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民
主
主
義
の
価
値
の
論
証

　
－
i
「
進
歩
」
と
「
や
り
直
し
の
機
会
」
1

根

岸

毅

民主主義の価値の論証

一
　
は
じ
め
に

二
　
「
民
主
主
義
」
と
「
や
り
直
し
の
機
会
」
と
「
進
歩
」
の
関
係

三
　
「
進
歩
」
と
「
や
り
直
し
の
機
会
」

　
イ
　
「
進
歩
」
の
普
遍
的
な
価
値

　
ロ
　
「
進
歩
」
の
要
素

　
ハ
　
「
進
歩
」
の
必
要
条
件
と
し
て
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」

　
二
　
自
分
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」
と
他
人
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」

四
　
ま
と
め一

　
は
じ
め
に

か
つ
て
私
は
、
「
民
主
主
義
」
の
明
晰
な
定
式
化
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
民
主
主
義
を
国
家
と
い
う
社
会
的
な
装
置
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の
設
計
思
想
の
一
つ
と
捉
え
、
そ
の
要
点
が
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
．
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
は
、
「
国
家
と
い
う
社
会
的

な
装
置
を
作
る
際
に
、
①
そ
の
装
置
が
実
行
す
る
『
仕
事
の
対
象
』
と
な
る
人
々
（
国
民
）
の
可
能
な
か
ぎ
り
大
ぎ
な
部
分
を
同
時
に
そ
の

『
使
い
手
』
（
有
権
者
）
と
し
、
②
そ
の
使
い
手
に
は
そ
の
装
置
を
使
う
う
え
で
の
試
行
錯
誤
の
機
会
を
最
大
限
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
立

場
」
で
あ
る
。
】
般
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
装
置
の
使
い
勝
手
の
間
題
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
民
主
主
義
で
は
、
装
置
の
使
い
勝
手
を
高
め

る
た
め
に
、
装
置
の
使
い
手
に
「
や
り
直
し
が
き
く
程
度
の
や
り
損
じ
は
当
然
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
が
生
じ
た
場
合
の
軌
道
修
正
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

機
構
を
は
じ
め
か
ら
組
み
こ
ん
だ
仕
組
」
を
作
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
．

　
そ
の
際
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
点
を
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
が
、
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
。

　
第
一
は
、
「
国
家
」
を
一
つ
の
社
会
的
な
装
置
と
し
て
明
確
に
特
定
し
、
そ
れ
と
の
関
連
で
、
そ
の
装
置
の
「
使
い
手
」
、
装
置
が
実
行

す
る
「
仕
事
の
対
象
」
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
論
議
は
、
根
岸
毅
『
政
治
学
と
国
家
』
（
慶
慮
通
信
・
一

九
九
〇
年
）
の
な
か
で
十
分
な
回
答
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
第
二
は
、
使
い
手
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」
の
拡
充
の
観
点
か
ら
規
定
し
た
民
主
主
義
が
、
な
ぜ
に
望
ま
し
い
か
の
根
拠
を
、
よ
リ
詳

細
に
論
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
論
ず
る
の
は
こ
の
間
題
で
あ
る
。

120

二
　
「
民
主
主
義
」
と

「
や
り
直
し
の
機
会
」

と
「
進
歩
」
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
民
主
主
義
、
す
な
わ
ち
「
国
家
の
『
仕
事
の
対
象
』
と
な
る
人
々
の
可
能
な
か
ぎ
り
大
き
な
部
分
を
同
時
に
そ
の
『
使
い
手
』
と
し
、

使
い
手
の
人
々
が
そ
の
装
置
を
使
う
際
に
可
能
な
か
ぎ
り
大
き
な
『
や
り
直
し
の
機
会
』
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
仕
組
」
の
価
値
は
、
ど

こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
の
起
源
が
「
進
歩
」
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
．

「
進
歩
』
に
は
、
そ
れ
に
固
有
の
（
他
に
淵
源
を
も
た
な
い
）
、
普
遍
的
な
（
だ
れ
も
が
承
認
す
る
）
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
進
歩
を
可
能



な
ら
し
め
る
必
要
条
件
の
一
つ
が
「
や
リ
直
し
の
機
会
が
存
在
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
進
歩
に
認
め
ら
れ
る
普
遍
的
な
価

値
が
や
リ
直
し
の
機
会
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
民
主
主
義
」
は
、
社
会
的
な
装
置
と
し
て
の
国
家
に
、
そ
れ
を

使
う
こ
と
の
や
り
直
し
を
可
能
な
ら
し
め
る
仕
組
を
組
み
込
も
う
と
い
う
国
家
の
設
計
思
想
で
あ
る
．
こ
の
関
連
か
ら
、
「
ま
と
め
」
で

詳
し
く
論
ず
る
論
理
の
筋
道
を
へ
て
、
や
り
直
し
の
機
会
に
認
め
ら
れ
る
普
遍
的
な
価
値
が
、
ま
た
民
主
主
義
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
以
下
で
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
効
用
の
み
を
基
礎
に
し
て
、
民
主
主
義
の
価
値
の
論
証
を
試
み
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
他
の
条
件
が
同

じ
な
ら
ば
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
だ
れ
に
と
っ
て
も
有
利
だ
ー
そ
う
で
あ
る
方
が
そ
う
で
な
い
よ
り
は
良
い
ー
と
い
う
事
か
ら
．
民
主

主
義
の
す
べ
て
の
構
成
要
素
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
が
試
み
る
議
論
で
あ
る
．

民主主義の価値の論証

三
　
「
進
歩
」
と

「
や
り
直
し
の
機
会
」

　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
「
進
歩
」
の
普
遍
的
な
価
値

　
ふ
つ
う
私
た
ち
は
、
人
々
の
価
値
判
断
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
全
員
一
致
は
稀
有
の
例
外
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
具
体
的
な
価
値
判

断
の
内
容
に
関
し
て
い
う
か
ぎ
り
、
こ
れ
は
た
し
か
に
正
し
い
．
し
か
し
、
思
考
の
論
理
形
式
上
、
普
遍
的
に
価
値
が
認
め
ら
れ
る
1

他
の
条
件
に
し
て
等
し
け
れ
ば
そ
れ
が
望
ま
し
い
こ
と
は
だ
れ
も
が
肯
定
す
る
ー
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
．
「
進

歩
」
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

「
進
歩
」
は
、
「
物
事
が
次
第
に
よ
い
方
、
ま
た
望
ま
し
い
方
に
進
み
行
く
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
る
．
こ
の
進
歩
に
関
し
て
人
々
の
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
）

が
分
か
れ
る
の
は
、
具
体
的
に
な
に
を
も
っ
て
「
進
歩
」
と
見
徴
す
か
　
　
進
歩
と
判
断
さ
れ
る
対
象
　
　
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
で
あ
る
．

物
事
が
ど
の
方
向
に
進
み
行
け
ば
「
よ
い
」
ま
た
は
「
望
ま
し
い
」
と
い
え
る
か
に
関
し
て
、
意
見
の
一
致
が
期
待
で
き
な
い
か
ら
で
あ
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る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

の
人
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
。

「
進
歩
は
望
ま
し
く
な
い
」
と
言
う
者
は
い
な
い
．
「
物
事
が
よ
い
方
向
に
進
み
行
く
こ
と
」

そ
の
意
味
。
て
、
進
歩
に
は
普
遍
的
な
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
「
進
歩
」
の
要
素

「
進
歩
」
は
「
あ
る
物
事
の
状
態
が
好
ま
し
い
方
向
へ
変
化
す
る
こ
と
」

な
わ
ち
事
実
の
要
素
と
価
値
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

は
、
す
べ
て

を
指
す
。
詳
論
す
れ
ば
、
進
歩
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
要
素
、
す

122

（
1
）
　
事
実
の
要
素

「
変
化
」
と
は
、
な
ん
ら
か
の
原
因
に
よ
り
、
時
間
的
に
先
行
す
る
状
態
と
は
異
な
る
状
態
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ

る
物
事
に
「
進
歩
が
見
ら
れ
た
」
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
物
事
に
関
し
て
、
な
ん
ら
か
の
原
因
で
、
時
間
的
に
先
行
す
る
状
態
と
は
異
な
る
状

態
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
変
化
が
「
進
歩
」
と
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
原
因
に
、
人
間
の
行
為
が
関
与
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ぽ
、
工
場
排
水
で
汚
染
さ
れ
た
川
の
水
が
台
風
の
豪
雨
で
洗
い
流
さ
れ
、
そ
の
川
の
水
質
に
改
善
が
見
ら
れ
た
場
合
、
私
た
ち
は

そ
れ
を
「
事
態
の
好
転
」
と
は
い
っ
て
も
、
「
そ
こ
に
進
歩
が
見
ら
れ
た
」
と
は
い
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
変
化
が
人
間
の
行
為
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
後
に
「
進
歩
」
と
呼
ぽ
れ
る
変
化
が
、
は
じ
め
は
人
為
が
ま
っ

た
く
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
豆
が
醸
酵
し
て
で
き
る
納
豆
や
、
牛
乳
が
醸

