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ハ
イ
エ
ク
政
治
思
想
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」
の
理
論

萬

田

兇

生

ハイエク政治思想における「法の支配」の理論

一
、
「
法
の
支
配
」
と
そ
の
問
題
点

二
、
目
的
と
価
値
ー
「
法
の
支
配
」
の
構
造
－

三
、
政
治
に
お
け
る
目
的
追
求

四
、
ハ
イ
エ
ク
に
お
け
る
善
の
問
題

五
、
「
法
の
支
配
」
と
政
治
道
徳
理
論

六
、
ハ
イ
エ
ク
に
お
け
る
カ
ン
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム

一
、
「
法
の
支
配
」
と
そ
の
問
題
点

　
ハ
イ
エ
ク
政
治
思
想
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
の
は
「
法
の
支
配
」
の
理
論
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
望
ま
し
い
法
と
は
、

未
知
の
不
特
定
多
数
の
人
々
や
事
例
に
応
用
で
き
、
時
間
や
場
所
と
い
っ
た
一
切
の
特
殊
な
状
況
か
ら
抽
象
さ
れ
た
ル
ー
ル
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
共
同
の
目
的
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
枠
内
で
個
々
人
が
自
ら
の
知
識
や
判
断
を
行
使
し
、
自
ら
の
目
的
を
追
求
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
の
を
認
め
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。
そ
う
し
た
法
は
、
誰
に
対
し
て
も
等
し
く
適
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
ど
ん
な
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特
定
の
も
の
も
名
指
し
す
べ
き
で
は
な
く
、
特
に
ど
ん
な
特
定
の
人
々
や
人
々
の
集
団
も
選
び
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
般
的
で
あ
り
、
抽
象
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
個
々
人
に
確
保
さ
れ
て
い
る
領
域
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
ノ
ー
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
拒
絶
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
の
下
に
あ
る
こ
と
で
、
人
々
は
自
ら
自
由
に
選
ん
だ
目
的
を
、
他
人
と
競
争
し
つ
つ
も
平

和
裏
に
追
求
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
「
法
の
支
配
」
が
生
み
出
す
こ
の
よ
う
な
秩
序
が
、
ハ
イ
エ
ク
の
推
奨
す
る
自
生
的
秩
序

で
あ
る
。

　
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
が
、
自
生
的
秩
序
を
も
た
ら
す
が
故
に
現
代
文
明
に
不
可
欠
な
も
の
と
み
る
「
法
の
支
配
」
の
理
論
に
対
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
G
・
グ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
や
カ
ン
ト
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
や

ハ
イ
エ
ク
に
至
る
ま
で
、
自
由
主
義
の
思
想
家
達
の
な
か
に
は
、
善
の
観
念
が
互
い
に
衝
突
す
る
と
い
う
事
実
を
受
け
入
れ
な
が
ら

も
、
そ
う
し
た
対
立
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
正
義
の
原
理
を
求
め
て
き
た
系
譜
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
正
義
の
要
求
が
、
そ
れ

自
体
両
立
し
得
ず
、
通
約
し
得
な
い
諸
価
値
を
具
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
自
由
主
義
者
の
企
図
は
座
礁
せ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
得
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
、
合
理
的
に
再
構
築
さ
れ
た
、
普
遍
的
な
権
威
あ
る
道
徳
を
求
め
て
い
る
点

で
、
啓
蒙
主
義
の
企
図
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
ハ
イ
エ
ク
も
、
ロ
ー
ル
ズ
や
ノ
ー
ジ
ッ
ク
や
ポ
パ
ー
と
共
に
、
こ
う
し
た
自
由

主
義
的
普
遍
主
義
（
ま
R
巴
琶
貯
R
ω
毘
ω
ヨ
）
の
弟
子
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
今
や
空
文
と
化
し
た
の
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
種
の
自
由
主
義
哲
学
の
教
義
で
あ
る
と
グ
レ
イ
は
説
く
。

　
グ
レ
イ
が
こ
の
よ
う
な
断
定
を
下
す
の
は
、
自
由
主
義
的
普
遍
主
義
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
価
値
多
元
主
義
（
＜
巴
莞
－

巳
ξ
讐
ω
ヨ
）
と
い
う
事
実
に
対
処
で
き
な
い
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
グ
レ
イ
に
従
え
ば
、
価
値
多
元
主
義
を
前
提
に
す
る
限
り
、

人
問
が
繁
栄
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
多
様
な
生
活
形
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
ら
が
共
存
で
き
る
条
件
を
見
出
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
グ
レ
イ
は
そ
の
よ
う
な
立
場
を
、
ヨ
＆
霧
く
貯
雪
象
の
理
論
と
名
づ
け
て
い
る
）
。
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グ
レ
イ
は
「
法
の
支
配
」
の
理
論
を
「
自
由
主
義
的
法
律
主
義
」
（
ま
①
轟
＝
。
淫
房
B
）
と
も
呼
び
、
そ
れ
に
も
う
一
つ
の
大
き

な
欠
陥
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
立
場
で
は
、
交
渉
や
妥
協
を
事
と
す
る
政
治
は
、
法
に
基
づ
く
原
理
的
な
正
当
性

を
欠
い
て
い
る
た
め
、
一
時
的
で
恣
意
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
政
治
に
は
、
法
的
正
確
さ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

う
最
高
の
権
威
を
前
に
し
て
、
せ
い
ぜ
い
次
善
の
地
位
し
か
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
。
そ
も
そ
も
グ
レ
イ
は
、
「
正
義
や
権
利

の
観
念
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
き
生
き
方
に
関
す
る
対
立
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
」
自
由
主
義
的
法
律
主
義
の
も
く
ろ
み
を

信
用
し
て
い
な
い
。
グ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
正
（
ユ
讐
辞
）
が
善
（
讐
＆
）
に
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、

善
の
観
念
に
よ
っ
て
内
容
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
正
の
観
念
は
無
意
味
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
も
し
も
私
達
が
善
き
生
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

方
に
関
し
て
意
見
を
異
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
義
と
権
利
に
関
し
て
も
意
見
を
異
に
す
る
は
ず
で
あ
る
」
と
グ
レ
イ
は
い
う
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
、
互
い
に
対
立
す
る
善
の
観
念
と
は
別
途
の
、
そ
れ
と
は
切
り
離
さ
れ
た
正
義
の
観
念
を
求
め
る
と
い
う
自
由
主
義

的
法
律
主
義
の
試
み
は
、
成
り
立
ち
得
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
に
対
す
る
攻
撃
と
し
て
は
、
さ
ら
に
C
・
ク
カ
サ
ス
の
見
解
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ク
カ
サ
ス
に
よ
れ
ば
、

ハ
イ
エ
ク
は
一
方
に
お
い
て
自
由
主
義
的
な
秩
序
を
導
く
基
本
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
合
理
主
義
的
な
考
え
方
に
立
ち
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ら
も
、
他
方
に
お
い
て
道
徳
哲
学
に
懐
疑
的
な
姿
勢
を
示
す
と
い
う
反
合
理
主
義
的
で
伝
統
主
義
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
ク
カ

サ
ス
の
い
う
「
自
由
主
義
的
な
秩
序
を
導
く
基
本
原
理
」
と
は
「
法
の
支
配
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ク
カ
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
一

般
的
で
抽
象
的
な
「
法
の
支
配
」
に
依
拠
す
る
だ
け
で
は
、
実
質
的
な
行
為
を
正
当
化
し
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
に
は
不
十
分
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

り
、
正
義
の
要
請
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ど
う
し
て
も
、
実
質
的
な
内
容
を
伴
っ
た
道
徳
理
論
に
よ

っ
て
善
き
社
会
の
在
り
方
を
提
示
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
よ
う
な
社
会
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
説
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
反
合
理
主
義
的
な
認
識
論
に
制
約
さ
れ
た
ハ
イ
エ
ク
の
立
場
で
は
、
そ
の
よ
う
な
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で

（
11
）

あ
る
。
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ハ
イ
エ
ク
は
「
法
の
支
配
」
の
理
論
に
関
し
て
は
カ
ン
ト
の
哲
学
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
影
響
の
下
に
、
社
会
の

合
理
的
設
計
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
従
っ
て
ク
カ
サ
ス
の
右
の
指
摘
は
、
カ
ン
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム
を
共
に
摂
取
し
よ
う
と
し
た

ハ
イ
エ
ク
の
矛
盾
を
衝
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
理
性
の
力
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
懐
疑
論
は
、
合
理
的
に
正
当
化
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

原
理
の
優
先
性
を
説
く
カ
ン
ト
的
な
主
張
と
は
両
立
し
難
い
」
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
そ
の
両
立
を
企
図
し
た
と

