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始
め
に

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
は
二
〇
一
七
年
九
月
三
〇
日
に
名
古
屋
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
三
回
法
制
史
学
会
秋
季
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム

｢

国
家
と
自
由
の
空
間｣

で
、
報
告
者
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が
基
づ
い
た
原
稿
を
再
録
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
時
間
の
関

係
で
原
稿
の
す
べ
て
の
内
容
を
各
人
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
こ
に
掲
げ
る
原
稿
は
報
告
に
比
べ
詳
細
と
な
っ
て
い
る

部
分
が
あ
る
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
責
任
者
は
松
田
で
あ
り
、
ま
た
報
告
も
担
当
し
た
。
今
回
名
城
法
学
編
集
委
員
の
厚
意
に
よ
り
名
城
法

学
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
内
容
を
掲
載
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

な
お
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
会
場
の
設
定
、
進
行
、
司
会
ま
た
懇
親
会
の
準
備
な
ど
す
べ
て
名
古
屋
大
学
の
神
保
教

授
、
石
井
教
授
に
引
き
受
け
て
い
た
だ
き
、
ま
た
繁
雑
な
事
務
全
般
を
名
城
大
学
の
代
田
助
教
に
担
当
い
た
だ
い
た
。
大
き
く
且
つ
幾

つ
も
の
観
点
を
含
む
テ
ー
マ
に
自
身
の
研
究
か
ら
切
り
込
ん
で
く
れ
た
報
告
者
、
興
味
を
も
っ
て
応
答
し
て
く
れ
た
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
、

今
後
の
課
題
へ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
会
場
か
ら
の
質
問
者
と
も
併
せ
こ
こ
で
感
謝
し
た
い
。

趣
旨
説
明

｢

法
と
は
何
か｣

、
法
学
と
い
う
研
究
分
野
に
い
る
者
に
と
っ
て
常
に
念
頭
に
あ
る
問
い
で
あ
る
。
そ
の
答
え
に
迫
る
に
は
、
様
々
な

局
面
か
ら
こ
の
問
題
を
探
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
近
年
実
感
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
事
と
し
て
は
、
制
定
法
の
数
が
年
々
増
加
し
て
い
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
で
は
一
体
制
定
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法
は
ど
こ
ま
で
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

国
家
が
法
を
定
め
る
こ
と
で
不
正
は
防
止
さ
れ
、
公
平
が
保
た
れ
る
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
反
面
自
由
の
空
間
が
狭

め
ら
れ
る
の
も
ま
た
確
か
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
に
つ
き
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
伝
統
中
国
で
は
統
治
者
に
よ
る
社
会
秩
序
維
持
の
た
め
の
成
文
法
は
膨
大
な
量
に
な

る
ま
で
発
展
し
て
い
た
が
、
そ
の
反
面
実
定
私
法
の
体
系
的
な
発
展
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
人
々
の
間
で
は
一
定
の
秩

序
を
保
ち
な
が
ら
私
法
上
の
取
引
は
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
統
治
権
力
或
い
は
国
家
が
定
め
る
法
と
個
人
の
自
由
の
空
間
と
い
う
観
点
か
ら
歴
史
的
事
象
を
見
て
み
る

こ
と
も
、
法
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
視
点
と
し
て
有
益
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

｢

国
家
と
自
由
の
空
間｣

と
い
う
テ
ー
マ
に
関
連
す

る
ア
ル
ぺ
ラ
ン
氏
に
よ
る
講
演
と
、
ま
た
こ
の
テ
ー
マ
の
下
で
、
東
洋
、
西
洋
、
日
本
の
歴
史
的
事
象
を
取
り
上
げ
る
報
告
を
行
な
う

こ
と
に
し
た
。

こ
こ
で
三
報
告
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

ま
ず
松
原
報
告
で
は
、
国
家
の
統
治
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、
国
家
の
関
与
か
ら
離
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
空
間
が
存
在
し
、
そ

し
て
こ
の
空
間
の
中
で
は
人
々
は
活
発
に
動
い
て
い
る
と
い
う
動
態
が
示
さ
れ
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
中
国
清
代
華
南
地
方
の

土
地
保
有
秩
序
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
積
極
的
な
関
与
の
下
に
成
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
人
々
の
間
で
保
た
れ
て
い
る
秩

序
で
あ
っ
た
。
ま
た
必
ず
し
も
西
欧
近
代
型
の
権
利
と
い
う
発
想
で
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
秩
序
で
も
あ
っ
た
。

次
の
波
多
野
報
告
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
み
ら
れ
た｢

法
律｣
と｢

自
由｣

を
巡
っ
て
の
国
家
に
よ
る
関
与
の
あ
り
方
を
示
す
。

革
命
期
に
は

｢

一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律｣

が
各
人
の
自
由
を
保
障
す
る
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
現
実
に
は
こ
の
対
象
か
ら
は
自

律
し
た
意
思
を
持
た
な
い
者
が
排
除
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
自
律
で
き
な
い
者
を
自
律
さ
せ
る
方
策
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

際
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
の
は

｢

労
働｣

で
あ
っ
た
。
労
働
の
場
を
与
え
る
こ
と
が
公
的
扶
助
の
中
心
と
な
り
、
障
害
や
病
気
等
の
理
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由
で
労
働
で
き
な
い
者
は
扶
助
の
対
象
と
な
る
が
、
労
働
を
拒
否
す
る
者
は
犯
罪
者
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
番
目
の
松
田
報
告
で
は
、
日
本
の
大
正
時
代
の

｢

母
性
保
護
論
争｣

を
取
り
上
げ
る
。
母
性
保
護
論
争
で
は
、
妊
娠
、
分
娩
期
に

あ
る
女
性
に
対
す
る
国
家
の
保
護
に
つ
い
て
二
つ
の
考
え
方
が
対
立
し
た
。
女
子
の
経
済
的
自
立
を
重
視
す
る
与
謝
野
晶
子
は
、
妊
娠

分
娩
期
の
婦
人
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
保
護
は
極
一
部
の
已
む
を
得
な
い
場
合
の
み
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
母
の
子
供

を
生
み
且
つ
育
て
る
仕
事
の
重
要
性
を
強
調
す
る
平
塚
ら
い
て
う
は
、
国
家
に
よ
る
保
護
を
強
く
主
張
す
る
。
こ
の
二
人
の
発
想
の
違

い
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
国
家
の
個
人
へ
の
関
わ
り
方
を
考
え
る
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
一
つ
の
講
演
或
い
は
報
告
に
よ
っ
て
何
か
の
結
論
が
出
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
以
上
の
講
演
と
報
告
、

ま
た
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
コ
メ
ン
ト
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
会
場
か
ら
様
々
な
意
見
が
提
起
さ
れ
、
活
発
な
議
論
が
起

き
る
こ
と
で
、｢

国
家
と
自
由
の
空
間｣

と
い
う
テ
ー
マ
に
関
す
る
思
考
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

清
代
中
国
土
地
取
引
に
み
る
地
域
社
会
編
成
の
動
態
と
国
家
法
秩
序

松

原

健
太
郎

清
代
中
国
の
国
家
制
定
法
が
、
所
謂

｢

私
法｣

秩
序
の
規
定
を
、
少
な
く
と
も
明
示
的
な
目
標
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
差

し
当
た
り
争
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
現
代
的
関
心
か
ら

｢

私
権｣

を
中
心
と
す
る
私
法
な
い
し
財
産
法
の
秩
序
を

再
構
成
す
る
作
業
は
、
一
方
に
お
い
て
現
代
行
わ
れ
る
法
制
史
学
的
研
究
と
し
て
意
味
を
有
す
る
作
業
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

他
方
に
お
い
て
必
然
的
に
一
定
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
が
不
可
避
と
な
る
。
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伝
統
中
国
に
お
け
る

｢

財
産
権｣

が
近
代
以
降
の
法
学
的
文
脈
で
議
論
さ
れ
る
と
き
、
往
々
に
し
て

『

詩
経』

に
淵
源
を
も
つ
一
説

｢
普
天
之
下
莫
非
王
土｣

が
引
用
さ
れ
、｢

王
土
思
想｣

の
存
在
が
語
ら
れ
る
が

(

１)

、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
理
解
は
異
な
る
。
こ
の『

詩
経』

の
一
説
、
或
い
は

｢

王
土
思
想｣

自
体
が
も
っ
た
影
響
な
い
し
思
想
の
内
実
に
つ
い
て
存
在
す
る
限
界
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
触
れ
な
い

が
、
何
ら
か
の
絶
対
性
な
り
前
国
家
性
を
有
す
る
財
産
権
を
国
家
が
保
証
す
る
と
い
う
関
係
と
、
国
家
が
財
産
権
の
付
与
・
剥
奪
を
行

う
と
い
う
関
係
と
の
対
抗
関
係
を
前
提
と
し
て
、
伝
統
中
国
に
つ
き
後
者
の
関
係
を
近
代
以
降
の
諸
議
論
が
肯
定
す
る
際
の
一
つ
の
表

現
形
式
と
い
う
側
面
に
、
こ
こ
で
は
着
目
す
る
。

一
方
に
お
い
て
清
朝
統
治
下
で
は
、
す
べ
て
の
土
地
売
買
に
つ
い
て
取
引
を
登
録
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
税
を
支
払
う
こ
と(

税
契)

を
要
求
し
て
違
反
者
に
刑
罰
を
科
し
、
地
税
登
録

(

過
割)

を
し
な
い
も
の
に
対
し
て
は
そ
の
土
地
の
面
積
に
応
じ
た
刑
罰
を
科
す
る

と
と
も
に
当
該
土
地
に
つ
い
て
入
官
す
る
、
と
い
う
法
制
度
が
存
在
し
た
。
他
方
に
お
い
て
、
登
録
さ
れ
な
い

｢

白
契｣

に
よ
る
土
地

取
引
が
広
く
行
わ
れ
、
ま
た
現
実
の
地
税
登
録
状
況
は
土
地
保
有
の
実
態
と
か
け
離
れ
た
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
実
際
の
統
治
の
在
り

方
は
こ
の
情
況
を
前
提
と
し
て
い
た
。
何
処
に
ど
れ
だ
け
の
土
地
が
、
誰
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
か
、
国
家
が
把
握
し
て
お
ら
ず
、

ま
た

｢

教
諭
的
調
停｣

と
し
て
の
側
面
を
も
っ
た

(
民
事)

裁
判
の
判
決
の
実
現
が
民
間
の
諸
主
体
に
よ
る
受
容
に
一
定
程
度
依
存
し

た
中
で
、
個
別
の
土
地
保
有
を
直
接
国
家
が
保
証
す
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
限
界
が
存
し
た
。

こ
の
た
め
、
個
別
の
財
産
権
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
一
定
程
度
国
家
の
介
在
を
有
し
た
と
し
て
も
、
民
間
の
諸
主
体
が
相
互
に
認
め

る
形
で
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
相
互
保
障
の
社
会
的
な
均
衡
状
態
に
つ
い
て
、

伝
統
的
に
は
例
え
ば
農
村
の

｢

共
同
体｣

が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
存
在
せ
ず
個
別
の

｢

家｣

が
各
々
の
利
益
を
追
求
し
て
競
争
す
る

状
態
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
は
む
し
ろ
父
系
親
族
関
係
・
宗
教

的
象
徴
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
地
縁
的
関
係
が
、
重
層
的
に
重
な
り
合
っ
て
地
域
社
会
を
編
成
し
て
い
た
、
と
い
う
情
況
に
つ
い
て
研

究
が
進
展
し
て
お
り
、
本
報
告
は
こ
う
し
た
研
究
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

(
２)

。
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同
時
に
こ
う
し
た
交
換
関
係
を
通
じ
て
、
個
別
の

｢

家｣

を
含
む
父
系
親
族
団
体
、
宗
教
的
象
徴
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
地
縁
的
諸

集
団
が
重
層
的
に
行
う
地
域
社
会
編
成
は
、
清
朝
国
家
の
統
合
の
一
側
面
を
担
っ
た
。
こ
れ
ら
の
集
団
が
祖
先
祭
祀
、
族
譜
作
成
、
祖

堂
建
設
等
の
特
定
の
様
式
を
模
倣
・
再
生
産
す
る
こ
と
が
、
儒
教
的
正
統
・
漢
字
文
化
と
い
っ
た
伝
統
な
い
し
一
定
のState

C
ulture

へ
の
積
極
的
自
己
同
一
化
を
含
意
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
清
朝
政
府
と
の
直
接
の
接
触
な
し
に

(

た
と
え
ば
地
税
の
登
録
も

行
わ
ず
に)
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
を
歴
代
正
統
王
朝
に
仕
官
し
た
祖
先
の
直
系
子
孫
で
あ
り
、
更
に
は
現
在
の
正
統
王
朝
た
る
清
朝
に

よ
る
統
治
の
対
象
と
と
ら
え
る
契
機
が
存
在
し
た

(

３)

。

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
地
域
社
会
に
は
、
個
別
の
土
地
保
有
な
い
し
財
産
権
が
保
障
さ
れ
る
方
法
と
、
そ
こ
で
の
国
家
政
府
の

介
在
の
在
り
方
に
、
以
下
の
如
き
拡
が
り
が
存
在
し
た
。
即
ち
一
方
の
極
に
は
、
土
地
保
有
・
取
引
の
秩
序
に
日
常
的
に
政
府
が
介
在

す
る
、
土
地
に
つ
い
て
の
些
末
と
思
わ
れ
る

(｢

細
事｣

に
関
わ
る)

紛
争
で
あ
っ
て
も
県
衙
門
に
持
ち
込
ま
れ
て
判
断
が
下
さ
れ
る

タ
イ
プ
の
地
域
社
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
個
別
の
土
地
保
有
の
保
障
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
が
国
家
に
実
質
的
な
役
割
を
求
め
た
。
他

方
の
極
に
は
、
地
税
徴
収
・
紛
争
処
理
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
国
家
政
府
と
の
直
接
の
接
触
が
全
く
存
在
せ
ず
に
、
土
地
保
有
・
取
引

秩
序
が
専
ら
民
間
で
機
能
し
得
た
情
況
が
存
在
し
た
。
香
港
新
界
に
お
い
て
典
型
的
に
存
在
し
た
こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、

前
提
と
し
て
田
面
田
底
関
係
の
一
種
が
成
立
し
た
。
そ
こ
で
は

(

例
え
ばL

antau

島
全
体
、
或
い
は
西
貢
半
島
全
体
と
い
っ
た
広
大

な
地
域
に
わ
た
っ
て
保
有
を
主
張
す
る
田
底
主
が
、
そ
の
地
域
の
内
部
で
村
落
を
形
成
し
て
定
住
す
る
田
面
主
か
ら
租
を
徴
収
し
た
。

そ
し
て
田
面
主
は
一
方
に
お
い
て

(

往
々
に
し
て
宗
族
団
体
、
或
い
は
地
縁
的
団
体
単
位
で)

村
落
全
体
の
土
地
に
つ
い
て
定
額
の
租

を
支
払
い
、
他
方
で
当
該
地
域
内
の
一
筆
一
筆
の
保
有
に
つ
い
て
は
田
底
主
か
ら
独
立
に
、
そ
の
田
面
へ
の
権
利
に
つ
い
て
売
買
等
の

取
引
を
行
っ
た
。
田
面
主
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
一
筆
一
筆
の
土
地
保
有
が
直
接
田
底
主
の
保
障
に
依
存
す
る
の
で
も
な
く
、
主
と
し

て
田
面
主
同
士
で
形
成
さ
れ
る
地
域
社
会

(

こ
の
地
域
社
会
に
田
底
主
が
ど
こ
ま
で
介
在
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
香
港
新
界
内
部
で
も

多
様
性
が
存
し
た)

の
中
で
、
相
互
に
保
障
さ
れ
た
。
個
別
の
土
地
保
有
の
保
護
に
お
け
る
国
家
の
介
在
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
こ
の

国家と自由の空間
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両
極
の
い
ず
れ
か
の
形
態
、
或
い
は
何
ら
か
の
中
間
的
な
形
態
が
と
ら
れ
る
際
に
は
、
県
衙
門
か
ら
の
物
理
的
な
距
離
、
民
間
に
お
け

る
紛
争
処
理
手
続
き
の
整
備
の
程
度
、
当
事
者
に
よ
る
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
の
認
識
の
在
り
方
等
、
多
様
な
要
因
が
影
響
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
方
に
律
例
を
中
心
と
す
る
法
体
系
の
統
一
性
が
あ
り
、
他
方
に
民
間
に
お
け
る
社
会
編
成
諸
形
態
と

そ
の
政
府
と
の
関
係
に
お
け
る
多
様
性
と
が
存
在
す
る
中
で
、
個
別
の
土
地
保
有
が
安
定
的
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
前
述
の
如
く
民

間
の
社
会
編
成
の
中
で
そ
れ
が
当
事
者
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
た

(

４)

。

本
報
告
は
前
提
と
し
て
、
こ
う
し
た
民
間
の
父
系
親
族
関
係
・
地
縁
的
諸
関
係
を
介
在
す
る
地
域
社
会
の
編
成
過
程
と
財
産
権
の
保

障
の
さ
れ
方
と
の
間
に
、
一
定
の
関
連
を
見
出
す
。
そ
れ
は
、
当
事
者
間
の
土
地
取
引
が
多
重
的
で
長
期
的
な
貸
借
を
含
む
交
換
関
係

の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
長
期
性
に
適
合
し
た
形
で
土
地
取
引
の
諸
範
疇
も
発
達
し
て
い
る
、
と
の
認
識
に
関
連
す
る
。

こ
う
し
た
認
識
は
、
香
港
新
界
の
宗
族
団
体
形
成
過
程
と
、
そ
れ
と
連
動
す
る
近
隣
と
の
土
地
取
引
記
録
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
が

(

５)

、
同
時
に
土
地
取
引
に
関
す
る
諸
範
疇
自
体
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
上
で
、
こ
う
し
た
長
期
的
交
換
関
係
の
文
脈
で
理
解
す

る
こ
と
の
有
用
性
に
つ
い
て
の
見
通
し
に
も
基
づ
く

(

６)

。

こ
う
し
た
長
期
的
交
換
関
係
を
通
じ
た
社
会
編
成
は
、
古
典
的
に
はM

arcel
M
auss

が
理
論
化
し
た
所
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

交
換
関
係
の
最
も
基
本
的
な
属
性
の
一
つ
が
、
売
買
や
贈
与
と
い
っ
た
個
別
の
取
引
に
お
い
て
、
目
的
物
を
手
放
す
側
が
そ
の
物
と
の

関
係
を
完
全
に
切
断
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
関
係
、
と
り
わ
け
非
対
称
的
な
関
係
を
保
持
す
る
こ
と
で
、
そ
の
目
的
物
を
媒
介
に

取
引
の
相
手
方
と
の
社
会
関
係
を
形
成
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
清
代
中
国
に
お
け
る
土
地
取
引
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
多

様
な
関
係
の
保
持
を
可
能
に
し
て
い
た
。
即
ち
、
先
ず
典
当
・
活
賣
と
い
っ
た
買
戻
し
条
件
つ
き
の
取
引
を
通
じ
て
、
回
贖
可
能
性
と

い
う
形
の
関
係
を
保
持
す
る
形
態
が
あ
り
、
次
に
買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い

｢

絶｣

の
形
で
売
買
を
行
っ
て
も

｢

找
価｣

の
形
で
売

値
の
足
し
前
を
要
求
し
得
る
慣
行
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る

(

７)

。
更
に
、
数
次
に
わ
た
っ
て
找
価
を
行
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
足
し
前
を
買
主

が
払
わ
な
い
、
と
な
っ
た
と
き
に
最
後
に
一
度
支
払
い
を
得
ら
れ
る

｢

嘆
気
契｣
と
い
う
書
面
に
つ
き
、
こ
れ
はM

auss

自
身
が
、
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P
ierre

H
oang

の
著
作
に
基
づ
い
て
中
国
の
慣
行
と
し
て
言
及
し
て
い
る

(

８)

。
回
贖
の
可
能
性
も
売
値
へ
の
足
し
前
の
要
求
の
可
能
性

も
な
く
な
っ
た
後
に
つ
い
て
は
、
原
業
主
と
し
て
、
現
在
の
業
主
が
第
三
者
へ
の
売
却
を
行
う
際
に
所
謂

｢

先
買
権｣

を
主
張
す
る
事

例

(
こ
の

｢

先
買
権｣

は
原
業
主

(

前
主)

の
み
な
ら
ず
親
戚
・
隣
人
が
、
取
引
当
事
者
に
限
ら
れ
な
い
地
域
社
会
の
利
害
関
心
を
ヨ

リ
直
截
的
に
反
映
す
る
形
で
主
張
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
っ
た)

、
ま
た
自
ら
が
買
う
こ
と
が
出
来
な
く
と
も
原
業
主
と
し
て
一
定
の

金
銭
を

｢

脱
業
銭｣

な
い
し

｢

喜
礼
銀｣

と
し
て
要
求
し
得
る
と
い
う

｢

俗
例｣

｢

郷
例｣

等
が
各
地
に
存
在
し
て
い
る

(

９)

。

過
去
数
十
年
間
の
香
港
新
界
に
お
け
る
歴
史
学
・
人
類
学
的
研
究
の
一
つ
の
主
要
な
成
果
は
、
幾
つ
か
の
移
住
の
波
の
中
で
、
先
行

す
る
住
民
と
後
発
の
移
住
者
と
が
互
い
に
競
争
・
協
力
関
係
に
立
ち
な
が
ら
、
地
域
社
会
を
編
成
し
て
い
っ
た
具
体
的
な
過
程
を
描
き

出
し
た
こ
と
に
あ
る

(

�)

。
そ
こ
で
は
、｢

宗
族｣

の
形
成
・
発
展
・
相
互
作
用
を
中
心
と
す
る
父
系
親
族
関
係
の
展
開
と
、
一
定
の
土
地

へ
の
定
住
の
単
位
と
な
る
宗
族
が
、
地
縁
的
な
諸
関
係
を
通
じ
て
、
雑
姓
村
や

｢

約｣

と
い
っ
た
社
会
的
諸
単
位
を
編
成
す
る
過
程
と

が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
諸
過
程
の
中
で
保
有
・
取
引
さ
れ
た

｢

土
地｣

は
、
個
別
の

｢

家｣

の
財
産
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に

こ
う
し
た
諸
集
団
の
重
要
な
物
的
基
盤
と
も
な
っ
た
。
そ
こ
で
の
土
地
の
保
有
・
取
引
に
は
、
こ
う
し
た
地
域
社
会
編
成
の
観
点
か
ら

