
Title 規範的な議論の構成と必要性
Sub Title The Structure and Necessity of the Normative Approach
Author 根岸, 毅(Negishi, Takeshi)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1997

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.70, No.2 (1997. 2) ,p.11- 34 

JaLC DOI
Abstract
Notes 奈良和重教授退職記念号
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19970228-0011

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


規
範
的
な
議
論
の
構
成
と
必
要
性

根

岸

毅

規範的な議論の構成と必要性

　
　
　
　
・
価
値
意
識
の
源
泉

　
　
　
　
・
評
価
の
基
礎
と
な
る
思
考
方
法

　
　
　
　
・
目
的
の
実
現
と
問
題
解
決

　
　
　
　
・
他
者
の
説
得

　
　
　
　
・
政
府
に
よ
る
行
動
規
制
の
提
案

　
　
　
　
・
社
会
科
学
に
お
け
る
「
科
学
崇
拝
」

　A

　
個
人
の
思
考
の
局
面

一
　
規
範
的
な
議
論
の
特
徴

二
　
規
範
的
な
議
論
の
構
成
要
素

　
B
　
集
団
の
規
準
へ
の
転
化
の
局
面

三
　
規
範
的
な
議
論
の
必
要
性

が
も
た
ら
し
た
も
の

　
　
　
　
・
問
題
解
決
に
対
す
る
学
間
の
手
引
き
の
必
要
性

　
　
　
　
・
規
範
的
な
議
論
の
必
要
性
と
限
界

　
　
　
　
・
法
解
釈
の
一
般
的
な
問
題
点

　
　
　
　
・
表
現
の
自
由

　
　
　
　
・
「
未
成
熟
な
基
本
権
」
論
と
経
済
学
の
貢
献

　
　
　
　
・
番
組
編
成
の
「
政
治
的
公
平
性
」

　
B
　
手
段
と
し
て
の
放
送
制
度

四
　
規
範
的
な
議
論
か
ら
問
題
解
決
の
た
め
の
議
論
へ

五
　
放
送
制
度
の
分
析
視
角

　
A
　
放
送
制
度
の
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
★

　
私
た
ち
放
送
法
研
究
会
は
、
大
規
模
情
報
活
動
を
対
象
と
し
て
「
規
範
的
な
」
議
論
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
同

じ
対
象
に
関
し
て
は
、
「
非
規
範
的
な
」
観
点
か
ら
の
分
析
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
種
の
研
究
が
方
法
論
と
し
て
は
も
て
は
や

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

さ
れ
る
傾
き
が
あ
る
。
私
が
、
規
範
的
な
観
点
か
ら
の
分
析
の
必
要
性
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
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か
ら
で
あ
る
。

　
「
な
ぜ
規
範
的
な
議
論
が
必
要
か
」
と
い
う
問
に
答
を
出
す
た
め
に
は
、
ま
ず
「
規
範
的
な
議
論
と
は
何
か
」
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
必
要
が
あ
る
。
議
論
が
規
範
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
考
察
方
法
が
必
要
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
す
る
。

★
　
本
稿
は
、
放
送
法
研
究
会
で
の
共
同
研
究
の
方
法
論
的
方
向
づ
け
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
放
送
法
研
究
会
は
、
一
九
八
八

年
に
慶
慮
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
の
外
郭
の
研
究
会
と
し
て
組
織
さ
れ
た
団
体
で
、
一
九
九
四
年
八
月
に
は
根
岸
毅
・
堀
部
政
男
編
『
放

送
・
通
信
新
時
代
の
制
度
デ
ザ
イ
ン
』
（
日
本
評
論
社
）
を
出
版
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
（
一
九
九
六
年
）
は
、
財
団
法
人
放
送
文
化

基
金
の
助
成
金
を
得
て
、
共
同
研
究
「
放
送
・
通
信
法
制
の
メ
タ
理
論
」
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
1
）
　
こ
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
『
放
送
・
通
信
新
時
代
の
制
度
デ
ザ
イ
ン
』
の
3
ぺ
ー
ジ
註
1
で
も
指
摘
し
た
。

12

一
　
規
範
的
な
議
論
の
特
徴

　
議
論
が
「
規
範
的
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
議
論
が
規
範
的
で
あ
る
と
き
、
論
者
は
、
特
定
の
事
物
（
物
や
出
来
事
－
人
の
行
動
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
い
か
に
あ

る
べ
き
か
」
（
当
為
）
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
論
者
は
、
自
分
の
主
張
の
正
当
化
の
た
め
、
そ
の
根
拠
も
ま
た
示
そ
う
と
す

（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
。
こ
の
根
拠
が
「
規
範
」
で
あ
る
。
規
範
と
は
「
わ
れ
わ
れ
の
評
価
作
用
が
必
ず
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
規
準
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
当
為
は
、
必
然
ま
た
は
存
在
に
対
比
さ
れ
、
「
ま
さ
に
な
す
べ
き
こ
と
」
「
ま
さ
に
あ
る
べ
き
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
当
為
を
示
す

日
本
語
の
表
現
形
式
の
「
べ
き
」
（
「
べ
し
」
の
連
体
形
）
は
、
「
個
々
の
主
観
を
超
え
た
理
の
あ
る
こ
と
を
納
得
し
て
下
す
判
断
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
こ
と
を
示
す
」
助
動
詞
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
記
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。



規範的な議論の構成と必要性

　
そ
の
一
は
、
上
の
記
述
に
い
う
「
個
々
の
主
観
を
超
え
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
か
の
問
題
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
べ
き
」
の
主
張
が
求
め
る
「
普
遍
妥
当
性
」
と
個
人
の
判
断
の
関
係
で
あ
る
。

　
上
の
記
述
に
し
た
が
え
ば
、
「
べ
き
」
の
表
現
を
と
る
と
き
、
論
者
一
人
ひ
と
り
は
、
自
分
の
主
張
に
「
個
々
の
主
観
を
超
え
た

理
が
あ
る
」
と
の
納
得
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
「
個
々
の
主
観
を
超
え
た
」
と
は
、
個
人
の
判
断
を
否
定
す
る
も

の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
個
人
の
判
断
」
で
あ
り
な
が
ら
「
た
ん
な
る
個
人
の
判
断
以
上
の
も
の
」
で
あ
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
「
以
上
の
も
の
」
と
は
、
「
べ
き
」
の
普
遍
妥
当
性
の
含
意
か
ら
、
同
じ
判
断
を
共
有
す
る
諸
個
人
の
範
囲
が

「
す
べ
て
」
に
広
が
っ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
「
個
々
の
主
観
を
超
え
た
理
が
あ
る
」
と
は
、
「
そ
の
よ
う
な

レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
だ
れ
も
が
受
け
容
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
は
自
分
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
も
の
を
受

け
容
れ
る
こ
と
は
決
し
て
し
な
い
か
ら
、
「
個
々
の
主
観
を
超
え
た
理
」
と
は
、
「
す
べ
て
の
個
人
が
『
自
分
に
と
っ
て
好
ま
し
い
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
（
7
）

と
判
断
し
て
受
け
容
れ
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
二
は
、
「
個
々
の
主
観
を
超
え
た
理
」
が
は
た
し
て
存
在
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

　
そ
の
存
否
は
、
現
時
点
で
は
だ
れ
に
も
明
言
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
否
定
も
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
そ
の
理
を

求
め
て
規
範
的
な
議
論
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
り
体
に
い
え
ば
、
「
べ
き
」
の
表
現
を
と
る
と
き
の
論
者
は
、

「
個
々
の
主
観
を
超
え
た
理
」
が
「
あ
る
」
発
言
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
主
張
に
そ
の
よ
う
な
理
が
あ
る
こ
と
を
「
願

っ
て
」
発
言
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
以
上
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
規
範
的
な
議
論
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
つ
ぎ
の
事
態
を
意
味
す
る
と
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
。

　
規
範
的
な
議
論
を
行
な
う
と
き
、
私
た
ち
は
、
ω
自
分
に
と
っ
て
、
研
究
対
象
の
事
物
の
あ
り
様
に
は
「
好
ま
し
い
」
「
好
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

く
な
い
」
の
区
別
が
あ
り
、
そ
の
事
物
を
そ
の
「
好
ま
し
い
」
状
態
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
私
た
ち
は
、
必
要
と

13
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あ
ら
ば
、
⑭
自
分
が
「
好
ま
し
い
」
と
考
え
る
あ
り
様
が
他
の
人
び
と
に
も
受
け
容
れ
ら
れ
、
そ
の
事
物
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
状