こ
ろ
に
ハ
イ
エ
ク
の
根
本
的
な
間
違
い
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
N
・
P
・
バ
リ
ー
に
よ
る
ハ
イ
エ
ク
批
判
も
、
基
本
的
に
こ
れ
と
同
趣
旨
の
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
リ
ー
に
従
え
ば
、

近
時
に
お
い
て
自
由
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
自
由
は
果
た
し
て
個
人
の
発
展
に
貢
献
で
き
る
か
ど
う
か
と
か
、
本
質
的
に
非
経
済
的

な
目
標
を
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
が
間
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
自
由
が
経
済
的
な
進
歩
に
役
立
つ
か
ど
う
か
は
重
要
な

問
題
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
ハ
イ
エ
ク
は
、
そ
う
し
た
自
由
の
道
徳
を
論
じ
る
こ
と
に
熱
意
を
示
さ
ず
、
近
時
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

論
の
持
つ
意
味
を
希
薄
な
も
の
に
し
て
い
る
と
バ
リ
ー
は
み
る
。
そ
し
て
特
に
ハ
イ
エ
ク
の
後
期
の
著
作
で
目
立
っ
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

功
利
主
義
的
な
自
由
論
を
優
先
さ
せ
る
姿
勢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
バ
リ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
う
し
た
ハ
イ
エ
ク
批

判
の
根
底
に
あ
る
の
も
、
ハ
イ
エ
ク
は
「
法
の
支
配
」
の
不
備
を
補
う
に
足
る
だ
け
の
道
徳
理
論
を
提
示
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
な

し
得
な
か
っ
た
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
人
間
の
意
図
よ
り
も
社
会
の
進
化
を
重
視
す
る
功
利
主
義
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、

と
す
る
見
方
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
に
対
す
る
批
判
は
、
ハ
イ
エ
ク
政
治
思
想
の
性
格
を
判
定
す
る
上
で
重
要
な
視
点
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
右
の
批
判
が
含
ん
で
い
る
問
題
点
を
次
の
三
つ
に
区
分
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
（
1
）
ハ
イ
エ

ク
の
「
法
の
支
配
」
の
理
論
で
は
、
政
治
は
法
に
従
属
す
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
（
2
）
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の

支
配
」
の
理
論
で
も
、
正
は
善
に
優
先
す
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。
（
3
）
ハ
イ
エ
ク
の
説
く
「
法
の
支
配
」
だ
け
で

40



は
、
政
治
理
論
と
し
て
も
道
徳
理
論
と
し
て
も
不
十
分
で
あ
る
の
か
。

の
「
法
の
支
配
」
の
構
造
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。

こ
う
し
た
問
題
を
順
次
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
ハ
イ
エ
ク

ハイエク政治思想における「法の支配」の理論

二
、

目
的
と
価
値

　
1
「
法
の
支
配
」

の
構
造
1

　
ハ
イ
エ
ク
が
「
法
の
支
配
」
を
不
可
欠
な
も
の
と
み
な
す
の
は
、
自
由
な
社
会
が
多
元
主
義
的
な
社
会
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と

い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ハ
イ
エ
ク
は
、
多
様
な
個
別
的
目
的
が
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
諸
目
的
が
、
成
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
拘
束
す
る
特
定
の
階
層
秩
序
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
自
由
な
社
会
の
特
徴
を
認
め
、
そ
う
し
た
社
会
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
法
の
支
配
」
が
要
請
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
に

多
様
な
目
的
が
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
が
分
裂
す
る
の
で
は
な
く
、
豊
か
さ
の
な
か
で
社
会
の
ま
と
ま
り
と

秩
序
を
保
持
す
る
役
割
が
「
法
の
支
配
」
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
彼
の
「
政
治
思
想
に
お
け
る
言
葉
の
混
同
」
と
題
す
る
論
文
で
極
め
て
よ
く

示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
主
と
し
て
こ
の
論
文
に
よ
り
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
私
達
が

社
会
的
な
行
動
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
は
自
分
達
の
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
特
殊
具
体

的
な
事
実
を
、
全
て
に
わ
た
っ
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
無
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
無
知
は
、
人

間
の
本
質
そ
の
も
の
に
基
づ
く
治
癒
不
能
の
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
知
識
の

限
界
を
克
服
し
得
る
方
法
を
発
見
で
き
る
な
ら
、
人
間
を
無
知
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
恥
で
は
な
く
、
誇
り
の
源
泉
と
も
な

　
　
　
　
　
（
1
6
）

り
得
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
な
方
法
を
発
見
す
る
た
め
に
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
人
々
の
相
互
交
渉
か
ら
生
じ
る
秩
序
が
、
全
て
設
計
の
結
果
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
洞
察
し
、
設
計
の
結
果
で
は
な
い
、
自
生
的
秩
序
の
存
在
に
着
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
秩
序

は
意
図
的
に
作
ら
れ
て
い
な
い
の
で
共
同
の
目
的
を
持
た
ず
、
従
っ
て
無
数
の
人
々
の
間
に
分
散
し
て
い
る
知
識
を
人
々
が
利
用
し
、

自
己
の
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
秩
序
を
生
み
出
す
の
が
、
ハ
イ
エ
ク
の

い
う
法
、
す
な
わ
ち
、
前
述
の
一
般
的
、
抽
象
的
、
拒
絶
的
ル
ー
ル
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
対
立
的
、
競
合
的
で
放
置
し
て
お
け
ば

相
互
の
分
裂
も
招
き
か
ね
な
い
人
間
の
目
的
追
求
活
動
を
、
自
ず
と
平
和
的
に
調
整
し
、
相
互
の
利
益
を
増
進
す
る
役
割
を
右
の
ル

ー
ル
に
負
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
「
個
々
の
活
動
を
、
文
明
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
秩
序
へ
と
統
合
す
る
の
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

う
し
た
活
動
の
持
つ
目
的
々
側
面
で
は
な
く
、
ル
ー
ル
に
支
配
さ
れ
る
側
面
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
は
こ
う
し
た
目
的
と
ル
ー
ル
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
意
志
（
惹
ε
と
意
見
（
8
三
8
）
を
区
別
す
る
必
要

を
強
調
す
る
。
意
志
と
は
特
定
の
目
的
の
実
現
を
目
指
す
、
特
定
の
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
特
定
の
活
動
が
な
さ
れ
、

特
定
の
目
的
（
い
わ
ば
終
着
駅
）
に
到
達
す
る
と
、
そ
の
意
志
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
法
の

支
配
」
の
よ
う
に
、
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
、
将
来
の
無
数
の
事
例
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
私
達
が
意
志
を
持
つ
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
目
的
を
生
み
出
す
の
が
意
志
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
般
的
な
ル
ー
ル
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
意
見
で
あ
る
と
ハ
イ
エ
ク
は

い
い
、
意
志
と
意
見
の
違
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
意
見
に
は
、
そ
れ
を
抱
く
人
達
の
認
識
す
る
目
的
は
存
在
し
な
い
。
…
…
個
々
人
が
抱
く
有
益
な
意
見
の
多
く
は
、
そ
れ
が
個
々
人
の
成

長
を
促
し
た
社
会
の
伝
統
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
個
々
人
が
所
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
何
が
正
し
く
ま
た
問
違
っ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
に
関
す
る
意
見
は
、
そ
れ
故
に
正
確
な
意
味
で
の
意
志
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
私
達
の
意
志
が
、
し
ば
し
ば
私
達
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

正
し
い
と
考
え
る
も
の
と
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
達
全
て
が
大
変
よ
く
承
知
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
一
般
的
ル
ー
ル
を
支
え
る
意
見
の
母
体
と
し
て
社
会
的
伝
統
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
様
々
な
目
的
追
求
活
動
は
、
伝
統
を
前
提
に
し
て
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
目
的
と
一
般
的
ル
ー
ル
の
違
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
意
志
の
行
為
は
、
常
に
特
定
の

具
体
的
な
目
的
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
意
志
す
る
状
態
も
な
く
な
る
の
に
対
し
て
、
「
目
的
が
追
求
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

方
法
は
、
行
為
す
る
人
の
多
少
と
も
永
続
的
な
特
性
で
あ
る
気
質
に
も
依
存
し
て
い
る
。
」
そ
し
て
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
こ
の
気
質

と
は
、
ど
ん
な
活
動
が
ど
ん
な
結
果
を
生
む
か
と
か
、
ど
ん
な
活
動
を
概
し
て
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
っ
た
、
心
の
な
か