の
考
慮
が
介
在
し
、
上
記
の
如
き
諸
制
度
を
利
用
し
た
長
期
的
な
交
換
関
係
の
中
で
の
取
引
は
、
こ
う
し
た
考
慮
と
表
裏
一
体
を
な
し

た

(

�)

。即
ち
、
清
代
の
新
安
県
南
部

(

後
の
香
港
新
界)

地
域
に
お
い
て
、
或
る

｢

家｣

の
構
成
員
が
或
る
土
地
に
定
住
す
る
た
め
に
は
、

周
辺
の
諸
主
体
か
ら
明
示
的
に
定
住
を
認
め
ら
れ
る
か
、
そ
の
よ
う
に
し
て
定
住
を
認
め
ら
れ
た
主
体
か
ら
父
系
的
に
血
を
継
い
で
い

る
こ
と
を

(

仮
構
的
に
で
も)

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た

(
�)

。
逆
に
言
え
ば
、
或
る
土
地
に
定
住
を
認
め
ら
れ
た
人
物
が
あ
れ

ば
、
そ
の
人
物
を

｢

始
祖｣

と
す
る
宗
族
を
系
譜
的
に
想
定
し
た
場
合
、
そ
の
宗
族
と
そ
の
人
物
を
通
じ
て
定
住
を
認
め
ら
れ
た
人
間

の
範
囲
は
、
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
或
る
集
団
と
土
地
と
を
結
び
つ
け
る
装
置
と
し
て
の

｢

始
祖｣

が
語
ら
れ
る
所
以
で
あ
る

(

�)

。

典
型
的
に
は
、
耕
作
・
定
住
可
能
な
土
地
が
存
す
る
場
所
に
一
定
の

｢

家｣
の
構
成
員
が
移
住
し
、
近
隣
の
諸
主
体
―
こ
れ
は
田

国家と自由の空間
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底
主
、
先
発
の
田
面
主
を
含
む
―
と
の
関
係
を
形
成
し
つ
つ
、
定
住
を
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
土
地
を
取
得
し
て
ゆ
く
方
法
と
し

て
、
田
面
主
が
田
底
主
か
ら
認
め
ら
れ
た
一
定
の
手
つ
か
ず
の
土
地
に
つ
い
て
開
墾
し
て
自
ら
の
資
産
と
し
て
ゆ
く
過
程
と
、
先
行
の

田
面
主
か
ら
土
地
を
取
得
し
て
ゆ
く
過
程
と
が
考
え
ら
れ
、
史
料
的
に
は
双
方
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
と
り
わ
け
後
者
の
過
程
に
お
い

て
は
、
田
面
主
同
士
の
貸
借
・
通
婚
・
祭
祀
へ
の
相
互
参
加
、
の
多
重
的
・
長
期
的
な
諸
関
係
が
形
成
さ
れ
、
土
地
取
引
も
そ
の
一
環

と
し
て
行
わ
れ
る

(
�)

。

そ
う
し
た
諸
関
係
の
中
で
、
土
地
取
引
と
特
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
の
が
、
金
銭
貸
借
で
あ
る
。
上
記
の
如
き
地
域
社
会
に
お
い

て
、
信
用
を
供
与
す
る
際
に
担
保
と
し
て
機
能
し
得
る
も
の
と
し
て
は
、
土
地
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
土
地
取
引
も
、
実
際
に

は
土
地
を
手
放
す
つ
も
り
の
な
い
債
務
者
が
、
回
贖
を
前
提
と
し
て
土
地
を
典
・
当
に
出
し
、
返
済
が
滞
る
間
に
債
権
者
の
土
地
に
対

す
る
権
利
が
増
大
し
て
最
終
的
に
は

｢
絶｣

の
形
で
権
利
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
な
る
こ
と
が
、
往
々
に
し
て
存
す
る

(

�)

。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
土
地
取
引
制
度
を
理
解
す
る
上
で
、
次
の
二
点
が
問
題
と
な
る
。
一
つ
は
、
史
料
上
土
地
取
引
と
し
て
現
れ

る
も
の
が
、
実
際
に
は
当
事
者
が
土
地
取
引
と
観
念
し
な
い
取
引
で
あ
る
場
合
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
た
だ
金
銭
貸
借
の
担

保
と
し
て
、
そ
の
内
容
の
将
来
的
な
実
現
の
可
能
性
に
つ
い
て
当
事
者
が
必
ず
し
も
合
意
し
て
い
な
い
状
態
で
取
引
文
書
が
作
成
さ
れ

る
、
場
合
が
存
し
た
。
土
地
取
引
自
体
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
事
例
で
あ
り
、
金
銭
貸
借
を
行
う
と
き
は
必
ず
土
地
取
引
文
書
を
作

成
す
る
、
と
い
う
俗
例
の
存
す
る
広
東
省
の
事
例
や
、『
中
国
農
村
慣
行
調
査』

に
お
い
て
、
金
銭
貸
借
の
際
に
典
の
取
引
を
行
わ
な

い
に
も
拘
ら
ず
典
の
文
書
を
作
成
す
る
、
と
い
う
慣
行
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
更
に
識
字
・
文
書
作
成
能
力
と
、
契
約
文
書
の

均
一
性
に
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。
均
一
性
の
高
い
書
式
を
基
本
的
に
写
し
取
る
形
で
作
成
さ
れ
る
土
地
取
引
文
書
に
つ
い
て
は
、

当
事
者
間
の
観
念
す
る
取
引
内
容
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
、
或
い
は
そ
の
細
部
ま
で
を
記
載
し
て
い
な
い
、
と
い
う
可
能
性
が
常
に

存
す
る

(

�)

。

第
二
の
問
題
は
、
土
地
が
借
金
の｢

か
た｣

と
し
て
移
転
さ
れ
る
状
況
と
、
所
謂｢
凖
折｣

を
禁
止
す
る
法
意
識
と
の
関
係
で
あ
る
。
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｢
凖
折｣

と
は
、
典
型
的
に
は
経
済
的
弱
者
に
金
銭
を
貸
し
付
け
、
当
該
弱
者
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
を
担
保
に
と
っ
て
そ
れ
を

｢

無

理
や
り
取
り
上
げ
る｣

形
の
取
引
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
貸
付
に
は｢

放
債｣

と
い
っ
た
表
現
が
使
用
さ
れ
、

た
と
え
ば
天
災
に
遭
っ
た
地
域
の
住
人
に
商
人
が
貸
し
付
け
を
行
っ
て
凖
折
す
る
、
と
い
っ
た
現
象
が
問
題
に
な
り
、
或
い
は
清
律
に

｢

凖
折
妻
妾｣
に
刑
罰
を
科
す
る
条
文
が
存
す
る
。
そ
し
て
通
常
の
土
地
取
引
文
書
に
は
、
当
該
取
引
に
お
い
て

｢

凖
折｣

な
い
し

｢

債
折｣

の
事
情
が
な
い
こ
と
を
明
記
す
る
文
言
が
付
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
土
地
を
担
保
と
し
た
信
用
供
与
の
際
に
行
わ
れ
る
所
謂

正
当
な
担
保
権
の
執
行
と
、｢

凖
折｣

と
の
間
に
、
形
式
的
な
差
違
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る

(

�)

。

両
者
を
区
別
す
る
客
観
的
基
準
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
、
一
方
に
お
い
て
は
、｢

凖
折｣

に
つ
い
て
の
記
述
が
完

全
に
形
式
化
し
て
お
り
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
意
識
が
実
質
的
な
機
能
を
失
っ
て
い
た
、
と
い
う
可
能
性
が
存
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、

こ
れ
が
一
定
の
意
味
を
も
っ
た
と
す
れ
ば
、
区
別
自
体
に
は
以
下
の
意
義
が
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
期
的
な
貸
借
関
係
を
通
じ
て

土
地
取
引
が
行
わ
れ
る
過
程
は
、
微
視
的
な
水
準
で
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
社
会
変
動
を
含
意
す
る
。
即
ち
、
金
銭
を
必
要
と
し
て

土
地
を
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
い
主
体
の
物
的
基
盤
が
切
り
崩
さ
れ
、
金
銭
貸
付
を
背
景
に
資
産
を
増
大
さ
せ
る
主
体
が
局
地
的
に
は
社

会
的
に
優
位
に
立
つ
、
と
い
う
変
動
を
は
ら
む

(

�)
。
こ
の
際
に
、
両
主
体
が
長
期
的
か
つ
多
重
的
な
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
当
事
者

同
士
が
単
な
る
経
済
的
優
劣
関
係
に
と
ど
ま
ら
ぬ
関
係
を
形
成
し
、
新
た
な
社
会
的
均
衡
へ
向
け
て
一
定
程
度
時
間
を
か
け
て

｢

軟
着

陸｣

す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。｢

凖
折｣

に
対
す
る
意
識
は
、
当
事
者
間
の

(

或
い
は
、
よ
り
広
く
地
域
社
会
に
お
け
る)

認
識
の

中
で
、
こ
こ
で
の
社
会
変
動
の
中
で
当
事
者
間
に
必
然
的
に
生
ず
る
軋
轢
を
充
分
に
克
服
し
な
い
ま
ま
に
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
と
評

価
さ
れ
た
場
合
、｢

凖
折｣

と
称
す
る
こ
と
で
取
引
に
チ
ェ
ッ
ク
を
か
け
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に

｢

凖
折｣

の
問
題
は
、
当
時
の
土
地

｢

市
場｣

の
在
り
方
に
関
連
す
る
。
即
ち
、
土
地
を
担
保
と
し
て
金
銭
貸
借
が
行
わ
れ
、

債
務
の
弁
済
が
な
さ
れ
ず
に
担
保
権
の
執
行
が
問
題
と
な
っ
た
と
き
、
債
権
者
の
権
利
が
専
ら
金
銭
債
権
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
担

保
た
る
土
地
に
直
接
債
権
者
が
権
利
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
土
地
が
競
売
に
か
け
ら
れ
て
、
そ
の
収
益
か
ら
債
務
が
弁
済
さ
れ
る
、
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と
い
う
制
度
が
、
清
代
中
国
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
近
代
法
に
お
い
て
基
本
と
な
る
こ
う
し
た
制
度

(

こ
こ
で
の
担
保
を

C
ollateral

と
称
す
る)

は
、
前
提
と
し
て
競
売
等
を
通
じ
て
担
保
物
の
金
銭
的
価
値
が
直
ち
に
具
体
的
な
金
額
を
も
っ
て
実
現
さ
れ

得
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
そ
れ
に
は
当
該
土
地
に
つ
い
て
一
定
程
度
開
か
れ
た
市
場
に
お
い
て
価
額
が
決
定
す
る
環
境
が
必
要
と
な
る
。

清
代
中
国
に
お
け
る
土
地

｢

市
場｣

の
成
立
の
程
度
自
体
は
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
不
特
定
多
数
の
潜
在
的
買
主
か
ら

入
札
を
求
め
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
如
き
制
度
も
史
料
的
に
確
認
さ
れ
、
ま
た

｢

牙
行｣

等
の
仲
介
業
者
が
或
る
程
度
広
い
範
囲
で
買
い

手
を
探
す
シ
ス
テ
ム
等
も
存
在
し
た

(

�)

。
他
方
に
お
い
て
、
専
ら
上
述
の
如
き
長
期
的
か
つ
多
重
的
な
関
係
を
形
成
し
て
い
た
当
事
者
同

士
で
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
地
域
も
存
在
す
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
担
保
が

C
ollateral

で
は
な
く
、
む
し
ろ
債
務
が
弁
済
さ
れ
な
け
れ
ば
土
地
そ
の
も
の
へ
の
権
利
が
債
権
者
に
生
ず
る
形
態

(Substitutive

security)

を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
こ
う
し
た
状
態
の
下
で
は
、
債
権
債
務
関
係
が
地
域
社
会
構
造
に
直
接
及
ぼ
す
影
響
が

無
視
で
き
な
い
要
因
と
な
り
、
そ
う
し
た
社
会
構
造
の
安
定
の
た
め
に
も

｢

凖
折｣

を
忌
避
す
る
法
意
識
の
存
在
は
有
意
義
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。

上
述
の
如
く
、
当
事
者
間
の
長
期
的
か
つ
多
重
的
な
交
換
関
係
の
一
環
と
し
て
、
地
域
社
会
編
成
の
過
程
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら

行
わ
れ
る
土
地
取
引
は
、
個
別
の
土
地
の
上
に
複
数
の
権
利
を
競
合
さ
せ
や
す
い
、
と
い
う
特
徴
を
必
然
的
に
も
っ
た
。

但
し
、
複
数
の
権
利
を
必
然
的
に
競
合
せ
し
め
る
民
間
の
社
会
編
成
過
程
自
体
の
内
部
に
も
、
複
数
の
権
利
が
競
合
す
る
中
で
各
々

の
権
利
を
有
す
る
当
事
者
同
士
で
社
会
的
均
衡
を
目
指
す
動
因
と
、
こ
う
し
た
過
程
で
具
体
的
な
経
営
収
益
関
係

(

誰
が
耕
作
し
、
誰

が
収
穫
し
、
収
穫
物
が
如
何
に
処
分
さ
れ
、
収
益
は
如
何
に
分
配
さ
れ
る
か)

の
在
り
方
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
な
る
こ
と
の
弊

害
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
動
因
と
の
間
に
、
緊
張
関
係
が
生
ず
る
。
そ
し
て
民
間
に
お
い
て
も
官
の
裁
判
に
お
い
て
も
、
一
定
の
当
事

者
に

｢

管
業｣

を
与
え
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た
緊
張
関
係
の
中
で
生
ず
る
紛
争
に
対
し
て
、
一
つ
の
解
決
策
と
な
っ
た
。
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｢

管
業｣

概
念
に
は
、
一
方
に
お
い
て

｢

業｣

と
い
う
概
念
が
土
地
そ
の
も
の
を
示
す
よ
り
は
経
営
収
益
そ
の
も
の
を
示
し
、
一
筆

の
土
地
の
上
に
も
複
数
の
業
が
成
立
し
得
る
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
正
当
な

｢

管
業｣

も
成
立
し
得
る
と
い
う
側
面
が
存
す
る

(

�)

。

他
方
に
お
い
て
、｢

管
業｣

概
念
は
、
一
定
の
排
他
性
を
も
含
意
し
、
統
治
の
立
場
か
ら
は

｢

業
主｣

の
地
位
に
あ
る
者
が
一
義
的
に

｢

管
業｣
を
有
す
る
状
態
が
目
指
さ
れ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
方
に
お
い
て
は
民
間
の
社
会
的
動
態
を
通
じ
て
一
筆
一
筆
の
土
地
の
上
に
複
数
の
権
利
が
競
合
し
て｢

管
業｣

を
誰
が
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
の
共
通
了
解
の
成
立
が
困
難
に
な
る
動
態
が
社
会
秩
序
を
支
え
、
他
方
に
お
い
て
す
べ
て
の
土
地
に
つ

い
て

｢

業
主｣

が
登
録
さ
れ
て
そ
の
業
主
が
独
占
的
に
経
営
収
益

(

管
業)

を
行
う
、
と
い
う
理
念
型
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
両

者
の
間
に
生
ず
る
緊
張
関
係
の
解
決
の
形
は
、
土
地
保
有
・
取
引
秩
序
の
維
持
に
国
家
が
介
在
し
た
程
度
等
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
。

但
し
、
そ
れ
が
裁
判
の
場
で
直
接
に
判
断
さ
れ
る
際
に
も
、
国
法
上
の
理
念
型
が
裁
判
を
通
じ
て
貫
徹
さ
れ
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
る

よ
り
は
、
土
地
土
地
の
風
俗
を
考
慮
し
つ
つ

｢

凖
情
酌
理｣

情
を
凖
り
理
を
酌
ん
で
、
一
定
程
度
柔
軟
に
対
応
す
る
、
こ
と
が
現
実
的

な
対
応
と
さ
れ
た

(

�)

。
裁
判
が
そ
の
決
定
に
当
事
者
の
合
意
を
要
す
る

｢

調
停｣

的
要
素
を
も
ち
、
個
別
の
財
産
権
保
障
が
民
間
の
社
会

的
均
衡
に
依
存
す
る
以
上
、
こ
う
し
た
要
素
は
不
可
避
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
国
家
に
よ
る
裁
判
が
介
在
せ
ず
、
専
ら
民
間

で
こ
う
し
た
秩
序
が
形
成
・
維
持
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
民
間
の
社
会
編
成
自
体
が
一
定
の
国
家
的
諸
価
値
へ
の
積
極
的
な
自
己

同
一
化
と
い
う
側
面
を
も
っ
た
以
上
、
実
際
の
裁
判
で
提
出
さ
れ
る
の
と
同
形
式
の
契
約
文
書
・
取
引
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
っ
て
日
常
的

な
取
引
・
秩
序
維
持
が
行
わ
れ
て
い
る
。
国
家
官
僚
機
構
と
の
具
体
的
な
接
触
が
な
く
と
も
、
そ
こ
で
の
秩
序
維
持
は
統
治
の
理
念
型

と
全
く
無
関
係
に
行
わ
れ
る
よ
り
は
、
そ
れ
と
の
一
定
の
観
念
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
相
互
作
用
の
中
で
行
わ
れ
た
。
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注
(

１)

こ
れ
が
近
代
的
な
財
産
権
を
め
ぐ
る
議
論
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯

(

或
い
は
そ
の
経
緯
を
知
る
こ
と
の
困
難)

に
つ
い
て
、
西
英

昭
『『

台
湾
私
法』

の
成
立
過
程：

テ
キ
ス
ト
の
層
位
学
的
分
析
を
中
心
に』
(

九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九)

、
一
七
〇
―
一
七
一
頁
。

(

２)
典
型
的
に
はP

rasenjit
D
uara

C
ulture,

P
ow
er,
and
the
State:

R
ural

N
orth

C
hina,

1900-1942
(Stanford

U
niversity

P
ress,

1988);
H
elen
F
.
Siu,

"R
ecycling

T
radition:

C
ulture,

H
istory,

and
P
olitical

E
conom

y
in
the
C
hrysanthem

um

F
estivals

of
South

C
hina".

C
om
parative

Studies
in
Society

and
H
istory,

32.4
(1990):

765-794.
D
avid
F
aure.

E
m
peror

and
A
ncestor.

State
and
L
ineage

in
South

C
hina.

(Stanford
U
niversity

P
ress,

2007)

(

３)
D
avid
F
aure,"L

ineage
as
a
C
ultural

Invention:T
he
C
ase
of
the
P
earl
R
iver
D
elta,"

M
odern

C
hina

15.1
(1989)

4-36.

(

４)

こ
の
点
、
例
え
ば
寺
田
浩
明
氏
は

｢

一
定
の
実
体
法
的
な
ル
ー
ル
の
束
と
、
そ
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
取
得
し
た
も
の
に
対
す
る
相
互
尊
重

の
秩
序｣

の
成
立
を
見
出
す
。
石
井
三
記
・
寺
田
浩
明
・
西
川
洋
一
・
水
林
彪

『

近
代
法
の
再
定
位』

(

創
文
社
、
二
〇
〇
一)

八
八
頁
；
ま

た
、
寺
田
氏｢

中
国
近
世
に
お
け
る
自
然
の
領
有｣

(『

シ
リ
ー
ズ
・
世
界
史
へ
の
問
い』

第
一
巻｢

歴
史
に
お
け
る
自
然｣

一
九
九
〜
二
二
五

頁

(

岩
波
書
店
、
一
九
八
九))

。

(

５)

松
原
健
太
郎

｢

契
約
・
法
・
慣
習
：
伝
統
中
国
に
お
け
る
土
地
取
引
の
一
側
面｣

濱
下
武
志
＝
川
北
稔
編

『

支
配
の
地
域
史』

(

山
川
出
版

社
、
二
〇
〇
〇)

四
四
〜
八
〇
。

(

６)
K
etaro

M
atsubara

"T
raditionalL

and
R
ights

in
H
ong
K
ong's

N
ew
T
erritories"in

B
illy
So
&
R
am
on
M
yers,eds.T

he

T
reaty

P
ort
E
conom

y
in
M
odern

C
hina:

E
m
pirical

Studies
of
Institutional

C
hange

and
E
conom

ic
P
erform

ance

(C
hina

R
esearch

M
onograph

65,
U
niversity

of
C
alifornia,

B
erkeley,

2011),
147-171.

(

７)

岸
本
美
緒

｢

明
清
時
代
に
お
け
る

｢

找
価
回
贖｣

問
題｣

『

中
国
―
社
会
と
文
化』

一
二

(

一
九
九
七)

二
六
三
―
二
九
三
頁
。

(

８)
M
arcelM

auss
"E
ssaisur

le
don.F

orm
e
et
raison

de
l'echange

dans
les
societes

prim
itives"

初
出l'A

nn
� e
Sociologique,

seconde
serie,

(1923-1924).

(

９)

中
國
第
一
歴
史
档
案
館
、
中
國
社
會
科
學
院
歴
史
研
究
所
編『

清
代
土
地
占
有
關
係
與
佃
農
抗
租
鬥
爭：

乾
隆
刑
科
題
本
租
佃
關
係
史
料
２』

(

中
�
�
局
、
一
九
八
八)

。
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(

�)
Jam
es
H
ayes

T
he
rural

com
m
unities

of
H
ong
K
ong:

studies
and
them

es.
(O
xford

U
niversity

P
ress,

1983).
D
avid

F
aure

T
he
Structure

of
C
hinese

R
ural

Society:
L
ineage

and
V
illage

in
the
E
astern

N
ew
.
T
erritories,.

H
ong
K
ong

(O
xford

U
niversity

P
ress,

1986).

(

�)
P
atrick

H
ase
C
ustom

,L
and,and

L
ivelihood

in
R
uralSouth

C
hina:T

he
T
raditionalL

and
L
aw
of
H
ong
K
ong's

N
ew

T
erritories,

1750-1950
(H
ong
K
ong
U
niversity

P
ress,

2013).

(

�)
F
aure

1986
(

註
�)

、
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
中
国
東
北
部
に
お
け
る

｢

本
村
人｣

｢

外
村
人｣

区
別
の
在
り
方
に
つ
き
、
旗
田
巍

『

中
国

村
落
と
共
同
体
理
論』

(

岩
波
書
店
、
一
九
七
三)

。

(

�)
Ibid.

(

�)

松
原
二
〇
〇
〇

(

註
５)

(

�)
Ibid.

(

�)

岸
本
美
緒

｢

明
清
契
約
文
書｣
滋
賀
秀
三
編

『

中
国
法
制
史

基
本
資
料
の
研
究』

(

東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
三)

。

(

�)
K
entaro

M
atsubara

"Institutions
of
C
redit

and
the
L
and
M
arket

in
the
N
ew
T
erritories

of
H
ong
K
ong:L

ocalSocial

Structuring
and
C
olonization"

S.W
.C
heung

ed.C
olonialA

dm
inistration

and
L
and
R
eform

in
E
ast
A
sia
(R
outledge,

2017)
pp.103-114.