態
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
が
行
な
わ
れ
る
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
議
論
を
「
規
範
的
で
あ
る
」
と
呼
ぶ
。

　
（
1
）
　
『
広
辞
苑
』
（
第
四
版
、
岩
波
書
店
・
一
九
九
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
規
範
学
と
は
、
「
対
象
と
し
て
の
事
実
を
記
述
す
る
経
験
科
学
に

　
　
対
し
、
対
象
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
当
為
を
問
題
と
し
、
ま
た
そ
の
基
準
と
し
て
価
値
・
規
範
を
考
え
る
学
問
」
と
規
定
さ
れ
る
。

　
　
同
様
の
指
摘
は
『
哲
学
事
典
』
（
平
凡
社
・
昭
和
四
六
年
）
、
三
一
四
ぺ
ー
ジ
に
も
あ
る
。

　
（
2
）
　
『
哲
学
事
典
』
、
三
二
二
ぺ
ー
ジ
。
『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、
規
範
と
は
「
判
断
・
評
価
ま
た
は
行
為
な
ど
の
拠
る
べ
き
基
準
」
と
さ

　
　
れ
る
。

　
（
3
）
　
『
広
辞
苑
』
。
同
様
の
指
摘
は
『
哲
学
事
典
』
（
九
九
九
ぺ
ー
ジ
）
に
も
あ
る
。

　
（
4
）
　
『
広
辞
苑
』
。

　
（
5
）
　
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
を
論
ず
る
者
は
、
み
ず
か
ら
の
主
張
の
「
普
遍
妥
当
性
」
を
求
め
て
い
る
。
（
参
照
、
『
哲
学
事
典
』
、
三
一

　
　
三
ぺ
ー
ジ
。
）

　
（
6
）
　
価
値
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
「
普
遍
妥
当
性
」
と
は
、
こ
の
意
味
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
「
だ
れ
も
が
受
け
容
れ
る
」
と
言
わ
ず

　
　
に
「
普
遍
妥
当
」
と
言
う
の
は
、
あ
る
主
張
を
す
べ
て
の
人
に
受
け
容
れ
さ
せ
る
た
め
の
、
上
手
い
説
得
の
方
法
・
戦
略
で
あ
る
と
考
え

　
　
ら
れ
る
。
（
こ
う
言
う
こ
と
で
、
説
得
相
手
の
、
個
人
と
し
て
の
判
断
の
契
機
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

　
　
　
ま
た
、
こ
の
属
性
を
も
つ
主
張
は
、
「
個
人
に
と
っ
て
好
ま
し
い
」
の
み
な
ら
ず
、
「
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
「
正
し

　
　
い
」
も
の
と
な
る
。

　
（
7
）
本
文
中
の
「
受
け
容
れ
る
」
に
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
場
合
が
区
別
さ
れ
る
。
第
一
は
、
あ
る
主
張
の
意
味
す
る
も
の
が
「
自
分
に
と

　
　
っ
て
好
ま
し
い
」
と
、
論
理
的
に
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
（
こ
の
場
合
も
、
論
理
的
思
考
能
力
が
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
能
力
を
十
分
に

　
　
備
え
た
者
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
者
も
あ
り
う
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
事
態
ま
で
論
ず
る
必
要
は
な
い
。
）
第
二

　
　
は
、
そ
の
主
張
に
従
っ
て
実
際
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
「
受
け
容
れ
る
」
に
第
二
の
意
味
ま
で
含

　
　
め
る
必
要
は
な
い
。

　
（
8
）
　
す
く
な
く
と
も
本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
「
好
ま
し
い
」
と
「
望
ま
し
い
」
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。
両
者
は
同
一
の
事
態
の

14



異
な
る
側
面
に
光
を
当
て
て
い
る
。
前
者
は
対
象
の
自
分
に
と
っ
て
の
効
用
に
力
点
が
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
必
要

性
に
力
点
が
あ
る
。
同
一
の
立
脚
点
か
ら
見
て
、
「
好
ま
し
い
が
望
ま
し
く
な
い
も
の
」
、
「
望
ま
し
い
が
好
ま
し
く
な
い
も
の
」
は
あ
り

え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
規
範
的
な
議
論
の
構
成
要
素

　
規
範
的
な
議
論
に
は
、
論
者
個
人
の
思
考
の
局
面
と
、
そ
の
思
考
の
結
果
が
他
者
と
か
か
わ
り
を
も
ち
、

準
に
転
化
す
る
局
面
の
二
つ
の
局
面
が
あ
る
。

つ
い
に
は
社
会
的
な
規

規範的な議論の構成と必要性

　
A
　
個
人
の
思
考
の
局
面

規
範
的
な
議
論
は
、
論
者
個
人
が
対
象
の
事
物
の
状
態
に

こ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
作
業
で
あ
ろ
う
か
。

「
好
ま
し
い
」
「
好
ま
し
く
な
い
」
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
に
始
ま
る
。

　
　
・
価
値
意
識
の
源
泉

　
規
範
的
な
議
論
の
出
発
点
と
な
る
「
自
分
に
と
っ
て
の
好
ま
し
さ
」
の
認
識
は
、
つ
ぎ
に
説
明
す
る
「
価
値
の
色
づ
け
」
の
場
面

で
の
出
来
事
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
、
生
活
環
境
の
「
眺
め
」
を
形
づ
く
り
、
そ
の
情
報
の
な
か
で
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
こ
の
眺
め
に
は
、
二
つ
の
「
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

き
込
み
」
が
し
て
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
「
観
光
地
図
」
に
準
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
一
は
、
環
境
の
自
然
的
（
物
理
的
）
な
状
態
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
環
境
の
事
物
（
事
実
）
と
し
て
の
情
報
で
あ
る
。
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観
光
地
図
で
い
え
ば
、
湖
や
山
の
位
置
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
そ
の
二
は
、
環
境
に
対
す
る
私
た
ち
の
生
活
反
応
の
記
録
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
こ
れ
は
、
事
物
と
し
て
の
環
境
に
対
す
る
「
価
値
の
色
づ
け
」
で
あ
る
。
観
光
地
図
で
い
え
ば
、
路
面
の
状
況
に
対

す
る
運
転
上
の
注
意
事
項
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
私
た
ち
の
環
境
の
眺
め
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
す
な
わ
ち
「
事
実
と
価
値
」

は
、
つ
ね
に
「
二
重
写
し
」
「
重
ね
合
わ
せ
」
に
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
い
う
「
価
値
」
と
は
、
あ
る
事
物
が
も
つ
、
「
特
定
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
な
り
う
る
か
否
か
」
の
観
点
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
判
断
さ
れ
る
性
質
の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
生
活
の
あ
る
場
面
で
、
実
現
し
た
い
あ
る
目
的
を
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
実
現

に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
事
物
に
対
し
て
は
、
そ
の
も
の
の
物
理
的
な
状
態
を
事
実
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
目
的
の

実
現
に
役
立
つ
性
質
を
「
好
ま
し
さ
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
が
、
「
事
実
と
価
値
の
重
ね
合
わ
せ
」
と
呼
べ
る
状
態
で
あ
る
。

　
私
た
ち
が
事
物
の
状
態
に
「
好
ま
し
い
」
「
好
ま
し
く
な
い
」
の
区
別
を
つ
け
る
大
方
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
説
明
が
つ

く
。
と
こ
ろ
で
、
目
的
と
手
段
の
関
係
は
相
対
的
で
あ
る
。
あ
る
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
手
段
と
見
倣

さ
れ
る
事
物
は
、
そ
の
事
物
の
実
現
に
役
立
つ
別
の
事
物
か
ら
み
れ
ば
目
的
の
身
分
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
論
理
的
に
は
、
そ

れ
以
上
目
的
方
向
に
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
「
根
源
的
な
」
ま
た
は
「
第
一
義
的
な
」
目
的
が
存
在
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
の
限
ら
れ
た
数
の
根
源
的
な
目
的
の
「
好
ま
し
さ
」
は
、
上
の
よ
う
に
は
説
明
で
き
ず
、
そ
れ
に
内
在
的
な
形
で
価
値

の
根
拠
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
第
一
義
的
な
目
的
の
場
合
も
、
な
ん
ら
か
の
上
位
の
目
的
の
手
段
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
、
「
好
ま
し
い
」
と
考
え
ら

れ
る
も
の
は
、
そ
う
考
え
る
人
が
行
動
を
起
こ
し
て
そ
の
実
現
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
、
そ
の
意
味
で
「
目
的
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
状
態
を
「
好
ま
し
い
」
と
考
え
る
こ
と
は
、
当
然
、
そ
の
状
態
を
「
目
的
」
と
見
傲
し
、
そ
の
実
現
を
望
み
、
そ
の
た
め
に
必