に
植
え
込
ま
れ
た
ル
ー
ル
の
複
合
体
を
い
う
の
で
あ
る
。
意
志
は
特
定
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
消
滅
し
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

見
は
あ
る
種
の
行
為
へ
と
向
か
う
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
反
対
す
る
）
永
続
的
な
気
質
を
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
ハ
イ
エ
ク
は
、
人
間
生
活
の
殆
ど
の
局
面
で
人
を
導
く
も
の
と
、
特
定
の
時
点
で
人
の
活
動
を
決
定
す
る
具
体
的
目

的
と
を
区
別
し
、
前
者
を
叙
述
す
る
の
に
価
値
と
い
う
言
葉
を
あ
て
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
さ
ら
に
こ
の
意
味
で
の
価
値
は
、
殆
ど
が
文
化
的
に
伝
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
価
値
を
意
識
し
な
い
人
々
の
活
動
さ
え
も
導

　
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
殆
ど
の
場
合
意
識
的
な
注
意
の
対
象
と
な
る
目
的
は
、
人
が
自
分
自
身
を
見
出
す
特
定
の
環

　
境
の
産
物
で
あ
る
。
…
…
「
価
値
」
と
い
う
言
葉
が
、
通
常
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
は
確
か
に
、
特
定
の
物
や
人
や
出
来

　
事
に
関
し
て
い
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
物
や
人
や
出
来
事
が
、
様
々
な
時
と
場
所
で
所
持
し
得
る
特
性
に
関
し
て
い
わ
れ
る
の
で
あ

　
り
、
ま
た
あ
え
て
そ
の
特
性
を
叙
述
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
物
や
人
や
活
動
が
従
っ
て
い
る
ル
ー
ル
を
明
ら
か
に
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
と
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
私
達
が
共
有
で
き
る
の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
価
値
で
あ
っ
て
、
各
人
の
抱
く
個
別
的
な
目
的
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
確
か
に
一
般
的
、
抽
象
的
ル
ー
ル
は
、
究
極
的
に
は
様
々
な
特
殊
目
的
（
尤
も
殆
ど
予
め
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
）
の

実
現
に
役
立
つ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
ル
ー
ル
が
、
「
個
々
人
の
特
殊
目
的
と
は
異
な
っ
た
、
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（
2
4
）

全
て
の
人
に
共
通
の
唯
一
の
価
値
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
目
的
と
価
値

の
峻
別
を
説
く
ハ
イ
エ
ク
は
、
さ
ら
に
価
値
と
は
、
一
般
的
に
「
望
ま
し
い
」
（
号
ω
言
三
Φ
）
も
の
と
さ
れ
る
種
類
の
事
柄
に
関
し

て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
望
ま
し
さ
と
い
う
用
語
は
、
あ
る
種
の
出
来
事
に
対
す
る
人
々
の
「
永
続
的
な
態
度
」
を
指
す
た
め

に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
法
、
あ
る
い
は
正
し
い
行
為
の
ル
ー
ル
と
は
、
（
具
体
的
な
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

る
い
は
特
殊
な
）
目
的
に
で
は
な
く
、
（
抽
象
的
で
一
般
的
な
）
価
値
に
、
す
な
わ
ち
あ
る
種
の
秩
序
の
保
持
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
一
般
的
、
抽
象
的
ル
ー
ル
に
よ
る
「
法
の
支
配
」
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し

て
、
意
見
、
社
会
的
伝
統
、
気
質
、
価
値
と
い
っ
た
、
私
達
が
「
永
続
的
に
望
ま
し
い
も
の
」
と
し
て
認
め
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
私
達
が
そ
の
都
度
好
悪
の
感
情
を
も
っ
て
追
求
し
た
り
、
拒
否
し
た
り
す
る
目
的

と
は
別
の
も
の
と
さ
れ
る
。
ハ
イ
エ
ク
が
言
葉
を
尽
く
し
て
「
永
続
的
に
望
ま
し
い
も
の
」
を
提
示
す
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
こ
の

よ
う
な
人
間
に
共
有
で
き
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
個
々
人
の
多
様
な
目
的
追
求
は
、
豊
か
な
成
果
を
も
た
ら
す
ど
こ
ろ
か
恣
意
的
な

も
の
と
な
り
、
社
会
の
分
裂
を
招
来
す
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
人
間
の
意
志
に
基
づ
く
特
殊
目
的
の
共
有
を
推
進

す
れ
ば
、
法
は
特
殊
目
的
実
現
を
目
指
す
組
織
の
手
段
と
な
り
、
自
由
な
社
会
は
全
体
主
義
的
な
秩
序
を
備
え
た
組
織
へ
と
変
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
「
永
続
的
に
望
ま
し
い
も
の
」
が
何
で
あ
る
か
を
、
能
力
的
に
有
限
な
人
間
が
完
壁
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
開
か
れ
た
社
会
の
成
員
は
、
具
体
的
な
目
的
に
関
す
る
意
志
で
は
な
く
て
、
価
値
に
関
す
る
意
見

の
み
を
共
有
し
て
い
る
し
、
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
出
現
す
る
秩
序
は
、
「
心
の
な
か
で
の
み
再
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

で
き
、
決
し
て
全
体
と
し
て
直
観
的
に
理
解
し
た
り
、
観
察
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
の
説
く
価
値
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
価
値
の
共
有
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
ま
と
ま
り
の
あ
る
社
会
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は
出
現
し
得
な
い
が
、
そ
の
価
値
の
全
貌
は
、
ど
ん
な
方
法
（
例
え
ば
有
能
な
個
人
の
判
断
、
あ
る
い
は
多
数
者
の
決
定
）
に
よ
っ
て

も
一
挙
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。
私
達
は
特
に
言
葉
に
よ
っ
て
意
識
し
な
く
て
も
、
態
度
や
行
動
に
お
い

て
こ
の
価
値
を
実
践
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
間
は
一
時
的
な
個
人
的
理
性
に

よ
っ
て
は
捉
え
切
れ
な
い
共
有
さ
れ
た
価
値
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
価
値
は
た
と
え
私
達
に
自
覚
さ
れ
な
く
て
も
、
人
間
活
動

を
導
く
源
泉
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
ハ
イ
エ
ク
が
力

説
し
て
や
ま
な
い
、
こ
の
よ
う
な
「
法
の
支
配
」
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

三
、
政
治
に
お
け
る
目
的
追
求

ハイエク政治思想における「法の支配」の理論

　
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
の
理
論
で
は
、
政
治
に
は
法
的
権
威
の
前
に
屈
服
す
る
第
二
義
的
な
地

位
し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
が
「
法
の
支
配
」
を
唱
道
し
た
の
は
、
個
人
的
な
理
性
を
偏
重
す

る
、
い
わ
ゆ
る
構
築
主
義
の
も
た
ら
す
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
政
治
が
恣
意
的
支
配
に
陥
る
の
を
防
ぐ
た
め

に
、
政
治
を
一
定
の
原
理
に
繋
ぎ
と
め
る
と
こ
ろ
に
「
法
の
支
配
」
の
役
割
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
確
か
に
ハ
イ
エ
ク
は
、

政
治
に
対
す
る
法
の
優
位
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

　
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
法
の
支
配
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
立
法
に
対
す
る
制
限
の
謂
で
あ
り
、
従
っ
て
「
法
の
支
配
」
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

う
法
と
は
、
立
法
者
が
可
決
す
る
法
と
同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
「
法
の
支
配
」
の
性
格
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
法
の
支
配
と
は
、
そ
れ
故
に
特
定
の
法
の
支
配
で
は
な
く
て
、
特
定
の
法
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に

関
す
る
ル
ー
ル
で
あ
り
…
…
政
治
的
理
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
立
法
者
が
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
感
じ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
効
果

を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
民
主
政
治
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
法
の
支
配
は
、
共
同
体
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の
道
徳
的
伝
統
の
部
分
を
形
成
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
多
数
の
人
達
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
、
問
題
な
く
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
共
同
の
理
想
の
部
分
を
形
成
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
優
越
的
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で

（
2
9
）

あ
る
。
」

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
法
の
支
配
」
に
い
う
法
と
は
、
特
定
の
法
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
関
す
る
政
治
的
理
想
で
あ

り
、
共
同
体
の
道
徳
的
伝
統
や
理
想
に
源
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
や
立
法
者
を
拘
束
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
結

局
ハ
イ
エ
ク
が
説
い
て
い
る
の
は
、
政
治
（
理
想
の
政
治
）
が
特
定
の
法
の
上
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ

て
前
述
の
グ
レ
イ
の
い
う
「
法
の
支
配
」
が
、
立
法
者
が
そ
の
時
々
に
制
定
す
る
法
が
、
常
に
政
治
の
上
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ハ
イ
エ
ク
の
説
く
「
法
の
支
配
」
と
は
全
く
異
な
る
も
の
と
い
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
の
い
う
「
法
の
支
配
」
と
は
、
い
わ
ば
原
理
に
繋
縛
さ
れ
た
理
想
の
政
治
を
、
恣
意
に
走
り
が
ち
な
現
実

の
政
治
（
並
び
に
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
法
律
）
に
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
問
題
は
ハ
イ
エ
ク
の
考
え
る
政
治
的
理
想
に
あ
る
。
先
述
の
通
り
ハ
イ
エ
ク
は
、
「
法
の
支
配
」
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
、

意
見
、
社
会
の
道
徳
的
伝
統
、
気
質
、
価
値
と
い
っ
た
永
続
的
な
望
ま
し
さ
を
持
つ
も
の
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
と
一
時
的
、
短
期
的
に

し
か
存
続
し
な
い
目
的
を
区
別
し
た
。
し
か
し
こ
の
区
別
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
が

個
別
的
目
的
が
永
続
性
を
持
た
な
い
も
の
と
み
た
の
は
、
前
述
の
通
り
、
そ
う
し
た
目
的
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
意
志
で
あ
り
、

意
志
は
特
定
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
消
滅
し
て
し
ま
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
政
治
的
目
的
に
つ
い
て
み
る
と
、
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
そ
の
目
的
実
現
を
推
進
し
て
き
た
意
志
が
消

滅
す
る
と
い
え
る
も
の
は
確
か
に
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
税
の
導
入
を
求
め
て
き
た
意
志
は
、
そ
の
導
入
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
な
く
な
る
し
、
領
土
返
還
運
動
を
推
進
し
て
き
た
意
志
は
、
返
還
が
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
し
か
し
政
治
的
目
的

の
な
か
に
は
、
そ
の
よ
う
に
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
消
滅
す
る
と
い
う
意
味
で
、
一
時
的
で
永
続
性
を
欠
く
も
の
ば
か
り
が
あ
る
と
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い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
一
定
の
教
育
水
準
の
維
持
と
か
、
特
定
の
国
と
の
外
交
関
係
の
維
持
を
目
的
と
し
て
掲
げ
る
場
合
、

そ
う
し
た
目
的
が
完
全
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
目
的
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
相
当
長
期
間
に
わ

た
る
、
絶
え
ざ
る
意
識
的
努
力
が
必
要
に
な
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
は
既
に
述
べ
た
通
り
、
意
見
、
伝
統
、
気
質
、
価
値
と
い
っ
た
永
続
性
を
持
つ
も
の
は
、
私
達
が
従
う
ル
ー
ル
に
反
映

さ
れ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
右
の
意
味
で
の
具
体
的
な
長
期
的
目
的
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
永
続
的
な
気
質
や
価
値
は
、
当
然
そ
の
よ

う
な
目
的
を
推
進
す
る
際
に
も
反
映
さ
れ
る
も
の
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
う
な
ら
、
具
体
的
目
的
と
価
値
は
全
く
無

関
係
な
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
私
達
は
価
値
に
裏
打
ち
さ
れ
た
具
体
的
目
的
を
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
は
、
多
く
の
人
達
が
共
有
で
き
る
一
般
的
、
抽
象
的
ル
ー
ル
を
前
提
に
し
、
そ
の
枠
内
で
個
別
的
諸
目
的
の
調
整
が
行

な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
意
味
で
ハ
イ
エ
ク
は
、
目
的
に
対
す
る
ル
ー
ル
の
優
先
性
を
唱
道
し
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
右
の
よ
う
な
意
味
で
私
達
が
目
的
を
共
有
で
き
る
と
す
れ
ば
、
新
た
に
見
出
さ
れ
た
目
的
に
従
っ
て
新
た
な

ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ー
ル
に
対
し
て
目
的
が
優
先
す
る
と
い
う
状
態
も
成
り
立

つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
自
身
の
議
論
の
な
か
に
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
萌
芽
は
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
は
そ
の
考
え
方
を
十

分
に
展
開
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
私
達
が
所
持
す
る
知
識
は
、
私
達
の
活
動
を
限
ら
れ
た
範
囲
に
局
限
す

る
ル
ー
ル
の
御
蔭
で
、
私
達
に
と
っ
て
役
立
つ
も
の
に
な
る
と
い
う
。
私
達
は
そ
う
し
た
範
囲
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
結
果
が
得

ら
れ
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ル
ー
ル
と
い
う
の
は
、
私
達
が
こ
う
し
た
限
界
を
踏
み
越
え
る
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ル
ー
ル
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
未
知
な
る
も
の
へ
の
恐
怖
」

を
避
け
た
い
と
い
う
気
持
で
あ
り
、
「
予
測
で
き
な
い
結
果
を
伴
う
活
動
」
を
回
避
し
た
い
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意

識
か
ら
生
じ
た
ル
ー
ル
は
、
そ
の
枠
内
で
得
ら
れ
る
確
実
な
知
識
と
同
様
、
私
達
の
活
動
を
成
功
裏
に
遂
行
さ
せ
る
上
で
重
要
な
役

47



法学研究75巻3号（2002：3）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

割
を
演
じ
て
い
る
と
ハ
イ
エ
ク
は
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
ル
ー
ル
の
機
能
が
私
達
に
「
何
を
為
す
べ
き
で
な
い
か
」
を
明
ら
か
に
し
て
、
私
達
を
一
定
の
限
界

内
に
留
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
説
く
一
方
で
、
知
識
が
そ
の
よ
う
な
限
界
を
突
き
破
っ
て
進
む
傾
向
を
持
つ
こ
と
に

も
着
目
す
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
い
う
。
「
知
識
の
拡
大
は
、
殆
ど
が
こ
う
し
た
限
界
を
乗
り
越
え
た
人
達
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
人
達
の
多
く
は
、
確
実
な
知
識
の
共
同
の
蓄
積
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
く
仲
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

達
を
困
惑
さ
せ
、
窮
地
に
陥
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
は
新
知
識
の
出
現
に
伴
っ
て
と
か
く
生
じ
が
ち
な
、
社
会
の
ひ
ず
み
を
指
摘
し
た
言
葉
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り

今
ま
で
は
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
そ
の
枠
内
で
安
定
を
保
っ
て
き
た
人
達
が
、
新
知
識
の
出
現
に
よ
っ
て
未
知
な
る
も
の
へ
の

恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
、
予
測
で
き
な
い
結
果
を
伴
う
活
動
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
だ
け
み
る
と
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
ル
ー
ル
の
効
用
と
共
に
そ
の
限
界
も
認
識
し
て
い
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
確
か
に
新
知
識

の
出
現
は
社
会
の
ひ
ず
み
を
生
む
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
新
知
識
が
容
認
さ
れ
、
知
識
が
拡
大
さ
れ
る
の
は
何
故
な
の
か
。
そ
れ

は
社
会
の
多
数
の
人
々
が
1
新
知
識
の
出
現
に
よ
っ
て
困
惑
し
、
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
人
さ
え
も
が
ー
そ
の
知
識
の
有
用
性
を

認
め
、
そ
れ
を
共
同
で
所
持
す
る
に
値
す
る
も
の
と
み
な
す
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ル
ー
ル
に
よ
る
制
限
を
乗
り
越
え
た

知
識
が
、
個
々
人
の
好
悪
の
感
情
を
凌
駕
し
た
永
続
的
な
意
見
や
価
値
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
ル
ー
ル

を
目
的
や
知
識
と
対
比
し
、
意
見
、
気
質
、
価
値
と
い
っ
た
も
の
に
は
専
ら
ル
ー
ル
の
支
え
手
と
し
て
の
役
割
の
み
を
担
わ
せ
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
永
続
的
な
も
の
は
、
ル
ー
ル
だ
け
で
は
な
く
目
的
や
知
識
も
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ル
ー
ル

の
制
限
を
突
破
し
て
人
々
に
支
持
さ
れ
た
新
た
な
目
的
や
知
識
は
、
や
が
て
新
た
な
ル
ー
ル
の
設
定
に
道
を
開
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
多
元
主
義
的
社
会
と
は
ハ
イ
エ
ク
が
想
定
す
る
よ
う
に
、
共
通
の
ル
ー
ル
の
枠
内
で
多
様
な
目
的
が
追
求
さ
れ
、
ま
た
調
整
さ
れ
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る
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
う
し
た
社
会
は
、
人
々
の
支
持
を
集
め
た
新
た
な
目
的
や
知
識
が
、
旧
来
の
ル
ー
ル
の
在
り
方

