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社
会
は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か

西
原
和
久
『
間
主
観
性
の
社
会
学
理
論
』（
新
泉
社
二
〇
一
〇
年
）
を
め
ぐ
っ
て犬

飼

裕

一

１．

理
論
の
居
場
所

社
会
学
を
め
ぐ
っ
て
ど
う
し
て
も
念
頭
を
去
ら
な
い
問
い
が
あ
る
。そ
れ
は
、

「
社
会
は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
社
会
」

は
生
ま
れ
る
の
か
。
社
会
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

見
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
ん
な
一
見
当
た
り
前
す
ぎ
る
よ
う
な
こ
と
を
い
つ
ま
で

も
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
、
社
会
学
と
い
う
学
問
の
個
性
で
あ
る
と
も

い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、「
社
会
」と
い
う
の
が
不
動
の
物
体
の
よ
う
に

ど
こ
か
に
存
在
す
る
と
い
う
理
解
は
と
ら
な
い
。
社
会
は
モ
ノ
で
は
な
い
。
そ

ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
日
常
生
活
を
送
る
個
々
の
人

間
の
外
部
に
巨
大
な
「
社
会
」
が
ひ
か
え
て
い
て
、
そ
れ
が
個
々
の
人
々
に
命

令
を
下
し
て
く
る
と
い
っ
た
考
え
も
と
ら
な
い
。
社
会
は
人
格
を
も
っ
た
個
人

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

社
会
は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
日
常
会
話
で
は
あ
り
え
な
い
一
文

で
あ
る
。
人
は
普
通
こ
う
い
う
問
い
方
を
し
な
い
。
理
論
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

し
ば
し
ば
日
常
の
会
話
を
越
え
て
、
一
種
異
様
な
問
い
の
世
界
に
入
っ
て
い
く

こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
こ
と
は
、
哲
学
者
が
長
年
繰
り
返
し
て
き
た

「
知
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
」と
い
う
問
い
に
つ
い
て
も
い
え
る
。「
札

幌
駅
行
き
の
バ
ス
の
停
留
所
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」と
た
ず
ね
る
相
手
に
、「
知

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
」
と
答
え
れ
ば
、
会
話
は
瞬
時
に
異
常
な
雰

囲
気
に
つ
つ
ま
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
日
常
会
話
で
「
…
…
は
社
会
人
と
し
て

の
自
覚
が
足
り
な
い
」
と
明
言
す
る
人
に
、「
社
会
と
は
何
か
」
と
尋
ね
れ
ば
、

会
話
は
凍
り
つ
く
。
さ
ら
に
「
社
会
は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か
」
と
た
た
み
か

け
れ
ば
、
異
様
さ
は
極
点
に
達
す
る
。

そ
ん
な
異
様
さ
を
秘
め
た
問
題
を
突
き
詰
め
る
と
こ
ろ
に
、
理
論
的
考
察
の

危
う
い
側
面
が
あ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
強
調
し
て
お
い
て
無
駄
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
ん
な
異
様
さ
を
気
づ
か
な
く
さ
せ
る
仕
組
み
が
あ
る
。
そ

れ
は
、何
ら
か
の
形
で
権
威
づ
け
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
学
習
す
る
過
程
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
知
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
」な
ど
と
い
う
異
様
そ
の
も

の
の
言
辞
が
、「
哲
学
」と
し
て
容
認
さ
れ
る
に
は
、
過
去
の
哲
学
者
が
書
い
た

権
威
あ
る
テ
キ
ス
ト
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
過
去
の
偉

大
な
思
索
者
が
考
え
た
遺
産
が
日
常
生
活
を
超
え
た
思
考
を
可
能
に
す
る
の
は
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事
実
で
あ
る
。「
巨
人
の
肩
の
上
」と
い
う
わ
け
で
、
通
常
の
人
間
で
は
思
い
つ

か
な
い
よ
う
な
思
考
が
、
日
常
に
埋
没
し
た
生
を
解
放
し
自
由
に
す
る
と
い
う

の
も
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
っ
た
ん
解
放
さ
れ
自
由
に
な
っ
た
は
ず
の
生

は
、
過
去
の
権
威
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
陥
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
つ

ま
り
、「
知
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
」と
い
う
異
様
な
問
い
に
対
す
る
、

い
く
つ
か
の
型
に
は
ま
っ
た
答
え
の
形
式
を
学
習
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
細

に
知
る
こ
と
と
、
問
い
そ
の
も
の
の
意
義
を
混
同
し
て
し
ま
う
状
況
で
あ
る
。

社
会
学
に
限
ら
ず
、
理
論
と
い
う
の
は
人
が
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な

当
た
り
前
の
こ
と
を
書
く
の
は
、
著
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
本
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
こ
の
分
野
で
仕
事
を
続
け
て
い
る
と

膨
大
に
積
み
あ
が
っ
た
書
物
の
中
か
ら
自
分
に
役
に
立
つ
本
を
見
つ
け
る
秘
訣

の
よ
う
な
も
の
が
身
に
つ
く
も
の
で
あ
る
。
個
人
的
な
こ
と
を
記
せ
ば
、
本
を

開
い
て
ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く
り
、
カ
タ
カ
ナ
の
人
名
が
必
要
以
上
に
多
く
並
ん
で

い
る
本
は
や
め
て
お
く
。
文
章
が
翻
訳
調
で
要
領
を
得
な
い
の
も
停
止
。
そ
れ

ら
は
著
者
が
考
え
た
こ
と
よ
り
も
、
他
の
人
が
考
え
た
内
容
を
ま
と
め
て
い
る

割
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
仕
事
に
意
義
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
い
ま
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
外
国
の
理
論
を
紹
介
す
る
仕
事

は
し
ば
し
ば
そ
う
な
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
半
面
で
、
著
者

が
苦
心
惨
憺
し
て
思
考
す
る
姿
に
は
出
会
え
な
い
こ
と
が
多
い
。

個
人
的
な
見
解
の
追
加
に
な
る
が
、「
社
会
」を
め
ぐ
る
理
論
は
、
日
常
生
活

を
送
る
人
間
の
一
般
的
な
常
識
を
離
れ
す
ぎ
た
地
点
で
は
成
立
し
難
い
。
つ
ま

り
、
普
通
の
人
間
に
は
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
に
複
雑
化
し
た
「
理
論
」
は
、
そ

れ
自
体
を
愛
好
す
る
愛
好
家
に
は
有
意
義
で
も
、そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
点
は
自
然
科
学
の
理
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
自
然
科
学
は
、
日

常
生
活
を
送
る
人
間
を
研
究
対
象
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
見
で
は
、

個
人
の
日
常
生
活
を
超
越
し
た
地
点
で
成
立
す
る
社
会
科
学
が
、
い
っ
た
い
ど

う
い
う
意
義
を
も
つ
の
か
を
問
い
直
す
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

生
身
の
人
間
を
超
越
し
た
形
而
上
学
な
の
で
は
な
い
の
か
。
人
間
を
超
越
し
た

形
而
上
学
が
社
会
科
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
も

そ
も
形
而
上
学
は
、
人
間
に
と
っ
て
異
様
な
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
。

話
を
元
に
戻
す
と
、「
社
会
は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か
」と
い
う
異
様
な
問
い

を
、
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
自
分
な
り
に
考
え
る
理
論
家
は
少
数
で
あ
る
。
し

か
も
、「
社
会
学
理
論
」と
い
わ
れ
る
領
域
が
発
展
し
、
複
雑
化
す
る
ほ
ど
そ
の

種
の
著
者
が
減
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。具
体
的
な
人
名
は
挙
げ
な
い
が
、

昨
今
の
英
語
圏
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
学
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
著
者
た
ち
の
著

作
が
典
型
で
あ
る
。
古
典
か
ら
新
進
ま
で
の
膨
大
な
人
名
列
記
に
、
注
記
と
引

用
文
献
が
山
盛
り
で
、
当
人
た
ち
の
勤
勉
さ
や
勉
強
熱
心
さ
の
点
で
は
感
心
さ

せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
延
々
と
続
く
両
論
併
記
、
折
衷
的
な
用
語
法
に
う
ん
ざ

り
さ
せ
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
外
装
を
取
り
去
る
と
、
ご
く
ご
く
一
般
的

な
、
英
語
圏
の
国
際
週
刊
誌
の
論
説
が
書
い
て
い
る
よ
う
な
話
が
「
結
論
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。

社
会
学
の
草
創
期
の
古
典
を
読
む
意
義
が
こ
こ
に
あ
る
。
社
会
学
の
い
わ
ゆ

る
「
制
度
化
」
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
前
の
、
暗
中
模
索
と
い
っ
た
調
子
の
こ
ろ

の
著
者
た
ち
は
、
頼
れ
る
前
例
な
く
し
て
「
社
会
は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か
」

の
よ
う
な
異
様
な
問
い
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ

ム
や
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
や
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
社
会
学
」
を
論