酵
し
て
で
き
る
チ
ー
ズ
の
始
ま
り
は
、
お
そ
ら
く
天
然
に
生
じ
た
大
豆
や
牛
乳
の
醗
酵
を
人
が
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
「
食
生
活
の
進
歩
」
に
ま
で
な
っ
た
の
は
、
人
が
そ
の
天
然
の
現
象
を
人
為
で
再
現
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
．

　
こ
の
「
状
態
変
化
の
人
為
に
よ
る
再
現
」
と
は
、
「
人
が
あ
る
結
果
が
生
じ
る
こ
と
を
願
っ
て
行
動
を
起
こ
し
た
」
以
上
の
こ
と
を
意
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味
す
る
．
た
と
え
ば
、
打
撃
の
上
達
を
願
っ
て
練
習
に
励
ん
だ
野
球
の
選
手
が
ま
ぐ
れ
で
本
塁
打
を
打
っ
て
も
、
私
た
ち
は
「
彼
の
打
撃

に
進
歩
が
見
ら
れ
た
」
と
は
い
わ
な
い
．
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
が
彼
に
よ
っ
て
望
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
も
、
彼
が

そ
れ
を
意
図
し
て
再
現
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
、
そ
の
選
手
が
、
ま
ぐ
れ
の
本
塁
打
の
経
験
か
ら
本
塁
打
の
打

ち
方
を
学
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
打
席
か
ら
本
塁
打
を
量
産
し
は
じ
め
れ
ば
、
彼
の
打
撃
は
進
歩
し
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

再
現
の
術
を
知
ら
な
い
最
初
の
本
塁
打
に
は
進
歩
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
術
を
知
っ
て
か
ら
の
本
塁
打
に
は
進
歩
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
が
そ
れ
を
再
現
す
る
術
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
活
用
し
て
意
図
的
に
生
ぜ
し
め
た
変
化
で
な
け
れ
ば
、
「
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

歩
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
．

　
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
行
為
は
、
行
為
者
が
、
複
数
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
一
つ
を
選
択
し
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
と
い
う
過
程
を
経
て

行
な
わ
れ
る
．
こ
の
選
択
肢
は
、
一
定
の
行
動
の
手
順
（
手
段
）
と
そ
れ
を
実
行
に
移
せ
ば
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
結
果
の
状
態
（
目
的
）

を
そ
の
内
容
と
す
る
。
「
人
が
そ
れ
を
再
現
す
る
術
を
活
用
し
て
、
あ
る
状
態
変
化
を
意
図
的
に
生
ぜ
し
め
た
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
人

が
、
①
あ
る
選
択
肢
が
示
す
行
動
の
手
順
を
実
行
に
移
せ
ぽ
そ
の
状
態
変
化
が
生
じ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
②
そ
の
状
態
変
化
を
実
現

し
よ
う
と
い
う
意
図
の
下
に
そ
の
選
択
肢
を
選
び
、
か
つ
、
③
そ
の
行
動
の
手
順
を
現
実
に
実
行
に
移
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
．

　
以
上
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
変
化
が
「
進
歩
」
と
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
「
あ
る
選
択
肢
が
示
す
行
動
の

手
順
を
実
行
に
移
せ
ば
そ
の
状
態
変
化
が
生
じ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
（
A
）
が
、
そ
の
状
態
変
化
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
そ
の
選
択
肢

を
選
択
し
、
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
結
果
、
あ
る
物
事
に
、
時
間
的
に
先
行
す
る
状
態
と
は
異
な
る
状
態
が
生
じ
た
」
と
い
う
「
事
実
」

の
要
素
が
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
．

　
こ
の
場
合
の
「
人
」
は
、
一
人
の
個
人
で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
人
々
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
後
者
の
場
合
、
変
化
の
原
因
と
な
る
行

動
は
集
団
行
動
の
形
を
と
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
選
択
肢
が
示
す
因
果
の
連
関
を
知
っ
て
い
る
（
①
）
が
ゆ
え
に
そ
の
選
択
肢
を
選
択
す
る

（
②
）
作
業
と
、
そ
の
選
択
肢
が
示
す
行
動
の
手
順
を
実
行
に
移
す
（
③
）
作
業
は
、
そ
の
集
団
の
な
か
の
異
な
る
人
々
に
分
担
し
て
実
行
さ

123



法学研究65巻1号（’92：1）

れ
る
．
つ
ま
り
別
々
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
．

（
2
）
　
価
値
の
要
素

　
あ
る
物
事
に
関
し
て
、
以
上
の
意
味
で
の
状
態
の
変
化
が
生
じ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
「
進
歩
」
が
私
た
ち
の
話
題
に
登
る
こ
と
は
な

い
．
そ
の
よ
う
な
変
化
が
「
進
歩
」
と
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
く
わ
え
て
そ
こ
に
、
「
人
（
B
）
が
、
そ
の
変
化
後
の
状
態
を
変
化
前
の
状

態
と
比
べ
て
よ
リ
好
ま
し
い
と
評
価
す
る
」
と
い
う
「
価
値
」
の
要
素
が
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
人
が
行
な
う
選
択
は
、
複
数
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
「
も
っ
と
も
好
ま
し
い
」
結
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
も
の
を
選
び
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
行
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
事
実
的
要
素
と
し
て
の
状
態
の
変
化
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
原
因
で
あ
る
行
為
の
主
体
（
A
）

に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
以
前
の
状
態
と
比
べ
て
よ
り
「
好
ま
し
い
」
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
．
そ
の
意
味
で
、
人
が
再
現
す
る
術
を
活
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
て
行
動
を
起
こ
し
意
図
的
に
生
ぜ
し
め
た
変
化
は
、
多
く
の
場
合
、
「
そ
の
行
為
の
主
体
に
と
っ
て
は
」
進
歩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
A

”
B
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
評
価
者
（
B
）
と
問
題
の
状
態
変
化
の
原
因
で
あ
る
行
為
の
主
体
（
A
）
の
関
係
は
、
A
駄
B
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
と
い

う
よ
り
、
社
会
が
複
雑
化
し
、
分
業
が
大
規
模
に
行
な
わ
れ
て
い
る
現
代
社
会
で
は
、
生
活
の
多
く
の
局
面
に
お
い
て
こ
の
関
係
が
む
し

ろ
常
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
行
為
の
主
体
（
A
）
に
と
っ
て
は
進
歩
で
あ
る
状
態
の
変
化
が
、
別
の
人
（
B
）
に
よ
っ

て
別
個
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
両
者
の
評
価
が
一
致
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
致
し
な
い
l
A
は
「
好
ま
し
い
」

と
評
価
し
、
B
は
「
好
ま
し
く
な
い
」
す
な
わ
ち
「
進
歩
で
は
な
い
」
と
評
価
す
る
ー
こ
と
も
あ
り
得
る
．

　
こ
こ
か
ら
、
具
体
的
な
内
容
に
踏
み
込
ん
で
進
歩
を
論
ず
る
場
合
、
そ
れ
が
「
だ
れ
に
と
っ
て
の
進
歩
か
」
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
進
歩
は
つ
ね
に
「
評
価
者
に
と
っ
て
の
進
歩
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
く
わ
え
て
、
そ
の
評
価
者
は
「
一
人
の

個
人
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
価
値
判
断
の
具
体
的
な
内
容
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
の
が
常
態
で
あ
り
、
本
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稿
の
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
進
歩
に
関
し
て
も
当
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
．

と
っ
て
の
進
歩
」
す
な
わ
ち
評
価
者
個
人
の
問
題
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
進
歩
は
あ
く
ま
で
も
「
自
分
に

民主主義の価値の論証

　
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
、
「
社
会
の
進
歩
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
進
歩
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
あ
る
．
し
か
し
、
こ
の
種
の
議

論
は
、
進
歩
を
個
人
の
問
題
だ
と
す
る
右
の
主
張
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
．
「
社
会
の
進
歩
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
行
な
わ
れ
る

進
歩
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
。

　
そ
の
一
は
、
「
社
会
の
進
歩
」
と
い
う
表
現
で
、
「
社
会
が
進
歩
す
る
」
事
態
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
．
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
私
た
ち
の
生
活
環
境
の
う
ち
他
の
人
々
と
の
関
わ
り
か
ら
構
成
さ
れ
る
部
分
す
な
わ
ち
「
社
会
」
の
状
態
で
あ
る
．
進
歩
論
と
し

て
の
こ
の
議
論
の
特
徴
は
、
対
象
を
こ
の
よ
う
に
特
定
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
い
か
わ
ら

ず
、
そ
の
対
象
に
関
す
る
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
そ
の
二
は
、
「
社
会
の
進
歩
」
と
い
う
表
現
で
．
「
社
会
に
と
っ
て
の
進
歩
」
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
（
こ
の
「
社
会
」
の
位
置

に
「
特
定
集
団
」
（
た
と
え
ぽ
日
本
人
と
か
労
働
者
）
が
置
か
れ
た
表
現
を
用
い
て
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
以
下
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
．
）

も
し
価
値
判
断
の
内
容
は
人
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
．
①
あ
る

具
体
的
な
状
態
の
変
化
を
進
歩
と
認
め
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
そ
の
社
会
（
ま
た
は
集
団
）
を
構
成
す
る
人
々
の
意
見
が
完
全
に
一
致
し