を
変
え
て
行
く
社
会
と
し
て
も
認
識
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
絶
え
ず
新
目
的
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
が
新
ル
ー
ル
を
招

来
す
る
余
地
を
持
つ
、
変
化
の
激
し
い
社
会
が
多
元
主
義
社
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
よ
う
に
永
続
的
な
価

値
を
ル
ー
ル
に
の
み
結
び
つ
け
て
い
た
の
で
は
、
ル
ー
ル
の
制
限
を
突
き
破
っ
た
新
た
な
目
的
や
知
識
が
、
何
故
人
々
の
共
感
を
得

る
よ
う
に
な
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
そ
う
し
た
目
的
や
知
識
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ

特
色
が
あ
る
、
多
元
主
義
社
会
の
豊
か
で
流
動
的
な
側
面
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
兼
ね
な
い
。

　
新
た
な
目
的
を
見
出
し
た
り
、
そ
れ
を
維
持
し
た
り
す
る
の
は
政
治
の
機
能
で
あ
る
。
従
っ
て
本
節
の
結
論
は
以
下
の
よ
う
に
な

る
。
政
治
の
目
的
追
求
活
動
は
ハ
イ
エ
ク
の
説
く
よ
う
に
一
般
的
、
抽
象
的
ル
ー
ル
の
下
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
政
治
は
時
に

は
（
あ
る
い
は
頻
繁
に
）
人
々
の
永
続
的
な
価
値
観
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
ル
ー
ル
で
は
処
理
で
き
な
い
新
た
な
目
的

を
提
示
し
、
次
に
そ
の
目
的
を
包
摂
し
得
る
新
た
な
ル
ー
ル
を
生
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
政
治
は
常
に
法
的

権
威
の
前
に
膝
を
屈
す
る
、
従
属
的
な
地
位
に
の
み
甘
ん
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
的
権
威
に
方
向
を
与
え
、
ル
ー
ル
の
在
り
方

に
影
響
を
及
ぽ
す
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
法
の
支
配
」
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
重
視
し
た
ハ
イ
エ
ク
の
立
場

か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
は
、
人
間
の
目
的
追
求
活
動

を
永
続
的
な
意
見
や
価
値
と
結
び
つ
け
な
か
っ
た
た
め
に
、
目
的
追
求
活
動
の
持
つ
主
導
的
な
役
割
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
ハ
イ
エ
ク
に
お
け
る
善
の
問
題

次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
理
論
に
お
い
て
も
グ
レ
イ
が
現
代
自
由
主
義
の
通
弊
と
み
な
す
も
の
、
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す
な
わ
ち
「
正
は
善
に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
方
が
貫
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
グ
レ
イ
の
論
難
は
一

見
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
の
理
論
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
法
、
す
な
わ
ち
一
般
的
、
抽
象
的
ル
ー

ル
の
観
念
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
、
す
な
わ
ち
善
き
生
き
方
に
関
す
る
対
立
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
グ
レ
イ
の
定
義
に
倣
っ
て
、
正
の
観
念
に
内
容
を
与
え
る
も
の
を
善
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
ハ
イ
エ
ク

が
「
法
の
支
配
」
の
根
底
に
あ
る
と
考
え
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
意
見
、
共
同
体
の
道
徳
的
伝
統
、
共
同
の
理
想
、
価
値
と
い
っ
た

も
の
は
善
に
相
当
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
は
自
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、

「
永
続
的
に
望
ま
し
い
も
の
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
支
え
手
と
な
る
も
の
は
善
と
呼
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
の
理
論
を
本
稿
の
観
点
か
ら
整
理
す
れ
ば
、
人
間
の
生
き
方
の
根
底
に
「
永
続
的
な
望
ま
し

さ
」
を
示
す
、
い
わ
ば
広
い
意
味
で
の
善
の
観
念
が
あ
り
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
「
法
の
支
配
」
、
す
な
わ
ち
一
般
的
、
抽
象
的
ル

ー
ル
の
遵
守
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
法
の
支
配
」
の
枠
内
で
個
々
人
の
様
々
な
生
き
方
、
い
わ
ば
狭
い
意
味
で
の
善
の
観

念
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
グ
レ
イ
と
ハ
イ
エ
ク
の
相
違
点
が
明
確
に
な
る
。
共
に
多
様
な
生
活
形
態
を
推
奨
し
て
い
る
け

れ
ど
も
、
グ
レ
イ
に
従
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
形
態
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
善
の
観
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
通
約

す
る
も
の
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
グ
レ
イ
は
い
う
。
「
ヨ
o
α
⊆
ω
≦
＜
窪
象
の
目
的
は
、
価
値
の
対
立
を
沈
静
化
す
る
こ
と
で
は
あ

り
得
な
い
。
そ
の
目
的
は
、
個
々
人
並
び
に
対
立
す
る
諸
価
値
を
尊
重
す
る
種
々
の
生
活
様
式
を
、
共
同
の
生
活
に
向
け
て
調
和
さ

せ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
達
は
共
に
平
和
に
生
き
る
た
め
に
、
共
同
の
価
値
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
私
達
は
多
く
の
生
活
様
式
が
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

存
で
き
る
、
共
同
の
制
度
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
し
か
し
私
達
が
共
同
の
価
値
を
全
く
所
持
す
る
こ
と
な
し
に
、
果
た
し
て
「
共
同
の
生
活
」
や
「
共
同
の
制
度
」
を
維
持
す
る
こ
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と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
異
な
っ
た
生
活
様
式
の
問
に
全
面
的
な
価
値
の
一
致
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
た
と
え
部
分

的
で
は
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
価
値
を
共
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
達
は
共
同
の
も
の
を
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
グ
レ
ー

が
多
様
な
生
活
様
式
の
間
に
、
共
同
の
価
値
な
し
に
共
同
の
生
活
や
制
度
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
に
対
し
、
多
様

な
生
活
様
式
に
「
法
の
支
配
」
と
い
う
共
同
の
価
値
1
と
い
っ
て
も
包
括
的
な
価
値
で
は
な
く
て
、
一
般
的
、
抽
象
的
ル
ー
ル
の

み
を
課
す
と
い
う
意
味
で
一
面
的
な
価
値
1
を
及
ぼ
し
、
人
々
の
生
活
に
多
様
性
と
同
時
に
調
和
や
統
一
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た

の
が
ハ
イ
エ
ク
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
「
法
の
支
配
」
を
支
え
て
い
る
の
が
、
前
述
の
広
い
意
味
で
の
善

の
観
念
で
あ
る
。
従
っ
て
ハ
イ
エ
ク
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
共
同
生
活
の
要
素
と
な
る
多
様
な
生
活
様
式
は
、
狭
い
意
味
で
の
善
の

表
示
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
、
そ
れ
を
生
か
す
も
の
と
し
て
の
永
続
的
な
価
値
、
す
な
わ
ち
広
い
意
味
で
の
善
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
が
こ
の
よ
う
に
価
値
の
共
有
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
強
い
批
判
を
投
げ
か
け
る
見
解
も

あ
る
。
R
・
ク
レ
イ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
近
代
西
洋
社
会
に
と
っ
て
は
、
こ
の
前
提
は
極
め
て
非
現
実
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
も
し
も
社
会
の
諸
目
的
が
、
多
少
と
も
人
間
の
置
か
れ
た
状
況
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
こ
う
し

た
諸
目
的
や
、
”
基
本
的
な
価
値
”
が
…
…
さ
ら
に
明
確
に
何
を
要
求
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
人
々
の
見
解
が
一
致

す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
例
を
た
だ
一
つ
だ
け
あ
げ
て
お
こ
う
。
社
会
の
成
員
が
自
ら
送
る
こ
と
が
で
き
る
生
活
の
質
を
評
価

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
重
要
な
の
は
本
当
に
．
福
祉
”
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
”
一
般
福
祉
”
は
ど
ん
な
配
分
的
原
理
を
伴
う
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

な
の
か
。
安
易
な
一
致
は
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
恐
ら
く
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
と
信
じ
る
に
足
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
見
解
に
対
し
て
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
ク
レ
イ
は
ハ
イ
エ
ク
が
力
説
し
た
価
値
と
目
的
の
違
い
に
つ
い
て
、

全
く
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
は
、
価
値
と
は
永
続
的
な
意
見
、
気
質
あ

る
い
は
伝
統
で
あ
り
、
個
別
的
な
そ
の
時
々
の
目
的
や
要
求
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
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う
し
た
目
的
や
要
求
が
い
か
に
多
様
で
あ
り
、
相
互
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
が
永
続
的
な
意
見
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
ル
ー
ル
に
従
う
限
り
、
社
会
は
分
裂
せ
ず
、
む
し
ろ
豊
か
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
の
考
え
方
に
従
え

