
一

は
じ
め
に

ド
イ
ツ
に
お
け
る
市
民
的
近
代
原
理
は
、
カ
ン
ト(Im

m
anuel

K
ant,

1724-1804)

に
よ
っ
て
意
志
論
的
な
法
形
式
主
義
と
し
て

開
拓
さ
れ
、
そ
れ
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー(Friedrich

C
arl
von

Savigny,
1779-1861)

の
「
歴
史
的
方
法
」
を
通
じ
て
、
自
律
的
個
人
の

意
思
支
配
の
領
域
と
し
て
の
「
権
利
」
を
め
ぐ
る
近
代
私
法
体
系
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
・
形
式
的
「
自

由
」
原
理
は
、
カ
ン
ト
が
企
図
し
た
よ
う
に
、「
道
徳
」（
善
の
構
想
）
の
各
人
の
内
面
へ
の
解
放
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
旧

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
、
あ
る
べ
き
生
の
実
質
と
し
て
の
「
諸
善
の
秩
序
」
観
の
解
体
を
意
味
し
て
い
た
。「
啓
蒙
絶
対
主
義
」

と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
現
実
の
も
と
で
近
代
人
の
自
律
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
前
者
の
内
務
行
政
（
ポ
リ
ツ
ァ
イ
）
的
干
渉
主

義
の
制
度
体
系
を
学
問
的
に
支
え
て
き
た
旧
自
然
法
論
の
法
実
質
論
（
と
り
わ
け
臣
民
の
「
平
和
と
福
祉
」
の
増
進
と
い
う
国
家
目

ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
と
共
同
性

木

村

周

市

朗
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的
論
）
を
克
服
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
カ
ン
ト
は
、
本
来
の
「
啓
蒙
」（「
自
分
自
身
の
悟
性
を
使
用
す
る
勇

気
」）
を
阻
む
国
家
後
見
主
義
を
「
家
父
長
的
支
配
」
に
お
け
る
「
親
切W
ohlw

ollen

の
原
理
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
た

ヴ
ォ
ル
フ(C

hristian
W
olff,

1679-1754)

の
義
務
の
体
系
を
「
幸
福
主
義E

udäm
onism

us

」（
あ
る
い
は
「
幸
福G

lückseligkeit

の
原
理
」）
と
呼
ん
で
批
判
し
、
経
験
界
の
目
的
概
念
（
幸
福
論
）
す
な
わ
ち
法
実
質
論
と
し
て
の
「
諸
善
」
論
を
徹
底
的
に
排
除

す
る
法
形
式
論
に
立
っ
て
、「
根
源
的
契
約
」
に
も
と
づ
く
「
法R

echt

の
原
理
」
を
、「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
も
と
づ
く
」「
国

法Staatsrecht

の
理
論
」
の
実
践
的
課
題
（
↓
各
人
の
自
律
と
尊
厳
）
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
自
然
法
論
を
担
っ
た
ク
ラ
ウ
ゼ(K

arl
C
hristian

Friedrich
K
rause,

1781-1832)

と
そ

の
弟
子
た
ち
は
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
「
人
間
の
使
命
」
論
の
延
長
線
上
に
、「
生
の
諸
目
的
」
を
「
人
格
性Persönlichkeit

の
完
成
」
に
見
出
し
、
そ
れ
を
実
際
に
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
（
す
な
わ
ち
「
法
」）
を
人
々
の
多
元
的
な
「
生
の
諸
関
係
」
の

う
ち
に
探
究
す
る
こ
と
を
自
然
法
論
の
「
人
間
学
的
」
課
題
と
と
ら
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
生
の
諸
目
的
」
の
実
現

に
向
け
ら
れ
た
目
的
論
的
な
法
実
質
論
は
、
一
面
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
‐
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
諸
善
の
秩
序
」
論
を
明
示
的
に
展
開
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
カ
ン
ト
以
前
」
的
な
独
断
論
的
様
相
を
避
け
ら
れ
ず
、
カ
ン
ト
‐
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
的
な
抽
象
的
私
法
原
理
（
意

思
主
体
論
）
に
も
と
づ
く
法
律
学
的
概
念
構
成
と
法
実
証
主
義
の
台
頭
・
優
位
化
、
そ
れ
に
対
す
る
自
然
法
論
自
体
の
劣
位
化
の
な

か
で
、
時
代
逆
行
的
な
立
ち
位
置
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
派
は
、
カ
ン
ト
が
義
務
論
の
範
疇
に
お
い
て
分
離

し
た
、「
外
的
自
由
の
形�

式�

的�

条
件
」・「
外�

か�

ら�

の�

強
要
」
と
し
て
の
「
法
」
と
、「
内
的
自
由
」
に
か
か
わ
る
「
自�

己�

強�

要�

」
と
し

て
の
「
道
徳
」
と
を
、「
人
倫
的
自
由
」
を
実
現
す
る
二
つ
の
方
法
と
し
て
再
び
結
び
つ
け
、
法
の
形
式
規
定
に
生
活
世
界
の
諸
善

（
生
の
諸
目
的
）
と
い
う
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
を
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。
生
の
何
ら
か
の
「
目
的
」
や
「
使
命
」
を
「
善
」
と

―１９３（２）―
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と
ら
え
て
、
そ
の
実
在
性
や
普
遍
性
を
語
る
と
き
、
そ
う
し
た
善
論
は
、
近
代
人
の
自
律
性
を
抑
圧
す
る
外
か
ら
の
道
徳
規
範
と
な

り
う
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
外
在
的
規
範
と
し
て
の
後
見
主
義
的
自
然
法
論
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
他
面
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
自
然
法
論
は
、
人
間
の
理�

性�

と
相
互
依
存＝

相
互
支
援
の
関�

係�

性�

と
の
う
ち
に
各
人
の
有
限

性
を
超
え
る
「
人
間
」（
あ
る
い
は
「
人
類M

enschheit

」）
と
し
て
の
神
的
無
限
性
へ
の
契
機
を
み
と
め
、
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
「
生

の
諸
目
的
」
を
各
自
が
多
様
な
生
活
世
界
の
な
か
で
実
現
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
「
客
観
的
な
諸
条
件
」
と
し
て
「
法
」
を
規
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
に
目
的
志
向
的
な
内
容
と
実
在
性
を
与
え
、
実
定
法
の
は
た
す
社
会
改
革
的
役
割
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
な

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
実
質
論
は
、「
生
の
諸
目
的
」
を
、
啓
蒙＝

人
文
主
義
的
な
、
し
か
し
カ
ン
ト
の
問
題
提
起
を
同
時

代
に
つ
ぶ
さ
に
体
験
し
た
あ
と
の
、「
人
間
学
」
的
自
覚
を
深
め
た
段
階
で
の
、「
人
格
性
の
完
成
」
と
い
う
普
遍
性
の
高
い
自
己
形

成
概
念
で
再
集
約
・
表
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
論
の
多
様
性
へ
の
経
路
を
拓
き
、
人
々
の
生
諸
目
的
の
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠

の
客�

観�

的�

な�

諸
条
件
の
所
在
と
そ
の
実
際
の
機
能
態
様
を
絶
え
ず
検
証
さ
せ
て
、
現
実
の
具
体
的
な
多
様
な
生
の
展
開
過
程
に
対
す

る
反
省
と
改
善
へ
の
努
力
と
を
、
各
人
と
社
会
全
体
と
の
双
方
に
促
す
動
因
を
含
み
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
さ
い
、
各
人
の
生
の
目
的
で
あ
る
「
人
格
性
の
完
成
」
は
、
内
面
的
な
孤
立
的
生
に
お
い
て
で
は
な
く
、
人
間
の
個
体
性
に

お
け
る
有
限
性
に
由
来
す
る
、
人
々
の
相
互
依
存＝

相
互
支
援
の
諸
関
係
と
い
う
有
機
的
な
共
同
性
の
な
か
で
は
じ
め
て
実
現
さ
れ

る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
相
互
補
完
的
な
関
係
性
は
、
空
間
的
と
機
能
的
と
い
う
二
系
列
の
客
観
的
な
共
同
的
「
生
の
諸
関

係
」、
す
な
わ
ち
最
広
義
の
「
諸
結
社G

esellschaften

」＝

「
諸
生
活
圏L

ebenskreise

」
が
有
機
的
に
織
り
な
す
現
実
の
多
元
的

な
生
活
世
界
に
見
い
だ
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
は
、
個
人
人
格
の
完
成
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め

―１９２（３）―
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の
条
件
を
な
す
、
人
々
の
相
互
補
完
関
係
と
し
て
の
「
生
の
諸
関
係
」
つ
ま
り
「
社
会
」
の
完
成
で
も
あ
っ
た
。
国
家
か
ら
区
別
さ

れ
た
そ
の
よ
う
な
多
元
的
「
社
会
」
構
成
へ
の
視
座
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
そ
の
弟
子
ア
ー
レ
ン
ス(H

einrich
A
hrens,

1808-

1874)
に
と
っ
て
の
「
人
間
学
的
」
関
心
は
、
自
由
な
意
思
主
体
と
し
て
の
近
代
的
個
人
の
自
律
性
そ
の
も
の
（
あ
る
い
は
自
律
の

共
存
の
原
理
）
で
は
す
で
に
な
く
、「
意
志
原
理
」
自
体
の
無
内
容
へ
の
批
判
を
と
お
し
て
、
各
人
の
め
ざ
す
べ
き
自
律
的
「
生
」

を
実
際
に
可
能
に
す
る
た
め
の
客
観
的
な
諸
条
件
に
関
心
が
注
が
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
地
は
、
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
が
終
始
慎
重
に
排
除
し
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
経
験
界
の
多
様
な
善
論
へ
の
、
再
度
の

架
橋
の
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
経
験
界
の
側
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
近
代
人
の
自
律
性
原
理
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
い
ほ

ど
に
、
す
で
に
現
実
が
、
す
ぐ
れ
て
社�

会�

的�

な�

諸
問
題
を
露
呈
し
始
め
て
お
り
、
こ
れ
に
敏
感
な
一
部
の
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て

は
、
カ
ン
ト
の
近
代
原
理
の
形
式
性
の
克
服
を
新
時
代
の
課
題
と
し
て
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
覇
権
と
そ
れ
か
ら
の
脱
却
、
し
た
が
っ
て
自
分
た
ち
の
国
制
の
再
定
義
の
必
要
性
、
そ
し
て
産
業
時
代
の
到
来

と
そ
の
光
と
闇
、
こ
う
し
た
世
界
史
的
転
回
と
近
代
社
会
の
新
生
面
が
、
啓
蒙
の
原
理
を
提
示
し
て
一
八
〇
四
年
に
没
し
た
カ
ン
ト

と
、
自
律
の
原
理
を
前
提
と
し
つ
つ
も
社
会
構
造
と
国
制
の
あ
り
方
と
の
両
面
で
現
実
世
界
の
解
読
と
組
み
直
し
と
を
迫
ら
れ
た
ヘ

ー
ゲ
ル(G

eorg
W
ilhelm

Friedrich
H
egel,

1770-1831)
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ら
と
の
あ
い
だ
を
、
い
や
お
う
な
く
隔
て
て
い
る
。
し
か
も
、

ア
ー
レ
ン
ス
が
区
分
し
た
よ
う
に
、「
思
弁
的
」
客
観
主
義
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
含
め
て
近
代
的
「
意
志
原
理
」
に
立
つ
法
論
の

限
界
を
批
判
し
た
の
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
「
生
の
目
的
」
論
と
し
て
の
「
人
格
性
」
論
の
立
場
で
あ
っ
た
。

ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
な
か
で
と
く
に
ア
ー
レ
ン
ス
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
師
ク
ラ
ウ
ゼ
が
一
八
三
二
年
に
不
遇
の
う
ち
に
死
去
し
て
の

ち
、
一
八
七
四
年
ま
で
生
き
た
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
師
の
方
法
論
的
見
地
を
代
弁
し
た
だ
け
で
な
く
、
一
八
三
一
年
一
月
の
ゲ
ッ
テ
ィ

―１９１（４）―
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ン
ゲ
ン
蜂
起
へ
の
加
担
と
逃
亡
に
起
因
す
る
十
七
年
間
に
及
ぶ
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
時
代
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
野
の

も
と
で
、
産
業
時
代
と
実
定
法
主
義
の
到
来
に
対
応
し
て
労
働
権
を
含
む
多
様
な
市
民
的
諸
権
利
を
人
格
権
か
ら
基
礎
づ
け
、
そ
の

人
格
主
義
的
目
的
論
と
と
も
に
人
間
の
生
に
お
け
る
「
社
会
的
要
素
」
と
い
う
問
題
認
識
を
ド
イ
ツ
国
民
経
済
学
の
社
会
政
策
思
考

に
リ
レ
ー
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
思
想
史
的
に
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
ク
ラ
ウ
ゼ
を
経
由
し
て
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ

(G
ottfried

W
ilhelm

L
eibniz,

1646-1716)

の
、
神
の
善
意
志
と
人
間
の
自
由
意
志
と
の
調
和
論
に
連
な
る
と
と
も
に
、
カ
ン
ト
的

思
考
遺
産
の
作
用
力
が
そ
の
ご
法
実
証
主
義
の
支
配
に
ま
で
及
ん
だ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
必
然
的
劣
位
と
は
対
照
的

に
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
主
著
と
そ
の
多
言
語
へ
の
翻
訳
と
を
通
じ
て
、
南
米
を
含
む
ロ
マ
ン
ス
語
圏
を
中
心
に
広
く
国
際
的
に
多

く
の
読
者
を
も
っ
た
か
ら
で
も
（
１
）

あ
る
。

本
稿
の
課
題
は
、
競
争
原
理
か
ら
協
同
原
理
へ
の
組
み
換
え
に
も
と
づ
く
社
会
改
革
構
想
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
私
的
所
有
権
の
法
哲
学
的
解
釈
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
所
有
権
を
個
人
人
格
権
か
ら
直
接
導
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
示
し

た
、
所
有
権
の「
社
会
的
」性
質
の
意
味
と
作
用
範
囲
を
、
論
旨
に
即
し
て
展
望
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
当
面
の
検
討
の
対
象
は
、

ア
ー
レ
ン
ス
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
で
の
活
動
を
経
て
、
グ
ラ
ー
ツ
の
法
哲
学
の
教
授
（
一
八
五
〇
―
六
〇
年
）
と
し
て
一

八
五
二
年
に
初
め
て
ド
イ
ツ
の
読
者
に
向
け
て
公
刊
し
た
主
著
新
訂
版
『
法
哲
学
、
あ
る
い
は
自
然
法
、
哲
学
的
・
人
間
学
的
根
拠

に
も
と
づ
（
２
）

い
て
』
の
後
半
、
つ
ま
り
「
特
論
部
」
の
、
第
一
部
「
個
人
人
格
性
の
権
利
」
の
第
二
編
「
物
件
に
か
ん
す
る
人
間
人
格

性
の
特
別
の
権
利
お
よ
び
と
り
わ
け
所
有
の
諸
権
利
に
つ
い
て
」
に
絞
ら
れ
る
。

別
稿
で
み
た
よ
（
３
）

う
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
本
書
の
前
半
、
つ
ま
り
「
総
論
部
」
で
、
神
の
無
限
の
人
格
性
と
、
そ
れ
に
由
来
す
る

人
間
人
格
性
に
お
け
る
有
限
性
と
無
限
性
、
個
体
性
と
共
同
性
の
一
体
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
有
限
性＝

相
互
制
約
性
の
自
己
克
服
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と
し
て
の
生
の
完
成
へ
の
努
力
を
人
間
の
使
命
と
と
ら
え
、「
生
の
諸
関
係
」
と
総
称
さ
れ
た
人
格
的
（
空
間
的
）
と
目
的
的
（
機

能
的
）
と
の
二
系
列
の
諸
結
社
か
ら
な
る
共
同
体
の
多
層
構
造
の
も
と
で
、「
一
人
の
権
利
は
全
員
の
諸
権
利
に
よ
っ
て
担
わ
れ
保

た
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
共
同
し
て
生
き
て
い
る
人
々
全
員
の
権
利
の
全
体
保
証
」(252)

、
つ
ま
り
連
帯
的
な
相
互
補
完
・
協
力

関
係
を
、
諸
善
の
実
現
の
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
よ
う
に
「
自
由
な
人
格
性
」
の
完
成
の
た
め
の
客
観
的
な

諸
条
件
を
「
生
の
諸
関
係
」
の
う
ち
に
求
め
る
視
座
の
も
と
で
、「
特
論
部
」
で
は
、
人
格
性
を
「
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
基
礎
」
と
位

置
づ
け
、「
一
な
る
根
源
的
権
利
」
と
し
て
の
人
格
権
す
な
わ
ち
「
個
人
人
格
性
の
権
利
」
が
生
の
諸
関
係
の
な
か
で
表
れ
る
諸
相

が
、根
源
的
人
格
権
か
ら
派
生
す
る
諸
形
態
と
し
て
、人
間
人
格
性
の
神
的
無
限
性
と
有
限
な
個
体
性
と
の
両
面
か
ら
提
示
さ
れ
た
。

そ
の
さ
い
、
人
格
性
の
無
限
性
か
ら
は
、
人
間
の
尊
厳
と
名
誉
、
自
己
形
成
と
そ
の
た
め
の
社
会
的
支
援
の
享
受
と
い
う
諸
権
利

が
導
出
さ
れ
、
有
限
な
個
体
性
の
実
現
の
た
め
の
条
件
と
し
て
は
、
個
人
的
な
生
を
営
む
権
利
と
し
て
の
羞
恥
心
の
尊
重
、
住
居
の

保
全
、
思
想
表
現
の
自
由
、
職
業
の
自
由
、
遺
言
の
権
利
と
並
ん
で
、「
個
人
人
格
性
か
ら
流
れ
出
る
所
有
権
」
が
列
挙
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
所
有
の
歴
史
的
起
源
と
権
原
（
法
的
根
拠
）
と
を
区
別
し
、
所
有
権
を
、
人
間
の
行
為
（
占
有
や
労

働
）
か
ら
で
も
意
志
（
契
約
や
法
律
）
か
ら
で
も
な
く
人
格
権
か
ら
直
接
導
出
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
と
く
に
重
要
視
し
て
、

人
格
性
に
由
来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
分
類
し
展
望
し
た
第
一
編
と
は
別
に
、
そ
れ
ら
諸
権
利
の
内
と
く
に
所
有
権
だ
け
を
第
二

編
の
主
題
に
据
え
て
、
所
有
権
の
一
般
理
論
、
歴
史
的
展
開
、
所
有
に
か
ん
す
る
社
会
的
組
織
の
政
治
学
的
展
望
、
つ
ま
り
所
有
権

を
め
ぐ
る
理
論
・
歴
史
・
政
策
と
い
う
三
面
を
詳
細
に
論
究
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
の
一
八
五
二
年
時
点
で
の
論
旨
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
跡
づ
け
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
そ

こ
で
言
及
・
関
説
さ
れ
て
い
る
先
行
諸
思
想
の
ア
ー
レ
ン
ス
に
よ
る
解
釈
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。
ア
ー
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レ
ン
ス
の
行
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
所
有
権
論
史
に
対
す
る
一
定
の
展
望
を
示
し
て
お
り
、
所
有
を
め
ぐ
る
自
然
史
的
な
ら
び
に
学

説
史
的
文
脈
の
中
で
の
私
的
所
有
権
の
相
対
化
の
試
み
と
し
て
、
そ
れ
自
体
追
体
験
し
て
み
る
に
あ
た
い
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
同
時
代
人
の
諸
文
献
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
目
配
り
に
よ
っ
て
、
国
境
を
ま
た
い
で
生
き
た
著
者
の

精
神
的
交
流
次
元
の
一
端
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
点
の
意
義
を
も
考
慮
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

二

所
有
論
の
基
礎
視
点

そ
の
第
二
編
の
導
入
部
で
ア
ー
レ
ン
ス
が
強
調
す
る
の
は
、
人
類
と
し
て
の
集
合
性
・
一
体
性
で
あ
り
、
地
上
の
物
件
を
あ
く
ま

で
人
類
の
生
と
発
展
の
た
め
の
手
段
と
み
な
す
生
目
的
論
か
ら
の
物
財
相
対
化
視
点
で
あ
り
、
所
有
物
を
個
人
的
要
素
と
社
会
的
・

人
類
的
要
素
と
の
両
面
か
ら
把
握
す
る
複
眼
的
・
有
機
的
思
考
で
あ
る
。

「
個
々
の
人
間
は
人
類
の
有
機
的
な
部
分
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
類
と
い
う
集
合
的
存
在C

ollectivw
esen

は
、
人
々
の
生
の
原
理

で
あ
り
、
人
々
の
一
体
性
の
根
拠
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
互
共
感
の
源
泉
で
あ
り
、
相
互
援
助
、
連
帯
お
よ
び
共
通
の
使
命
の
法

則
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
類
は
、
学
問
と
技
芸
と
を
つ
う
じ
て
、
物�

件�

Sachen

を
、
す
な
わ
ち
基
本
物
質
、
一
般
的
な
自
然
諸

力
お
よ
び
従
属
的
な
生
物
の
生
産
物
と
性
質
を
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
人
類
の
存
続
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
か
ぎ
り
、
先
占
す
る
こ
と

を
任
務
と
し
て
い
る
よ
う
な
、
こ
の
世
で
最
高
位
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
類
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
人
は
皆
、
社
会
の
さ

ま
ざ
ま
な
段
階
で
、
社
会
的
な
労
働
を
互
い
に
分
か
ち
合
い
、
分
割
さ
れ
る
と
同
時
に
有
機
的
に
共
同
で
作
用
す
る
自
分
た
ち
の
諸

力
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
肉
体
的
ま
た
は
精
神
的
な
生
産
物
を
交
換
し
、
先
占
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
し
た
が
っ

―１８８（７）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
と
共
同
性



て
、
人
類
に
と
っ
て
大
地
は
共�

有�

財�

G
em
eingut

な
の
で
あ
っ
て
、
生
あ
る
存
在
者
の
活
動
を
つ
う
じ
て
そ
の
生
と
発
展
の
た
め

の
条
件
と
手
段
に
な
る
べ
き
い
っ
さ
い
の
物
件
の
全
体
と
し
て
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。」(433)

こ
の
よ
う
に
「
物�

件�

を
諸�

人�

格�

に
従�

属�

さ�

せ�

」、
人
類
に
「
そ
の
一
般
的
な
諸
目
的
の
た
め
に
必
要
な
手
段
を
調
達
さ
せ
る
」
こ

と
は
、「
神
の
意
志
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
。
し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
一
方
で
「
汎
神
論
的
な
考
え
方
」
を
、「
生
の
原
理
も

人
格
性
の
原
理
も
も
っ
て
い
な
い
」
も
の
と
し
て
非
難
し
、
他
方
で
は
、「
個�

人�

主�

義�

の
原
理
」
を
、「
人
間
と
人
類
と
の
高
い
結�

び�

つ�

き�

を
破
壊
し
」、
個
人
を
唯
一
の
目
的
と
み
な
す
も
の
、「
幸
福
と
福
祉
の
最
大
の
合
計
値
を
追
い
求
め
、
自
分
の
諸
力
と
能
力
を

用
い
て
支
配
し
え
た
い
っ
さ
い
の
も
の
の
所
有
者
な
の
だ
と
自
認
す
る
」
も
の
と
し
て
批
判
し
た(434)

。
そ
れ
に
代
え
て
ア
ー
レ

ン
ス
が
提
示
す
る
の
は
、
人
間
人
格
性
そ
れ
自
体
と
同
様
に
所
有
物
の
問
題
に
つ
い
て
も
、「
人
間
一
人
一
人
の
個�

人�

的�

人�

格�

性�

の

観
点
と
、
一
つ
の
集
合
的
存
在
と
し
て
の
人�

類�

の
観
点
」
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
こ
の
「
集
合
的
存
在
」
は
、

「
家�

族�

、
ゲ�

マ�

イ�

ン�

デ�

、
国�

民�

、
そ
し
て
最
終
的
に
は
全
地
上
で
生
き
て
い
る
人�

類�

と
い
う
、
人
間
の
共
同
性
〔
あ
る
い
は
社
会
性
〕

V
ergesellschaftung

の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
つ
ま
り
、「
所
有
物
そ
れ
自
体
が
、
個�

人�

的�

要

素
と
社�

会�

的�

・
人
類
的
要
素
と
い
う
二
つ
の
要
素
で
成
り
立
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、「
も
し
こ
の
二
つ
の
観
点
を
結
合
す
る
な
ら

ば
、
所
有
物
の
歴
史
、
そ
の
現
在
の
組
織
、
お
よ
び
将
来
な
し
う
る
諸
修
正
を
、
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ば
あ
い

に
は
、
歴
史
の
精
神
を
よ
り
深
く
突
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
巨
大
な
社
会
的
諸
思
想
が
、
道
徳
・
宗
教
・

政
治
に
お
け
る
新
し
い
諸
思
想
と
同
様
に
、
ど
の
よ
う
に
所
有
物
を
不
可
避
的
に
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
が
わ
か
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
そ
の
ば
あ
い
に
は
、
現
在
の
組
織
に
つ
い
て
釈
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
社
会
的
原
理

と
個
人
的
原
理
と
が
ど
の
程
度
十
分
み
た
さ
れ
て
い
る
か
を
よ
り
よ
く
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
ど
ん
な
思
想
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の
影
響
の
下
で
、
ま
た
ど
ん
な
手
段
に
よ
っ
て
所
有
物
が
将
来
修
正
さ
れ
、
改
造
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。」(435)

こ
こ
に
は
す
で
に
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
の
改
革
志
向
的
性
質
が
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
右
の
よ
う
に
所
有
の
問
題
を
「
個

人
的
」
視
点
だ
け
で
な
く
「
社
会
的
」
な
見
地
か
ら
も
と
ら
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
同
時
に
、「
諸
民
族
の
生
に
お
い
て

は
、
一
般
的
な
基
礎
の
上
に
、
そ�

の�

民�

族�

の�

発�

展�

の�

さ�

ま�

ざ�

ま�

な�

時�

代�

の�

文�

化�

状�

態�

に�

よ�

っ�

て�

規�

定�

さ�

れ�

る�

さ�

ま�

ざ�

ま�

な�

差�

異�

と
修�

正�

が
生
じ
う
る
」(435)
と
考
え
る
歴
史
相
対
主
義
的
な
構
え
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弾
力
的
な
発
想
の
も
と
で
、

所
有
物
と
所
有
権
の
問
題
が
、「
一
般
的
な
諸
原
理
」、「
そ
の
歴
史
的
発
展
」、
そ
し
て
「
そ
の
実
践
的
か
つ
政
治
的
側
面
」
と
い
う

三
段
階
で
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

所
有
の
一
般
理
論

一

所
有
物
に
か
ん
す
る
一
般
理
論
の
検
討
の
冒
頭
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
一
、
所�

有�

物�

E
igenthum

の
一�

般�

的�

な�

概
念
、
二
、

法�

的�

所�

有�

物�

R
echtseigenthum

あ
る
い
は
法�

律�

学�

的�

所�

有�

物�
juristisches

E
igenthum

の
概
念
、
そ
し
て
三
、
所�

有�

物�

の�

法�

〔
権�

利�

〕E
igenthum

s-R
echt

の
概
念
」
と
い
う
三
つ
の
概
念
を
確
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。「
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
重
要
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
著
述
家
た
ち
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
」
と
言
う
。

ま
ず
、「
そ�

れ�

自�

身�

の�

〔
固�

有�

の�

〕
も�

の�

E
igen

、
所�

有�

物�

と
い
う
概
念
は
、
法
の
概
念
よ
り
は
る
か
に
一
般
的
」
で
あ
り
、「
そ�

れ�

自�

身�

の�

〔
固�

有�

の�

〕
も�

の�

と
い
う
の
は
、
一
般
に
、
性
質
と
し
て
、
固�

有�

性
と
し
て
、
身
体
的
な
も
の
で
あ
れ
精
神
的
な
も
の
で
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あ
れ
、
あ
る
も
の
に
付
着
し
て
い
る
も
の
す
べ
て
で
あ
る
。」
こ
の
概
念
は
「
法
論
に
と
っ
て
は
広
す
ぎ
る
。」
そ
れ
に
対
し
て
、「
法

に
お
い
て
は
、
自�

分�

の�

も�

の�

、
ま
た
は
所�

有�

物�

と
呼
べ
る
も
の
は
、
そ
の
性
質
上
、
そ
の
人
の
あ
れ
こ
れ
の
必
要
を
み
た
す
の
に
ふ

さ
わ
し
い
あ�

る�

物
件
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
言
い
換
え
れ
ば
、
所
有
物
と
は
、
人
間
の
生
の
維
持
と
発
展
に
手
段
や
条
件
と
し
て

