グ
リ
ー
ソ
を
国
家
理
念
を
高
揚
し
た
思
想
家
と
解
す
る
立
場
で
あ
り
、

第
二
の
も
の
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
グ
リ
ー
ン
と
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派

と
の
関
連
を
強
調
し
、
グ
リ
ー
ン
の
個
人
主
義
的
な
側
面
を
主
張
す
る
見

解
で
あ
る
．
そ
し
て
第
三
は
、
グ
リ
ー
γ
を
国
家
主
義
者
と
も
、
ま
た
個

人
主
義
者
と
も
み
な
さ
ず
、
均
衡
の
と
れ
た
集
団
主
義
の
主
張
者
と
し
て
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捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
第
一
の
位
置
づ
け
は
、
グ
リ
ー
ソ
政
治

思
想
に
つ
い
て
の
通
説
的
な
捉
え
方
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解

に
対
し
て
萬
田
君
は
、
国
家
観
念
の
多
様
性
を
指
摘
し
、
グ
リ
ー
ソ
の
い

う
国
家
の
意
味
を
政
治
哲
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
こ
の
見
解
の

当
否
を
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
グ
リ
ー
ソ
の
国
家
論
を
照

射
す
る
に
際
し
て
著
者
は
、
バ
ー
ヵ
ー
（
国
簿
①
。
。
貯
国
導
ぎ
『
）
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス

（
ダ
■
頃
。
夢
。
垢
Φ
）
、
マ
キ
ヴ
ァ
ー
（
界
客
蜜
毘
＜
8
等
の
多
元
的
国
家
論

に
よ
っ
て
主
唱
さ
れ
た
「
の
鼠
言
」
（
国
家
）
と
、
「
9
目
目
茸
陣
蔓
」
ま
た
は

「
Z
蝕
8
」
（
萬
田
君
の
称
す
る
国
民
共
同
社
会
）
の
観
念
を
媒
体
と
し
て
い
る
。

著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
グ
リ
！
ン
が
等
し
く
国
家
ま
た
は
社
会
と

称
し
て
い
る
観
念
の
な
か
か
ら
、
統
治
機
構
、
国
民
共
同
社
会
、
お
よ
び

政
治
社
会
の
観
念
を
識
別
し
．
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
探
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
グ
リ
ー
ン
の
国
家
論
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。
第
二
の

見
解
は
、
リ
ヒ
タ
ー
（
冒
。
一
く
ぎ
家
9
醇
）
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
萬
田
君
は
、
グ
リ
ー
ソ
は
マ
ソ
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
と
同
様
に
、

自
動
調
節
の
社
会
に
信
頼
を
お
い
て
は
い
た
が
、
政
治
を
快
楽
追
求
に
で

は
な
く
、
「
共
同
善
」
追
求
に
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

グ
リ
ー
ン
と
同
学
派
と
の
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ロ
ド

マ
ソ
（
き
ぎ
罰
ぎ
量
導
）
の
主
唱
す
る
第
三
の
見
解
に
対
し
て
は
、
集
団

主
義
の
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
、
グ
リ
ー
ン
は
国
家
や
他
の
集
団
に
対
し
て
も
、
個
人
以
上
の

価
値
を
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
．
以
上
の
三
つ
の
見
解
は
、
い
ず
れ

も
重
要
な
留
保
条
件
を
伴
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
を
考
慮
し
な
が
ら
グ

リ
ー
ン
政
治
思
想
の
解
明
に
当
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
本
論
文
に

お
け
る
著
者
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
序
論
第
二
章
は
、
グ
リ
ー
ン
政

治
思
想
の
重
要
な
礎
石
で
あ
り
な
が
ら
、
と
か
く
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
「
政
治
社
会
」
の
概
念
を
と
り
あ
げ
て
い
る
．
グ
リ
ー
ン
は
産
業
主
義