じ
て
い
た
こ
ろ
に
は
、
当
然
「
社
会
学
の
古
典
」
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
、
大
汗
を
か
き
な
が
ら
自
分
の
頭
で
考
え
る
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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そ
ん
な
現
下
の
社
会
学
理
論
の
状
況
に
あ
っ
て
、
貴
重
な
例
外
を
発
見
す
る

こ
と
が
あ
る
と
、
理
論
と
い
う
分
野
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
新
た
に
再
認
識
し

た
よ
う
な
気
分
が
す
る
。
理
論
を
自
分
自
身
の
生
活
に
取
り
戻
す
き
っ
か
け
が

与
え
ら
れ
た
よ
う
な
貴
重
な
体
験
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、現
象
学
社
会
学
を
掲
げ
る
西
原
和
久
に
よ
る『
間

主
観
性
の
社
会
学
理
論
』（
新
泉
社
二
〇
一
〇
年
）で
あ
る
。
こ
の
本
の
著
者
、
西

原
に
と
っ
て
、
理
論
と
は
ま
ず
「
生
」
に
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

観
察
が
開
始
さ
れ
、
新
た
な
理
論
に
よ
っ
て
見
慣
れ
た
社
会
生
活
に
つ
い
て
今

ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
知
見
が
付
け
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ま
ず
、
生
が
直
面
す
る
現
実
の
事
態
が
あ
る
。
生
を
営
む
人
に
と
っ
て
、
そ

れ
が
「
問
題
状
況
」
を
構
成
す
る
場
合
に
、
人
は
問
題
意
識
を
も
ち
、
探
求
し
よ

う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
観
察
が
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
必
要
に
応
じ
て
記
述
す

る
。
そ
れ
は
、
備
忘
の
た
め
で
あ
っ
た
り
、
他
者
に
伝
え
る
た
め
で
あ
っ
た
り
す

る
。
も
ち
ろ
ん
。
ま
っ
た
く
無
前
提
の
観
察
な
ど
は
あ
り
え
な
い
が
、
そ
し
て
そ

こ
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
あ
る
の
だ
が
、
い
ま
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
必
要
に
応
じ
て
た
ん
な
る
観
察
と
記
述
だ
け
で
な
く
、
現
実
を

そ
の
構
成
要
素
に
分
解
す
る
な
ど
し
て
分
析
し
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
の
解
釈
を

ふ
ま
え
て
総
合
を
も
企
て
る
。
じ
つ
は
そ
う
し
た
分
析
、
総
合
、
解
釈
な
ど
の
過

程
が
、
様
態
や
レ
ベ
ル
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
れ
、
一
種
の
理
論
化
の
作
業
で
あ
る
。

そ
う
し
た
作
業
を
経
て
、
一
定
の
命
題（
言
葉
で
整
理
し
た
ひ
と
ま
と
ま
り
の
言

説
）が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
｜

こ
こ
で
も
様
態
や
レ
ベ
ル
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
と
述
べ
て
お
く
が
｜

理
論
と
な
る
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
理
論
が
、
こ

れ
ま
で
に
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
知
見
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
新
理
論
と
な
る
。」（
西

原
和
久
『
間
主
観
性
の
社
会
学
理
論
』、
新
泉
社

二
〇
一
〇
年
、
六
三
頁
）

一
見
当
た
り
前
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
な
か
な
か
見
か
け
る
こ
と
の
な
い
理
論

化
の
過
程
が
説
明
さ
れ
る
。理
由
は
意
外
に
簡
単
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
理
論
家
の
仕
事
場
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
危
険
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

理
論
家
が
理
論
化
を
行
う
過
程
を
説
明
す
れ
ば
、
そ
の
理
論
家
が
ど
の
よ
う
な

立
場
に
立
っ
て
い
る
の
か
が
分
か
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

現
に
西
原
の
文
章
を
慎
重
に
読
ん
で
い
く
と
、
理
論
化
が
「
生
」
の
内
部
か

ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
西
原
に
と
っ
て
、
理
論
は「
外
部
」

か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
生
」
が
日
々
直
面
す
る
「
社
会
」

と
の
や
り
取
り
の
な
か
で
「
理
論
化
」
し
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

い
え
ば
、「
社
会
」
が
生
ま
れ
る
現
場
に
「
理
論
」
が
立
ち
会
っ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、「
理
論
」
は
常
に
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
れ
を
、「
分
析
」
と
呼
ぶ
に
せ
よ
、「
総
合
」
と
見
な
す
に
せ
よ
、「
解
釈
」
と

し
て
展
開
す
る
に
せ
よ
、「
理
論
」
は
「
社
会
」
と
、
社
会
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ

に
立
ち
会
い
、
分
析
し
、
総
合
し
、
解
釈
し
て
い
る
。

こ
れ
は
自
分
が
そ
こ
で
生
き
て
い
る
「
社
会
」
に
、
日
々
直
面
す
る
な
か
で

実
感
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
「
社
会
」
を
客
観
化
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
然
、
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
数
量
化
す

る
こ
と
な
ど
は
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
社
会
は
、
そ
の
中
で
生
き
る
も

の
で
あ
り
、
日
々
、
刻
々
、
生
じ
て
い
る
関
係
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
つ

ね
に
揺
れ
動
き
、
未
来
に
向
か
っ
て
永
遠
に
流
れ
て
い
く
関
係
で
あ
る
。
西
原

の
考
え
で
は
、
社
会
は
「
生
活
者
」
が
日
々
生
み
出
し
て
い
く
関
係
な
の
で
あ

る
。

「『
生
活
者
』
で
も
あ
る
社
会
学
者
が
『
社
会
学
に
で
き
る
こ
と
』（
当
世
風
に

い
え
ば
『
社
会
貢
献
』
だ
が
）
を
考
え
る
の
で
は
な
い
。
社
会
学
研
究
そ
れ
自
身

が
ひ
と
つ
の
生
な
の
で
あ
っ
て
、
社
会
学
研
究
者
で
あ
る
生
活
者
が
問
題
で
あ

る
。
社
会
学
研
究
の
実
践
的
意
味
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
手
放
す

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
社
会
学
研
究
者
も
教
育
研
究
活
動
を
含
め
て
、
日
々
さ
ま

ざ
ま
な
実
践
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
し
て
お
き
た
い
。」（
西

社会はどこで生まれるのか（犬飼裕一)
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原
、
六
八
頁
）

理
論
は
理
論
家
自
身
の
生
の
内
部
、
あ
る
い
は
理
論
的
に
思
考
す
る
こ
と
自
体

の
内
部
に
根
拠
を
も
つ
。
実
践
は
生
の
内
部
の
問
題
で
あ
り
、
生
そ
の
も
の
の

論
理
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
く
。
そ
れ
は
生
き
た
人
間
の
外
部
に
何
ら
か
の
根

拠
を
設
定
す
る
思
考
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
西
原
の
思
考
が
、
究
極
的
に
は
学
問
観
の
問

題
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
社
会
を
モ
ノ
と
し
て
扱

う
社
会
学
、
あ
る
い
は
不
動
の
物
体
と
し
て
「
社
会
」
を
考
え
る
理
論
に
対
す

る
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
背
景
に
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
社
会
を
考
え
る
社
会

科
学
へ
の
違
和
感
が
あ
る
。
人
間
を
単
な
る
数
字
と
み
な
し
、
モ
ノ
と
し
て
の

社
会
を
構
成
す
る
人
間
も
ま
た
単
な
る
モ
ノ
と
み
な
す
社
会
科
学
の
傾
向
を
根

底
か
ら
批
判
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

２．

現
象
学
社
会
学
の
視
線

冒
頭
の
問
い
に
戻
る
な
ら
ば
、「
社
会
は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か
」を
問
う
こ

と
は
、
実
は
、
社
会
と
人
間
を
モ
ノ
と
し
て
取
り
扱
う
発
想
へ
の
疑
問
で
も
あ

る
。
人
間
は
数
字
で
も
な
け
れ
ば
、
単
な
る
モ
ノ
で
も
な
い
。
人
間
は
生
き
た

存
在
で
あ
り
、
常
に
生
を
謳
歌
し
、
動
い
て
い
る
。
不
死
不
滅
の
存
在
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
変
の
状
態
に
化
石
化
さ
れ
た
不
自
由
と
は
無
縁
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
に
不
確
定
な
未
来
に
向
か
っ
て
投
企
す
る
人
間
は
、
そ

の
限
り
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
。人
間
は
日
々
刻
々
社
会
を
作
り
出
し
て
お
り
、

解
消
し
て
い
る
。
社
会
が
新
し
く
生
ま
れ
、
消
滅
し
、
次
々
と
新
た
な
基
準
が

生
じ
て
は
他
者
が
凌
駕
し
て
い
く
。
ま
さ
に
こ
れ
が
人
間
の
歴
史
で
あ
る
。
永

遠
不
変
の
普
遍
法
則
で
は
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
を
放
棄
す
る
こ
と
で
永
遠
に
生