要
な
行
動
を
起
こ
そ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
る
状
態
を
好
ま
し
い
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
実
現
を
望
ま
な
い
の
は
、

論
理
矛
盾
か
、
欺
隔
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
私
た
ち
が
事
物
の
状
態
に
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
好
ま
し
い
」
「
好
ま
し
く
な
い
」
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の
区
別
を
つ
け
る
と
い
う
の
は
、
自
分
が
実
現
し
た
い
目
的
を
特
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
・
評
価
の
基
礎
と
な
る
思
考
方
法

　
「
好
ま
し
さ
」
の
意
識
は
、
複
数
の
事
物
の
比
較
か
ら
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
目
的
の
実
現
の
観
点
か
ら
、
複
数
の
事
物

が
も
つ
そ
の
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
性
質
が
比
較
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
の
好
ま
し
さ
の
度
合
い
が
認
識
さ
れ
る
。
こ
の

認
識
に
は
、
目
的
や
手
段
と
考
え
ら
れ
る
事
物
を
「
変
数
」
と
「
そ
の
値
」
の
観
念
で
捉
え
、
目
的
に
対
応
す
る
変
数
と
手
段
に
対

応
す
る
変
数
の
間
の
「
関
数
関
係
」
を
事
実
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
、
よ
り
具
体
的
に
は
つ
ぎ
の
思
考
方
法
が
必
要
で
あ
る
。

規範的な議論の構成と必要性

　
実
際
に
存
在
し
、
直
接
私
た
ち
の
目
に
と
ま
り
、
評
価
の
対
象
と
な
る
の
は
、
特
定
の
事
物
で
あ
る
。
こ
の
事
物
と
比
較
対
照
さ

れ
る
別
の
事
物
は
、
こ
の
事
物
を
特
定
の
変
数
（
こ
の
変
数
を
エ
と
す
る
）
が
一
定
の
値
（
た
と
え
ば
エ
）
を
取
っ
た
も
の
と
し
て
認

識
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
「
見
え
て
」
く
る
。
つ
ま
り
、
後
者
（
別
の
事
物
）
は
、
多
く
の
場
合
い
ま
は
直
接
私
た
ち
の
目
に
と
ま

る
も
の
、
実
際
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
変
数
が
別
の
値
（
た
と
え
ば
x
）
を
取
っ
た
も
の
と
し
て
認
識
（
想
像
）
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
物
が
そ
の
実
現
に
役
立
つ
ま
た
は
そ
の
実
現
を
阻
害
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
目
的
」
の
状
態
も
ま
た
、
あ
る
変
数

（
こ
の
変
数
を
ア
と
す
る
）
が
特
定
の
値
（
た
と
え
ば
ジ
）
を
取
っ
た
も
の
と
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
変

数
が
別
の
値
（
た
と
え
ば
y
）
を
取
っ
た
状
態
は
、
好
ま
し
く
な
い
、
目
的
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
事
物
が
そ
の
目
的
と
の
関
連
で
「
好
ま
し
い
」
ま
た
は
「
好
ま
し
く
な
い
」
と
意
識
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、

事
実
と
し
て
、
両
変
数
の
間
に
関
数
の
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
関
係
は
紀
H
、
（
～
）
と

記
述
で
き
る
。
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目
的
（
変
数
ジ
が
値
ア
を
取
っ
た
も
の
）
は
定
義
上
「
好
ま
し
い
」
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
変
数
ア
が
別
の
値
（
た
と
え
ば

ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ジ
）
を
と
っ
た
も
の
は
「
好
ま
し
く
な
い
」
ま
た
は
「
不
都
合
だ
」
「
問
題
が
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
変
数
渥
が
「
好
ま
し
い
」
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
変
数
ア
に
目
的
の
値
（
ア
）
を
取
ら
せ
る
値
（
た
と
え
ば
エ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
の

を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
変
数
x
が
値
ズ
を
取
れ
ば
変
数
y
の
値
は
y
と
な
り
、
所
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
変
数
濫
が
値
工
を
取
っ
た
状
態
を
生
起
さ
せ
る
こ
と
は
そ
の
目
的
に
対
す
る
「
手
段
」
の
身

分
を
も
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
あ
る
手
段
が
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
と
い
う
の
は
、
目
的
と
手
段
の
問
に
こ
の
よ
う
な
関
数
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
、

そ
の
場
合
そ
の
手
段
は
「
好
ま
し
い
」
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
変
数
π
が
別
の
値
（
た
と
え
ば
κ
）
を
取
れ
ば
、
変
数
y
の
値
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

y
と
は
な
ら
ず
（
た
と
え
ば
y
と
な
る
）
、
こ
の
場
合
所
期
の
目
的
の
実
現
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
変
数
が
こ
の
値
を
取

っ
た
状
態
は
、
こ
の
目
的
実
現
と
の
関
連
で
は
「
好
ま
し
く
な
い
」
ま
た
は
「
不
都
合
だ
」
「
問
題
が
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
、
こ
の

目
的
実
現
の
手
段
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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・
目
的
の
実
現
と
問
題
解
決

　
実
現
し
た
い
目
的
を
特
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
問
題
解
決
を
目
論
む
こ
と
で
あ
る
。
「
間
題
解
決
」
と
は
、
目

的
の
実
現
に
役
立
つ
手
段
を
見
つ
け
だ
し
、
そ
の
手
段
を
実
際
に
講
じ
て
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
、
裏
返
せ
ば
、
不
都
合
、
障

害
、
問
題
と
考
え
ら
れ
る
状
態
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ
る
。

　
問
題
解
決
を
果
す
た
め
に
は
、
目
的
を
特
定
す
る
作
業
と
、
そ
の
実
現
に
役
立
つ
手
段
を
見
つ
け
だ
す
作
業
の
双
方
が
必
要
に
な

る
。
前
者
は
価
値
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
哲
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
後
者
が
見
つ
け
だ
そ
う
と
す
る
手
段
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
数
y
に
目
的
の
状
態
に
対
応
す
る
値
（
た
と
え
ば
y
）
を
取
ら
せ
る
よ
う
な
変
数
劣
の
値
（
た
と
え
ば
x
）
に
当
た
る
事
物
を
生
起
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さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
つ
け
だ
す
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
変
数
y
と
変
数
x
の
間
に
存
在
す
る
関
数
の
関
係
を

事
実
と
し
て
確
定
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
を
「
科
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
問
題
解
決
の
作
業
で
は
、

哲
学
と
科
学
が
、
一
つ
の
目
的
の
実
現
に
向
け
て
有
機
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
規
範
的
」
と
呼
ば
れ
る
議
論
は
、
対
象
の
あ
る
べ
き
状
態
す
な
わ
ち
目
的
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
作
業
の
み
に
か
か
わ
っ
て
い

る
。
（
そ
の
対
象
を
、
よ
り
上
位
の
目
的
状
態
と
の
間
に
事
実
と
し
て
存
在
す
る
関
数
関
係
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
特

定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
）
し
た
が
っ
て
、
問
題
解
決
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、

問
題
解
決
の
た
め
に
必
要
な
議
論
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
規
範
的
な
議
論
に

つ
な
げ
て
、
そ
れ
が
特
定
す
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
に
関
す
る
「
科
学
的
な
」
議
論
が
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を

　
　
　
（
4
）

意
味
す
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
考
え
は
、
沢
田
允
茂
『
認
識
の
風
景
』
岩
波
書
店
・
一
九
七
五
年
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
参
照
、
沢
田
『
認
識
の
風
景
』
、
一
四
四
～
一
四
七
ぺ
ー
ジ
。

　
（
3
）
　
「
問
題
」
は
、
人
間
が
生
き
て
行
く
上
で
の
障
害
の
意
味
に
限
定
す
る
。
参
照
、
根
岸
毅
『
政
治
学
と
国
家
』
慶
鷹
通
信
・
一
九
九

　
　
〇
年
、
一
〇
四
～
一
〇
五
ぺ
ー
ジ
註
1
。

　
（
4
）
　
参
照
、
根
岸
毅
「
工
学
に
欠
け
る
も
の
、
政
治
学
に
欠
け
る
も
の
」
（
『
法
学
研
究
』
第
五
八
巻
第
八
号
）
。