た
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
々
一
人
ひ
と
り
の
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
が
た
ま
た
ま
す
べ
て
同
じ
で
あ
っ
た
。
②
そ
の
構
成
員
の
一
部

が
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
意
見
の
一
致
が
あ
た
か
も
存
在
す
る
と
の
虚
偽
の
主
張
を
行
な
っ
て
い
る
。
①
は
稀
有
の
出
来
事
で
あ
る
か

ら
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
社
会
の
進
歩
」
の
そ
の
二
は
、
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
が
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
、

ま
た
は
そ
の
受
け
入
れ
を
他
の
人
々
に
強
制
し
よ
う
と
す
る
者
の
言
葉
の
文
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
「
進
歩
」
は
存
在
し
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な
い
．
言
葉
の
世
界
を
別
に
す
れ
ば
、
「
進
歩
」
は
つ
ね
に
個
人
の
問
題
で
あ
る
。

ー
　
　
　
　
　
　
ハ
　
「
進
歩
」
の
必
要
条
件
と
し
て
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
あ
る
個
人
が
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
を
意
図
し
て
手
に
入
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
、
つ
ぎ
の
も
の
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
一
は
、
そ
の
個
人
が
上
の
意
味
で
の
評
価
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
論
理
の
問
題
と
し
て
は
こ
れ
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

が
、
現
実
間
題
と
し
て
は
こ
の
条
件
は
つ
ね
に
満
た
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
取
り
立
て
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
．
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
は
つ

ね
に
評
価
を
行
な
っ
て
生
き
て
お
り
、
外
か
ら
の
い
か
な
る
強
制
も
こ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
．

　
そ
の
二
は
、
そ
の
個
人
が
、
（
イ
）
対
象
の
状
態
変
化
を
も
た
ら
す
選
択
肢
を
自
分
の
意
思
で
選
択
で
き
、
く
わ
え
て
、
（
・
）
そ
の
選

択
肢
を
実
行
に
移
し
た
結
果
が
自
分
の
意
図
に
反
し
て
好
ま
し
く
な
い
場
合
、
そ
れ
が
「
進
歩
」
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

度
で
も
そ
の
選
択
を
「
や
リ
直
す
」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
条
件
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
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ま
ず
、
（
イ
）
に
つ
い
て
．

　
こ
の
条
件
に
欠
け
る
場
合
、
そ
の
変
化
は
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
つ
ぎ
の
二
つ
の
意
味
で
偶
然
の
産
物
で
し
か
な
く
な
り
、
彼
が
意
図

し
て
進
歩
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
（
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
他
の
特
別
の
条
件
ー
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
項
に
お
い
て
市
場

経
済
と
の
関
連
宅
論
じ
る
も
の
ー
が
満
た
さ
れ
た
場
合
は
別
で
あ
る
。
）

　
第
一
は
、
「
あ
る
物
事
に
変
化
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
『
進
歩
』
で
あ
る
保
証
が
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
．
あ
る
個
人
が
、

そ
の
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
選
択
肢
を
自
分
で
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
他
の
特
別
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
、
彼
が
進
歩



を
手
に
す
る
の
は
、
彼
の
価
値
判
断
と
そ
の
選
択
を
行
な
っ
た
人
の
そ
れ
と
が
た
ま
た
ま
一
致
し
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
他

人
が
行
な
っ
た
選
択
の
結
果
が
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
で
も
あ
る
こ
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
は
偶
然
に
支
配
さ
れ
る
出
来
事
で
あ
る
．

こ
こ
に
は
、
他
人
の
選
択
の
結
果
が
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
で
あ
る
保
証
は
な
い
．

　
第
二
は
、
「
あ
る
物
事
に
『
進
歩
』
と
評
価
で
ぎ
る
変
化
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
自
分
の
望
む
と
ぎ
に
生
じ
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
．
あ
る
個
人
が
対
象
の
状
態
変
化
を
も
た
ら
す
選
択
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
他
の
特

別
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
、
彼
は
そ
の
変
化
の
発
生
の
時
期
，
場
所
を
ま
っ
た
く
制
御
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
は

そ
の
変
化
は
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
自
然
現
象
i
た
と
え
ば
、
た
ま
た
ま
の
大
水
に
よ
る
河
川
の
水
質
の
改
善
1
ー
と
な
ん
ら
変
わ
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
意
図
し
て
進
歩
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
人
は
、
対
象
の
状
態
変
化
を
も
た
ら
す
選
択
を
「
自
分
で
」
行
な

う
必
要
が
あ
る
。

民主主義の価値の論証

　
つ
ぎ
に
、
（
ロ
）
に
つ
い
て
。

　
こ
れ
は
、
「
満
足
な
結
果
を
実
現
す
る
た
め
に
（
イ
）
を
繰
り
返
し
行
な
う
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
イ
）
の
意
味
の
選
択
に
関
し
て
「
や
り
直
し
の
機
会
」
が
な
け
れ
ば
、
条
件
に
恵
ま
れ
た
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
人
が
進
歩
を
手

に
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
判
断
の
た
め
に
使
え
る
資
源
（
能
力
、
知
識
と
情
報
、
時
間
、
資
金
な
ど
）
に
は
限
界
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
誤
り
を
皆
無
に
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
判
断
の
基
準
と
な
る
価
値
観
は
移
ろ
い
易
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
．

　
あ
る
時
点
で
は
「
好
ま
し
い
」
と
判
断
し
て
選
ん
だ
選
択
肢
が
、
同
じ
人
に
よ
っ
て
も
「
好
ま
し
く
な
い
」
と
判
断
さ
れ
る
結
果
を
生

む
可
能
性
は
つ
ね
に
あ
る
．
あ
る
時
点
で
完
壁
と
判
断
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
時
の
経
過
が
条
件
を
変
化
さ
せ
て
も
改
善
の
余
地
を
生
ま

な
い
よ
う
な
選
択
肢
を
発
見
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
一
回
の
実
行
の
試
み
で
意
図
し
た
通
り
の
結
果
を
生
起
さ
せ
る
こ
と
は
、
一
般
的
に

127



法学研究65巻1号（’92：1）

は
不
可
能
で
あ
る
。
「
や
り
直
し
」
を
せ
ず
し
て
満
足
な
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
通
常
の
状
況
で
は
あ
り
得
な
い
。

進
歩
を
確
実
に
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
人
は
選
択
に
関
し
て
「
や
リ
直
し
の
機
会
」
を
も
つ
必
要
が
あ
る
．

し
た
が
っ
て
、

　
と
こ
ろ
で
、
条
件
の
（
口
）
は
条
件
の
（
イ
）
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
含
意
す
る
．
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
条
件
は
つ
ぎ
の
一

つ
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
進
歩
を
意
図
し
て
確
実
に
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
対
象
の
状
態
変
化
の
原
因
と
な
る
選

択
肢
の
選
択
に
関
し
て
「
自
分
が
や
リ
直
し
の
機
会
を
も
つ
」
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
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二
　
自
分
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」
と
他
人
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」

　
で
は
、
あ
る
個
人
に
と
っ
て
の
「
進
歩
」
と
他
の
人
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
を
手
に
入
れ
る
に
は
、
自
分
だ
け
が
や
り
直
し
の
機
会
を
も
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
人
が

や
リ
直
し
の
機
会
を
も
つ
こ
と
は
、
自
分
の
進
歩
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。

　
物
事
は
、
そ
の
状
態
の
変
化
が
主
と
し
て
一
個
人
の
み
の
好
き
嫌
い
に
か
か
わ
る
も
の
（
た
と
え
ば
、
個
室
の
壁
紙
の
色
な
ど
）
と
、
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
複
数
の
人
々
の
好
き
嫌
い
に
か
か
わ
る
も
の
（
た
と
え
ぽ
、
身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
社
会
的
な
仕
組
な
ど
）
に
分
か
れ
る
。
前
者
に

つ
い
て
は
、
そ
の
個
人
が
自
分
の
都
合
だ
け
を
考
え
て
、
そ
の
状
態
の
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
自
分
一
人
で
行
な
う
こ
と

は
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
状
態
の
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
一
個
人
の
勝
手
で
行
な
う
こ
と
に

は
、
他
の
人
々
の
意
向
（
好
き
嫌
い
）
が
制
約
を
課
す
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
も
、
自
分
の
生
活
環
境
の
な
か
の
そ
の
種
の
部
分
す
べ
て
に
関
し
て
、
そ
の
状
態
の
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選

択
を
自
分
が
直
接
行
な
う
こ
と
は
、
現
実
問
題
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
個
人
が
判
断
の
た
め
に
使
え
る
資
源
（
能
力
、

知
識
と
情
報
、
時
間
、
資
金
な
ど
）
に
は
も
と
も
と
限
り
が
あ
る
こ
と
に
く
わ
え
て
、
社
会
は
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
て
お
り
、
だ
れ
に
と
っ
て



も
、
生
活
環
境
の
こ
の
種
の
部
分
を
維
持
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
活
動
の
す
べ
て
を
自
分
で
監
理
す
る
こ
と
は
、
可
能
で
も
得
策
で
も

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
情
か
ら
、
あ
る
個
人
に
と
っ
て
物
事
は
、
そ
の
状
態
の
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
自
分
で
行
な
え
る
も
の
と
、