(

	)

香
港
新
界
の
田
面
主
同
士
の
土
地
取
引
に
あ
っ
て
は
、
対
象
と
な
る
土
地
は
宗
族
・
家
・
村
落
等
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、

社
会
的
含
意
は
そ
の
売
却
時
の
金
銭
的
価
値
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
珠
江
デ
ル
タ
の
沙
地
の
省
城
在
住
の

(

不
在)

地
主
に
よ
る
保
有
を
典
型

と
す
る
、
資
産
化
さ
れ
た
土
地
保
有
と
は
、
こ
の
点
性
格
を
異
に
す
る
。K

entaro
M
atsubara,"T

he
F
unctioning

of
a
L
and
M
arket

in
Q
ing
South

C
hina:

C
om
m
ents

on
a
Set
of
G
uangdong

L
and
D
eeds"

『

東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー』

四

(

二
〇

〇
九)

二
一
五
―
二
二
二
頁
。

(


)
Ibid.

(

�)

こ
の
区
別
の
歴
史
学
的
な
意
義
に
つ
き
、M

oses.I.F
inley

Studies
in
L
and
and
C
redit

in
A
ncient

A
thens,500-200

B
.C
.:T
he

H
oros

.Inscriptions.
(R
utgers

U
niversity

P
ress,

1952).

国家と自由の空間

(名城 '18) 67－4－131

一
四



(

�)

寺
田
浩
明
一
九
八
九

(

註
４)

。

(
�)

｢

業
由
主
管｣

｢

就
糧
管
業｣

と
い
っ
た
言
葉
は
、
民
間
の
取
引
過
程
で
必
ず
し
も
実
現
さ
れ
な
い
こ
の
状
態
を
、
一
つ
の
理
想
な
い
し
目
標

と
し
て
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)
滋
賀
秀
三

『

清
代
中
国
の
法
と
裁
判』

(

創
文
社
、
一
九
八
四)

二
七
〇
―
二
七
七
頁
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る

｢

一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律｣

と

｢

自
由｣

波
多
野

敏

は
じ
め
に

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
で
は
、｢

自
由
は
、
他
人
を
害
し
な
い
す
べ
て
を
な
し
得
る
こ
と
に
存
す
る
。
そ
の
結
果
各
人
の
自
然
権

の
行
使
は
、
社
会
の
他
の
構
成
員
に
こ
れ
ら
同
種
の
権
利
の
享
有
を
確
保
す
る
こ
と
以
外
の
限
界
を
も
た
な
い
。
こ
れ
ら
の
限
界
は
、

法
律
に
よ
っ
て
の
み
、
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

(

第
四
条)
と
定
め
ら
れ
、
自
由
の
限
界
を
法
律
に
よ
っ
て
定
め
る
と
す
る
。
ま

た
、
こ
の
法
律
に
つ
い
て

｢

法
律
は
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
。
す
べ
て
の
市
民
は
、
自
ら
ま
た
は
自
己
の
代
表
者
を
通
じ
て
そ
の
作

成
に
む
け
て
協
同
す
る
権
利
を
有
す
る
。
法
律
は
、
保
護
す
る
に
あ
た
っ
て
も
処
罰
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
同

じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(

第
六
条)

と
し
て
、
法
律
と
は
、｢

一
般
意
思
の
表
明｣

で
あ
り
、
全
て
の

｢

市
民｣

が
こ
の
法
律
の
制

定
に
か
か
わ
り
、
か
つ
、
す
べ
て
の
者
に
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
法
律
の
基
本
的
な
性
質
が
確
認
さ
れ
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て
い
る
。
人
権
宣
言
で
は
、
一
方
で
、
自
由
は
法
律
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
で
、
こ
の
法
律
は

｢

一
般
意

思
の
表
明｣

と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

本
報
告
の
第
一
の
課
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の

｢

自
由｣

と

｢

一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律｣

と
の
関
連
を
整
理
す
る
こ
と

で
あ
る
。
革
命
期
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て
自
由
の
限
界
を
定
め
る
と
し
て
、
法
律
に
大
き
な
役
割
を
も
た
せ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

立
法
中
心
主
義legicentrism

e

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
と
法
律
に
よ
る
拘
束
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
相

容
れ
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、｢

自
由｣

｢

法
律｣

と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
両
者
が
整
合
的
に
理
解
で
き

る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
こ
の
問
題
を
一
般
的
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
文
脈
の
中
で
考
え
て

い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
第
二
の
課
題
と
し
て
、
革
命
期
に

｢

自
由｣

や

｢

法
律｣

に
つ
い
て
の
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
た
理
解
が
あ
っ
た
と
し
て
、

こ
の

｢

自
由｣

が
ど
こ
ま
で
広
が
り
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
単
純
に
拘
束
の
な
い
自
由
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
ホ
ッ
ブ
ス
的
な

自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
事
実
と
し
て
は
万
人
が
享
受
で
き
な
い
と
し
て
も
、
権
利
と
し
て
は
全
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

革
命
期
の

｢

一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律｣
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る

｢

自
由｣

は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て

の
人
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
。
必
ず
し
も

｢

自
由｣

を
享
受
で
き
な
い
人
に
つ
い
て
、
革
命
は
ど
の
よ
う

な
対
応
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
も
ま
た
革
命
期
の
歴
史
的
な
文
脈
の
中
で
考
え
て
行
き
た
い
。

革
命
期
の

｢

法
律｣

と

｢

自
由｣

社
団
国
家
で
あ
る
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
国
家
に
お
い
て
、
法
は
、
基
本
的
に
は
、
国
王
と
そ
れ
ぞ
れ
の
社
団
と
の
明
示
的
あ

る
い
は
黙
示
的
な
取
り
決
め
に
基
づ
く
個
別
的
な
特
権
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
王
権
は
、
自
生
的
に
生
成
し
て
き
た
社
団
に
も
ろ
も
ろ
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の
特
権
を
認
め
、
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
団
を
社
会
全
体
の
中
で
位
置
づ
け
、
全
体
的
な
秩
序
を
構
築
し
て
い

た
。
王
権
と
い
え
ど
も
、
社
団
に
認
め
ら
れ
た
特
権
を
一
方
的
に
廃
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
王
国
全
体
の
法
の
統
一
も
求
め
ら
れ

た
が
、
地
域
の
慣
習
法
は
、
地
域
の
持
つ
特
権
で
も
あ
り
、
王
権
も
、
こ
れ
を
廃
止
し
て
新
し
い
法
に
と
っ
て
か
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
、
チ
ュ
ル
ゴ
の
自
由
主
義
的
な
経
済
改
革
や
ラ
モ
ワ
ニ
ョ
ン
の
司
法
改
革
も
、

伝
統
的
な
ギ
ル
ド
な
ど
の
特
権
に
阻
ま
れ
て
、
結
局
は
失
敗
に
帰
し
た

(

１)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ェ
イ
エ
ー
ス
は
、『

第
三
身
分
と
は
何
か』

に
お
い
て
、
ナ
シ
オ
ン

(

＝
国
家
、
国
民)

と
は

｢

共
通
の
法
律

の
下
で
生
活
し
、
同
一
の
立
法
府
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
等
の
条
件
を
満
た
す
人
々
の
団
体
で
あ
る｣

と
述
べ

(

２)

、
国
家
統
合
の
基
礎
に

｢

共
通
の
法
律｣

を
置
い
た
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
特
権
の
よ
う
に
身
分
や
地
域
、
職
業
団
体
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
社
団
と
個
別

に
取
り
決
め
ら
れ
る
法
は
、
新
し
い
国
家
の
基
礎
と
は
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
身
分
制
の
社
団
国
家
を
廃
止
し
、
共
通
の
法

律
に
基
づ
い
た
新
し
い
国
民
国
家
を
作
る
試
み
で
あ
っ
た
。

人
権
宣
言
の
第
六
条
は
、
法
律
は
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
の
時
期
に
出
さ
れ
た
多
く
の
草
案
で
も
法
律
は
一
般
意

思
の
表
明
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
珍
し
い
も
の
で
は
な
い

(

３)

。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
特
権
に
代
わ
る
、
新
し
い
国
家
の
基
礎

と
な
る
共
通
の
法
律
は
、
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
革
命
期
に
は
、
ギ
ル
ド
な
ど
の
中
間
団
体
を
廃
止
し
、
ナ
シ
オ

ン
に
共
通
の
法
律
を
定
め
る
こ
と
が
基
本
的
な
課
題
と
な
り
、
し
か
も
、
こ
の
法
律
は

｢

一
般
意
思
の
表
明｣

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
自
由
も
、
こ
う
し
た
法
律
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
、
ま
た
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
権
宣
言
の
テ
キ
ス
ト
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
ム
ニ
エ
は
次
の
よ
う
に
言
う

(

４)

。

あ
る
市
民
が
他
人
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
に
は
、
す
べ
て
の
人
の
権
利
と
義
務
を
定
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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他
人
の
害
に
な
る
行
為
を
禁
止
し
、
そ
う
し
た
行
為
を
犯
し
た
人
間
に
対
す
る
刑
罰
を
定
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
権
利
・
義
務
を
決
め
る
た
め
に
、
市
民
が
そ
れ
を
知
り
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
ル
ー
ル
を
定
め
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ル
ー
ル
は
法
律
と
呼
ば
れ
る
。
法
律
は
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
を
拘
束
し
義
務
づ
け
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
律
の
権
威
こ
そ
が
自
由
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
。
法
律
こ
そ
が
力
の
支
配
を
破
壊
し
、
法
律
こ
そ
が
す
べ
て
の
人

の
権
利
を
守
る
の
で
あ
る
。
法
律
が
な
け
れ
ば
、
自
由
は
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な

｢

自
由｣
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
の
法
律
が

｢

一
般
意
思
の
表
明｣

と
し
て
の
法
律
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
で
は

｢

一
般
意
思｣

の
概
念
は
、
一
七
世
紀
の
神
学
者
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る

(

５)

が
、
や
は
り
こ
の

概
念
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
の
概
念
を
中
心
に
政
治
体
の
あ
り
か
た
を
構
想
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
も
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
ル
ソ
ー

の

『

社
会
契
約
論』

が
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
っ
て
世
俗
化
さ
れ
た
一
般
意
思
は
、
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
っ
て
、
全

人
類
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
過
つ
こ
と
の
な
い
善
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
に
お
い
て
は
、
特
殊
意
思
が
誤
る
可
能
性
が

あ
る
の
に
対
し
て
、
全
人
類
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
一
般
意
思
は
誤
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
、
ル
ソ
ー
の
一
般
意
思
に
近
い
も
の
に
な
っ

て
く
る

(

６)

。

ル
ソ
ー
は
、｢

『

各
構
成
員
の
身
体
と
財
産
を
、
共
同
の
力
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
守
り
保
護
す
る
よ
う
な
、
結
合
の
一
形
式
を
見
い

だ
す
こ
と
。
そ
う
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
が
、
す
べ
て
の
人
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
し
か
も
自
分
自
身
に
し
か
服
従
せ
ず
、
以
前
と

同
じ
よ
う
に
自
由
で
あ
る
こ
と
。』

こ
れ
こ
そ
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
社
会
契
約
が
そ
れ
に
解
決
を
与
え
る｣

と
述
べ

(

７)

、
戦
争
状
態

を
脱
し
、
構
成
員
の
財
産
や
身
体
の
安
全
を
守
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
各
人
が
自
由
で
あ
る
た
め
の
社
会
契
約
を
構
想
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
両
立
し
が
た
い
二
つ
の
課
題
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て

｢

一
般
意
思｣
を
考
え
、
社
会
契
約
の
本
質
は

｢

わ
れ
わ
れ
の
各
々
は
、
身

体
と
す
べ
て
の
力
を
共
同
の
も
の
と
し
て
一
般
意
志
の
最
高
の
指
導
の
下
に
置
く
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
各
構
成
員
を
、
全
体
の
不
可
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分
の
一
部
と
し
て
、
ひ
と
ま
と
め
と
し
て
受
け
取
る｣

こ
と
に
あ
る
と
考
え
た

(

８)

。

ル
ソ
ー
は
、
一
般
意
思
は
個
々
人
の
意
思
を
集
め
た
全
体
意
思
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
。
個
々
人
の
意
思
は
、
私
的

利
害
に
よ
っ
て
誤
る
こ
と
が
あ
リ
、
こ
の
個
別
の
意
思
を
集
め
て
も
正
し
い
意
思
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
全
体
意
思
も
誤
る
可

能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、｢

特
殊
意
志
か
ら
、
相
殺
し
あ
う
過
不
足
を
の
ぞ
く
と
、
相
違
の
総
和
と
し
て
、
一
般
意
志
が
残
る｣

の
で

あ
り
、
こ
の
一
般
意
思
は
常
に
正
し
い
と
い
う
の
が
ル
ソ
ー
の
見
方
で
あ
る

(

９)

。
個
々
人
が
私
的
利
益
に
と
ら
わ
れ
ず
、
全
体
の
利
益
を

考
え
て
決
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
意
思
と
な
る
。

一
般
意
志
は
、
そ
れ
が
本
当
に
一
般
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
と
同
様
、
ま
た
そ
の
対
象
に
お
い
て
も
一
般
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
。
一
般
意
志
は
全
部
の
人
か
ら
生
ま
れ
、
全
部
の
人
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
。
そ
し
て
、
一
般
意
志
は
、
な
ん
ら
か
の
個
人
的
な
特
定
の
対
象
に
向
か
う
と
き
に
は
、
そ
の
本
来
の
正
し
さ
を
失
っ
て
し
ま
う

(

�)

。

ル
ソ
ー
は
、
一
般
意
思
の
正
し
さ
を
、
す
べ
て
の
人
の
意
思
を
基
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
い
う
二
重
の
意
味
で
一
般
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
担
保
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
ル
ソ
ー
は
法
律
に
つ
い
て
、

｢

全
人
民
が
、
全
人
民
に
か
ん
す
る
取
り
決
め
を
す
る
と
き
に
は
、
人
民
は
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。(

中
略)

そ

の
場
合
、
取
り
決
め
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
取
り
決
め
を
す
る
意
志
と
等
し
く
一
般
的
で
あ
る
。
私
が
法
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
行
為

な
の
で
あ
る
。｣

と
述
べ

(

�)

、
す
べ
て
の
人
が
全
体
の
こ
と

(

こ
れ
は
同
時
に
自
分
の
こ
と
で
も
あ
る)

を
考
え
て
、
自
分
も
含
め
た
、

す
べ
て
の
人
に
関
す
る
取
り
決
め
を
す
る
と
き
に
法
律
は
成
立
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
、
社
会
契
約
の
中
心
に
一
般
意
思
と
し
て
の
法
律
を
据
え
る
こ
と
で
、
社
会
に

｢

自
由｣

を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
ル
ソ
ー
の
い
う

｢

自
由｣

は
、
た
ん
に
拘
束
の
な
い
状
態
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
は
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
的
自
由
と
、
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社
会
契
約
に
よ
っ
て
社
会
が
成
立
し
て
か
ら
の
社
会
的
自
由
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

社
会
契
約
に
よ
っ
て
人
間
が
失
う
も
の
、
そ
れ
は
彼
の
自
然
的
自
由
と
、
彼
の
気
を
ひ
き
、
し
か
も
彼
が
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
一
切
に
つ
い
て
無
制
限
の
権
利
で
あ
り
、
人
間
が
獲
得
す
る
も
の
、
そ
れ
は
市
民
的
自
由
と
、
彼
の
持
っ
て
い
る
も
の
一

切
に
つ
い
て
の
所
有
権
で
あ
る
。
こ
の
う
め
あ
わ
せ
に
つ
い
て
、
間
違
っ
た
判
断
を
下
さ
ぬ
た
め
に
は
、
個
々
人
の
力
以
外
に
制
限

を
持
た
ぬ
自
然
的
自
由
を
、
一
般
意
志
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
市
民
的
自
由
か
ら
は
っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
だ

(

�)

。

ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
、
自
由
と
は
法
律
を
ふ
く
む
一
切
の
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
自
然
的
自
由
で
は
あ
っ

て
も
、
市
民
的
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
。
社
会
契
約
が
成
立
し
て
以
後
の
市
民
的
自
由
は
、
一
般
意
思
と
し
て
の
法
律
に
従
う
こ
と
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
、
一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律
は
、
自
由
の
敵
対
者
で
は
な
く
、
す
べ
て
の

人
に
平
等
に
自
由
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
例
え
ば
カ
ッ
シ
ー
ラ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

自
由
は
、
か
れ

(

ル
ソ
ー
：
波
多
野
注)

に
と
っ
て
は
恣
意
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
切
の
恣
意
の
克
服
と
排
除
を
意
味

し
て
い
る
。
自
由
は
個
人
が
自
分
の
上
に
立
て
る
厳
格
に
し
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
法
則
へ
の
束
縛
を
意
味
す
る
。
自
由
の
真
正
か
つ

本
来
的
な
意
味
を
な
す
も
の
は
、
こ
の
法
則
か
ら
の
離
反
離
脱
で
は
な
く
、
こ
の
法
則
へ
の
自
発
的
な
同
意
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般

意
志
、
国
家
意
志
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
る

(

�)

。

カ
ッ
シ
ー
ラ
が
自
発
的
な
同
意
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
自
由
の
前
提
と
し
て
各
人
が
自
ら
の
意
思
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。
各
人
は
自
ら
の
意
思
を
持
っ
て
一
般
意
思
の
形
成
に
参
加
し
て
お
り
、
一
般
意
思
に
従
う
こ
と
は
、
自
ら
の
意
思
、
あ
る
い
は
自

国家と自由の空間
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ら
が
本
来
意
思
す
べ
き
こ
と
に
従
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
ら
が
決
定
し
た
こ
と
に
、
自
ら
従
う
こ
と
、
単
に
拘
束
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
の
自
律
的
な
決
定
に
自
ら
が
従
う
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
の

｢

自
由｣

で
あ
る

(

�)

。｢

一
般
意
思

の
表
明
と
し
て
の
法
律｣

も
ま
っ
た
く
拘
束
が
な
い
、
恣
意
が
許
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
自
由
と
は
両
立
し
な
い
し
、
ま
た
、
一
般

意
思
の
表
明
で
な
い
、
例
え
ば
君
主
が
一
方
的
に
定
め
る
法
律
と
自
由
は
相
容
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
追
求
さ
れ
た
の
は
、｢

一

般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律｣

と
そ
れ
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る

｢

自
律
と
し
て
の
自
由｣

で
あ
り
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
公
的
空

間
を
自
由
の
空
間
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

自
律：

一
般
意
思
形
成
へ
の
参
加
の
条
件

ル
ソ
ー
の
議
論
は
、
す
べ
て
の
人
の
意
思
を
基
礎
に
し
た
、
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
一
般
意
思
と
し
て
の
法
律
に
従
う
こ
と
が

｢

自
由｣

を
保
障
す
る
、
と
い
う
議
論
で
あ
っ
た
。
現
実
の
革
命
期
の
政
治
の
中
で
の
立
法
に
は
す
べ
て
の

｢

人｣

が
関
わ
る
わ
け
で

は
な
い
。
人
権
宣
言
で
も
、
す
べ
て
の

｢

市
民｣
が
自
ら
、
ま
た
は
自
ら
の
代
表
を
通
じ
て
立
法
に
関
わ
る
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る

が
、
こ
の

｢

市
民｣

と
は
誰
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る

｢

市
民｣

と
は
、｢

人｣

の
う
ち
で
、
何
ら
か
の

形
で
立
法
に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る

｢

人｣

、
最
低
限
政
治
的
参
加
の
権
利
を
持
つ
こ
と
の
で
き
る

｢

人｣

で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
す
べ
て
の
人
が
市
民
で
あ
る
と
断
定
す
る
。

す
べ
て
の
市
民
は
、
だ
れ
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
代
表
制
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
あ
の
人
権
宣
言
に
合

致
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
権
宣
言
に
よ
れ
ば
ど
ん
な
特
権
も
差
別
も
例
外
も
消
滅
す
べ
き
な
の
だ
。
憲
法
は
、
主
権
が
人
民
の
中
に

あ
る
と
定
め
る
が
、
そ
れ
は
、
主
権
が
、
人
民
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
個
人
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
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れ
の
個
人
は
、
自
分
が
そ
れ
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
法
律
の
制
定
に
参
加
す
る
権
利
を
有
し
、
自
分
の
こ
と
に
他
な
ら

な
い
公
共
の
こ
と
が
ら
の
行
政
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
間
は
権
利
に
お
い
て
平
等
で

あ
り
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
人
は
市
民
で
あ
るtout

hom
m
e
est
citoyen

と
い
う
こ
と
は
、
嘘
に
な
っ
て
し
ま
う

(

�)

。

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
ま
た
、｢

自
由
と
は
、
人
が
自
分
み
ず
か
ら
に
与
え
た
法
律
に
従
う
こ
と
に
存
し
、
隷
属
と
は
、
他
人
の
意
思

に
従
う
べ
く
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
存
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る

(

�)｣

と
い
う
考
え
方
は
共
有
し
て
い
る
が
、｢

人｣

の
う
ち
誰
が

｢

市

民｣

た
り
得
る
か
と
い
う
問
題
は
共
有
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
議
論
は
革
命
期
に
は
ま
っ
た
く
の
少
数
派
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
未
成
年
や
女
性
が
選
挙
権
を
持
た
な
い
と
い
う
事
実
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

革
命
期
の
議
論
の
中
心
は
、
す
べ
て
の
｢

人｣

の
中
で
、
誰
が
政
治
に
参
加
で
き
る
の
か
、
参
政
権
の
基
礎
と
し
て
何
が
必
要
か
と

い
う
議
論
で
あ
る
。
革
命
の
始
ま
る
直
前
に
コ
ン
ド
ル
セ
は
地
方
議
会
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
な
か
で
政
治
的
権
利
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。政

治
的
権
利
か
ら
の
排
除
と
し
て
、
自
然
な
も
の
と
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
未
成
年
、
修
道
僧
、

奉
公
人
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
人
間
、
啓
蒙
さ
れ
た
意
思
を
持
た
な
い
、
あ
る
い
は
自
分
の
意
思
を
持
た
な
い
と
想
定
す
る
こ
と
の

で
き
る
す
べ
て
の
人
間
、
正
当
に
腐
敗
し
た
意
思
を
も
つ
と
疑
う
こ
と
の
で
き
る
人
間
で
あ
る
。
ま
た
、
単
純
な
理
由
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
い
く
つ
か
の
排
除
を
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
協
同
の
繁
栄
に
不
確
か
で
部
分
的
一
時
的
な
利
害
し
か
持
っ