　
B
　
集
団
の
規
準
へ
の
転
化
の
局
面

　
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
規
範
的
な
議
論
の
出
発
点
は
、
論
者
個
人
の
「
自
分
に
と
っ
て
の
好
ま
し
さ
」
の
認
識
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
研
究
対
象
の
事
物
に
自
分
に
と
っ
て
の
「
好
ま
し
い
」
「
好
ま
し
く
な
い
」
の
区
別
を
つ
け
、
み
ず
か
ら
行
動
を
起
こ
し
て

で
も
、
そ
の
事
物
を
そ
の
よ
う
な
「
好
ま
し
い
」
状
態
に
し
た
い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
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対
象
の
事
物
を
そ
の
よ
う
な
状
態
に
す
る
た
め
に
は
、
自
分
一
人
の
行
動
で
十
分
な
場
合
と
、
自
分
一
人
の
行
動
で
は
そ
れ
が
実

現
で
き
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
前
者
は
、
た
と
え
ば
、
独
り
暮
ら
し
の
人
が
自
分
の
部
屋
を
タ
バ
コ
の
煙
の
な
い
状
態
に
し
よ
う
と

い
う
場
合
で
あ
る
。
後
者
は
、
た
と
え
ば
、
何
人
も
の
人
が
集
ま
る
会
議
の
席
を
タ
バ
コ
の
煙
の
な
い
状
態
に
し
よ
う
と
い
う
場
合

で
あ
る
。

　
後
者
の
場
合
に
は
、
私
た
ち
は
、
他
の
人
々
を
説
得
し
て
自
分
の
考
え
を
受
け
容
れ
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
協
働
行
動
を
と
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
規
範
的
な
議
論
は
個
人
の
思
考
の
領
域
を
超
え
、
社
会
的
な
広
が
り
を

も
つ
こ
と
に
な
る
。

20

　
　
・
他
者
の
説
得

　
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
他
者
を
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
説
得
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。

一
つ
は
、
実
現
す
べ
き
目
的
に
関
し
て
の
合
意
を
取
り
つ
け
る
た
め
の
説
得
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
目
的
に
関
し
て
合
意
が
あ
る

場
合
の
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
手
段
に
関
し
て
の
合
意
を
取
り
つ
け
る
た
め
の
説
得
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
限
ら
れ
た
数
の
第
一
義
的
な
意
味
で
の
目
的
を
除
け
ば
、
私
た
ち
が
実
現
し
よ
う
と
す
る

事
物
の
状
態
を
「
目
的
」
と
呼
ぶ
か
「
手
段
」
と
呼
ぶ
か
は
相
対
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
第
一
義
的
な
意
味
で
の
目
的

を
除
け
ば
、
あ
る
事
物
の
特
定
の
状
態
を
目
的
と
認
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
よ
り
上
位
の
目
的
と
さ
れ
る
事
物
の
状
態
の
実
現

に
役
立
つ
と
い
う
「
事
実
の
認
定
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
事
物
の
状
態
を
第
二
義
的
な
目
的
（
手
段
）
と
し
て

他
の
人
々
に
受
け
容
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
議
論
は
、
よ
り
上
位
の
目
的
を
前
提
と
し
、
そ
の
事
物
が
そ
の
前
提
の
実
現
に
役
立
つ
と

い
う
事
実
を
根
拠
と
し
て
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
一
義
的
な
意
味
で
の
目
的
を
他
の
人
々
に
受
け
容
れ
さ
せ
よ

う
と
す
る
議
論
は
、
い
か
な
る
上
位
の
目
的
を
も
前
提
と
せ
ず
に
、
そ
の
「
好
ま
し
さ
」
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。
こ
の
種
の
議
論
す
な
わ
ち
目
的
と
し
て
特
定
さ
れ
た
事
物
が
な
ぜ
に
実
現
す
る
に
値
す
る
か
の
根
拠
を
示
す
議
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

論
証
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

「
価
値
の

規範的な議論の構成と必要性

　
　
・
政
府
に
よ
る
行
動
規
制
の
提
案

　
他
者
を
説
得
し
て
協
働
行
動
を
と
る
こ
と
は
、
成
功
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
成
功
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
立
論
に
論
理

的
矛
盾
が
あ
り
、
説
得
力
に
欠
け
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
相
手
方
が
論
理
と
し
て
は
納
得
し
て
も
、
実
際
に
は
そ
れ
を
受
け
容
れ
な
い

場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
後
者
の
例
と
し
て
、
タ
バ
コ
が
健
康
を
害
す
る
と
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
承
知
し
な
が
ら
、
呼
吸
器
疾
患
を
患
っ
て

い
る
人
－
本
人
を
含
め
て
も
よ
い
　
　
が
い
る
家
庭
で
喫
煙
を
止
め
な
い
人
の
場
合
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
説
得
が
成
功
し
な
け

れ
ば
、
協
働
行
動
を
と
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
目
的
の
実
現
は
か
な
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
場
合
、
協
働
行
動
が
成
立
し
な
い
の
は
、
よ
く
も
悪
く
も
、
説
得
に
は
強
制
の
契
機
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場

合
の
「
強
制
」
と
は
、
人
に
「
協
働
行
動
を
と
る
」
「
と
ら
な
い
」
の
選
択
肢
を
与
え
、
本
人
に
計
算
づ
く
で
そ
の
い
ず
れ
か
を
選

択
さ
せ
る
場
合
（
こ
こ
ま
で
は
説
得
も
同
じ
）
に
、
後
者
の
選
択
肢
に
そ
の
選
択
を
思
い
留
ま
ら
せ
る
に
足
る
ほ
ど
大
き
な
コ
ス
ト

が
付
加
さ
れ
た
状
況
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
は
、
人
は
そ
の
過
大
な
コ
ス
ト
の
負
担
を
避
け
る
た
め
、

（
た
と
え
嫌
々
で
は
あ
っ
て
も
）
み
ず
か
ら
の
判
断
と
意
思
で
協
働
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
一
定
範
囲
の
人
々
の
協
働
行
動
な
し
に
は
実
現
で
き
な
い
目
的
に
関
し
て
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
種
の
強

制
の
状
況
を
作
る
努
力
が
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
政
府
以
外
の
装
置
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
る
強
制
の
状
況
は
、
付
加
す
る
コ
ス

ト
が
十
分
に
大
き
く
は
な
く
、
必
要
な
協
働
行
動
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
政
府
」
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
種
の
強
制
を
働
か
す
た
め
の
装
置
（
機
関
）
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
の
強
制
力
は
、

他
の
装
置
が
行
使
す
る
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
そ
の
具
体
的
な
強
制
手
段
は
法
律
や
条
例
の
制
定
で
あ
り
、
そ
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の
強
制
力
を
担
保
す
る
も
の
は
刑
罰
（
死
刑
、
懲
役
、
禁
鋼
、
罰
金
、
拘
留
、
科
料
、
没
収
）
や
過
料
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
規
範
的
な
議
論
は
、
そ
れ
が
特
定
す
る
目
的
の
実
現
に
必
要
な
協
働
行
動
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
、
政
府
の
強

制
力
の
活
用
を
提
案
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
提
案
が
他
の
人
び
と
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
種

の
協
働
行
動
の
実
現
に
は
政
府
の
強
制
力
を
活
用
す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
根
拠
の
提
示
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
、

す
で
に
説
明
を
加
え
た
「
他
者
の
説
得
」
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
私
た
ち
が
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
対
象
、
す
な
わ
ち
大
規
模
情
報
活
動
の
あ
り
様
は
、
た
ん
な
る
他
者
の
説
得
の
領
域
を
超
え
て
、

政
府
の
強
制
力
を
利
用
し
て
で
も
実
現
し
た
い
と
論
者
が
考
え
る
類
の
目
的
で
あ
る
。

　
（
1
）
私
た
ち
は
、
日
常
生
活
で
、
複
数
の
解
決
す
べ
き
問
題
に
同
時
に
直
面
し
、
複
数
の
問
題
の
解
決
に
同
時
に
努
力
す
る
の
が
常
態
で

　
　
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
問
題
解
決
の
文
脈
で
目
的
と
さ
れ
、
そ
の
実
現
が
図
ら
れ
る
事
態
と
、
別
の
文
脈
で
の
そ
れ
が
競
合
対
立
す

　
　
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
。
私
が
価
値
の
論
証
と
呼
ぶ
議
論
の
一
つ
は
、
他
の
間
題
解
決
の
文
脈
で
の
目
的
と
の
競
合
対
立
関
係
を
議

　
　
論
の
構
成
上
無
視
し
、
一
つ
の
特
定
の
問
題
解
決
の
文
脈
の
み
を
考
察
対
象
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
種
の
議
論
に
は
、
「
他
の
条
件