ま
れ
変
わ
り
、
常
に
新
し
く
、
永
遠
に
自
由
を
確
保
す
る
。
あ
え
て
揺
れ
動
く

こ
と
で
、
与
え
ら
れ
た
生
の
一
刻
一
刻
を
精
一
杯
体
験
す
る
。
そ
れ
が
人
間
の

「
生
」な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
西
原
自
身
が
信
奉
す
る
現
象
学
と
現

象
学
社
会
学
が
長
年
に
わ
た
っ
て
探
求
し
て
き
た
課
題
で
も
あ
る
。

現
象
学
に
お
い
て
、
人
間
の
生
の
根
拠
は
、
人
間
の
生
そ
れ
自
体
で
し
か
な

い
。
人
間
以
外
の
生
物
は
自
然
環
境
に
よ
っ
て
、
自
然
科
学
（
自
然
主
義
）
が

論
じ
る
よ
う
な
不
変
の
普
遍
法
則
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
春
に
な
れ
ば
新
芽
を
吹
い
て
、
秋
に
な
れ
ば
紅
葉
し
て
葉
を
散
ら
せ
る
よ

う
な
、
そ
ん
な
生
命
の
あ
り
方
で
あ
る
。
落
葉
樹
の
生
は
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
自
然
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
根
拠
は
落
葉
樹
自
身

の
外
部
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
は
自
分
の
生
を
自
分
で
根
拠
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
現
象
学
や
実
存
主
義
が
長
年
主
張
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
も

そ
も
人
間
が
生
き
る
根
拠
は
、
究
極
的
に
は
、
自
分
自
身
の
内
部
に
し
か
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
現
象
学
を
掲
げ
る
社
会
学
に
も
独
特
の
課
題
を
課
す
こ
と
に

な
る
。
た
と
え
ば
、
古
く
か
ら
の
問
題
「
理
論
と
実
践
」
の
関
係
に
つ
い
て
、

西
原
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
は
意
味
深
い
。
そ
れ
は
「
生
」
と
「
理
論
」

を
結
び
つ
け
る
探
求
の
一
つ
の
か
た
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。今
後
、

い
ろ
い
ろ
な
賛
否
両
論
の
議
論
は
あ
る
に
せ
よ
、
独
自
の
か
た
ち
で
「
議
論
の

た
た
き
台
」
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
点
で
、
西
原
に
感
謝
し
た
い
。

「
た
だ
し
『
価
値
』
に
関
し
て
い
え
ば
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
論
点
が
語
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
実
践
」（p

ra
x
is

）
の
問
題
で
あ
る
。
よ
り
一
般
的

に
い
え
ば
「
理
論
と
実
践
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
古
く
て
新
し
い
問
題
を
ど
う

考
え
る
か
は
、
理
論
の
内
包
と
外
延
に
か
か
わ
り
、
か
つ
実
証
の
問
題
と
も
か
か
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わ
る
。
そ
こ
で
、「
実
践
と
対
に
な
っ
た
理
論
」
に
関
す
る
筆
者
の
視
点
を
示
し

て
お
こ
う
。
そ
れ
は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
理
論
と
実
践
」
の
関
係
は
、

少
な
く
と
も
、
以
下
の
四
つ
か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

⒜
「
実
践
に
基
づ
く
理
論
形
成
」
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、

⒝
「
理
論
形
成
の
た
め
の
実
践
」
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、

⒞
「
実
践
活
動
の
た
め
の
理
論
」
を
検
討
し
つ
つ
、

⒟
「
理
論
に
基
づ
く
実
践
活
動
」
を
遂
行
す
る
。

と
い
う
諸
点
で
あ
る
（
た
だ
し
、
⒟
「
理
論
に
基
づ
く
実
践
活
動
」
そ
れ
自
体
は
、

こ
こ
で
い
う
「
理
論
実
践
」
の
境
界
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
は
、
理
論
と
実
践
が
｜

理
論
と
実
証
と
同
様
に
｜

分
か
ち
が
た

く
結
び
つ
く
「
理
論＝

実
践
」
な
い
し
は
「
理
論
実
践＝

実
践
理
論
」
全
体
が
問

わ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
何
の
た
め
の
学
問
か
」「
何
の
た
め
の

社
会
学
か
」
と
い
う
冒
頭
で
掲
げ
て
お
い
た
「
原
問
題
」
を
、「
自
己
と
他
者
と

の
よ
り
よ
い
関
係
性
の
構
築
の
た
め
」、
つ
ま
り
「
生
世
界
に
お
け
る
間
主
観
的

な
相
互
行
為
の
あ
り
方
の
追
求
の
の
た
め
」
と
捉
え
る
筆
者
の
視
座
と
か
か
わ

る
の
で
あ
っ
て
、
狭
い
近
代
科
学
主
義
的
な
意
味
（
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
自
然
主
義

的
態
度
」
と
名
づ
け
た
も
の
、
つ
ま
り
「
生
世
界
」
を
忘
却
し
た
学
）
に
お
い
て

「
科
学
的
方
法
」
だ
け
が
理
論
的
価
値
を
も
つ
と
は
捉
え
な
い
視
座
で
あ
る
。」

（
西
原
、
六
八
頁
）

西
原
に
と
っ
て
は
、「
生
」
は
「
実
践
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
や
実
践
を
離

れ「
客
観
的
」で
あ
る
こ
と
を
至
上
価
値
と
す
る
科
学
観
、「
自
然
主
義
的
態
度
」

か
ら
人
間
の
生
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
事
業
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
人
間
の
日
常
生
活
、
あ
る
い
は
生
、
生
世
界
か
ら
離
れ
、
人
間
に
と
っ
て

よ
そ
よ
そ
し
い
「
他
者
」、
あ
る
い
は
「
外
部
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
表
象
さ
れ
る

「
社
会
」
は
、
何
度
で
も
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
「
自
然
主

義
的
態
度
」
は
、
科
学
技
術
と
い
う
形
で
人
間
の
生
活
を
豊
か
に
、
便
利
に
し

て
き
た
。
そ
の
大
き
な
成
果
に
、
日
々
世
話
に
な
っ
て
い
る
の
が
今
日
の
人
間

の
現
実
で
あ
る
。
そ
う
し
て
考
え
る
と
、
す
で
に
「
自
然
主
義
的
態
度
」
自
体

が
今
日
の
人
間
の
生
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
確

か
に
、
産
業
社
会
に
生
き
る
人
間
に
は
そ
う
い
う
側
面
も
あ
る
し
、
そ
う
い
う

状
況
を
理
想
の
人
生
と
見
な
す
意
見
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
半
面
で
生
き
た

人
間
と
そ
の
社
会
を
、
あ
た
か
も
モ
ノ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
学
問
観
は
、

多
く
の
弊
害
を
も
た
ら
し
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
生
き
た
人
間
を
単
な
る
数
字
と
し
て
「
客
観
化
」
す
る
学
問
が

も
た
ら
し
た
現
実
の
社
会
現
象
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
数
字
の
上
で
の
「
効
用
」

が
最
優
先
さ
れ
、
数
字
と
し
て
少
数
で
あ
る
人
々
は
切
り
捨
て
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
種
の
効
用
計
算
を
行
う
の
は
、「
社
会
」の
外
部
に
存
在
す
る
と
さ
れ

る
特
別
な
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
専
門
家
集
団
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
当
人
た
ち
が

信
じ
る
最
良
の
方
策
を
社
会
に
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
最
良
の
状
態
に
設

計
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
生
き
た
人
間
は
将
棋
の

駒
の
よ
う
に
動
か
さ
れ
、
使
用
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、「
理
論
」
と
「
実
践
」
を
勝
手
に
切
り
離
す
学
問
観
こ
そ
が
、

「
自
然
主
義
的
態
度
」の
根
本
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
指
針
と
な

る
「
理
論
」
を
提
供
す
る
の
は
、
一
握
り
の
専
門
家
集
団
で
あ
り
、
彼
ら
と
は

別
の
人
々
が
現
場
で
汗
を
流
し
て
、
泥
ま
み
れ
に
な
っ
て
「
実
践
」
を
遂
行
し

て
い
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
の
社
会
に
こ
の
種
の
勝
手
な
区
別
や
役
割
分
業
が
存
在
す
る

の
か
と
い
え
ば
、
ご
く
限
ら
れ
た
事
例
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
。
そ
れ
は
上
意

下
達
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
組
織
で
あ
り
、
強
度
に
中
央
集
権
化
し
た
官
僚
化
社

会
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
種
の
社
会
自
体
が
「
自
然
主
義
的
態
度
」
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

西
原
の
理
解
で
は
、
こ
の
種
の
「
自
然
主
義
的
態
度
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
近
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代
」
あ
る
い
は
「
近
代
化
」
の
過
程
で
登
場
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
「
近
代
的

な
知
の
主
要
な
あ
り
方
」
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
四
つ
あ
る
。