て
い
な
い
外
国
人
や
旅
行
者
は
真
の
政
治
的
権
利
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
財
産
を
持
た
な
い
人
間
の
排
除
は
、
こ

の
外
国
人
や
旅
行
者
の
排
除
と
同
じ
原
理
で
考
え
ら
れ
る
。
理
由
は
、
若
干
弱
い
と
は
い
え
同
じ
で
あ
る
。
正
義
は
外
国
人
や
未
成

年
が
、
自
分
た
ち
が
設
立
に
関
わ
っ
て
い
な
い
法
に
従
う
こ
と
が
正
義
に
反
し
な
い
の
と
同
様
、
非
財
産
所
有
者
に
関
し
て
も
正
義

国家と自由の空間
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は
破
ら
れ
て
い
な
い

(

�)

。

こ
こ
で
は
、｢

自
分
の
意
思｣

を
持
っ
て
い
る
こ
と
、｢

協
働
の
繁
栄｣

に
利
害
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
基
準
と
さ
れ
、
未
成
年

や
、
修
道
僧
、
奉
公
人
や
犯
罪
者
が

｢

意
思｣

の
問
題
で
排
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
外
国
人
や
財
産
を
持
っ
て
い
な
い
も
の
は

｢

協
働

の
繁
栄｣

に
関
わ
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
政
治
的
権
利
か
ら
排
除
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
シ
ェ
イ
エ
ー
ス
は
、
革
命
の
導
火
線
と
な
っ
た

『

第
三
身
分
と
は
何
か』

で
は
、｢

一
個
の
ナ
シ
オ
ン
が
存
続
し
、
繁
栄

し
て
い
く
た
め
に
は
何
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
個
人
の
労
働
と
公
的
な
職
務
で
あ
る｣

と
論
じ

(

�)

、
働
く
人
で
あ
る
第
三
身
分
が
す
べ
て

で
あ
る
と
言
っ
た
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
国
家
が
祈
る
人
で
あ
る
第
一
身
分
と
、
戦
う
人
で
あ
る
第
二
身
分
、
働
く
人
で
あ
る

第
三
身
分
と
い
う
三
つ
の
職
分
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
シ
ェ
イ
エ
ー
ス
は
ナ
シ
オ
ン
の
基
礎
に
労
働
の
み

を
お
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
、
働
く
者
は
、
た
と
え
財
産
が
な
く
と
も
ナ
シ
オ
ン
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
シ
ェ
イ
エ
ー
ス
は
、
一
七
八
九
年
九
月
の
国
王
の
拒
否
権
を
め
ぐ
る
議
論
、
す
な
わ
ち
ナ
シ
オ
ン
の
意
思
決
定
の
仕
方
を
め
ぐ

る
議
論
に
お
い
て
、
働
く
者
の
政
治
参
加
を
拒
否
で
き
な
い
と
論
じ
て
い
る

(

�)

。

革
命
前
の
コ
ン
ド
ル
セ
の
議
論
に
比
べ
る
と
、
財
産
を
所
有
し
て
い
な
く
て
も
働
く
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
ナ
シ
オ
ン
の
基
礎
と
し

て
、
政
治
的
参
加
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
政
治
的
参
加
の
認
め
ら
れ
る

｢

人｣

の
範
囲
は
拡
大
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

す
べ
て
の

｢

人｣

が
政
治
的
参
加
を
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ェ
イ
エ
ー
ス
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開

す
る
。習

俗
や
世
論
、
人
間
の
制
度
の
現
状
の
も
と
で
、
王
冠
を
授
け
る
の
に
女
性
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
奇
妙
な
矛
盾
だ
が
、

女
性
を
能
動
市
民
に
数
え
る
と
こ
ろ
は
一
切
無
い
。
そ
れ
は
ま
る
で
政
治
が
健
全
た
る
た
め
に
は
徐
々
に
真
の
市
民
の
数
を
比
例
的
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に
増
大
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
女
性
は
公
的
物
事
に
何
ら
有
用
性
を
持
つ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
疑
い
を
挟
む
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
偏
見
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
全
人
口
の
半
数
を
切
り
捨
て
る
こ
と
を
強
い

ら
れ
る
。
・
・
さ
ら
に
あ
ら
た
な
差
し
引
き
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
子
供
の
差
し
引
き
で
あ
る
。
・
・
と
こ
ろ
で
、
物
乞
や
み
ず

か
ら
進
ん
で
浮
浪
者
で
い
る
者
、
あ
る
い
は
無
宿
者
は
市
民
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
最
後
に
、
奴
隷
の
よ
う
な
従

属
状
態
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
労
働
で
は
な
く
主
人
の
恣
意
的
な
意
思
に
む
す
び
つ
け
ら
た
ま
ま
で
あ
る
者
は
市
民
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
か

(

�)
。

そ
し
て
、
一
七
八
九
年
一
二
月
二
二
日
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
た
政
治
的
参
加
の
権
利
の
基
準
は
次
の
通
り
で
あ
る

(

第
三
条)

。

能
動
市
民
に
必
要
と
さ
れ
る
資
格
は
以
下
の
通
り
。
一
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
か
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
っ
た
こ
と
。
二
、
満
二
五

歳
以
上
の
成
人
に
達
し
て
い
る
こ
と
。
三
、
少
な
く
と
も
一
年
以
上
、
あ
る
カ
ン
ト
ン
に
実
際
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。
四
、
現

地
価
格
で
三
労
働
日
の
価
格
に
相
当
す
る
直
接
税
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
。
五
、
奉
公
人
の
地
位
に
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
給
金

を
も
ら
う
下
僕
で
な
い
こ
と
。

こ
こ
で
は
、
女
性
は
排
除
さ
れ
、
二
五
歳
以
上
、
定
住
、
三
労
働
日
の
価
格
に
相
当
す
る
直
接
税
の
支
払
い
、
奉
公
人
で
な
い
こ
と

が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
奉
公
人
は
自
ら
の
意
思
を
持
た
ず
主
人
の
意
思
に
服
従
す
る
者
と
し
て
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
な
い
。
三
労
働

日
の
価
格
に
相
当
す
る
直
接
税
の
支
払
い
と
い
う
条
件
は
、
こ
の
後
設
置
さ
れ
る
救
貧
委
員
会
の
貧
困
に
関
す
る
調
査
で
は
、
こ
れ
以

下
し
か
税
金
を
払
っ
て
い
な
い
者
が
調
査
対
象
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
公
的
な
扶
助
の
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
貧
困
ラ
イ
ン
と

考
え
ら
れ
る

(

�)

。
二
五
歳
以
上
の
成
人
男
性
の
う
ち
で
、
経
済
的
に
自
律
し
、
か
つ
自
ら
の
意
思
を
持
つ
者
が
、｢

市
民｣

と
し
て
の
資
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格
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
政
治
参
加
の
資
格
は
、
こ
の
後
、
時
期
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
が
、
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
経
済
的
・
意
思
的
な
自

律
と
い
う
こ
と
が
基
礎
と
考
え
ら
れ
る
。
王
権
が
停
止
さ
れ
た
後
、
国
民
公
会
の
た
め
の
選
挙
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
七
九
二
年
八

月
一
一
日
の
デ
ク
レ
は
、
能
動
市
民
と
受
動
市
民
の
区
別
を
廃
止
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
デ
ク
レ
で
も｢

フ
ラ
ン
ス
人
の
能
動
市
民
、

非
能
動
市
民
の
区
別
は
廃
止
さ
れ
る
。
第
一
次
集
会
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
、
二
一
歳
以
上
、
一
年
以
上
定
住
し
、

自
ら
の
収
入
あ
る
い
は
自
ら
の
労
働
の
生
産
物
に
よ
っ
て
生
活
し
、
奉
公
人
の
状
態
に
な
け
れ
ば
十
分
で
あ
る
。｣

と
定
め
ら
れ
、
労

働
に
よ
る
自
律
、
奉
公
人
で
な
い
こ
と
と
い
う
条
件
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
七
九
三
年
憲
法

(

第
四
条)

で
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
成
人

男
性
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
条
件
は
無
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
コ
ン
ド
ル
セ
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

政
治
的
権
利
は
土
地
の
所
有
者
に
の
み
属
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
の
現
存
の
秩
序
を
観
察
す
れ
ば
、
こ

の
意
見
を
支
持
し
う
る
た
め
の
理
由
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
土
地
所
有
者
だ
け
が
領
土
の
上
で
独
立
し
て
生
存
し
て
お

り
、
他
人
の
恣
意
的
な
意
志
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
え
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
理
由
を
認
め
る

と
し
て
も
、
ま
ず
、
わ
か
る
こ
と
は
、
こ
の
理
由
は
同
じ
力
強
さ
で
、
契
約
に
よ
っ
て
一
定
の
期
間
、
同
じ
く
領
土
の
上
で
独
立
に

生
存
す
る
権
利
を
獲
得
し
た
人
々
の
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
帰
結
を
認
め
る
な
ら
、
こ
の
理
由

の
力
は
次
第
に
弱
く
な
り
、
ま
た
こ
の
居
住
の
権
利
が
継
続
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
期
間
の
限
度
は
、
不
確
実
で
純
粋
に
恣
意

的
な
仕
方
で
し
か
き
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
ち
に
明
白
に
な
る
こ
と
は
、
こ
の
種
の
独
立
が
停
止
し
て
し
ま
う
限
度
は
、

政
治
的
権
利
の
享
受
と
剥
奪
と
い
っ
た
区
別
の
よ
う
な
重
大
な
区
別
の
基
礎
と
し
て
役
立
つ
ほ
ど
、
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
も
は

や
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
人
が
自
分
自
身
の
意
志
に
従
う
と
信
じ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
よ
う
な
従
属
関
係
は
、
も
ち
ろ
ん
、

除
外
の
た
め
の
正
当
な
理
由
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
真
に
自
由
な
憲
法
の
も
と
で
、
ま
た
平
等
へ
の
愛
が
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公
共
精
神
の
明
白
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
人
民
の
も
と
で
、
そ
う
し
た
従
属
関
係
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
は
信

じ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
屈
辱
を
予
想
さ
せ
る
社
会
関
係
は
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
は
存
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
た
だ
ち

に
別
の
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の
法
規
の
全
体
が
市
民
的
平
等
を
神
聖
化
す
る
以
上
、
政
治
的
平

等
も
ま
た
、
そ
こ
で
全
面
的
に
支
配
す
る
ほ
う
が
、
そ
し
て
こ
の
従
属
関
係
の
残
存
物
を
わ
れ
わ
れ
の
新
し
い
法
の
な
か
で
い
わ
ば

神
聖
化
す
る
か
わ
り
に
、
そ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
の
に
役
立
て
る
ほ
う
が
よ
く
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

�)

。

や
は
り
こ
こ
で
も
経
済
的
な
自
律
を
基
盤
と
し
た
意
思
の
自
律
と
い
う
こ
と
は
そ
の
考
え
方
の
基
本
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
の
後
定
め
ら
れ
た
、
一
七
九
五
年
憲
法
で
は
、
直
接
税
の
納
付
、
奉
公
人
の
排
除
な
ど
一
七
九
一
年
憲
法

に
類
似
し
た
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
に
加
え
て
、
一
〇
年
後
と
い
う
条
件
付
き
な
が
ら
読
み
書
き
能
力
が
政
治
参
加
の
基
礎
と
し
て
加

わ
っ
て
い
る

(

第
八
条
、
第
九
条
、
第
一
三
条
、
第
一
六
条)

。

自
律
へ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
扶
助
制
度

革
命
期
の

｢

一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律｣

は
、
す
べ
て
の
人
の
意
思
を
基
に
し
て
、
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ

る
法
律
に
よ
っ
て
、
各
人
の
自
由
を
保
障
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
、
自
律
し
た
意
思
を
持
た
な
い
と
考
え
ら
れ

た
者
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
者
た
ち
は
、
基
本
的
に
は
、
公
的
領
域chose

publique

＝res
publica

に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
自
由
の
領
域
に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
革
命
は
、
自
律
で
き
な
い
者
を
自
律
さ
せ
る
た
め
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
考
え
て
い
た
。

例
え
ば
、
国
有
財
産
の
売
却
と
い
う
政
策
も
、
貧
困
対
策
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
救
貧
委
員
会
の
報
告
で
も
次
の
よ
う
に
論

国家と自由の空間
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じ
ら
れ
る
。

国
民
議
会
は
財
産
所
有
者
の
数
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
貧
困
に
対
す
る
よ
り
強
力
な
取
組
が
可
能
と
な
る
。
現
在
の
状
況
下

で
議
会
は
、
こ
の
さ
き
二
度
と
巡
っ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
、
決
し
て
逃
し
て
は
な
ら
な
い
恵
ま
れ
た
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
王
領
地

に
属
す
る
千
五
百
万
か
ら
二
千
万
ア
ル
パ
ン
の
土
地
が
、
不
毛
の
荒
れ
地
と
し
て
、
沼
沢
地
と
し
て
、
あ
る
い
は
無
茶
苦
茶
な
し
き

た
り
の
下
、
無
駄
に
荒
れ
果
て
て
い
っ
て
い
る
。
こ
の
土
地
を
、
貧
者
の
手
に
よ
っ
て
耕
作
さ
せ
、
そ
の
仕
事
の
一
部
に
対
す
る
報

償
と
し
て
、
豊
か
に
な
っ
た
土
地
の
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
で
、
こ
の
貧
者
た
ち
が
二
度
と
貧
窮
に
陥
る
こ
と
の
無
い
よ
う
保
護
し
、

不
幸
な
者
た
ち
の
家
族
の
ゆ
と
り
を
広
げ
、
ま
た
確
保
し
、
こ
の
貧
者
た
ち
を
自
分
自
身
の
利
益
と
あ
な
た
方
の
恩
恵
に
よ
っ
て
自

ら
の
祖
国
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

(

�)

。

土
地
財
産
を
持
た
な
い
貧
者
に
荒
蕪
地
を
耕
作
さ
せ
、
新
た
な
耕
地
と
し
て
開
発
し
、
そ
れ
を
貧
者
の
報
酬
と
し
て
分
け
与
え
る
こ

と
で
貧
困
か
ら
の
脱
出
を
目
指
す
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
貧
者
に
土
地
を
分
配
す
る
こ
と
で
、
よ
り
安
定
し
た
生
活
基
盤
を
も
た
ら
そ

う
と
い
う
構
想
で
あ
り
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
例
え
ば
、
国
有
化
し
た
教
会
財
産
の
売
却
方
式
を
定
め
た
一
七
九
〇
年
五
月
一
四
日
デ

ク
レ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

よ
き
財
政
秩
序
、
お
よ
び
特
に
農
村
住
民
の
あ
い
だ
で
土
地
所
有
者
の
数
を
巧
み
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
財
産
を
分
割

し
、
財
産
獲
得
者
に
支
払
の
た
め
の
充
分
な
猶
予
を
与
え
、
さ
ら
に
販
売
や
再
販
売
の
た
め
の
す
べ
て
の
取
引
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

遅
ら
せ
る
よ
う
な
厄
介
で
費
用
の
か
か
る
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
財
産
を
獲
得
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
こ

と
に
よ
る

(

�)

。
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し
か
し
、
国
有
財
産
の
売
却
に
は
も
う
一
つ
国
家
財
政
の
健
全
化
と
い
う
目
標
も
あ
り
、
国
有
財
産
の
売
却
策
は
、
変
動
す
る
政
治

情
勢
の
中
で
貧
困
対
策
と
財
政
健
全
化
と
い
う
二
つ
の
目
的
の
間
を
揺
れ
動
き
、
最
終
的
に
は
総
裁
政
府
の
も
と
で
は
、
土
地
所
有
者

の
増
加
と
い
う
配
慮
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。

貧
者
に
対
す
る
援
助
と
し
て
、
本
来
的
に
大
き
な
資
金
を
必
要
と
す
る
土
地
配
分
策
が
ど
れ
ほ
ど
有
効
で
あ
っ
た
の
か
は
疑
わ
し
い

が
、
革
命
期
の
貧
困
対
策
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一
七
九
〇
年
一
月
に
、
立
憲
議
会
は
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
・
リ
ア
ン
ク
ー
ル
を
委
員

長
と
す
る

｢

救
貧
委
員
会｣

を
置
き
、
以
後
こ
の
委
員
会
を
中
心
に
救
貧
策
を
構
想
・
実
施
し
て
ゆ
く
。
救
貧
委
員
会
の
報
告
で
は
、

｢

す
べ
て
の
人
は
生
存
の
糧
へ
の
権
利
を
持
つ｣

と
し
て
、
こ
の
権
利
を
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
、
救
貧
策
を
構
想
す
る

(

�)

。

一
七
九
一
年
の
憲
法
で
も
、｢
捨
て
ら
れ
た
子
供
を
育
て
、
病
気
の
貧
者
を
助
け
、
仕
事
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
健
康
な
貧
者
に
仕

事
を
提
供
す
る
た
め
に
、
公
的
扶
助
に
関
す
る
全
般
的
な
制
度
を
創
設
し
編
成
す
る
こ
と｣

が
、
憲
法
上
の
課
題
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。

救
貧
委
員
会
の
構
想
が
実
際
に
立
法
化
さ
れ
、
現
実
化
し
て
行
く
の
は
、
国
民
公
会
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
テ
ル
ミ
ド
ー

ル
の
ク
ー
デ
タ
に
至
る
時
期
に
お
い
て
は
、
救
貧
委
員
会
の
構
想
が
、
公
的
扶
助
を
中
心
と
し
て
貧
困
対
策
の
基
本
と
な
っ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。

委
員
会
の
報
告
は
、
貧
者
に
つ
い
て
働
く
意
思
の
あ
る
真
の
貧
者
と
、
働
く
意
思
の
な
い
悪
し
き
貧
者
の
区
別
を
基
に
、
そ
れ
ぞ
れ

対
策
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
対
策
の
基
礎
と
し
て

｢
労
働｣

が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。｢

生
き
て
い
る
者
は
社
会
に
対
し

て
私
を
生
か
せ
と
い
う
権
利
を
持
つ
と
し
て
も
、
社
会
は
同
様
に
彼
に
こ
う
答
え
る
権
利
が
あ
る
。
お
ま
え
の
労
働
を
提
供
せ
よ
、
と

(

�)

。｣

国
家
の
役
割
は
こ
う
し
た
労
働
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
組
織
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
働
く
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
働
か

な
い
者
は
犯
罪
者
で
あ
る
。
老
人
や
子
供
も
将
来
あ
る
い
は
過
去
に
働
い
た
こ
と
が
扶
助
を
受
け
る
理
由
と
さ
れ
る
。

も
し
国
家
の
行
政
が
、
国
家
に
お
け
る
労
働
と
労
働
な
し
に
生
き
て
ゆ
け
な
い
者
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
物

国家と自由の空間
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乞
や
浮
浪
を
促
進
し
、
生
き
る
た
め
の
資
源
の
な
い
者
の
貧
困
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
犯
罪
が
生
じ
、
国
家
の
行
政
自
体
が
非
難

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。

軽
率
な
慈
善
が
無
分
別
に
働
か
な
く
て
も
給
与
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
慈
善
は
怠
惰
の
温
床
と
な
り
、
克

己
心
を
挫
き
、
国
を
貧
し
く
す
る
。

子
供
や
老
人
な
ど
に
は
社
会
は
無
償
の
援
助
を
す
る
義
務
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
将
来
働
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
ま
で
働

い
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
病
人
に
つ
い
て
は
、
人
間
性
か
ら
す
る
感
情
か
ら
、
ま
っ
た
く
別
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

最
後
に
、
労
働
よ
り
も
物
乞
を
好
む
人
間
は
そ
の
瞬
間
か
ら
社
会
に
対
す
る
犯
罪
者
と
な
り
、
迅
速
で
厳
し
い
処
罰
に
値
す
る

(

�)

。

そ
し
て
貧
者
に
つ
い
て
、
労
働
の
意
欲
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
真
の
貧
者
と
悪
し
き
貧
者
が
分
け
ら
れ
、
真
の
貧
者
は
さ
ら
に
労

働
が
可
能
か
否
か
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
現
実
に
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
も
社
会
の
構
成
員
と
し
て
援
助
の
対
象
と
な

る
の
に
対
し
、
労
働
を
積
極
的
に
拒
否
す
る
者
が
社
会
の
敵
、
犯
罪
者
と
さ
れ
る
。

第
一
の
分
類
―
真
の
貧
者
、
す
な
わ
ち
財
産
も
資
源
も
持
た
ず
、
そ
の
生
存
を
労
働
に
よ
っ
て
獲
得
し
よ
う
と
す
る
者
。
年
齢
に

よ
っ
て
ま
だ
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
、
あ
る
い
は
も
は
や
働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
者
。
最
後
に
、
そ
の
障
害
の
性
質
に
よ
っ

て
継
続
的
に
活
動
が
で
き
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
一
時
的
な
病
気
に
よ
っ
て
一
時
的
に
活
動
が
で
き
な
く
な
っ

て
い
る
者
。

第
二
の
分
類
―
悪
し
き
貧
者
、
す
な
わ
ち
職
業
的
物
乞
・
浮
浪
者
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
者
で
、
あ
ら
ゆ
る
労
働
を
拒
否
し
、

公
的
秩
序
を
乱
し
、
社
会
に
お
け
る
禍
で
あ
り
、
厳
格
な
処
罰
を
受
け
る
に
値
す
る
者

(

�)

。
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シ
ェ
イ
エ
ー
ス
が
国
家
の
基
盤
で
あ
る
と
し
た

｢

労
働｣

へ
の
意
思
が
あ
る
か
否
か
が
、
社
会
の
構
成
員
で
あ
る
か
否
か
の
境
界
線

と
さ
れ
る
。
こ
の
真
の
貧
者
と
悪
し
き
貧
者
の
分
類
を
基
本
と
し
て
、
さ
ら
に
真
の
貧
者
は
子
供
へ
の
援
助
、
健
康
な
貧
民
へ
の
援
助
、

障
害
者
や
老
人
の
た
め
の
援
助
に
分
類
さ
れ
、
一
方
で
、
悪
し
き
貧
者
に
は
刑
事
的
な
抑
止
策
を
含
め
た
対
策
が
考
察
さ
れ
る
。

具
体
的
な
制
度
と
し
て
は
、
国
民
公
会
の
時
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
立
法
化
が
進
展
し
て
行
く
。
一
七
九
三
年
三
月
一
八
日
に