　
　
に
し
て
等
し
け
れ
ば
…
（
：
』
0
9
R
9
営
暢
σ
巴
認
①
e
巴
1
：
）
」
の
但
し
書
き
が
つ
い
て
い
る
。
価
値
の
論
証
の
議
論
の
他
の

　
　
一
つ
は
、
問
題
解
決
の
複
数
の
文
脈
で
の
目
的
群
の
間
の
調
整
（
折
り
合
い
）
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
規
範
的
な
議
論
は
、
ω
論
者
個
人
の
「
自
分
に
と
っ
て
の
好
ま
し
さ
」
の
考
察
す
な
わ
ち
自
分
の
目
的
の
特

定
か
ら
始
ま
り
、
⑭
そ
の
目
的
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
他
者
と
の
協
働
行
動
を
取
り
つ
け
る
た
め
の
他
者
の
説
得
－
目
的
そ
れ

自
体
の
価
値
の
論
証
、
ま
た
は
、
よ
り
上
位
の
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
と
い
う
事
実
の
明
示
1
に
至
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
つ

い
に
は
、
⑬
そ
の
協
働
行
動
を
保
証
す
る
た
め
の
政
府
に
よ
る
行
動
規
制
の
提
案
と
そ
れ
を
よ
し
と
す
る
根
拠
の
提
示
ま
で
、
そ
の

範
囲
に
取
り
込
む
こ
と
に
な
る
。



三
　
規
範
的
な
議
論
の
必
要
性

　
私
た
ち
が
行
な
お
う
と
し
て
い
る
大
規
模
情
報
活
動
を
対
象
と
す
る
研
究
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

範
的
な
議
論
の
必
要
性
が
再
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
広
い
範
囲
の
社
会
科
学
の
領
域
で
は
、
規

規範的な議論の構成と必要性

　
　
・
社
会
科
学
に
お
け
る
「
科
学
崇
拝
」
が
も
た
ら
し
た
も
の

　
第
二
次
大
戦
直
後
ま
で
の
社
会
科
学
は
、
広
い
領
域
で
、
「
社
会
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
を
主
と
し
て
論
じ
て
お
り
、
物
理
学
、

化
学
、
天
文
学
な
ど
の
自
然
科
学
が
行
な
っ
て
い
る
よ
う
な
「
事
実
の
解
明
」
1
事
実
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
な
仕
組
み
で
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
　
　
は
ほ
と
ん
ど
行
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
状
態
は
後
に
「
科
学
的
で
は
な
い
」
と
し

て
批
判
さ
れ
、
社
会
科
学
の
分
野
で
も
、
事
実
の
解
明
に
力
を
集
中
す
る
型
の
研
究
が
よ
し
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
社
会
科
学
に
お
け
る
こ
の
方
法
論
の
転
換
は
、
「
科
学
」
と
「
価
値
自
由
」
を
標
榜
し
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の

社
会
科
学
の
基
本
的
な
設
問
（
≦
ξ
駄
ミ
、
、
岳
2
餌
9
器
島
2
⇔
ぎ
ミ
ミ
”
）
が
放
棄
さ
れ
、
新
た
な
設
問
（
≦
身
誉
夢
身
碧
冨
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泣

跨
2
§
”
）
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
と
く
に
社
会
生
活
の
領
域
で
、
「
私
た
ち
が
生
き
る
上
で
の
目

的
は
何
か
」
、
「
ど
の
よ
う
に
問
題
解
決
を
行
な
っ
た
ら
い
い
か
」
の
問
が
、
よ
く
て
軽
視
、
悪
く
い
え
ば
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

（
4
）た

。

　
・
問
題
解
決
に
対
す
る
学
問
の
手
引
き
の
必
要
性

と
こ
ろ
で
、
社
会
科
学
で
上
の
方
法
論
的
転
換
が
生
じ
る
前
も
、

後
も
、
自
然
科
学
の
領
域
で
は
、
人
が
う
ま
く
生
き
る
た
め
に
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学
問
が
手
引
き
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
大
き
な
実
績
を
上
げ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
医
学
に
よ
る
癌
の
治
癒
率
の
向
上
、
自
動
車
工
学
に
よ
る
乗
用
車
の
安
全
性
の
向
上
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
ス
に
よ
る

使
い
勝
手
の
よ
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
開
発
、
応
用
化
学
に
も
と
づ
く
工
場
排
煙
脱
硫
装
置
の
開
発
な
ど
が
そ
の
成
果
で
あ
り
、
他
の

例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　
こ
れ
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
一
つ
は
、
社
会
科
学
者
が
上
の
方
法
論
的
転
換
を
行
な
っ
た
際
に
、
大
き
な
誤
解
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
学
を
追

求
し
た
と
し
て
も
、
問
題
解
決
の
観
点
を
放
棄
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
問
題
解
決
の
た
め
の
学
問
の
一
構
成
要
素
で

あ
る
、
目
的
す
な
わ
ち
問
題
解
決
の
方
向
の
特
定
の
作
業
（
規
範
的
な
議
論
）
を
軽
視
し
た
り
、
否
定
し
た
り
す
る
必
要
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
の
二
は
、
私
た
ち
が
う
ま
く
生
き
て
行
く
た
め
に
は
、
や
は
り
、
問
題
解
決
に
学
問
（
知
識
）
の
手
引
き
が
必
要
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
科
学
に
お
い
て
「
科
学
」
を
標
榜
す
る
方
法
論
が
社
会
問
題
の
解
決
に
対
す
る
知
識
の
手
引
き
を
軽
視

ま
た
は
否
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
引
き
の
必
要
性
の
再
確
認
、
そ
の
種
の
知
識
の
再
生
が
意
識
し
て
図
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
手
引
き
を
提
供
す
る
と
い
う
目
的
に
特
化
し
て
構
成
さ
れ
た
学
問
が
、
問
題
解
決
の
た
め
の
学
問
で
あ
る
。
こ
れ
を
私
は

　
　
　
　
　
（
5
）

「
工
学
」
と
呼
ぶ
。
上
に
列
挙
し
た
学
問
分
野
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
意
味
で
の
工
学
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
問
題
解
決
の
方
向
（
目

的
）
を
特
定
す
る
作
業
と
と
も
に
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
の
開
発
を
、
科
学
的
に
行
な
っ
て
い
る
。
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・
規
範
的
な
議
論
の
必
要
性
と
限
界

　
以
上
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
社
会
科
学
が
か
か
わ
る
領
域
に
お
い
て
も
、
問
題
解
決
に
学
問
の
手
引
き
が
必
要
だ
と
い
う
こ

と
、
そ
の
手
引
き
の
提
供
に
特
化
し
て
構
成
さ
れ
た
学
問
（
問
題
解
決
の
た
め
の
学
問
、
す
な
わ
ち
工
学
）
の
再
生
が
意
識
し
て
図
ら



規範的な議論の構成と必要性

れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
規
範
的
な
議
論
は
、
問
題
解
決
の
目
的
を
特
定
し
、
そ
れ
が
目
的
に
値
す
る
根
拠
を
提
示
す
る
作
業
で
あ

り
、
問
題
解
決
の
た
め
の
学
問
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
規
範
的
な
議
論
は
、
私
た
ち
が
う
ま
く
生
き
る
た

め
に
必
要
不
可
欠
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
再
生
が
意
識
し
て
図
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
目
的
の
特
定
に
特
化
し

て
お
り
、
問
題
解
決
に
必
要
な
作
業
の
一
部
し
か
行
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
問
題
解
決
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
十
全
で
は
な
い
。
い

わ
ゆ
る
規
範
的
な
議
論
だ
け
で
は
、
問
題
解
決
の
道
具
と
し
て
の
存
在
理
由
を
十
分
に
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
満
た
さ

れ
る
た
め
に
は
、
規
範
的
な
議
論
の
た
ん
な
る
再
生
を
超
え
て
、
そ
れ
に
不
足
す
る
部
分
－
規
範
的
な
議
論
が
特
定
す
る
目
的
の

実
現
に
必
要
な
手
段
の
案
出
に
役
立
つ
部
分
1
の
提
供
ま
で
が
、
「
科
学
的
な
」
観
点
か
ら
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
念
の
た
め
に
付
け
く
わ
え
れ
ば
、
規
範
的
な
議
論
自
体
、
事
実
認
識
と
無
縁
の
と
こ
ろ
で
は
成
立
し
え
な
い
。
す
で
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
目
的
に
関
す
る
合
意
を
取
り
つ
け
る
た
め
の
他
者
の
説
得
に
は
、
よ
り
上
位
の
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
と
い
う
事
実
の
確