①
主
体
主
義
と
②
科
学
主
義
と
③
国
家
主
義
と
④
資
本
主
義
が
そ
れ
ら
で
、
四

つ
が
一
体
と
な
っ
て
近
代
的
な
知
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
近
代
化
の
知
的
基
盤

と
な
る（
西
原
、
八

１

八
頁
）。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
律
し
た
個
人
の
主
体
こ
そ
が

あ
ら
ゆ
る
認
識
に
先
行
す
る
と
い
う
考
え
が
「
主
体
主
義
」
で
あ
り
、
そ
の
種

の
個
人
主
体
が
あ
ら
ゆ
る
認
識
を
統
御
す
る
方
法
が
「
科
学
」
で
あ
り
（「
科
学

主
義
」）、
そ
れ
ら
の
個
人
主
体
が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
自
覚
す
る
共
同
体
が

「
国
民
」
と
「
国
家
」
で
あ
り
（「
国
家
主
義
」）、
個
人
主
体
の
自
由
で
私
的
な

利
潤
追
求
を
可
能
に
す
る
経
済
シ
ス
テ
ム
が
資
本
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
を
独
立
し
た
個
人
主
体
で
あ
る
と
す
る

考
え
が
、
科
学
や
政
治
や
経
済
の
領
域
で
自
己
目
的
的
に
無
制
限
の
影
響
力
を

発
揮
す
る
状
況
が
「
近
代
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て

の
主
人
公
は
「
自
律
し
た
個
人
」
な
の
だ
と
い
う
考
え
が
そ
の
根
本
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
西
原
が
批
判
す
る
従
来
の
社
会
学
や
社
会
学
理
論
も
、
同
一
の

発
想
に
出
発
す
る
。
そ
の
場
合
、
扇
の
要
と
な
る
の
が
、
主
体
と
客
体
を
あ
ら

か
じ
め
分
割
し
て
考
え
る
デ
カ
ル
ト
以
来
の
「
近
代
哲
学
思
想
」
で
あ
る
。
さ

ら
に
い
え
ば
、「
実
証
主
義
」、
つ
ま
り
研
究
対
象
の
外
部
に
存
在
す
る
研
究
者

が
、
同
じ
く
研
究
対
象
の
外
部
に
存
在
す
る
基
準
（
根
拠
）
に
よ
っ
て
研
究
し

よ
う
と
す
る
科
学
観
（
学
問
観
）
も
ま
た
こ
こ
に
出
発
し
て
い
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、「
自
律
し
た
個
人
」で
あ
る
科
学
者
が
、
科
学
と
い
う
特
別
な
知
識
の

力
を
手
に
す
る
こ
と
で
、
研
究
対
象
を
一
方
的
に
研
究
し
た
り
、
操
作
し
た
り
、

支
配
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
起
源
は

自
然
科
学
で
あ
る
。
人
間
以
外
の
研
究
対
象
を
扱
う
こ
と
が
多
い
自
然
科
学
の

場
合
、
研
究
者
の
主
体
と
研
究
対
象
と
は
は
じ
め
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。

多
く
の
場
合
、
自
然
科
学
は
モ
ノ
を
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
文
学

者
は
数
億
光
年
彼
方
の
天
体
に
つ
い
て
研
究
す
る
が
、
天
体
の
側
か
ら
研
究
者

に
何
か
反
応
し
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
天
体
に
反
論
さ
れ
る
こ
と

も
な
い
。
ガ
リ
レ
オ
や
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
科
学
が
最
大
の
成
功
を
収
め
た

の
は
こ
の
発
想
の
お
か
げ
で
あ
る
。
か
な
り
古
風
な
印
象
を
与
え
る
言
い
方
に

な
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
の
征
服
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
研
究
者
や
技
術
者
は

研
究
対
象
を
自
由
自
在
に
加
工
す
る
こ
と
で
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
き
た
。
近

代
科
学
を
知
ら
な
い
時
代
か
ら
考
え
れ
ば
、
ま
さ
に
万
能
の
神
の
ご
と
き
成
果

で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
科
学
」
は
近
代
社
会
に
あ
っ
て
聖
別
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
研
究
者
と
同
じ
人
間
と
そ
の
社
会
を
研
究
対
象
と
す
る
社
会
科
学

の
場
合
、
話
は
違
っ
て
く
る
。
人
間
と
そ
の
社
会
は
、
常
に
研
究
者
の「
成
果
」

を
学
習
す
る
か
ら
で
あ
る
。
昔
か
ら
言
い
古
さ
れ
て
い
る
例
を
使
え
ば
、
人
間

の
経
済
活
動
を
研
究
す
る
経
済
学
者
は
「
美
人
コ
ン
テ
ス
ト
の
審
査
員
」
の
役

を
果
た
す
。
有
力
な
審
査
員
が
特
定
の
候
補
者
に
有
利
な
こ
と
を
言
え
ば
、
会

場
の
観
客
も
そ
れ
に
影
響
を
受
け
、
雪
崩
を
打
っ
て
そ
の
候
補
者
に
票
が
集
ま

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
有
力
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
株
価
の
関
係
に
つ
い
て
の
比

喩
で
あ
る
。
社
会
学
に
は
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ー
ト
ン
の
「
自
己
達
成
予
言
」
と
い

う
資
産
が
あ
る
。「
○
○
銀
行
が
つ
ぶ
れ
る
ぞ
」
と
い
う
う
わ
さ
が
広
ま
れ
ば
、

健
全
第
一
の
銀
行
で
も
取
り
付
け
騒
ぎ
で
本
当
に
つ
ぶ
れ
る
。
こ
の
話
は
日
本

で
は
、「
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
が
な
く
な
る
」と
い
う
形
で
よ
く
言
及
さ
れ
る
。

逆
に
「
自
己
破
壊
予
言
」
も
あ
り
で
、
有
力
者
が
選
挙
で
与
党
候
補
者
の
磐
石

を
予
言
す
る
と
、
浮
動
票
が
野
党
に
流
れ
て
大
物
候
補
者
が
落
選
す
る
こ
と
が

あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
「
労
働
者
が
ど
ん
ど
ん
貧
困
化
し
て
資
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本
主
義
が
崩
壊
す
る
」
と
い
う
予
言
は
、
各
国
の
経
済
政
策
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
で
「
自
己
破
壊
」
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
掲

げ
る
ソ
ビ
エ
ト
政
権
の
成
立
に
衝
撃
を
受
け
た
各
国
の
権
力
者
た
ち
が
、
種
々

の
福
祉
政
策
に
よ
っ
て
貧
困
化
を
食
い
止
め
る
こ
と
で
、「
革
命
」を
防
い
だ
の

だ
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
マ
ル
ク
ス
の
予
言
は
、
外
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
議
論
が
つ
づ
く
。
そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ス

に
と
っ
て
最
優
先
の
課
題
は
労
働
者
の
貧
困
を
解
決
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
か

ら
、
そ
れ
が
多
少
な
り
と
も
解
消
さ
れ
た
な
ら
ば
、「
予
言
」は
外
れ
て
こ
そ
意

義
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

話
を
元
に
戻
せ
ば
、
人
間
を
相
手
に
す
る
社
会
科
学
で
は
、
研
究
者
と
研
究

対
象
の
間
で
相
互
関
係
が
生
じ
る
と
い
う
点
で
、
自
然
科
学
と
根
本
的
に
異

な
っ
て
い
る
。
人
間
は
モ
ノ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
自
律
し
た

個
人
」は
他
の
個
人
よ
り
も
有
利
な
立
場
に
立
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。
当
然
、

「
自
律
し
た
個
人
」は
社
会
科
学
を
利
用
し
、
干
渉
し
、
社
会
科
学
者
に
と
っ
て

予
想
外
の
結
果
を
も
た
ら
す
。

西
原
が
「『
自
律
し
た
個
人
』
の
『
公
共
性
』
論
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
の
は
、
繰
り
返
し
読
ん
で
も
意
味
深
い
。

「
そ
れ
は
『
自
律
し
た
個
人
』、
あ
る
い
は
流
行
り
の
言
葉
を
使
え
ば
『
自
己
決

定
』
や
『
自
己
責
任
』
の
神
話
に
依
拠
し
た
あ
る
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、

か
つ
国
内
的
に
閉
じ
ら
れ
た
議
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
種
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
自
体
を
問
い
直
す
想
像
力
の
翼
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル

２

な
枠
」
を
超
え
た
人
間

社
会
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

原
社
会
性

の
回
路
へ
と
立
ち
戻
る
形
で
拡
げ
ら
れ

る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
生
世
界
的
意
味
空
間
で
の
間
主
観

的
な
発
生
論
的
相
互
行
為
へ
の
着
目
と
い
う
回
路
が
必
須
で
あ
る
。
そ
う
し
た

回
路
へ
の
還
帰
の
歴
史
は
、
戦
後
日
本
社
会
の
な
か
に
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
の

代
表
例
が
、
一
九
六
〇
｜
七
〇
年
代
の
身
体
論
、
そ
し
て
九
〇
年
代
の
発
生
論
で

あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
回
路
へ
の
徹
底
し
た
模
索
を
妨
げ
て
き
た
た
も
の
は
何