役
立
つ
物
件
で
あ
る
。
こ
の
点
に
法�

的�

所�

有�

物�

あ
る
い
は
法�

律�

学�

的�

所�

有�

物�

が
存
し
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
以
外
の
種
類
の
い
っ
さ

い
の
帰
属
物
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」(437)

「
知�

的�

な�

」
所
有
物
（
あ
る
人
の
知
識
）
や
「
道�

徳�

的�

な�

」
所
有
物
（
尊
敬
・
名
誉
・
愛
情
な
ど
）
も
存
在
す
る
が
、
ど
ち
ら
も

一
般
的
に
は
法
の
領
域
に
は
属
さ
な
い
。
た
だ
し
、
あ
る
「
知
識
が
特
定
の
外
的
な
形
式
を
付
与
さ
れ
て
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
公�

開�

さ
れ
る
と
、
そ
の
と
た
ん
に
そ
れ
は
社
会
生
活
の
た
め
の
発
展
の
一
手
段
と
な
り
、
他
の
い
っ
さ
い
の
所
有
物
と
同
様
の
や
り
方

で
そ
の
諸
作
用
を
法
が
規
定
す
べ
き
所
有
物
の
一
種
と
な
る
。」「
道
徳
的
所
有
物
」
も
、
そ
の
「
侵
犯
が
外
的
に
表
明
さ
れ
な
い
か

ぎ
り
、
法
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
な
い
。」
つ
ま
り
、
た
ん
な
る
道
徳
的
な
所
有
物
と
い
う
だ
け
で
は
、「
そ
の
外
的
な
不
可
侵
性
を
法

が
同
様
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
法
の
領
域
に
は
属
さ
な
い
。」(438)

こ
の
う
ち
「
知
的
な
」
所
有
物

に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
本
編
末
尾
の
「
補
遺
」
で
、「
精
神
的
所
有
物
」
の
限
界
が
、
そ
れ
へ
の
「
社
会
の
公
共
的
権
利
」

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
知
的
所
有
物
・
道
徳
的
所
有
物
に
対
す
る
法
的
所
有
物
の
独
自
性
は
、
前
者
の
「
内�

的�

な�

」
性
質
に
対
す
る
後
者

の
「
外�

的�

な�

即
物
的
な
性
質
」
に
あ
る
。「
法�

的�

所�

有�

物�

は
、
人
間
の
身
体
的
・
精
神
的
発
展
の
た
め
の
手
段
ま
た
は
条
件
で
あ
る

す
べ
て
の
物�

件�

に
関
係
し
て
い
る
。
法
的
所
有
物
が
そ
の
他
の
種
類
の
も
の
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
人
間
発
展
の
こ
の
諸
条
件
は
、

人
が
道
徳
お
よ
び
内
面
の
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
な
し
に
決
定
し
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
外�

的�

な�

即
物
的
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な
性
質
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。」(438)

さ
ら
に
、「
所
有
物
の
法
〔
権
利
〕」
は
、
物
財
の
取
得
と
利
用
に
か
ん
す
る
法
原
理
で
あ
る
。
人
は
つ
ね
に
「
な
ん
ら
か
の
や
り

方
で
所
有
物
を
占
有
し
て
き
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
所
有
物
な
し
で
は
、
つ
ま
り
、
物
財
あ
る
い
は
、
ま
さ
に
そ
の
所
有
物

が
形
作
っ
て
い
る
手
段
な
し
で
は
、
人
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
人
の
生
そ
の
も
の
が
所
有
物
の

存
在
を
証
明
し
て
い
る
。」
し
か
し
、「
人
間
の
生
存
と
発
展
の
た
め
の
手
段
の
分
配
が
法
に
か
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
あ

る
人
の
目
的
と
諸
必
要
に
つ
り
あ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
つ
ね
に
実
際
に
起
こ
り
え
た
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
所
有
物
の
取
得

の
仕
方
も
非
常
に
多
様
で
あ
り
、
自
然
的
正
義
の
諸
原
理
に
さ
え
反
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
所
有
物
を

法
の
諸
原
理
に
も
と
づ
か
せ
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
初
め
て
所�

有�

物�

の�

法�

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。」

し
た
が
っ
て
、「
法�

的�

所�

有�

物�

は�

、
身�

体�

的�

お�

よ�

び�

精�

神�

的�

な�

生�

の�

諸�

条�

件�

と�

し�

て�

の�

物�

財�

の�

全�

体�

に�

外�

的�

に�

存�

し�

て�

い�

る�

所�

有�

物�

で�

あ�

る�

」
の
に
対
し
て
、「
所�

有�

物�

の�

法�

〔
権�

利�

〕
は�

、
人�

間�

の�

人�

格�

性�

か�

ら�

流�

れ�

出�

る�

法�

〔
権�

利�

〕
で�

あ�

り�

、
こ�

の�

人�

間�

人�

格�

性�

が�

、
普�

遍�

的�

な�

法�

原�

理�

と�

一�

致�

し�

て�

物�

件�

を�

取�

得�

し�

、
保�

持�

し�

、
人�

間�

の�

生�

目�

的�

の�

た�

め�

に�

使�

用�

し�

消�

費�

す�

る�

こ�

と�

が�

で�

き�

る�

よ�

う�

な�

諸�

行�

為�

を�

お�

こ�

な�

う�

資�

格�

が�

あ�

る�

の�

は�

、
こ�

の�

法�

〔
権�

利�

〕
に�

従�

っ�

て�

の�

こ�

と�

な�

の�

で�

あ�

る�

。」(439)

二

こ
の
よ
う
な
三
つ
の
概
念
を
区
別
し
た
う
え
で
、
つ
ぎ
に
法
的
所
有
物
お
よ
び
所
有
権
の
「
本
質
的
な
要
因
」
と
し
て
、
以

下
の
諸
論
点
が
示
さ
れ
る
。

ま
ず
、
法
的
所
有
物
と
は
、「
あ�

る�

人�

格�

と�

結�

び�

つ�

い�

た�

、
そ�

し�

て�

そ�

の�

人�

の�

生�

活�

諸�

必�

要�

の�

充�

足�

と�

い�

う�

目�

的�

の�

た�

め�

に�

、
自�

分�

で�

自�

由�

に�

処�

理�

す�

る�

こ�

と�

が�

で�

き�

る�

物�

財�

の�

全�

体�

」
で
あ
る
と
、
あ
ら
た
め
て
定
義
し
た
う
え
で
、
所
有
物
の
根
拠
、
目
的
、
内

容
、
お
よ
び
人
格
と
物
財
と
の
関
係
が
論
究
さ
れ
る
。
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一
、
所
有
物
、
お
よ
び
そ
れ
に
か
か
わ
る
権
利
〔
法
〕
の
根
拠
は
、「
人
間
の
必
要
性
」、
多
く
の
物
財
へ
の
「
依
存
」、
つ
ま
り

は
「
人
間
存
在
の
有
限
性
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
、
そ
う
し
た
物
財
の
点
で
の
制
約
性
」
に
あ
る
。

二
、
所
有
物
お
よ
び
所
有
権
の
目
的
は
、
人
間
の
生
を
「
補�

完�

し�

」「
完�

全�

化�

す�

る�

」
こ
と
で
あ
る
。

三
、
所
有
物
の
内
容
は
、「
物�

件�

で
あ
る
も
の
す
べ
て
」
で
あ
る
。
行
為
や
給
付
な
ど
、「
だ
れ
か
あ
る
人
が
義
務
を
負
っ
て
い
る

役�

務�

D
ienste

」
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
契�

約�

法�

の
部
分
に
留
保
」
し
、
以
下
で
は
「
外�

的�

な�

諸�

対�

象�

」
に
限
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
「
あ
る
人
格
性
の
所
有
物
と
な
り
う
る
も
の
は
、
理
性
的
な
方
法
で
、
あ
る
人
格
性
に
と
っ
て
専
一
的
な
利
用
を
な
し
う

る
よ
う
な
外
的
物
件
だ
け
で
あ
る
」
が
、「
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
物
件
が
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
で
多
く
の
用
益
を
も
っ

て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
分�

割�

さ�

れ�

た�

、
基
本
的
に
共
同
的
な
所
有
物
も
存
在
し�

う�

る�

―
―
地�

役�

権�

D
ienstbarkeiten

(Servituten)

の
ば
あ
い
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
。」
さ
ら
に
、「
個
別
人
格
性
で
あ
れ
集
合
的
人
格
性
（
家
族
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
民
族
）
で
あ
れ
、

あ
る
人
格
性
の
側
に
よ
る
持
続
的
な
作
用
、
処
理
、
先
占
か
ら
も
と
も
と
守
ら
れ
て
い
る
物
件
は
、
所
有
物
に
帰
す
こ
と
は
で
き
ず
、

全
員
の
共�

有�

財�

G
em
eingut

に
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
―
―
大
地
の
大
部
分
、
一
般
的
な
空�

間�

、
海
洋
お
よ
び
地
球
そ
れ
自
体

の
ば
あ
い
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
。」
こ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
と
フ
ー
ゴ
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
注
記
さ
れ
て

い
る(440f.)

。

四
、
人
格
と
物
財
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、（
ａ
）
両
者
の
「
一�

体�

性�

」
は
、「V

erm
ögen

〔
能�

力�

、
資�

産�

〕
と
い
う
概
念
」
で

表
現
さ
れ
て
い
る
。「
一
体
性
そ
れ
自
体
は
、
つ
ね
に
何
ら
か
の
概
念
的
な
も
の
、
知
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
能
力
・
資
産
も
普

遍
的
な
も
の
、
非
物
体
的
な
事
柄(res

incorporalis)

と
正
し
く
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
人
格
の
状
態
（status,

特
別
の
住
所
）

に
従
っ
て
規
定
さ
れ
、
不
可
分
の
全
体
と
し
て
遺
贈
さ
れ
る
。」
人
格
と
か
れ
の
物
財
と
の
あ
い
だ
の
こ
の
よ
う
な
「
一
体
的
な
内
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的
な
結
び
つ
き
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
た
ん
に
そ
の
物
件
を
外
的
に
支
配
す
る
だ
け
で
な
く
、「
あ
る
人
格
が
も
っ
て
い
る
精�

神�

的�

な�

能
力
の
し
る
し
を
そ
の
物
件
に
刻
印
す
る
可�

能�

性�

M
öglichkeit

」
も
存
し
て
お
り
、「
精
神
的
な
能
力
や
才
能
や
技
量
の
こ
う
し

た
結�

び�

つ�

き�

に
よ
っ
て
、
そ
の
物
件
は
多
か
れ
少
な
か
れ
大
き
な
価
値
を
も
ち
、
そ
れ
は
使�

用�

価
値
・
消�

費�

価
値
を
高
め
る
。」
さ

ら
に
、
各
人
格
性
が
そ
の
精
神
的
能
力
に
お
い
て
は
「
現
在
の
必
要
」
に
限
定
さ
れ
ず
、「
将
来
と
そ
の
必
要
の
た
め
の
原�

基�

〔
資�

質�

、
投�

資�

〕A
nlage

と
し
て
作
用
し
つ
づ
け
る
」
の
と
同
様
に
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
る
物
財
能
力
〔
資
産
〕
も
、
つ
ね

に
直
接
的
な
使
用
と
消
費
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
財
の
使
用
と
そ
の
補
�
に
振
り
向
け
ら
れ
る
価
値
と
を
超
え
る
余�

剰�

と
し
て
、
つ
ま
り
資�

本�

K
apital

と
し
て
、
投�

資�

と
し
て
、
さ
ら
な
る
生
産
に
振
り
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
精
神

的
な
資
質
と
諸
力
は
、
精�

神�

的�

な�

資�

本�

に
も
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
外
的
な
資
本
の
ば
あ
い
に
も
と
も
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。」(442f)

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
人
間
と
か
れ
の
資
産
と
の
「
一
体
性
」
か
ら
、
人
間
の
精
神
的
能
力
（
資
質
）
の
も

つ
、
将
来
の
た
め
の
「
資
本
」
機
能
が
展
望
さ
れ
る
。

ま
た
、（
ｂ
）
人
格
と
物
財
と
の
関
係
の
「
個�

人�

的�

・
主�

観�

的�

な�

側
面
」
と
し
て
「
占�

有�

物�

B
esitz

」
が
、（
ｃ
）
こ
の
関
係
の

「
客�

観�

的�

・
外�

的�

・
事
実
的
な
側
面
」
と
し
て
「
所�

有�

物�
E
igenthum

」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
占
有
物
は
、「
そ
の
人

格
性
に
よ
っ
て
み
た
さ
れ
る
べ
き
、
あ
る
主
観
的
な
諸
条
件
（
た
と
え
ば
、anim

us
possidendi

〔
所
有
意
思
〕、bona

fides

〔
善

意
〕）
を
必
要
と
す
る
」
の
に
対
し
て
、
所
有
物
は
、「
だ�

れ�

で�

も�

ふ�

つ�

う�

に�

認�

識�

す�

る�

こ�

と�

が�

で�

き�

る�

外
的
な
諸
事
実
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
占
有
物
と
所
有
物
は
、「
通
常
は
互
い
に
統
合
さ
れ
て
い
る
」
が
、「
別�

�々

に�

存
在
す
る
こ
と
も
あ�

り�

う�

る�

。」（
ｄ
）「
物
件
の
人
格
に
対
す
る
関
係
―
―
そ
れ
に
よ
っ
て
所
有
物
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
―
―
は
、
使�

用�

と
消�

費�

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
最
終
目
標
と
し
て
こ
の
関
係
を
終
わ
ら
せ
、
所
有
物
の
終
了
要
因
と
な
る
。」(442f.)
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三

以
上
の
よ
う
な
「
法
的
所
有
物
」
に
か
ん
す
る
諸
論
点
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
提
示
さ
れ
た
「
所
有
物
の
権

利
」
つ
ま
り
所
有
権
を
め
ぐ
る
以
下
の
よ
う
な
議
論
は
、
後
述
の
従
来
の
代
表
的
な
所
有
権
論
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
批
判
的
見

地
へ
の
伏
線
と
し
て
、
い
っ
そ
う
留
意
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
所
有
権
が
「
内�

的�

か
つ
外�

的�

な�

も
の
」
と
と
ら
え
ら
れ
、「
内
的
な
所
有
権
」
と
「
外
的
な
所
有
権
」
と
が
区
別
さ
れ
る
。

内
的
と
外
的
と
の
区
別
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
も
、
ま
た
カ
ン
ト
に
も
通
じ
る
も
の
だ
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
い
て
は
、「
人
倫
」
と

「
法
」、「
人
倫
的
自
由
」
と
「
法
的
自
由
」、
と
い
う
対
比
が
、「
内
的
」＝

「
主
観
的
」
と
「
外
的
」＝

「
客
観
的
」
と
の
対
比
と

パ
ラ
レ
ル
に
提
示
さ
れ
、
し
か
も
ク
ラ
ウ
ゼ
に
導
か
れ
て
、
こ
れ
ら
の
両
者
の
倫
理
的
統
合
が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
内�

的�

な�

所�

有�

権�

」
は
、「
所
有
者
の
自
分
の
所
有
物
に
対
す
る
純�

粋�

に�

個�

人�

的�

な�

権
利
関
係
」
と
し
て

規
定
さ
れ
、
一
方
、「
外�

的�

な�

所�

有�

権�

」
は
、「
あ
る
物
件
ま
た
は
諸
物
財
の
一
全
体
に
か
ん
す
る
、
あ
る
人
の
他�

人�

（
特
定
の
人
で

あ
れ
、
考
え
ら
れ
る
人
々
全
員
で
あ
れ
）
に
対
す
る
外
的
関
係
」
の
問
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
内
的
な
所
有
権
」

に
は
、
占
有
・
処
分
・
使
用
・
消
費
の
諸
権
利
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
の
「
濫�

用�

」
に
対
す
る
公
的
「
介
入
」
の
正
当
化
、「
継
続
的

な
不�

使�

用�

」
や
「
第
三
者
の
長�

期�

使�

用�

」
な
ど
に
よ
る
所
有
権
の
喪
失
と
い
う
事
態
も
帰
結
し
う
る
。
一
方
、「
外
的
な
所
有
権
」

は
、「
あ
る
物
件
の
所
有
ま
た
は
占
有
を
取�

得�

し�

、
取�

り�

戻�

す�

権
利
、
承�

認�

し�

、
妨�

害�

し�

な�

い�

権
利
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
に
は
実
定
法
で
「
い
わ
ゆ
る
請
求
権
的
・
所
有
権
的
上�

訴�

」
が
認
め
ら
れ
て
い
る(443f.)

。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
外
的

な
所
有
権
に
よ
っ
て
、「
だ
れ
で
も
、
所
有
物
を
、
人
格
性
の
権
利
の
流
出
物
と
し
て
、
ま
た
、
人
格
性
の
必
要
の
た
め
に
、
実
際

に
取�

得�

す�

る�

諸�

行�

為�

を
お
こ
な
う
資
格
が
あ
り
、
ま
た
他
面
で
は
、
だ
れ
で
も
、
あ
る
所
有
物
を
取
得
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
尊
重

し
保
護
す
る
た
め
の
諸
条
件
で
あ
る
よ
う
な
諸
給
付
を
、
個
々
の
ま
た
は
集
合
的
な
諸
人
格
の
側
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
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(444)と
こ
ろ
で
、「
人
間
の
本
質
に
も
と
づ
く
所
有
権
が
、
実�

際�

に�

経
験
上
取
得
さ
れ
る
個
々
の
諸
行
為
が
、
所
有
物
の
取�

得�

の�

仕�

方�

E
rw
erbungsarten

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
物
の
権�

原�

T
itel

あ
る
い
は
法�

的�

根�

拠�

R
echtsgrund

は
、
そ
の
所
有
物
の
外
的

な
取
得
の
仕
方
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
特
定
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
あ
れ
こ
れ
の
取
得
の
仕
方
を
正
当
化
す
る

た
め
に
は
、
法
的
根
拠
と
法
的
請
求
権
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
取
得
の
仕
方
は
、
実
際
の
生
に
お
い
て

は
非
常
に
多
様
で
あ
り
う
る
」
が
、「
所
有
物
が
取
得
さ
れ
る
行
為
が
、
た
ん
に
一�

方�

的�

な�

行
為
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
社�

会�

的�

な�

行
為
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
。
前
者
は
、
占�

有�

O
ccupation

お
よ
び
加�

工�

Specification

で
あ
り
、
後
者
は
、
契�

約�

V
ertrag

お
よ
び
法�

律�

G
esetz

に
よ
る
所
有
物
の
取
得
で
あ
る
。」
そ
の
ほ
か
に
、「
た
と
え
ば
ロ
ー
マ
法
に
お
け
るA

ccessio,

traditio,
adjudicatio,

usucapio

の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
お
け
るZ

uw
achs,

accessio

の
よ
う
に
、
実
定
法
上

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
取
得
の
仕
方
」
が
存
在
す
る
が
、「
最�

初�

の�

本�

源�

的�

な�

取
得
の
仕
方
は
、
明
白
に

占�

有�

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
権
利
は
、
人
間
の
物
件
必
要
性
に
存
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
ま
も
な
く
、
農
耕
を
営
む
種
族

で
は
加�

工�

、
あ
る
い
は
耕
作
に
よ
る
先
占
が
生
じ
た
。
契
約
と
法
律
は
、
た
し
か
に
す
で
に
最
初
期
か
ら
交
換
契
約
や
慣
習
法
に
あ

ら
わ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
市
民
社
会
の
さ
ら
な
る
進
歩
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
所
有
物
の
よ
り
洗
練
さ
れ
た
取
得
の
仕
方
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。」(445f.)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
所
有
物
を
「
人
格
性
の
権
利
の
流
出
物
」
と
位
置
づ
け
、
所
有
物
の
法
的
根
拠
な
い
し
権
原
を

「
人
間
の
物
件
必
要
性
」、
あ
る
い
は
物
財
へ
の
「
依
存
」
と
い
う
制
約
性
に
求
め
、
こ
の
権
原
と
実
際
の
多
様
な
取
得
の
仕
方
と
を

区
別
し
た
。「
所
有
物
の
権
利
（
権
原
）
と
取
得
の
仕
方
と
の
区
別
は
、
法
哲
学
の
学
説
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
誤
認
さ
れ
た
」
と
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見
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
従
来
の
所
有
権
の
諸
理
論
が
以
下
の
よ
う
に
吟
味
・
批
判
さ
れ
る
。

四

す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ま
で
所
有
物
に
つ
い
て
提
起
さ
れ
て
き
た
諸
理
論
は
す
べ
て
、
所
有
権
を
人
間
の
人
格
性
か
ら
直
接
派

生
す
る
権
利
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
人�

間�

の�

意
志
ま
た
は
人
間
の
活
動
の
、
あ
る
行�

為�

の
産
物
と
み
な
す
と
い
う
点
で
は
ど
れ
も

同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
占
有
や
加
工
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
あ
る
個�

人�

の
行
為
そ
の
も
の
の
産
物
で
あ
れ
、
あ
る
い
は

契�

約�

や
法�

律�

の
ば
あ
い
の
よ
う
に
社�

会�

的�

に�

表
明
さ
れ
た
意
志
の
産
物
で
あ
れ
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。」(446)

し
た
が
っ
て
、
吟
味

の
対
象
は
、「
所
有
権
を
あ
る
個
人
の
行
為
に
も
と
づ
か
せ
る
諸
理
論
」
と
「
所
有
権
を
あ
る
社
会
的
な
事
実
か
ら
（
法
律
ま
た
は

契
約
か
ら
）
導
き
だ
す
諸
理
論
」
と
に
区
分
さ
れ
る
。

（
一
）
占
有

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
の
根
拠
を
占
有
に
お
く
理
論
と
、
労
働
ま
た
は
加
工
に
お
く
理
論
と
が
検
討
さ
れ
る
。
ア
ー
レ

ン
ス
に
従
え
ば
、「
最
も
一
般
的
で
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
は
、
無�

主�

物�

の�

占�

有�

を
所
有
物
の
最
も
主
要
な
取
得
根
拠
と

み
な
す
も
の
で
あ
る
。」
古
代
ロ
ー
マ
の
法
学
者
た
ち
か
ら
、
ユ
ー
ス
テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
法
典
に
お
け
る
法
律
的
構
成
、
そ
し
て

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
ま
で
、
こ
の
見
方
に
立
っ
て
い
る
が
、
最
近
の
三
百
年
間
に
は
、
た

ん
な
る
占
有
だ
け
で
な
く
、
占
有
の
他
者
に
よ
る
承
認
と
尊
重
を
確
保
す
る
た
め
に
、
法
学
者
た
ち
は
、
各
人
が
最
初
の
先
取
物
を

そ
の
人
の
「
排
他
的
な
所
有
物
」
に
す
る
こ
と
を
人
々
が
互
い
に
「
暗�

黙�

の�

う�

ち�

に�

合�

意�

し�

た�

」
と
「
仮
定
」
し
て
い
る(447)

、

と
。
し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
が
批
判
す
る
の
は
、「
こ
の
理
論
は
所
有
物
の
原
理
な
い
し
権
利
の
問
題
を
、
所
有
物
の
歴
史
的
な
起
源

の
問
題
と
取
り
違
え
て
い
る
と
い
う
点
」
で
あ
る
。

「
土
地
所
有
物
は
一
般
に
そ
の
起�

源�

を
、
人
々
に
よ
る
土
地
お
よ
び
物
質
的
事
物
の
占
有
に
負
っ
て
い
る
こ
と
は
、
疑
う
余
地
が
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な
い
。
し
か
し
、
占
有
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
ま
だ
所
有
権
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
際
に
は
こ
の
最
初
の
占
有
も
決
し

て
尊
重
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
未
居
住
の
土
地
の
最
初
の
新
来
者
た
ち
は
、
あ
と
か
ら
の
新
来
者
た
ち
が
大
変
強
力
で
要

求
を
押
し
通
す
ば
あ
い
に
は
、
自
分
た
ち
の
願
い
に
反
し
て
か
れ
ら
と
分
け
合
う
と
い
う
こ
と
を
つ
ね
に
強
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
占
有
に
か
ん
す
る
教
義
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
所
有
物
の
権
原
と
み
な
さ
れ
る
の
は
結
局
暴�

力�

だ
け
で
あ
り
、
偶
然

的
な
最
初
の
占
有
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。」「
し
か
し
暴
力
は
ど
ん
な
権
利
も
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
教
義
の
支
持
者
た
ち
は
、
占
有
と
い
う
た
ん
な
る
外
的
事
実
に
よ
っ
て
は
、
な
さ
れ
た
占
有
に
つ
い
て
同
意
し
尊
重
す

る
こ
と
―
―
そ
れ
な
し
で
は
、
そ
の
所
有
物
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
―
―
を
第
三
者
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、

自
分
で
も
感
じ
た
。
だ
か
ら
、
か
れ
ら
は
こ
こ
で
も
、
社
会
の
始
ま
り
に
際
し
て
人
々
の
あ
い
だ
で
普
遍
的
な
合
意
協
定
が
結
ば
れ

た
の
だ
と
い
う
仮
説
を
考
え
つ
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
、
や
は
り
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。」

つ
ま
り
、「
契
約
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
取
り
結
ん
だ
当
事
者
た
ち
に
対
し
て
の
み
義
務
を
負
わ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
第
三
者
や

将
来
の
世
代
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
貧
窮
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
何
百
万
と
い
う
人
々
は
、
本
来
自
分
た
ち
の
持
っ
て

い
た
、
こ
の
世
の
諸
物
に
対
す
る
権
利
を
自
発
的
に
放
棄
し
た
の
だ
と
、
仮
に
想
定
し
よ
う
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
不
幸
に

対
す
る
あ
ざ
け
り
に
等
し
い
だ
ろ
う
。」「
ど
ん
な
権
利
も
、
社
会
の
全
成
員
の
平
等
な
諸
権
利
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
占
有
と
い
う
事
実
に
は
、
こ
の
種
の
限
界
は
存
在
し
な
い
。
も
し
そ�

れ�

〔
占
有
〕
に
決
定
権
を
与
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

あ
る
一
個
人
が
全
国
土
の
支
配
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
他
の
す
べ
て
の
人
々
を
そ
こ
か
ら
排
除
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
ん
な
権
利
は
、
健
全
な
人
間
悟
性
は
こ
れ
ま
で
決
し
て
許
し
た
こ
と
が
な
い
。」(448f.)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
占
有
は
「
た
ん
な
る
外
的
事
実
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
暴
力
性
と
無
制
約
性
に
照
ら
し
て
も
、
所
有
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権
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
と
主
張
し
た
。
加
え
て
、
こ
う
も
言
う
の
で
あ
る
。「
現
在
で
は
国
家
が
み
ず
か
ら
を
無
主
物
の
所
有

者
と
み
な
」
し
た
り
、
占
有
を
大
幅
に
規
制
し
た
り
し
て
い
る
か
ら
、
所
有
物
の
取
得
根
拠
と
し
て
の
占
有
の
理
論
は
「
こ
ん
に
ち

で
は
も
は
や
適
用
不
能
に
な
っ
て
い
る
に
等
し
い
。」
し
か
も
、
占
有
は
、「
そ
れ
に
つ
づ
く
労�

働�

ま
た
は
人
間
の
産
業
〔
勤
勉
〕
に

よ
る
先�

占�

A
neignung

を
欠
い
た
、
た
ん
な
る
占
有
だ
け
で
は
、
所
有
物
の
権
原
と
は
め
っ
た
に
認
め
ら
れ
な
い
。
大
地
は
、
た

ん
に
占
有
だ
け
で
な
く
人
間
活
動
に
よ
る
耕
作
と
改
造
を
も
な
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
文
化
の
点
で
大
い
に
進
歩

し
て
い
る
諸
国
民
は
、
あ
る
領
域
に
群
が
っ
て
い
る
粗
野
な
集
団
に
対
し
て
、
そ
の
占
有
が
確
固
と
し
た
定
住
も
土
地
に
根
を
お
ろ

す
こ
と
も
し
て
い
な
い
た
め
に
、
絶
対
的
な
所
有
権
を
認
め
な
い
と
い
う
権
利
を
有
し
て
き
た
。」
つ
ま
り
、「
大
地
は
そ
れ
を
耕
作

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
理
性
の
命
令
で
あ
り
、
神
の
意
志
で
あ
る
。」(449f.)

わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
惹
く
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
所
有
権
の
論
拠
と
し
て
の
占
有
論
を
批
判
す
る
こ
う
し
た
諸
論
点
を
提
示
す
る

に
際
し
て
、
ル
ソ
ー(Jean-Jacques

R
ousseau,

1712-1778)

の
『
社
会
契
約
論
』
の
第
一
編
第
九
章
（「
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
」）

に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ル
ソ
ー
は
、
確
か
に
一
般
意
志volonté

générale

の
原
理
の
結
果
、〈
国
家
を
そ

の
成
員
の
全
財
産
の
支
配
者
に
す
る
〉
の
だ
が
、
し
か
し
、〈
最
初
の
占
取
の
権
利
〔
先
占
権
〕
は
、
所
有
権
の
確
立
の
の�

ち�

に�

は

じ
め
て
真
の
権
利
と
な
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
本
来
は
自
分
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
に
対
す
る

権
利
だ
け
を
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
か
れ
は
正
し
い
限
界
づ
け
を
お
こ
な
っ
て
、〈
最
初
の
占
取
の
権
利
〉
を
つ
ぎ
の
諸
条
件

(conditions)

に
依
存
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〈
第�

一�

に�

、
そ
の
土
地
に
ま
だ
だ
れ
も
住
ん
で
い
な
い
こ
と
、
第�

二�

に�

、
あ
る
広

さ(quantité)

、
つ
ま
り
生
存
す
る
た
め
に
必
要
な(dont

on
a
besoin

pour
subsister)

広
さ
し
か
占
拠
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
、

第�

三�

に�

、
空
虚
な
儀
式
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
労
働
と
耕
作
に
よ
っ
て
こ
れ
を
占
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
の
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労
働
と
耕
作
は
、
他
の
法
的
な
権
原
が
な
い
ば
あ
い
に
は
他
人
か
ら
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
唯
一
の
所
有
物
の
し
る
し
な

の
で
あ
る
〉、
と
述
べ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
が
こ
れ
ら
の
諸�

条�

件�

に
よ
っ
て
正
し
い
権�

利�

概
念
に
か
ん
す
る
予
感
を
表
明
し
て
い
る
こ

と
は
注
目
に
あ
た
い
（
４
）

す
る
。」(449A

nm
.)

す
で
に
示
唆
さ
れ
た
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
契
約
理
論
を
た
ん
な
る
仮
説
と
し
て
拒
否
す
る
の
だ
が
、
現
実
の
歴
史
的
事
象
に

対
す
る
視
野
か
ら
「
た
ん
な
る
外
的
事
実
」
と
し
て
の
占
有
と
「
普
遍
的
な
法
原
理
」
に
も
と
づ
く
所
有
権
と
を
区
別
す
る
ア
ー
レ

ン
ス
の
見
地
は
、
ル
ソ
ー
が
「
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
へ
の
推
移
」
の
も
と
で
明
示
し
た
、「
自
然
的
自
由
」
と
「
社
会
的
自

由
」、「
占
有
」
と
「
所
有
権
」
と
い
う
対
比
と
事
実
上
親
和
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ル
ソ
ー
は
す
で
に
、「
力
は
い
か
な
る
権

利
も
生
み
だ
さ
（
５
）

な
い
」（
同
第
四
章
）
と
述
べ
、「
人
間
が
社
会
契
約
に
よ
っ
て
失
う
も
の
」
と
「
か
ち
得
る
も
の
」
と
を
対
比
し
て
、

「〔
自
然
状
態
に
お
け
る
〕
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
力
だ
け
が
限
度
を
左
右
す
る
自
然
的
自
由liberté

naturelle

と
、〔
社
会
状
態
に
お
け

る
〕
一
般
意
志
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
社
会
的
自
由liberté

civile

と
の
違
い
」、「
暴
力
の
結
果
か
先
占
権
に
す
ぎ
な
い
占
有

possession

と
、
法
律
上
の
権
原
に
も
と
づ
い
て
は
じ
め
て
成
り
立
ち
う
る
所
有
権propriété

と
の
違
い
を
、
は
っ
き
り
見
分
け
る

こ
と
が
必
（
６
）

要
だ
」（
同
第
八
章
）
と
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ル
ソ
ー
が
、
土
地
の
正
当
な
先
占
権
の
た
め
に
必
要
な
第
三
の
条
件
と
し
て
、「
労

働
と
耕
作
」
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
も
た
ら
し
た
近
代
的
な
所
有
権
の
観

念
は
、
土
地
所
有
権
を
「
利
用
を
伴
う
占
有
」
で
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
所
有
権
（
領
主
）
と
利
用
権
（
農
民
）
と

を
一
体
化
さ
せ
る
形
で
「
農
民
の
所
有
権
」
と
し
て
成
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
所
有
権
を
利
用
権

お
よ
び
処
分
権
と
し
て
規
定
し
、
そ
の
一
元
的
排
他
性
を
特
徴
と
し
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
も
、
上
述
の
よ
う
に
所
有
権
の
前
提
に
定
住
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と
耕
作
を
置
い
て
い
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
の
発
想
は
使
命
論
的
で
あ
り
、
自
分
の
所
有
物
の
「
濫
用
」
へ
の
公
的
介
入
や
「
継
続
的

な
不
使
用
」
に
よ
る
所
有
権
の
喪
失
を
、
他
者
と
の
関
係
を
捨
象
し
た
「
内
的
な
所
有
権
」
の
問
題
（
占
有
・
処
分
・
使
用
・
消
費
）

と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
占
有
に
か
ん
す
る
教
義
は
根
本
的
に
誤
り
で
あ
り
、
実
際
的
な
価
値
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
ア
ー
レ

ン
ス
は
、
つ
ぎ
に
「
所
有
権
の
根
拠
を
労
働
、
ま
た
は
労
働
に
よ
る
物
件
の
改
造
と
加
工
に
お
く
諸
理
論
」
の
批
判
的
吟
味
に
向
か

う
。

（
二
）
労
働
・
加
工

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
労
働
の
社
会
的
意
義
と
尊
重
を
人
間
の
尊
重
と
重
ね
あ
わ
せ
る
が
、
労
働
を
所
有
権
の
法
的
根
拠
と
は
み
な
さ

な
い
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
労
働
と
勤
勉
に
高
い
価
値
と
尊
重
と
保
護
と
を
与
え
る
近
代
で
は
、
多
く
の
著
述
家
た
ち

が
占
有
に
か
ん
す
る
古
い
教
義
を
捨
て
て
、
所
有
物
の
権
原
と
起
源
を
労
働
ま
た
は
勤
勉
に
求
め
て
い
る
」。
そ
れ
は
、「
あ
る
人
が

あ
る
物
件
に
労
働
を
振
り
向
け
、
か
れ
が
自
分
の
必
要
と
目
的
に
従
っ
て
そ
の
物
件
を
造
形
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
い
わ
ば

自
分
の
人
格
性
の
刻
印
を
押
す
」
か
ら
で
あ
る
。「
こ
の
理
論
は
、
労�

働�

ま
た
は
造�

形�

（
加�

工�

）
に�

よ�

る�

物
件
の
先�

占�

の
理
論
と
も

呼
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
所
有
物
の
根
拠
を
偶
然
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
は
な
く
、
規
則
正
し
い
、
つ
ね
に
ど
こ
で

も
存
在
す
る
事
実
、
つ
ま
り
人
間
の
活
動
ま
た
は
労
働
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
占
有
の
理
論
よ
り
も
明
ら
か
に
理
性
に
か
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
教
義
も
所
有
物
の
真
の
権
原
を
説
明
し
て
い
な
い
。」
つ
ま
り
、「
こ
の
理
論
は
、
ま
ず
最

初
に
、
物
件
が
ま
だ
占
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
を
必
然
的
に
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
占
有
論
を
拒
否
す
る
。
そ
し
て
そ
の

つ
ぎ
に
、
占
有
か
ら
所
有
物
の
権
原
や
権
利
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、
占
有
を
、
た
ん
に
あ
る
人
が
あ
る
物
件
を
わ
が
も
の
と
す
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る
最�

初�

の�

実�

質�

的�

な�

事�

実�

と
し
て
の
み
み
な
し
、
占
有
さ
れ
た
物
件
が
そ
の
ご
ま
だ
労�

働�

に�

よ�

っ�

て�

手�

を�

加�

え�

ら
れ
て
い
な
い
ば
あ

い
に
は
、
こ
の
〔
最
初
の
〕
事
実
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
理
論
は
、
同
様
に
物
件
の
無
主
性

の
状
態
を
前
提
す
る
か
ら
、
占
有
の
理
論
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
ん
に
ち
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
あ
る
物
件
に
手
を
加
え
る
と
い
う
事
実
だ�

け�

で
は
誰
も
そ
の
所
有
者
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は

明
白
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」(450f.)

「
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
す
で
に
所
有
物
の
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。
あ
る
物
件
の
所
有
者
だ
け
が
、
そ
れ
を
自
分
の
ほ
し
い

ま
ま
に
改
造
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
改
造
が
所
有
物
を
つ
く
り
だ
す
の
で
は
な
く
、
改
造
は
所
有
物
を
前�

提�

す�

る�

。
た
と
え
加
工
す
べ
き
材
料
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
れ
に
対
し
て
も
不
正
が
生
じ
な
い
と
い
う
ば
あ
い
を
仮
定
し
て

も
、
そ
の
人
が
改
造
す
る
こ
と
の
で
き
る
い
っ
さ
い
の
も
の
が
、
合
法
的
な
や
り
方
で
自
分
の
所
有
物
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。」
と
い
う
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
想
定
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。「
一
片
の
土
地
が
あ
っ

て
、
そ
こ
を
耕
す
に
は
一
人
の
人
間
で
十
分
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
収
穫
量
は
三
人
の
人
間
を
扶
養
で
き
る
ほ
ど
だ
と
し
よ
う
。
あ

る
い
は
、
あ
る
国
土
全
体
で
住
民
が
こ
の
よ
う
な
一
対
三
の
割
合
で
生
き
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
も
し
か
れ
ら
の
三
分
の
一

が
、
労
働
と
勤
勉
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
い
っ
さ
い
の
所
有
物
を
わ
が
も
の
と
し
て
、
残
余
の
三
分
の
二
の
人
々
の
生
を
自

分
の
善
意
に
依
存
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
た
し
か
に
不
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
所
有
権
あ
る
い
は
所
有
物
の
権

利
は
、
自
然
に
よ
っ
て
同
じ
空
間
領
域
が
居
住
地
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
人
々
の
数
と
必
要
に
応
じ
て
所
有
物
が
正
当
に
制
限
さ

れ
る
こ
と
を
つ
ね
に
伴
う
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。」「
こ
の
よ
う
な
必
然
的
な
制
限
は
、
占
有
の
ば
あ
い
も
加
工
の

ば
あ
い
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
、
所
有
物
の
権
原
ま
た
は
権
利
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
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で
き
な
い
。」(451f.)

こ
こ
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
本
来
、
物
件
の
所
有
が
そ
の
改
造
の
前
提
を
な
す
こ
と
、
改
造
（
加
工
）
に
よ
る
所
有
物
の
成
立

を
想
定
す
る
ば
あ
い
で
も
、
改
造
と
い
う
行
為
が
そ
れ
に
よ
る
全
所
有
物
の
独
占
を
正
当
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
。
右
の
論
旨
は
、
ロ
ッ
ク
が
主
張
し
た
生
産
的
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
権
の
事
実
上
の
無
制
約
性＝

個
人
主
義
的
解
放
に
対
す

る
批
判
を
意
味
し
う
る
だ
ろ
う
。
所
有
権
は
、
所
有
物
の
正
当
な
制
限
（
労
働
か
ら
排
除
さ
れ
た
者
の
生
存
の
必
要
と
配
分
）
を
伴

う
と
言
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
と
は
別
に
、
改
造
つ
ま
り
労
働
と
い
う
人
間
活
動
は
、
そ
こ
に
「
人
間
の
人
格
性
の
し
る
し

を
刻
印
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
労
働
と
勤
勉
と
の
「
作
品
」
に
対
す
る
「
尊
重
の
念A

chtung

」
を
人
々
に
呼
び
起
こ
し
、

ま
た
、
労
働
が
新
た
な
「
価
値
」
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
に
も
留
意
し
て
い
る
。「
労
働
は
人
間
か
ら
発
す
る
作
用
で
あ
る
」
か

ら
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
人
格
性
に
対
し
て
示
さ
れ
る
尊
重
の
念
を
労
働
が
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
人
間
は
、
人

間
の
痕
跡
に
ふ
れ
る
と
き
、
無
意
識
の
う
ち
に
そ
の
人
間
を
尊
重
す
る
。
人
は
自
然
的
に
、
人
間
活
動
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た

対
象
物
を
、
そ
れ
を
制
作
し
た
人
の
不
可
侵
の
所
有
物
と
し
て
承
認
す
る
傾
向
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
戦
争
に
お
い
て
さ
え
、
人
間
の

勤
勉
の
作
品
で
あ
る
都
市
を
、
自
然
の
作
品
と
み
な
さ
れ
る
耕
地
よ
り
も
大
切
に
扱
う
。
芸
術
作
品
に
対
し
て
な
さ
れ
る
荒
廃
が
つ

ね
に
呼
び
起
こ
す
怒
り
も
、
そ
こ
に
由
来
す
る
。」(452)

「
労�

働�

と
加
工
の
理
論
の
根
底
に
あ
る
、
い
ま
な
お
実
践
的
な
真
理
は
、
労
働
は
ど
こ
で
で
も
尊
重
さ
れ
評
価
さ
れ
る
に
値
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
る
物
件
の
加�

工�

者�

も
、
た
と
え
所
有
者
で
は
な
く
た
ん
に
そ
の
誠�

実�

な�

占
有
者
で
あ
る
に
す

ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
所
有
者
に
あ
る
報�

酬�

を
要
求
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
技�

能�

労
働
に
よ
っ

て
、
あ
る
物
件
が
そ
れ
に
利
用
さ
れ
る
原
材
料
と
し
て
有
し
て
い
た
価
値
よ
り
大
き
な
価�

値�

が
生
み
出
さ
れ
る
か
ら
、
従
た
る
も
の

―１７３（２２）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
と
共
同
性



は
そ
の
主
た
る
も
の
に
従
うaccessorium

sequitur
principale

と
い
う
規
則
の
正
し
い
適
用
に
照
ら
し
て
も
、
こ
の
ば
あ
い
に
は

技
能
労
働
が
主
た
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
加
工
者
は
、
原
材
料
の
所
有
者
へ
の
補
償
と
引
き
替
え
に
所
有
物
を
取
得

す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
あ
る
物
件
を
以
前
の
状
態
へ
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
可�

能�

性�

で
は
な

く
合�

理�

性�

が
決
め
手
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
合
理
性
は
、
労
働
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
生
産
物
の
価�

値�

に
応
じ
て
決
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」(453)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
人
間
労
働
が
原
材
料
に
対
し
て
付
加
的
に
生
み
出
す
新
た
な
価
値
の
大
き
さ
に
注
目
し
、
こ
れ
を

「
加
工
者
」
の
「
報
酬
」
だ
け
で
な
く
、「
加
工
者
」
に
よ
る
所
有
物
取
得
を
も
正
当
化
す
る
理
由
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
ア
ー
レ
ン
ス
の
結
論
は
、「
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
の
社
会
的
な
意
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
は
所
有
物

の
一
つ
の
取
得
の
仕
方
で
し
か
な
く
、
所
有
物
の
法
的
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
」、
と
。
な
ぜ
な
ら
、
上
述
の
よ
う
に
、

労
働
は
所
有
物
の
制
限
と
い
う
「
必
然
」
性
を
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
三
）
法
律

つ
ぎ
の
吟
味
対
象
は
、「
所
有
物
の
根
拠
を
、
そ
れ
だ
け
が
普
遍
的
な
諸
義
務
の
源
泉
だ
と
み
な
さ
れ
う
る
よ
う
な
事
実
」、
つ
ま

り
「
契�

約�

と
法�

律�

」
と
い
う
「
社
会
的
事
実
」
に
求
め
る
諸
理
論
で
あ
る
。
こ
の
立
場
の
人
々
が
「
普
遍
的
な
諸
義
務
の
源
泉
」
を

問
題
に
し
た
の
は
、
占
有
や
加
工
の
よ
う
な
「
あ
る
人
格
の
孤
立
し
た
行
為
で
は
、
占
有
な
い
し
加
工
さ
れ
た
物
件
に
対
す
る
他�

者�

の
側
か
ら
の
尊
重
の
義
務
と
社
会
的
な
保�

護�

を
基
礎
づ
け
る
に
は
不
十
分
だ
と
正
当
に
も
み
な
す
」
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
「
近
代
に
お
い
て
所
有
物
を
法
律
か
ら
導
出
し
た
最
初
の
人
」
と
位
置
づ
け
る
の
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

(C
harles-L

ouis
de
Secondat,

B
aron

de
la
B
rède

et
de
M
ontesquieu,

1689-1755)

で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

―１７２（２３）―
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は
、『
法
の
精
神
』（
一
七
四
八
年
）
の
第
二
十
六
編
第
十
五
章
の
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
は
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
財
が
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
原
初
的
な
自
然
状
態
を

想
定
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。〈
人
々
は
、
政
治
の
法
律politische

G
esetze

の
も
と
で
生
き
る
た
め
に
、
自
分
た
ち

の
自
然
的
独
立
性
を
放
棄
し
た
の
だ
か
ら
、
市
民
の
法
律bürgerliche

G
esetze

の
も
と
で
生
き
る
た
め
に
、
自
然
的
な
財
産
共
有

制
を
も
放
棄
し
た
。
前
者
の
法
律
は
か
れ
ら
に
自
由
を
与
え
、
後
者
は
所
有
物
を
与
え
た
〉、
と
。」(454)

ア
ー
レ
ン
ス
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
へ
の
言
及
は
こ
れ
だ
け
だ
か
ら
、
誤
解
と
混
乱
を
招
き
や
す
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
一
つ

に
は
、
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
言
う
「
政
治
の
法
律loix

politiques

」
と
「
市
民
の
法
律loix

civiles

」
と

が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
説
明
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
輪
を
か
け
て
、

こ
こ
で
「
原
初
的
な
自
然
状
態
を
想
定
し
」
た
と
さ
れ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
右
の
引
用
文
に
あ
る
「
放
棄
す
る
」（
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
の
原
文
で
はrenoncer

）
と
い
う
語
が
連
想
さ
せ
る
社
会
契
約
の
観
念
を
、
用
い
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
後
者
の

点
か
ら
み
て
お
こ
う
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
た
し
か
に
同
書
の
第
一
編
第
二
章
「
自
然
の
法
律
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
社
会
の
確
立
前
の
人
間
を

考
察
」
し
て
「
自
然
状
態état

de
nature

」
に
お
け
る
四
つ
の
自
然
法
を
想
定
し
た
あ
と
、
つ
づ
く
第
三
章
「
実
定
的
法
律
に
つ
い

て
」
で
は
、
人
間
は
「
社
会
生
活
を
営
む
」
よ
う
に
な
る
と
三
種
類
の
「
法
律
」
―
―
万
民
法
・
政
治
法
・
市
民
法
―
―
を
制
定
す

る
に
至
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、「
自
然
状
態
」か
ら
社
会
状
態
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
社
会
契
約
の
観
念
は
登
場
し
な
い
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
推
論
し
た
自
然
法
は
、
第
一
に
、
人
間
の
弱
さ
と
臆
病
さ
（
劣
弱
の
感
情
）
に
起
因
す
る
平
和
で
あ
り
、
第
二

に
、
自
分
の
欲
望
、
と
く
に
肉
体
的
必
要
の
感
情
つ
ま
り
食
物
へ
の
欲
求
で
あ
り
、
第
三
は
人
々
お
よ
び
両
性
の
接
近
願
望
、
第
四

―１７１（２４）―
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は
「
社
会
生
活
を
し
よ
う
と
い
う
願
望desil

de
vivre

en
société

」
で
あ
る
。（
冒
頭
に
、
わ
れ
わ
れ
を
「
創
造
者
」
へ
向
か
わ
せ

る
法
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
こ
こ
で
の
関
心
の
対
象
と
し
て
は
付
け
足
し
の
印
象
を
免
れ
（
７
）

な
い
。）
そ
し
て
、
人
間
は
社

会
生
活
を
営
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
間
と
個
人
間
と
の
二
種
類
の
「
戦
争
状
態état

de
guerre

」
を
つ
く
り
だ
す
。
民
族
間
の
戦

争
状
態
は
「
万
民
法droit

des
gens

」
を
確
立
さ
せ
る
。
一
つ
の
社
会
の
な
か
で
は
、「
治
め
る
者
が
治
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
も

つ
関
係
」
と
し
て
「
政
治
法droit

politique

」
が
つ
く
ら
れ
、「
全
市
民
が
相
互
の
あ
い
だ
で
も
つ
関
係
」
と
し
て
「
市
民
法droit

civil

」
が
つ
く
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
法
は
統
治
の
法
、
国
制
の
法
、
あ
る
い
は
公
法
に
相
当
し
、
市

民
法
は
市
民
（
公
民
）
相
互
の
関
係
を
規
定
す
る
私
法
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
「
社
会
生
活
」
は
自
然
法
に
も
と
づ
く
が
、

「
人
間
が
社
会
生
活
を
始
め
る
と
す
ぐ
に
、
か
れ
ら
は
自
分
の
弱
さ
の
感
情
を
失
う
。
か
れ
ら
の
あ
い
だ
に
存
在
し
て
い
た
平
等
は

終
わ
り
、
戦
争
状
態
が
始
ま
る
。」と
さ
れ
、
そ
れ
が
三
つ
の
実
定
法
を
つ
く
り
だ
す
の
で
（
８
）

あ
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
、

自
然
状
態
は
平
和
で
あ
り
、
戦
争
状
態
は
社
会
状
態
に
な
っ
て
か
ら
生
じ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
社
会
契
約
と
い
う
抽
象
的
仮
構
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、か
れ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
へ
の
批
判
―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
が「
社

会
が
確
立
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
人
間
に
生
じ
え
な
い
こ
と
…
…
を
、
社
会
の
確
立
前
の
人
間
に
帰
す
る
の
は
解
せ
な
い
こ
と
で
あ

（
９
）

る
」
―
―
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
が
い
だ
く
諸
観
念
は
複
雑
な「
思
弁
的
な
観
念
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
推
定
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
自
然
史
的
発
想
に
起
因
し
て
い
る
。
か
れ
が
そ
の
作
品
の
彫
琢
を
と
お
し
て
開
拓
し
た
方
法
的
視

点
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
生
活
に
作
用
す
る
自
然
的
風
土
や
習
俗
・
生
活
様
式
・
商
業
・
宗
教
な
ど
の
文
化
的

諸
要
因
の
相
互
作
用
と
因
果
連
関
と
い
う
諸
関
係
の
秩
序
へ
の
関
心
の
も
と
で
、
法
律
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
法
律
の
精
神
」
を
、

す
ぐ
れ
て
具
体
的
・
歴
史
的
・
関
係
的
・
総
合
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
実
証
社
会
学
的
な
見
地
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

―１７０（２５）―
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（
た
と
え
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
評
価
）。
し
か
も
、
一
方
で
そ
の
よ
う
な
関
係
論
的
・
自
然
史
的
視
座
だ
け

で
な
く
、
他
方
で
は
、
人
間
の
自
然
的
義
務
と
普
遍
的
正
義
と
へ
の
ス
ト
ア
派
的
信
念
に
支
え
ら
れ
た
、「
社
会
的
性
向sociabilité

」

と
い
う
人
間
の
自
然
的
義
務
感
情
の
実
在
（
超
越
者
に
よ
る
注
入
）
に
寄
せ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
信
頼
（
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の

自
己
愛
を
動
因
と
す
る
社
会
性
志
向
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
に
通
じ
る
自
然
的
な
社
会
的
感
情
へ
の
信
頼
）
も
ま

た
、
社
会
契
約
と
い
う
人
為
を
不
要
に
し
た
と
考
え
ら
（
１０
）

れ
る
。

し
か
し
い
っ
そ
う
留
意
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
「
政
治
法
」
と
「
市
民
法
」、「
政
治
的
」
と
「
市
民

的
」
と
の
区
別
が
意
味
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
右
の
第
一
編
第
三
章
で
政
治
法
と
市
民
法
と
を
区
別
す
る
さ

い
に
、
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
ジ
ャ
ン
‐
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
・
グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ナ
（
一
六
六
四
―
一
七
一
八
）
の
二
つ
の
文
を
引
用
す

る
形
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
社
会
は
統
治gouvernem

ent

が
な
け
れ
ば
存
続
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。〈
す�

べ�

て�

の�

個�

別�

的�

な�

力�

の�

結�

合�

が�

政�

治�

状�

態�

état
politique

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
形
成
す
る
〉
と
グ�

ラ�

ヴ�

ィ�

ー�

ナ�

が
見
事
に
述
べ
て
い
る
。」

こ
の
「
政
治
状
態
」
を
形
成
す
る
も
の
が
「
政
治
法
〔
国
制
の
法
〕droit

politique

」
で
あ
る
。
一
方
、「
す
べ
て
の
意
志
が
結
合

し
な
け
れ
ば
、
個
別
的
な
力
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。〈
こ�

れ�

ら�

の�

意�

志�

の�

結�

合�

が�

市�

民�

状�

態�

état
civil

と�

呼�

ば�

れ�

る�

も�

の�

で�

あ�

る�

〉
と
、
こ
れ
も
ま
た
グ�

ラ�

ヴ�

ィ�

ー�

ナ�

が
見
事
に
述
べ
て
い
る
。」
こ
の
「
市
民
状
態
」
を
存
続
さ
せ
る
も
の
が
「
市
民
法
〔
公

民
法
〕droit
civil

」
で
（
１１
）

あ
る
。
つ
ま
り
、
各
人
の
「
力
の
結
合
」
と
し
て
の
「
政
治
状
態
」
は
、
各
人
の
「
意
志
の
結
合
」
で
あ
る

「
市
民
状
態
」
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
「
意
志
の
結
合
」
に
よ
り
「
市
民
状
態
」
が
つ
く
ら
れ
、
つ
ぎ

に
「
力
の
結
合
」
と
し
て
「
政
治
状
態
」
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
二
段
階
の
結
合
論
で
あ
る
。

ま
た
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
「
法droit

」
と
は
区
別
し
て
用
い
て
、
上
記
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
に
よ
る
引
用
文
中
に
み
ら
れ

―１６９（２６）―
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る
「
法
律loi

」
の
複
数
形
に
つ
い
て
は
、「
政
治
の
法
律loix

politiques

」
は
「
政
体gouvernem

ent

」
を
「
形
成
す
る
」
の
に

対
し
て
、「
市
民
の
法
律loix

civiles

」
は
政
体
を
「
維
持
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
も
（
１２
）

言
う
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
引
用
し
た
箇
所
（
第

十
五
章
）
を
含
む
第
二
十
六
編
の
主
題
は
、
自
然
法
、
神
法
、
教
会
法
、
万
民
法
、
政
治
〔
国
制
の
〕
法
、
征
服
の
法
、
市
民
〔
公

民
〕
法
、
家
内
法
と
い
う
多
種
の
法
律
を
区
別
し
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
十
五
章
は
、「
市
民

法
の
原
理
に
依
存
す
る
こ
と
が
ら
を
政
治
法
の
原
理
に
よ
っ
て
規
制
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
を
論
じ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

に
し
た
が
え
ば
、
本
来
、「
す
べ
て
の
社
会
を
建
設
し
た
あ
の
人
間
的
叡
知
を
対
象
と
す
る
一
般
的
な
政
治
法
」
お
よ
び
「
そ
れ
ぞ

れ
の
社
会
に
か
ん
す
る
特
殊
的
な
政
治
法
」
に
対
し
て
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
市
民
法
」
は
、「
あ
る
市
民
が
他
の
す
べ
て
の
市
民

に
対
し
て
自
分
の
財
産
と
生
命
と
を
守
り
う
る
よ
う
に
（
１３
）

す
る
」
も
の
で
あ
る
。「
国
家
の
支
配
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
自
由
に
つ
い
て

の
法
律
に
よ
っ
て
、
所
有
権
に
か
ん
す
る
法
律
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
決
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
個
人
的
利
益
は

公
共
の
利
益
に
譲
歩
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
誤
っ
た
推
論
で
あ
る
。」「
な
ぜ
な
ら
、
市
民
の
法
律
が
各
人
に
与
え
る
所
有
権
を

各
人
が
変
わ
る
こ
と
な
く
保
全
す
る
こ
と
が
つ
ね
に
公
共
の
利
益
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
（
１４
）