認
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
科
学
の
仕
事
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
的
認
識
と
無
縁
の
規
範
的
な
議
論
は
、
そ
の
意
味
で
も

限
界
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
（
1
）
　
念
の
た
め
に
指
摘
し
て
お
け
ば
、
規
範
的
な
議
論
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
、
非
規
範
的
な
研
究
が
不
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味

　
　
し
な
い
。

　
（
2
）
　
参
照
、
石
本
新
「
二
つ
の
社
会
科
学
ー
古
典
的
社
会
科
学
と
社
会
工
学
的
社
会
科
学
」
（
碧
海
純
一
他
編
『
科
学
時
代
の
哲
学

　
　
1
　
論
理
・
科
学
・
哲
学
』
培
風
館
・
一
九
六
四
年
）
、
二
一
〇
、
二
】
七
ぺ
ー
ジ
。

　
（
3
）
　
こ
れ
ら
の
設
問
の
意
味
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
根
岸
毅
「
政
治
学
と
は
何
か
」
（
根
岸
毅
他
『
国
家
の
解
剖
学
』
日
本
評
論

　
　
社
・
一
九
九
四
年
）
、
五
｝
～
五
二
ぺ
ー
ジ
。

　
（
4
）
　
政
治
学
に
お
け
る
事
情
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
根
岸
「
政
治
学
と
は
何
か
」
、
六
七
～
七
二
ぺ
ー
ジ
。

　
（
5
）
　
参
照
、
根
岸
「
政
治
学
と
は
何
か
」
、
五
二
～
五
六
ぺ
ー
ジ
。
工
学
は
、
そ
の
よ
う
な
特
化
を
し
て
い
な
い
型
の
学
問
（
理
学
）
と
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は
異
な
る
構
成
原
理
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
「
そ
も
そ
も
の
被
説
明
変
数
」
の
値
の
変
化
が
な
ん
ら
か
の
価
値
の
高
低
に
対
応

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
他
の
被
説
明
変
数
は
す
べ
て
、
よ
り
上
位
の
「
象
限
」
で
の
説
明
変
数
が
「
見
立
て
直
さ
れ
て
」
被
説

明
変
数
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

四
　
規
範
的
な
議
論
か
ら
問
題
解
決
の
た
め
の
議
論
へ

26

　
社
会
科
学
の
分
野
の
研
究
者
は
、
み
ず
か
ら
の
研
究
に
被
せ
る
形
容
詞
の
「
規
範
的
」
を
、
一
種
独
特
の
優
越
感
を
も
っ
て
使
っ

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
規
範
的
な
議
論
が
そ
れ
自
体
で
は
完
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、
問
題
解
決
の
た
め
の
学
問
の

一
構
成
要
素
で
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
「
規
範
的
」
の
形
容
詞
と
そ
れ
が
指
し
示
す
研
究
の
実
態
に
固
執
す
る
こ
と
は
、
研
究
者
に

課
せ
ら
れ
て
い
る
社
会
的
責
任
が
理
解
で
き
な
い
者
の
自
己
満
足
に
過
ぎ
な
く
な
る
。

　
私
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
「
規
範
的
な
議
論
」
を
展
開
し
て
き
た
場
面
で
、
全
面
的
に
「
問
題
解
決
の
た
め
の
議
論
」
を
行
な
う
必

　
　
（
1
）

要
が
あ
る
。
た
ん
に
対
象
の
事
物
の
「
あ
る
べ
き
状
態
」
は
な
に
か
と
だ
け
問
う
の
で
は
な
く
、
対
象
は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
孕
ん

で
お
り
、
そ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
解
決
で
き
る
か
ー
実
現
し
た
い
の
は
ど
の
よ
う
な
状
態
（
目
的
）
で
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
ど

の
よ
う
な
手
段
を
講
ず
れ
ば
い
い
か
ー
を
問
う
必
要
が
あ
る
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
規
範
的
な
議
論
は
、
人
が
行
動
を
起
こ
し
て
実
現
を
目
論
む
目
的
の
特
定
と
、
そ
れ
が
目

的
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
根
拠
の
提
示
に
特
化
し
た
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
を
間
題
解
決
の
た
め
に
必
要
な
作
業
の
一
環
で
あ
る
と
理

解
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
目
的
か
ら
手
段
を
探
求
す
る
視
角
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
議
論
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
発
想
の
転
換
を
は
か
る
と
、
逆
に
手
段
か
ら
目
的
を
見
る
視
角
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
、
多
く
の
社
会
制
度
が
そ



う
で
あ
る
よ
う
に
、
通
常
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
目
的
に
対
す
る
手
段
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
目
的
が
何
で
あ
る
か
も
明
確
に
は
意

識
さ
れ
な
い
も
の
を
、
問
題
解
決
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
場
合
に
は
と
く
に
有
効
で
あ
る
。
上
に
展
開
し
た
議
論
の
な
か
に
こ
の
視

角
を
位
置
づ
け
る
と
、
そ
れ
は
、
他
者
の
説
得
に
必
要
な
「
よ
り
上
位
の
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
と
い
う
事
実
の
確
認
」
の
作
業
に

当
た
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
設
定
が
出
て
く
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
、
大
規
模
情
報
活
動
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
各
種
の
法
制
度
に
結
実
し
て
き
た
。
問
題
解

決
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
目
的
ー
手
段
」
の
関
連
で
案
出
さ
れ
た
道
具
（
手
段
）
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
個
々

に
、
そ
れ
が
実
現
に
役
立
つ
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
特
有
の
目
的
を
指
摘
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
個
々
の
法
制

度
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
確
認
を
行
な
っ
て
み
る
の
は
意
義
深
い
。

規範的な議論の構成と必要性

　
　
①
　
立
法
過
程
の
研
究
に
よ
り
個
々
の
法
制
度
に
固
有
の
目
的
を
確
認
す
る

　
多
く
の
場
合
、
各
制
度
に
は
明
示
さ
れ
た
制
度
目
的
が
存
在
す
る
。
立
法
過
程
の
分
析
は
、
そ
の
目
的
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て

く
れ
る
。
ま
た
、
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
政
治
的
駆
け
引
き
の
産
物
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
結
果
、
明
示
さ
れ
た
目
的
が
た
ん
な
る

お
題
目
で
あ
り
、
別
に
隠
さ
れ
た
意
図
（
目
的
）
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
分
析
結
果
は
、
こ
の
種

の
制
度
の
評
価
、
ひ
い
て
は
改
定
や
廃
棄
に
必
要
な
知
見
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
②
　
個
々
の
法
制
度
が
そ
れ
に
固
有
の
目
的
の
実
現
に
ど
の
程
度
役
立
っ
て
い
る
か
を
事
実
と
し
て
確
認
す
る

あ
る
制
度
が
、
明
示
さ
れ
て
い
る
目
的
の
実
現
に
役
立
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
を
、
事
実
の
問
題
と
し
て
解
明
で
き
れ
ば
、

そ
の
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目
的
が
立
法
者
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
目
的
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

果
、
意
図
さ
れ
た
目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
の
制
度
の
有
効
性
の
改
善
に
、
具
体
的
な
提
言
が
可
能
と
な
る
。

そ
の
解
明
の
結

　
　
③
　
［
以
上
の
①
と
⑭
に
依
拠
し
な
が
ら
］
「
目
的
－
手
段
」
の
つ
な
が
り
を
目
的
方
向
に
遡
る
こ
と
で
、
個
々
の
法
制
度
が

　
　
　
　
拠
っ
て
立
つ
根
拠
を
確
認
す
る

　
あ
る
制
度
の
立
法
者
が
意
図
し
た
目
的
や
、
そ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
事
態
の
実
現
に
役
立
っ
て
い
る
か
を
解
明
す
る
だ
け
で

な
く
、
さ
ら
に
そ
の
上
位
に
目
的
を
遡
る
こ
と
で
、
そ
の
制
度
の
こ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
よ
り
根
源
的
な
目
的
－
望
ま
し
さ
の

根
拠
ー
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
分
析
に
よ
り
、
そ
の
制
度
の
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
存
在
理
由
の
妥
当
性
が
よ
り
深
く
検
討
で

き
る
。

　
（
1
）
私
が
全
面
的
展
開
が
必
要
だ
と
い
う
の
は
、
研
究
体
制
（
学
の
あ
り
方
）
と
し
て
の
こ
と
で
、
個
々
の
研
究
者
が
一
人
で
す
べ
て
の