の
進
展
に
対
処
す
る
た
め
に
、
政
治
社
会
の
範
囲
を
古
典
自
由
主
義
の
も

と
で
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
よ
り
も
拡
大
し
た
の
で
は
あ
る
が
，
決
し
て

そ
れ
を
国
民
共
同
社
会
の
全
面
的
守
護
者
の
地
位
に
ま
で
拡
張
せ
ず
、
そ

の
限
界
領
域
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
を
著
者
は
力
説
し
て
い
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
グ
リ
ー
ン
の
究
極
の
狙
い
は
単
に
受
動
的
に
法
に
服
従
す

る
市
民
で
は
な
く
、
法
の
作
成
と
維
持
に
直
接
、
間
接
に
参
加
し
て
，
国

政
全
体
に
考
慮
を
払
う
市
民
の
育
成
に
お
か
れ
て
い
た
点
も
強
調
さ
れ
て

い
る
。

　
結
局
、
グ
リ
ー
ソ
は
、
一
方
に
お
い
て
政
治
社
会
の
限
界
を
保
ち
な
が

ら
、
他
方
に
お
い
て
そ
の
限
定
さ
れ
た
社
会
を
市
民
の
意
欲
に
よ
っ
て
支

え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
著
老
は
そ
こ
に
自
由
主
義
世
界
観
の
存
続
、

発
展
に
と
っ
て
の
不
可
欠
な
要
点
を
見
出
し
て
い
る
．
本
論
第
一
部
は
、

グ
リ
ー
ン
の
共
同
善
の
理
念
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
．
共
同
善

（
O
§
ヨ
魯
O
。
色
の
理
念
は
、
グ
リ
ー
ソ
の
倫
理
思
想
と
そ
の
政
治
理
想

を
結
び
つ
け
る
架
橋
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
で
極
め
て
重
要
な
も
の

で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
グ
リ
ー
ン
が
そ
の
新
し
い
見
解
を
主
張
す
る
た
め
に
、

超
克
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
古
典
自
由
主
義
の
諸
思
潮
が

概
観
さ
れ
て
い
る
．
グ
リ
ー
ン
が
直
接
に
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
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た
の
は
功
利
主
義
（
d
艶
壁
冨
旨
ヨ
）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
例
え
ば
自
己

利
益
の
尊
重
、
快
楽
追
求
の
重
視
と
い
っ
た
思
想
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は

こ
れ
ら
の
思
考
を
必
ず
し
も
否
定
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
思
想
を
第
一

原
理
と
す
る
従
来
の
自
由
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
理
論
と
実
践
の
両
面
に

お
い
て
危
機
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
、
快

楽
に
従
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
人
間
が
、
実
は
快
楽
を
支
配
し
、
方
向
づ

け
る
理
念
、
す
な
わ
ち
、
「
他
人
が
満
足
す
る
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ば
、

満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
関
心
」
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
力
説
し
て
お

り
、
そ
の
関
心
が
共
同
善
の
理
念
で
あ
る
と
萬
田
君
は
解
説
す
る
。
す
な

わ
ち
、
グ
リ
ー
ン
に
従
え
ば
、
政
治
の
対
象
と
な
る
共
同
善
は
、
国
民
共

同
社
会
を
全
体
と
し
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
の
で
あ

り
、
そ
の
波
及
さ
れ
る
範
囲
は
、
人
間
の
道
徳
的
成
長
に
適
合
す
る
よ
う

に
調
節
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
章
の
結
論
で
あ
る
。
第

二
章
は
、
グ
リ
ー
ン
の
共
同
善
の
理
念
が
、
グ
リ
ー
ン
の
後
継
者
た
ち
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
方
向
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

共
同
善
理
論
の
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
。

　
グ
リ
ー
ン
の
共
同
善
に
つ
い
て
は
、
分
析
哲
学
の
立
場
か
ら
従
来
か
な

り
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
き
て
い
る
。
萬
田
君
は
、
そ
の
な
か
で
と
く
に
有