あ
る
。」

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、「
政
治
の
法
律
は
か
れ
ら
に
自
由
を
得
さ
せ
、
市
民
の
法
律
は
所
有
権
を
得
さ
せ
た
」
と
述
べ
た
と
き
、

こ
の
よ
う
に
、
政
体
を
形
成
し
て
市
民
に
自
由
を
確
保
す
る
「
政
治
の
法
律
」
と
、
各
人
の
所
有
権
を
保
全
す
る
「
市
民
の
法
律
」

と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
た
。「
市
民
の
法
律
」
は
「
所
有
権
の
守
（
１５
）

護
神
」
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
区
別
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
本
書
の
冒
頭
で
、
周
知
の
よ
う
に
「
法
律
と
は
、
そ
の
最
も
広
い
意
味
で
は
、
事
物
の
本
性
に
由

来
す
る
必
然
的
な
諸
関
係
で
（
１６
）

あ
る
」
と
規
定
し
、「
わ
た
く
し
は
、
政
治
の
法
律
と
市
民
の
法
律
と
を
分
離
し
な
か
っ
た
。
と
い
う

の
は
、
法
律
で
は
な
く
し
て
、
法
律
の
精
神esprit

des
loix

を
わ
た
く
し
は
扱
う
か
ら
で
（
１７
）

あ
る
」
と
宣
言
し
て
い
た
。
こ
の
点
を
別

―１６８（２７）―
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の
角
度
か
ら
い
え
ば
、
本
書
の
序
文
に
あ
る
つ
ぎ
の
文
章
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
わ
た
く
し
は
い
く
つ
か
原
理
を
立

て
た
。
す
る
と
、
個
々
の
ば
あ
い
が
い
わ
ば
お
の
ず
か
ら
こ
れ
ら
の
原
理
に
従
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。」「
事
の
細
部
に
つ
い
て
省
察

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
諸
原
理
の
確
か
さ
が
わ
か
っ
て
く
る
で
あ
（
１８
）

ろ
う
。」
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
一
貫

し
た
一
般
原
理
へ
の
強
い
関
心
ゆ
え
に
こ
そ
、「
政
治
法
の
原
理
」
と
「
市
民
法
の
原
理
」
と
を
切
り
分
け
、「
政
治
の
法
律
」
と
「
市

民
の
法
律
」
と
を
そ
の
機
能
に
お
い
て
峻
別
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
政
治
的
」
を
意
味
す
る
形
容
詞politique

(politicus)

は
ギ
リ
シ
ア
語
の�

�
�
��

、
ラ
テ
ン
語
の

politia

（
国
家
・
政
体
）
か
ら
、「
市
民
的
」
を
意
味
す
るcivil

(civilis)

は
ラ
テ
ン
語
のcivis

（
市
民
）
あ
る
い
はcivitas

（
国

家
）
か
ら
派
生
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
家
長
と
し
て
の
「
市
民
」
の
共
同
体
を
意
味
す
る
「
政
治
社
会
」societas

civilis

あ
る
い

は
「
国
家
」civitas,

res
publica

の
形
容
詞
と
し
て
、
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
言
語
慣
習
に
お
い
て
は
同
義
的
・
互
換
的
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク(John

L
ocke,

1632-1704)

が
そ
の
『
統
治
二
論
』（
一
六
八
九
年
）
の
後
編
の
第
七
章
に
掲
げ

た
表
題O

b
Political

or
C
ivil

Society

は
、
二
つ
の
形
容
詞
の
互
換
性
を
端
的
に
示
し
て
お
り
、civil

が
本
来
担
っ
て
い
た
「
政

治
（
国
制
）
の
」
と
い
う
伝
統
的
用
語
法
を
ロ
ッ
ク
が
な
お
も
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
労
働
と
所
有

に
も
と
づ
く
近
代
市
民
社
会
の
基
本
構
造
を
と
ら
え
た
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
で
は
な
く
、
な
お
「
政
治
社
会
」
の
形
成
問
題
と
し

て
表
現
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
一
世
紀
後
に
も
カ
ン
ト
は
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
一
七
九
七
年
）
の
「
法
論
」
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
依
然
と
し
て
「
国
家
」
を
、
市
民
で
構
成
さ
れ
る
「
政
治
社
会
」
と
と
ら
え
て
、
国
家
と
社
会
と
を
重
ね
合
わ
せ
て

い
た
。「
国
家ein

Staat
(civitas)

と
は
、
法
の
諸
法
則
の
も
と
に
お
け
る
一
群
の
人
間
の
結
合
で
あ
る
。
…
…
立
法
の
た
め
に
結

合
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会eine

G
esellschaft

(societas
civilis)

の
、
す
な
わ
ち
国
家
の
成
員
と
な
る
人
々
は
、
国�

家�

市�

民�
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Staatsbürger
(cives)

と
呼
ば
（
１９
）

れ
る
。」

「
市
民
社
会bürgerliche

G
esellschaft

」
の
概
念
史
を
追
跡
し
た
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
リ
ー
デ
ル
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え

て
、
十
三
世
紀
以
降
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
受
容
を
契
機
と
し
て
、「
一
方
で
〈civilis

〉
と
〈politicus

〉、
他
方
で
〈societas

〉
と

〈com
m
unitas

〉
と
い
う
二
重
の
同
義
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
」
根
強
い
言
語
慣
習
に
つ
い
て
語
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
新
た
に

「civilis

、〈
市
民
的bürgerlich

〉
とpoliticus

、〈
政
治
的politisch

〉（＝

国
家
のstaatlich

）
と
の
二
分
法
」
が
現
れ
て
き
た
こ

と
に
注
目
し
て
、
そ
の
起
点
を
グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ナ
に
置
き
、
こ
の
二
分
法
の
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
普
及
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ナ
へ
の
言
及
を
指
し
て
、
リ
ー
デ
ル

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
診
断
す
る
。「
こ
こ
で
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（
あ
る
い
は
か
れ
が
依
拠
し
て
い
る
イ
タ
リ
ア
人
グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ナ
）

は
ま
さ
に
、
二
重
の
社
会
契
約
（
結
合
契
約pactum

unionis

と
支
配
・
服
従
契
約pactum

subjectionis

）
に
つ
い
て
の
自
然
法

理
論
に
、
二
重
の
名
称
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
の
市
民
的
状
態
（
諸
個
人
の
た
ん
な
る
意
志
の
統
一
）
が
、
社

会
の
政
治
的
状
態
（
諸
個
人
の
〈
力
〉
の
統
治
権
力
へ
の
委
譲
）
か
ら
区
別
さ
れ
て
（
２０
）

い
る
。」

上
述
の
よ
う
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
社
会
契
約
を
想
定
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
た
し
か
に
「
政
治
状
態
」
の
前
提
と

し
て
「
市
民
状
態
」
を
構
想
し
、
市
民
の
所
有
権
を
後
者
に
お
け
る
「
市
民
の
法
律
」（
私
法
）
に
も
と
づ
か
せ
て
、
こ
れ
へ
の
「
政

治
の
法
律
」（
公
法
）
の
介
入
を
戒
め
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
論
旨
は
、
伝
統
的
な
「
政
治
社
会
」
を
構
成
す
る
「
政
治
法
の

原
理
」
か
ら
、
市
民
の
所
有
権
の
保
全
に
か
か
わ
る
私
法
的
な
「
市
民
法
の
原
理
」
を
分
離
・
独
立
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
公
法
と
私
法
の
分
離
と
い
う
文
脈
で
ア
ー
レ
ン
ス
を
読
み
返
せ
ば
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
所
有
権
の
根
拠

を
実
定
法
と
し
て
の
「
市
民
の
法
律
」
に
求
め
た
最
初
の
人
と
い
う
位
置
づ
け
は
た
し
か
に
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
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な
い
だ
（
２１
）

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
リ
ー
デ
ル
が
右
に
提
示
し
た
「
二
重
の
社
会
契
約
」
の
理
論
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
リ
ン
ク
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
自
然
法
論
で
ひ
ろ
く
お
こ
な
わ
れ
た
特
質
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
一
回
の
行
為
に
よ
る
社
会
と
国
家
と
の
設

立
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
教
義
が
拒
否
さ
れ
」
て
、
ま
ず
社
会
を
設
立
す
る
「
結
合
契
約
」
か
ら
「
平
和
と
福
祉
」
と
い
う
社
会
形
成

目
的
が
導
出
さ
れ
、
つ
ぎ
に
こ
の
目
的
を
根
拠
と
し
て
結
ば
れ
る
「
支
配
・
服
従
契
約
」
に
よ
っ
て
、
支
配
者
と
被
支
配
者
は
双
務

的
関
係
に
置
か
れ
、
支
配
者
は
「
平
和
と
福
祉
」
の
達
成
を
自
然
法
的
に
義
務
づ
け
ら
（
２２
）

れ
る
。
そ
の
結
果
、
社
会
形
成
目
的＝

国
家

目
的
論Staatszw

ecklehre
は
、
支
配
権
力
を
正
当
化
す
る
と
同
時
に
、
統
治
者
義
務
論
を
介
し
て
、
国
家
活
動
の
意
味
と
範
囲
を

め
ぐ
る
規
範
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
国
家
目
的
論
は
、
自
然
法
論
と
官
房
学
と
を
支
柱
と

し
て
発
展
し
た
ド
イ
ツ
的
な
統
治
の
学
、「
国
家
学Staatsw

issenschaften

」
の
基
礎
的
構
成
要
素
と
し
て
、「
ポ
リ
ツ
ァ
イPolizei

（
内
務
行
政
）」
実
務
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
啓
蒙
絶
対
主
義
下
の
旧
福
祉
国
家
を
理
論
的
に
支
え
る
役
割
を
は
た
す
の
で
（
２３
）

あ
る
。

ロ
ッ
ク
と
同
年
生
ま
れ
の
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ(Sam

uel
Pufendorf,

1632-1694)

は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
哲
学
部
で
、

ド
イ
ツ
で
最
初
の
自
然
法
・
国
際
法
講
座
を
担
当
し
、
自
然
法
の
体
系
化
と
世
俗
化
に
貢
献
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
二
重
契
約

説
の
主
唱
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
か
れ
は
一
六
五
〇
年
代
後
半
に
イ
ェ
ー
ナ
で
エ
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
の
弟
子
と
な
り
、
デ

カ
ル
ト
、
ガ
リ
レ
イ
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
ホ
ッ
ブ
ズ
ら
の
新
理
論
を
学
ん
だ
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
唯
物
論
的
論

理
に
対
抗
し
て
、
人
間
を
「
物
理
的
存
在
」
と
「
道
徳
的
存
在
」
の
両
面
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
「
自
由
意
志
」
に

よ
る
倫
理
的
な
自
由
な
空
間
を
ひ
ら
き
、
人
間
の
目
的
を
幸
福
と
完
成
に
見
い
だ
し
た
。
そ
の
さ
い
、「
自
己
保
存
」
を
根
源
的
欲

求
と
み
な
し
つ
つ
、
同
時
に
人
間
の
個
人
的
「
弱
さim

becillitas

」
と
そ
れ
に
由
来
す
る
相
互
依
存
性
に
注
目
し
、
人
間
の
こ
の
弱
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さ
と
い
う
制
約
こ
そ
が
、
自
己
保
存
へ
の
配
慮
と
相
互
援
助＝

共
同
性
の
必
然
性
つ
ま
り
「
社
会
性socialitas

」
と
を
生
み
だ
し
、

共
同
体
と
し
て
の
国
家
も
人
間
の
幸
福
と
完
成
と
に
資
す
る
の
だ
と
考
（
２４
）

え
た
。
そ
の
意
味
で
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
お
け
る
人
間

の
「
個
体
性personalitas

」
と
「
社
会
性
」
と
の
一
体
性
論
と
そ
の
基
礎
づ
け
方
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
（
お
よ
び
ク
ラ
ウ
ゼ
）
に
お

け
る
（
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
的
な
神
的
調
和
論
の
側
面
と
は
別
に
、）
生
の
制
約
性
（
有
限
性
）
論
に
も
と
づ
く
共
同
性
志
向
の
側
面
に

通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
留
意
を
要
す
る
の
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
「
社
会
性
」
あ
る
い
は
「
社
交
性
」
は
、
人
間
の
「
弱
さ
」
を
克
服
し
て

「
自
己
愛
」＝

「
自
己
保
存
」
と
い
う
究
極
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
―
―

「
人
間
は
、
ま
こ
と
に
自
己
保
存
に
熱
中
す
る
動
物
で
あ
る
が
、
自
分
だ
け
で
は
無
力
で
あ
り
、
か
れ
の
仲
間
の
援
助
な
し
で
は
自

分
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
お
互
い
の
利
益
を
促
進
す
る
よ
う
に
大
い
に
仕
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で

は
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
悪
意
を
も
ち
、
ご
う
慢
で
、
た
や
す
く
立
腹
し
、
他
人
に
危
害
を
加
え
る
傾
向
さ
え
あ
る
。
そ
の
結
果
、
か
れ

は
安
全
で
い
る
た
め
に
は
社
交
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
と
同
じ
よ
う
に
他
の
人
々

と
結
合
し
て
、
か
れ
ら
に
対
し
て
は
、
か
れ
を
侵
害
す
る
理
由
が
生
じ
な
い
よ
う
に
振
舞
い
、
む
し
ろ
か
れ
の
利
益
を
維
持
し
促
進

す
る
気
に
さ
せ
る
よ
う
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
（
２５
）

あ
る
」、
と
。

ア
ー
レ
ン
ス
が
本
書
の
序
論
の
学
説
史
的
展
望
の
な
か
で
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
つ
い
て
、「
社�

交�

性�

へ
の�

利�

己�

的�

欲
求
を
国

家
秩
序
と
法
諸
関
係
と
の
根
源
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
ホ
ッ
ブ
ズ
と
を
や
や
表
面
的
に
結
合
し
よ
う
と
し

た
」(33)

と
評
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
じ
文
脈
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン

ド
ル
フ
の
「
利
己
的
な
社
交
欲
求
」
を
社
交
性
の
「
悟
性
」
段
階
に
置
き
、
そ
れ
に
対
し
て
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
「
理
性
的
で
、
利
己
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的
な
考
慮
な
し
で
自
然
的
な
好
意
か
ら
社
交
す
る
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
本
質
」
規
定
の
方
を
（
あ
る
い
は
、「
意
志
法
」
に
対

し
て
「
自
然
法
」
を
）
優
越
さ
せ
た
こ
と
も
、
想
起
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
利
益
関
心
を
考
慮
す
る
「
悟
性
」
に
対
す
る

人
倫
的
「
理
性
」
の
優
位
、
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ス
の
根
本
姿
勢
の
反
映
で
（
２６
）

あ
る
。

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
想
定
し
た
自
然
状
態
は
、
理
性
的
で
平
和
な
状
態
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
自
然
的
な
「
自
由libertas

」、
だ

れ
も
他
者
に
強
制
を
な
し
え
な
い
と
い
う
意
味
で
の
相
互
の
「
平
等aequalitas

」
と
並
ん
で
、
人
々
の
「
同
意consensus

」
に
も

と
づ
く
「
所
有
権proprietas

」（
↓
契
約
論
・
貨
幣
論
）
も
、
基
本
的
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
ご
、
人
々
の

自
己
愛＝

欲
望
と
野
心
に
よ
る
所
有
の
増
大
と
混
乱
が
、
社
会
契
約
に
よ
る
国
家
の
設
立
（
↓
目
的
と
し
て
の
安
全
と
福
祉
）
を
必

然
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
国
家
の
成
立
を
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
共
同
性
や
神
の
意
志
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
統
治
者

と
臣
民
と
の
契
約
関
係
（
↓
合
意
の
相
互
拘
束
力
）
と
し
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
近
代
性
が
表
れ
て
（
２７
）

い
た
。

ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
教
育
論
（
一
六
九
三
年
）
で
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
主
著
『
自
然
法
と
万
民
法
』（
一
六
七
二
年
）
と
そ
の
要

約
版
『
自
然
法
に
も
と
づ
く
人
間
お
よ
び
市
民
の
義
務
』（
一
六
七
三
年
）
を
推
奨
し
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、『
統
治
二
論
』

の
執
筆
に
先
立
っ
て
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
史
に
立
ち
返
れ
ば
、
所
有
権
の
根
拠
を
法
律
に
求
め
る
立
場
の
代
表
者
と
し
て
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
に
次
い
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ベ
ン
タ
ム(Jerem

y
B
entham

,
1748-1832)

で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
ベ
ン
タ
ム

の
理
論
に
、「
独
自
性
と
独
創
性
の
最
た
る
も
の
」
と
と
も
に
「
わ
ざ
と
ら
し
い
曖
昧
さ
」
を
も
み
と
め
て
い
る
が
、「
所
有
権
は
法

律
の
結
果
で
し
か
な
い
と
い
う
根
本
理
念
が
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
そ
の
『
立
法
論T

raité
de
législation

』

（
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
一
八
〇
二
年
に
デ
ュ
モ
ン
が
編
集
・
公
刊
し
た
三
巻
本
）
か
ら
、
つ
ぎ
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
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「
法
律
の
有
益
な
帰
結
を
は
っ
き
り
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
所
有
権
に
か
ん
す
る
明
確
な
理
念
を
つ
く
っ
て
み
よ
う
。
自�

然�

的�

な�

所�

有�

権�

な�

ど�

は�

存�

在�

し�

な�

い�

こ
と
、
所
有
権
は
も
っ
ぱ
ら
法�

律�

の�

産�

物�

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
所
有
権
と
は
、
一
定

の
利
益
を
あ
る
物
件
か
ら
引
き
出
す
期
待
の
根
拠
で
し
か
な
く
、
そ
の
物
件
に
つ
い
て
、
人
は
そ
れ
に
対
し
て
有
し
て
い
る
諸
関
係

の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
を
所
有
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
所
有
権
が
依
拠
し
て
い
る
こ
の
関
係
を
表
現
で
き
る
よ
う
な
図
像
も

目
に
見
え
る
輪
郭
も
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
所
有
権
と
い
う
も
の
は
一
般
に
物
質
的
な
も
の
で
は
な
く
形
而
上
学
的
な
も
の
で

あ
り
、
た
ん
に
観
念
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」「
所
有
権
の
理
念
は
、
現
に
存
在
す
る
あ
る
期
待
、
つ
ま
り
そ
の
ケ
ー
ス
の
性

質
に
応
じ
て
あ
れ
こ
れ
の
利
益
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
に
存
し
て
い
る
。
こ
の
確
信
、
こ
の
期
待
は
、
法
律
の
所

産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
が
、
わ
た
く
し
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
も
の
の
享
受
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た

だ
わ
た
く
し
に
そ
の
享
受
を
保�

証�

し�

て�

い�

る�

法
律
の
約
束
に
も
と
づ
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。」「
し
た
が
っ
て
法
律
と
所
有
権
と
は

一
緒
に
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
一
緒
に
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。
法
律
よ
り
前
に
い
か
な
る
所
有
権
も
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
法
律
の
廃

止
と
と
も
に
所
有
権
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。」(454f.)

こ
の
よ
う
な
主
張
か
ら
ア
ー
レ
ン
ス
が
引
き
出
し
た
結
論
と
判
定
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
ベ
ン
タ
ム

に
し
た
が
え
ば
、
市
民
の
法
律
が
所
有
権
の
源
泉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
者
と
も
、
法
律
を
、
立
法
の
執
行
を
委
託
さ
れ
て
い
る
あ

る
政
治
権
力
の
意
志
表
明
と
理
解
し
て
い
る
。
だ
が
、
も
し
所
有
権
が
人
間
の
人
格
性
の
本
質
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
モ
ン
テ
ス
キ

ュ
ー
と
ベ
ン
タ
ム
の
意
味
で
た
ん
に
法
律
の
純
粋
な
作
用
で
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
所
有
権
は
事
実
上
、
恣
意
的
な
諸
決
定
に
さ
ら

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
立
法
権
力
の
諸
決
定
だ
け
が
所
有
権
を
根
拠
づ
け
る
の
だ
と
し
た
ら
、
所
有
権
の

正
当
な
組
織
と
不
正
な
組
織
と
を
も
は
や
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
…
…
合
法
性
と
い
う
点
で
は
、
民
法
典
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C
ode

civil

に
お
け
る
所
有
権
に
か
ん
す
る
指
示
と
東
洋
の
専
制
者
の
命
令
と
の
あ
い
だ
で
何
の
差
異
も
見
い
だ
せ
な
く
な
る
だ
ろ

う
。」(455)

「
し
か
し
、
共
通
意
識
と
い
う
も
の
は
、
権
利
〔
法
〕
と
法
律
と
を
区
別
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
た
と
え
そ
の
所
有
権
の
組
織

が
法
律
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
正
当
な
組
織
と
不
当
な
組
織
と
の
違
い
を
も
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
ベ
ン
タ
ム
の
誤
り
は
、
法
律
か
ら
独
立
し
た
、
そ
し
て
人
間
の
自
然
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
権
利
と

い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
教
義
の
結
果
で
あ
る
。」「
あ
る
権
利
を
承�

認�

し�

保�

護�

す�

る�

こ
と
と
権
利
を
根�

拠�

づ�

け�

る�

こ
と
と

は
、
つ
ね
に
別
問
題
で
あ
る
。
所
有
権
は
法
律
に
よ
っ
て
付�

与�

さ�

れ�

る�

こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
権
利
は
恣
意
か
ら
独
立
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
律
が
承
認
し
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
だ

適
法
的
に
取
得
さ
れ
、
そ
の
正
し
い
限
界
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
所
有
権
だ
け
で
あ
る
。」(456)

こ
こ
に
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
に

か
ん
す
る
考
え
方
の
一
端
が
表
れ
て
い
る
。
所
有
権
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
、「
法
律
か
ら
独
立
し
た
、
そ
し
て
人
間
の
自
然
そ
の

も
の
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
権
利
」
で
あ
り
、
所
有
権
は
「
正
し
い
限
界
」
を
も
つ
は
ず
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

（
四
）
契
約

つ
ぎ
に
、「
所
有
権
を
、
あ
る
一
般
的
で
全
員
に
と
っ
て
義
務
と
な
る
事
実
に
も
と
づ
か
せ
る
教
義
」
の
も
う
一
つ
の
類
型
は
、

法
律
か
ら
で
は
な
く
「
社
会
の
成
員
の
契�

約�

ま
た
は
一
般
意
志
か
ら
導
出
す
る
」
も
の
で
あ
る
。「
こ
の
契
約
を
、
あ
る
人
は
過
去

に
締
結
さ
れ
た
と
考
え
、
他
の
人
は
理
性
の
要
請
と
み
な
し
て
い
る
。」(457)

契
約
説
に
か
ん
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
説
明
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
で
あ
る
。

「
フ�

ー�

ゴ�

・
グ�

ロ�

テ�

ィ�

ウ�

ス�

は
、
人
々
の
あ
い
だ
の
本
源
的
で
現
実
的
な
（
い
わ
ゆ
る
積
極
的
な
）
財
産
共
有
制
を
想
定
し
、
プ�

―１６１（３４）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
と
共
同
性



ー�

フ�

ェ�

ン�

ド�

ル�

フ�

は
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
消
極
的
な
財
産
共
有
制
―
―
つ
ま
り
、
た
ん
に
財
の
所
有
者
が
存
在
し
な
い
と
い
う
状
態

(in
m
edio

positae
erant)

―
―
へ
と
転
換
さ
せ
た
が
、
両
者
と
も
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
旧
自
然
法
論
者
た
ち
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
説
い
た
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
こ
の
積
極
的
ま
た
は
消
極
的
な
財
産
共
有
制
を
一
つ
の
共
同
契
約
に
よ
っ
て
放
棄
し
た
の
で

あ
り
、
そ
の
契
約
で
は
、
全
員
が
一
定
の
諸
条
件
の
も
と
で
、
と
り
わ
け
最
初
の
占
取
と
い
う
条
件
の
も
と
で
所
有
物
を
取
得
し
て

よ
く
、
そ
の
所
有
物
は
全
員
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
の
だ
、

と
。」(457)

た
し
か
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス(H

ugo
G
rotius,

1583-1645)

は
、『
戦
争
と
平
和
の
法
』（
初
版
は
一
六
二
五
年
）
の
第
二
巻
の
第
二

章
「
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
に
属
す
る
物
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
所
有
権
の
起
源
」
に
つ
い
て
、
共
有
制
か
ら
の
私
有
物
の
分

離
・
形
成
を
人
々
の
「
合
意
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
神
は
世
界
の
創
造
と
同
時
に
、
人
類
に

対
し
て
、
下
位
の
自
然
物
に
対
す
る
権
利
を
与
え
た
。」「
し
た
が
っ
て
、
当
初
は
、
各
人
は
自
分
が
利
用
す
る
た
め
に
、
ほ
し
い
も

の
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
費
消
で
き
る
も
の
を
費
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
よ
う
な
一
般
的
権
利
の
行
使
は
、
所
有
権
の

役
を
果
た
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
各
人
が
こ
う
し
て
取
っ
た
も
の
を
、
他
者
は
不
正
を
犯
す
こ
と
な
し
に
こ
れ
を
奪
う
こ
と
は

も
は
や
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
キ
ケ
ロ
が
『
目
的
論D

e
Finibus

』
で
述
べ
た
比
喩
が
解
き
明
か
し
て
く
れ

る
。
す
な
わ
ち
、〈
劇
場
は
共
同
の
場
所
で
あ
る
が
、
各
人
が
占
め
た
座
席
は
各
人
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
正
当
で
あ
る
〉、
と
。

こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
人
々
が
非
常
に
簡
素
な
状
態
を
つ
づ
け
る
か
、
あ
る
い
は
非
常
に
強
い
相
互
的
慈
愛
を
も
っ
て
生
き
る
か
し

た
な
ら
ば
、
つ
づ
い
た
か
も
し
れ
（
２８
）

な
い
。」「
し
か
し
人
々
は
、
こ
の
簡
素
で
罪
の
な
い
生
活
を
つ
づ
け
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
芸
を
求

め
た
。
そ
の
象
徴
は
、
善
悪
の
知
恵
の
木
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
時
に
善
用
し
、
時
に
悪
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
柄
の
知
恵
で
あ
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る
。」
そ
の
結
果
、「
融
和
」
は
「
野
望
」（
バ
ベ
ル
の
塔
）
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
人
々
は
「
よ
り
良
い
生
活
様
式
を
求
め
た
」
か

ら
、「
勤
労industria

が
必
要
に
な
（
２９
）

っ
た
。」「
同
時
に
、
人
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
物
が
私
有
権
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
知

っ
た
。
こ
れ
は
、
た
ん
な
る
意
志
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
…
…
む
し
ろ
契
約pactum

に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
分
割
す
る
ば
あ
い
の
よ
う
に
明
示
的
に
契
約
が
結
ば
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
一
方
的
な
占
有
に
よ
っ
てper

occupationem

私
有
権
の
形
成
が
お
こ
な
わ
れ
る
ば
あ
い
の
よ
う
に
黙
示
的
に
契
約
が
結
ば
れ
た
と
み
な
す
かpacto

tacito

、
そ
の
ど
ち
ら
か
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
共
有
は
も
は
や
よ
ろ
こ
ば
れ
な
い
が
、
明
示
的
な
分
割
は
ま
だ
お
こ
な
わ
れ
な
い
と
き
に
、
す
べ
て
の
人
々
は
、

各
人
が
有
し
て
い
た
も
の
は
か
れ
の
私
有
物
と
す
る
こ
と
に
黙
示
的
に
合
意
し
た
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
曰
く
、〈
各
人

は
生
活
の
た
め
に
必
要
な
も
の
を
、
他
人
の
た
め
よ
り
も
自
分
の
た
め
に
獲
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
自
然

は
そ
れ
に
反
対
し
な
い
〉
（
３０
）

、
と
。」

こ
の
よ
う
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
各
人
の
私
有
権
の
形
成
の
原
因
と
し
て
「
契
約
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
分
割＝

「
明
示
的
な
契

約
」
と
、
占
有＝

「
黙
示
的
な
合
意
」
の
二
種
類
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
つ
ま
り
「
合
意
の
推
定
」
の
ほ
う
に
力
点
が
置
か

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
え
で
、
か
れ
は
原
理
的
に
共
有
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
（
た
と
え
ば
海

洋
）
に
焦
点
を
当
て
て
、
私
有
権
が
確
立
し
た
の
ち
に
も
本
源
的
な
共
有
権
が
な
お
有
効
で
あ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
吟
味
す
る
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、「
他
人
の
所
有
物
と
な
っ
た
も
の
を
使
用
す
る
権
利
」
に
つ
い
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
最
大
の
必
要
が
あ
る

ば
あ
い
に
は
、
財
が
ま
だ
共
有
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
旧
い
使
用
権
が
復
活
す
る
」
と
述
べ
て
緊
急
権
を
擁
護
し
、
父
セ
ネ
カ
の
、

「
必
要
は
人
間
の
弱
さ
の
最
大
の
庇
護
で
あ
り
、
必
要
は
す
べ
て
の
法
律
を
破
るN

ecessitas
m
agnum

hum
ana

im
becillitatis

patrocinium
,
om
nem

legem
frangit.