　
　
局
面
で
の
研
究
活
動
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
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五
　
放
送
制
度
の
分
析
視
角

　
以
上
に
述
べ
た
分
析
の
視
角
を
、
放
送
制
度
論
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
。
以
下
で
は
、
浜
田
純
一
が
「
放
送
制
度
論
に
お
け
る
規

範
の
内
と
外
」
（
東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
編
『
放
送
制
度
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
東
京
大
学
出
版
会
∴
九
九
四
年
）
で
紹
介
し
た
放
送

制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
－
憲
法
論
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
（
社
会
心
理
学
）
、
経
済
学
、
ジ
ャ
ー
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

リ
ズ
ム
論
ー
か
ら
の
研
究
成
果
と
、
同
氏
に
よ
る
そ
れ
ら
の
整
理
を
材
料
と
し
て
論
じ
て
み
る
。

　
（
1
）
　
以
下
は
、
一
九
九
五
年
六
月
一
七
日
に
慶
慮
義
塾
大
学
湘
南
藤
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
情
報
通
信
学
会
大
会
の
書
評
セ
ッ
シ



ヨ
ン
（
B
）
で
、
私
が
同
論
文
に
対
し
て
行
な
っ
た
論
評
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
A
　
放
送
制
度
の
目
的

　
問
題
解
決
の
文
脈
で
は
、

れ
る
必
要
が
あ
る
。

な
ん
ら
か
の
社
会
制
度
を
作
る
場
合
、
そ
れ
を
手
段
と
し
て
実
現
が
目
論
ま
れ
る
目
的
が
明
ら
か
に
さ

規範的な議論の構成と必要性

　
　
・
法
解
釈
の
一
般
的
な
問
題
点

　
放
送
制
度
は
憲
法
学
の
立
場
か
ら
も
論
じ
ら
れ
る
。
憲
法
学
を
そ
の
一
部
と
す
る
法
律
論
は
、
法
規
範
を
前
提
と
し
、
そ
の
枠
内

で
議
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
行
な
う
法
の
規
定
の
解
釈
で
は
、
法
の
規
定
自
体
は
所
与
で
あ
り
、
検
討
の
対
象
と
は

な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
憲
法
も
含
め
て
法
の
規
定
は
、
「
立
法
者
が
、
あ
る
目
的
（
状
態
）
を
実
現
す
る
手
段
の
役
を
果
た
す
ー
あ
る
状

況
に
お
い
て
、
そ
の
規
定
を
人
び
と
の
選
択
行
動
に
対
す
る
与
件
と
し
て
設
定
す
る
と
、
人
び
と
の
行
動
が
そ
の
（
目
的
）
状
態
に

な
る
ー
と
判
断
し
て
設
定
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
立
法
者
の
事
実
判
断
は
、
立
法
時
点
の
状
況
の
下
で
正
し
か
っ
た
か
も
知

れ
な
い
し
、
間
違
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
か
り
に
そ
れ
が
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
状
況
の
変
化
に
よ
り
、
現
在
は
、

そ
の
手
段
で
は
そ
の
目
的
が
実
現
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
問
題
解
決
の
文
脈
で
は
、
法
の
規
定
自

体
の
適
切
さ
　
　
前
提
と
な
る
目
的
状
態
の
実
現
に
役
立
つ
度
合
い
　
　
が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
法
解
釈
で
は
、
法
の
規
定
自
体
は
検
討
の
対
象
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
解
釈
と
い
い
な
が
ら
そ
の
実
、
つ
ぎ
の

作
業
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
法
の
規
定
が
「
あ
る
目
的
（
状
態
）
を
実
現
す
る
手
段
」
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
解
釈
は
そ
の
手
段
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の
あ
り
様
を
記
述
す
る
作
業
に
な
る
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
目
的
は
明
示
的
に
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
解
釈
の
過
程

で
目
的
に
つ
い
て
明
言
す
る
こ
と
も
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
（
法
解
釈
方
法
論
と
し
て
日
本
で
は
少
数
派
で
あ
る
立
法
者
意
思
説
の
場

合
を
除
け
ば
、
）
解
釈
者
は
、
目
的
を
暗
黙
裡
か
つ
自
分
な
り
に
設
定
し
、
そ
の
実
現
に
役
立
つ
と
自
分
が
考
え
る
手
段
の
あ
り
様

を
解
釈
の
内
容
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
解
釈
は
、
手
段
を
特
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
明
言
は
せ
ず
に
目
的
を

設
定
す
る
作
業
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
問
題
解
決
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
法
律
論
に
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
立
論
上
の
問
題
点
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一

は
「
目
的
の
設
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
隠
れ
た
と
こ
ろ
で
行
な
わ
れ
る
」
不
都
合
で
あ
り
、
そ
の
二
は

「
手
段
の
検
討
が
、
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
度
合
い
を
十
分
に
は
意
識
せ
ず
に
行
な
わ
れ
る
」
不
都
合
で
あ
る
。

30

　
　
・
表
現
の
自
由

　
以
上
に
指
摘
し
た
法
解
釈
の
一
般
的
な
問
題
点
は
、
放
送
制
度
と
の
関
連
で
は
つ
ぎ
の
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
い
る
。

　
法
律
論
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
が
放
送
制
度
を
論
ず
る
場
合
、
「
表
現
の
自
由
」
を
保
障
す
る
憲
法
第
二
一
条
の
規
定
は
そ
の
出

発
点
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
状
態
（
G
）
が
放
送
制
度
の
目
的
と
さ
れ
る
。

　
浜
田
に
よ
れ
ば
、
表
現
の
自
由
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
る
。
（
浜
田
論
文
、
三
〇

ぺ
ー
ジ
。
）

G2G
lI　Il

［
主
観
的
側
面
］
表
現
主
体
が
意
見
や
情
報
を
規
制
さ
れ
ず
に
表
明
す
る
状
態

［
客
観
的
側
面
」
意
見
や
情
報
が
社
会
に
多
様
に
流
通
す
る
状
態



規範的な議論の構成と必要性

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
憲
法
の
条
文
も
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
想
定
さ
れ
る
な
ん
ら
か
の
目
的
状
態
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段

と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
表
現
の
自
由
の
規
定
も
、
そ
の
よ
う
な
よ
り
上
位
の
目
的
に
対
す
る
手
段
で
あ
る
。
浜
田
の
指
摘
す
る

表
現
の
自
由
の
二
側
面
は
、
「
同
氏
が
明
示
は
し
な
い
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
よ
り
上
位
の
目
的
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
だ

と
同
氏
が
判
断
す
る
手
段
の
あ
り
様
を
記
述
し
て
い
る
」
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
議
論
で
問
題
な
の
は
、
「
そ
の
根
拠
の
吟
味
な
し
に
、
隠
れ
た
と
こ
ろ
で
（
よ
り
上
位
の
）
目
的
の
設
定
が
行
な
わ
れ
て
い

る
」
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
間
題
解
決
の
作
業
の
立
場
か
ら
問
う
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
の
明
示
さ
れ
て
い
な
い
目
的
は
な

ん
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
好
ま
し
い
と
す
る
根
拠
は
な
に
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
種
の
議
論
に
は
、
価
値
の
論
証
の
作
業
が

欠
落
し
て
い
る
。
（
表
現
の
自
由
の
価
値
に
つ
い
て
、
人
び
と
の
間
に
疑
念
が
全
く
存
在
し
な
い
な
ら
ば
そ
の
必
要
は
な
い
が
。
）

　
ま
た
、
こ
こ
に
は
、
「
法
の
規
定
の
解
釈
す
な
わ
ち
手
段
の
記
述
が
、
目
的
・
手
段
の
整
合
性
を
明
確
に
は
意
識
せ
ず
に
　
　
前

提
と
す
る
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
と
い
う
事
実
の
明
確
な
確
認
な
し
に
　
　
行
な
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　
具
体
的
に
い
え
ば
、
G
の
「
社
会
に
多
様
に
流
通
す
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
「
多
様
に
」

と
「
社
会
に
流
通
す
る
」
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
意
味
は
す
こ
ぶ
る

曖
昧
で
あ
る
。
「
多
様
に
」
は
「
複
数
で
あ
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
意
味
な
の
か
、
「
人
に
知
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
知
識
と
情
報
」
の

意
味
な
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
「
社
会
に
流
通
す
る
」
は
、
「
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
入
手
で
き
る
状
態
に

あ
る
」
と
い
う
意
味
な
の
か
、
コ
般
人
が
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
経
路
に
存
在
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
一
般
人
に
容
易
に
入