か
。
結
論
だ
け
を
述
べ
れ
ば
、
そ
の
ひ
と
つ
は
｜

本
書
の
文
脈
で
い
え
ば
｜

主
客
二
元
論
と
い
う
「
近
代
哲
学
思
想
」
の
も
と
で
優
勢
と
な
っ
た
「
近
代
国
民

国
家
」
の
枠
内
で
の
、「
近
代
科
学
技
術
」
的
な
「
実
証
主
義
」
の
言
説
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。」（
西
原
、
一
三
〇
頁
）

実
証
主
義
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
科
学
者
や
科
学
の
成
果
の
享
受
者
に
確
固
と

し
た
根
拠
を
提
供
す
る
思
想
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。
ど
こ
か
外
部
に
確
固
と

し
た
根
拠
を
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
計
測
す
る
。
こ
れ
を
客
観
性

と
呼
ぶ
。
逆
に
い
え
ば
、
客
観
性
と
は
科
学
者
を
研
究
対
象
と
の
相
互
作
用
か

ら
人
為
的
に
切
り
離
す
意
図
や
そ
の
実
現
可
能
性
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
客
観
性
」を
め
ぐ
っ
て
長
年
つ
づ
け
ら

れ
て
き
た
議
論
に
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
か
ら
人
為
的
に

切
り
離
さ
れ
た
研
究
者
の
主
体
は
、
自
ら
設
定
し
た
不
動
の
空
間
に
「
社
会
」

を
定
置
し
よ
う
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
社
会
」
に
対
し
て
「
客
観
性
」
を

主
張
す
る
こ
と
は
、
動
態
と
し
て
の
社
会
に
静
的
な
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
果
て
し
な
く
連
な
る
無カ
秩オ
序ス
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
「
社
会
」
に
、「
自
律
し
た
個
人
」
で
あ
る
科
学
者
に
と
っ
て
好
都
合
な
、
不

動
の
座
標
軸
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
反
映
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
代
償
も
付
き
ま
と
う
。「
自
律
し
た
個
人
」は
、
こ
の
観
念
に
不
都

合
な
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
。
ま
ず
自
律
し
て
い
る
以
上
、

個
人
は
他
者
か
ら
影
響
を
極
力
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
は
不
変
の

実
体
で
あ
り
、
と
り
わ
け
個
人
の
所
有
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
関
係
に
優
先
し
て

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
不
変
で
あ
る
以
上
は
永
遠
に
若
々

し
く
な
け
れ
ば
な
ら
ず（
身
体
論
）、
永
遠
の
生
命
を
も
っ
た
個
人
は
無
限
の
利

()7

社会はどこで生まれるのか（犬飼裕一)



益
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
実
証
主
義
の
理
念
に
従
っ
て
、

個
人
は
自
己
の
外
部
に
存
在
す
る
モ
ノ
を
自
由
自
在
に
支
配
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
種
の
理
念
が
現
実
の
人
間
、
生
身
の
人
間
に
と
っ
て
非
現

実
的
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
人
間
は
老
い
て
死
ぬ
存
在

で
あ
る
。
永
遠
に
若
い
こ
と
な
ど
非
現
実
で
、
永
遠
に
利
益
を
追
求
す
る
こ
と

な
ど
あ
り
え
な
い
。
し
か
も
、
社
会
生
活
を
送
る
す
べ
て
の
人
間
が
「
自
律
し

た
個
人
」
と
し
て
自
分
の
欲
望
を
無
限
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
、
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。
他
の
「
自
律
し
た
個
人
」
と
の
間
で
利
害
が
対

立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
遊
び
場
で
お
も
ち
ゃ
を
独

り
占
め
し
よ
う
と
し
て
痛
い
目
に
あ
い
、
叱
ら
れ
る
幼
児
で
す
ら
実
感
し
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。
他
の
子
供
と
け
ん
か
に
な
っ
て
、
ま
さ
に
実
地
で
「
社
会
」

を
思
い
知
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
か
「
自
律
し
た
個
人
」
を
信
奉

す
る
近
代
の
知
識
人
た
ち
は
、
そ
ん
な
幼
児
で
も
分
か
る
こ
と
に
納
得
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

結
果
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
納
得
で
き
な
い
人
々
が
、
八
方
手
を
尽
く
し
て

無
理
な
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

人
々
は
死
力
を
尽
く
し
て
若
さ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
、
競
合
す
る
他
者
を
押
し

の
け
て
自
分
だ
け
の
利
益
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。ま
さ
に
神
聖
化
さ
れ
た「
私

利
私
欲
」
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
が
死
す
べ
き
「
身
体
」
に
拘
束

さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
無
視
さ
れ
、
人
間
が
他
者
と
の
や
り
取
り
の
な
か

で
「
社
会
」
を
生
じ
て
い
る
発
生
論
は
忘
却
さ
れ
る
。「
自
律
し
た
個
人
」
と
い

う
至
上
価
値
の
前
で
は
、
幼
児
期
以
来
の
経
験
な
ど
は
忘
れ
去
ら
れ
、
無
視
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」に
よ
っ
て
過
剰
に
社

会
化
さ
れ
た
人
間
が
こ
れ
で
あ
る
。

こ
の
種
の
忘
却
が
、
毎
日
の
現
実
を
生
き
る
生
身
の
人
間
に
不
条
理
な
負
担

を
強
い
て
き
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
老
い
て
死
ぬ
運
命
に
あ
る
人
間

が
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
払
っ
て
若
さ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
、
相
手
が
あ
る
競
争

の
場
で
永
遠
の
努
力
を
要
求
さ
れ
る
。
誰
も
が
他
人
よ
り
有
利
な
地
位
を
得
よ

う
、
よ
り
多
く
の
利
益
を
確
保
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
同
じ
人
間
同
士
果
て
し
な

い
競
争
が
起
こ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
幼
児
で
も
納
得
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
近
代
人
は
、
幼
児
に
で
も
納
得
で
き
る
不
条
理
を
生
涯
お
の
れ
に
強
い

て
生
き
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

３．

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
観

そ
ん
な
近
代
人
が
織
り
成
す
「
社
会
」
を
見
事
に
描
き
出
し
た
の
が
、
タ
ル

コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
精
緻
な
「
社
会
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
っ
た
。

「
で
は
、『
人
間
な
き
社
会
理
論
』
と
い
う
批
判
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

パ
ー
ソ
ン
ズ
社
会
学
は
、
過
剰
に
社
会
化
さ
れ
た
人
間
像
を
有
し
、
人
び
と
の
付

与
す
る
主
観
的
意
味
や
解
釈
過
程
を
軽
視
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
り
、
要
す
る

に
日
常
性
や
主
体
性
を
省
み
な
い
誇
大
理
論
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
は
比
較

的
早
く
か
ら
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
批
判
の
背
後
に
は
、
人
間
は
ロ
ボ
ッ
ト
で

は
な
く
、
主
観
性
を
も
っ
て
主
体
的
に
判
断
・
行
為
し
、
社
会
自
身
を
修
正
・
変

革
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
観
が
存
在
し
た

と
い
っ
て
よ
い
。」（
西
原
、
九
六
｜
九
七
頁
）

そ
こ
に
は
、「
自
律
し
た
個
人
」と
い
う
理
念
的
な
人
間
像
は
存
在
し
て
も
、
生

身
の
人
間
は
不
在
で
あ
る
。
人
間
は
、
特
定
の
人
間
像
に
還
元
さ
れ
、
数
値
化

さ
れ
、
そ
し
て
部
品
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
「
シ
ス
テ
ム
」
を
形
成
す
る
。

機
械
論
的
な
「
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
社
会
に
あ
っ
て
、
個
々
の
人
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間
と
そ
の
行
為
は
、「
変
数
」と
呼
ば
れ
る
。
理
想
の
社
会
は
、
精
密
機
械
の
よ

う
に
個
々
の
部
品
が
機
能
す
る
社
会
で
あ
る
。特
定
の
目
的
を
も
っ
た
機
械
は
、

環
境
に
適
応
し
、
常
に
統
合
さ
れ
、
表
に
は
出
て
こ
な
い
潜
在
的
な
機
能
を
生

か
し
な
が
ら
安
定
し
て
存
在
し
つ
づ
け
る
。

た
だ
し
、
こ
の
種
の
機
械
論
が
現
実
の
人
間
社
会
、
日
常
の
人
間
生
活
、
人

間
の
生
を
反
映
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
反
対
意
見
が
登
場
す
る
。
人
間
は
、

機
械
で
も
、
モ
ノ
で
も
、
単
な
る
数
字
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
近
代
社
会
を
支
配
し
て
き
た
個
人
中
心
の
機
械

論
と
い
う
形
而
上
学
に
対
す
る
人
文
主
義

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
抵
抗
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
特
定
の
理
念
が
強
大
化
し
、
そ
れ
を
生
み
出
し