」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
（
３１
）

い
る
。
こ
の
「
必
要
の
権
利ius

necessitatis

」
と
並
ん
で
、
私
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有
権
確
立
後
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
基
本
権
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
無
害
使
用
の
権
利ius

utilitatis
innoxiae

」
で
あ
る
。
た

と
え
ば
「
キ
ケ
ロ
曰
く
、〈
人
は
、
自
分
に
損
失
な
し
に
お
こ
な
い
う
る
ば
あ
い
に
、
受
け
る
者
に
は
有
用
で
あ
っ
て
与
え
る
者
に

は
な
ん
ら
負
担
に
な
ら
な
い
も
の
を
、
な
ぜ
他
人
に
分
か
ち
与
え
て
は
い
け
な
い
の
か
〉
（
３２
）

、
と
。」
こ
こ
か
ら
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
河

川
の
「
流
水
の
使
用
権
」、「
土
地
お
よ
び
河
川
の
通
行
権
」
を
導
出
し
、
さ
ら
に
、
遠
隔
の
諸
民
族
の
あ
い
だ
の
「
交
易
を
さ
ま
た

げ
る
権
利
は
誰
に
も
な
く
」、
こ
の
交
易
の
「
許
容perm

issio

は
、
人
間
社
会
の
利
益
の
た
め
で
あ
りinterest

societatis

hum
anae

、
何
人
に
も
損
失
を
与
え
な
い
」
と
、
幾
多
の
古
人
の
言
葉
を
重
ね
て
該
博
ぶ
り
を
示
し
つ
つ
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
「
プ
ル
タ
ル
ク
ス
は
、
海
に
つ
い
て
曰
く
、〈
こ
の
要
素
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
野
蛮
で
、
交
易
の
な
か
っ
た
わ
れ
わ
れ
の

生
活
を
、
結
合
さ
せ
、
よ
り
良
い
も
の
に
す
る
。
つ
ま
り
、
自
分
に
な
い
も
の
を
相
互
的
援
助
に
よ
っ
て
供
給
し
あ
い
、
物
の
交
換

に
よ
っ
て
社
会
関
係
と
友
情
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
〉
（
３３
）

、
と
。」

一
方
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
ば
あ
い
に
は
、
所
有
権
は
、
上
述
の
よ
う
に
平
和
な
自
然
状
態
に
お
け
る
自
由
で
平
等
な
人
々
の

「
同
意
」
に
も
と
づ
く
自
然
的
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
所
有
の
増
大
と
不
平
等
の
拡
大
を
動
因
と
し
て
、
人
々

は
各
人
の
生
命
と
財
産
の
保
全
を
目
的
に
、
契
約
を
結
ん
で
国
家
を
形
成
す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
論
理
構
成
は
ロ
ッ

ク
の
そ
れ
と
き
わ
め
て
相
似
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
状
態
は
、
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
万
物
の
「
消

極
的
な
共
有com

m
unio

negativa

」
か
ら
、
明
示
的
・
黙
示
的
な
「
同
意
」
に
も
と
づ
く
所
有
権
の
形
成
へ
と
い
う
グ
ロ
テ
ィ
ウ

ス
的
な
移
行
の
論
理
を
内
に
含
ん
で
お
り
、
そ
の
平
和
な
自
然
状
態
の
存
立
を
支
え
て
い
る
も
の
は
自
然
法
（
他
人
へ
の
侵
害
の
禁

止
、
所
有
権
の
保
護
、
合
意
事
項
の
遵
守
、
仁
愛
の
実
践
つ
ま
り
他
人
の
利
益
の
（
３４
）

促
進
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
自

己
愛
と
社
会
性
と
を
兼
備
し
た
理
性
的
人
間
像
と
と
も
に
、
所
有
と
交
換
の
原
理
が
支
配
す
る
近
代
的
な
市
民
社
会
の
原
型
が
す
で
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に
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
、
そ
の
ご
あ
ら
た
め
て
結
ば
れ
る
国
家
形
成
の
た
め
の
社
会
契
約
は
、
自
然
法
の
再
確
認

と
い
う
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
全
体
が
二
重
の
論
理
構
成
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

に
お
け
る
こ
の
二
重
構
造
は
、
人
間
の
相
互
依
存
と
い
う
「
社
会
性
」（
仁
愛
）
の
認
定
が
も
た
ら
す
市
民
社
会
（
国
家
）
形
成
動

機
の
薄
弱
さ
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
生
産
的
労
働
の
概
念
に
よ
っ
て
、「
同
意
」
を
必
要
と
し
な
い
「
所

有
権
」
を
基
礎
づ
け
、
そ
れ
が
不
平
等
と
政
府
の
設
立
と
を
決
定
づ
（
３５
）

け
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
契
約
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
、
広

義
の
所
有
権(property)

の
保
全
を
目
的
と
し
た
「
統
治
」
へ
の
人
民
の
「
信
託
」
行
為
論
と
は
異
な
り
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の

ば
あ
い
に
は
、
典
型
的
な
二
重
契
約
（
結
合
契
約
と
統
治
契
約
）
の
論
理
に
よ
っ
て
、（
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
主
権
の
絶
対
性
へ
の

批
判
を
意
図
し
つ
つ
）
主
権
者
と
人
民
と
の
双
務
的
な
関
係
が
提
示
（
３６
）

さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
臣
民
の
「
平
和
と
福
祉
」
の
確
保

を
君
主
に
義
務
づ
け
る
ド
イ
ツ
的
旧
福
祉
国
家
の
義
務
論
的
自
然
法
論
へ
の
道
が
拓
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
所
有
権
の
契
約
論
的
基
礎
づ
け
に
か
ん
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
上
述
の
解
釈
に
お
い
て
、
各
人
の

「
最
初
の
先
取
」
を
全
員
が
「
尊
重
す
る
」
と
い
う
「
取
り
決
め
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、「
契
約
」
説
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

明
示
的
・
黙
示
的
な
「
同
意
」
説
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
各
人
の
所
有
権
は
全
員
の
「
同
意
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
プ
ー
フ

ェ
ン
ド
ル
フ
の
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
ご
の
所
有
権
の
不
安
定
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
国
家
形
成
「
契
約
」
が
結
ば
れ
る
。
し
か
し
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
ば
あ
い
に
は
、
ま
だ
自
力
救
済
と
い
う
中
世
的
慣
習
を
脱
し
て
い
な
い
状
況
下
で
、
所
有
権
は
戦
争
の
原
因
と
し
て

の
権
利
侵
害
と
い
う
文
脈
で
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
人
間
の
社
会
は
、
婚
姻
に
始
ま
る
重
層
的
な
諸
団
体
か
ら
な
る
構
造

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
て
、
近
代
国
家
論
の
前
提
を
な
す
「
主
権
」
概
念
や
国
家
形
成
の
契
約
論
的
構
成
の
存
在
自
体
が
い
ま
だ
明

確
に
確
認
さ
れ
え
な
い
と
い
う
解
釈
も
あ
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
（
３７
）

ろ
う
。
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ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
「
同
意
」
を
基
礎
と
し
た
契
約
説
に
対
し
て
、「
契
約
は
つ
ね
に
そ
れ
を
締
結
し
た
人
々
し
か
拘

束
せ
ず
、
後
代
の
人
々
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
通
例
の
批
判
に
賛
同
し
た
う
え
で
、
つ
ぎ
に
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ

テ
の
契
約
論
を
吟
味
し
て
い
る
。

カ
ン
ト
は
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
「
法
論
」
の
第
一
部
「
私
法
」
に
お
い
て
、「
外
的
な
わ
た
く
し
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の

の
取
得
の
仕
方
」
に
即
し
て
物
権
・
対
人
権
・
物
権
的
対
人
権
に
区
分
し
て
論
じ
る
の
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
第
一
章
で
「
外
的
な
あ

る
も
の
を
自
分
の
も
の
と
し
て
も
つ
仕
方
に
つ
い
て
」
原
理
的
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
法
論
の
特
質
は
、
ヴ
ォ
ル

フ
に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
啓
蒙
期
自
然
法
論
に
お
け
る
義
務
の
体
系
を
「
意
志
の
自
律
」
を
根
拠
と
す
る
権
利
の
体
系
へ
と
転
換
し

た
革
新
性
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
こ
の
転
換
を
、
何
ら
か
の
対
象
の
実
現
と
い
う
外
的
要
因
に
拘
束
さ
れ
て
い

る
経
験
的
な
「
選
択
意
志
〔
意
思
〕W
illkür

」
と
、
他
か
ら
の
規
定
を
受
け
な
い
自
己
決
定
と
し
て
の
自
律
的
意
思
、
す
な
わ
ち

純
粋
実
践
理
性
と
し
て
の
「
意
志W

ille
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
、
こ
の
行
為
主
体
の
「
意
志
の
自
律
」
の
原

理
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
「
他
律
」
と
し
て
の
経
験
的
・
外
在
的
な
諸
規
範
の
実
質
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら

形
式
論
的
に
権
利
論
を
基
礎
づ
け
た
。
カ
ン
ト
の
所
有
権
論
の
根
本
前
提
を
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ

（
３８
）

う
。カ

ン
ト
に
し
た
が
え
ば
、
人
間
の
欲
求
能
力
は
、「
そ
れ
を
規
定
し
て
行
為
に
い
た
ら
せ
る
根
拠
が
客
体
に
で
は
な
く
欲
求
能
力

そ
れ
自
身
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
」
ば
あ
い
に
は
、「
任�

意�

に�

行�

動�

す�

る�

能
力
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
客
体
を
産
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
そ
の
能
力
は
選�

択�

意�

志�

と
呼
ば
れ
る
。」
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の

よ
う
な
何
ら
か
の
外
的
な
客
体
へ
の
意
識
と
は
無
関
係
に
、「
そ
の
内
的
な
規
定
根
拠
、
し
た
が
っ
て
任
意
な
意
向
そ
の
も
の
が
、
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主
体
の
理
性
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
欲
求
能
力
は
、
意�

志�

と
呼
ば
れ
る
。」「
意
志
そ
れ
自
身
は
本
来
、
何
ら
規
定
根
拠
を
有

し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
選
択
意
志
を
規
定
し
う
る
か
ぎ
り
で
は
、
実
践
理
性
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。」(A

213)

こ
の
よ
う
に
、

経
験
的
な
「
選
択
意
志
」
と
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
の
「
意
志
」
と
が
対
比
さ
れ
る
。

「
純�

粋�

理�

性�

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
う
る
選
択
意
志
は
、
自
由
な
選
択
意
志
と
呼
ば
れ
る
。」「
選
択
意
志
の
自�

由�

と
は
、
感
性
的
衝

動
に
よ
る
規�

定�

か
ら
の
独
立
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
選
択
意
志
の
自
由
の
消
極
的
概
念
で
あ
る
。
そ
の
積
極
的
概
念
は
、

純
粋
理
性
が
そ
れ
だ
け
で
実
践
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行

為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
し
て
通
用
す
る
と
い
う
条
件
下
に
あ
る
ば
あ
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
客
体
と
か
か
わ
り
な

く
選
択
意
志
に
適
用
さ
れ
る
純
粋
理
性
と
し
て
、
そ
の
理
性
は
原
理
の
能
力
…
…
で
あ
っ
て
、
法
則
の
実
質
を
欠
い
て
い
る
か
ら
、

選
択
意
志
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
そ
の
も
の
と
し
て
通
用
す
る
と
い
う
形
式
そ
れ
だ
け
を
、
選
択
意
志
の
最
高
の
法
則
お
よ
び
規
定

根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。」(A

213f.)

と
こ
ろ
で
「
自�

由�

の
概
念
は
、
純
粋
な
理
性
概
念
で
あ
る
」
が
、「
し
か
し
、
自
由
の
概
念
は
理
性
の
実
践
的
使
用
に
お
い
て

は
、
実
践
的
諸
原
則
を
通
し
て
、
自
分
の
実
在
性
を
証
明
す
る
。
こ
の
実
践
的
諸
原
則
は
、
法
則
と
し
て
、
い
っ
さ
い
の
経
験
的
諸

制
約
（
感
性
的
な
も
の
一
般
）
か
ら
独
立
し
て
選
択
意
志
を
規
定
す
る
と
い
う
純
粋
理
性
の
原
因
性
を
実
証
し
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ

の
内
に
あ
る
純
粋
意
志
を
実
証
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
純
粋
意
志
の
中
に
こ
そ
人
倫
的
な
諸
概
念
や
諸
法
則
は
そ
の
根
源
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。」(A

221)

こ
の
よ
う
に
自
由
の
概
念
の
実
在
性
を
「
純
粋
理
性
の
原
因
性
」
と
し
て
と
ら
え
た
う
え
で
、
法
は
、「
あ
る
人
の
選
択
意
志
が

他
人
の
選
択
意
志
と
自
由
の
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
調
和
さ
せ
ら
れ
う
る
た
め
の
諸
条
件
の
総
体
」(A

230)

と
規
定
さ
れ
る
。
つ
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ま
り
、
こ
の
法
の
定
義
で
は
、
純
粋
理
性
に
裏
づ
け
ら
れ
た
各
人
の
自
律
的
な
意
思
（「
自
由
な
選
択
意
志
」）
が
前
提
さ
れ
て
い
る

が
、
同
時
に
、
そ
の
選
択
意
志
は
何
ら
か
の
客
体
の
実
現
に
向
け
ら
れ
た
経
験
的
な
欲
求
能
力
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
相
互

共
存
の
確
保
が
、「
強
制
す
る
機
能
」
と
結
び
つ
い
た
「
法
」
の
存
在
理
由
と
し
て
含
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
相
互
共
存

の
状
態
は
、
究
極
的
に
は
、
全
員
が
「
自
然
状
態
」
を
脱
し
て
「
入�

れ�

」
と
必
然
的
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
（「
正
義
の
法
則L

ex

iustitiae

」）(A
237)

と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
「
法
的
状
態
」＝

「
市
民
状
態
」
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、「
法
」
は
自
然
法
と
実
定
法
に
区
分
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
法
」＝

「
権
利
」（
主
体
〔
主
観
〕
的
法
）
と
し
て
は
、「
他

人
を
義
務
づ
け
る
（
道
徳
的
）
能�

力�

、
つ
ま
り
他
人
に
対
す
る
法
則
的
根
拠
（
権
原titulum

）
と
し
て
」
の
側
面
か
ら
、「
生�

得�

の�

権
利
と
取�

得�

さ�

れ�

る�

権
利
と
」
に
区
分
さ
れ
、「
唯
一
の
根
源
的
な
」
生
得
的
権
利
は
自
由
で
あ
る
、
と
規
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「
生
得
的
権
利
は
、
い
っ
さ
い
の
法
的
行
為
と
無
関
係
に
だ
れ
に
で
も
本
来
的
に
帰
属
し
て
い
る
権
利
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
取
得
的
権
利
は
、
そ
の
成
立
の
た
め
に
そ
う
し
た
行
為
が
必
要
と
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
。
生
得
的
な
わ
た
く
し
の
も
の
・

あ
な
た
の
も
の
は
、
内�

的�

な�

わ
た
く
し
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の(m

eum
vel

tuum
internum

)

と
も
呼
ば
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、

外
的
な
そ
れ
ら
は
、
つ
ね
に
取
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
そ
こ
で
、「
自�

由�

（
他
人
の
強
要
的
な
選
択
意
志
か
ら
の
独

立
性
）
こ
そ
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
他
の
だ
れ
の
自
由
と
も
調
和
し
う
る
か
ぎ
り
で
、
こ
の
唯
一
の
、
根
源
的
な
、
だ

れ
に
で
も
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
帰
属
す
る
権
利
で
あ
る
。」(A

237)

つ
ま
り
、
内
的
な
わ
た
く
し
の
も
の
と
し
て
の
生
得
的
権
利

は
、「
平
等
」
や
「
自
権
者sui

iuris

」
性
な
ど
も
包
含
し
た
も
の
と
し
て
の
、
唯
一
「
自
由
」
な
の
で
あ
り
、
一
方
、
外
的
な
わ

た
く
し
の
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
得
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
。「
生
得
的
な
、
し
た
が
っ
て
内
的
な
わ
た
く
し
の
も
の
・
あ
な
た
の

も
の
に
つ
い
て
は
、
諸�

権�

利�

で
は
な
く
、
た
だ
一�

つ�

の�

権
利
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
内
容
上
著
し
く
不
等
な
二
分
肢
か
ら
な
っ
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て
い
る
こ
の
上
位
区
分
に
つ
い
て
は
序
論
的
部
分
で
論
じ
、
法
論
で
の
区
分
は
、
も
っ
ぱ
ら
外
的
な
わ
た
く
し
の
も
の
・
あ
な
た
の

も
の
だ
け
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。」(A

238)

―
―
こ
う
し
て
カ
ン
ト
の
「
法
論
」
の
第
一
部
「
私
法
」（
す
な
わ
ち
「
自
然

状
態
に
お
け
る
法
」
と
し
て
の
「
自
然
法
」）
は
、
一
貫
し
て
「
外
的
な
わ
た
く
し
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
だ
け
」
を
扱
い
、「
外

的
な
あ
る
も
の
を
自
分
の
も
の
と
し
て
も
つ
仕
方
」（
第
一
章
）
と
「
外
的
な
取
得
の
区
分
」（
第
二
章
他
）
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
第
一
章
に
お
け
る
主
題
は
「
法
的
な
わ
た
く
し
の
も
の
」
で
あ
り
、
外
的
な
あ
る
も
の
が
「
わ
た
く
し
と
結
び
つ
い
て
い

る
」
関
係
で
あ
る
。
こ
の
主
体
と
対
象
と
の
結
合
関
係
を
、
カ
ン
ト
は
「
占
有B

esitz

」
概
念
に
よ
っ
て
表
し
、
空
間
・
時
間
の
諸

条
件
に
依
存
す
る
「
物
理
的
占
有
」（
あ
る
い
は
「
感
性
的
占
有
」・「
経
験
的
占
有
」
な
ど
）
に
対
す
る
「
法
的
占
有
」（
あ
る
い
は

「
可
想
的＝

叡
知
的intelligibel
占
有
」・「
理
性
的
占
有
」
な
ど
）
の
特
徴
を
、
対
象
と
わ
た
く
し
と
の
純
粋
な
意
思
的
結
合
関
係

と
し
て
規
定
す
る
。「
わ
た
く
し
の
選
択
意
志
の
ど
の
よ
う
な
外
的
対
象
も
、
そ
れ
を
わ
た
く
し
の
も
の
と
し
て
も
つ
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。」
た
だ
し
、「
わ
た
く
し
の
選
択
意
志
の
ど
の
よ
う
な
外
的
対
象
も
、
客
観
的
に
可
能
な
わ
た
く
し
の
も
の
・
あ
な
た
の
も

の
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
、
実
践
理
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
前
提
で
あ
る
。」
こ
の
要
請
を
、
カ
ン
ト
は
「
実
践
理

性
の
許
容
法
則
」
と
呼
び
、
そ
の
権
能
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
示
す
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
選
択
意
志
の
特
定
の
対
象
を
わ
れ
わ
れ
が

最
初
に
占
有
し
た
と
い
う
理
由
で
、
他
の
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
そ
の
使
用
を
控
え
る
と
い
う
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い

拘
束
を
課
す
、
と
い
う
権
能
で
あ
る
。
理
性
は
、
こ
の
こ
と
が
原
則
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
を
求
め
る
。」(A

246f.)

プ
ー
フ
ェ
ン

ド
ル
フ
が
「
合
意
に
よ
っ
て
」
と
説
明
し
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
実
践
理
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
要
請
と
し
て
語
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、「
法
的
占
有
」
を
、
外
的
対
象
に
対
す
る
選
択
意
志
の
純
粋
理
性
的
な
結
合
関
係
と
し
て
位
置
づ
け
、

し
か
も
物
理
的
・
経
験
的
に
占
有
し
て
い
な
く
て
も
妥
当
す
る
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」（「
外
的
な
も
の
（
使
用
可
能
な
も
の
）
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が
だ
れ
に
と
っ
て
も
そ
の
人
の
も
の
と
な
り
う
る
よ
う
に
他
人
に
対
し
て
行
為
す
る
こ
と
は
、
法
的
義
務
で
あ
る
」）(A

252)

に
よ

っ
て
基
礎
づ
け
る
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、「
法�

な�

い�

し�

権�

利�

と
い
う
の
は
、
自
由
の
諸
法
則
に
従
う
選
択
意
志
と

い
う
純
粋
に
実
践
的
な
理�

性�

概�

念�

で
あ
」
り
、
外
的
対
象
に
対
す
る
実
践
理
性
に
よ
る
意
志
的
支
配
と
し
て
、「
す
で
に
権
利
と
い

う
の
は
、
あ
る
対
象
の
知
性
的
占
有
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る(A
249)

。

し
か
し
、「
法
的
占
有
」
の
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
ま
だ
純
粋
理
性
概
念
の
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。「
も
し
わ
た
く
し
が
、
外

的
な
な
に
か
を
わ
た
く
し
の
も
の
に
し
た
い
、
と
…
…
宣
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
他
の
す
べ
て
の
人
は
わ
た
く
し
の
選
択
意
志

の
そ
の
対
象
へ
の
干
渉
を
控
え
る
よ
う
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。」「
し
か
し
こ
の
厚
か
ま
し
い
宣
言
に
は

同
時
に
、
他
の
だ
れ
に
対
し
て
も
そ
の
人
の
外
的
な
も
の
へ
の
干
渉
を
同
じ
程
度
に
控
え
る
、
と
い
う
拘
束
を
互
い
に
負
う
こ
と
の

承
認
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
の
拘
束
は
外
的
な
法
的
関
係
の
普
遍
的
規
則
に
由
来
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

し
か
し
、「
外
的
な
、
し
た
が
っ
て
偶
然
的
な
占
有
に
か
か
わ
る
一
方
的
な
意
志
は
、
す
べ
て
の
人
に
強
制
を
課
す
法
則
と
な
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
他
の
す
べ
て
の
人
に
拘
束
を
課
す
、
そ
れ
ゆ
え
に
集
合
的
・
普
遍
的
（
共
同
的
）
で
、
強
制

力
を
も
つ
意
志
だ
け
が
、
す
べ
て
の
人
に
前
述
の
〔
互
い
に
干
渉
を
控
え
る
と
い
う
〕
保
証
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」
そ
れ
が

可
能
に
な
る
の
は
、「
法
的
状
態
」
と
し
て
の
「
市
民
状
態
」
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る(A

255f.)

。
言
い
換
え
れ
ば
、「
外
的
な
わ
た

く
し
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
」
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸
原
理
（
自
然
法
）
に
も
と
づ
く
「
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に

現
実
的
で
は
あ
る
が
暫�

定�

的�

provisorisch

で
し
か
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
確�

定�

的�

perem
torisch

」
と
な
る
（「
保
証
」
さ

れ
る
）
の
は
、「
共
同
の
意
志
に
よ
る
法
律
の
み
に
基
礎
を
お
く
」
体
制
、
つ
ま
り
「
市
民
体
制bürgerliche

V
erfassung

の
状
態
」

に
お
い
て
だ
け
で
あ
る(A

256f.)

。
こ
う
し
て
、
選
択
意
志
が
「
自
由
の
諸
法
則
に
従
う
」
と
い
う
形
で
、
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
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の
意
志
に
規
定
さ
れ
た
「
法
的
占
有
」
は
、「
自
然
状
態
」
に
お
け
る
「
自
然
法
」（
私
法
）
か
ら
「
市
民
状
態
」
に
お
け
る
「
市
民

法
」（
公
法
）
へ
の
移
行
を
必
然
的
に
予
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。「
市
民
状
態
」
と
し
て
の
「
法
的
状
態
」

と
は
、「
だ
れ
も
が
自
分
の
権
利
に
あ�

ず�

か�

る�

こ
と
を
唯
一
可
能
に
す
る
諸
条
件
を
含
む
、
人
間
相
互
の
関
係
」
で
あ
る(A

305f.)

。

つ
ぎ
に
第
二
章
で
は
、
ま
ず
「
外
的
な
あ
る
も
の
を
取
得
す
る
仕
方
」
の
「
普
遍
的
原
理
」
と
「
取
得
の
区
分
」
と
が
論
じ
ら
れ

る
。
外
的
取
得
の
原
理
は
、「
根�

源�

的�

共
有
態
」（
実
在
的
な
原
理
）
と
「
原�

始�

的�

共
有
態
」（
歴
史
的
な
虚
構
）
と
の
区
別
、「
根�

源�

的�

取
得
の
諸
契
機
」
―
―
す
な
わ
ち
、（
一
）「
だ
れ
に
も
帰
属
し
て
い
な
い
対
象
の
把�

捉�

A
pprehension

」（「
現
象
的
占
有
」）、

（
二
）「
こ
の
対
象
の
占
有
と
、
そ
れ
へ
の
干
渉
を
他
の
ど
の
人
に
も
控
え
さ
せ
る
と
い
う
わ
た
く
し
の
選
択
意
志
の
行
為
と
の
表�

示�

B
ezeichnung

（
宣
言declaratio
）」、（
三
）「
一
つ
の
外
的
に
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
（
理
念
に
お
け
る
）
の
行
為
と
し
て
の
領�

有�

Z
ueignung

(appropriatio

）」
―
―
、「
選
択
意
志
の
外
的
対
象
の
根
源
的
取
得
は
、
先�

占�

B
em
ächtigung

(occupatio)

と
呼
ば

れ
る
」
こ
と
、
以
上
の
諸
論
点
を
含
ん
で
い
る(A

258f.)

。
ま
た
、
取
得
の
区
分
は
、
取
得
の
「
実�

質�

（
客
体
）」（
物
件
・
給
付
・

他
の
人
格
）、「
形�

式�

（
取
得
の
仕
方
）」（
物
権
・
債
権
・
物
権
的
債
権
）、「
取
得
の
権�

原�

(titulus

）」（
な
さ
れ
た
事
実facto

・
契

約pacto

・
法
則lege

）
の
三
面
か
ら
な
さ
れ
る(A

259f.)