ば
、
私
達
は
価
値
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
目
的
の
多
様
性
を
許
容
し
、
か
つ
そ
う
し
た
状
態
か
ら
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ク
レ
イ
は
、
目
的
や
価
値
に
関
し
て
人
々
の
見
解
が
一
致
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
断
定
か

ら
は
、
多
様
な
考
え
方
を
持
つ
人
達
を
共
存
さ
せ
て
い
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
説
明
が
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
が
強
調
し
た
の
は
、
例
え
ば
福
祉
や
配
分
原
理
に
関
し
て
考
え
方
を
異
に
す
る
人
達
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
彼
ら

が
相
互
に
分
裂
せ
ず
に
共
同
生
活
を
送
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
原
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
法
の
支
配
」
で
あ
る
。

そ
し
て
「
法
の
支
配
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
限
り
、
価
値
の
共
有
も
存
在
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
に
従
え
ば
、
こ
の
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
は
、
必
ず
し
も
言
語
の
形
式
に
則
っ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
言
語
に
よ
っ
て
明
示
的
に
表
現
さ
れ
た
ル
ー
ル
で
さ
え
、
人
間
の
活
動
を
導
く
ル
ー
ル
の
全
貌
を
捉
え
て
は
い
な
い

と
い
う
意
味
で
、
し
ば
し
ば
不
完
全
な
努
力
の
成
果
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
言
葉
に
よ
っ
て
明
確
化
さ

れ
た
ル
ー
ル
の
背
後
に
、
明
確
化
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
の
活
動
を
導
い
て
い
る
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
い
う
。
「
私
達
が
．
正
義
感
”
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
ル
ー
ル
に

従
っ
て
活
動
す
る
能
力
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
正
義
の
発
見
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
ま
だ
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
ル
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

を
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
」

　
グ
レ
イ
や
ク
レ
イ
に
み
ら
れ
る
ハ
イ
エ
ク
批
判
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
重
視
す
る
、
言
葉
で
明
確
化
し
得
な
い
け

れ
ど
も
人
間
活
動
を
導
い
て
い
る
価
値
の
存
在
に
目
を
閉
ざ
し
、
そ
れ
を
議
論
の
姐
上
に
載
せ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
価
値
の
存
在
を
主
張
し
、
人
間
と
社
会
を
一
時
的
な
理
性
、
す
な
わ
ち
そ
の
時
々
の
言
葉
に
よ
っ
て
は
把
握
し
尽
く
せ
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な
い
も
の
と
み
て
い
た
点
に
こ
そ
、
ハ
イ
エ
ク
政
治
思
想
の
特
徴
が
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
は
明
確
化
さ
れ

な
い
ル
ー
ル
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　
明
確
化
さ
れ
な
い
ル
ー
ル
に
従
っ
て
活
動
す
る
こ
の
能
力
は
…
…
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
明
確
に
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
前
に
、
恐
ら
く

　
常
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
確
化
が
最
も
よ
く
な
さ
れ
た
ル
ー
ル
は
、
そ
れ
以
前
に
従
っ
て
い
た
こ
と
を
言
葉
に
置
き
換

　
え
る
の
に
多
少
と
も
成
功
し
た
試
み
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
明
確
化
さ
れ
る
以
前
に
従
っ
て
い
た
こ
と
は
、
明
確
化
さ
れ
た
ル
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
が
適
用
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
結
果
を
判
定
す
る
基
盤
を
形
成
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
明
確
化
さ
れ
な
い
ル
ー
ル
に
は
、
明
確
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
対
し
て
絶
え
ず
活
力
を
与
え
た
り
、
基

準
を
提
供
し
た
り
す
る
源
泉
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
エ
ク
が
明
確
化
さ
れ
な
い
ル
ー
ル
と
一
体
化
し

て
い
る
意
見
、
気
質
、
価
値
と
い
っ
た
も
の
は
、
本
稿
の
論
旨
に
従
え
ば
善
の
観
念
に
相
当
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
善
は
決

し
て
意
識
的
な
理
性
に
よ
っ
て
全
面
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
識
的
理
性
を
導
き
、
そ
れ
に
方
向
を
与
え
る
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
私
達
は
意
識
的
理
性
の
開
示
す
る
も
の
を
全
て
と
み
る
の
で
は
な
く
、
明
確
に
意
識
は
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
確
か
に
私
達
を
導

い
て
い
る
も
の
の
存
在
を
重
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
の
基
底
を
貫
い
て
い
る
提
言
で
あ
る
が
、
ハ
イ

エ
ク
を
批
判
す
る
人
達
が
至
極
簡
単
に
無
視
し
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
る
。
彼
ら
は
人
々
が
追
求
す
る
目
的
や
価
値
（
本
稿
で
い
う

狭
い
意
味
で
の
善
）
が
多
様
で
相
互
に
相
違
し
て
い
る
と
い
う
、
誰
で
も
容
易
に
確
認
で
き
る
事
柄
に
の
み
着
目
し
、
ハ
イ
エ
ク
の

「
法
の
支
配
」
は
成
り
立
ち
得
な
い
と
説
く
。
し
か
し
彼
ら
は
、
狭
い
意
味
で
の
善
が
い
か
に
多
様
で
あ
ろ
う
と
も
、
人
々
が
相
互

に
分
裂
せ
ず
、
ま
が
り
な
り
に
も
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
全
く
重
視
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
エ
ク
の
い
う
意

見
と
か
気
質
、
本
稿
で
い
う
広
い
意
味
で
の
善
と
い
っ
た
、
明
確
な
言
葉
で
は
全
面
的
に
表
現
し
得
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が

人
々
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ど
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
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れ
る
。
し
か
し
人
々
が
言
葉
に
お
い
て
従
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
、
事
実
に
お
い
て
従
っ
て
い
る
も
の
を
重
視
す
る
な
ら
、
共

同
生
活
の
根
底
に
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
い
う
「
永
続
的
に
望
ま
し
い
も
の
」
、
す
な
わ
ち
本
稿
で
い
う
広
い
意
味
で
の
善
が
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
、
「
法
の
支
配
」
と
政
治
道
徳
理
論

　
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
「
永
続
的
に
望
ま
し
い
も
の
」
と
し
て
、
意
見
、
気
質
、
共
同
体
の
道
徳
的
伝
統
、
共

同
の
理
想
と
い
っ
た
も
の
を
あ
げ
た
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
価
値
を
最
も
よ
く
体
現
し
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か
。
あ
る
い
は
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

イ
エ
ク
が
「
人
が
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
社
会
秩
序
と
は
無
関
係
な
、
絶
対
的
な
道
徳
シ
ス
テ
ム
は
…
…
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
場

合
の
社
会
秩
序
と
は
、
具
体
的
に
ど
こ
で
成
り
立
つ
秩
序
な
の
か
。
そ
の
よ
う
な
問
に
対
す
る
答
は
、
当
然
「
国
家
」
に
な
る
と
思

わ
れ
る
が
、
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
が
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
で
の
国
家
に
高
い
価
値
を
認
め
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
に
、
ハ
イ
エ
ク
政
治
思
想
の
最
も
大
き
な
問
題
点
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
ハ
イ
エ
ク
は
国
家

を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
同
一
の
ル
ー
ル
を
自
分
自
身
と
似
通
っ
て
い
る
と
み
な
す
人
達
と
の
間
1
す

な
わ
ち
ネ
ー
シ
ョ
ン
ー
で
の
み
認
め
よ
う
と
す
る
現
代
人
の
傾
向
を
、
無
下
に
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

か
ら
、
明
ら
か
に
現
行
の
国
家
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
で
の
国
家
は
、
職
業
、
階

級
、
閥
、
人
種
、
宗
教
集
団
等
と
同
様
、
部
族
的
な
道
徳
に
源
を
発
す
る
、
自
ら
へ
の
忠
誠
を
要
求
す
る
団
体
で
あ
り
、
正
し
い
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

為
の
ル
ー
ル
を
普
遍
的
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
最
大
の
障
害
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
西
洋
文
明
が
目
指
す
も
の
は
、
部
族
社
会
な
い
し
は
閉
じ
ら
れ
た
社
会
を
成
り
立
た
せ
る
ル
ー
ル

で
は
な
く
、
開
か
れ
た
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
社
会
を
可
能
に
す
る
ル
ー
ル
体
系
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
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て
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
「
各
人
は
特
定
の
集
団
の
成
員
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