力
な
プ
ラ
ム
ナ
ッ
ツ
（
』
勾
§
①
蓼
S
の
所
説
を
と
り
あ
げ
、
批
判
す
る

側
が
、
グ
リ
ー
ソ
の
共
同
善
を
論
じ
る
際
に
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
区
分

1
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
共
同
善
と
政
治
的
共
同
善
の
区
別
、
善
の
成
立

基
盤
と
そ
の
内
容
区
別
ー
を
行
っ
て
い
な
い
と
批
判
し
、
共
同
善
理
念
の

成
立
可
能
性
を
説
く
。

　
そ
し
て
、
こ
の
理
念
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
哲
学
に
沿
っ
た
方
向
に
展
開

さ
せ
た
ボ
ー
ザ
ン
ケ
ト
（
瀬
き
畦
α
ω
畠
き
聲
8
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
ボ

ー
ザ
ン
ケ
ト
は
、
グ
リ
ー
ン
の
い
う
国
民
共
同
社
会
を
へ
ー
ゲ
ル
的
な
客

観
的
精
神
の
実
現
さ
れ
た
国
家
と
し
て
、
ま
た
グ
リ
ー
ン
の
政
治
社
会
を

へ
ー
ゲ
ル
的
な
政
治
的
国
家
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
政
治
的
共
同
善
の
比

重
は
極
め
て
高
い
も
の
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の

伝
統
に
則
し
て
発
展
さ
せ
た
バ
ー
カ
ー
が
と
り
扱
わ
れ
、
社
会
の
自
発
性

を
重
視
し
た
バ
ー
カ
ー
に
従
う
と
、
社
会
的
共
同
善
の
比
重
が
高
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
と
説
き
、
著
老
は
バ
ー
カ
ー
の
所
論
に
グ
リ
ー
ソ
の
後
継

と
し
て
の
正
統
性
を
認
め
る
．
そ
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス

理
想
主
義
に
み
ら
れ
る
共
通
の
特
徴
と
し
て
は
、
政
治
が
人
間
の
内
面
に

強
制
を
加
え
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
1
従
っ
て
政
治
的
共
同
善
は
、
人

格
成
長
の
た
め
の
外
的
条
件
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
1
点

と
、
共
同
善
の
内
容
が
特
定
の
指
導
者
や
、
ま
た
は
特
定
の
階
層
の
判
断

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
国
民
の
多
様
な
討
議
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
章

は
、
グ
リ
ー
ソ
の
経
済
思
想
と
共
同
善
の
関
連
が
扱
わ
れ
る
。
グ
リ
ー
ン

は
市
場
を
経
済
組
織
と
し
て
容
認
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
共
同

善
を
利
害
の
競
合
が
あ
り
得
な
い
善
と
し
て
捉
え
た
グ
リ
ー
ン
の
見
解
と

は
矛
盾
す
る
と
い
う
批
判
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
同
調
的
な
学
者
た
ち
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
萬
田
君
は
と
く
に
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
（
ρ

甲
蜜
費
6
ぎ
毯
5
）
と
グ
リ
ー
γ
ガ
ー
テ
ン
（
一
。
罫
9
＄
凝
貰
審
⇒
）
の
所
説

を
と
り
あ
げ
、
彼
ら
が
、
欲
求
者
と
し
て
の
人
間
と
、
能
力
展
開
者
と
し
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て
の
人
間
と
い
う
、
相
互
に
排
斥
し
あ
う
人
間
概
念
を
設
定
し
た
上
で
、

グ
リ
ー
ソ
を
批
判
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
人
間
を
様
々
な
側
面
の
統
一

体
と
み
る
グ
リ
ー
ン
の
立
場
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
両
側
面
は
背
反
し
あ