そ
れ
が
で
き
な
い
も
の
の
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
「
他
人
の
選
択
」
が
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
に
対
し
て
果
た

す
役
割
は
、
物
事
の
以
上
の
区
分
に
し
た
が
っ
て
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
。

民主主義の価値の論証

　
は
じ
め
に
、
そ
の
状
態
の
変
化
が
主
と
し
て
一
個
人
の
み
の
好
き
嫌
い
に
か
か
わ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
個
人
が
自
分
の
都
合
だ
け

を
考
え
て
、
そ
の
状
態
の
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
自
分
一
人
で
行
な
う
こ
と
が
論
理
的
に
は
可
能
な
物
事
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。
結
論
を
い
う
と
、
こ
の
種
の
物
事
に
つ
い
て
は
、
人
は
そ
の
選
択
を
自
分
で
行
な
う
。
た
だ
し
、
選
択
の
行
な
わ
れ
方
か
ら
、

そ
れ
は
つ
ぎ
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。

　
そ
の
一
．

　
こ
の
種
の
物
事
の
大
き
な
範
囲
に
つ
い
て
は
、
人
は
、
そ
の
状
態
の
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
自
分
で
「
直
接
」
行
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
物
事
に
関
し
て
は
、
人
は
、
そ
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
「
自
分
に
と
っ
て
の
進

歩
」
を
意
図
し
て
手
に
入
れ
る
た
め
の
条
件
は
一
応
整
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
事
は
そ
れ
で
万
全
と
は
い
え
な
い
．
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
自

分
だ
け
の
や
リ
直
し
」
に
は
つ
ぎ
の
点
で
限
界
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
界
と
は
、
①
一
個
人
が
考
え
つ
く
選
択
肢
の
多
様
さ
は
限

ら
れ
て
い
る
、
②
思
考
実
験
に
は
失
敗
ー
実
際
や
っ
て
み
た
ら
思
惑
違
い
で
あ
っ
た
ー
の
可
能
性
が
あ
る
、
③
こ
の
よ
う
な
理
由
か

ら
、
十
分
に
満
足
の
い
く
結
果
が
得
ら
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
、
が
そ
れ
で
あ
る
．

　
他
人
が
「
や
リ
直
し
の
機
会
」
を
も
つ
こ
と
は
、
自
分
の
進
歩
に
と
っ
て
の
以
上
の
問
題
点
の
克
服
に
役
立
つ
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
、

「
人
の
ふ
り
」
を
見
て
「
我
が
ふ
り
」
を
直
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
人
の
行
為
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
模
擬
実
験
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の
効
果
を
も
つ
．
そ
れ
は
、
自
分
一
人
で
考
え
る
場
合
と
比
べ
れ
ば
よ
り
多
様
な
選
択
肢
を
提
供
し
、
不
確
か
な
思
考
実
験
で
は
な
く
実

際
の
結
果
を
事
実
と
し
て
示
し
、
そ
の
結
果
自
分
の
進
歩
の
速
度
を
そ
れ
だ
け
速
め
、
確
実
な
も
の
と
し
て
く
れ
る
。
そ
の
効
果
は
、
他

人
が
も
つ
や
り
直
し
の
機
会
が
広
範
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
と
し
て
自
分
の
み
に
か
か
わ
る
物
事
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

て
も
、
自
分
が
良
質
の
進
歩
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
他
人
が
可
能
な
限
り
広
範
な
や
リ
直
し
の
機
会
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。

　
そ
の
二
。

　
現
代
社
会
の
複
雑
化
は
、
そ
の
状
態
の
変
化
が
主
と
し
て
一
個
人
の
み
の
好
き
嫌
い
に
か
か
わ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
個
人
が
自
分

の
都
合
だ
け
を
考
え
て
、
そ
の
状
態
の
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
直
接
自
分
一
人
で
行
な
う
こ
と
が
論
理
的
に
は
可
能
な
物

事
に
つ
い
て
も
、
自
分
の
意
思
で
他
人
に
そ
の
選
択
を
委
ね
る
場
合
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
人
々
は
、
そ
れ
が
得
策
だ
と
考
え
て
い
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
社
会
は
、
商
品
生
産
を
通
じ
て
分
業
の
利
益
を
追
求
す
る
方
向
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、
そ
の
選
択
を
委
ね
る
側
（
消
費
者
）
が
委
ね
ら
れ
る
側
（
生
産
者
）
の
行
為
を
監
理
で
き
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
。
注
文
に

基
づ
い
て
生
産
さ
れ
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
は
ま
だ
し
も
、
商
品
生
産
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
市
場
生
産
の
場
合
は
、
消
費
者
は
生

産
活
動
を
「
事
前
に
」
監
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
項
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
進
歩
を
意
図
し
て
確
実
に
手
に
入
れ
る
た
め
に

は
、
人
は
、
物
事
の
状
態
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
自
分
で
行
な
い
、
そ
の
結
果
が
満
足
の
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
選

択
を
や
り
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
消
費
者
（
自
分
）
と
生
産
者
（
他
人
）
の
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
、
消
費
者
に
と

っ
て
こ
の
条
件
は
十
分
に
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
．

　
し
か
し
な
が
ら
、
市
場
経
済
の
下
で
は
、
よ
い
商
品
、
消
費
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
商
品
が
、
現
に
次
々
と
生
産
さ
れ
て
い
る
．
こ
れ

は
、
生
産
者
の
選
択
の
結
果
に
対
す
る
消
費
者
の
評
価
が
、
商
品
を
買
う
買
わ
な
い
の
形
で
「
事
後
的
に
」
で
は
あ
る
が
生
産
者
に
伝
達

さ
れ
、
生
産
者
に
よ
る
つ
ぎ
の
回
の
生
産
活
動
が
「
消
費
者
の
よ
リ
大
き
な
満
足
を
求
め
て
の
や
リ
直
し
」
と
し
て
行
な
わ
れ
る
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

あ
る
。
消
費
者
（
自
分
）
の
選
択
は
、
生
産
者
（
他
人
）
の
選
択
に
こ
の
よ
う
に
し
て
「
間
接
的
に
」
反
映
さ
れ
る
。
し
か
も
、
消
費
者
の
意
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向
に
沿
う
よ
う
に
や
り
直
し
を
行
な
う
こ
と
は
生
産
者
の
利
益
で
も
あ
る
の
で
、
消
費
者
の
選
択
が
こ
の
よ
う
に
間
接
的
で
は
あ
っ
て
も

反
映
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
仕
組
の
な
か
で
保
証
さ
れ
て
い
る
。
も
し
消
費
者
（
自
分
）
の
意
向
を
受
け
て
の
生
産
者
（
他
人
）
の
や
り
直
し

が
な
け
れ
ば
、
消
費
者
が
事
態
の
好
転
を
手
に
入
れ
る
の
は
偶
然
の
賜
物
で
し
か
な
い
。

　
以
上
か
ら
、
私
た
ち
の
生
活
環
境
の
こ
の
種
の
部
分
に
関
し
て
は
、
自
分
の
進
歩
に
と
っ
て
．
他
人
が
「
自
分
の
よ
リ
大
き
な
満
足
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

求
め
て
行
な
う
や
り
直
し
の
機
会
」
は
不
可
欠
の
条
件
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

民主主義の価値の論証

　
で
は
、
そ
の
状
態
の
変
化
が
同
時
に
複
数
の
人
々
の
好
き
嫌
い
に
か
か
わ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
状
態
の
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択

肢
の
選
択
を
一
個
人
の
勝
手
で
行
な
う
こ
と
に
は
、
他
の
人
々
の
意
向
（
好
ぎ
嫌
い
）
が
制
約
を
課
す
の
が
普
通
で
あ
る
物
事
（
た
と
え
ぽ
、

身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
社
会
的
な
仕
組
な
ど
）
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
制
約
は
、
①
そ
の
選
択
を
自
分
で
行
な
え
る

場
合
で
も
、
一
定
の
手
続
き
を
踏
み
、
一
定
の
立
場
に
就
い
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
可
能
に
な
る
と
か
、
②
そ
の
選
択
を
自
分
以
外
の
人
が

行
な
う
こ
と
を
、
自
分
の
意
思
に
反
し
て
認
め
さ
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
．

　
こ
の
種
の
物
事
に
状
態
の
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
選
択
肢
の
選
択
と
「
自
分
」
の
関
係
、
そ
の
自
分
に
と
っ
て
の
「
他
人
」
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
類
型
化
で
ぎ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

　
第
一
は
、
①
自
分
で
そ
の
選
択
が
行
な
え
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
自
分
に
対
す
る
「
他
人
」
（
自
分
以
外
の
人
）
に
は
、
自
分
と
同
じ
立

場
（
①
）
に
あ
る
他
の
人
々
と
、
自
分
と
は
異
な
る
立
場
（
以
下
の
②
）
に
あ
る
人
々
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
前
者
は
、
選
択
肢
の
案
出
と

選
択
に
関
し
て
自
分
と
同
じ
機
会
を
も
ち
、
同
じ
行
動
を
と
る
人
々
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
「
自
分
」
に
含
め
て
考
え
て

よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
他
人
」
は
以
下
の
②
の
立
場
に
あ
る
人
々
の
こ
と
を
指
す
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
第
二
は
、
②
自
分
で
は
そ
の
選
択
が
行
な
え
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
自
分
に
対
す
る
「
他
人
」
に
は
、
自
分
と
同
じ
立
場
（
②
）
に
あ

る
他
の
人
々
と
、
自
分
と
は
異
な
る
立
場
（
①
）
に
あ
る
人
々
が
含
ま
れ
る
。
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そ
の
一
。

　
ま
ず
、
第
一
の
、
自
分
で
選
択
が
行
な
え
る
場
合
に
は
、
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
を
意
図
し
て
手
に
入
れ
る
た
め
の
条
件
は
一
応

整
う
。
そ
こ
で
は
、
人
は
、
状
態
の
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
自
分
で
行
な
い
、
そ
の
結
果
が
満
足
の
い
く
も
の
で
な
け
れ

ぽ
選
択
を
や
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
「
自
分
だ
け
の
や
り
直
し
」
に
は
つ
ね
に
限
界

が
あ
り
、
他
人
の
活
動
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
模
擬
実
験
と
し
て
、
こ
の
限
界
を
克
服
す
る
の
に
役
立
つ
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
．

　
こ
の
場
合
の
「
他
人
（
②
）
」
は
、
選
択
肢
の
選
択
を
行
な
う
立
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
に
は
選
択
肢
の

提
示
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
る
．
（
現
実
に
は
、
こ
れ
さ
え
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
．
）
こ
の
活
動
に
は
、
選
択
肢
を
開
発
す
る
研
究
活

動
と
、
開
発
さ
れ
た
選
択
肢
を
広
め
る
た
め
の
教
育
と
宣
伝
の
活
動
が
含
ま
れ
る
．
通
常
、
こ
の
人
々
は
同
質
性
を
も
た
な
い
か
ら
、
開

発
さ
れ
、
提
示
さ
れ
る
選
択
肢
は
多
様
な
も
の
と
な
る
。
同
じ
く
、
彼
ら
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
思
考
実
験
も
多
様
性
を
示
す
こ
と
に
な

る
。
自
分
（
①
）
に
と
っ
て
、
こ
の
人
々
の
こ
の
種
の
活
動
と
そ
の
や
り
直
し
の
機
会
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
自
分
が
選
択
を
行
な
う
際
に

検
討
の
対
象
に
で
ぎ
る
選
択
肢
の
幅
を
制
限
し
、
よ
り
好
ま
し
い
物
事
を
、
よ
り
短
い
時
間
で
、
よ
り
確
実
に
手
に
入
れ
る
可
能
性
を
み

ず
か
ら
に
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
．
こ
の
効
果
は
、
他
人
が
も
つ
や
り
直
し
の
機
会
が
広
範
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
自
分
が
い
わ
ば
「
権
力
の
座
に
あ
る
」
場
合
宅
も
、
自
分
が
良
質
の
進
歩
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
他
人
が
可
能
な
限
リ

広
範
な
や
リ
直
し
の
機
会
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。

　
そ
の
二
。

　
つ
ぎ
に
、
第
二
の
、
自
分
で
は
選
択
が
行
な
え
な
い
場
合
に
は
、
人
は
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
を
意
図
し
て
手
に
入
れ
る
条
件
に

恵
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
商
品
生
産
の
場
合
と
は
異
な
り
、
自
分
の
こ
の
立
場
は
、
自
分
の
意
思
で
そ
れ
が
得
策
だ
と
判
断
し
、
選

択
肢
の
選
択
を
他
人
に
委
ね
た
結
果
手
に
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
選
択
を
行
な
う
立
場
に
あ
る
他
人
（
①
）
に
は
、
通
常
、
そ

の
選
択
に
「
自
分
の
意
向
」
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
機
が
な
い
．
も
し
彼
ら
が
「
選
択
か
ら
排
除
し
て
い
る
人
々
（
自
分
）
の
よ
り
大
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ぎ
な
満
足
を
求
め
て
」
選
択
の
や
り
直
し
を
行
な
う
こ
と
に
利
益
を
見
出
だ
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
々
を
選
択
か
ら
排
除
す
る
必
要
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

は
じ
め
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
状
況
の
下
で
は
、
選
択
を
行
な
う
立
場
に
あ
る
他
人
（
①
）
の
選
択
の
や
リ
直
し
は

自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
と
必
然
の
関
係
に
は
な
く
、
事
態
の
好
転
は
偶
然
の
賜
物
で
し
か
な
い
。

　
さ
ら
に
、
自
分
と
同
じ
く
、
選
択
が
行
な
え
る
立
場
に
な
い
他
の
人
々
（
②
）
の
活
動
（
選
択
肢
の
開
発
と
提
示
）
は
、
以
上
の
「
そ
の

ご
で
指
摘
し
た
効
果
を
自
分
に
対
し
て
も
も
つ
が
、
自
分
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
選
択
肢
の
選
択
に
か
か
わ
れ
な
い
以
上
、
こ

の
効
果
を
論
ず
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。

民主主義の価値の論証

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
あ
る
物
事
に
変
化
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
自
分
自
身
で
行
な
う
か
否
か
を
間
わ
ず
、
そ
の
物
事
に
関
し
て
「
自
分

に
と
っ
て
の
進
歩
」
が
達
成
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
物
事
に
変
化
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
行
な
う
者
　
　
自
分
自
身
で

も
他
人
で
も
構
わ
な
い
ー
が
、
「
自
分
の
よ
リ
大
き
な
満
足
を
求
め
て
選
択
を
や
り
直
す
」
こ
と
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
「
進
歩
」

の
条
件
と
し
て
の
「
や
り
直
し
の
機
会
」
は
、
こ
の
意
味
で
の
そ
れ
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
そ
の
選
択
を
行
な
う
者
が
「
自
分
」
で
あ
る
場
合
、
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
が
達
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
分
が
、
自
分
の
よ
り
大
き

な
満
足
を
求
め
て
選
択
の
や
り
直
し
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
．
こ
れ
は
、
他
人
か
ら
の
強
制
が
な
け
れ
ば
、
か
な
ら
ず
満
た
さ
れ
る
条
件

　
（
17
）

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
自
分
だ
け
の
や
り
直
し
」
に
は
提
示
さ
れ
る
選
択
肢
の
幅
が
限
ら
れ
る
な
ど
の
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

人
が
良
質
の
進
歩
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
「
自
分
」
が
い
わ
ば
「
権
力
の
座
に
あ
る
」
場
合
で
さ
え
、
他
人
が
可
能
な
限
り
広
範
な

や
り
直
し
の
機
会
を
も
つ
こ
と
は
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
。

　
物
事
に
変
化
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
を
行
な
う
者
が
「
他
人
」
で
あ
る
場
合
、
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
が
達
成
さ
れ

る
た
め
に
は
、
他
人
の
行
な
う
選
択
の
や
り
直
し
が
「
自
分
の
よ
り
大
き
な
満
足
を
求
め
て
の
や
り
直
し
」
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
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条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
は
、
「
自
分
」
の
意
向
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
誘
因
が
「
他
人
」
に
対
し
て
は
働
か
な

い
社
会
的
な
仕
組
を
積
極
的
に
排
除
し
、
「
自
分
」
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
「
他
人
」
に
と
っ
て
も
最
大
の
利
益
を
も
た
ら
す
社

会
的
な
仕
組
を
意
識
的
に
作
リ
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
自
分
の
意
向
が
他
人
の
選
択
に
反
映
す
る
の
は
間
接

的
で
あ
り
、
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
の
達
成
は
、
そ
れ
だ
け
不
確
実
で
時
間
の
か
か
る
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

四
　
ま
と
め
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本
稿
の
目
的
は
、
民
主
主
義
の
価
値
を
論
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
論
証
は
、
つ
ぎ
に
示
す
論
理
の
筋
道
を
へ
て
成
り
立
つ
。

　
こ
こ
で
い
う
民
主
主
義
と
は
、
西
欧
政
治
思
想
の
伝
統
に
い
う
そ
れ
、
す
な
わ
ち
政
治
の
方
法
の
意
味
で
の
民
主
主
義
、
た
と
え
ば

「
共
同
社
会
意
思
、
ま
た
は
比
喩
な
し
に
い
え
ば
社
会
秩
序
が
、
こ
れ
に
服
従
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
国
民
に
よ
っ
て
創
造
せ
ら
れ
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

つ
の
国
家
・
あ
る
い
は
社
会
・
形
式
」
と
規
定
さ
れ
る
そ
れ
で
あ
る
．
か
つ
て
、
私
は
こ
の
同
じ
民
主
主
義
を
、
国
家
と
い
う
社
会
的
な

装
置
を
設
計
す
る
際
の
一
つ
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
①
装
置
の
「
使
い
手
」
の
範
囲
に
「
仕
事
の
対
象
」
の
で
き
る
だ
け
広
い
範
囲
を
含

め
る
、
②
使
い
手
が
装
置
を
使
う
と
い
う
行
為
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
広
範
に
「
や
り
直
し
」
が
行
な
え
る
よ
う
に
す
る
立
場
で
あ
る
と