全
て
の
責
任
あ
る
人
間
に
等
し
く
適
用
で
き
る
、
普
遍
的
な
行
為
の
ル
ー
ル
が
存
在
し
得
る
」
と
ハ
イ
エ
ク
は
い
う
。
こ
の
ネ
ー
シ

ョ
ン
を
越
え
た
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
社
会
こ
そ
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
の
究
極
の
理
想
社
会
で
あ
る
。
た
だ
ハ
イ
エ
ク
が
、

人
々
の
現
在
の
』
般
的
な
感
情
」
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
説
く
の
は
、
こ
の
理
想
を
あ
ま
り
に
性
急
に
実
現
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

と
、
人
々
の
反
発
を
買
い
、
却
っ
て
理
想
の
実
現
が
遠
の
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら

は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
私
達
が
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
ハ
イ
エ
ク
の
い
う
永
続
的
な
価
値
を

付
与
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
反
面
、
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
相
当
高
い
価
値
を
認
め
る
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る
理
論

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
の
理
論
を
批
判
す
る
ク
カ
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
エ
ク
は
国
家
に
よ
る
徴
兵

や
課
税
を
正
当
化
し
、
さ
ら
に
国
家
が
貧
し
い
人
達
の
た
め
に
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
・
ネ
ッ
ト
を
提
供
す
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

の
よ
う
な
立
場
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
法
哲
学
や
政
治
哲
学
か
ら
は
出
て
来
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
理
論

は
、
実
質
的
な
行
為
を
導
く
理
論
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、
あ
る
種
の
ル
ー
ル
や
制
度
に
対
し
て
そ
の
場
し
の
ぎ
の
（
＆
ぎ
。
）
正

当
化
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
が
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
高
い
価
値
を
認
め
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
維

持
と
「
法
の
支
配
」
を
不
可
分
な
も
の
と
み
て
い
た
と
す
れ
ば
、
徴
兵
や
課
税
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
・
ネ
ッ
ト
の
容
認
は
、
そ
の
場
し

の
ぎ
の
も
の
で
は
な
く
、
ハ
イ
エ
ク
の
首
尾
一
貫
し
た
主
張
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
尤
も
ハ
イ
エ
ク
は
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
」
、
あ
る
い
は
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
法
の
支
配
の
関
係
」
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
た

め
、
ク
カ
サ
ス
の
よ
う
な
解
釈
が
生
ま
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
自
身
は
、
課
税
と
義
務
兵
役
を
認
め

る
理
由
に
つ
い
て
、
「
も
し
も
一
定
額
の
税
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
予
め
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
私
の

全
て
の
計
画
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ま
た
も
し
も
一
定
期
間
の
兵
役
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
生
涯
の
予
見
で
き
る
部
分
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に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
時
に
は
私
は
自
分
自
身
で
作
る
全
般
的
な
生
活
設
計
に
従
う
こ
と
が
で
き
、
他
人
の
意
志
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
課
税
や
徴
兵
と
い
っ
た
国
家
の
強
制

活
動
が
、
予
め
知
ら
れ
た
予
見
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
恣
意
的
支
配
の
下
に
で
は
な
く
、

「
法
の
支
配
」
の
下
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
何
故
課
税
や
徴
兵
が
必
要
で
あ
る
の

か
を
説
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
の
上
に
「
法
の
支
配
」
が
行
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
国
家
が
社
会
の
全
員
に
あ
る
最
低
限
度
の
生
活
保
障
を
し
た
り
、
社
会
全
体
を
覆
う
保
険
組
織
を
作
る
た

め
の
援
助
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
地
震
や
洪
水
の
被
災
者
に
対
し
て
支
援
を
す
る
と
い
っ
た
措
置
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
そ
う
し
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
・
ネ
ッ
ト
が
、
市
場
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
市
場
シ
ス
テ
ム
の
外
部
か
ら
、

ま
た
市
場
シ
ス
テ
ム
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
供
与
さ
れ
、
従
っ
て
個
人
の
自
由
と
両
立
し
得
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か

　
　
（
4
4
）

ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
・
ネ
ッ
ト
の
提
唱
も
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
議
論
で
は
な
く
、
ハ
イ
エ
ク
の
政
治

哲
学
、
す
な
わ
ち
「
法
の
支
配
」
の
理
論
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
・
ネ
ッ
ト
が
設
定
さ
れ
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
哲
学
の
な
か
で
大
き
な
価
値
を
占
め
る
も
の
と
し
て

浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
の
な
か
で
は
後
景
に
退
い
て
し
ま
っ
て
い
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
観
念
を
前

景
に
引
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
政
治
理
論
は
首
尾
一
貫
し
た
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
ハ
イ
エ
ク
は
実
質
的
な
内
容
を
伴
う
道
徳
理
論
を
提
示
し
て
い
な
い
と
い
う
非
難
に
対
し
て
は
、
彼
の
立
場
か
ら
は
ど
の

よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ハ
イ
エ
ク
は
小
集
団
の
道

徳
で
は
な
く
、
人
々
が
互
い
に
名
前
も
顔
も
知
ら
な
い
「
大
社
会
」
、
あ
る
い
は
「
拡
大
し
た
秩
序
」
の
道
徳
の
解
明
に
取
り
組
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
大
社
会
の
道
徳
は
、
「
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
、
多
く
の
将
来
の
事
例
」
に
適
用
さ
れ
る
も
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の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
当
然
そ
う
し
た
道
徳
は
、
例
え
ば
細
か
な
権
利
を
具
体
的
に
一
つ
一
つ
列
挙
す
る

よ
う
な
形
で
で
は
な
く
、
根
本
的
な
原
理
の
形
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
そ
う
し
た
原
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
言
葉
の
最
も
広
い
意
味
で
、
道
徳
的
な
問
題
は
全
て
、
特
定
の
望
ま
し
い
結
果
が
、
一
定
の
方
法
で
実
現

で
き
る
と
い
う
認
識
と
、
あ
る
種
の
活
動
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
達
に
告
げ
る
ル
ー
ル
と
の
間
の
対
立
か
ら

　
　
　
　
　
（
4
6
）

生
じ
る
の
で
あ
る
。
」
あ
る
い
は
さ
ら
に
端
的
に
、
「
人
が
個
人
的
な
目
的
に
従
っ
て
、
個
人
的
な
決
断
を
す
る
際
に
考
慮
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

ば
な
ら
な
い
一
般
的
、
抽
象
的
な
ル
ー
ル
の
み
が
、
道
徳
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
も
ハ
イ
エ
ク
は
い
う
。
そ
の
都
度
な
さ

れ
る
具
体
的
な
自
由
や
権
利
を
求
め
る
要
求
は
、
こ
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
そ
の
妥
当
性
が
審
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
を
批
判
す
る
ク
カ
サ
ス
も
、
ハ
イ
エ
ク
が
「
自
由
主
義
の
理
想
が
生
き
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

種
類
の
権
利
や
自
由
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
を
私
達
に
告
げ
て
い
る
」
点
に
、
現
代
自
由
主
義
に
対
す
る
ハ
イ
エ
ク
の

貢
献
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
道
徳
原
理
の
提
示
に
高
い
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う

に
評
価
す
る
一
方
で
、
ハ
イ
エ
ク
が
善
き
社
会
の
在
り
方
や
、
自
由
の
道
徳
理
論
を
提
示
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
批
判
す
る
の
は
、

矛
盾
し
た
見
方
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
未
知
の
不
特
定
多
数
の
事
例
に
当
て
は
ま
る
、
不
変
的
で
普
遍
的
な
道
徳
理
論
は
、
限
ら

れ
た
人
間
の
能
力
に
よ
っ
て
は
提
示
し
得
な
い
と
ハ
イ
エ
ク
は
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
一
般
的
、
抽
象
的
、
拒
絶
的
ル
ー
ル
、
す
な
わ

ち
道
徳
の
根
本
原
理
の
み
を
唱
道
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
実
質
的
な
内
容
を
伴
っ
た
そ
の
時
々
の
道
徳
的
要
求
は
、
全
て
こ
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
そ
の
適

否
が
判
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
ル
ー
ル
を
支
え
て
い
る
も
の
が
、
本
稿
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
国
家
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
の
意
見
、

気
質
、
伝
統
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
反
映
し
た
広
い
意
味
で
の
国
家
の
目
的
（
善
）
が
ル
ー
ル
の
在
り
方
を
規
定
し
て
い
る

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
は
、
実
質
的
な
内
容
と
密
着
し
た
も
の

と
な
り
、
政
治
理
論
と
し
て
も
道
徳
理
論
と
し
て
も
不
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
く
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
主
張
も
、
ハ
イ
エ
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ク
が
不
分
明
な
ま
ま
に
放
置
し
て
い
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
可
能
な
も
の
に
な
る
の