た
人
間
自
身
を
隷
属
化
す
る
事
態
が
起
こ
る
と
、
い
う
な
ら
ば
「
人
間
解
放
」

の
運
動
が
起
こ
る
。
ど
ん
な
時
代
に
も
特
定
の
理
念
を
極
限
化
す
る
人
々
が
お

り
、
当
人
た
ち
は
自
分
こ
そ
が
最
良
の
知
性
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
最
良
の

知
性
を
も
っ
た
選
良
は
、
そ
の
他
の
一
般
人
が
暮
ら
す
社
会
に
対
し
て
一
方
的

に
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
信
じ
る
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
が
信
じ
る
理
念
の
た

め
な
ら
ば
ど
ん
な
犠
牲
を
払
っ
て
も
良
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
形
而
上

学
が
生
身
の
人
間
を
離
れ
、
空
の
彼
方
か
ら
下
界
の
社
会
を
眺
め
る
と
い
っ
た

態
度
の
社
会
科
学
が
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。し
か
し
、「
哲
学
は
神
学
の
侍
女
」

と
い
っ
た
状
況
が
長
年
つ
づ
く
と
、「
哲
学
」
の
側
か
ら
異
議
申
し
立
て
が
起

こ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
を
「
自
律
し
た
個
人
」
に
帰
し
、
す
べ
て

を
モ
ノ
化
し
、数
値
化
し
よ
う
と
す
る
種
類
の
形
而
上
学
へ
の
反
抗
が
起
こ
る
。

そ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
が
、
す
べ
て
を
「
神
」
に
還
元
す
る
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
に
反
抗
し
て
、「
人
間
中
心
主
義

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

」を
唱
え
た
の
に
似
て

い
る
。

西
原
が
注
目
す
る
の
は
、
人
と
人
が
相
互
行
為
す
る
場
、
ま
さ
に
「
社
会
」

が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
む
し
ろ
こ
う
し
た
現
象
学
的
思
潮
の
問
い
は
、
そ
も
そ
も
の

前
社
会
性

の
問
題
領
域
と
呼
ん
で
お
く
｜

を
指
し
示
す
も
の
だ
。
人
と
人
と
を
結
び
つ

け
る
相
互
的
な
他
者
定
位
と
い
う
生
成
的
な
「
社
会
的
な
る
も
の
」（th

e
 

so
cia
l

）
へ
の
着
目
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能

に
す
る
も
の
へ
の
問
い
で
も
あ
り
、
時
代
制
約
的
な
自
我
や
主
観
や
主
体
の
発

生
・
生
成
を
問
う
視
座
で
も
あ
っ
た
。」（
西
原
、
九
三
頁
）

こ
こ
で
は
「
自
律
し
た
個
人
」
そ
の
も
の
の
発
生
・
生
成
が
問
わ
れ
る
。
そ
も

そ
も
、
人
間
は
四
六
時
中
寝
て
も
覚
め
て
も
自
分
を
「
自
律
し
た
個
人
」
だ
と

念
じ
て
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
宴
会
の
席
で
会
話
を
楽
し
ん
で
い
る

場
合
や
、
テ
レ
ビ
や
映
画
を
み
て
い
る
場
合
、
し
ば
し
ば
「
我
を
忘
れ
て
」
と

い
っ
た
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
前
を
走
っ
て
い
る
車
の
ラ
イ

ト
や
信
号
や
標
識
を
漠
然
と
追
い
な
が
ら
車
を
運
転
し
て
い
る
と
き
、
そ
ん
な

こ
と
を
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
考
え
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
自
立
し
た
個
人
」に
つ
い
て
思
索
を
め
ぐ
ら
す
と
い
っ
た
状
況
の
方
が
、
実

際
に
は
、
か
な
り
異
様
な
事
態
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
本
稿
で
触
れ

て
き
た
一
連
の
異
様
な
問
い
に
つ
い
て
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。む
し
ろ
、

「
自
律
し
た
個
人
」と
い
う
理
念
を
ど
こ
か
で
学
び
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
復

唱
す
る
場
合
に
、
自
分
が
そ
の
種
の
個
人
で
あ
る
と
自
覚
す
る
と
い
っ
た
ほ
う

が
正
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
そ
の
種
の
学
習
が
長
年
に
わ
た
っ
て
知
識
人
の
社
会
内
部
に
独
自

に
強
固
な
下
位
文
化

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

を
作
り
出
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
西

原
が
取
り
組
む
事
業
が
直
面
す
る
難
題
が
あ
る
。
本
稿
の
筆
者
自
身
、
と
り
わ

け
年
長
の
理
論
家
と
の
会
話
で
し
ば
し
ば
実
感
す
る
の
は
、「
自
律
し
た
個
人
」
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へ
の
信
念
の
強
さ
が
、
種
々
の
政
治
的
な
信
条
を
乗
り
越
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。た

と
え
ば
、
西
原
の
い
う
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
古
く

か
ら
輸
入
学
問
と
結
び
つ
く
形
で
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
「
日
本
人
論
」
言
説
に

も
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
種
の
言
説
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や

北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
｜

い
わ
ゆ
る
「
欧
米
」
｜

の
人
々
は
「
自
律
し
た
個
人
」

で
あ
る
の
に
対
し
、「
日
本
人
」
は
、
集
団
志
向
で
「
個
」
の
確
立
が
未
成
熟
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
欧
米
」
の
先
進
近
代
社
会
は
「
自
律
し

た
個
人
」
を
い
ち
早
く
確
立
し
た
の
に
対
し
、
遅
れ
た
社
会
で
あ
る
日
本
で
は

そ
の
種
の
個
人
の
成
立
が
未
達
成
な
の
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
自
律
し

た
個
人
」
の
確
立
こ
そ
が
日
本
社
会
の
至
上
命
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確

か
に
、
こ
の
種
の
理
解
は
、
日
本
文
化
論
や
各
国
の
地
域
研
究
の
専
門
家
に
い

わ
せ
れ
ば
、
す
で
に
時
代
遅
れ
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、

古
く
か
ら
の
「
日
本
人
論
」
が
、
今
で
も
一
般
書
や
、
他
の
分
野
の
専
門
家
が

書
い
た
著
作
や
発
言
に
、
時
折
顔
を
出
す
強
固
な
固
定
観
念
で
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。
時
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
「
自
律
し
た
個
人
」
を
一
蹴
す
る

よ
う
な
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
論
客
が
、
日
本
社
会
に
つ
い
て
は
懐
か
し
い
「
日

本
人
論
」に
里
帰
り
と
い
っ
た
不
思
議
な
同
居
状
態
を
目
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
自
律
し
た
個
人
」
で
は
な
い
こ
と
が
「
欧
米
」
と

は
違
う
日
本
の
独
自
性
な
の
だ
と
い
っ
た
形
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ

れ
は
、「
自
律
し
た
個
人
」
を
至
上
の
価
値
と
し
て
賞
賛
す
る
「
欧
米
」
へ
の
屈

折
し
た
自
意
識
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
は
、
視
点
を
変
え
て
い
え
ば
、
西
洋
化
、
す
な
わ
ち
近
代
化
を
推
進

し
よ
う
と
す
る
途
上
国
の
知
識
人
に
通
有
の
立
場
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。つ
ま
り
、「
自
律
し
た
個
人
」に
つ
い
て
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
書
く
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
や
ア
メ
リ
カ
人
の
本
を
読
ん
だ
各
地
の
知
識
人
が
、
各
々
の
社
会
で

現
実
に
目
撃
さ
れ
る
「
自
律
し
た
個
人
」
の
不
在
状
態
を
非
難
す
る
と
い
う
図

式
で
あ
る
。
一
方
に
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
想
が
あ
り
、
他
方
に
は
各
社

会
の
現
実
が
対
比
さ
れ
る
。

た
だ
し
、「
本
場
」で
あ
る
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
す
で
に

か
な
り
以
前
か
ら
「
自
律
し
た
個
人
」
を
疑
う
議
論
が
登
場
し
て
い
る
。
二
十

世
紀
後
半
の
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
運
動
が
典
型
で
あ
る
が
、
元
来

は
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
登
場
し
た
哲
学
思
想
に
起
源
を

た
ど
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
象
学
の
系
譜
も
「
自
律
し
た
個
人
」
の
虚
構
性
に
つ
い
て
鋭

い
議
論
を
展
開
し
て

３

き
た
。
西
原
が
「
自
ら
の
主
観
に
立
ち
返
っ
て
物
事
を
根

源
的
に
考
え
抜
く
思
索
の
活
動
」（
西
原
、
二
八
｜
二
九
頁
）と
呼
ぶ
現
象
学
は
、

そ
の
始
祖
フ
ッ
サ
ー
ル
の
下
で
も
す
で
に
、
主
観
性
そ
の
も
の
が
ど
こ
か
ら
生

じ
て
き
た
の
か
を
問
い
始
め
る
。「
他
者
」
の
存
在
と
の
や
り
取
り
か
ら
「
主
観

性
」そ
れ
自
体
が
生
じ
て
く
る
過
程
を
、
理
性
的
な
知
が
生
ま
れ
る
以
前
の「
身

体
の
知
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で

４

あ
る
。

こ
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
種
々
個
別
の
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
運
動
と
の
関
連
性