規
定
し
た
。

　
こ
の
意
味
で
の
民
主
主
義
の
価
値
は
．
②
使
い
手
に
「
や
リ
直
し
」
が
行
な
え
る
こ
と
に
な
ぜ
価
値
が
あ
る
の
か
、
お
よ
び
、
①
や
リ

直
し
に
価
値
が
あ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
自
分
以
外
の
者
に
ま
で
そ
れ
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
の
二
点
に
分
け
て
論
証
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
答
は
、
「
進
歩
」
の
価
値
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
条
件
に
関
す
る
考
察
か
ら
得
ら
れ
る
．
つ
ま
り
、
「
民
主
主
義
の
価
値

は
進
歩
の
価
値
に
由
来
す
る
」
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
あ
る
。
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「
進
歩
」
は
「
物
事
が
よ
い
方
向
に
進
み
行
く
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
事
態
は
、
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
進
歩
に
は
普
遍
的
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。

　
進
歩
は
、
「
あ
る
選
択
肢
が
示
す
行
動
の
手
順
を
実
行
に
移
せ
ば
あ
る
状
態
の
変
化
が
生
じ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
（
A
）
が
、
そ
の

状
態
変
化
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
そ
の
選
択
肢
を
選
択
し
、
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
結
果
、
あ
る
物
事
に
、
時
間
的
に
先
行
す
る
状
態
と

は
異
な
る
状
態
が
生
じ
た
」
と
い
う
事
実
と
し
て
の
要
素
と
、
「
人
（
B
）
が
、
そ
の
変
化
後
の
状
態
を
変
化
前
の
状
態
と
比
べ
て
よ
り
好

ま
し
い
と
評
価
す
る
」
と
い
う
価
値
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
A
と
B
の
関
係
は
、
A
U
B
で
あ
っ
て
も
、
A
腺
B
で
あ
っ

て
も
構
わ
な
い
が
、
進
歩
は
あ
く
ま
で
も
「
自
分
（
評
価
者
B
）
に
と
っ
て
の
進
歩
」
す
な
わ
ち
評
価
者
個
人
の
問
題
で
あ
る
。

　
あ
る
個
人
が
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
を
意
図
し
て
確
実
に
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
他
の
特
別
の
条
件
（
こ
れ
に
つ

い
て
は
以
下
に
論
ず
る
）
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
．
（
イ
）
対
象
の
状
態
変
化
を
も
た
ら
す
選
択
肢
の
選
択
を
「
自
分
で
」
行
な
い
、
（
ロ
）

そ
の
選
択
肢
を
実
行
に
移
し
た
結
果
が
自
分
の
意
図
に
反
し
て
好
ま
し
く
な
い
場
合
、
そ
れ
が
進
歩
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、

そ
の
選
択
を
何
度
で
も
「
や
り
直
す
」
必
要
が
あ
る
。
条
件
の
（
イ
）
は
条
件
の
（
ロ
）
に
含
意
さ
れ
る
か
ら
、
人
が
自
分
に
と
っ
て
の

進
歩
を
意
図
し
て
確
実
に
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
対
象
の
状
態
変
化
の
原
因
と
な
る
選
択
肢
の
選
択
に
関
し
て
、
「
自
分
が
や
り
直
し

の
機
会
を
も
つ
」
こ
と
が
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
．
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
自
分
の
や
り
直
し
の
機
会
」
に
も
、
進
歩
が
も
つ
普
遍
的
な
価

値
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
民
主
主
義
を
構
成
す
る
要
素
の
②
は
、
社
会
的
な
装
置
で
あ
る
国
家
を
使
う
場
面
で
の
や
り
直
し
の
機
会
を
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
仕

組
を
作
る
こ
と
で
、
そ
の
使
い
手
の
立
場
に
あ
る
人
々
に
保
証
す
る
こ
と
で
あ
る
．
そ
の
意
味
で
、
民
主
主
義
の
こ
の
要
素
に
も
、
や
り

直
し
の
機
会
が
も
つ
普
遍
的
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．

　
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
国
家
を
使
う
こ
と
を
通
し
て
得
ら
れ
る
「
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
」
を
「
自
分
が
」
意
図
し
て
確
実
に
手
に
入
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れ
る
た
め
に
は
、
国
家
に
実
行
さ
せ
る
仕
事
に
関
し
て
、
「
自
分
で
」
選
択
肢
の
選
択
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
以
上
の
意

味
は
な
い
．
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
の
確
保
の
た
め
に
、
自
分
以
外
の
人
（
他
人
）
に
も
同
じ
や
り
直
し
の
機

会
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
含
意
し
て
い
な
い
。
（
選
択
肢
の
選
択
の
場
面
で
は
、
自
分
と
同
じ
選
択
肢
を
選
択
す
る
他
人
は
自
分
と

同
じ
と
考
え
て
よ
い
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
他
人
は
、
別
の
選
択
肢
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
こ
と
を
指
す
．
）
つ
ま
り
、
こ
の
論
理
は
、
独
裁
制

は
正
当
化
し
得
て
も
、
民
主
主
義
を
構
成
す
る
要
素
の
①
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
他
人
の
や
り
直
し
の
機
会
が
自
分

の
進
歩
に
対
し
て
も
つ
効
果
の
解
明
が
必
要
と
な
る
。

　
民
主
主
義
の
構
成
要
素
の
①
に
か
か
わ
る
の
は
、
他
人
が
自
分
と
は
別
の
選
択
肢
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
人
々
を

ど
う
扱
っ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他
人
が
や
り
直
し
の
機
会
を
も
つ
こ
と
は
、
「
自
分
だ
け
の
や
り
直
し
」
が

も
つ
限
界
i
一
個
人
が
考
え
つ
く
選
択
肢
に
は
限
り
が
あ
る
こ
と
な
ど
ー
の
克
服
に
役
立
つ
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
効
果
は
、
他
人

が
も
つ
や
り
直
し
の
機
会
が
広
範
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
．
し
た
が
っ
て
、
自
分
は
選
択
を
行
な
え
る
立
場
に
あ
る
ー
い
わ

ば
「
権
力
の
座
に
あ
る
」
i
場
合
で
も
、
自
分
が
よ
り
好
ま
し
い
物
事
を
、
よ
り
短
い
時
間
で
、
よ
り
確
実
に
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、

他
人
が
可
能
な
限
り
広
範
な
や
り
直
し
の
機
会
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。

「
物
事
が
よ
い
方
向
に
進
み
行
く
こ
と
」
が
是
認
さ
れ
れ
ぽ
、
そ
れ
が
こ
の
意
味
で
よ
り
良
質
と
な
る
こ
と
も
ま
た
是
認
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
を
使
う
こ
と
を
通
し
て
得
ら
れ
る
自
分
の
進
歩
を
よ
り
良
質
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
民
主
主
義
の
構
成
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

素
の
①
を
国
家
の
仕
組
に
付
け
加
え
る
こ
と
に
も
、
ま
た
普
遍
的
な
価
値
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

136

　
以
上
に
よ
リ
、
本
稿
に
い
う
民
主
主
義
が
普
遍
的
な
価
値
を
も
つ
1
他
の
条
件
に
し
て
等
し
け
れ
ば
そ
れ
が
望
ま
し
い
こ
と
は
だ
れ

も
が
肯
定
す
る
ー
こ
と
が
論
証
で
き
た
。



　
と
こ
ろ
で
．
選
択
は
つ
ね
に
選
択
者
本
人
の
溝
足
を
求
め
て
行
な
わ
れ
る
が
．
条
件
さ
え
整
え
ば
、
他
人
が
行
な
う
選
択
が
同
時
に

「
自
分
の
よ
り
大
ぎ
な
満
足
を
求
め
て
」
の
選
択
と
な
る
場
合
が
あ
る
．
こ
の
場
合
の
他
人
の
選
択
は
、
自
分
が
直
接
行
な
う
選
択
に
比

べ
れ
ば
よ
り
不
確
実
で
時
間
は
か
か
る
が
、
自
分
に
と
っ
て
の
進
歩
の
達
成
に
役
立
つ
も
の
と
な
る
。
右
に
「
他
の
特
別
の
条
件
」
と
し

て
指
摘
し
た
の
は
こ
れ
で
あ
る
．

　
社
会
が
複
雑
化
し
、
分
業
が
一
般
化
す
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
自
分
の
好
き
嫌
い
に
か
か
わ
る
状
態
変
化
の
す
べ
て
に
関
し
て
、
直
接

自
分
で
選
択
肢
の
選
択
を
行
な
う
こ
と
は
、
可
能
で
も
、
得
策
で
も
な
い
．
選
択
の
一
部
は
他
人
に
任
さ
ざ
る
を
得
な
い
．
し
た
が
っ
て
、

こ
の
種
の
物
事
に
つ
い
て
も
自
分
が
意
図
し
て
確
実
に
進
歩
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
他
人
の
選
択
が
「
自
分
の
よ
り
大
き
な

満
足
を
求
め
て
」
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
自
分
」
の
意
向
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
誘
因
が

「
他
人
」
に
対
し
て
は
働
か
な
い
社
会
的
な
仕
組
を
積
極
的
に
排
除
し
、
「
自
分
」
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
「
他
人
」
に
と
っ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

最
大
の
利
益
を
も
た
ら
す
社
会
的
な
仕
経
を
意
識
的
に
作
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