で
あ
る
。

　
確
か
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
バ
リ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
個
人
の
発
展
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
自
由
の
道
徳
を
論
じ
る
こ
と
よ
り
も
、

経
済
的
自
由
の
大
切
さ
を
強
調
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
経
済
的
活
動
が
全
て
政
府
の
指
令
に
服
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
個
々
人
が

追
求
す
る
目
的
も
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
経
済
的
自
由
は
個
人
の
発
展
に
と
っ
て
手
段
と
な
り
得
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
「
目
的
が
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
必
要
な
手
段
が
利
用
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
」
お
り
、
「
手
段
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

対
し
て
力
を
及
ぼ
す
経
済
的
支
配
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
目
的
に
も
力
を
及
ぼ
す
」
も
の
で
あ
る
以
上
、
目
的
と
し
て
の
個

人
の
発
展
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
手
段
と
し
て
の
経
済
的
自
由
が
不
可
欠
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
ハ
イ
エ
ク
は
、

人
間
の
手
に
余
る
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
と
場
所
を
越
え
た
自
由
の
道
徳
理
論
の
提
示
に
は
関
心
を
示
さ
ず
、
私
達
に
確
実
に
認
識
で
き

る
自
由
の
道
徳
の
根
幹
の
み
を
、
す
な
わ
ち
経
済
的
自
由
の
重
要
性
の
み
を
強
調
し
た
。
そ
れ
は
個
人
の
発
展
を
軽
視
す
る
こ
と
で

は
全
く
な
く
、
逆
に
そ
れ
を
重
視
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

58

六
、

ハ
イ
エ
ク
に
お
け
る
カ
ン
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム

　
ハ
イ
エ
ク
の
思
考
の
土
台
に
あ
る
の
は
、
近
世
以
降
絶
対
的
な
権
威
を
与
え
ら
れ
て
き
た
、
理
性
能
力
に
対
す
る
懐
疑
的
な
姿
勢

で
あ
る
。
あ
る
い
は
ハ
イ
エ
ク
自
身
の
言
葉
に
則
し
て
い
え
ば
、
「
人
間
の
理
性
と
知
識
は
、
全
て
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
深
い

（
5
0
）

確
信
」
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
、
理
性
能
力
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
は
い
う
。
「
も

し
も
理
性
を
可
能
な
限
り
有
効
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
合
理
主
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
な
ら
、
私
自
身
は
合
理
主
義
者
で

あ
る
。
し
か
し
も
し
も
そ
の
言
葉
が
、
意
識
的
な
理
性
が
一
切
の
個
別
の
活
動
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
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の
で
あ
れ
ば
、
私
は
合
理
主
義
者
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
合
理
主
義
は
、
私
に
は
極
め
て
非
合
理
的
な
も
の
に
思
え
る
の
で
あ

る
。
」
そ
し
て
さ
ら
に
こ
う
続
け
る
。
「
理
性
の
仕
事
の
一
つ
は
、
自
ら
が
全
面
的
に
支
配
で
き
な
い
他
の
諸
力
に
ど
の
程
度
依
拠
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

べ
き
な
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

　
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
の
理
論
は
、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
て

ば
、
ハ
イ
エ
ク
が
カ
ン
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム
を
共
に
摂
取
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
矛
盾
で
は
な
く
、
整
合
性
の
あ
る
姿
勢
と
な

る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
が
カ
ン
ト
を
評
価
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
正
義
の
十
分
条
件
で
は
な
く
、
必
要
条
件
の
み
を
提
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
は
、
不
正
な
も
の
を
除
去
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
拒
絶
的
な
テ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
普
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

化
の
テ
ス
ト
を
提
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
説
く
法
、
す
な
わ
ち
一
般
的
、
抽
象
的
、
拒
絶
的

な
ル
ー
ル
と
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
を
行
な
う
た
め
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
従
え
ば
、
理
性
が
有
効
に

作
動
し
、
自
ら
の
支
配
力
を
行
使
で
き
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
見
出
す
局
面
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
構
築
主
義
的
合
理

主
義
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
理
性
が
こ
の
ル
ー
ル
を
踏
み
越
え
、
あ
る
い
は
無
視
し
て
、
直
接
個
々
人
に
具
体
的
な
指
令
を
出
す
な

ら
、
理
性
の
権
威
は
忽
ち
に
し
て
失
墜
し
、
理
性
の
名
に
よ
る
暴
政
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
り
兼
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
理
性
が
全
面
的
に
は
支
配
で
き
な
い
領
域
と
は
何
か
。
ハ
イ
エ
ク
は
そ
れ
を
、
A
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
表
現
を
用
い
て

「
人
間
活
動
の
結
果
で
あ
る
が
、
人
間
の
設
計
の
結
果
で
は
な
い
」
領
域
と
規
定
す
る
。
そ
の
よ
う
な
領
域
は
、
人
間
活
動
に
指
針

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

を
提
供
す
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
理
性
の
み
が
作
り
出
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
が
ヒ
ュ
ー
ム
を
評
価
す
る
の
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
が
そ
の
よ
う
な
領
域
の
存
在
に
着
目
し
、
そ
れ
を
人
為
（
震
岳
碧
邑
と
呼
ん
で
重
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
エ

ク
に
よ
れ
ば
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
人
為
と
は
、
「
決
し
て
神
の
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
本
来
の
人
間
性
の
不
可
欠
の
部
分
で
も
な
く
、

純
粋
な
理
性
の
明
示
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
人
類
の
実
践
的
な
経
験
の
産
物
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
人
為
を
具
現
し
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た
ル
ー
ル
は
、
時
間
の
な
か
で
ゆ
っ
く
り
と
し
た
テ
ス
ト
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
唯
一
の
こ
と
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

う
し
た
ル
ー
ル
が
人
間
の
福
祉
を
増
進
す
る
上
で
、
ど
の
よ
う
な
効
用
を
示
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

人
為
が
、
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
の
土
台
を
形
成
し
、
そ
れ
を
支
え
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
ハ
イ
エ
ク
は
カ
ン
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム
を
極
め
て
適
切
に
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り

ハ
イ
エ
ク
は
、
人
間
が
意
図
的
に
形
成
で
き
る
も
の
の
性
格
を
、
カ
ン
ト
に
従
っ
て
把
握
し
た
。
と
同
時
に
、
人
間
の
意
図
を
越
え

て
形
成
さ
れ
る
が
、
人
間
活
動
の
基
準
と
な
る
も
の
の
存
在
を
ヒ
ュ
ー
ム
に
従
っ
て
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
物

の
見
方
を
極
め
て
重
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
「
法
の
支
配
」
の
理
論
の
特
色
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。　

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
ら
が
従
っ
て
い
る
ル
ー
ル
に
、
何
故
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
を
知
っ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
と
い
う
。
人
間
の
思
考
と
行
動
が
、
淘
汰
の
過
程
に
則
っ
て
進
化
を
遂
げ
て
き
た
ル
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

ル
に
支
配
さ
れ
て
い
る
時
に
、
人
間
は
成
功
裏
に
事
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
何
世
代
に
も
わ
た
る
経
験

の
産
物
で
あ
っ
て
、
人
間
の
設
計
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
れ
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
で
い
て
、
人
は
活
動
に
際
し
て
そ
う
し
た
ル
ー
ル
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
エ
ク
は
こ
の
よ
う
に
伝
統
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
進
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
を
、
私
達
が
そ
の
全
貌
を
知
り
得

な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
未
知
な
る
も
の
」
（
9
①
C
罫
8
≦
昌
）
と
も
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
進
化
の
産
物
が
、
人
知
を
用
い
る

こ
と
で
改
善
で
き
る
と
す
る
考
え
方
を
強
く
批
判
す
る
。
何
故
な
ら
、
未
知
な
る
も
の
を
秩
序
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
未
知
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

も
の
そ
れ
自
体
に
自
ら
を
秩
序
づ
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
が
未
知
な
る
も
の
の
尊
重

を
説
く
の
は
、
人
間
は
何
事
で
も
意
図
的
に
な
し
得
る
と
す
る
考
え
方
、
す
な
わ
ち
意
識
的
理
性
の
専
制
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
。

あ
る
い
は
さ
ら
に
積
極
的
に
い
え
ば
、
未
知
な
る
も
の
の
意
味
を
引
き
出
す
こ
と
が
、
私
達
が
成
功
を
収
め
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
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る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
A
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
ハ
イ
エ
ク
を
評
し
て
、
「
彼
の
自
生
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