う
も
の
で
は
な
く
、
前
者
の
側
面
を
充
足
す
る
た
め
に
市
場
が
必
要
と
さ

れ
る
と
い
う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
リ
ー
ソ
は
、
共

同
善
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
市
場
を
捉
え
て
い
た

と
み
る
べ
き
で
、
市
場
を
否
認
す
る
こ
と
も
、
市
場
と
共
同
善
を
一
体
化

す
る
こ
と
も
、
と
も
に
グ
リ
ー
ン
の
真
意
を
生
か
す
道
で
は
な
い
と
い
う

の
が
本
章
の
要
点
で
あ
る
．

　
第
二
部
は
、
グ
リ
ー
ン
の
自
由
論
を
中
心
に
所
説
を
展
開
し
て
い
る
．

グ
リ
ー
ン
の
重
要
な
狙
い
の
一
っ
が
、
「
自
由
」
に
対
す
る
従
来
の
思
考

様
式
を
転
換
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
自
由
論
が
グ
リ

ー
γ
政
治
思
想
の
要
諦
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
第
四
章
は
、

グ
リ
ー
ン
の
自
由
論
を
、
「
拘
束
か
ら
の
自
由
」
と
「
真
の
ま
た
は
積
極

的
自
由
」
論
と
い
う
、
通
例
用
い
ら
れ
る
区
分
の
中
に
投
入
し
て
、
そ
の

特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
萬
田
君
に
よ
れ
ば
、
自

由
主
義
国
家
で
「
拘
束
か
ら
の
自
由
」
が
論
議
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
自
発
的
な
社
会
秩
序
と
か
、
私
益
が
公
益
に
速
な
る
社
会
を
生
じ

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
リ
ー
ン
の
立
場
か
ら

は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
放
任
の
結
果
と

し
て
で
は
な
く
、
拘
束
か
ら
の
自
由
を
善
用
し
よ
う
と
す
る
、
意
識
的
、

積
極
的
努
力
の
結
果
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
グ
リ
ー
γ
自

身
は
「
真
の
自
由
」
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
概
念
的
に
は
「
拘

束
か
ら
の
自
由
」
と
相
違
し
た
も
の
で
は
な
く
、
拘
束
か
ら
の
自
由
を
共

同
善
に
従
っ
て
善
用
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
理
論
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と

著
者
は
い
う
。
第
五
章
で
は
、
ま
ず
近
代
以
後
の
主
要
な
平
等
批
判
論
と

平
等
擁
護
論
が
概
説
さ
れ
．
前
者
が
、
自
由
と
平
等
を
相
反
す
る
も
の
と

み
て
自
由
を
擁
護
し
、
後
老
が
、
共
通
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
と
か
、
共

通
の
人
間
的
必
要
性
を
尊
重
し
て
平
等
を
擁
護
す
る
と
い
う
相
違
が
述
べ

ら
れ
る
。
萬
田
君
は
、
グ
リ
ー
ン
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義

の
政
治
思
想
は
、
平
等
擁
護
論
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
平
等
批
判
論
の
説

く
自
由
擁
護
の
主
張
に
も
応
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
グ

リ
ー
ン
の
立
場
か
ら
は
、
総
て
の
人
々
は
、
人
格
発
展
の
可
能
性
を
持
っ

て
い
る
点
で
平
等
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
思
考
形
式
が
彼
ら
の
平
等
論
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
政
治

的
多
元
主
義
の
ラ
ス
キ
（
串
8
審
琶
）
が
、
平
等
を
自
己
実
現
の
た
め
の

も
の
と
し
て
、
総
て
の
人
の
自
由
が
等
し
く
尊
重
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と

い
い
、
ま
た
バ
ー
カ
ー
が
、
平
等
を
人
格
発
展
と
い
う
価
値
か
ら
派
生
し

て
く
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
が
．
こ
の
両
説
と
も
そ
れ
ぞ
れ
グ
リ
ー
ソ
の