民主主義の価値の論証

（
1
）
　
い
い
か
え
れ
ば
、
「
装
置
を
使
っ
て
み
た
結
果
が
好
ま
し
く
な
け
れ
ば
、
何
度
で
も
や
り
直
し
を
し
て
、
よ
い
結
果
を
手
に
入
れ
る
の
が
よ
い
。

人
は
だ
れ
で
も
か
な
ら
ず
間
違
い
を
し
で
か
す
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
な
っ
た
場
合
の
軌
道
修
正
の
た
め
に
、
は
じ
め
か
ら
や
り
直
し
の
機
構
を
組
み

」
と
い
う
の
が
こ
の
立
場
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
．
民
主
主
義
は
，
こ
の
や
り
直
し
の
機
会
を
国
民
の
一
部
だ
け
で
は
な
く
、

す
べ
て
に
与
え
る
の
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
参
照
、
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
」
（
石
川
忠
雄

教
授
還
暦
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
現
代
中
国
と
世
界
f
そ
の
政
治
的
展
開
』
慶
鷹
通
信
・
一
九
八
二
年
）
、
八
〇
六
～
八
〇
七
ぺ
ー
ジ
．

本
稿
で
の
言
葉
遣
い
は
初
出
の
も
の
を
多
少
変
え
て
あ
る
．

（
2
）
　
「
政
治
に
お
け
る
試
行
錯
誤
の
機
会
」
で
は
「
試
行
錯
誤
」
の
観
念
を
議
論
の
中
心
に
す
え
た
が
、
本
稿
で
は
「
や
り
直
し
（
冨
3
）
」
と
い
う

観
念
を
重
視
す
る
．
「
試
行
錯
誤
」
は
行
為
の
反
復
性
そ
の
も
の
に
力
点
が
あ
る
の
に
対
し
、
「
や
り
直
し
」
は
行
為
の
反
復
を
通
し
て
よ
り
よ
い
も

　
の
を
求
め
る
意
思
に
力
点
が
あ
る
。

（
3
）
　
民
主
主
義
の
理
想
は
、
仕
事
の
対
象
で
あ
る
人
々
の
「
す
べ
て
」
を
使
い
手
と
す
る
こ
と
に
あ
る
．
し
か
し
．
現
実
問
題
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
人
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間
の
判
断
能
力
の
生
物
学
的
成
熟
に
時
間
が
か
か
る
事
実
な
ど
か
ら
、
使
い
手
の
範
囲
か
ら
あ
る
程
度
の
範
囲
の
人
々
が
排
除
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
4
）
　
新
村
出
編
『
広
辞
苑
〔
第
三
版
〕
』
岩
波
書
店
・
一
九
八
三
年
．
英
語
の
名
詞
の
、
．
冥
。
讐
Φ
器
、
．
は
、
。
讐
区
舞
一
ぎ
暮
霞
ヨ
Φ
暮
．
．
と
、
ま
た
、
動

詞
の
．
．
鷺
品
話
器
．
．
は
、
．
8
号
語
一
8
ε
”
岳
讐
8
げ
。
菖
8
a
目
。
冨
＆
毒
琴
a
ω
鼠
繋
”
目
爵
。
8
暮
ぎ
舞
＝
目
賓
。
お
ヨ
窪
鼠
．
．
と
説
明
さ
れ

　
て
い
る
（
ミ
＆
。
。
鯨
ミ
．
。
。
憎
ミ
＆
≧
§
』
§
ミ
き
§
＆
蓉
軸
黛
9
＆
蓉
遷
）
。

（
5
）
　
「
進
歩
」
を
め
ぐ
る
思
想
史
上
の
論
争
は
、
人
々
が
な
に
を
も
っ
て
進
歩
と
考
え
る
か
の
争
い
で
あ
る
．
た
と
え
ば
、
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　
の
進
歩
論
は
、
理
性
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
科
学
の
発
展
に
着
目
し
て
進
歩
を
論
じ
た
．
し
か
し
、
科
学
技
術
に
は
手
放
し
で
は
礼
讃
で
ぎ
な
い
産
物

　
（
た
と
え
ば
火
砲
）
が
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
進
歩
論
の
基
礎
に
あ
る
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
優
越
の
確

信
が
問
題
視
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
進
歩
論
そ
の
も
の
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
．
（
参
照
、
徳
永
悔
編
『
社
会
思
想
史
　
「
進
歩
」
と
は
何
か
』
弘
文

　
堂
・
昭
和
五
五
年
。
）
人
々
1
た
と
え
ば
、
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
、
チ
ュ
ル
ゴ
、
コ
ン
ド
ル
セ
、
ベ
イ
コ
ソ
、
コ
ン
ト
、
マ
ル
ク
ス
、
ウ
エ
ー
バ
ー
、

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
マ
ル
ク
！
ゼ
、
ア
ド
ル
ノ
、
徳
富
蘇
峰
、
内
村
鑑
三
な
ど
ー
が
進
歩
と
考
え
た
も
の
が
い
か
に
多
様
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

　
同
書
の
各
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）
　
進
歩
は
人
を
主
語
と
し
て
も
語
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
彼
の
打
撃
に
進
歩
が
見
ら
れ
た
」
と
い
う
代
わ
り
に
、
「
打
撃
で
彼
は
進
歩
し
た
」
と

　
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
．
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
か
な
ら
ず
な
に
に
関
し
て
の
進
歩
か
が
明
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
．
人
を
主
語
と
し
て
語
ら
れ

　
る
進
歩
は
、
物
事
の
状
態
の
変
化
と
し
て
の
進
歩
を
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
人
の
能
力
の
変
化
に
着
目
し
て
論
じ
た
も
の
で
、
第
一
義
的
な
意
味
で

　
の
進
歩
は
あ
く
ま
で
も
物
事
の
状
態
の
変
化
に
あ
る
。

（
7
）
　
こ
れ
が
「
つ
ね
に
」
で
は
な
い
の
は
、
た
と
え
ば
あ
ら
た
に
他
者
か
ら
の
強
制
が
加
わ
っ
た
な
ど
の
状
況
の
変
化
に
よ
り
、
手
元
の
も
っ
と
も

　
好
ま
し
い
選
択
肢
を
実
行
に
移
し
て
も
、
以
前
の
状
態
よ
り
悪
い
状
態
し
か
実
現
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
．

（
8
）
　
厳
密
に
い
え
ば
、
あ
る
状
態
の
変
化
が
そ
の
原
因
で
あ
る
行
為
の
主
体
に
よ
っ
て
進
歩
と
評
価
さ
れ
る
の
は
、
彼
に
よ
っ
て
選
択
が
行
な
わ
れ

　
た
時
点
に
お
い
て
で
あ
る
．
選
択
さ
れ
た
選
択
肢
が
実
行
に
移
さ
れ
、
い
く
ば
く
か
の
時
間
の
経
過
の
の
ち
そ
の
行
為
の
結
果
が
実
際
に
生
じ
た
時
、

　
彼
が
そ
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
確
定
で
き
な
い
．
ま
し
て
、
さ
ら
に
時
間
が
経
過
し
た
将
来
の
時
点
に
お
い
て
は
、
彼
の
評
価
が
覆

　
る
こ
と
は
当
然
に
あ
り
得
る
．

（
9
）
　
す
で
に
「
（
1
）
事
実
の
要
素
」
の
項
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
進
歩
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
実
行
に
移
せ
ば
あ
る
状
態
の
変
化
が
生

　
起
す
る
こ
と
を
知
っ
て
そ
の
選
択
肢
を
選
択
す
る
作
業
と
、
そ
の
選
択
肢
を
実
行
に
移
す
作
業
が
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
作
業
は

　
同
一
の
主
体
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
必
要
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
が
．
実
際
に
行
な
わ
れ
る
実
行
の
作
業
は
な
ん
ら
か
の
選
択
の
作
業
に
よ
っ
て
か

　
な
ら
ず
監
理
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
は
、
実
行
の
作
業
を
現
実
に
監
理
し
て
い
る
選
択
の
作
業
に
言
及
す
れ
ば
そ
の
実
行
の
作
業
は
特
定
で
き
る
こ
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と
を
前
提
と
し
て
、
選
択
の
作
業
の
み
に
言
及
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
本
文
中
に
い
う
選
択
と
は
、
選
択
の
権
限
の
形
式
的

　
所
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
行
な
わ
れ
る
実
行
の
作
業
を
現
に
監
理
し
て
い
る
選
択
の
作
業
の
こ
と
を
指
す
．

（
1
0
）
　
厳
密
な
意
味
で
「
一
個
人
の
み
の
好
き
嫌
い
に
か
か
わ
る
」
物
事
は
少
な
い
．
本
文
中
の
例
に
あ
げ
た
個
室
の
壁
紙
の
色
に
し
て
も
、
家
全
体

　
の
色
の
調
和
の
観
点
か
ら
、
一
家
の
主
が
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
場
合
も
多
い
。
こ
こ
の
議
論
で
は
、
「
他
の
人
が
積
極
的
に
好
き
嫌
い
を
申
し