。

さ
て
、
そ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ス
に
立
ち
返
れ
ば
、
か
れ
は
カ
ン
ト
の
法
論
を
契
約
理
論
の
深
化
と
と
ら
え
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
か

れ
の
カ
ン
ト
へ
の
批
判
の
一
つ
は
、
次
の
点
で
あ
る
。「
カ�

ン�

ト�

は
ま
ず
、
選
択
意
志
が
、
形
式
上
、
そ
の
物
件
の
使
用
に
お
い
て
、

だ
れ
の
外
的
自
由
と
も
普
遍
的
諸
法
則
に
従
っ
て
一
致
す
る
と
い
う
や
り
方
で
、
自
分
の
選
択
意
志
の
あ
る
外
的
対
象
を
自
分
の
も

の
と
し
て
も
つ
こ
と
は
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
可�

能�

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、〈
理
性
の
法
的
要
請
〉
と
し
て
提
示
し
た
あ
と
、
取
得

の
権�

原�

と
取
得
の
仕�

方�

と
を
区
別
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
規
定
に
さ
い
し
て
は
一
貫
し
て
い
な
い
」、
と
。
ア
ー
レ
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ン
ス
が
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
規
定
が
混
乱
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
は
、
以
下
の
文
脈
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
か
れ
〔
カ
ン
ト
〕
は
、

一
方
で
は
（
法
論
の
第
十
七
節
）〈
取
得
の
権�

原�

を
土�

地�

の�

根
源
的
共�

有�

の
な
か
に
、
ま
た
、
取�

得�

の�

仕�

方�

を
、
外
的
対
象
を
自
分

の
も
の
と
し
て
も
と
う
と
す
る
意
志
と
結
び
つ
い
た
占
有
取
得B

esitznehm
ung

（
把
捉apprehensio

）
と
い
う
経
験
的
諸
条
件
の

な
か
に
〉
見
て
い
る
。
他
方
で
は
（
第
十
五
節
）、
か
れ
は
こ
の
取
得
の
仕
方
を
〈
取
得
の
経�

験�

的�

権�

原�

〉
と
呼
ん
で
い
る
。
最
後

に
、
か
れ
は
、
そ
こ
か
ら
（
第
十
五
節
）
さ
ら
に
取
得
の
理�

性�

的�

権�

原�

を
区
別
し
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
い
っ
そ
う
深
い
か
れ
の
所
有

権
の
考
え
方
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〈
取
得
の
理
性
的
権
原
は
、
す
べ
て
の
人
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
結
合
し
た
（
必
然
的

に
結
合
す
べ
き
）
一
つ
の
意
志
と
い
う
理
念
の
中
に
だ
け
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
の
理
念
は
、
必
要
条
件(conditio

sine

qua
non)

と
し
て
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
…
…
〉」(458)

こ
れ
に
つ
づ
け
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
カ
ン
ト
の
「
暫
定
的
」

取
得
か
ら
「
確
定
的
」
取
得
（「
市
民
状
態
」）
へ
の
移
行
論
に
言
及
し
て
い
る
。

「
把
捉
」
は
、
上
述
の
よ
う
に
、「
根
源
的
取
得
の
諸
契
機
」
の
第
一
段
階
で
あ
り
、「
経
験
的
占
有
」
を
意
味
し
て
い
る
。
カ
ン

ト
は
た
し
か
に
、「
占
有
取
得
（
把
捉
）」
を
、
一
方
で
は
「
取
得
の
仕
方
」
と
呼
び
、
他
方
で
は
「
取
得
の
経
験
的
権
原
」（「
物
理

的
占
有
取
得
」）
と
呼
ん
で
、「
知
性
的
（
可
想
的
）
占
有
取
得
と
い
う
権
原
」
あ
る
い
は
「
取
得
の
理
性
的
権
原
」
と
対
比
し
て
い

る
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
提
起
し
た
、
そ
れ
は
取
得
の
仕
方
と
権
原
と
の
二
重
規
定
だ
と
い
う
疑
義
は
、
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
外
的
な
対
象
の
占
有
に
か
か
わ
る
カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
方
法
論
的
視
座
、
つ
ま
り
、
経
験
的
な
「
所
持Inhabung

(detentio)

」
と
、
空
間
と
時
間
の
諸
条
件
を
捨
象
し
て
純
粋
悟
性
的
に
一
般
化
さ
れ
た
「
も
つ
こ
とH

aben

」
と
い
う
二
層
の
規
定

の
仕
方(A

253)

に
表
れ
て
い
る
よ
う
な
批
判
哲
学
の
見
地
そ
の
も
の
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
根
本
的
な
批
判
は
、
こ
こ
で
も
や

は
り
「
目
的
」
規
定
の
欠
如
に
向
け
ら
れ
た
。「
カ
ン
ト
は
、
ベ�

ン�

タ�

ム�

が
表
明
し
た
の
と
同
じ
根
本
思
想
を
、
自
分
の
哲
学
的
方
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法
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
根
本
思
想
と
は
、
所
有
は
あ
る
人
格
の
あ
る
物
件
に
対
す
る
、
た
ん
に
外

的
な
物
的
な
関
係
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
精
神
的
な
可
想
的
〔
叡
知
的
〕
な
関
係
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
人
格
の
所

有
物
は
空
間
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
へ
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
人
格
に
か
れ
の
も
の

と
し
て
と
ど
ま
る
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
も
、
そ
の
よ
う
な
真
の
所
有
権
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
つ
ま
り

保�

証�

さ
れ
る
の
は
、
市
民
状
態
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
カ
ン
ト
は
こ
の

題
材
に
お
い
て
も
、
人
格
の
あ
る
物
件
に
対
す
る
こ
の
叡
知
的
関
係
に
対
し
て
何
の
目�

的�

も
示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
所

有
権
は
、
抽
象
的
な
意
志
・
支
配
関
係
と
し
て
表
れ
る
の
で
あ
る
。」(459)

留
意
さ
れ
る
の
は
、
右
の
論
点
に
ア
ー
レ
ン
ス
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
注
記
し
て
、
カ
ン
ト
だ
け
で
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
向
け
た
フ
リ

ー
ド
リ
ヒ
・
ユ
ー
リ
ウ
ス
・
シ
ュ
タ
ー
ル(Friedrich

Julius
Stahl,

1802-1861)

の
批
判
を
、
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。「
シ�

ュ�

タ�

ー�

ル�

は
、
カ
ン
ト
は
所
有
権
を
〈
物
件
に
対
す
る
無�

目�

的�

的�

な�

支
配
力
の
意
味
で
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
〉
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
点
で
は
ヘ�

ー�

ゲ�

ル�

は
か
れ
の
あ
と
に
付
き
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
。
両
者
の
違
い
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
正
解
を
知
っ
て
は
い
た
が
、
か
れ
の
抽
象
的
に
絶
対
的
な
体
系
に
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点

だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
か
れ
は
、（
自
然
法
論
〔
法
の
哲
学
〕
の
第
四
十
一
節
で
）
こ
う
述
べ
て
い
る
。〈
所
有
権
の
理
性
的
な
も
の

は
欲
求
の
充
足
に
あ�

る�

の�

で�

は�

な�

く�

、
人
格
性
の
た
ん
な
る
主
体
性
が
揚
棄
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
〉、
と
。
そ
れ
に
対
し
て

シ
ュ
タ
ー
ル
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
正
確
で
は
な
い
に
し
て
も
、
本
質
的
に
正
し
い
。
す
な
わ
ち
、〈
人
間

の
自
由
の
発
露
で
あ
る
所
有
権
の
意
味
と
は
、
あ
る
受
動
的
な
対
象
を
人
間
が
自
由
に
処
理
し
、
も
っ
て
人
と
し
て
勝
利
を
収
め
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
、
―
―
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
よ
う
な
自
由
な
処
理
に
よ
っ
て
自
分
の
生
活
様
式
を
自
由
に
形
成

―１４９（４６）―
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す
る
こ
と
、
そ
し
て
個
人Individualität

と
し
て
お
の
れ
の
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
〉
（
３９
）

、
と
。」(459f.)

ち
な
み
に
シ
ュ
タ
ー
ル
は
、
主
著
の
こ
の
箇
所
で
、
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
人
間
の
物
件
に
対
す
る
支
配
力
だ
け
に
注
意
を
払

い
、
人
間
の
物
件
へ
の
依
存
を
無
視
」
し
た
結
果
、
所
有
を
通
し
た
個
体
性
と
い
う
問
題
に
到
達
し
え
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
あ

る
。
同
時
に
か
れ
は
、
こ
う
し
た
「
理
性
主
義
の
立
場
」
に
ロ
ッ
ク
の
「
経
験
主
義
の
立
場
」、
つ
ま
り
所
有
権
を
「
欲�

求�

と�

効�

用�

」

か
ら
説
明
し
て
所
有
権
の
取
得
を
「
労�

働�

」
と
い
う
行
為
に
求
め
る
見
方
を
対
置
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
「
逆
に
所
有
権
の
高
い

意
味
、
つ
ま
り
人
格
性
の
実
現
が
、
完
全
に
見
の
が
さ
れ
て
い
る
」
と
批
判
し
て
（
４０
）

い
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
が
、
カ
ン
ト
よ
り
も
「
も
っ
と
深
く
高
い
所
有
観
」
を
晩
年
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
見
い
だ
し
た
の
は
、「
所
有
権
の
目
的
」

に
つ
い
て
の
論
及
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ(Johann

G
ottlieb

Fichte,
1762-1814)

は
、
一
八
一
二
年
の
「
法
論
」
の

講
義
に
お
い
て
、
所
有
契
約
の
前
提
を
な
す
法
〔
権
利
〕
概
念
に
つ
い
て
、「
法
の
実
現
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
」
必
然
的
な
力

は
、「
目�

的�

概
念
に
従
っ
て
、
人�

工�

的�

技�

芸�

に
よ
っ
て
設
立
さ
（
４１
）

れ
る
」
と
述
べ
、
道
徳
性
よ
り
前
に
達
成
が
求
め
ら
れ
る
「
外
的
目

的
」
は
、「
わ�

れ�

わ�

れ�

の�

保�

存�

と�

わ�

れ�

わ�

れ�

の�

安�

全�

で
（
４２
）

あ
る
」
と
主
張
し
て
、
カ
ン
ト
の
形
式
論
の
磁
界
を
脱
出
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
引
用
文
の
形
で
（
実
際
に
は
要
約
し
て
）
参
照
し
て
い
る
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
つ
ぎ
の
一
節
で
あ
る
。「
法
〔
権

利
〕
状
態
は
一
般
に
人
倫
的
自
由
の
条
件
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
真
の
人
倫
的
自
由
は
超
感
性
的
諸
目
的
の
能
力
で
あ
る
。
各
人
だ

れ
も
が
所
有
契
約
に
よ
っ
て
一
定
量
の
所
有
物
を
保
持
す
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
所
有
物
に
よ
っ
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
目
的

が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
だ
れ
で
も
自�

分�

の�

欲�

求�

を�

満�

足�

さ�

せ�

市
民
と
し
て
の
義
務
を
は
た
し
た
あ
と
で
も
な

お
自�

由�

が
、
す
な
わ
ち
み�

ず�

か�

ら�

に�

自�

由�

に�

課�

す�

べ�

き�

諸�

目�

的�

の�

た�

め�

の�

力�

と
時
間
と
空
間
と
権
利
が
残�

っ�

て�

い
る
こ
と
、
こ
れ
で

（
４３
）

あ
る
。」(461)

ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
も
、「
人
間
が
所
有
を
つ
う
じ
て
感
覚
的
な
物
的
世
界
へ
の
依
存
か
ら
部
分
的
に
再
び
解
放
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さ
れ
て
、
自
分
の
高
い
精
神
的
諸
目
的
の
た
め
に
活
動
す
る
可
能
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
、
所
有
の
高
い
目
的
な
の
で
あ
る
。」

(461)五

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
所
有
権
の
根
拠
を
個
人
の
行
為
（
占
有
、
労
働
）
ま
た
は
社
会
的
事
実
（
法
律
、
契
約
）
に
求
め

て
き
た
従
来
の
諸
理
論
を
批
判
的
に
検
討
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
が
、
そ
れ
ら
全
体
に
「
共
通
す
る
根
本
的
な
欠
陥
」
と
し
て
総
括
的
に

批
判
し
た
の
は
、「
所
有
権
の
個�

人�

主�

義�

的�

な�

根
拠
づ
け
方
」
で
あ
っ
た
。
と
く
に
占
有
理
論
と
労
働
・
加
工
理
論
が
前
提
し
て
い

る
の
は
、「
人
々
は
ば�

ら�

ば�

ら�

の�

諸
個
人
と
し
て
生
き
て
お
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
物
件
を
わ
が
も
の
と
し
、
あ
る
い
は
加
工

し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、「
社
会
的
な
契
約
理
論
」
も
例
外
で
は
な
い
。「
し
か
し
こ
れ
は
、
歴
史
的
に
根
本
的
に
誤
っ
た

仮
定
で
あ
る
。
人
々
は
つ
ね
に
ま
ず
、
あ
る
家�

族�

お
よ
び
あ
る
種�

族�

の
一�

員�

と
し
て
生
き
て
き
た
。
家
族
と
種
族
は
、
た
し
か
に
集�

合�

的�

人�

格�

と
し
て
、
土
地
と
そ
の
上
に
存
在
す
る
も
の
と
を
占
有
し
て
き
た
し
、
家
族
所
有
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
種
族
所
有
は
、
そ

し
て
多
く
の
ば
あ
い
国
民
所
有
は
、
そ
の
よ
う
な
占
有
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
大
部
分
は
、
家
族
で
さ
え
、

ま
た
、
少
な
く
と
も
個
々
の
諸
個
人
は
、
自
分
の
最
初
の
所
有
物
を
取
得
し
た
の
は
、
た
だ
あ
る
分
け
前
の
割�

り�

振�

り�

に
よ
っ
て
、

共
同
体
の
側
に
よ
る
分�

配�

に
よ
っ
て
な
の
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
諸
民
族
の
文
化
の
第
一
期
の
歴
史
も
、
個
人
の
私
的
所

有
で
は
な
く
種
族
所
有
と
家
族
所
有
を
実
証
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。」(461f.)

こ
れ
と
同
様
の
見
方
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
シ
ュ
タ
ー
ル
の
つ
ぎ
の
文
言
を
引
証
し
て
い
る
。「
占
有
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ

ろ
、
土
地
所
有
の
振
り
出
し
が
由
来
し
て
い
る
民
族
そ
れ
自
身
が
そ
れ
を
占
有
し
た
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
全
所
有
の
起
源
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
個
人
の
所
有
は
、
そ
の
最
初
の
始
ま
り
は
、
支
配
的
に
は
共
同
体
の
配
分
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

土
地
、
つ
ま
り
い
っ
さ
い
の
所
有
の
根
幹
の
取
得
は
、
通
常
そ
れ
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
体
的
に
孤
立
さ
せ
る
自
然
法
理
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論
は
（
ヘ�

ー�

ゲ�

ル�

で
さ
え
も
）
こ
の
点
を
看
過
し
て
お
り
、
歴
史
に
反
し
て
、
ま
た
理
念
に
も
反
し
て
、
い
っ
さ
い
の
所
有
を
個
人

の
自
己
先
占
と
い
う
基
礎
の
上
に
築
い
て
い
る
。
―
―
諸
民
族
と
諸
世
代
が
物
財
世
界
の
上
へ
広
が
っ
て
ゆ
く
関
係
、
そ
し
て
ま
さ

し
く
人
類
の
精
神
的
実
存
が
存
立
し
て
い
る
関
係
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
絶
対
的
に
孤
立
し
た
行
為
は
ま
っ
た
く
存
在
す
る
余
地
が

な
い
と
い
う
こ
と
を
伴
う
の
で
あ
る
。
社
会
が
老
い
る
と
、
所
有
権
は
通
常
譲
渡
に
依
存
す
る
の
で
あ
り
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る

（
最
初
に
作
製
さ
れ
る
の
で
は
な
い
）
物
件
に
所
有
権
が
新
た
に
生
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
絶
対
的
な
始
ま
り
に
よ
る

の
で
は
な
く
、
従
来
の
も
の
の
抹
消
、
つ
ま
り
取
得
時
効U

sucapion

に
よ
る
の
で
（
４４
）

あ
る
。」(462A

nm
.)

こ
の
よ
う
に
、
所
有
権
論
史
を
展
望
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
念
頭
に
は
、
こ
の
第
二
編
の
冒
頭
部
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
所
有
物
を

「
個
人
的
要
素
」
と
「
社
会
的
・
人
類
的
要
素
」
と
の
両
面
で
と
ら
え
る
見
地
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
す
で
に
、
家
族
か
ら
は
じ
ま

り
人
類
に
ま
で
い
た
る
各
種
の
共
同
体
が
、「
集
合
的
存
在
」
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
所
有
の
集
合
的
理
解
（
家

族
所
有
・
国
民
所
有
な
ど
）
と
、
共
同
体
に
よ
る
分
配
と
い
う
観
点
を
と
お
し
て
、
所
有
に
お
け
る
「
社
会
的
要
素
」
に
歴
史
実
証

的
な
光
が
当
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
契
約
理
論
に
お
い
て
も
「
所
有
の
歴
史
的
・
起
源
上
の
集

合
的
性
質
が
誤
認
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
私
的
所
有
に
お
い
て
透
け
て
見
え
る
公�

共�

団�

体�

的�

gem
einw

esentlich

（
社
会
的

social

）
要
素
、
家
族
か
ら
普
遍
的
な
国
家
共
同
体
に
ま
で
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
の
諸
共
同
体
に
個
人
所
有
と
の
関
連
で
種
々

の
根
拠
を
付
与
し
て
い
る
公
共
団
体
的
（
社
会
的
）
要
素
も
、
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
所
有
の
権
利
は
、
取
得
の

仕
方
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ
ず
、
即
自
的
に
、
純
粋
に
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
不
完
全
に
し
か
規
定
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。」(462f.)

し
た
が
っ
て
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
ア
ー
レ
ン
ス
が
再
確
認
す
る
の
は
、「
所
有
の
権
利
」
と
は
、「
人
間
の
本
質
、
す
な
わ
ち
物
財
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を
必
要
と
す
る
制
約
さ
れ
た
本
性
に
も
と
づ
い
た
、
人
格
的
な
本
源
的
な
権
利
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
物�

財�

世�

界�

に�

お�

け�

る�

人�

格�

権�

の�

実�

現�

」
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
あ�

る�

人�

の�

あ�

る�

物�

件�

に�

対�

す�

る�

完�

全�

な�

権�

利�

支�

配�

力�

を
表
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

所
有
の
権
利
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
そ
の
形
態
に
応
じ
て
、（
一
）「
完�

全�

な�

所
有
権(proprietas

plena)

」、（
二
）「
分�

割�

さ�

れ�

た�

所

有
権
」（
封
建
法
に
お
け
る
上
級
所
有
権
と
下
級
所
有
権
の
区
別
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
使
用
権
と
用
役
権(usus

et
ususfructus)

、

対
物
地
役
権
と
担
保
権
）、
お
よ
び
（
三
）「
ゲ
ル
マ
ン
法
的
意
味
で
の
全�

体�

所�

有�

権G
esam

m
teigenthum

」
す
な
わ
ち
物
件
支
配

力
が
「
基�

礎�

人�

格�

性�

（
家
族
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
）」
ま
た
は
「
目�

的�

団�

体�

Z
w
eckgesellschaft

（
営
利
団
体
、
株
式
会
社
）」
に
帰
属
す

る
ば
あ
い
、
の
三
種
類
に
区
分
し
た
。
こ
の
第
三
の
も
の
の
本
質
は
、「
そ
の
物
件
に
対
す
る
権
利
が
全
体
と
個
人
と
の
両
方
に
帰

属
し
て
い
る
」
点
に
あ
る
が
、「
全
体
所
有
権
は
個
人
の
権
利
よ
り
も
上
位
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
有�

機�

的�

な�

全�

体�

所�

有�

権�

」
は
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
「
法
人
格
」（
権
限
の
一
体
性
）
か
ら
も
「
共�

同�

所�

有�

権�

M
iteigenthum

(condom
inium

)

」

（
個
人
は
分
割
の
訴
え
に
よ
っ
て
共
同
所
有
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
）
か
ら
も
区
別
さ
れ
る(463f.)

。
ア
ー
レ
ン
ス
は
こ
の

「
有
機
的
な
全
体
所
有
」
を
、「
か
つ
て
と
く
に
農
業
諸
関
係
に
お
い
て
多
く
の
す
ぐ
れ
た
諸
制
度
の
基
盤
を
な
し
て
い
た
」
し
、「
疑

い
も
な
く
将
来
に
お
い
て
も
農
業
お
よ
び
製
造
業
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
関
係
に
再
び
包
括
的
に
、
一
部
は
目
的
に
合
わ
せ
て
適
用
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
」(465)

と
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

六

上
述
の
よ
う
に
、
私
的
所
有
に
お
け
る
「
公
共
団
体
的
（
社
会
的
）
要
素
」
を
考
慮
す
る
見
地
に
立
て
ば
、
私
的
所
有
と
国

家
と
の
関
係
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
所
有
物
は
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
的
な
法
状
態
つ
ま

り
国
家
に
お
い
て
の
み
、
真
に
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
だ
が
、「
国
家
は
、
所
有
の
権
利
を
つ�

く�

り�

出�

さ�

な�

い�

し
、
そ
れ
を

廃�

棄�

す�

る�

権
利
も
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
一
面
で
国
家
は
正
当
な
所
有
を
確�

保�

し
保�

証�

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
面
で
は
所
有

―１４５（５０）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
と
共
同
性



権
の
行
使
を
法
律
に
よ
っ
て
秩�

序�

づ�

け�

、
調
整
し
、
真
の
意
味
で
組�

織�

organisiren

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
所

有
権
は
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
、
そ
し
て
理
性
的
な
生
諸
目
的
を
追
求
す
る
公
共
体G

em
einw

esen

に
お
い
て
は
、
無
制
限
で
は
あ

り
え
な
い
し
、
共
同
利
益
を
損
な
う
公
然
た
る
濫
用
を
は
ら
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
所
有
の
組
織
化

O
rganisation

と
は
、
所
有
を
機
械
的
に
配
分
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
個
人
所
有
と
国
家
全
体
と
の
あ
い
だ
に
存
在
し
て
い
る
有�

機�

的�

な�

結�

び�

つ�

き�

を
調
整
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。」(465)

つ
ま
り
国
家
に
は
、
所
有
の
安
全
だ
け
で
な
く
、
共
同
利
益
に
即
し
た

「
有
機
的
」
な
「
所
有
の
組
織
化
」
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
を
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
す
べ
て
の
所
有
に
お
け
る
「
二�

つ�

の�

要�

素�

、
す
な
わ
ち
個�

人�

的�

要
素
と
社�

会�

的�

要
素
」
の
統
合
の
問

題
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
。「
こ
の
二
つ
の
要
素
は
、
所
有
の
有�

機�

的�

概
念
に
お
い
て
統
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個�

人�

的�

要

素
は
基�

礎�

で
あ
り
、
他
方
は
秩�

序�

づ�

け�

る�

動
因
で
あ
る
。」
つ
ま
り
、「
所
有
の
有�

機�

的�

な�

性
質
に
は
個
人
と
国
家
と
社
会
と
の
あ
い

だ
の
、
つ
ま
り
は
人
間
と
人
類
と
の
あ
い
だ
の
有
機
的
な
関
係
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
は
国
家
と
人
類
に
解
消
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、
個
人
（
私
的
）
所
有
も
社
会
的
要
素
に
解
消
さ
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
ル�

ソ�

ー�

と
と
も
に
、
社
会
ま
た
は
国
家
は
〈
そ
の
成
員
の
い
っ
さ
い
の
財
産
の
絶
対
的
支
配
者
で
あ
る
〉
と
主
張
す
る
の
は
、
根
本
的
に

誤
っ
て
い
る
。」「
国
家
の
権
利
は
、
た
だ
秩
序
づ
け
、
調
整
、
真
の
組
織
化
に
し
か
存
在
し
え
な
い
。」(466)

こ
の
よ
う
な
「
所
有
の
有
機
的
な
性
質
」
に
も
と
づ
い
て
普
遍
的
な
諸
原
則
を
考
察
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、「
占
有
の
権
利
」

に
お
け
る
主
観
的
条
件
（
内
的
占
有
権
）
と
国
家
に
よ
る
保
護
と
い
う
深
層
に
光
が
当
て
ら
れ
る
。「
人
格
性
に
も
と
づ
い
て
い
る

権�

利�

能�

力�

」
は
、
そ
れ
を
物
財
に
お
け
る
表
現
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、「
そ
の
人
が
権
利
を
保
有
し
て
い
る
も
の
の
占
有
取
得
」
↓

「
そ
の
物
件
に
対
す
る
外
的
な
客�

観�

的�

な�

関
係
の
発
生
」
↓
「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
諸
法
律
に
従
っ
た
規
定
、
す
な
わ
ち
占
有
が
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所�

有�

へ
」
変
換
さ
れ
て
「
そ
の
人
の
そ
の
物
件
に
対
す
る
完
全
な
権
利
支
配
力
」
の
成
立
↓
「
そ
の
所
有
物
の
使�

用�

ま
た
は
消
費
」、

と
い
う
仕
方
で
「
実�

現�

」
さ
れ
る
。
占
有
の
権
利
は
、
所
有
権
の
ば
あ
い
と
同
様
に
「
内�

的�

権
利
と
外�

的�

権
利
と
」
に
区
分
さ
れ
る

(467)
。
ま
ず
、「
占
有
は
、
そ
の
人
の
あ
る
物
件
に
対
す
る
一
つ
の
法�

的�

関�

係�

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
不
可
避
的
な
、
自
分
の
た
め
に

物
を
所
有
せ
ん
と
す
る
意
思anim

us
rem

sibi
habendi

が
明
示
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
占
有
は
、
サ�

ヴ�

ィ�

ニ�

ー�

が
主
張
し
た
よ
う

に
、
た
ん
に
事�

実�

と�

し�

て�

の�

関
係
な
の
で
は
な
い
。」「
事�

実�

と�

し�

て�

の�

関
係
は
、
た
ん
な
る
保
有Innehabung

(m
era

detentio)

に

ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
占
有
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
占
有
の
法
的
本
性
は
占
有
の
内�

的�

権
利
と
外�

的�

権
利
に
表
れ
て
い
る
。」

(468)「
内�

的�

な�

占�

有�

権�

は
、
主
観
的
な
人
格
性
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
、
そ
の
物
件
に
か
ん
す
る
法
的
諸
条
件
に
、
し
た
が
っ
て
そ
の

人
格
性
の
物
件
に
対
す
る
主�

観�

的�

な�

法�

的�

関�

係�

に
か
か
わ
る
。」
こ
の
諸
条
件
と
は
、（
ａ
）「
あ
る
人
が
占
有
を
導
き
だ
す
法�

的�

根�

拠�

〔
権
原
〕(justa

causa)

」、
お
よ
び
（
ｂ
）「
善�

き�

信�

頼�

（
善
意bona

fides)

」
で
あ
る
。
前
者
は
、
契
約
、
法
律
、
究
極
意
思
、

相
続
な
ど
多
様
で
あ
り
、「
つ
ね
に
立
証
さ
れ
う
る
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
、
し
ば
し
ば
後
者
を
も
っ
て
十
分
と
み
な
す
。」
つ

ま
り
、
当
人
の
「
主
観
的
な
誠
実
さsubjective

R
edlichkeit

が
法
的
占
有
の
主
観
的
な
条
件
を
な
す
の
で
あ
る
。」（
ａ
）
と
（
ｂ
）

の
二
つ
の
条
件
は
、「
内
的
な
占
有
権
に
と
っ
て
は
互
い
に
結
び
合
わ
さ
っ
て
い
る
は
ず
の
も
の
」
で
あ
り
、
現
実
に
は
二
つ
が
相

互
に
矛
盾
す
る
こ
と
も
含
み
つ
つ
、「
そ
の
人
の
そ
の
物
件
に
対
す
る
個
人
的
な
法
的
〔
権
利
〕
関
係
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
法
的
〔
権
利
〕
関
係
は
、
自
由
に
個
人
的
な
権
利
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
各
人
が
ま
ず
は
み�

ず�

か�

ら�

そ
れ
を
制
御
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
の
人
も
み
ず
か
ら
自
分
を
、
正
し
い
合
法
的
な
関
係
の
中
へ
置
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。
国
家
は
、

公
的
な
法
秩
序
と
し
て
、
こ
の
領
域
を
個�

人�

的�

な�

指�

示�

と
活
動
に
ゆ
だ
ね
る
か
ら
、
国
家
は
、
外
的
に
あ
る
物
件
を
占
有
し
て
い
る
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状
態
に
あ
る
各
人
に
よ
っ
て
こ
の
領
域
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
を
前�

提�

し�

て�

も�

い�

る�

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
国
家
は
、
さ�

し�

あ�

た�

り�

こ
の
関
係
に
、
そ
れ
が
外�

的�

に�

表
れ
て
い
る
と
お
り
に
保
護
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ�

の�

理
由
か
ら
、
占
有
関
係

の
外
的
な
保
護
に
さ
い
し
て
は
、
だ
れ
か
あ
る
人
が
合
法
的
な
占
有
者
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
不
法
な
占
有
者
で
あ
る
か
は
、
さ�

し�

あ�

た�

り�

問
題
と
な
ら
な
い
。」
つ
ま
り
「
国
家
は
、
ど
ち
ら
の
ば
あ
い
も
ま�

ず�

も�

っ�

て�

保
護
す
る
の
で
あ
り
、
現
存
す
る
関
係
の
真�

実�

の
解
明
は
さ
ら
な
る
裁
判
手
続
き
に
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」(468f.)