｢

国

民
公
会
は
農
地
法
そ
の
他
、
土
地
・
商
業
・
産
業
に
関
す
る
所
有
を
い
か
な
る
か
た
ち
で
も
転
覆
さ
せ
よ
う
と
す
る
法
を
提
案
す
る
者

す
べ
て
に
対
し
て
死
刑
を
定
め
る｣

と
、
い
わ
ゆ
る

｢

農
地
法｣

の
禁
止
を
定
め
、
所
有
秩
序
を
確
認
す
る
と
共
に
、
公
的
な
扶
助
制

度
ほ
か
社
会
政
策
全
般
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
で
、
財
産
所
有
に
あ
ず
か
れ
な
い
貧
困
層
へ
の
配
慮
を
示
す

(

�)

。
そ
し
て
、
そ
の
翌
日
、

一
七
九
三
年
三
月
一
九
日
に
、
公
的
扶
助
に
関
す
る
基
本
法
と
も
言
う
べ
き
、｢

公
的
扶
助
の
全
般
的
基
礎
に
関
す
る
法
律｣

が
定
め

ら
れ
、
公
的
扶
助
制
度
が
具
体
化
し
始
め
る
。
こ
の
後
、
一
七
九
三
年
六
月
二
八
日
に
老
人
と
子
供
へ
の
扶
助
に
関
す
る
法
律
が
、
共

和
暦
二
年
葡
萄
月
二
四
日

(

一
七
九
三
年
一
〇
月
一
五
日)

に
物
乞
撲
滅
に
関
す
る
法
律
、
共
和
暦
二
年
花
月
二
二
日

(

一
七
九
四
年

五
月
一
一
日)

に
農
村
居
住
者
の
扶
助
に
関
す
る
法
律
が
定
め
ら
れ
た
。

一
七
九
三
年
六
月
法
が
基
本
的
に
は
老
人
や
貧
し
い
家
庭
の
子
供
に
た
い
す
る
援
助
、
共
和
暦
二
年
花
月
法
は
農
村
の
老
人
や
病
人
、

寡
婦
な
ど
、
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
対
す
る
援
助
策
を
定
め
て
い
る
の
に
対
し
、
共
和
暦
二
年
葡
萄
月
法
は
、
働
く
意
思
の
あ

る
健
康
な
貧
者
に
対
す
る
作
業
所
の
設
置
、
働
く
意
思
の
な
い
悪
し
き
貧
者
の
処
罰
、
矯
正
策
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
都

市
の
居
住
者
に
つ
い
て
の
法
律
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
、
ま
た
扶
助
制
度
に
つ
い
て
、
諸
々
の
法
律
を
ま
と
め
た
統
一
法
典

を
定
め
る
準
備
も
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
。

革
命
期
の
扶
助
制
度
は
、
扶
助
を
通
じ
て
貧
者
を
ま
っ
と
う
な
市
民
に
変
容
さ
せ
、
社
会
の
習
俗
を
改
善
し
、
国
家
の
繁
栄
を
導
く

こ
と
が
狙
い
と
さ
れ
て
い
る
。
働
く
こ
と
が
で
き
る
者
に
た
い
し
て
労
働
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
働
く
こ
と
が
で
き

な
い
者
に
対
し
て
も
、
扶
助
を
受
け
る
者
が
過
去
に
あ
る
い
は
将
来
に
労
働
を
提
供
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
す
る
こ
と
が
、
扶
助
を
受

国家と自由の空間
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け
る
理
由
と
さ
れ
、
労
働
と
の
関
連
は
失
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
労
働
と
の
関
連
に
よ
っ
て
、
公
的
扶
助
は
、
貧
者
を
有
徳
な
人
間
と

し
て
再
生
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
扶
助
に
あ
た
っ
て
は
、
過
剰
な
援
助
に
よ
る
怠
惰
の
蔓
延
を
防
ぎ
、
一
方
で
扶
助
さ
れ
る
貧
者
自
身

の
労
働
と
将
来
へ
の
配
慮
を
促
す
こ
と
で
こ
れ
を
道
徳
化
し
、
ま
っ
と
う
な
市
民
を
育
て
、
さ
ら
に
は
社
会
全
体
の
習
俗
を
改
良
す
る

こ
と
も
ま
た
扶
助
事
業
の
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
新
し
い
国
家
体
制
に
よ
る
貧
者
の
道
徳
化
、
社
会
の
習
俗
の
再
生
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

貧
者
を
有
徳
な
人
間
と
し
て
再
生
さ
せ
る
と
い
う
側
面
は
、
悪
し
き
貧
者
の
処
罰
と
い
う
面
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
社
会
は
、
貧
し
い

者
を
扶
助
す
る
義
務
に
対
応
し
て
、
貧
し
い
者
に
そ
の
労
働
を
提
供
せ
よ
と
言
う
権
利
を
持
つ
。
そ
し
て
、
貧
し
い
者
が
社
会
に
対
し

て
労
働
を
提
供
す
る
義
務
は
、
こ
の
貧
者
が
労
働
を
求
め
る

｢

権
利｣

と
は
異
な
り
、
い
わ
ば

｢

法
の
十
全
な
効
力
を
も
っ
て｣

要
求

さ
れ
、
労
働
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
は
、
刑
事
的
な
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
る
。
社
会
が
雇
用
を
充
分
に
提
供
で
き
て
い
な
い
と
き
に
、

物
乞
を
処
罰
す
る
こ
と
は
正
義
に
反
す
る
と
は
言
わ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
社
会
が
あ

ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
貧
困
を
無
く
そ
う
と
し
て
い
る
時
に
、
物
乞
を
続
け
て
い
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
本
人
の
責
任
で
あ
る
と
さ
れ
、

こ
の
処
罰
が
論
じ
ら
れ
、
処
罰
を
受
け
て
も
更
生
し
な
い
再
犯
者
に
対
す
る
刑
の
加
重
が
論
じ
ら
れ
、
矯
正
不
能
な
物
乞
の
追
放
刑
が

論
じ
ら
れ
る
。

ま
と
め

フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
、｢

一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律｣

に
よ
っ
て

｢

自
律
と
し
て
の
自
由｣

が
追
求
さ
れ
た
。
こ
の

｢

法
律｣

に
よ
っ
て
公
的
空
間
を

｢

自
由｣

の
空
間
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
公
的
空
間
に
参
加
で

き
る
者
は
、
成
人
男
子
の
う
ち
で
最
低
限
労
働
に
よ
っ
て
自
律
し
、
自
ら
の
意
思
を
持
ち
う
る
者
で
あ
っ
た
。
働
く
意
思
の
な
い
者
は
、
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物
乞
の
収
容
施
設
に
強
制
的
に
収
容
さ
れ
、
自
由
を
享
受
で
き
ず
、
ま
た
、
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
者
、
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
自
立

で
き
な
い
老
人
や
病
人
は
、
扶
助
の
対
象
と
は
な
っ
て
も
、
公
的
空
間
に
参
加
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き

な
い

(

�)
。

現
実
に
は
、
生
存
権
の
保
護
の
対
象
で
あ
る
労
働
不
能
な
者
以
外
に
も
、
女
性
、
未
成
年
、
犯
罪
者
な
ど
、
市
民
権
の
基
礎
を
欠
く

も
の
は
多
い
。
扶
助
制
度
の
構
想
の
中
で
は
、
こ
う
し
た

｢

市
民｣

た
り
え
な
い
者
を
、
扶
助
を
通
じ
て

｢

市
民｣

へ
と
作
り
か
え
る

こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
公
教
育
や
自
由
刑
を
中
心
に
し
た
刑
務
所
シ
ス
テ
ム
も
、
未
成
年
や
犯
罪
者
を

｢

市
民｣

と
し
て
教
育
・
再
教

育
す
る
シ
ス
テ
ム
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
女
性
が
参
政
権
を
持
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
革
命
は
、
成
人
男
性
に

つ
い
て
は
、
市
民
た
り
え
な
い
者
を
市
民
へ
と
教
育
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
想
し
て
い
た
。
そ
の
実
効
性
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
制
度

を
構
想
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
革
命
は
、
法
律
を
一
般
意
思
の
表
明
に
近
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
は
言
え
る
。

ル
ソ
ー
の
言
う
一
般
意
思
の
正
し
さ
は｢
す
べ
て
の
人｣

が｢

す
べ
て
の
人
に
関
わ
る｣

決
定
を
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
の
だ
が
、

現
実
の
参
政
権
は

｢

意
思｣

や

｢

労
働｣
に
よ
る
線
引
き
が
さ
れ
る
。
革
命
期
に
お
い
て
、
生
存
権
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
な
っ
た
労

働
不
能
な
者
は
、
必
ず
し
も
市
民
と
し
て
政
治
に
参
加
す
る
権
利
を
持
た
ず
、
社
会
契
約
の
当
事
者
で
は
な
く
、
自
ら
作
成
に
関
わ
っ

て
い
な
い
法
律
に
よ
っ
て
保
護

(

あ
る
い
は
強
制)
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
ら
作
成
に
関
わ
っ
た
法
律
に
従
う
自
由
な
市
民
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
現
在
で
も

｢

未
成
年｣
や

｢

外
国
人｣

の
政
治
参
加
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
は
無
く

な
っ
て
は
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
革
命
家
た
ち
の
考
え
た

｢
自
由
な
市
民｣

と
は
誰
か
と
い
う
問
題
に
答
を
出
す
こ
と
は
で
き
て

は
い
な
い
。

国家と自由の空間
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・
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潔
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ま
た
、
波
多
野
敏

『

生
存
権
の
困
難：

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
近
代
国
家
の
形
成
と
公
的
な
扶
助』

二

〇
一
六
年
、
勁
草
書
房
、
二
四
―
二
九
頁
で
も
簡
単
に
説
明
し
て
あ
る
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
社
団
的
編
成
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る

国
家
構
造
の
変
容
に
つ
い
て
、
な
に
よ
り
も
二
宮
宏
之｢

フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
統
治
構
造｣

(『

二
宮
宏
之
著
作
集

３』

岩
波
書
店
、
二
〇

一
一
、
一
三
三
―
一
七
六
頁)

を
参
照
。
ま
た
、
社
団
国
家
に
つ
い
て
は
柴
田
三
千
男『

フ
ラ
ン
ス
史
10
講』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
、
八
六
―

九
二
頁
の
明
快
な
叙
述
を
参
照
。
他
に
古
典
的
研
究
と
し
て
、F

ran
� ois

O
L
IV
IE
R
-M
A
R
T
IN
,
L
es
ordres,

les
pays,

les
villes

et

com
m
unaut� s

d'habitants,
P
aris,

1948-1949
;
R
oland

M
O
U
SN
IE
R
,
L
es
institutions

de
la
F
rance

sous
la
m
onarchie

absolue,
tom
e
1,
P
U
F
,
1974

な
ど
を
参
照
。

(

２)

シ
イ
エ
ス

(

稲
本
ほ
か
他)

『
第
三
身
分
と
は
何
か』

(

一
七
八
九)

、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
一
、
一
八
頁
。

(

３)

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
特
権
か
ら
一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律
へ
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
波
多
野

『

生
存
権
の
困
難』

前
掲
、
第

二
章
を
参
照
。
一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
の
法
律
と
い
う
考
え
方
は
、
例
え
ば
ム
ニ
エ
草
案
第
６
条
、
タ
ル
ジ
ェ
草
案
第
10
条
、
第
６
部
会
草

案
第
12
条
、
５
人
委
員
会
草
案
第
５
条
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
人
権
宣
言
の
草
案
に
つ
い
て
は
、cf.St� phane

R
IA
L
S,L
a
d
� claration

des

droits
de
l'hom

m
e
et
du
citoyen,H

achette,P
aris,1988;L

ucien
JA
U
M
E
,L
es
d
� clarations

des
droits

de
l'hom

m
e,1789:

1793-1848-1946,
G
F
F
lam
m
arion,

P
aris,

1989;
A
ntoine

de
B
A
E
C
Q
U
E
,
W
olfgang

SC
H
M
A
L
E
et
M
ichel

V
O
V
E
L
L
E
,

L
'an
1
des
droits

de
l'hom

m
e,
P
resses

du
C
N
R
S,
P
aris,

198;

富
永
茂
樹
編

『

資
料

権
利
の
宣
言
―
一
七
八
九』

京
都
大
学
人
文

科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
。

(

４)
M
O
U
N
IE
R
,
C
onsid

� ration
sur
les
gouvernem

ents
et
principalem

ent
sur
celui

qui
convien

�
la
F
rance,

1789,
pp.5-6.

(

５)
cf.
P
atrick

R
iley,

T
he
G
eneral

W
ill
B
efore

R
ousseau

:
T
he
T
ransform

ation
of
the
D
ivine

into
the
C
ivic,
P
rinceton

U
niv.
P
r.,
1986.

(

６)

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

『

法
の
精
神』

一
一
編
六
章

(

岩
波
文
庫

上
・
二
九
一
―
二
九
三
頁)

;

デ
ィ
ド
ロ

｢

自
然
法D

roit
naturel｣

、『

百
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科
全
書』

岩
波
文
庫
pp.
二
一
〇
―
二
一
二
。

(
７)

ル
ソ
ー(

桑
原
ほ
か
訳)

『

社
会
契
約
論』

岩
波
文
庫
、
二
九
頁
。
こ
の
翻
訳
で
は｢

意
志｣

｢

一
般
意
志｣

と
い
う
表
記
が
と
ら
れ
て
い
る
。

以
下
引
用
で
は
原
文
の
表
記
を
尊
重
し
た
。

(

８)
同
書
、
三
一
頁
。

(

９)

同
書
、
四
六
―
四
七
頁
。

(

�)

同
書
、
五
〇
頁
。

(

�)

同
書
、
五
八
頁
。

(

�)

同
書
、
三
六
―
三
七
頁
。

(

�)

Ｅ.
カ
ッ
シ
ー
ラ

(

生
松
訳)

『

ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
問
題』

(

一
九
三
二)

み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七

(

初
版
一
九
七
四)

、
二
三
頁
。

(

�)

バ
ー
リ
ン
の

｢

消
極
的
自
由｣

｢

積
極
的
自
由｣

と
い
う
区
別
に
従
え
ば
、
こ
こ
で
の
自
由
は

｢

積
極
的
自
由｣

の
一
種
と
し
て
、
自
由
と

い
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
バ
ー
リ
ン
は
、
一
八
世
紀
末
の
人
権
宣
言
な
ど
に
見
え
る
自
由
に
対
し
て
は
、
積
極
的
自
由
の
一

種
と
し
て
否
定
的
な
見
方
を
取
り
、｢
自
由
と
は
、
非
理
性
的
な
こ
と
、
愚
か
し
い
こ
と
、
あ
る
い
は
悪
い
こ
と
を
す
る
自
由
で
は
な
い
。
経

験
的
な
自
我
を
正
し
い
範
型
へ
と
押
し
込
め
る
こ
と
は
圧
制
で
は
な
く
、
解
放
な
の
だ
。
・
・
・
自
由
は
か
く
し
て
、
権
威
を
両
立
し
が
た
い

ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
実
質
的
に
そ
れ
と
同
一
の
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
権
宣
言
の
思
想
・
言
葉
で
あ
り
、

ま
た
社
会
を
賢
明
な
る
立
法
者
の
、
自
然
の
、
歴
史
の
、
あ
る
い
は
神
の
理
性
的
な
法
に
よ
っ
て
構
成
・
設
計
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
す
べ
て

の
人
々
の
思
想
・
言
葉
な
の
で
あ
る｣

と
論
じ
て
い
る

(
cf.
Ｉ.
バ
ー
リ
ン

(

生
松
訳)

｢

二
つ
の
自
由
概
念｣

(

一
九
六
九)

、in
『

自
由
論』

、

一
九
七
一
、
み
す
ず
書
房
、
三
四
七
―
三
四
八
頁)

。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
立
法
者
や
、
自
然
・
歴
史
・
神
が
外
部
の
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

自
ら
の
外
に
あ
る
権
威
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
点
で
自
由
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
い
う
一
般
意
思
に
は
自
ら
の
意
思
が
入
っ
て

い
る

(

は
ず
で
あ
る)

の
で
、
必
ず
し
も
外
か
ら
の
権
威
の
拘
束
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
ル
ソ
ー
の｢

市
民
的

自
由｣

と
い
う
議
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

�)
R
obespierre,

P
our
le
bonheur

et
pour

la
libert� :

discours,
la
fabrique,

2000,
pp.26-27.

(22
oct.

1789)

(

�)
R
obespierre,

P
our
le
bonheur

et
pour

la
libert� s

op.cit.,
p.75.

(avr.1791)

国家と自由の空間
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(

�)
C
O
N
D
O
R
C
E
T
,E
ssaisur

la
constitution

et
les
fonctions

des
A
ssem

bl� es
P
rovinciales

(1788),O
euvres

de
C
ondorcet,

t.8,
p.130.

(
�)
前
掲
、
シ
イ
エ
ス

『

第
三
身
分
と
は
何
か』

二
〇
一
一
、
一
一
頁
。

(

�)
SIE
Y
E
S,
"D
ire
sur
la
question

du
veto
royal,"

(1789)
in
ZA
P
P
E
R
I
(� d.),

E
crits

politique,
E
dition

des
archive

contem
poraines,

P
aris,

1985,
p.236.

(

�)
SIE
Y
E
S,
"Sur

la
nouvelle

organisation
de
la
F
rance,"

in
E
crits

politiques
op.cit.,

pp.
255-256.

(

�)
cf.
Instruction:

P
our
faciliter

aux
O
fficiers

m
unicipaux

des
cam
pagnes,

les
m
oyens

de
rem
plir
dans

chaque

M
unicipalit�

le
tableau

qu'ils
seront

oblig
� s
de
porter

dans
le
chef-lieu

de
canton,

pour
y

� tre
arr� t�

contradictoirem
ent
avec
les
autres

M
unicipalit� s

qui
s'y
reuniront,

in
A
rchives

D
epartm

ental
C
ote
d'O
r,
L
.1220.

(

�)
C
O
N
D
O
R
C
E
T
,P
lan
de
constitution

pr� sen
�
�
la
C
onvention

nationale
(1793/2/15-16),l'im

prim
erie
nationale,1793,

p.31
(

河
野
健
二
編
、
資
料
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
、
p.
三
六
六
―
三
六
七)

。

(

�)
C
am
ille
B
L
O
C
H
et
A
lexandre

T
U
E
T
E
Y
(� d.),P

roc� s-V
erbaux

et
rapports

du
com
it�
de
m
endicit�

de
la
constituante

1790-1791,
P
aris,

Im
prim

erie
nationale,

1911,
p.388.

(

�)
"14=17

M
ai
1790,

D
� cret

concernant
la
vente

de
quatre

cents
m
illions

de
dom
aine
nationaux,"

in
D
U
V
E
R
G
IE
R
,

C
ollection

com
pl� te,
t.1,
1824,

pp.201-202.

(

	)

救
貧
委
員
会
報
告
に
つ
い
て
は
、B

L
O
C
H
et
T
U
E
T
E
Y
,
P
roc� s-V

erbaux
op.cit.

以
下
、
救
貧
委
員
会
の
報
告
に
つ
い
て
、
詳
細
は

波
多
野

『

生
存
権
の
困
難』

第
三
章
を
参
照
。

(


)
"P
rem
ier
rapport,"

in
B
L
O
C
H
et
T
U
E
T
E
Y
,
P
roc� s-V

erbaux
op.cit.,

p.327.

(

�)
Ibid.,

p.328.

(

�)
"P
lan
de
T
ravail,"

in
B
L
O
C
H
et
T
U
E
T
E
Y
,
P
roc� s-V

erbaux
op.cit.,

p.317.

他
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
と
結
婚
し
、
あ
る
い

は
フ
ラ
ン
ス
人
の
子
供
や
老
人
を
扶
養
す
る
外
国
人
男
性
に
つ
い
て
は
、
労
働
や
財
産
所
有
に
よ
る
自
律
は
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

(

)

こ
の
時
の
バ
レ
ー
ル
の
報
告
に
つ
い
てA

rchives
parlem

entaires,
t.60,

pp.290-292.