　
立
て
は
し
な
い
」
物
事
を
想
定
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。

（
11
）
　
「
良
質
」
と
は
、
進
歩
と
判
断
さ
れ
る
物
事
の
好
ま
し
さ
が
向
上
し
、
そ
の
よ
う
な
変
化
が
よ
り
短
時
間
で
、
よ
り
確
実
に
手
に
入
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
商
品
を
買
う
買
わ
な
い
の
選
択
が
消
費
者
の
自
由
意
思
に
任
さ
れ
て
い
る
状
況
が
な
け
れ
ば
、
あ
る
商
品
が
購
入
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ

　
こ
で
い
う
「
消
費
者
の
選
択
」
を
意
味
し
な
い
．
こ
の
状
況
と
は
「
競
争
」
の
状
況
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
市
場
経
済
に
お
い
て
も
独
占
状
況
の

下
で
や
、
原
則
と
し
て
消
費
者
に
商
品
選
択
の
自
由
が
な
い
計
画
経
済
の
下
で
は
、
進
歩
の
た
め
の
選
択
の
機
会
が
消
費
者
に
は
存
在
し
な
い
と
い

　
え
る
。

（
1
3
）
　
消
費
者
（
自
分
）
の
意
向
と
は
無
関
係
に
行
な
わ
れ
る
生
産
者
（
他
人
）
の
や
り
直
し
も
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
模
擬
実
験

　
の
意
味
を
も
つ
。
し
か
し
、
消
費
者
が
自
分
で
選
択
肢
の
選
択
を
行
な
え
な
い
以
上
、
生
産
者
が
消
費
者
の
意
向
を
体
し
て
や
り
直
し
を
行
な
わ
な

　
い
限
り
、
そ
れ
は
消
費
者
に
と
っ
て
の
進
歩
に
対
し
て
は
な
ん
ら
積
極
的
な
意
味
を
も
た
な
い
．

（
14
）
　
こ
れ
は
、
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
の
場
合
で
あ
る
．
①
A
関
係
者
の
全
部
に
そ
の
選
択
へ
の
参
加
の
機
会
が
認
め
ら
れ
て
い
る
状
況
で
、
（
1
）
全

員
の
意
見
が
一
致
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
（
2
）
自
分
が
支
配
的
な
立
場
に
あ
る
（
a
少
数
派
で
も
実
権
を
握
っ
て
い
る
側
に
属
し
て
い
る
、
ま
た

　
は
、
b
多
数
決
の
下
で
の
多
数
派
に
属
し
て
い
る
）
場
合
．
①
B
関
係
者
の
一
部
の
み
に
そ
の
選
択
へ
の
参
加
の
機
会
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ

自
分
が
そ
の
一
部
に
含
ま
れ
る
状
況
で
、
（
1
）
そ
の
全
員
の
意
見
が
一
致
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
（
2
）
自
分
が
支
配
的
な
立
場
に
あ
る
（
＆
少
数

派
で
も
実
権
を
握
っ
て
い
る
側
に
属
し
て
い
る
、
ま
た
は
、
b
多
数
決
の
下
で
の
多
数
派
に
属
し
て
い
る
）
場
合
．

（
1
5
）
　
こ
れ
は
、
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
の
場
合
で
あ
る
．
②
A
関
係
者
の
全
部
に
そ
の
選
択
へ
の
参
加
の
機
会
が
認
め
ら
れ
て
い
る
状
況
で
、
自
分
が
支

配
的
な
立
場
に
な
い
（
a
多
数
派
で
も
実
権
を
握
っ
て
い
な
い
側
に
属
し
て
い
る
、
ま
た
は
、
b
多
数
決
の
下
で
の
少
数
派
に
属
し
て
い
る
）
場
合
．

②
B
関
係
者
の
一
部
の
み
に
そ
の
選
択
へ
の
参
加
の
機
会
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
自
分
が
そ
の
一
部
に
含
ま
れ
る
状
況
で
、
自
分
が
支
配
的
な

立
場
に
な
い
（
a
多
数
派
で
も
実
権
を
握
っ
て
い
な
い
側
に
属
し
て
い
る
、
ま
た
は
、
b
多
数
決
の
下
で
の
少
数
派
に
屈
し
て
い
る
）
場
合
。
②
C

関
係
者
の
一
部
に
は
そ
の
選
択
へ
の
参
加
の
機
会
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
自
分
は
そ
の
一
部
に
含
ま
れ
な
い
場
合
．

（
1
6
）
　
自
分
以
外
の
人
に
選
択
の
機
会
を
与
え
な
い
最
大
の
理
由
は
、
自
分
が
よ
し
と
す
る
選
択
肢
が
選
択
さ
れ
な
い
状
況
を
あ
ら
か
じ
め
排
除
す
る
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こ
と
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
選
択
肢
の
選
択
に
お
い
て
自
分
と
同
じ
行
動
を
と
る
こ
と
が
確
実
な
人
々
に
、
そ
の
機
会
を
与
え
な
い
よ
う
画
策
す

　
る
理
由
は
な
い
。

（
1
7
）
　
他
人
か
ら
の
強
制
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
人
は
つ
ね
に
、
自
分
の
手
元
に
あ
る
複
数
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
最
大
の
満
足
を
与
え
て
く
れ

　
る
も
の
を
選
択
す
る
。
強
制
と
は
、
被
強
制
者
が
自
分
に
最
大
の
満
足
を
も
た
ら
す
と
し
て
あ
る
選
択
肢
を
選
択
す
る
と
、
そ
れ
が
強
制
者
の
望
む

結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
に
、
強
制
者
が
被
強
制
者
の
手
元
に
あ
る
選
択
肢
を
操
作
す
る
こ
と
で
あ
る
．
（
参
照
、
田
中
宏
「
合
理
的
選
択
と
政
治
理

論
」
（
『
法
学
研
究
』
第
五
八
巻
第
一
〇
号
）
。
）
こ
の
操
作
さ
れ
た
後
の
最
良
の
選
択
肢
は
、
あ
る
物
事
に
関
し
て
そ
の
現
状
よ
り
も
悪
い
状
態
を
、

被
強
制
者
に
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
．

（
18
）
　
H
・
ケ
ル
ゼ
ン
（
西
島
芳
二
訳
）
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
と
価
値
』
岩
波
書
店
・
昭
和
四
一
年
、
四
四
ぺ
ー
ジ
。

（
1
9
）
　
こ
の
方
法
を
と
る
と
、
自
分
一
人
で
は
考
え
つ
か
な
い
「
良
質
」
の
選
択
肢
が
手
に
入
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
自
分
が
「
選
択

　
で
き
な
い
立
場
」
に
立
つ
可
能
性
も
生
ま
れ
る
。
こ
の
損
得
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
現
時
点
で
は
以
下
を
指
摘
し

　
て
お
く
。

　
　
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
よ
り
良
質
の
選
択
肢
が
手
に
入
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
自
分
自
身
の
価
値
判
断
の
基
準
が
状
況
の
変
化
や
時
間
の
経
過
と

と
も
に
移
ろ
う
こ
と
、
国
家
に
実
行
さ
せ
る
仕
事
が
多
岐
に
亙
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
自
分
の
選
択
が
あ
る
問
題
に
関
し
て
い
ま
否
定
さ
れ
て

も
、
他
の
諸
問
題
に
関
す
る
決
定
も
考
慮
に
入
れ
、
か
つ
、
長
期
的
に
損
得
を
均
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
方
法
を
と
る
方
が
よ
り
大
き
な
満
足
を
も
た

　
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
0
）
　
そ
の
よ
う
な
社
会
的
な
仕
組
と
し
て
、
市
場
経
済
と
選
挙
が
あ
げ
ら
れ
る
．
た
だ
し
、
市
場
経
済
に
お
い
て
も
、
独
占
状
態
が
存
在
す
る
と
、

消
費
者
（
自
分
）
の
選
択
が
生
産
者
（
他
人
）
の
行
動
を
う
ま
く
制
御
で
き
な
い
の
で
、
独
占
の
排
除
、
競
争
状
態
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
同
様

　
に
、
選
挙
に
つ
い
て
も
、
投
票
者
（
自
分
）
の
選
択
が
議
員
（
他
人
）
の
行
動
を
う
ま
く
制
御
で
き
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
排
除
す
る
必
要
が
あ

　
る
。

（
2
1
）
　
一
九
九
一
年
八
月
ソ
連
に
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
り
、
ま
だ
そ
の
失
敗
が
見
え
な
か
っ
た
時
期
に
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
答
え
た
モ
ス
ク
ワ

　
の
婦
人
が
、
「
誰
が
権
力
の
座
に
つ
こ
う
ど
、
暮
ら
し
さ
え
よ
く
な
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
行
な
っ
て
い
た
．
し
か
し
、
自
分
で
は
選

　
択
が
で
き
ず
、
く
わ
え
て
、
権
力
の
座
に
あ
る
者
の
選
択
が
同
時
に
「
自
分
の
よ
り
大
き
な
満
足
を
求
め
て
」
の
選
択
と
な
る
保
証
が
な
い
状
況
で

　
は
、
彼
女
に
と
っ
て
の
暮
ら
し
向
き
の
改
善
は
偶
然
の
賜
物
で
あ
り
、
自
分
の
制
御
の
効
か
な
い
自
然
現
象
と
大
差
が
な
い
。
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（
一
九
九
一
年
八
月
三
一
日
脱
稿
）