人
間
論
に
内
在
し
て
い
た
論
理
を
展
開
さ
せ
た
も
の
と
著
者
は
説
く
。
第

六
章
で
は
、
自
然
権
思
想
の
批
判
を
通
し
て
提
示
さ
れ
た
グ
リ
ー
ン
の
権

利
論
の
骨
格
が
、
次
の
二
点
に
お
い
て
要
約
さ
れ
る
。
第
一
点
は
、
権
利

は
ス
ピ
ノ
ザ
や
ホ
ッ
プ
ス
が
考
え
た
よ
う
な
自
然
の
力
の
こ
と
で
は
な
く
、

共
同
善
の
理
念
に
導
か
れ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
・
ッ
ク

が
説
い
た
よ
う
な
各
人
が
権
利
と
義
務
の
意
識
を
も
ち
あ
う
自
然
状
態
と

い
う
の
は
、
社
会
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
権
利
は
社
会
を
前
提
に
し
て
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は
じ
め
て
考
究
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
こ
と
で
あ
る
。
第

七
章
は
、
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
の
民
主
主
義
理
論
の
特
質
を
、
他
の
民
主

主
義
理
論
と
対
比
し
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
i
（
』
｝

ω
。
言
ヨ
b
9
零
）
、
ケ
ル
ゲ
ン
（
国
嘗
の
囚
①
訂
雪
）
、
ハ
イ
エ
ク
（
男
｝
自
亀
爵
）

等
の
理
論
で
は
．
民
主
主
義
は
単
に
政
治
的
決
定
の
方
法
と
み
な
さ
れ
、

必
ず
し
も
自
由
の
実
現
に
貢
献
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
萬
田
君
は
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ー
カ
ー
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
、
リ
ソ
ゼ
ー

（
＞
．
q
躍
呂
¢
塁
）
ら
の
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
の
立
場
で
は
、
民
主
主
義
の

存
在
理
由
は
．
単
に
政
治
的
決
定
権
を
誰
が
掌
握
す
る
か
で
決
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
決
定
が
い
か
に
な
さ
れ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
人
々
の
精
神
、

創
意
、
能
力
を
引
き
出
す
形
態
で
な
さ
れ
る
か
否
か
に
依
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
と
い
い
、
そ
う
し
た
立
場
を
抽
出
方
法
と
名
づ
け
て
い
る
。
ま
た

人
々
の
能
力
を
抽
出
す
る
前
提
に
は
自
由
が
必
須
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の

立
場
で
は
自
由
は
民
主
主
義
の
不
可
欠
の
基
盤
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
さ
ら
に
本
章
で
は
、
サ
ル
ト
リ
（
ρ
留
ぎ
邑
や
、
ダ
ー
ル
（
界
｝

d
魯
一
）
等
の
理
論
に
も
触
れ
、
民
主
主
義
の
価
値
に
言
及
し
な
い
こ
れ
ら

の
理
論
に
お
い
て
は
、
民
主
主
義
と
民
主
主
義
の
名
に
よ
る
専
制
支
配
と

の
区
分
が
判
定
し
難
く
な
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
部
は
、
従
来
、
多
様
な
解
釈
を
生
じ
て
き
た
グ
リ
ー
ソ
の
国
家
論

の
解
明
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
第
八
章
で
は
、
グ
リ
ー
ソ
の
主
権
論
が
論
考
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
グ
リ
ー
ン
は
、
国
家
主
権
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
の
真
の
決

定
要
因
と
み
る
オ
ー
ス
チ
ソ
流
の
考
え
方
を
、
歴
史
的
な
実
例
に
基
づ
い

て
批
判
し
、
人
間
関
係
を
真
に
決
定
づ
け
て
い
る
の
は
、
多
様
な
社
会
生

活
に
お
い
て
成
り
立
つ
一
般
意
志
（
共
同
善
）
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
グ
リ