国
民
公
会
の
時
期
の
立
法
、
経
済
政
策
な
ど
に
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67－4－ (名城 '18)110

三
五



つ
い
て
は
、
波
多
野

『

生
存
権
の
困
難』

第
四
章
を
参
照
。

(
�)

一
七
九
三
年
憲
法
で
は
、
二
一
歳
以
上
の
成
人
男
子
が
選
挙
権
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
施
行
さ
れ
て
い
れ
ば
、
経
済
的
に
自

律
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
二
一
歳
以
上
の
成
人
男
子
が
公
的
空
間
に
参
加
で
き
る
権
利
を
持
っ
た
と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、

実
際
に
は
こ
の
憲
法
は
施
行
さ
れ
ず
、
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
条
件
で
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

大
正
期
母
性
保
護
論
争
に
見
ら
れ
る
個
人
と
国
家

｢

現
実
の
人｣

と
徳
・
礼
・
法

松

田

恵
美
子

は
じ
め
に

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ

｢

国
家
と
自
由
の
空
間｣
と
の
関
連
で
、
国
家
の
定
め
る
制
定
法
と
個
人
の
自
由
の
空
間
を
、
歴
史
上
の

事
象
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

そ
こ
で
大
正
時
代
の

｢

母
性
保
護
論
争｣

を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
論
争
か
ら
は
、
国
家
に
よ
る
個
人
の
保
護
と
い
う
も
の
を
考
え
た

時
、
個
人
の
自
立
を
最
大
限
に
尊
重
し
た
う
え
で
保
護
す
べ
き
と
の
考
え
方
が
導
き
出
せ
る
。

こ
の
個
人
の
自
立
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
と
い
う
発
想
が
現
代
の
法
律
学
に
お
い
て
も
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
観
点
と
重
な
り
合

う
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
伝
統
中
国
に
見
ら
れ
た
徳
、
礼
、
法

(

刑)
の
三
層
構
造
が
、
個
人
の
自
由
の
空
間
を
保
ち
つ
つ
法
を

定
め
る
た
め
の
重
要
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

国家と自由の空間

(名城 '18) 67－4－109

三
六



一
、
母
性
保
護
論
争

｢

母
性
保
護
論
争｣

は
、
与
謝
野
晶
子

｢

女
子
の
職
業
的
独
立
を
原
則
と
せ
よ｣

(『

女
学
世
界』

一
八
―
一
、
一
九
一
八
年
一
月)

と

｢

女
子
の
徹
底
し
た
独
立｣

(『

婦
人
公
論』

三
―
三
、
一
九
一
八
年
三
月)

で
の
主
張
が
発
端
と
な
っ
た
。

与
謝
野
晶
子
は
、
女
子
は
経
済
的
に
男
子
に
依
拠
せ
ず
徹
底
し
て
独
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
だ
が
、
与
謝
野
は
働
か
な

け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
女
子
で
は
な
く
、
親
兄
弟
や
夫
の
財
力
に
よ
っ
て
自
分
自
身
は
働
か
な
く
と
も
生
活
は
で
き
る
女

子
に
対
し
て
、
自
労
自
活
を
呼
び
か
け
る
と
し
て
い
る
。
ま
も
な
く
世
界
大
戦
が
終
わ
る
こ
と
を
予
想
し
、
戦
後
の
社
会
の
激
変
に
経

済
上
の
無
能
力
者
で
あ
る
女
子
は
男
子
以
上
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
与
謝
野
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
与
謝
野
は
、
生
殖
的

奉
仕
に
よ
っ
て
婦
人
が
男
子
に
寄
食
す
る
こ
と
は
奴
隷
道
徳
に
等
し
く
、
こ
れ
と
同
じ
理
由
か
ら
国
家
に
寄
食
し
て
は
な
ら
な
い
と
す

る
。
婦
人
は
如
何
な
る
場
合
も
依
頼
主
義
を
採
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
男
女
相
互
の
労
働
に
よ
っ
て
経
済
上
の
保
障
が
得
ら
れ
る

確
信
が
な
い
限
り
、
結
婚
、
分
娩
す
べ
き
で
な
い
と
言
う
。
こ
の
た
め
与
謝
野
は
欧
米
の
婦
人
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
妊
娠
分
娩

等
の
時
期
に
あ
る
婦
人
が
国
家
に
経
済
上
の
特
殊
な
保
護
を
要
求
す
る
こ
と
に
賛
成
で
き
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
主
張
に
対
し
て
平
塚
ら
い
て
う
は

｢

母
性
保
護
の
主
張
は
依
頼
主
義
か｣

(『

婦
人
公
論』

三
―
五
、
一
九
一
八
年
五
月)

に
お

い
て
反
論
す
る
。
平
塚
は
、
欧
州
で
は
私
生
児
を
生
ん
だ
女
性
は
社
会
的
に
非
難
さ
れ
、
経
済
生
活
面
で
困
難
に
陥
る
一
方
で
、
私
生

児
の
父
は
法
律
上
何
の
責
任
も
負
わ
な
い
状
況
に
あ
り
、
そ
の
下
で
私
生
児
た
ち
に
つ
い
て
多
く
の
問
題
が
生
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
す

る
。
そ
の
う
え
で
平
塚
は
、
国
家
は
私
生
児
の
心
身
の
健
全
な
発
達
を
計
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
子
供
の
保
護
の
た
め
に
は
、

そ
の
母
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
母
親
の
妊
娠
、
分
娩
、
育
児
期
の
生
活
の
安
定
を
国
家
は
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
平
塚
は
、
婦
人
は
母
と
な
る
こ
と
で
、
個
人
的
な
存
在
か
ら
社
会
的
、
国
家
的
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
母
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を
保
護
す
る
こ
と
は
一
婦
人
の
幸
福
の
た
め
に
必
要
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
子
供
を
通
じ
て
、
全
社
会
の
幸
福
、
全
人
類
の
将
来

の
た
め
に
必
要
に
な
る
と
も
言
う
。

平
塚
の
こ
の
反
論
に
対
し
て
与
謝
野
は

｢

平
塚
さ
ん
と
私
の
論
争
〈
粘
土
自
像
〉｣

(『

太
陽』

第
二
四
巻
七
号
、
一
九
一
八
年
六
月

号)

で
再
反
論
し
て
い
る
。
与
謝
野
は
、
経
済
的
に
独
立
す
る
自
覚
と
努
力
さ
え
あ
れ
ば
、
母
の
職
能
を
尽
し
得
な
い
よ
う
な
不
幸
に

陥
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
と
考
え
る
た
め
、
国
家
の
特
殊
な
保
護
は
、
或
種
の
不
幸
な
婦
人
の
た
め
に
已
む
を
得
ず
要
求
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
、
一
般
の
婦
人
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
与
謝
野
は
こ
の
よ
う
な
保
護
は
、
経
済
上
無
力
に
な
ら
ぬ

よ
う
に
す
べ
き
と
い
う
自
覚
の
育
成
を
阻
害
し
、
経
済
上
の
無
力
か
ら
生
ず
る
不
幸
が
予
想
さ
れ
て
も
安
易
に
出
産
す
る
よ
う
な
夫
妻

を
作
り
だ
す
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

与
謝
野
に
対
し
て
平
塚
は
さ
ら
に

｢
母
性
保
護
問
題
に
就
い
て
再
び
与
謝
野
晶
子
氏
に
寄
す｣

(『

婦
人
公
論』

三
―
七
、
一
九
一
八

年
七
月)

で
反
論
す
る
。
平
塚
は
、
子
供
は
私
有
物
で
は
な
く
社
会
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
子
供
の
数
や
質
は

国
家
社
会
の
進
歩
発
展
に
大
き
く
関
係
す
る
の
で
、
子
供
を
産
み
且
つ
育
て
る
母
の
仕
事
は
個
人
的
な
仕
事
で
は
な
く
、
社
会
的
、
国

家
的
仕
事
だ
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
母
の
仕
事
は
婦
人
の
み
に
課
せ
ら
れ
た
社
会
的
義
務
で
あ
り
、
さ
ら
に
よ
き
子
供
を
産
み
、
よ
く

育
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二
重
の
義
務
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
義
務
を
負
う
母
を
国
家
は
十
分
な
報
酬
を
与
え
保
護

す
る
責
任
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
論
争
に
は
さ
ら
に
山
川
菊
栄
、
山
田
わ
か
が
加
わ
り
論
点
が
一
層
広
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
女
性
或
い
は
個
人

と
国
家
に
よ
る
保
護
と
い
う
こ
と
で
、
与
謝
野
と
平
塚
の
対
立
点
に
絞
っ
て
見
て
ゆ
く
も
の
と
す
る
。

与
謝
野
は
経
済
的
に
独
立
す
る
自
覚
と
努
力
さ
え
あ
れ
ば
、
母
の
職
能
を
尽
く
し
得
な
い
よ
う
な
不
幸
に
陥
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る

と
考
え
る
点
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
人
に
強
い
自
覚
と
努
力
を
求
め
て
お
り
、
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
が
不
可
能
な
女
性
は
極
一
部
に

限
ら
れ
る
は
ず
だ
と
の
捉
え
方
を
し
て
い
る
。
個
人
の
自
覚
と
努
力
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
要
求
す
る
こ
と
も
問
題
は
な
い
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と
思
う
が
、
与
謝
野
の
よ
う
に
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
す
べ
て
の
女
性

(

或
い
は
す
べ
て
の
個
人)

は
こ
の
要
求
に
応
じ
ら
れ
る
は

ず
だ
と
の
感
覚
は
や
は
り
現
実
問
題
と
し
て
は
賛
同
し
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
平
塚
の
よ
う
に
母
親
の
妊
娠
、
分
娩
、
育
児
期
の
国
家
に
よ
る
保
護
は
当
然
と
し
て
、
保
護
を
絶
対
視
す
る
考
え
方
も
個

人
の
自
立
と
い
う
面
を
等
閑
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
覚
え
さ
せ
る
。
特
に
こ
の
平
塚
の
発
想
は
子
供
は
社
会
の
も
の
、

国
家
の
も
の
と
す
る
考
え
と
な
り
、
母
の
仕
事
も
社
会
的
、
国
家
的
仕
事
と
す
る
方
向
に
�
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
先
に
待
っ

て
い
る
国
家
権
力
の
存
在
を
思
う
と
無
防
備
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
う
し
て
見
る
と
与
謝
野
と
平
塚
い
ず
れ
も
に
お
い
て
も
、
一
方
は
あ
ま
り
に
も
個
人
の
自
立
を
強
調
し
、
一
方
は
そ
れ
を
あ
ま
り

に
も
考
慮
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
個
人
の
捉
え
方
に
い
さ
さ
か
問
題
を
感
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
、
近
年
の
法
律
学
の
動
き

さ
て
こ
こ
で

｢

個
人｣

或
い
は

｢

人｣

と
い
う
こ
と
で
、
近
年
の
法
律
学
の
研
究
状
況
を
振
り
返
っ
て
み
る
。

法
律
学
に
お
い
て
は
、｢

近
代
法｣

が
前
提
と
し
た

｢
理
性
的｣

ま
た
は

｢

合
理
的｣

な

｢

人｣

へ
の
懐
疑
が
提
起
さ
れ
、
理
性
的

で
も
合
理
的
で
も
な
い

｢

現
実
の
人｣

に
着
目
す
る
動
き
が
で
て
き
て
久
し
い
。
そ
の
た
め
特
に

｢

主
体｣

が
再
考
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
自
律
的
や
自
立
的
或
い
は
理
性
的
と
は
お
よ
そ
言
え
な
い

｢
主
体｣

が
、
周
囲
と
の
関
係
性
の
中
で
、
他
者
と
の
相
互
作
用
、
そ

れ
ゆ
え
の
内
面
的
葛
藤
で
揺
れ
動
く
様
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
主
体
つ
ま
り

｢

物
語
的
主
体｣

が
迷
い
な
が
ら
行
な
う
も

の
が

｢

自
己
決
定｣

と
の
捉
え
方
が
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
立
場
に
立
て
ば
与
謝
野
の
個
人

(

或
い
は
女
性)

に
対
す
る
要
求
は
単
純
に
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
与
謝
野
は

理
性
的
で
も
合
理
的
で
も
な
い
個
人(｢

主
体｣)

が
周
囲
と
の
関
係
性
の
中
で
揺
れ
動
い
て
い
る
こ
と
に
は
全
く
目
を
向
け
て
い
な
い
。
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し
か
し
一
方
で
与
謝
野
の
徹
底
し
た
個
人
の
自
立
と
い
う
点
へ
の
拘
泥
り
は
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
。
実
は
近
時
の
法
律
学
に
お
い
て

も
、｢
主
体｣

を

｢

近
代
法｣

が
念
頭
に
置
い
た

｢

自
律
的
主
体｣

と
し
て
で
は
な
く
、｢

物
語
的
主
体｣

と
捉
え
な
が
ら
も
、
な
お
且

つ
そ
の
上
で

｢

自
己
決
定｣

す
る
の
は
あ
く
ま
で
当
事
者
自
身
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。｢

物
語
的
主
体｣

で
あ
っ
た

と
し
て
も
周
囲
や
、
ま
し
て
国
家
が
そ
の
自
律
や
自
立
を
妨
げ
た
り
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば

平
塚
の
よ
う
な
妊
娠
と
い
う
よ
う
な
一
定
の
要
件
が
具
わ
っ
た
場
合
は
国
家
の
保
護
が
あ
っ
て
当
然
と
の
主
張
は
、
個
人
の
自
律
や
自

立
に
あ
ま
り
に
無
頓
着
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。

と
こ
ろ
で
与
謝
野
は｢
物
語
的
主
体｣

の
発
想
に
見
ら
れ
る
現
実
の
人
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
冷
淡
で
あ
っ
た
。
対
し
て
現
代
の
我
々

は

｢

物
語
的
主
体｣

の
視
点
を
持
つ
こ
と
は
不
可
欠
と
思
わ
れ
、
そ
の
一
方
で
与
謝
野
の
拘
泥
る
徹
底
し
た
個
人
の
自
立
を
重
視
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
よ
り
複
雑
な
状
況
に
あ
る
。｢

物
語
的
主
体｣

と
の
捉
え
方
に
立
っ
た
上
で
、
個
人
の
自
立
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
与
謝
野
は
女
性
へ
の
国
家
に
よ
る
援
助
を
安
易
に
は
認
め
ず
、
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
場
合
の
み
の
援
助
で
よ
い
と
の
立
場
で
あ
る
。

平
塚
の
よ
う
な
国
家
に
よ
る
母
性
保
護
を
絶
対
視
す
る
立
場
は
国
家
権
力
と
い
う
も
の
の
脅
威
を
意
識
す
る
な
ら
簡
単
に
賛
同
は
で
き

な
い
が
、
し
か
し
与
謝
野
の
考
え
方
も
現
実
を
考
慮
す
る
な
ら
こ
ち
ら
も
単
純
に
は
賛
成
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
与
謝
野
が
女

性

(

或
い
は
個
人)

の
自
立
を
最
大
限
に
尊
重
し
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
に
、
個
人
が
当
然
の
よ
う
に
国
家
に
依
存
す
る
こ
と
は
避
け

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
の
考
え
方
は
重
要
で
あ
る
。

こ
の
与
謝
野
の
考
え
方
は
、
現
代
に
お
け
る

｢

支
援｣

概
念
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。｢

物
語
的
主
体｣

で
あ
っ
て
も
、｢

自
己
決
定｣

は
あ
く
ま
で
当
事
者
自
身
が
な
す
も
の
と
す
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
周
囲
に
は
そ
の
決
定
を
干
渉
で
も
な
く
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
も

な
く
支
え
る
役
割
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
役
割
が

｢

支
援｣

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
与
謝
野
の
主
張
は
現
代
に
も
通
ず
る
重
要
な
側
面
を
衝
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
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た
だ
関
連
し
て
言
え
ば
、
平
塚
の
主
張
も
現
代
論
じ
ら
れ
て
い
る

｢

差
異
か
平
等
か｣

の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
男
性
と
女
性
の
間
の
様
々
な
生
物
学
的
・
生
理
学
的

｢

差
異｣

の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
対
応

策
を
と
る
こ
と
は
、
形
式
的
に

｢

同
一｣

の
取
り
扱
い
を
す
る
よ
り
、
実
質
的
な
意
味
で
の
女
性
の

｢

平
等
な
取
り
扱
い｣

に
�
が
る

の
で
は
な
い
か
と
の
議
論
に
通
ず
る
の
で
あ
る
。

与
謝
野
・
平
塚
い
ず
れ
の
主
張
も
現
代
の
議
論
に
通
ず
る
面
を
も
つ
と
言
え
る
が
、｢

国
家
と
自
由
の
空
間｣

と
い
う
本
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
テ
ー
マ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
与
謝
野
の
も
つ
徹
底
し
た
個
人
の
自
立
を
重
視
す
る
視
点
に
注
意
し
た
い
。
た
だ
既
述
の
如

く
現
代
に
お
い
て
は
、
理
性
的
や
合
理
的
か
ら
か
け
離
れ
た
現
実
の
人
の
姿
を
前
提
に
個
人
の
自
立
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
先
述
の

｢

物
語
的
主
体｣

へ
の

｢

支
援｣

と
い
う
考
え
方
が
登
場
し
た
わ
け
だ
が
、｢

現
実
の
人｣

と
い
う
も
の
を
問
う

こ
と
に
関
し
、
法
律
学
で
は
さ
ら
に
新
し
い
観
点
が
加
わ
り
始
め
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

理
性
的
で
も
合
理
的
で
も
な
い
現
実
の
｢

人｣

、
こ
の

｢

人｣

の
分
析
に
、
最
近
は
経
済
学
分
野
で
の
成
果
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
。

関
数
や
数
式
で

｢

人｣

を
表
わ
す
と
い
う
手
法
を
用
い
る
行
動
経
済
学
に
基
づ
く
分
析
で
あ
る
。

三
、
新
た
な
動
向

そ
こ
で
次
に
行
動
経
済
学
が
理
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
の
極
一
部
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
法
と
の
関
連
で
見
て
み
た
い
。
行
動
経
済

学
で
は
人
間
の
一
般
的
な
行
動
傾
向
が
、
関
数
や
数
式
を
用
い
て
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
の
行
動
は
ま
た
具
体
的
な
実
験
で
明

ら
か
に
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
一
般
的
行
動
傾
向
の
具
体
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ど
の
よ
う
な

｢

人｣

が
表
わ
さ
れ
て

い
る
か
を
知
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
民
法
学
で
の
先
行
研
究
に
お
け
る
具
体
的
例
示
の
部
分
を
参
考
と
し
て
挙
げ
て
み
た
い
。

例
え
ば
人
は
不
確
実
な
利
得
よ
り
も
確
実
な
利
得
を
取
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
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で
一
〇
〇
〇
万
円
が
当
た
る
が
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
は
ず
れ
る
宝
く
じ
は
期
待
値
と
し
て
は
六
〇
〇
万
円
の
価
値
を
持
つ
わ

け
だ
が
、
六
〇
〇
万
円
の
現
金
を
持
っ
て
い
る
人
に
こ
の
宝
く
じ
と
現
金
を
交
換
し
な
い
か
と
も
ち
か
け
て
も
、
一
般
に
そ
の
交
換
に

人
は
応
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
一
〇
〇
〇
万
円
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
確
実
に
手
元
に
あ
る
六

〇
〇
万
円
の
方
を
優
先
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
確
実
な
利
得
を
手
に
し
て
い
る
状
況
で
は
、
人
は
利
得
に
つ
い
て
は
リ
ス
ク
を

避
け
る
心
理
的
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
別
の
状
況
で
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
人
が
取
引
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
六
〇
〇
万
円
の
損
失
が
出
た
場
合
で
あ
る
。

も
し
取
引
を
継
続
す
る
と
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
さ
ら
に
四
〇
〇
万
円
の
損
失
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の

確
率
で
六
〇
〇
万
円
の
利
益
が
出
る
と
す
る
。
つ
ま
り
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
損
失
は
一
〇
〇
〇
万
円
に
拡
大
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
こ
れ
ま
で
の
損
失
が
ゼ
ロ
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
人
は
取
引
を
や
め
て
六
〇
〇
万
円
の
損
失

を
確
定
す
る
よ
り
、
取
引
を
継
続
し
て
挽
回
の
機
会
に
賭
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。

先
程
述
べ
た
よ
う
に
六
〇
〇
万
円
の
現
金
を
持
っ
て
い
る
人
が
一
〇
〇
〇
万
円
も
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
の
賭

け
に
は
応
じ
よ
う
と
し
な
い
の
だ
が
、
損
失
が
挽
回
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
な
る
と
、
不
確
実
な
損
失
挽
回
に
賭
け
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
損
失
を
蒙
っ
た
と
な
る
と
人
は
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
の
で
は
な
く
、
リ
ス
ク
を
取
る
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
の
性
癖
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
一
定
の
割
合
で
こ
の
よ
う
な

性
癖
を
持
つ
人
が
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
を
利
用
す
る
投
資
の
勧
誘
行
為
が
生
ま
れ
る
と
指
摘
さ
れ
、
そ
の
観
点

か
ら
投
資
勧
誘
行
為
に
見
ら
れ
る
違
法
性
の
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
性
癖
を
持
つ
人
が
一
定
割
合
い
る
こ
と
を
経
験
的
に
知
悉
す
る
投
資
勧
誘
会
社
は
、
多
数
の
人
に
勧
誘
を
行
な
い
、
一

部
そ
の
勧
誘
に
応
じ
た
人
が
い
る
な
ら
、
ま
ず
少
額
で
よ
い
か
ら
投
資
取
引
を
始
め
て
も
ら
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
も
し
利
益
が
で
る

な
ら
、
勧
誘
会
社
は
投
資
額
を
大
き
く
す
る
よ
う
に
勧
め
て
ゆ
く
。
勧
誘
会
社
は
投
資
家
が
取
引
を
継
続
し
て
い
る
限
り
、
手
数
料
収
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入
を
得
る
の
で
あ
り
、
投
資
額
が
大
き
く
な
る
な
ら
手
数
料
収
入
も
よ
り
大
き
く
な
る
。
そ
し
て
も
し
投
資
家
が
損
失
を
出
し
た
と
な

れ
ば
、
投
資
家
は
損
失
挽
回
の
た
め
に
は
リ
ス
ク
を
負
っ
て
で
も
投
資
に
賭
け
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
投
資
勧
誘
会
社
は
不

確
実
で
も
大
き
な
利
得
の
あ
る
投
資
を
持
ち
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
繰
り
返
え
す
が
投
資
勧
誘
会
社
は
投
資
家
が
投
資
を
続
け
る
限

り
手
数
料
収
入
を
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
行
動
経
済
学
に
基
づ
い
て
人
の
行
動
傾
向
を
視
野
に
入
れ
る
立
場
か
ら
は
、
従
来
説
に
対
し
て
新
た
な
視
点
が
提
供
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
従
来
は
投
資
の
勧
誘
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
、
取
引
開
始
時
の
説
明
義
務
が
非
常
に
重
視
さ
れ
る
の
だ
が
、
先

述
の
如
き
性
癖
を
も
つ
人
の
一
定
割
合
の
存
在
を
利
用
で
き
る
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
投
資
家
が
ど
の
よ
う
な
精
神
状
態
に
お
か
れ

た
状
況
で
の
勧
誘
で
あ
っ
た
の
か
に
、
よ
り
関
心
を
寄
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
取
引
開
始
時
に

リ
ス
ク
を
伴
う
こ
と
を
十
分
説
明
さ
れ
、
用
心
の
た
め
少
額
の
取
引
を
開
始
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
先
述
の
よ
う
に
人
が
投

資
を
拡
大
し
、
そ
の
後
に
損
失
挽
回
の
網
に
搦
め
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
な
ら
、
も
は
や
事
前
の
規
制
で
あ
る
説
明
義
務
に
は
効
果
が
望

め
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
勧
誘
会
社
は
、
投
資
家
が
取
引
を
や
め
た
と
言
わ
ぬ
限
り
手
数
料
収
入
を
得
続
け
る
の
で
あ
る
。

ま
た
さ
ら
に
は
こ
の
よ
う
な
人
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
利
用
す
る
勧
誘
行
為
が
頻
発
す
る
と
社
会
的
厚
生
が
害
さ
れ
る
と
の
観
点
か
ら

勧
誘
行
為
の
違
法
性
を
論
じ
う
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
公
正
の
観
点
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
厚
生
と
い
う
、
市
場
、
効
率
性
と

大
き
く
関
わ
る
観
点
も
併
せ
つ
つ
規
制
の
あ
り
方
を
図
る
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

以
上
民
法
学
の
先
行
研
究
に
基
づ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
に
行
動
経
済
学
と
い
う
学
問
分
野
で
も｢

人｣

が
分
析
さ
れ
る
。

こ
の
行
動
経
済
学
で
は
、
心
理
学
と
経
済
学
に
跨
る
形
で
理
論
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
見
ら
れ
る

｢

人｣

は
や
は
り
、
理
性

的
で
も
合
理
的
で
も
な
く
、｢

現
実
の
人｣

と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。｢
現
実
の
人｣

と
い
う
面
に
注
目
す
れ
ば
、
分
析
視
角
は
全
く
異

な
る
も
の
の

｢

物
語
的
主
体｣

に
通
ず
る
点
が
あ
る
と
言
え
る
。

で
は

｢

物
語
的
主
体｣

と
の
捉
え
方
を
し
た
と
し
て
も
、
当
事
者
自
身
で

｢
決
定｣

を
な
す
こ
と
は
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
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る
と
、
投
資
行
為
の
場
合
、
投
資
す
る
か
ど
う
か
の