こ
の
よ
う
な
「
法
的
占
有
の
主
観
的
な
条
件
」
お
よ
び
国
家
に
よ
る
「
個
人
的
な
権
利
領
域
」
の
第
一
義
的
保
護
を
前
提
と
し

て
、「
外�

的�

な�

占�

有�

権�

」
が
想
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。「
外
的
な
占
有
権
」
は
、「
占
有
の
防
衛
ま
た
は
取
り
戻
し
」
並
び
に
、
購

入
・
賃
借
な
ど
の
結
果
と
し
て
の
「
占
有
の
取
得
」
の
た
め
の
諸
条
件
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
占
有
の
内
的
権
利
と
外
的

権
利
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
は
じ
め
て
つ
ぎ
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
外�

的�

な�

事�

実�

上�

の�

関
係
が
さ
し
あ
た

り
保
護
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
内
的
に
法
的
に
整
序
さ
れ
た
関
係
を
前
提
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。」
そ
し

て
ま
た
、「
国
家
は
個
人
的
な
内
的
な
権
利
領
域
へ
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、「
要
す

る
に
国
家
は
だ
れ
を
も
、
さ
し
あ
た
り
法
的
に
正
し
く
誠
実
な
人
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
判
然
と
す
る
の

で
あ
る(470)

、
と
。

七

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
「
人
格
性
の
物
件
に
対
す
る
主
観
的
な
法
的
関
係
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
占
有
権

を
「
人
格
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
権
利
能
力
」
の
対
物
支
配
権
的
表
現
と
と
ら
え
て
、「
あ
る
人
格
性
の
あ
る
物
件
に
対
す
る
関
係

か
ら
流
れ
出
る
一
つ
の
真
の
権�

利�

」
と
規
定
し
た
。
こ
の
規
定
に
は
、
占
有
に
か
ん
す
る
多
様
な
解
釈
―
―
カ
ン
ト
流
の
「
仮
定
的

所
有
」、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
た
ん
な
る
事
実
視
お
よ
び
占
有
者
の
保
護
要
求
権
、
ガ
ン
ス
の
法
律
学
的
権
利
な
ど
―
―
を
相
対
化
し
、
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か
つ
総
合
し
よ
う
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
た(471)

。
そ
の
意
図
を
支
え
て
い
た
の
は
、
所
有
権
の
不
可
避

的
制
約
性
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

本
来
、「
占
有
は
所
有
に
従
属
す
る
」
が
、「
所
有
物
と
し
て
占
有
さ
れ
て
い
る
あ
る
物
件
は
、
多
数
の
効
用
な
い
し
有
用
さ
を
も

ち
、
多
数
の
諸
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
の
諸
条
件
を
含
み
う
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
公
共
体
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
」
か
ら
、「
一

つ
の
物
件
が
さ
ま
ざ
ま
な
権
原
の
も
と
で
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
自
分
の
も
の
と
し
て
占
有
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。」
実
定
法

は
こ
う
し
た
事
態
を
反
映
し
て
、
あ
る
人
に
帰
属
す
る
物
権
を
、
使
用
権G

ebrauch
(usus)

、
用
益
権N

ießbrauch
(ususfructus)

、

住
居
権W

ohnung

、
地
役
権D

ienstbarkeiten

、
表
層
の
権
利R

echt
der

O
berfläche

(superficies)

、
お
よ
び
永
代
借
地
権

E
m
phyteusis

に
細
分
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
と
く
に
「
地�

役�

権�

な
い
し
狭
義
のServituten

」
の
意
義
に

注
目
し
た
。
地
役
権
は
、「
あ
る
土
地
の
一
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
用
益
を
別
の
土
地
の
所
有
者
に
供
与
す
る
こ
と
を
含
ん
で
お
り
、

そ
の
権
原
を
同
輩
的
相
隣
関
係
に
有
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
「
一
方
の
人
に
と
っ
て
は
他
方
の
人
の
土
地
の
用
益

が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
」、
つ
ま
り
「
そ
れ
な
し
で
は
自
分
の
土
地
が
ま
っ
た
く
利
用
で
き
な
い
」
と
い
う
事
態
を
さ
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、「
地
役
権
は
つ
ぎ
の
点
を
実
際
に
証
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
所
有
権
を
も
つ
人
々
が
、
と
く
に
外

的
空
間
に
お
い
て
出
会
う
ば
あ
い
に
は
至
る
と
こ
ろ
で
、
一
方
ま
た
は
他
方
の
所
有
権
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
相
互
の
制

限
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
権
限
の
無
制
限
は
、
生
の
共
同
体
お
よ
び
交
友
的
共
同
生
活
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
所
有
権
の
本
質
的
動
因
と
は
ま
っ
た
く
み
な
せ
な
い
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。」(472f.)

こ
の
よ
う
に
地
役
権
は
、
所
有
権
が
本

来
相
互
に
制
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
実
例
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
「
人
間
お
よ
び
市
民
の
権
利
の
宣
言
」（
一
七
八
九
年
八
月
）
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
封
建
制
の
廃
棄
お
よ
び
身
分
的
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・
地
方
的
特
権
の
廃
止
の
決
議
を
う
け
て
、
自
由
、
安
全
、
圧
制
へ
の
抵
抗
と
と
も
に
所
有
権
を
「
自
然
権
」
と
位
置
づ
け
（
第
二

条
）、
そ
の
神
聖
不
可
侵
を
う
た
っ
て
い
た
（
第
十
七
条
）
が
、
近
代
的
な
所
有
権
の
成
立
の
基
礎
的
契
機
は
、
旧
来
の
封
建
制
に

構
造
化
さ
れ
て
い
た
重
層
的
な
所
有
権
観
念
が
革
命
に
よ
っ
て
一
掃
さ
れ
、
動
産
だ
け
で
な
く
土
地
も
「
所
有
権
」
一
般
に
包
摂
さ

れ
て
商
品
化
さ
れ
た
こ
と
に
み
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
領
主
と
農
民
の
関
係
に
お
け
る
貢
納
地(censive)

と
、
領
主
と
家
臣

（
下
級
領
主
）
の
関
係
に
お
け
る
封
地(fief)

の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
下
級
の
所
有
権
者
（
農
民
・
家
臣
）
の
所
有
権
（
土
地
利

用
権
）
が
す
で
に
十
八
世
紀
中
葉
に
は
実
質
的
に
普
及
し
て
お
り
、
革
命
は
そ
れ
を
法
形
式
的
に
も
「
農
民
の
所
有
権
」
に
一
元
化

す
る
形
で
確
定
し
た
。
こ
の
新
し
い
所
有
権
観
念
を
法
文
に
定
着
さ
せ
た
一
八
〇
四
年
の
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
民
法
典
」（
〇
七
年
に

「
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
」
に
改
称
）
は
、
各
人
が
所
有
物
を
支
配
す
る
人
と
物
と
の
関
係
の
視
点
に
立
っ
て
、
所
有
権
を
「
物
を
最
も

絶
対
的
な
仕
方
で
享
受
し
、
処
分
す
る
権
利
」（
第
五
四
四
条
）
と
規
定
し
、
利
用
権
と
所
有
権
と
の
一
体
不
可
分
性
に
も
と
づ
く

一
物
一
権
的
な
排
他
性
を
明
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
所
有
権
は
土
地
利
用
権
を
本
質
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ぎ
り
、

利
用
さ
れ
な
い
土
地
の
所
有
権
の
利
益
は
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
し
、
土
地
利
用
の
仕
方
に
か
ん
し
て
公
益
性
を
根
拠
と

し
て
、
事
前
補
償
の
条
件
の
も
と
で
公
的
な
強
制
取
得
を
例
外
的
に
可
能
に
も
し
た
（
第
五
四
（
４５
）

五
条
）。

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
生
み
だ
し
た
こ
の
よ
う
な
民
法
典
の
近
代
的＝

排
他
的
所
有
権
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
所
有
権

の
「
個
人
的
要
素
」
だ
け
で
な
く
「
公
共
団
体
的
（
社
会
的
）
要
素
」
の
新
時
代
に
お
け
る
意
義
の
再
評
価
を
求
め
た
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
現
に
民
法
典
は
、
一
物
一
権
的
な
排
他
性
の
原
則
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
現
実
の
土
地
利
用
に
か
か
わ
る
関
係
者
の
複
雑

な
利
害
関
係
の
存
在
を
考
慮
し
て
、
人
的
関
係
を
便
益
供
与
関
係
に
置
き
換
え
る
形
で
、
法
定
地
役
権
（
相
隣
関
係
）
に
よ
る
制
限

の
諸
規
定
（
第
六
四
九
条
以
下
）
を
設
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
右
の
地
役
権
論
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
下
敷
き
に
し
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て
、
所
有
権
無
制
限
論
の
非
現
実
性
を
批
判
し
た
も
の
に
相
違
な
く
、
所
有
権
を
制
限
す
る
普
遍
的
な
法
原
則
の
あ
り
方
を
展
望
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
レ
ー
ダ
ー(K
arl
D
avid

A
ugust

R
öder,

1806-1879)

に
よ
る
『
自
然
法

ま
た
は
法
哲
学
の
基
本
特
質
』（
一
八
四
六
年
）
の
所
有
権
論
を
も
参
照
し
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
所
有
権
の
社
会
的
要
素
」
あ

る
い
は
「
社
会
的
利
益gesellschaftliches

Interesse

の
た
め
の
所
有
権
の
秩
序
」
に
か
ん
す
る
諸
原
則
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
以
上
の
よ
う
な
所
有
権
の
法
哲
学
的
一
般
理
論
の
試
み
を
総
括
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
所
有
者
が
有
す

る
「
使
用
権
ま
た
は
処
分
権jus

utendi
vel

abutendi

」、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
典
の
第
四
三
九
条
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
第
五
四
四

条
な
ど
が
示
す
よ
う
に
、「
実
定
法
典
で
与
え
ら
れ
て
い
る
所
有
物
〔
権
〕
の
定
義
は
、
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
に
所
有
者
に
、
か
れ
に

帰
属
す
る
物
件
に
つ
い
て
は
即
自
的
に
無
制
限
の
排
他
的
な
処
分
権
と
使
用
権
を
与
え
て
い
る
」
が
、「
抽
象
的
な
自
然
法
理
論
に

お
い
て
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
は
、
一
貫
し
て
所
有
物
〔
権
〕
の
目�

的�

を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
き
た
。」
し
か
し
、
そ
れ
ら
の

定
義
は
「
事
物
の
自
然
に
よ
り
、
所
有
物
〔
権
〕
の
理�

性�

的�

目�

的�

を
思
わ
ず
知
ら
ず
考
慮
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
を
立
て
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
た
」
の
で
あ
り
、「
こ
の
諸
制
限
は
、
法
哲
学
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
所
有
の
権
利
の
行
使
を
規
制
す
る
一
定
の
普
遍

的
な
法
諸
原
則
の
帰
結
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。」「
こ
の
法
諸
原
則
は
、
国
家
が
所
有
物
〔
権
〕
の
理
性
的
目
的
に
従
っ
て
、
ま
た
、

社
会
的
な
利
益
の
た
め
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。」(473f.)

―
―
つ
ま
り
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典

に
代
表
さ
れ
る
実
定
法
典
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
規
定
の
例
外
諸
条
項
や
各
種
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
規
則
」
に
よ
る
制
限
的
作
用
の

背
後
に
、
み
ず
か
ら
の
人
格
権
的＝

目
的
論
的
所
有
権
論
に
お
け
る
「
公
共
団
体
的
（
社
会
的
）
要
素
」
の
原
理
を
読
み
取
ろ
う
と

し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
先
に
私
的
所
有
権
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
国
家
は
正
当
な
所
有
を
保
証
す
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る
だ
け
で
な
く
、「
所
有
権
の
行
使
を
法
律
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
、
調
整
し
、
真
の
意
味
で
組
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
表
現

し
た
、
あ
る
べ
き
国
家
の
「
組
織
化
」
機
能
の
実
践
事
例
と
し
て
、
と
く
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
よ
る
所
有
権
の
公
益
的
・
社
会
的

調
整
作
用
を
想
定
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
所
有
権
秩
序
の
諸
原
則
と
し
て
、
ま
ず
、「
所
有
の
権
利
の
本�

質�

」
の
面
か
ら
は
、
第
一
に
、「
所�

有�

物�

は�

理�

性�

的�

な�

目�

的�

と�

使�

用�

た�

め�

に�

存�

在�

す�

る�

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
所
有
物
は
人
間
の
必
要
を
充
足
す
る
た
め
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
ど
ん
な
濫
用
も
、
ど
ん
な
無
目
的
な
破
壊
も
法
に
反
し
、
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。」「
濫
用
に
つ
い
て
ど
の
程
度
法
律
に
明
記
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
法
〔
権
利
〕
意
識
の
涵
養
の
高
低
に
依
存
し
て
い
る
」
が
、

「
公
益
の
点
で
、
あ
る
い
は
他
者
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
よ
う
な
、
物
件
の
使
用
方
法
の
禁
止
」
な
ど
は
、
実
定
法
上
の
明
細
規
定

を
免
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、「
バ
イ
エ
ル
ン
の
刑
法
典
第
二
四
五
条
は
、
自
分
の
食
料
を
腐
敗
さ
せ
る
こ
と
さ
え
、
も
し
そ
れ
が
公

共
の
欠
乏
を
も
た
ら
す
ば
あ
い
に
は
、
罰�

し�

て�

い�

る�

。
何
年
も
凶
作
が
つ
づ
く
と
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
じ
ゃ
が
い
も
か

ら
蒸
留
酒
を
つ
く
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
―
―
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
民
法
典
の
、
所
有
権
を
規
定
す

る
部
分
に
つ
い
て
の
議
論
に
さ
い
し
て
、
濫
用
を
制
御
す
る
こ
と
の
不
可
欠
さ
を
精
力
的
に
主
張
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

た
。〈
所
有
権
の
濫
用
が
社
会
に
有
害
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
つ
ね
に
そ
れ
は
制
御
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
人
は
、
ま
だ
青
い

穀
物
を
刈
り
取
っ
た
り
有
名
な
ワ
イ
ン
畑
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
だ
〉、
と
。」
た
だ
し
、「
こ
の
〔
濫

用
禁
止
の
〕
原
理
の
誤
っ
た
不
適
切
な
拡
張
を
予
防
す
る
た
め
に
」、「
個
人
的
権
利
の
規
則
、
す
な
わ
ち
、
自�

分�

自�

身�

の�

生�

活�

（
私

生
活
）
の
領
域
な
ら
び
に
家�

族�

生�

活�

の
内
的
な
圏
域
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
は
す
べ
て
公�

的�

な�

法
律
の
適
用
に
服
さ
な
い
と
い
う
規

則
が
、
こ
こ
で
も
用
い
ら
れ
る
。」(474f.)
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第
二
に
、「
自�

分�

の�

意�

図�

と�

善�

意�

と�

を�

欠�

い�

て�

い�

て�

、
自
分
の
所
有
物
を
用�

い�

よ
う
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
役�

立�

て�

よ
う
と
し
な

い
こ
と
が
明
白
に
わ�

か�

る�

よ
う
な
所�

有�

者�

は
、
か�

れ�

の�

所�

有�

権�

を�

し�

か�

る�

べ�

き�

補�

償�

金�

と�

引�

き�

替�

え�

に�

譲�

渡�

ま�

た�

は�

売�

却�

す�

る�

こ
と

を
、
国
家
に
よ
っ
て
強�

制�

さ�

れ�

る�

こ�

と�

が�

あ�

り�

う�

る�

。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
利
益
の
点
で
す
べ
て
の
有
用
財
か
ら
期

待
さ
れ
る
利
益
が
、
別
の
人
の
手
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。」
こ
う
し
た
法
制
度
は
、
す
で
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
ギ
リ

ス
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
農
業
や
林
業
で
は
、
所
有
物
の
「
濫
用
と
未
利
用
」
が
「
社
会
に
と
っ
て
明
白

な
不
利
益
に
な
る
ば
あ
い
」
に
は
、
国
家
は
「
未
利
用
を
禁
止
す
る
権
利
」
だ
け
で
な
く
、「
最
も
適
切
な
耕
作
を
指
示
す
る
権
利

も
有
し
て
い
る
。」(476)

第
三
に
、「
私�

的�

所�

有�

物�

は�

、
正�

当�

な�

補�

償�

金�

と�

引�

き�

換�

え�

て�

で�

も�

公�

共�

目�

的�

の�

た�

め�

に�

は�

譲�

渡�

さ�

れ�

な�

け�

れ�

ば�

な�

ら�

な�

い�

。
国

家
の
こ
の
収
用
権E

nteignungs-
(E
xpropriations-)

R
echt

は
、
近
年
の
ど
の
法
典
で
も
承
認
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
大
規
模
な
公

益
的
な
施
設
を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
絶
対
的
な
私
的
所
有
物
の
原
理
の
も
と
で
は
ま
っ
た
く
実
施
さ
れ
え
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。」

一
方
、「
所
有
物
の
形�

式�

」
に
つ
い
て
は
、「
所
有
物
を
保�

全�

し
保�

証�

す
べ
き
国
家
」
は
、「
少
な
く
と
も
す
べ
て
の
公�

共�

財�

öffentliche
G
üter

す
な
わ
ち
農
村
ま
た
は
都
市
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
公�

的�

な�

土�

地�

台�

帳�

に
所
有
権
が
記
載
さ
れ
、」
そ
こ
に
各
人

の
権
利
の
種
類
が
申
告
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る(477)
。

こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
私
的
所
有
権
は
、
人
間
の
「
必
要
の
充
足
」
お
よ
び
「
理
性
的
な
目
的
」
と
い
う
規
定

に
よ
っ
て
原
理
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
社
会
的
利
益
」
の
観
点
か
ら
そ
の
「
濫
用
と
未
利
用
」
が
法
律
に
よ

る
禁
止
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
れ
は
国
家
に
よ
る
「
収
用
権
」
と
「
土
地
台
帳
」
の
制
度
化
と
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
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し
て
最
後
に
、「
時
効
に
よ
る
所
有
権
の
停
止
」
を
、「
所
有
物
は
使�

用�

も
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
原
理
」
と
「
法�

的�

安�

定�

性�

と
い
う
形
式
原
理
」
と
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
て(477f.)

、
所
有
物
お
よ
び
所
有
権
の
一
般
理
論
が
終
結
す
る
。

四

所
有
の
歴
史
哲
学

一

つ
ぎ
に
、「
所
有
の
歴
史
の
哲
学
、
あ
る
い
は
、
人
間
の
社
会
に
お
け
る
所
有
の
発
展
に
か
ん
す
る
哲
学
的
概
観
」
が
示
さ

れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
の
第
二
節
を
な
す
こ
の
歴
史
分
析
で
は
、「
社
会
が
人
間
の
模
写
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
所

有
も
、
そ
の
社
会
の
状
態
、
そ
こ
で
支
配
し
て
い
る
諸
原
理
、
お
よ
び
そ
の
社
会
状
態
を
基
礎
づ
け
て
い
る
習
俗
を
、
忠
実
に
反
映

し
て
」
お
り
、「
宗
教
、
道
徳
お
よ
び
政
治
に
お
け
る
根
本
的
変
化
は
、
い
つ
で
も
早
晩
、
所
有
の
組
織
や
、
そ
の
獲
得
・
譲
渡
の

仕
方
や
、
国
民
諸
階
級
へ
の
そ
の
多
様
な
分
配
に
も
相
応
の
変
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
」
と
い
う
見
地
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
歴
史
的
法
則
に
従
っ
て
、
物
質
的
領
域
に
お
け
る
運
動
は
、
知
性
、
宗
教
、
道
徳
お
よ
び
政
治
と
い
っ
た
よ
り

高
次
の
領
域
で
の
運
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
考
え
る
か
ら
、
所
有
の
あ
り
方
は
人
間
の
精
神
活
動
に
よ
っ
て
変
化
し
う
る
と

言
う
の
で
あ
る
。
所
有
の
歴
史
に
か
ん
す
る
考
え
方
も
、「
社
会
的
諸
制
度
を
孤
立
的
・
抽
象
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
や
め
て
、
そ

れ
ら
の
源
泉
へ
、
人
間
へ
、
人
間
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
諸
原
理
へ
、
そ
し
て
人
間
の
社
会
的
発
達
の
諸
法
則
へ
引
き
戻
す
」
な

ら
ば
、「
歴
史
の
精
神
を
再
生
し
て
、
現
在
の
状
態
を
、
並
び
に
そ
れ
を
維
持
す
る
か
変
更
す
る
か
を
決
定
す
る
根
拠
を
、
そ
し
て

将
来
お
こ
な
い
う
る
も
ろ
も
ろ
の
修
正
を
認
識
す
る
こ
と
を
教
え
る
」
で
あ
ろ
う(479)

、
と
。

こ
の
よ
う
な
所
有
制
度
の
歴
史
的
変
化
へ
の
展
望
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ま
ず
社
会
制
度
一
般
の
歴
史
を
主
導
し
て
い
る
「
一�

体�
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性�

、
対�

立�

、
そ
し
て
統
一
な
い
し
調�

和�

と
い
う
諸
法
則
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
。
人
類
史
の
第
一
期
は
、「
わ
れ
、
あ
る
い
は
個

人
と
い
う
理
念
」
は
未
成
立
で
あ
り
、「
未
分
化
の
財
産
共
同
体
」
で
あ
っ
た
。
第
二
期
は
、「
全
体
と
部
分
の
、
ま
た
部
分
相
互
の

対
立
」
の
時
代
で
あ
り
、「
土�

地�

の�

先�

占�

」
か
ら
「
所
有
の
理
念
」
が
発
達
し
た
が
、「
家�

族�

所�

有�

お
よ
び
種�

族�

所�

有�

の
時�

代�

」
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
個
人
が
自
分
の
占
有
し
た
も
の
へ
の
排
他
的
権
利
を
え
た
と
き
、「
所
有
の
個
人
的
原
理
が
社
会
に
根
づ
き
」、
第

三
期
が
始
ま
っ
た
。「
こ
の
瞬
間
か
ら
、
社
会
的
原
理
が
永
久
に
歴
史
か
ら
追
放
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
た
。
旧
世
界
が
解
体
し
、
利

口
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
個
人
主
義
が
人
類
を
支
配
し
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
社
会
的
な
要
素
が
新
た
に
真
価
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
新
し
い
宗
教
的
源
泉
の
な
か
で
ま
っ
た
く
高
次
の
内
容
が
復
活
し
、
そ
こ
か
ら
個
人
性
そ
の
も
の
が
そ
の

真
の
原
理
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。」(480ff.)

そ
れ
が
宗
教
改
革
な
の
だ
と
言
う
。

以
上
の
三
期
区
分
は
、「
調
和
」
志
向
的
な
ア
ー
レ
ン
ス
の
巨
視
的
な
「
普
遍
的
な
観
点
」
で
あ
り
、「
実
際
の
諸
国
民
の
歴
史
」

は
、「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
・
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
」
の
第
一
時
代
と
「
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
始
ま
る
」
第
二
時
代
と
に
分
け
ら
れ

る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
『
ロ
ー
マ
史
』
や
シ
ャ
ル
ル
・
ジ
ロ
の
『
ロ
ー
マ
人
社
会
の
所
有
権
に
か
ん
す
る
研
究
』
な

ど
に
拠
り
つ
つ
、
古
代
ロ
ー
マ
の
土
地
は
貴
族
の
家
門
の
あ
い
だ
で
配
分
さ
れ
た
が
、
土
地
所
有
権
は
「
主
権
的
な
国
民
的
所
有

権
」
と
し
て
権
力
に
よ
っ
て
フ
ォ
ル
ク
に
託
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、「
所
有
権
の
国
民
的
理
念
」
が
一

貫
し
て
維
持
さ
れ
た
と
解
し
て
い
る(486f.)

。
こ
の
ロ
ー
マ
時
代
は
、
土
地
所
有
権
の
性
質
に
よ
り
、「
宗�

教�

的�

」、「
貴�

族�

政�

的�

」、

「
個�

人�

的�＝

私�

法�

的�

」
の
三
つ
の
時
代
に
区
分
さ
れ
、
貴
族
に
よ
る
「
国
民
的
土
地
所
有
権
の
排
他
的
占
有
」（
貴
族
に
よ
る
土
地
分

割
）
に
対
す
る
平
民
の
参
加
要
求
と
と
も
に
第
三
期
が
始
ま
る
。
こ
の
ロ
ー
マ
の
第
三
期
す
な
わ
ち
平
民
の
勝
利
に
よ
る
共
和
政
期

に
は
、
所
有
権
の
個
人
主
義
化
が
進
み
、「
土
地
の
細
分
化
は
、
人
口
の
不
断
の
増
大
と
あ
い
ま
っ
て
、
の
ち
に
平
民
の
困
窮
の
増
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大
と
、
貴
族
階
級
の
搾
取
へ
の
か
れ
ら
の
事
実
上
の
従
属
と
を
帰
結
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
共
和
政
末
期
に
は
、
宗
教
的
・
社
会

的
な
理
念
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
生
活
領
域
や
諸
制
度
か
ら
消
滅
し
た
。
ぬ
け
め
の
な
い
個
人
主
義
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
ロ
ー
マ
の
国

家
を
侵
食
し
た
。」
哲
学
は
「
社
会
を
改
革
す
る
の
に
無
力
で
あ
り
、
ス
ト
ア
主
義
で
さ
え
、
そ
の
実
践
的
部
分
で
は
個
人
主
義
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
社
会
秩
序
は
ま
っ
た
く
問
題
に
せ
ず
、
個
人
的
な
美
徳
と
い
う
誇
り
を
最
上
位
に
置
い
た
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ス
ト
ア
主
義
は
時
代
全
体
の
精
神
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
人
間
の
人
格
性
の
諸
権
利
を
主

観
的
な
観
点
か
ら
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
を
助
け
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
ス
ト
ア
主
義
は
奴
隷
制
を

非
難
し
、
す
べ
て
の
人
々
の
自
然
的
権
利
と
い
う
理
念
の
高
み
に
達
し
、
そ
し
て
こ
の
普
遍
的
権
利
の
内
側
で
自�

然�

的�

所
有
権
と
い

う
概
念
に
ま
で
至
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
自
然
的
権
利
は
社
会
的
権
利
と
は
結
び
つ
か
ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
し
、
人
類

や
神
と
は
無
関
係
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
初
め
て
人
間
の
人
格
性
に
、
平
等
と
自
由
へ
の
そ
の
普
遍
的
諸
権
利
に
、
そ

し
て
の
ち
に
は
所
有
権
に
も
、
そ
う
し
た
崇
高
な
厳
粛
さ
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。」(488ff.)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、

第
一
時
代
に
属
す
る
ロ
ー
マ
期
に
、「
所
有
権
の
国
民
的
理
念
」
の
も
と
で
土
地
所
有
の
「
個
人
的＝

私
法
的
」
性
質
の
実
質
的
な

拡
大
・
浸
透
が
帰
結
し
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

二

つ
ぎ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
第
二
時
代
に
も
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
当
初
の
宗
教
的
・
内
面
的
な
財
産
共
同
体
か
ら
封
建
制
下

の
土
地
所
有
構
造
を
経
て
、
宗
教
改
革
を
起
点
と
す
る
所
有
権
の
個
人
主
義
化
に
至
る
三
つ
の
時
代
の
変
遷
を
み
と
め
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、「
宗�

教�

的�

・
人�

倫�

的�

見
地
」
か
ら
所
有
物
を
「
慈�

善�

活�

動�

の
高
潔
な
人
倫
的
目
的
の
た
め
の
手
段
」
と

み
な
し
、
信
仰
の
絆
に
も
と
づ
く
自
発
的
で
「
内
面
的
な
生
活
と
財
産
の
共
同
体
」
と
い
う
理
念
を
生
み
だ
し
た
。
し
か
し
ま
も
な

く
キ
リ
ス
ト
教
が
「
個
人
の
回
心
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
民
族
全
体
で
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
従
来
の
「
人
格
的
な
結
び
つ
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き
」
は
維
持
で
き
な
く
な
り
、
所
有
関
係
は
「
人
間
理
性
に
由
来
す
る
諸
原
則
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
社
会
の
形
成
史
」
の
な
か
で
所
有
権
は
、
第
一
期
の
部
族
と
家
族
に
よ
る
土
地
配
分
、
第
二
期
の
封
建
制
下
に
お
け
る
恩
貸

地B
eneficien

の
家
族
所
有
へ
の
収
斂
、
そ
し
て
宗
教
改
革
以
降
の
第
三
期
に
お
け
る
所
有
権
の
個
人
主
義
化
と
い
う
三
段
階
で
発

展
・
変
容
し
て
き
た
と
想
定
さ
れ
る
か
ら(491ff.)