や
、「
自
律
し
た
個
人
」を
め
ぐ
る
古
風
な
日
本
人
論
の
言
説
へ
の
応
答
は
、
そ

れ
ぞ
れ
興
味
を
そ
そ
る
の
だ
が
、
た
い
し
た
問
題
と
は
い
え
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
む
し
ろ
、
重
要
な
の
は
、
西
原
の
い
う
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
」
を
超
え

た
問
題
を
考
え
抜
い
て
い
く
こ
と
の
方
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
グ
ロ
ー
バ

ル
化
」
へ
の
反
動
と
し
て
自
国
の
文
化
を
守
り
通
そ
う
と
す
る
種
類
の
「
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
」
や
、
外
来
の
理
想
で
自
国
民
の
現
実
を
計
測
し
よ
う
と
す
る
「
日
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本
人
論
」
と
い
う
の
は
、
ど
れ
も
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
」
に
終
始
す
る
地
域
限

定
・
期
間
限
定
の
特
産
品
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
郷
愁
の
対
象
と
は
な
り
う
る
が
、
社
会
状
況

が
変
わ
り
、
世
代
交
代
す
れ
ば
消
え
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
は
「
社
会
は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か
」
を
冒
頭
に
掲
げ
て
西
原
の
『
間

主
観
性
の
社
会
学
理
論
』
を
読
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
こ
の
著
者
の
思
索
の
活
動

が
ど
こ
ま
で
考
え
抜
い
て
い
く
の
か
を
追
う
と
い
う
緊
張
感
に
満
ち
た
仕
事
で

も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
社
会
は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か
」
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
枠
」
を
越
え
る
問
題
で
あ
る
。

考
察
を
終
わ
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
の
筆
者
の
仕
事
場
に
立
ち
入
る
の
を
お

許
し
願
い
た
い
。
筆
者
は
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
の
社
会
学
の
な
か
に
「
社
会

は
ど
こ
で
生
ま
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
へ
の
き
っ
か
け
を
探
し
て
き
た
。
も

ち
ろ
ん
、
新
カ
ン
ト
派
や
解
釈
学
、
そ
し
て
現
象
学
と
い
っ
た
哲
学
の
系
譜
と

の
関
連
に
も
関
心
を
抱
い
て
き
た
。
そ
れ
は
、
学
説
史
的
な
関
心
で
あ
る
と
同

時
に
、
理
論
的
な
関
心
を
社
会
学
の
草
創
期
の
古
典
に
見
ら
れ
る
生
き
生
き
と

し
た
思
索
力
に
学
ぶ
こ
と
で
先
鋭
化
し
た
い
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
。

そ
ん
な
仕
事
を
つ
づ
け
て
い
く
な
か
で
出
会
っ
た
の
が
、西
原
の
本
で
あ
り
、

特
に
次
の
一
文
で
あ
っ
た
。

「
で
は
、
社
会
学
が
他
の
学
問
諸
分
野
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
独
自
な
知
見

と
は
何
か
。
筆
者
自
身
は
、
社
会
学
研
究
に
お
け
る
対
象
へ
の
焦
点
を
、
関
係
性
・

日
常
性
・
現
代
性
・
事
実
性
に
求
め
て
き
た
。
こ
の
四
焦
点
を
一
フ
レ
ー
ズ
で
表

す
な
ら
ば
、
社
会
学
と
は

現
代
の
日
常
的
な
相
互
行
為
と
そ
の
関
係
性
の
あ
り

方
に
関
す
る
社
会
過
程
に
焦
点
化
し
た
研
究

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
は
、
社
会
学
説
史
的
に
は
、
社
会
学
を
「
相
互
作
用
の
形
式
」
な
い
し
は
「
社

会
科
の
形
式
」に
み
た
ジ
ン
メ
ル
の
系
譜
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で

の
教
科
書
的
社
会
学
史
は
、
ジ
ン
メ
ル
を
「
形
式
社
会
学
者
」
と
し
て
無
内
容
な

形
式
論
者
と
誤
解
し
て
き
た
（
と
く
に
戦
前
は
そ
の
傾
向
が
著
し
か
っ
た
）。
だ

が
ジ
ン
メ
ル
の「
形
式
フォルム

」へ
の
問
い
と
は
、
む
し
ろ
相
互
行
為
の
現
場
で
の「
日
々

刻
々
と
発
生
す
る
」
社
会
を
形
成
す
る
原
理
を
論
じ
た
発
生
論
的
問
い
で
あ
る
。

ジ
ン
メ
ル
が
、
社
会
の
生
成
を
説
い
た
発
生
論
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
面
は
、
い

ま
ま
で
意
外
に
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
西
原
、
一
〇
〇
頁
）

学
説
史
的
な
議
論
を
追
加
す
る
な
ら
ば
、
ジ
ン
メ
ル
社
会
学
の
特
性
を
「
相
互

作
用
（W

ech
selw

irk
u
n
g

）」
に
見
出
す
の
は
む
し
ろ
普
通
な
の
だ
が
、
こ
れ

ま
で
の
学
説
史
研
究
は
、
肝
心
の
「
相
互
作
用
」
と
い
う
概
念
の
も
っ
て
い
る

潜
在
力
を
不
当
に
無
視
し
て
き
た
と
も
い
え
る
。

た
と
え
ば
、
教
科
書
的
に
、「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
方
法
論
的
個
人
主

義
で
、
ジ
ン
メ
ル
は
方
法
論
的
関
係
主
義
」
と
い
っ
た
説
明
を
す
る
だ
け
で
、

両
者
の
間
の
根
本
的
な
相
違
に
つ
い
て
は
深
く
考
え
て
こ
な
か
っ
た
。
現
に
、

「
個
人
」と
い
う
概
念
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
は
、
そ
れ
自
体
が
大
問
題
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
個
人
」
を
い
か
な
る
概
念
と
し
て
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
社
会
学
」
が
根
底
か
ら
変
わ
っ
て
く
る
と
も
い
え
る
。
実
際
、

そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
家
は
、「
個
人
」を
独
自
に
定
義
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
と
り

わ
け
、
ジ
ン
メ
ル
の
よ
う
に
「
個
人
」
を
所
与
の
実
体
と
し
て
捉
え
な
い
理
論

家
の
場
合
、
問
題
は
一
層
複
雑
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
も
、
所
与
の
実
体
で
は

な
い
「
個
人
」
の
間
（
あ
い
だ
）
に
生
じ
る
相
互
関
係
を
中
心
に
す
え
て
理
論

構
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
逆
に
い
え
ば
、

個
人
の
間
に
生
じ
て
く
る
「
社
会
」
か
ら
逆
照
射
す
る
と
、「
個
人
」
と
は
何
な

の
か
。
そ
の
場
合
、
た
と
え
ば
古
く
か
ら
自
明
視
さ
れ
て
き
た
「
自
律
し
た
個

人
」
の
よ
う
な
概
念
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
ん
な
ふ
う
に
問
い
を
つ
な
い
で
い

く
だ
け
で
、す
で
に
問
題
は
学
説
史
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

( )11

社会はどこで生まれるのか（犬飼裕一)



そ
の
場
合
、
西
原
の
い
う
「
現
代
の
日
常
的
な
相
互
行
為
と
そ
の
関
係
性
の

あ
り
方
に
関
す
る
社
会
過
程
に
焦
点
化
し
た
研
究
」
が
多
く
の
可
能
性
を
含
ん

で
い
る
こ
と
に
思
い
至
る
こ
と
に
な
る
。「
日
常
性
」
と
「
関
係
性
」
の
、
ま
さ

に
関
係
性
は
、
見
慣
れ
た
用
語
の
次
元
を
離
れ
て
、
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
と
、

驚
く
ほ
ど
豊
か
な
含
意
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
社
会
学
が
研
究
対
象
と
す
る

べ
き
「
社
会
」
が
、
ま
さ
に
生
ま
れ
る
現
場
な
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
う
な
ら
ば
「
も
う
一
歩
」
深
く
考
え
る
き
っ
か
け

を
与
え
て
く
れ
た
の
が
、
西
原
の
こ
の
本
で
あ
っ
た
。（

二
〇
一
一
年
二
月
二
日
）

１

西
原
は
こ
れ
ら
四
つ
に
つ
い
て
の
説
明
に
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。「

だ
が
、
今
日
の
比
較
的
新
し
い
思
潮
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

論
に
お
い
て
、
近
代
的
な
知
や
主
体
観
が
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た

た
し
か
に
、
環
境
問
題
の
自
覚
化
と
と
も
に
、
あ
る
種
の
人
間
中
心
主
義
や
科

学
の
限
界
も
み
え
て
き
た
。
さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
国
民
国