｢

決
定｣

は
表
面
的
に
は
当
事
者
自
身
が
な
し
た
形
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
を

ど
う
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

勧
誘
会
社
の
勧
誘
に
応
じ
て
投
資
へ
の
決
定
を
当
事
者
自
身
が
な
し
た
と
し
て
も
、
も
し
人
の
一
般
的
性
癖
を
利
用
す
る
こ
と
で
勧

誘
す
る
側
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
よ
う
な
決
定
を
さ
せ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
だ
け
で
の
決
定
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

む
し
ろ

｢

物
語
的
主
体｣

が
他
者
と
の
相
互
作
用
の
下
で
決
定
す
る
に
到
っ
た
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
如
何
な
る
精
神

状
態
に
あ
る
時
の
勧
誘
の
結
果
で
あ
る
な
ら
、
勧
誘
す
る
側
の
行
為
に
問
題
が
あ
る
と
言
え
る
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
さ

れ
る
こ
と
は
、｢

物
語
的
主
体｣

の
観
点
か
ら
も
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、｢

近
代
法｣

が
前
提
と
し
た

｢

理
性
的
な
人｣

に
つ
い
て
は
別
の
側
面
か
ら
も
懐
疑
が
強
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
は
い

え
理
性
的
で
も
合
理
的
で
も
な
い

｢
現
実
の
人｣

で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

｢

人｣

が
自
立
的
に
判
断
す
る
こ
と
を
や
は
り
重
視
す

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
法
制
度
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
場
合
国
家
の
定
め
る

制
定
法
と
個
人
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

但
し
我
々
の
関
心
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
鍵
が
何
か
歴
史
的
な
事
象
と
し
て
存
在
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
歴
史
を
振
り
返
え
る
。

四
、
東
洋
法
制
史
の
研
究
成
果

上
述
の
如
く
考
え
た
時
に
興
味
を
引
か
れ
る
の
が
東
洋
法
制
史
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
徳
と
礼
と
法

(

刑)

と
い
う
三
層
構
造
に
よ

る
社
会
秩
序
の
維
持
と
い
う
発
想
が
、
伝
統
中
国
で
見
ら
れ
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
伝
統
中
国
の
刑
罰
法
典
の
律
の
下
で
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
徳
、
礼
、
法

(

刑)

の
三
層
構
造
に
よ
る
社
会
秩
序
の
維
持
と

国家と自由の空間
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い
う
も
の
か
ら
制
定
法
を
考
え
て
み
る
。

儒
家
の
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
最
も
目
指
す
べ
き
は
各
人
が

｢

徳｣

を
具
え
る
こ
と
で
社
会
の
秩
序
が
保
た
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
人

の
内
面
に
関
わ
り
、
人
の
自
発
性
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
徳
に
基
づ
く
行
動
を
す
べ
て
の
人
に
求
め
て
も
、
そ
の
実
行
性
が
難
し

い
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
そ
こ
で
一
定
の
形
式
を
も
ち
、
そ
の
形
式
を
守
る
な
ら
徳
を
具
え
た
行
動
を
と
る
こ
と
に
な
る｢

礼｣

が
生
ま
れ
る
。
例
え
ば
形
式
化
さ
れ
た

｢

礼｣

と
し
て

｢

服
制｣

が
あ
る
が
、
こ
の

｢

服
制｣

に
従
っ
て
喪
に
服
す
れ
ば
、
親
族
の
喪

に
際
し
て
人
倫
中
の
第
一
の
徳
行
で
あ
る
孝
道
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
人
々
が
礼
を
守
る
こ
と
で
社
会
秩
序
が
維
持
さ
れ

る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
礼
は
人
の
内
面
か
ら
人
の
行
動
を
規
制
す
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
逸
脱
者
が
生
ま
れ
た
時
の
対
応
が
で
き
な
い
。

そ
こ
で
律
の
制
定
に
現
れ
る
よ
う
に
外
か
ら
の
強
制
力
を
持
つ
法

(

刑)

で
補
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
礼
を
逸
脱
し
た
も

の
に
法

(

刑)

を
科
す
の
で
あ
る
。
儒
家
思
想
と
法
家
思
想
の
融
合
の
産
物
と
言
わ
れ
る
律
で
は
、
徳
・
礼
と
刑
罰
は
補
い
合
う
も
の

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
三
層
構
造
が
重
要
と
な
る
。

儒
家
は
、
刑
で
人
々
に
秩
序
を
植
え
付
け
よ
う
と
し
て
も
、
人
々
は
刑
を
免
れ
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
だ
け
で
、
徳
を
欠
く

行
為
を
恥
じ
る
心
は
育
た
な
い
と
考
え
た
。
も
し
法

(

刑)

に
頼
り
す
ぎ
る
な
ら
、
礼
の
部
分
は
縮
小
し
、
徳
は
ま
す
ま
す
育
ち
に
く

く
な
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
な
ら
、
徳
・
礼
の
意
義
を
顧
み
る
こ
と
な
く
制
定
法
に
頼
る
な
ら
、
結
局
は
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
の

だ
か
ら
こ
れ
は
や
っ
て
も
よ
い
と
の
発
想
を
生
む
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
各
人
が
自
分
の
行
動
は
徳
に
基
づ
く
か
ど
う
か
な
ど
と
は
判
断

せ
ず
、
法
で
禁
止
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
み
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
問
題
が
起
き
た
と
言
っ
て
そ
の
度
に
法
を
定
め
る

な
ら
、
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
っ
た
、
で
は
禁
止
す
べ
し
と
の
イ
タ
チ
ゴ
ッ
コ
と
な
り
、
つ
い
に
は
膨
大
な
量
の
法
が
定
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

現
代
に
お
い
て
も
法
の
過
剰
の
意
味
で
の

｢

法
化｣

の
問
題
も
ま
た
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
の
秩
序
を

保
つ
に
は
制
定
法
の
量
産
で
は
な
く
、
徳
、
礼
、
法
の
三
層
構
造
の
も
つ
意
味
を
考
え
る
こ
と
も
多
様
な
視
点
の
一
つ
と
見
て
重
視
し
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て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
ま
ず
各
人
が
徳
を
具
え
、
徳
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
部
分
を
重
視
す
る
。
こ
の
空
間
は
個
人
の
自
由

の
最
も
大
き
い
空
間
で
あ
る
が
、
そ
の
分
自
主
規
制
が
最
大
限
に
求
め
ら
れ
る
。
次
に
そ
の
周
り
に
徳
を
可
視
化
し
た
礼
の
働
く
空
間

を
置
く
。
こ
れ
は
徳
の
空
間
と
同
じ
く
自
主
規
制
に
任
さ
れ
る
も
の
の
、
参
考
に
で
き
る
形
式
が
存
在
す
る
。
最
後
に
強
制
力
を
伴
う

法
で
規
制
す
る
空
間
を
も
っ
て
く
る
。
言
葉
で
言
う
ほ
ど
三
層
構
造
の
実
現
は
簡
単
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
個
人
の
自
由
の
空
間
を

保
つ
こ
と
に
で
き
る
だ
け
配
慮
し
た
う
え
で
、
極
力
自
主
規
制
に
任
せ
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合
に
法
に
よ
り
規
制
す
る
と
い
う
三

層
的
な
形
へ
の
意
識
は
常
に
持
つ
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
意
識
の
下
で
制
定
法
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

与
謝
野
と
平
塚
の
母
性
保
護
論
争
か
ら
導
き
出
せ
た
の
は
、
個
人
の
自
立
を
最
大
限
に
重
視
し
た
う
え
で
国
家
に
よ
る
援
助
を
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
観
点
は
現
代
に
も
見
ら
れ
る
観
点
、
つ
ま
り

｢

物
語
的
主
体｣

と
し
て

｢

現
実
の
人｣

を
捉
え
る
立
場
に
立
っ
た
う
え

で
、
周
囲
と
の
関
係
性
の
中
で
な
さ
れ
る
も
の
が

｢
自
己
決
定｣

で
あ
る
と
捉
え
た
と
し
て
も
、
な
お
且
つ
本
人
自
身
が
決
定
す
る
こ

と
を
尊
重
す
る
視
点
を
忘
れ
る
べ
き
で
な
く
、
周
囲
は
あ
く
ま
で
本
人
が
決
定
す
る
に
到
る
よ
う
に

｢

支
援｣

す
べ
き
と
の
考
え
方
に

通
ず
る
面
を
も
つ
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で

｢

現
実
の
人｣

に
つ
い
て
も
う
一
言
だ
け
述
べ
る
と
、
従
来
の

｢

物
語
的
主
体｣

と
捉
え
る
発
想
に
お
い
て
は
、

一
人
一
人
の
人
が
如
何
に
異
な
る
か
と
い
う
点
を
意
識
し
た
う
え
で
の
対
応
を
求
め
る
た
め
、
常
に
法
的
安
定
性
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
個
々
の
対
応
と
法
的
安
定
性
を
�
ぐ
た
め
の

｢

法
の
技
法｣
が
必
要
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
現
場
で
の
標
準
化
の
極

め
て
難
し
い
多
様
な
具
体
的
状
況
へ
の
対
応
と
、
法
的
な
ル
ー
ル
を
�
ぐ
た
め
の

｢
法
の
技
法｣

で
あ
る
。
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そ
れ
に
対
し
て

｢

人｣

を
分
析
す
る
新
た
な
手
法
で
あ
る
行
動
経
済
学
に
お
い
て
は

｢

人｣

に
つ
い
て
関
数
や
数
式
で
示
さ
れ
る
よ

う
な

｢

一
般
的
性
癖｣

に
注
目
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
個
別
性
を
重
視
す
る

｢

物
語
的
主
体｣

の
発
想
と
は
正
反
対
の
側
面
を
持
つ

と
も
言
え
る
。
今
回
挙
げ
た
投
資
家
の
陥
穽
と
い
う
問
題
で
は
、｢

人｣

の
こ
の

｢

一
般
的
性
癖｣

の
悪
用
を
防
ぐ
た
め
の
法
の
あ
り

方
が
問
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
一
人
一
人
の
人
間
の
個
別
具
体
性
に
着
目
す
る
も
の
と
、
人
間
の
共
通
的
一
般
性
に
着
目
す
る
も
の
と
い
う
正
反
対
に

も
見
え
る
発
想
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

｢

現
実
の
人｣

を
問
い
、
そ
こ
か
ら
法
の
あ
り
方
を
考
え
る
点
で
は
共
通
す
る
も
の
が
見
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
理
性
的
で
も
合
理
的
で
も
な
い

｢

現
実
の
人｣

と
い
う
観
点
を
持
ち
つ
つ
、
そ
の
人
の
自
立
と
い
う
点
も
忘
れ
る
こ
と
な

く
法
の
あ
り
方
を
考
え
る
な
ら
、
国
家
の
定
め
る
制
定
法
は
ど
う
捉
え
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
時
に
伝
統
中
国
で
見
ら
れ
た
徳
、
礼
、
法

(

刑)

の
三
層
構
造
で
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
と
の
発
想
、
ま
ず
徳
に
基
づ
い
た
人
の
自
立
的
行
動
を
最
大
限
に
重
視
し
、
そ
の
次
に

形
式
を
も
つ
礼
で
自
立
的
規
制
を
図
り
、
最
後
に
法(

刑)

で
強
制
的
に
規
律
す
る
と
の
発
想
は
一
つ
の
大
き
く
参
考
に
な
る
発
想
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を
指
摘
し
て
結
び
と
し
た
い
。

筆
者
関
連
論
文

｢

伝
統
中
国
の
法
と
社
会
へ
の
一
試
論｣

(『

名
城
法
学』

四
七
―
三
、
一
九
九
七
年)

｢

現
代
中
国
大
陸
民
事
裁
判
理
論
の
課
題
と
伝
統
中
国
法
の
視
角｣

(『

名
城
法
学』
四
九
―
一
、
一
九
九
九
年)

｢『

青
鞜』

論
争
か
ら
人
と
法
へ｣

(

阿
部
照
哉
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集

『

現
代
社
会
に
お
け
る
国
家
と
法』

成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年)

｢

日
本
の
法
文
化
研
究
に
み
ら
れ
る
法
意
識
と

『

近
代』｣

(『

名
城
法
学』

五
七
―
一
・
二
、
二
〇
〇
七
年)

｢

伝
統
中
国
の
科
刑
原
理
と
徳
、
礼
、
法
に
つ
い
て
の
予
備
考
察

喜
多
・
中
村
・
川
村
報
告
を
聞
き
て

｣
(『

名
城
法
学』

五
八
―
四
、
二
〇
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〇
九
年)

｢
蘇
力
論
文
と

『

馬
上
法
廷』

を
結
ぶ

『

人』｣
(『

名
城
法
学』

六
〇
巻
別
冊
、
二
〇
一
〇
年)

｢

大
正
期
の
母
性
保
護
論
争
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
論
点｣

(『

名
城
法
学』

六
三
―
四
、
二
〇
一
四
年)

｢『

慣
習
と
〈
近
代
〉』

研
究
会
に
つ
い
て
の
一
報
告｣

(『

名
城
法
学』

六
五
―
一
・
二
、
二
〇
一
五
年)

行
動
経
済
学
に
関
す
る
参
考
文
献

山
本
顯
治

｢

投
資
行
動
の
消
費
者
心
理
と
民
法
学
〈
覚
書
〉｣

(『

法
動
態
学
叢
書
・
水
平
的
秩
序』

第
四
巻
、
紛
争
と
対
話
、
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇

七
年)

山
本
顯
治

｢

投
資
行
動
の
消
費
者
心
理
と
勧
誘
行
為
の
違
法
性
評
価｣

(『

新
世
代
政
策
学
研
究』

第
五
号
、
第
二
特
集

｢

法
と
行
動
経
済
学
の
出
会
い

投
資
行
動
に
お
け
る
消
費
者
の
合
理
性｣

、
北
海
道
大
学
グ
ロ
ー
バ
ルC

O
E

プ
ロ
グ
ラ
ム
編
集
・
発
行
、
二
〇
一
〇
年)

若
松
良
樹

｢

行
動
経
済
学
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム｣
(

平
野
・
亀
本
・
川
�
編

『

現
代
法
の
変
容』

有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年)

川
�
昇

｢

行
動
経
済
学
の
規
範
的
意
義｣

(
同
右
書)

依
田
高
典

『｢

コ
コ
ロ｣

の
経
済
学
―
行
動
経
済
学
か
ら
読
み
解
く
人
間
の
ふ
し
ぎ』

ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
六
年

コ
メ
ン
ト

憲
法
学
の
立
場
か
ら

�

井

裕

之

本
コ
メ
ン
ト
で
は
、
私
の
専
攻
す
る
憲
法
学
の
立
場
か
ら
、
特
に
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
と
の
比
較
を
中
心
に
、
報
告
に
お
い
て

提
起
さ
れ
た
論
点
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
感
想
を
述
べ
た
い
。
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一

ま
ず
、
波
多
野
先
生
の
ご
報
告
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
当
時
の
憲
法
な
い
し
国
制
と
今
日
の
日
本
や
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
体
制

と
の
対
比
を
し
た
い
。(

一)

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は

ま
た
こ
れ
が
第
二
次
大
戦
後
の
第
四
共
和
制
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
と

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が

議
会
だ
け
が
一
般
意
思
の
発
露
・
出
現
の
場
で
あ
り
、
行
政
府
や
司
法
府
は
そ
れ
に
従
属
す
る
も

の
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
る
一
八
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
憲
法
典
を
制
定
し
、
そ
の
憲

法
が
議
会
立
法
よ
り
も
上
位
に
あ
る
と
さ
れ
、(

二)

そ
の
意
味
で
、
も
し
一
般
意
思
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば

(

こ
れ
は
後
世
の

解
釈
か
も
し
れ
な
い
が)

通
常
の
議
会
立
法
で
は
な
く
憲
法
典
こ
そ
が
一
般
意
思
の
発
露
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
関
係

す
る
が
、(

三)

議
会
意
思

(

議
会
制
定
法)

が
最
高
で
は
な
く
憲
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
憲
法
に
違
反
す
る
法
律
は
無
効
と

さ
れ
、(

四)

そ
の
憲
法
違
反
か
ど
う
か
の
判
断
権
は
裁
判
所
が
握
る
、
と
い
う
体
制
が
確
立
し
た
。(

五)

ま
た
、
行
政
権
と
の
関
係

で
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
議
会
と
並
立
す
る
強
力
な
大
統
領
が
存
在
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
等
わ
ず
か
の
例
外
は
あ
る
が
、
憲
法
典
の
制
定
や
裁
判
所
の
違
憲
立
法
審
査
権
が

世
界
的
に
広
く
普
及
し
、
当
の
フ
ラ
ン
ス
で
も
一
九
五
八
年
の
第
五
共
和
制
以
降
は
こ
の
流
れ
の
中
に
あ
る
。
近
年
、
違
憲
審
査
を
行

う
憲
法
院
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
Ｑ
Ｐ
Ｃ

(

合
憲
性
先
決
問
題
の
審
査)

の
制
度
も
導
入
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
方
向
に
さ
ら
に
進
ん
で
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

以
上
の
対
比
を
前
提
に
し
て
、
波
多
野
先
生
の
ご
報
告
に
つ
い
て
私
が
興
味
を
抱
い
た
点
と
し
て
は
、
ま
ず
、
憲
法
典
を
制
定
す
る

こ
と
の
意
義
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
も
し
、
恒
常
的
に
一
般
意
思
に
の
っ
と
っ
て
立
法
府(

議
会)

が
動
く
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
上
位
に
憲
法
典
を
設
け
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
や
現
在
の
日
本
を
例
に
ひ
と
つ
の
対
照
的
な
モ
デ

ル
を
組
み
立
て
れ
ば
、
一
般
意
思
が
発
現
す
る
の
は
憲
法
典
の
制
定
時
や
そ
の
重
要
な
改
正
の
時
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
平
常
時
は

議
会
に
は
特
殊
意
思
を
堂
々
と
持
ち
込
ん
で
そ
れ
を
集
積
し
て
、
全
体
意
思
と
し
て
の
法
律
・
予
算
を
制
定
す
る
こ
と
に
議
会
は
専
念

す
る
、
た
だ
し
、
憲
法
典
に
書
き
込
ま
れ
た
一
般
意
思
の
大
枠
を
外
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
違
憲
立
法
審
査
権
を
有
す
る
裁
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判
所
が
監
視
す
る
、
そ
う
い
う
政
治
制
度

(

国
制)

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
わ
ゆ
る

｢

多
元
主
義

(pluralism
)｣

の
体

制
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
英
米
法
に
も
こ
れ
と
異
な
る
政
治
体
制
・
国
制
の
構
想
が
あ
り
、
そ
れ
が
一
九
八
〇
年
代
以
降
盛
ん
に
論
じ

ら
れ
る

｢
共
和
主
義

(republicanism
)｣

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
業
界
団
体
・
圧
力
団
体
の
駆
け
引
き
で
政
治
が
左
右
さ
れ
る
多
元

主
義
の
政
治
制
度
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
市
民
の
公
徳
心
に
基
づ
く
公
的
善
を
求
め
る
政
治
体
制
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

少
な
く
と
も
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
一
般
意
思
に
基
づ
く
政
治
体
制
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
共
和
主
義
を
実
現
す
る
に
は

(

完
全
な
実
現
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
少
し
で
も
そ
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
た

め
に
は)

選
挙
制
度
を
は
じ
め
制
度
的
工
夫
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
般
意
思
の
代
表
的
論
者
で

あ
る
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の

『

社
会
契
約
論』

に
お
い
て

｢

一
般
意
思
は
代
表
さ
れ
得
な
い｣

、
つ
ま
り
立
法
の
場
に
は
直

接
全
市
民
が
参
加
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
問
題
に
な
ろ
う
。
議
会
の
議
員
を
選
挙
す
る
と
い
う
、
現
実
の
革
命
期
の

制
度
と
の
相
違
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
、
甚
だ
素
人
的
な
疑
問
・
興
味
が
あ
る
。
波
多
野
先
生
の
ご
報
告
で
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で

制
限
選
挙
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
さ
れ
て
い
た
の
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
か
と
思
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
法
制
史
の
門
外
漢
と
し
て
は
、｢

一
般
意
思｣

と
い
う
思
想
・
理
念
が
唱
え
ら
れ
た
政
治
的
背
景
、
と
り
わ
け
、

当
時
の
情
勢
に
お
い
て
何
を
否
定
す
る
た
め
に

｢

一
般
意
思｣

な
る
も
の
が
主
張
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
、

他
の
政
治
体
制
や
今
日
的
問
題
と
よ
り
よ
く
か
み
合
っ
た
議
論
に
進
む
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
私
の
全
く
勝
手
な
想
像
で
言
え
ば
、

今
日
の
目
か
ら
見
れ
ば
不
当
な
差
別
・
偏
見
に
他
な
ら
な
い
制
限
選
挙
制
度
と
い
う
の
は
、｢

一
般
意
思｣

に
何
ら
か
の
実
体
的
中
身

が
あ
っ
て

(

そ
れ
は
自
然
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い)
、
人
間
の
う
ち
で
も
そ
れ
を
見
い
だ
す
能
力
を
有
す
る
者
だ
け

が
市
民
で
あ
り
選
挙
権
を
有
す
る
と
い
う
観
念
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
国
政
の
他
の
場
面
で
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
市
民
を
つ

く
る
、
と
い
う
こ
と
が
課
題
に
な
ろ
う
。
波
多
野
先
生
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
救
貧
政
策
も
そ
の
一
環
で
あ
る
が
、
今
日
的
に
言
え
ば
、

社
会
保
障
政
策
の
み
な
ら
ず
教
育
政
策
に
も
関
係
し
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
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そ
れ
か
ら
、
人
権
カ
タ
ロ
グ
の
面
で
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
に
お
い
て
、
そ
の
四
条
が

｢

自
由
は
、
他
人
を
害
し
な
い
す
べ
て

の
こ
と
を
な
し
得
る
こ
と
に
存
す
る｣

と
い
う
と
き
、
今
日
の
憲
法
学
で
幸
福
追
求
権
に
つ
い
て
い
う

｢

一
般
的
自
由
説｣

を
思
い
起

こ
さ
せ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
表
現
の
自
由
、
信
教
の
自
由

(

一
〇
条
、
一
一
条)

や
財
産
権

(

一
七
条)