手
さ
れ
う
る
状
態
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
ま
た
別
の
意
味
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
意
味
の
確
定
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
目

的
の
確
定
と
、
そ
れ
に
対
す
る
手
段
と
し
て
の
整
合
性
の
吟
味
が
な
く
て
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
G
と
G
が
（
優
先
順
位
も
含
め
て
）
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
の
確
定
も
、
目
的
と
の
関
連
で
し
か
行
な
え
な
い
作
業

で
あ
る
。
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B
　
手
段
と
し
て
の
放
送
制
度

　
問
題
解
決
の
文
脈
で
は
、
な
ん
ら
か
の
社
会
制
度
を
作
る
場
合
、
そ
れ
を
手
段
と
し
て
実
現
が
目
論
ま
れ
る
目
的
を
明
ら
か
に
し
、

制
度
は
そ
の
目
的
に
適
合
し
た
手
段
と
し
て
構
築
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
・
「
未
成
熟
な
基
本
権
」
論
と
経
済
学
の
貢
献

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ら

　
浜
田
は
、
特
段
の
手
段
を
講
じ
な
く
て
も
G
の
実
現
が
そ
の
ま
ま
G
の
実
現
に
つ
な
が
る
場
合
（
新
聞
）
と
、
特
段
の
手
段
を
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

じ
な
い
と
G
の
実
現
が
G
の
実
現
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
（
放
送
）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
同
氏
は
、
放
送
の
こ
の
状
態
を

「
未
成
熟
」
と
呼
ぶ
。
（
浜
田
論
文
、
三
一
ぺ
ー
ジ
。
）

　
特
段
の
手
段
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
の
場
合
も
放
送
の
場
合
も
、
浜
田
が
実
現
し
た
い
目
的
状
態
は
同
じ
G
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
浜
田
の
い
う
「
成
熟
・
未
成
熟
」
は
、
手
段
で
あ
る
政
府
規
制
の
不
存
在
・
存
在
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ

ら
の
用
語
で
示
さ
れ
る
価
値
の
高
低
は
、
手
段
に
対
す
る
評
価
の
高
低
に
対
応
し
て
い
る
。
有
り
体
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
用
語
は

「
政
府
規
制
が
あ
る
よ
り
は
、
な
い
方
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
浜
田
の
価
値
判
断
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
価
値
判
断
を
表
明
す
る

だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
成
熟
・
未
成
熟
」
の
用
語
は
使
わ
な
い
で
、
た
ん
に
「
放
送
制
度
を
構
築
す
る
上
で
、
政
府
規
制
は
可
能

な
限
り
避
け
た
い
」
と
言
っ
た
方
が
、
議
論
に
混
乱
を
招
か
な
い
と
い
う
意
味
で
好
ま
し
い
。

　
　

　
G
を
目
的
と
し
て
「
放
送
制
度
を
構
築
す
る
上
で
、
政
府
規
制
は
可
能
な
限
り
避
け
た
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
問
題
解
決

の
文
脈
で
問
う
べ
き
こ
と
は
、
「
G
の
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
表
現
主
体
（
新
聞
、
放
送
）
の
表
現
規
制
（
一
律
、
部
分
的
）

を
含
め
て
、
ど
の
よ
う
な
手
段
が
必
要
か
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
経
済
学
が
貢
献
で
き
る
場
が
あ
る
。

　
浜
田
は
、
経
済
学
に
は
、
放
送
に
対
す
る
政
府
規
制
の
目
的
（
状
態
）
が
、
市
場
と
私
企
業
間
の
自
由
競
争
で
実
現
で
き
る
か
に
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つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
成
果
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
（
浜
田
論
文
、
三
六
～
三
七
ぺ
ー
ジ
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浜
田
は

放
送
制
度
と
経
済
学
の
か
か
わ
り
を
、
多
様
な
様
相
を
示
し
て
い
る
現
代
の
人
間
を
経
済
人
の
枠
組
み
（
経
済
合
理
主
義
）
の
み
に

還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
経
済
現
象
と
文
化
現
象
が
複
合
す
る
放
送
の
領
域
は
一
元
的
な
人
間
像
で
は
説
明
で
き
な
い
、
の
二

点
に
集
約
す
る
（
浜
田
論
文
、
三
七
ぺ
ー
ジ
）
。

　
放
送
制
度
を
構
築
す
る
観
点
か
ら
は
、
こ
の
集
約
は
的
を
射
て
い
な
い
。
G
の
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
段
が

必
要
か
の
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
な
の
は
、
経
済
学
が
拠
っ
て
立
つ
経
済
人
モ
デ
ル
の
有
効
性
を
問
う
類
の
大
間
題
で
は
な
い
。
こ

こ
で
問
う
必
要
が
あ
る
の
は
、
「
『
表
現
の
自
由
』
の
こ
と
ば
で
観
念
さ
れ
る
状
態
（
目
的
〉
が
、
市
場
に
お
け
る
視
聴
者
と
放
送
事

業
者
の
個
々
の
判
断
の
積
み
重
ね
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
実
現
で
き
る
か
」
で
あ
る
。
よ
り
旦
ハ
体
的
に
い
え
ば
、
G
は
一
種
の
「
公

益
」
で
あ
る
が
、
個
々
の
判
断
は
「
私
益
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
「
放
送
の
場
合
、
私
益
の
積
み
重
ね
か
ら
公
益
を
も
た
ら

す
に
は
ど
の
よ
う
な
与
件
操
作
が
必
要
か
」
が
間
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

規範的な議論の構成と必要性

　
　
・
番
組
編
成
の
「
政
治
的
公
平
性
」

　
浜
田
は
、
放
送
の
番
組
編
成
準
則
の
「
政
治
的
公
平
性
」
に
関
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
成
果
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
い

る
。
ω
学
説
の
多
く
は
、
政
府
介
入
の
危
険
性
を
小
さ
く
す
る
た
め
、
こ
の
準
則
の
遵
守
義
務
を
精
神
規
定
と
理
解
し
て
い
る
。
⑭

政
治
的
公
平
性
の
解
釈
に
は
積
極
説
、
消
極
説
が
あ
る
が
、
「
い
ず
れ
の
解
釈
を
採
用
す
る
に
し
て
も
、
具
体
的
に
何
が
公
平
か
と

い
う
こ
と
を
決
定
す
る
の
は
決
し
て
容
易
で
は
な
」
い
。
し
か
し
、
報
道
に
は
主
観
的
判
断
が
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
公
平
性

も
「
修
正
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
内
在
さ
せ
た
暫
定
的
な
公
平
性
」
の
み
が
存
在
し
う
る
。
（
浜
田
論
文
、
三
九
～
四
一
ぺ
ー
ジ
。
）

　
放
送
制
度
を
構
築
す
る
際
の
目
的
は
表
現
の
自
由
の
保
障
に
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
の
規
定
は
「
な
ん
ら

か
の
目
的
（
状
態
）
を
実
現
す
る
手
段
」
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
問
題
解
決
の
文
脈
で
は
、
「
政
治
的
公
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平
性
」
の
要
請
は
、
表
現
の
自
由
1
こ
の
場
合
は
と
く
に
そ
の
客
観
的
側
面
（
G
）
ー
を
実
現
す
る
の
に
役
立
つ
手
段
の
一
つ

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
認
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
立
法
者
が
行
な
っ
た
作
業
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
私
た
ち
が

問
う
べ
き
は
、
「
何
が
公
平
か
」
で
は
な
く
、
「
ど
う
す
れ
ば
G
が
実
現
で
き
る
か
」
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
表
現
の
自
由

　
　（
G
）
を
も
た
ら
す
形
で
の
放
送
事
業
運
営
の
一
側
面
を
『
公
平
』
と
呼
べ
ば
よ
い
」
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
こ
と
ば
あ
り
き
の
概
念

解
釈
論
争
は
無
用
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
立
法
過
程
に
お
い
て
、
番
組
編
成
準
則
の
一
か
ら
四
の
各
号
が
、
ど
れ
ほ
ど
目
的
・
手
段
の
関
連
の
吟

味
に
も
と
づ
い
て
規
定
さ
れ
た
か
、
そ
の
手
段
と
し
て
の
適
合
性
の
判
断
が
ど
れ
ほ
ど
正
し
か
っ
た
か
、
は
疑
っ
て
か
か
っ
て
よ
い

　
　
　
（
1
）

こ
と
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
同
様
の
観
点
か
ら
、
「
多
様
性
」
「
多
元
性
」
「
中
立
性
」
な
ど
の
観
念
も
、
問
題
解
決
の
文
脈
で
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
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