ー
ン
は
、
一
般
意
志
が
主
権
を
制
約
す
べ
き
こ
と
は
認
め
て
も
、
ル
ソ
ー

の
よ
う
に
両
者
を
一
体
化
し
て
、
一
般
意
志
を
政
治
の
な
か
で
の
み
捉
え

よ
う
と
は
し
て
い
な
い
と
萬
田
君
は
説
く
。
こ
う
し
た
グ
リ
ー
ソ
の
主
権

論
か
ら
、
国
家
主
権
は
限
界
づ
け
ら
れ
、
人
間
の
生
き
方
を
決
定
す
る
上

で
は
、
政
治
関
係
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
社
会
諸
関
係
も
大
き
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
、
と
い
う
理
論
に
発
展
す
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
理
論
的
方
向
に
沿
い
な
が
ら
新
国
家
学
説
を
構
成

し
て
行
っ
た
の
が
、
多
元
主
義
的
国
家
論
（
塁
①
覧
霞
畳
駐
。
夢
8
藁
。
｛

夢
霊
糞
①
）
で
あ
る
と
萬
田
君
は
説
く
。
そ
し
て
、
こ
の
章
に
お
い
て
著

者
は
、
グ
リ
ー
ソ
の
思
想
系
譜
に
連
な
る
多
元
主
義
的
国
家
論
と
し
て
、

ラ
ス
キ
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
、
マ
キ
ヴ
ァ
ー
、
バ
ー
カ
ー
、
リ
ン
ゼ
イ
の
理
論

を
検
討
し
て
い
る
。
第
九
章
で
は
．
当
初
に
グ
リ
ー
ソ
の
所
説
の
中
か
ら
、

社
会
、
国
民
共
同
社
会
、
政
治
社
会
、
統
治
機
構
と
し
て
の
国
家
等
の
概

念
を
識
別
し
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

　
グ
リ
ー
ソ
に
従
え
ば
、
国
民
共
同
社
会
に
は
、
共
同
善
追
求
活
動
の
自

動
調
節
作
用
か
ら
な
る
一
面
と
、
統
治
機
構
と
し
て
の
国
家
か
ら
一
律
の

規
制
を
う
け
る
他
面
と
が
あ
り
、
後
者
の
局
面
が
、
国
民
共
同
社
会
全
体

の
立
場
を
あ
ら
わ
す
政
治
社
会
に
な
る
、
と
萬
田
君
は
解
し
て
い
る
。
し

か
し
グ
リ
ー
ン
は
、
こ
の
政
治
社
会
の
論
理
を
積
極
的
に
は
展
開
せ
ず
、

む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
，
社
会
の
要
求
を
政
治
社
会
の
う
ち
に
吸
収
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
力
説
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
次
い
で
本
章
で
は
、
グ
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リ
ー
ソ
の
国
家
論
に
関
す
る
従
来
か
ら
の
論
評
を
三
点
に
要
約
し
、
そ
の

当
否
を
検
討
す
る
。
グ
リ
ー
ン
を
国
家
理
念
を
高
揚
し
た
思
想
家
と
み
る

見
解
に
対
し
て
は
、
グ
リ
ー
ソ
は
、
国
民
共
同
社
会
、
政
治
社
会
、
統
治

機
構
と
し
て
の
国
家
の
い
ず
れ
を
も
絶
対
視
せ
ず
、
個
人
の
価
値
を
重
視

し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
グ
リ
ー
ン
を
社
会
主
義
者
、
ま
た

は
福
祉
国
家
の
主
唱
者
と
捉
え
る
立
場
に
対
し
て
は
、
グ
リ
ー
ン
が
最
も

嫌
悪
し
て
い
た
の
は
、
個
人
が
国
家
の
「
受
動
的
な
保
護
の
受
け
手
」
と

な
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
理
解
し
、
グ
リ
ー
ン
の
理
想
国
家
観
は
、
諸
個
人