家
の
脱
国
家
的
な
変
容
も
指
摘
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
思
潮

や
動
向
は
時
代
的
ム
ー
ド
を
超
え
て
ど
こ
ま
で
現
代
社
会
分
析
の
基
盤
の
議
論

た
り
え
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
、
資
本
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
｜

し
か
も
ア
メ
リ
カ
中
心
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
象
徴
さ
れ
る
現
代
社
会
の
様
相

を
｜

呼
び
込
む
誘
い
水
で
あ
っ
た
と
す
ら
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。」

（
西
原
、
八
九
頁
）

２

西
原
の
場
合
、「
欧
米
」
と
「
自
国
（
日
本
）」
を
往
還
す
る
社
会
学
の
あ
り
方

を
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
」
と
呼
ん
で
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

「
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
、
あ
ま
り
に
も
知
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
」
に
囚
わ
れ

て
こ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
（
こ
こ
で
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
は
、
モ
ダ
ン
の
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
ス
テ
ー
ト
つ
ま
り
近
代
国
民
国
家
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
）。
こ
れ
ま

で
も
、
欧
米
通
で
そ
こ
で
の
学
説
や
理
論
を
摂
取
し
て
優
れ
た
業
績
を
上
げ
て

い
る
人
は
少
な
く
な
い
し
、
そ
う
し
た
欧
米
の
理
論
を
摂
取
し
て
「
自
国
」
の

利
益
と
な
る
発
展
に
役
立
て
る
と
い
う
発
想
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ

の
「
国
益
」
的
な
発
想
そ
の
も
の
に
問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。」（
西
原
、
五

七
頁
）

３

た
だ
し
、古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
日
本
の
現
象
学
研
究
や
実
存
主
義
研
究
が
、

む
し
ろ
「
自
律
し
た
個
人
」
を
自
明
の
前
提
と
し
て
議
論
を
つ
づ
け
て
き
た
こ
と

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
種
の
議
論
が
た
と
え
ば
サ
ル
ト
ル

を
論
じ
る
場
合
に
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
か
と
い
え
ば
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
う
「
形
而
上
学
」
と
い
う
の
は
、
哲
学
界
に
長
年
蓄
積
さ

れ
た
固
定
観
念
に
対
す
る
批
判
的
な
言
辞
で
あ
る
が
、
そ
の
代
表
格
が
、「
自
律
し

た
個
人
」
の
根
幹
を
な
す
「
理
性
的
動
物
と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

「
最
初
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
つ
ま
り
ロ
ー
マ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
、
そ
し

て
そ
れ
以
来
現
代
に
至
る
ま
で
現
れ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

も
、
人
間
の
最
も
普
遍
的
な
「
本
質
」
を
、
自
明
な
も
の
と
し
て
前
提
し
て
い

る
。
人
間
は
、
ア
ニ
マ
ル
・
ラ
テ
ィ
オ
ー
ナ
ー
レ
﹇
理
性
的
動
物
﹈
と
見
な
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
た
ん
に
ギ
リ
シ
ア
語
の
ゾ
ー
オ
ン
・
ロ
ゴ

ン
・
エ
コ
ン
﹇
ロ
ゴ
ス
を
持
っ
た
生
き
も
の
﹈
の
ラ
テ
ン
語
訳
で
あ
る
に
す
ぎ

ぬ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
形
而
上
学
的
な
解
釈
で
あ
る
。
人
間
の
こ
う

し
た
本
質
規
定
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
本

質
規
定
は
、
形
而
上
学
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
形
而
上
学
の
限
界

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
形
而
上
学
の
本
質
の
由
来
が
、
と
こ
ろ
が
実
は
、『
存
在

と
時
間
』
に
お
い
て
、
疑
問
視
さ
れ
問
わ
れ
る
の
に
｜
値
す
る
も
の
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。」（
ハ
イ
デ
ガ
ー
『「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
』、
渡
邊
二
郎

訳
、
ち
く
ま
文
庫
一
九
九
七
年
、
三
六
頁
）

も
ち
ろ
ん
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
う
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
は
、「
理
性
的
動
物
と
し

て
の
人
間
」
を
掲
げ
て
登
場
し
て
き
た
古
代
と
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
そ
れ
の
こ
と

で
あ
る
。

４

西
原
が
こ
こ
で
注
目
し
て
い
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の

危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』（
一
九
五
四
年
）
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
自

然
主
義
的
態
度
」に
対
す
る
全
面
的
な
批
判
に
彩
ら
れ
た
こ
の
著
作
は
、「
生
き
ら

( )12

北海学園大学学園論集 第147号 (2011年３月)



れ
る
経
験
の
世
界
」
の
復
権
を
課
題
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
わ
け

で
は
な
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
さ
ら
に
「
第
三
の
文
脈
」
に
進
ん
で
い
く
。

「
そ
こ
で
第
三
の
文
脈＝

意
味
生
成
の
文
脈
が
立
ち
現
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
こ
う
し
た
問
い
の
追
求
の
な
か
で
、
主
観
性
そ
れ
自
身
は
ど
の
よ
う
に
生

成
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
た
。
つ
ま
り
、
科
学
に
せ
よ
生
世

界
（L

eb
en
sw
elt

）
に
せ
よ
、
私
た
ち
の
主
観
性
や
意
味
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て

き
た
の
か
と
問
う
。
そ
れ
ら
は
ひ
と
り
で
に
生
じ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
他
者

の
存
在
が
あ
ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
し
か
も
、
理
性
的
な
知
以

前
の

身
体
の
知

も
ま
た
着
目
さ
れ
る
。
そ
れ
が
生
世
界
に
お
け
る
間
主
観

性
（In

tersu
b
jek

tiv
ita
t

）
の
問
題
で
あ
る
。
間
主
観
性
と
は
、
簡
単
に
い
え

ば
、
あ
る
人
の
主
観
と
他
の
人
び
と
と
の
主
観
と
の
関
係
（「
間
」）
の
あ
り
方

の
こ
と
だ
が
、
そ
こ
に
は
絡
み
合
う
少
な
く
と
も
三
つ
の
水
準
が
あ
る
。

①
学
問
的
・
理
性
的
な
言
語
使
用
に
よ
る
行
為
者
間
で
の
関
係
（
学
理
知
的

な
間
主
観
性
）

②
日
常
言
語
を
用
い
る
日
常
世
界
で
の
行
為
者
間
で
の
関
係
（
日
常
知
的
な

間
主
観
性
）

③
言
語
を
用
い
る
以
前
／
以
外
の
、
主
観
性
の
発
生
に
も
か
か
わ
る
、
行
為

者
間
で
の
身
体
レ
ベ
ル
の
基
層
の
関
係
（
身
体
知
的
な
間
主
観
性
な
い
し

は
間
身
体
性
）

で
あ
る
。」（
西
原
、
二
九
｜
三
〇
頁
）

ま
さ
に
主
観
と
主
観
の
「
間
（
あ
い
だ
）」
こ
そ
は
、「
社
会
」
が
生
ま
れ
て
く

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
社
会
内
の
存
在
で
あ
る
自
我
、
つ
ま
り
主
観
性
そ
の
も

の
が
生
じ
て
く
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
主
観
と
「
間
」
の
間

に
循
環
関
係
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
主
観
が
生
ま

れ
る
の
は
主
観
の
間
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
主
観
を
生
み
出
し
た
の
も
ま
た
主
観
な

の
で
あ
る
。
主
観
が
生
み
出
さ
れ
る
根
拠
は
同
じ
く
主
観
で
あ
り
、
決
し
て
外
部

に
何
ら
か
の
根
拠
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
展
開
し
て
く
る

と
、
外
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
命
題
を
論
証
す
る
こ
と
を
責
務
と
し
て
い
る
実
証
主

義
者
に
い
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
科
学
的
な
命
題
と
し
て
無
意
味
な
循
環
論
法
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
も
現
象
学
と
実
証
主
義
の
間
の
根
深
い
対
立
が
顔
を
出

し
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
循
環
論
法
が
な
ぜ
悪
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
現
象
学
か
ら
着
想
を
得
た
「
非
根
拠
づ
け
主
義
」
に
よ
る

実
証
主
義
的
な
学
問
観
へ
の
批
判
も
こ
の
線
に
連
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
の
筆
者
の
個
人
的
な
関
心
に
つ
い
て
記
せ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ

イ
デ
ガ
ー
ら
の
「
間
（
あ
い
だ
）」
の
思
想
か
ら
の
展
開
は
、
日
本
の
哲
学
界
で
も

大
き
な
展
開
を
み
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
次
の
二
点
の
文
献
名
を
挙
げ
る

だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。

和
辻
哲
郎
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』、
岩
波
文
庫
二
〇
〇
七
年
（
初
版
一

九
三
四
年
）

木
村
敏
『
あ
い
だ
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
（
初
版
一
九
八
八
年
）

( )13

社会はどこで生まれるのか（犬飼裕一)