と
い
っ
た
個
別
の
人

権
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
関
心
が
あ
る
。
四
条
で
一
般
原
則
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
個
別
の
権
利
規
定
は
何
の
た
め
に
あ

る
の
か
、
当
時
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
救
貧
政
策
の
議
論
を
聞
く
と
、
日
本
国
憲
法
二
七
条
一
項
が

｢

す
べ
て
国
民
は
、
勤
労
の
権
利
を
有

し
、
義
務
を
負
ふ｣

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
。
通
説
的
見
解
は
、
さ
す
が
に
怠
け
者
に
刑
罰
を
科
す
と
い
っ
た
こ
と
は
今

日
で
は
許
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
勤
労
の
義
務
を
二
五
条
の
生
存
権
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
、
働
く
能
力
を
有
し
な
が
ら
働
か
な
い
者
は

生
活
保
護
な
ど
社
会
保
障
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
帰
結
を
導
い
て
お
り
、
な
お
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
波
多
野
先
生
ご

紹
介
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
議
論
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
も
、
憲
法
の
想
定
す
る
あ
る
べ
き
人
間
像
如

何
、
と
い
う
論
点
に
絡
ん
で
い
る
。

二

次
に
松
田
先
生
の
ご
報
告
に
関
し
て
次
の
点
を
指
摘
し
た
い
。

ま
ず
、
母
性
保
護
論
争
に
つ
い
て
で
あ
る
。
実
は
私
も
二
〇
〜
三
〇
年
前
に
は
ア
メ
リ
カ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ム
ズ
法
学
を
少
し
勉
強
し
た

こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
母
性
保
護
論
争
と
共
通
す
る
論
点
は
、
ご
報
告
中
で

｢

差
異
と
平
等｣

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
お
り
、

一
九
七
〇
年
代
・
八
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
も
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
女
性
だ
け
に
あ
る
妊
娠
と
い
う
状
態
を
、
で

き
る
だ
け
男
性
と
も
共
通
す
る
状
態
、
つ
ま
り
病
気
と
か
障
害
と
同
視
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
妊
娠
・
出
産
は
女
性
特
有
の

こ
と
で
あ
る
こ
と
を
直
視
し
強
調
し
た
上
で
、
こ
れ
に
配
慮
す
る
こ
と
こ
そ
が
実
質
的
な
性
差
別
撤
廃
に
つ
な
が
る
の
か
、
と
い
う
論

点
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
論
点
は
、
憲
法
や
公
民
権
法
の
男
女
平
等
の
法
原
則
を
適
用
す
る
際
に
実
務
的
に
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ

た
。
当
時
の
私
の
一
応
の
結
論
は
、
ど
ち
ら
が
よ
い
か
は
状
況
に
よ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
来
勉
強
が
進
ん
で
い
な
い
の
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で
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
、
松
田
先
生
の
ご
報
告
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
の
大
正
期
の
論
争
が
、
そ
の
後
現
在
に
至
る

ま
で
、
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
変
容
を
受
け
、
あ
る
い
は
断
絶
し
て
い
る
の
か
、
歴
史
的
な
流
れ
を
追
っ
て
示
し
て
い
た
だ
け
る
と
、

今
日
の
法
的
議
論
に
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
た
、｢
物
語
的
個
人｣

と
い
う
と
ら
え
方
が
今
日
の
様
々
な
法
的
問
題
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
松
田
先
生
ご
自

身
も
意
識
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
例
え
ば
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
そ
の
他
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
Ｄ
Ｖ
な
い
し
は｢

い
じ
め｣

の
問
題
に
お
い
て
、
被
害
者
の
視
点
で
問
題
を
捉
え
て
解
決
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
実
践
的
・
実
務
的
に
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
理
論
的
に
も
、
こ
の
観
点
か
ら
、
例
え
ば
判
例
を
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

三

最
後
に
、
松
原
先
生
の
ご
報
告
に
つ
い
て
は
、
西
洋
に
起
源
を
発
し
国
家
と
個
人
の
二
極
に
分
化
し
た
社
会
像
を
前
提
と
す
る

近
代
憲
法
の
観
点
か
ら
は
、
東
洋
の
前
近
代
の
法
と
の
接
点
を
見
つ
け
る
の
は
た
い
へ
ん
難
し
い
。
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
は
、
国
家
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
の
私
法
上
の
権
利
義
務
関
係
の
形
成
と
そ
の
実
効
的
執
行
と
い
う
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
関
連
す
る
実
定
憲
法
上
の
論
点
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

｢

部
分
社
会
論｣

と
い
う
問
題
群
が

思
い
つ
く
。
も
っ
と
も
、
近
年
の
有
力
な
見
解
は
、｢

部
分
社
会｣

と
い
う
大
雑
把
な
括
り
で
は
な
く
、
問
題
と
な
る
機
関
や
集
団
な

い
し
団
体
の
性
質
に
応
じ
て
、
関
係
す
る
憲
法
規
定
を
特
定
し
て
、
国
の
裁
判
所
の
介
入
の
是
非
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題

群
の
う
ち
で
も
特
に
顕
著
な
の
が
、
各
宗
教
団
体
の
内
部
紛
争
へ
の
裁
判
所
の
介
入
の
限
界
、
と
い
う
議
論
で
は
な
い
か
と
思
う
。
わ

が
国
の
判
例
で
は
、
司
法
権
の
性
質
な
ど
を
根
拠
に
、
裁
判
所
は
宗
教
の
教
義
に
つ
い
て
の
判
断
を
行
え
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
判
断

を
必
要
と
す
る
紛
争
は

(

た
と
え
外
観
的
に
は
世
俗
的
な
権
利
義
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も)

裁
判
所
と
し
て
受
け

付
け
な
い

(

訴
え
を
却
下
す
る)

と
い
う
扱
い
を
し
て
い
る
。
学
説
上
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
が
紛
争
を
放
置
す
る
こ
と
は
適

切
で
な
く
、
宗
教
上
の
教
義
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
実
効
的
に
解
決
す
る
道
を
模
索
す
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
も
強
い
が
、
現
在
の
判

例
の
下
で
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
団
体
内
紛
争
が
司
法
的
解
決
を
受
け
ら
れ
な
く
と
も
、
暴
力
沙
汰
な
ど
大
き
な
社
会
的
混
乱
が
生
じ
た

国家と自由の空間
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と
い
う
話
も
あ
ま
り
聞
か
な
い
の
で
、
そ
れ
な
り
に
社
会
秩
序
は
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
が
興
味
深
い
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
実
証
的
研
究
を
知
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
話
に
関
連
す
る
限
り
で
は
あ
る
が
、
国
家
法
か
ら
離
れ
た
と
こ

ろ
で
の
権
利
義
務
の
形
成
と
そ
の
執
行
が
許
さ
れ
る
社
会
的
条
件
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四

以
上
、
き
わ
め
て
散
漫
で
雑
駁
な
、
主
観
的
感
想
で
あ
る
が
、
私
の
コ
メ
ン
ト
と
し
た
い
。

(

以
上)

コ
メ
ン
ト

法
哲
学
の
立
場
か
ら

平

井

亮

輔

一

法
哲
学
の
立
場
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
仰
せ
つ
か
っ
た
が
、
総
じ
て
歴
史
に
暗
い
ば
か
り
か
、
哲
学
研
究
に
お
け
る
思
想
史
の
重
要

性
は
承
知
し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
主
に
現
代
の
法
哲
学
と
く
に
正
義
論
に
目
を
向
け
て
き
た
た
め
、
思
想
史
上
の
言
説
と
そ

の
時
代
背
景
に
つ
い
て
も
つ
ま
み
食
い
程
度
に
か
じ
っ
て
き
た
に
留
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
者
が
、
歴
史
的
事
象
・
言
説
と
そ
の
研
究
に

ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
な
の
か
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
が
、
本
日
の
報
告
を
拝
聴
す
る
と
、
法
制
史
研
究
に
も
多
様
な
ア
プ
ロ
ー

チ
な
い
し
姿
勢
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
、
連
想
ゲ
ー
ム
よ
ろ
し
く
、
三
つ
の
報
告
を
現
代
の
法
哲
学
・
正

義
論
と
思
い
つ
く
ま
ま
に
関
連
づ
け
て
、
主
に
歴
史
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
感
想
を
述
べ
る
こ
と
に
な
り

そ
う
だ
。
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二

波
多
野
報
告
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
理
念
と
現
実
の
取
り
組
み
が
、
現
代
の
思
想
が
今
な
お
解
決
を
め
ざ
し
て
悪
戦
苦
闘
を
続

け
て
い
る
個
人
の
自
由
の
確
保
あ
る
い
は
自
由
と
法
の
整
合
化
と
い
う
問
題
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

個
人
の
自
由
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
今
日
の
議
論
で
す
ぐ
想
起
さ
れ
る
の
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
だ
ろ
う
。
単
純
化
す

れ
ば
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
国
家
と
法
の
役
割
を
最
小
限
ま
で
切
り
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
の
空
間
を
最
大
限
確
保
し

よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
報
告
の
い
う
自
由
の
空
間
と
し
て
の
公
的
空
間
と
い
う
発
想
は
乏
し
く
、
法
＝
公
的
な
る
も
の
は
、

も
っ
ぱ
ら
消
極
的
自
由
と
解
さ
れ
た
個
人
の
自
由
を
保
護
す
る
装
置
と
し
て
必
要
で
は
あ
っ
て
も

(

広
義
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
は

一
切
の
法
を
退
け
る
無
政
府
資
本
主
義
も
あ
る
が)

、
許
容
限
度
を
超
え
る
と
個
人
の
自
由
を
侵
害
す
る
危
険
物
と
し
て
警
戒
す
べ
き

必
要
悪
に
す
ぎ
な
い
。

他
方
、
一
般
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
法
を
捉
え
る
こ
と
で
自
由
と
の
整
合
化
を
は
か
る
ル
ソ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
企
て
は
、

高
井
コ
メ
ン
ト
が
言
及
す
る
共
和
主
義
理
論
や
、(

ル
ソ
ー
と
は
一
線
を
画
し
つ
つ
も)

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
討
議
手
続
に
着
目
し

た
人
民
主
権
と
人
権
、
あ
る
い
は
公
的
自
律
と
私
的
自
律
の
統
合
的
説
明
の
試
み
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
日
で
も
形
を
変
え
て

様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
価
値
観
の
多
元
性
を
所
与
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
代
社
会
で
は
、｢

全
体
の
利

益｣

が
何
か
に
つ
い
て
争
い
が
避
け
ら
れ
な
い
た
め
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
に

(

私
的
利
益
の
総
和
で
あ
る
全
体
意
思
と
対
比
さ
れ
た)

一

般
意
思
の
一
元
性
を
前
提
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
与
す
る
今
日
の
熟
議
民
主
主
義
論
に
お
い
て
は
、

人
々
が
善
き
理
由
を
交
わ
す
営
み
を
通
じ
て
一
般
意
思
が
発
見
な
い
し
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
ル
ソ
ー
の
継
承
的
克
服
が
め
ざ
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
こ
こ
で
も
問
題
は
残
る
。
理
想
的
な
熟
議
が
尽
く
さ
れ
て
も
合
意
が
成
立
し
難
い
な
ら
、
手
続
へ
の
参
加
と
い
う
意
味
で
の
自

律
は
あ
っ
て
も
、
自
ら
が
与
え
た
法
に
従
う
と
い
う
意
味
で
の
自
律
に
は
届
か
な
い
。
ま
た
、
熟
議
へ
の
参
加
に
は
、
た
ん
な
る
投
票

行
動
に
留
ま
ら
な
い
時
間
的
コ
ス
ト
や
、
た
ん
な
る
読
み
書
き
能
力
を
超
え
た
能
力
が
市
民
に
求
め
ら
れ
る
た
め
、
自
己
立
法
の
た
め

国家と自由の空間
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の
ハ
ー
ド
ル
は
一
層
上
が
る
。
熟
議
と
民
主
主
義
と
の
緊
張
関
係
が
付
き
ま
と
う
。
こ
う
し
た
問
題
を
克
服
す
べ
く
理
論
的
・
実
践
的

な
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
理
念
と
現
実
の
ズ
レ
を
埋
め
る
答
え
は
出
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理

想
は
見
果
て
ぬ
夢
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
同
時
に
断
念
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
夢
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
い
て
、
立
法
に
与
り
、
自
由
人
た
り
う
る
市
民
は
誰
か
を
め
ぐ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
一
貫
し
て｢

労
働｣

が
鍵
と
さ
れ
て
い
る
点
も
、
現
代
の
理
論
や
政
治
動
向
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
て
興
味
深
い
。
報
告
が
紹
介
す
る
救
貧
委
員
会
報
告

は
、
ア
メ
リ
カ
で
み
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る

｢

ウ
エ
ル
フ
ェ
ア
マ
ザ
ー｣

の
問
題
視
や
、
福
祉
へ
の
依
存
化
傾
向
を
警
戒
し
て
労
働
を
福
祉

給
付
の
条
件
と
み
な
す

｢
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア｣

の
観
念
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
に
は
自
律
化
支
援
と
い
う
積
極
的
な
意
味
合

い
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
報
告
の
伝
え
る
公
的
扶
助
観
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
現
代
の
正
義
論
の
立
役
者
で
あ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
正

義
論
に
お
い
て
も
、
議
論
水
準
は
か
な
り
異
な
る
が
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で

｢

協
働｣

す
る
市
民
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
る
社
会

(

協
働

の
企
て
と
し
て
の
社
会)

を
措
定
し
て
、
社
会
的
協
働
か
ら
得
ら
れ
た
利
益
を
社
会
の
基
本
的
制
度
が
ど
の
よ
う
に
構
成
員
た
ち
の
間

で
分
配
す
る
の
が
正
義
に
か
な
う
か
と
い
う
問
題
設
定
か
ら
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
革
命
期
の
議
論
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る

(

も
ち
ろ
ん
協
働
に
参
与
で
き
な
い
者
を
排
除
す
る
意
図
は
ロ
ー
ル
ズ
に
は
な
い
の
だ
が)

。
他
方
で
、
今
日
、
こ
う
し
た
い
わ
ば

｢

労

働
パ
ラ
ダ
イ
ム｣

を
超
え
出
よ
う
と
す
る
議
論
も
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
、
す
べ
て
の
人
に
無
条
件
に
一
定
額
を
給
付
す
る
と
い
う｢

ベ
ー

シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム｣

の
着
想
は
、
そ
の
理
論
的
根
拠
や
目
的
は
多
様
で
あ
り
う
る
も
の
の
、
福
祉
と
労
働
の
連
関
を
切
り
離
し
、
ま

た
、
労
働
の
意
味
を
変
え
う
る
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三

松
田
報
告
が
検
討
す
る
母
性
保
護
論
争
に
も

｢

労
働
パ
ラ
ダ
イ
ム｣
が
垣
間
見
え
る
。
乱
暴
な
感
想
の
域
を
出
な
い
が
、
女
性
の

｢

自
労
自
活｣

に
よ
る
個
と
し
て
の
自
立
を
主
張
す
る
与
謝
野
と
、
国
家
に
よ
る
女
性
の
保
護
の
必
要
性
を
、
社
会
的
・
国
家
的
仕
事

と
し
て
の
母
親
業
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
組
み
立
て
る
平
塚
の
間
に
は
案
外
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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そ
れ
は
と
も
か
く
、
松
田
報
告
は
、
い
ず
れ
の
個
人
の
捉
え
方
に
も
問
題
が
あ
る
と
み
て
、
関
係
性
の
中
に
あ
る

｢

物
語
的
主
体｣

と
し
て
個
人
を
よ
り
具
体
的
に
捉
え
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
主
体
の

｢

自
己
決
定｣

の

｢

支
援｣

と
い
う
視
点
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た

人
間
像
は
、
報
告
の
理
論
背
景
と
は
異
な
る
が
、
現
代
の
正
義
論
で
は
、
抽
象
的
な
自
律
的
個
人
を
前
提
す
る
理
論
構
想
と
理
解
さ
れ

た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
て
唱
え
ら
れ
る
ケ
ア
の
倫
理
と
か
共
同
体
主
義
に
よ
る
自
己
の
根
源
的
な
関
係
性
や
物
語
性
の
重
視
を
想

起
さ
せ
る
。
だ
が
、
と
く
に
共
同
体
主
義
の
場
合
、
自
己
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
共
同
体
に
お
け
る
関
係
的
位
置
、
共
通
の
意
味
理
解

や
価
値

(

共
通
善)

必
ず
し
も
既
存
の
伝
統
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
々
に
よ
っ
て
共
に
構
築
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
共

通
善
で
も
あ
る
が

に
準
拠
し
て
正
義
に
か
な
っ
た
法
を
構
想
す
る
た
め
、
個
人
の
自
由
が
侵
食
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批

判
を
受
け
が
ち
な
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
報
告
が
、
個
人
の
自
己
決
定
を
重
視
し
て
、
そ
の
い
わ
ば
側
面
的
支
援
に
留
ま
る
べ
き
と
し

て
、
法
の
過
干
渉
や
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
警
戒
す
る
点
は
興
味
深
い
。

報
告
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
法
制
度
、
国
家
と
個
人
の
関
係
の
あ
り
方
の
手
が
か
り
を
、
伝
統
中
国
の
徳
・
礼
・
法(

刑)

の
三
層
構
造
に
求
め
る
。
こ
れ
を
今
風
に
言
い
換
え
る
と
、
個
人
の
倫
理
観
、
社
会
的
慣
習
や
マ
ナ
ー
、
そ
し
て
法
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
市
民
の
美
徳
を
強
調
す
る
共
同
体
主
義
と
の
親
近
性
が
う
か
が
え
る

(

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心

に
政
治
的
議
論
や
市
民
社
会
全
般
に
お
け
る
礼
節

(
シ
ビ
リ
テ
ィ)

の
復
権
が
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
、
論
争
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と

も
思
い
起
こ
さ
れ
る)

。
し
か
し
ま
た
、
共
同
体
主
義
が
市
民
の
美
徳
を
涵
養
す
る

｢

人
格
形
成
の
企
て｣

(

サ
ン
デ
ル)

た
ら
ん
こ
と

を
め
ざ
し
て
法
に
よ
る
人
格
形
成
に
傾
き
が
ち
な
の
に
対
し
て
、
報
告
は
あ
く
ま
で
個
人
の
自
由
な
空
間
を
重
視
し
て
法
の
増
殖
を
押

し
と
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
構
造
に
期
待
で
き
る
の
は
儒
教
道
徳
の
よ
う
な
何
ら
か
の

｢

共

通
善｣

が
共
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
の
よ
う
に
価
値
多
元
的
・
多
文
化
的
な
社
会
で
は
共
通

の
倫
理
や
マ
ナ
ー
を
当
然
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
報
告
の
い
う

｢

現
実
の
人｣

が
理
性
的
で
も
合
理
的
で
も
な
い

と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
だ
ろ
う
。
共
通
の
徳
や
礼
が
崩
れ
た
ゆ
え
の
法
化
社
会
だ
と
す
れ
ば
、
法
化
を
逆
転
す
る
た
め
に
は
改
め
て
個
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人
の
美
徳
や
礼
に
適
っ
た
行
為
を
い
か
に
育
む
か
を
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
法

(

刑)

で
は
な
い
に
せ
よ
、
た
と
え
ば

教
育
政
策
の
よ
う
な
何
ら
か
の
法
的
手
立
て
が
必
要
に
な
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
物
語
的
主
体
と
は
異
な
る
も
の
の
、
非
合
理
な
傾
向
性
を
も
つ
と
い
う
意
味
で

｢

現
実
の
人｣

に
着
目
し
た
も
の
と
し
て

松
田
報
告
が
取
り
上
げ
る
行
動
経
済
学
の
知
見
を
用
い
た
近
年
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
報
告
の
示
唆
す
る
方
向
と

は
対
照
的
に
、
個
人
の
美
徳
を
前
提
な
い
し
期
待
す
る
こ
と
な
く
、
法
の
間
接
的
支
援

(

ナ
ッ
ジ)

に
よ
っ
て
、
法
に
よ
る
政
策
目
標

の
実
現
と
個
人
の
自
由
な
選
択
の
保
護
と
の
両
立
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

四

松
原
報
告
の
考
察
す
る
清
代
中
国
に
お
け
る
地
域
社
会
の
、
国
家
法
に
よ
ら
な
い
取
引
秩
序
形
成
と
聞
く
と
、
日
本
の
法
哲
学
界

に
も
フ
ァ
ン
が
少
な
く
な
い
ハ
イ
エ
ク
の
｢

自
生
的
秩
序｣

と
し
て
の
市
場
秩
序
を
想
起
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は

｢

父
系
親
族
関

係
・
宗
教
的
象
徴｣

を
機
軸
に
し
た
物
語
的
な
関
係
性
の
構
築
に
よ
っ
て
秩
序
形
成
が
行
わ
れ
て
お
り
、
地
域
共
同
体
へ
の
部
外
者
の

受
容
も
こ
う
し
た
家
族
的
・
宗
教
的
物
語
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
た
め
、
む
し
ろ
、
松
田
報
告
が
言
及
す
る
関

係
的
な

｢

物
語
的
主
体｣

の
観
念
と
つ
な
が
っ
て
く
る
側
面
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
物
語
へ
の
積
極
的
な
自
己
同
一
化
を
通
じ
て
、
国
家
の
統
一
性
が
確
保
さ
れ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ

い
。
歴
史
に

｢

イ
フ｣

を
問
題
に
し
て
も
的
外
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
物
語
の
共
有
が
欠
如
し
て
い

た
な
ら
、
中
国
国
家
は
成
り
立
ち
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
日
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
国
家
の
相
対
化
が
進
む
一
方
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

も
活
発
に
主
張
さ
れ
、
憲
法
愛
国
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
も
あ
る
が
、
法
に
よ
る
社
会
統
合
の
背
後
あ
る
い
は
陰
に
文
化
的
物
語
の

共
有
が
ど
こ
ま
で
必
要
な
の
か
、
ま
た
、
多
元
社
会
の
な
か
で
ど
こ
ま
で
そ
れ
が
可
能
な
の
か
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

さ
て
、
報
告
に
よ
れ
ば
、
地
域
社
会
の
土
地
保
有
・
取
引
秩
序
へ
の
国
家
の
介
在
の
度
合
い
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
に
よ
っ
て
多
様

性
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
紛
争
時
に
公
的
裁
判
所
に
訴
え
な
い
地
域
社
会
で
は
、
紛
争
処
理
と
秩
序
修
復
も
当
該
地
域
社
会
の
自
主
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的
秩
序
形
成
・
編
成
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
紛
争
が
処
理
さ
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
む
し
ろ
法
社
会
学
的
関
心
で
は
あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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