が
積
極
的
に
政
治
参
加
を
成
就
し
、
政
治
社
会
の
ト
レ
ー
ガ
ー
と
な
る

「
協
力
政
治
」
の
確
立
に
あ
っ
た
と
著
老
は
説
い
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、

「
グ
リ
ー
ソ
の
描
く
理
想
の
国
家
は
、
一
般
市
民
の
『
強
力
な
友
人
』
と

な
っ
た
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
グ
リ
ー
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
国
家
と
一

般
市
民
と
の
協
力
の
な
か
に
、
政
治
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
て
い
た
。
」

（
二
九
九
ー
三
〇
〇
頁
）
と
結
論
し
て
い
る
。

　
さ
て
以
上
が
、
萬
田
悦
生
教
授
提
出
の
学
位
請
求
論
文
の
概
要
で
あ
る

が
、
当
論
文
は
以
下
の
数
点
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。
ま
ず
第
一
に
、
T
・
H
・
グ
リ
ー
ン
の
政
治
思
想
研
究
に
当
っ
て
、

そ
の
原
典
を
忠
実
に
読
解
し
、
さ
ら
に
グ
リ
ー
ン
研
究
の
主
要
な
文
献
を

渉
猟
し
な
が
ら
、
問
題
の
所
在
を
適
切
に
把
握
し
解
明
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
第
二
に
は
、
グ
リ
ー
ソ
以
前
の
ホ
ッ
ブ
ス
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ロ
ッ
ク
．

バ
ー
ク
、
マ
γ
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
、
ベ
ン
サ
ム
、
」
・
S
・
、
・
・
ル
等
の
イ

ギ
リ
ス
古
典
自
由
主
義
の
学
統
を
丹
念
に
考
究
し
、
グ
リ
ー
ン
を
中
心
と

す
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
学
派
の
形
成
の
必
然
性
と
そ
の
意
義
を
把
握
し

た
点
で
あ
る
．
第
三
に
は
、
グ
リ
ー
ン
に
連
な
る
二
十
世
紀
初
め
の
バ
ー

カ
ー
、
ラ
ス
キ
、
マ
キ
ヴ
ァ
ー
等
の
政
治
的
多
元
主
義
（
旦
三
邑
官
弩
㌣

冴
ヨ
）
の
学
説
の
形
成
を
．
グ
リ
ー
ン
を
媒
体
と
し
な
が
ら
解
明
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
は
、
現
代
の
民
主
主
義
論
と
し
て
サ
ル
ト

リ
、
ダ
ー
ル
、
自
由
論
と
し
て
ハ
イ
エ
ク
、
バ
ー
リ
ン
（
一
里
魯
ω
毘
ε

等
に
考
察
を
拡
大
し
、
グ
リ
ー
ン
の
理
想
国
家
論
の
本
質
を
究
明
し
て
い

る
。
以
上
の
諸
点
に
基
づ
い
て
当
論
文
は
ま
さ
に
「
近
代
イ
ギ
リ
ス
政
治

思
想
研
究
」
の
成
果
を
十
分
に
成
就
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
．
今
後
、

こ
の
学
域
を
専
攻
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
は
決
し
て
看
過
し
え
な
い
文
献

と
な
る
で
あ
ろ
う
．
以
上
の
所
見
に
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
、
本
論
文
集
の
も

つ
本
格
的
研
究
書
と
し
て
の
意
義
を
積
極
的
に
認
め
、
よ
っ
て
萬
田
悦
生

君
に
法
学
博
士
（
慶
懸
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
考

え
る
。

　
　
　
昭
和
六
十
二
年
二
月

論
文
審
査
担
当
者

主
査
　
多
田
真
鋤
（
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
法
学
研
究
科
委
員
）

副
査
　
堀
江
　
湛
（
慶
懸
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
法
学
研
究
科
委
員
）

副
査
　
奈
良
和
重
（
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
法
学
研
究
科
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
博
士
）
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