、
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
制
度
の
歴
史
分
析
は
、
こ
の
第
三
期
の
所
有
概
念
の
性

格
規
定
に
帰
着
す
る
。

す
な
わ
ち
、「�

宗�

教�

改�

革�

が
初
め
て
封
建
制
に
間
接
的
な
仕
方
で
最
初
の
決
定
的
な
一
撃
を
加
え
た
。
そ
れ
は
ま
ず
精
神
的
な
人

格
性
の
諸
権
利
を
再
び
有
効
に
働
か
せ
て
、
人
間
を
神
に
対
す
る
直
接
的
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
、
社
会
の
全
階
級
の
中
で
個
人
的

独
立
性
の
感
情
を
確
立
し
、
そ
し
て
自
由
な
研
究
の
原
理
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
法
の
学
問
を
個
人
的
・
自
由
主
義
的
な

意
味
で
復
興
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
宗
教
改
革
は
、
所
有
権
を
本�

源�

的�

で
人
格
性
か
ら
流
れ
出
る
自
然

的
な
権
利
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
も
当
然
つ
な
が
っ
た
。」
フ
ラ
ン
ス
の
「
一
七
八
九
年
の
革
命
は
宗
教
改
革
の
政
治
的
帰
結
で

あ
り
、
そ
し
て
八
月
四
日
の
夜
〔
こ
の
と
き
立
憲
議
会
で
封
建
的
諸
特
権
の
廃
棄
が
決
議
さ
れ
た
〕
は
、
所
有
権
に
か
ん
し
て
、
同

じ
個�

人�

的�

な�

、
ま
た
そ
の
ご
の
結
果
と
し
て
は
個�

人�

主�

義�

的�

な�

原
理
を
有
効
に
発
揮
さ
せ
た
。
こ
の
原
理
は
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
初

め
て
精
神
的
領
域
で
主
張
さ
れ
、
そ
の
ご
ま
も
な
く
封
建
制
度
全
体
へ
の
攻
撃
に
向
け
ら
れ
た
。
そ
の
う
え
こ
の
原
理
は
、
こ
こ
何

世
紀
か
の
あ
い
だ
に
産
業
労
働
の
成
長
拡
大
に
よ
っ
て
す
で
に
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
産
業
労
働
は
、
そ

の
産
物
の
一
つ
一
つ
に
人
間
人
格
性
の
刻
印
を
強
く
押
し
、
動
産
所
有
権
の
源
泉
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。」(495f.)

と
こ
ろ
で
動
産
・
不
動
産
を
問
わ
ず
、
ど
ん
な
所
有
物
も
「
社
会
的
要
素
」
と
「
個
人
的
要
素
」
の
両
面
を
「
均
等
に
含
み
も
っ

て
い
る
。」
し
か
し
「
人
は
当
時
、
所
有
物
を
個
人
的
・
個
人
主
義
的
観
点
か
ら
し�

か�

と
ら
え
な
か
っ
た
」。「
ま
さ
に
こ
の
見
方
が
、
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も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
流
布
さ
せ
ら
れ
た
抽
象
的
で
個
人
主
義
的
な
観
点
の
助
け
を
借
り
て
、
人
々
の
心
を
ま
す
ま
す

と
ら
え
た
の
で
あ
り
、
土
地
所
有
に
つ
い
て
で
さ
え
も
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
支
配
的
な
理
論
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
般
に
一
つ
の
社
会
が
存
続
す
る
ば
あ
い
、
そ
の
社
会
は
そ
の
成
員
た
ち
に
相
互
犠
牲
を
要
求
し
、
ま
た
、
物
財
の
使
用
に
際
し
て

濫
用
を
抑
え
る
た
め
に
や
む
を
え
な
い
権
利
諸
制
限
を
課
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
所
有
物
の
社
会
的
性
質
は
完
全

に
消
え
去
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
人
は
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
の
諸
方
策
、
つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
濫
用
の
禁
止
や
、
使
用
に
か
ん

す
る
規
則
、
強
制
収
用
に
か
ん
す
る
法
律
な
ど
に
よ
っ
て
所
有
権
を
制
限
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」(496f.)

こ
う
し
て
所
有
制
度
史
の
跡
づ
け
に
よ
っ
て
ア
ー
レ
ン
ス
が
到
達
し
た
結
論
は
、
所
有
に
お
け
る
「
社
会
的
要
素
と
個
人
的
要
素

と
を
理
性
に
合
致
し
た
か
た
ち
で
互
い
に
結
び
つ
け
」、「
高
次
の
原
理
に
よ
っ
て
有�

機�

的�

で
調
和
的
な
所
有
理
論
を
樹
立
す
る
こ
と

の
不
可
欠
性
」で
あ
り
、
こ
の
点
の
洞
察
こ
そ
が
「
社
会
秩
序
へ
の
入
り
口
を
見
い
だ
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
有
機
的
な
所
有
理
論
の
前
提
を
な
す
も
の
は
、「
人
類
に
か
ん
す
る
調
和
的
な
教
義
」、
つ
ま
り
「
部
分
と
全
体
、
個
人
と
人

類
、
そ
し
て
、
家
族
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
国
民
お
よ
び
全
人
類
と
い
う
全
人
格
性
の
す
べ
て
の
諸
圏
域
の
あ
い
だ
の
、
内
的
で
調
和
的

な
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
」
教
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
宗
教
に
お
い
て
は
永
遠
の
人
格
性
の
原
理

を
堅
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
汎
神
論
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
教
義
は
、
所
有
物
の
個
人
的
か
つ
社
会
的
な
要
素
を
も
調
和

的
に
結
合
さ
せ
て
、
ま
さ
に
所
有
物
の
個
人
主
義
的
な
考
え
方
と
共
産
主
義
的
・
汎
神
論
的
な
考
え
方
と
の
双
方
を
自
身
か
ら
除
外

す
る
だ
ろ
う
」
と
言
い
換
え
た
の
で
（
４６
）

あ
る(497f.)

。
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五

所
有
の
政
治
学

一

以
上
の
歴
史
哲
学
を
受
け
て
、
第
三
節
で
は
、「
社
会
に
お
け
る
所
有
諸
関
係
の
組
織
に
か
ん
す
る
法
政
治
的
考
察
」(498)

が
、「
現
在
の
所
有
の
組
織
お
よ
び
そ
れ
が
な
し
う
る
法
的
な
使
命
と
修
正
に
か
ん
す
る
政�

治�

的�

考
察
」(436)

と
し
て
展
開
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
に
か
ん
す
る
一
般
的
な
法
哲
学
的
理
論
と
所
有
制
度
の
発
展
史
と
を
ふ
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
現
在
の
所
有
諸

関
係
の
「
変
更
な
い
し
改
善
の
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
諸
提
案
」
が
検
討
さ
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
所
有
が
そ
の
社
会
的
組

織
に
お
い
て
経
験
し
た
諸�

変�

化�

の
原�

因�

を
、
全
信
条
、
宗�

教�

的�

・
人�

倫�

的�

生
活
観
の
な
か
で
先
行
し
た
諸
改
変
に
み
と
め
た
」
か

ら
、「
所
有
の
諸
原
理
と
歴
史
と
を
熟
知
し
て
い
る
人
は
だ
れ
も
、
現
在
の
諸
関
係
を
固
定
し
た
確
定
的
な
も
の
と
は
み
な
さ
な
い

だ
ろ
う
」、
と
言
う
。
む
し
ろ
逆
に
「
抽
象
的
で
個
人
主
義
的
な
諸
原
理
」
は
「
不
可
避
的
に
本
質
的
な
修
正
を
う
け
る
だ
ろ
う
し
、

ま
た
、
所
有
・
取
得
諸
関
係
も
さ
ま
ざ
ま
な
改
変
を
こ
う
む
る
だ
ろ
う
」、
と
。
し
か
し
同
時
に
、
一
方
で
、「
私
的
所
有
に
反
映
さ

れ
て
い
る
人
格
性
お
よ
び
自
由
な
処
理
の
原
理
は
、
所
有
諸
関
係
に
お
け
る
基�

盤�

で
あ
り
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
」、
他
方
で

は
、「
こ
の
基
盤
の
上
で
の
所
有
の
特
殊
な
形
成
と
改
造
」
は
、「
た
ん
に
外
的
な
法
と
政
治
の
諸
原
理
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
規

制
さ
れ
る
」
だ
け
で
な
く
、「
人
間
の
人
格
性
の
本
質
的
内
容
、
つ
ま
り
思
考
・
感
情
・
行
為
に
お
け
る
そ
の
ま
っ
た
き
人�

倫�

的�

生�

に
、
ま
た
、
社
会
に
存
在
し
て
い
る
相
応
の
人
倫
的
精
神
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
」
が
強
調
さ
れ
る
。
法
と
政
治
が
お
こ
な
う
重
要

な
指
令
も
、「
も
し
よ
り
良
い
人
倫
的
な
精
神
が
そ
れ
に
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
」、「
ま
も
な
く
自
壊
す
る
だ
ろ
う
」(499f.)

、
と
。

の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
念
頭
を
去
ら
な
か
っ
た
懸
念
は
、
こ
の
よ
う
な
「
人
倫
的
精
神
」
を
担
い
う
る
勤
労
大
衆
が
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現
に
存
在
し
う
る
か
否
か
と
い
う
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ア
ー
レ
ン
ス
が
ま
ず
問
う
た
の
は
、「
現
在
の
所
有
・
取
得
諸
関
係
の
特
殊
な
諸
原
因
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。「
現
在

の
物
質
的
な
窮
状
、
急
激
に
広
ま
っ
て
い
る
貧
窮
、
パ
ウ
ペ
リ
ス
ム
ス
お
よ
び
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、
労
働
者
と
り
わ
け
工
場
労
働

者
な
ら
び
に
多
く
の
国
々
で
同
様
に
貧
窮
に
陥
り
つ
つ
あ
る
農
業
人
口
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
悪
化
し
て
い
る
状
態
、
こ
う
し
た
こ

と
の
諸
原
因
に
か
ん
す
る
諸
研
究
が
、
か
な
り
前
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
で
、

直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
な
諸
原
因
、
よ
り
外
的
な
、
法
的
お
よ
び
政
治
的
な
諸
原
因
、
あ
る
い
は
よ
り
内
的
な
、
宗
教
的
お
よ
び

人
倫
的
な
諸
原
因
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。」
し
か
し
、
そ
う
し
た
個
々
の
論
点
を
こ
え
て
、「
あ
る
根�

本�

的�

な�

諸
原
因
が
存
在
し
て
い

る
。」
つ
ま
り
、「
現
在
の
物
質
的
諸
関
係
の
最
高
の
根
本
原
因
」
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
「
こ
こ
三
百
年
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
主
要
な
生

活
諸
関
係
に
お
い
て
承
認
と
威
信
と
を
求
め
て
き
た
新
し
い
原�

理�

」、
す
な
わ
ち
「
私
的
な
個�

人�

性�

の
原
理
」
に
見
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
個�

人�

主�

義�

へ
と
退
化
し
た
」
と
と
ら
え
る(500f.)

。

言
い
換
え
れ
ば
、「
中
世
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
圏
の
大
規
模
な
組�

織�

O
rganisation

を
具
現
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
教
会
と
国
家

の
組
織
、
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
に
お
け
る
手
工
業
の
組
織
、
封
建
制
度
に
お
け
る
農
業
の
組
織
と
い
う
よ
う
に
。
こ
れ
ら
の
客�

観�

的�

な�

分
節
編
成
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
主�

観�

的�

な�

人�

格�

性�

は
そ
の
真
の
権
利
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
個�

�々

人�

は
、
あ
る
高
次
の
共�

同�

体�

G
em
einschaft

ま
た
は
同�

輩�

関�

係�

〔
組�

合�

〕G
enossenschaft

の
中

に
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
的
・
人
倫
的
・
物
質
的
な
支
援
を
得
て
い
た
。」

(501)「
宗
教
改
革
が
、哲
学
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
人�

格�

性�

お
よ
び
個�

人�

的�

正�

当�

さ�

の
原
理
を
教
会
と
宗
教
の
領
域
で
承
認
し
た
と
き
、
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宗
教
改
革
は
、
人
間
を
超
越
し
て
存
在
す
る
客
観
的
な
神
的
秩
序
を
否
定
す
る
こ
と
な
ど
は
、
た
し
か
に
ま
る
で
考
え
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
人
格
性
は
、
こ
の
高
い
秩
序
を
同
時
に
内
面
的
に
自
分
の
も
の
に
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
の
自
由
を
獲
得
す
る
と
い
う
任

務
だ
け
を
遵
守
し
た
。」
と
こ
ろ
が
、「
一
方
で
は
、
生
活
共�

同�

体�

の
社
会
的
・
客
観
的
な
原
理
は
主
観
的
・
個
人
的
な
動
因
に
よ
っ

て
後
景
に
押
し
や
ら
れ
」、
し
か
も
宗
教
改
革
は
「
新
し
い
教
会
組�

織�

」
を
創
り
だ
せ
ず
、「
む
し
ろ
世
俗
権
力
に
結
び
つ
き
従
属
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。」「
他
方
で
は
、
新
し
い
世
界
史
的
な
、
人
格
性
と
自
由
の
精
神
的
・
宗
教
的
原
理
は
、
そ
れ
が
外�

的�

な�

社
会

的
お
よ
び
法
的
・
政
治
的
な
領
域
へ
波
及
す
る
さ
い
に
、
ま
す
ま
す
そ
の
高
い
倫
理
的
内
容
を
失
っ
た
外
的
な
性
質
を
受
け
取
っ
た

の
で
あ
り
、
主
観
的
な
個
性
は
お
の
れ
の
考
え
と
好
み
で
ま
す
ま
す
険
し
く
社
会
秩
序
と
対
立
し
、
そ
の
外
側
で
ま
ず
自
然
状
態
と

い
う
虚
構
の
中
に
身
を
置
き
、
つ
い
で
再
び
好
み
に
従
っ
て
社
会
秩
序
を
合
成
し
た
の
で
あ
る
。」
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
こ
の
よ
う
な

主
観
的
で
個
人
主
義
的
な
方
向
性
」
が
、
ま
も
な
く
「
イ
ギ
リ
ス
で
、
ま
っ
た
く
個
人
主
義
的
な
仕
方
で
主
観
的
な
反
省
哲
学
あ
る

い
は
悟
性
哲
学
と
し
て
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
」
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
「
宗
教
改
革
自
体
を
拒
絶
し
て
い
た
か
ら
」、
こ
の
方

向
性
は
そ
こ
で
は
「
い
っ
さ
い
の
客
観
的
原
理
を
否
定
す
る
に
い
た
る
ほ
ど
最�

も�

極�

端�

な�

方
向
で
形
成
さ
れ
た
」
と
解
し
て
い
る

(502f.)

。

そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
い
ま
や
国
家
の
領
域
で
宗
教
改
革
の
反
射
像
に
、
否
、
幾
重
に

も
ゆ
が
ん
だ
戯
画
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
個
人
が
い
っ
さ
い
の
宗
教
・
人
倫
・
法
と
政
治
の
拘
束
か
ら
分
離
さ
れ
、
い
っ
さ
い

の
真
理
・
人
倫
・
法
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
っ
た
く
無
制
限
の
個
人
主
義
が
権
威
づ
け
ら
れ
て
力
を
奮
う
に
い
た
っ

た
か
ら
で
あ
る
。」
こ
の
事
態
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
社
会
の
分
解
で
あ
っ
た
。「
社
会G

esellschaft

は
、
そ
の
究
極
の
原
子

A
tom

e

、
そ
れ
以
上
分
割
で
き
な
い
個
人E

inzelne

に
分
解
さ
れ
た
。
人
倫
・
製
造
業
・
農
業
の
生
活
関
係
に
お
い
て
共�

同�

的�

で�

あ�
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っ�

た�

も�

の�

は
す
べ
て
否
定
さ
れ
た
。
共
同
的
な
信
仰
は
、
す
で
に
心
情
に
お
い
て
嘲
笑
と
懐
疑
に
よ
っ
て
没
落
し
、
人
倫
は
各
人
の

欲
求
と
個
人
的
好
み
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
い
ま
や
製
造
業
の
共
同
体
、
コ
ツ
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
も
解
体
さ
れ
、
封
建
制
の
農
民
諸
関

係
が
基
礎
づ
け
て
い
た
よ
う
な
農
業
の
所
有
共
同
体
も
廃
棄
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
の
ち
は
個�

人�

が
自�

立�

す�

る�

べ
き
で
あ
り
、
非
政
治

的
な
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
自
分
一
人
が
責
任
主
体
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
が
自
分
の
個
人
的
な
考
え
方
、
洞
察
、
任
意
、
自
由
処
理
お
よ

び
世
話
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。〈
各
人
は
自
分
の
た
め
に
、
神
は
―
―
〔
万
人
の
た
め
に
、
で
は
な
く
〕
だ
れ
の
た

め
に
で
も
な
くC

hacun
pour

soi
et
D
ieu

pour
–––

personne

〉
が
、
新
た
な
社
会
制
度
い
っ
さ
い
の
主
導
的
な
根
本
思
想
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
な
個
別
化individualistische

V
ereinzelung

の
も
と
で
は
社
会
は
存
立
し
え
な
い
か

ら
、
社
会
的
な
絆
が
ゆ
る
む
ほ
ど
政
治
的
な
絆
は
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
き
び
し
く
収
縮
さ
せ
ら
れ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

国
家
に
お
け
る
官�

僚�

制�

的�

中�

央�

集�

権�

化�

が
、
社
会
に
お
け
る
分�

解�

A
uflösung

の
帰
結
で
あ
っ
た
。」(503)

ア
ー
レ
ン
ス
が
所
有
に
お
け
る
「
社
会
的
要
素
」
を
強
調
す
る
と
き
、
上
述
の
よ
う
に
個
人
所
有
権
で
も
分
割
所
有
権
で
も
な
い

「
ゲ
ル
マ
ン
法
的
意
味
で
の
全
体
所
有
権
」
を
、「
有
機
的
な
全
体
所
有
権
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
現
代
的
可
能
性
へ
の
期
待
を
に
じ
ま

せ
て
い
た
が
、
そ
の
精
神
的
背
景
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
の
分
解
と
い
う
問
題
状
況
へ
の
鮮
明
な
認
識
と

批
判
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
所
有
権
論
は
、
こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
共
同

体
の
新
時
代
に
お
け
る
再
生
へ
の
模
索
と
し
て
、
多
層
的
生
活
圏
論
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
個
人
的
自
由
の
原
理
」
が
「
多
く
の
有
益
な
作
用
を
呼
び
起
こ
し
た
」
こ
と
を
認
め
る
。「
農
業
は

自
由
な
経
営
と
自
己
利
益
の
原
則
の
も
と
で
興
隆
し
、
土�

地�

分�

割�

が�

可�

能�

に�

な�

っ�

た�

こ�

と�

さ
え
も
、
小
さ
な
土
地
の
耕
作
か
ら
最
大

限
の
利
益
を
得
る
た
め
の
拍
車
に
な
っ
た
。」「
製
造
業
と
商
業
は
、
自
由
に
展
開
で
き
る
運
動
諸
力
の
刺
激
の
も
と
で
急
速
に
繁
栄
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し
た
。」「
自
由
な
自
己
決
定
」
に
よ
っ
て
「
人
倫
と
い
う
重
要
な
動
因
も
さ
ら
に
養
成
さ
れ
」、「
近
代
の
人
倫
」
も
前
進
し
た
。
そ

し
て
「
社
会
的
な
努�

力�

志�

向�

の
全
体
」
が
、「
よ
り
高
い
人
間
的
な
も
の
に
な
っ
た
。」
し
か
し
、「
こ
う
し
た
有
益
な
諸
作
用
と
並

ん
で
、
ま
も
な
く
、
新
し
い
原
理
が
た
ち
い
た
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
の
う
ち
に
暗
黒
面
が
現
れ
て
こ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。」

(504)

で
は
、
そ
の
弊
害
と
は
何
か
。

「
物
質
お
よ
び
物
質
的
な
生
命
活
動
は
、
そ
れ
自
身
で
お
の
れ
を
導
き
支
配
し
制
御
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
間
と
社
会
に
お
い

て
支
配
的
と
な
る
精
神
的
・
人�

倫�

的�

な�

原
理
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
な
生
目
的
の
指
示
を
受
け
取
り
、
あ
る
法
的
・
人
倫
的
秩
序
に
適

合
さ
せ
ら
れ
て
、
生
の
共�

同�

性�
G
em
einschaftlichkeit

des
L
ebens

に
お
い
て
制
限
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
、

人
間
の
自
然
に
も
と
づ
い
た
、
そ
し
て
す
べ
て
の
人
間
の
生
諸
関
係
に
お
い
て
示
さ
れ
る
一
つ
の
法
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ

の
よ
う
な
法
的
・
人
倫
的
原
理
の
支
配
が
や
め
ば
、純
粋
に
外
的
な
、機
械
的
・
力
動
的
な
法
則
が
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
こ
と
が
、

も�

う�

一�

つ�

の�

法
則
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
も
し
人
間
諸
力
が
、
と
り
わ
け
製
造
業
、
商
業
、
農
業
と
い
う
物
質
的
な
諸
領
域
で
、
一

般
に
所
有
諸
関
係
の
な
か
で
出
会
う
ば
あ
い
に
は
、
強�

い�

力�

が
弱�

い�

力�

を
否�

定�

し
て
飲�

み�

込�

ん�

で�

し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
高

次
の
抑
制
的
な
原
理
が
再
び
現
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
力
動
的
な
法
則
が
所
有
諸
関
係
に
お
い
て
完
全
に
展
開
し
て
、
最
終
的
に
は
、

製
造
業
や
農
業
の
小
所
有
が
維
持
で
き
ず
に
、
巨
大
な
占
有
、
動
産
資
本
ま
た
は
土
地
所
有
に
よ
っ
て
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
そ
の
端
緒
は
、
あ
の
原
理
が
完
全
に
、
ま
た
は
部
分
的
に
幅
を
き
か
せ
て
い
る
国
々
で
は
す
で
に
始

ま
っ
て
い
る
。」(504f.)

つ
ま
り
、「
法
的
・
人
倫
的
原
理
」
を
「
外
的
な
、
機
械
的
・
力
動
的
な
法
則
」
が
圧
倒
し
つ
つ
あ
る
と

い
う
構
図
で
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
よ
り
動�

的�

な�

製�

造�

業�

と
商�

業�

の�

領�

域�

で
ま
ず
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
資
本
が
自
由
に
運
動

―１２７（６８）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
と
共
同
性



し
、
そ
の
資
本
の
大
き
さ
に
応
じ
て
ま
す
ま
す
拡
張
す
る
企
業
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
も
う
一
つ
の
機
械
的
原
理
、
つ
ま
り
、
人
間

労
働
を
ま
す
ま
す
押
し
下
げ
て
資
本
に
新
た
な
優
位
を
保
障
す
る
機
械
制
度
の
新
発
明
と
結
び
つ
い
て
、
小
企
業
を
不
可
能
に
し
、

手
工
業
労
働
者
を
大
量
に
工
場
へ
追
い
立
て
て
、
そ
こ
で
か
れ
ら
を
資
本
と
機
械
に
縛
り
つ
け
た
。
そ
の
結
果
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、

か
つ
て
の
同�

輩�

関�

係�

的�

な�

絆
―
―
そ
こ
で
は
親
方
が
自
分
の
職
人
た
ち
と
ま
だ
家
族
関
係
の
中
で
生
活
し
て
い
た
―
―
に
代
わ
っ

て
、
工
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
純
然
た
る
外
的
な
絆
が
立
ち
現
れ
た
。
新
た
な
運
動
を
呼
び
起
こ
し
て
い
た
原
理
は
、
極
限
へ
と
変
わ

り
、
人
間
の
個
性
と
人
格
性
は
そ
の
固
有
の
力
、
つ
ま
り
自
己
決
定
と
独
立
性
を
奪
わ
れ
て
、
す
べ
て
を
分
割
し
分
解
し
孤
立
化
さ

せ
る
運
動
の
な
か
で
そ
れ
自
体
が
分
割
さ
れ
、
機
械
の
一
部
分
に
付
き
従
う
、
つ
ね
に
く
り
返
さ
れ
る
同
じ
部
分
労
働
に
割
り
当
て

ら
れ
た
。」(505)

一
方
、「
農�

業�

の
領�

域�

で
は
、
土
地
の
分
割
が
同
様
に
急
速
に
進
ん
だ
。」
し
か
し
土
地
と
耕
作
者
と
の
「
固
い
絆
」
は
、「
零
細

な
耕
作
者
を
も
、
売
却
す
る
こ
と
を
決
心
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
厳
し
い
抵�

当�

に
耐
え
る
こ
と
の
方
を
選
ば
せ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
ご
ろ
は
売
却
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
こ
と
も
い
っ
そ
う
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
る
。」「
か
つ
て
所
有
権
は
上

級
所
有
権
者
と
下
級
（
用
益
）
所
有
権
者
と
に
区
分
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ま
で
は
多
く
の
国
々
で
、
六
十
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
、

す
べ
て
の
土
地
所
有
権
の
最
大
部
分
が
さ
ま
ざ
ま
な
割
合
で
抵
当
権
者
―
―
新
た
な
上
級
所
有
権
者
―
―
と
労
働
し
て
い
る
所
有
権

者
と
に
分
割
さ
れ
た
。
土
地
所
有
権
の
分
割
は
最
小
の
土
地
片
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
ま
た
小
土
地
所
有
者
の
ば
あ
い
に
は
合
理
的

経
営
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
農
業
は
、
工
業
と
同
じ
く
、
と
り
わ
け
機
械
が
ま
だ
さ
ら
に
利
用
さ
れ
る
ば
あ
い
に

は
巨
額
の
資
本
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
最
初
は
小
土
地
所
有
が
ま
す
ま
す
消
滅
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
し
か
し
つ
ぎ
に
は
、
ゆ
っ
く
り

と
で
は
あ
る
が
、
中
所
有
が
大
所
有
に
屈
服
し
て
食
い
尽
く
さ
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
。」(505f.)

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
、
子
の

―１２６（６９）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
と
共
同
性



平
等
な
相
続
分
割
を
定
め
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
こ
こ
に
描
き
出
し
た
よ
う
に
、
農
民
層
分
解
を
促
進
す
る
こ
と

に
な
っ
た
で
あ
（
４７
）

ろ
う
。

ア
ー
レ
ン
ス
の
注
記
に
よ
れ
ば
、「
土
地
所
有
は
一
八
四
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に
一
億
二
千
三
百
万
の
土
地
片
に
分
割
さ

れ
て
い
た
」
し
、
し
か
も
「
土
地
の
細
分
化
が
進
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
者
の
数
は
減
少
し
て
い
」
た
。
ま
た
、「
抵
当
に

よ
る
土
地
所
有
の
負
担
」
は
膨
大
で
、
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
パ
ン
ら
の
試
算
を
総
合
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
土
地
収
入
の
う
ち
抵

当
借
金
の
利
息
払
い
が
占
め
る
割
合
は
三
〇
〜
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
こ
と
に
な
る(506f.)

。

し
た
が
っ
て
「
土
地
所
有
が
比
較
的
少
数
の
大
土
地
所
有
者
の
手
に
集
中
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
た
ん
な
る
労
働
者
な

い
し
小
作
農
民
の
状
態
は
、
い
く
つ
も
の
点
で
封
建
制
関
係
に
お
け
る
ば
あ
い
よ
り
も
も
っ
と
劣
悪
に
な
っ
て
い
る
」
と
ア
ー
レ
ン

ス
は
判
定
す
る
。
し
か
も
、
昔
と
は
異
な
り
「
こ
れ
ら
の
労
働
階
級
全
体
の
も
の
の
見
方
や
要
求
や
欲
望
は
変
わ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
状
態
は
、
か
れ
ら
が
い
っ
た
ん
入
り
込
ん
だ
ば
あ
い
に
は
、
国
家
秩
序
の
混
乱
の
無
尽
蔵
の
源
泉
と
な
る
だ
ろ
う
。」

つ
ま
り
、「
社
会
秩
序
に
と
っ
て
こ
う
し
た
状
態
か
ら
生
じ
て
い
る
危
険
は
明
白
で
あ
り
、
旧
い
諸
原
理
へ
の
復
帰
は
ま
っ
た
く
不

可
能
で
あ
る
」
こ
と
、
こ
れ
が
現
在
直
面
し
て
い
る
問
題
で
あ
っ
た(507)

。
で
は
、「
現
在
の
状
態
の
改
善
を
開
拓
し
う
る
よ
う
な

諸
原
則
」
を
、
法
哲
学
は
ど
の
よ
う
に
指
し
示
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

二

こ
の
課
題
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
二
つ
の
原
則
を
示
す
。
第
一
は
、「
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
物
質
的
な
取
得
諸
関
係
も
、

で
き
る
か
ぎ
り
、
ま
す
ま
す
人�

倫�

的�

・
法�

的�

原�

理�

に
再
び
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、
第
二
は
、「
可
能
で
あ
る

ば
あ
い
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
共
同
体
、
同�

輩�

関�

係�

〔
組�

合�

〕G
enossenschaft

（
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
、
イ
ヌ
ン
グ
）
お
よ

び
自
由
な
共�

同�

V
ergesellschaftung

の
原
理
が
、
孤
立
化
、
無
制
限
の
競
争
と
分
割
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
」
で
あ
る(508)

。
第
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一
の
点
、
つ
ま
り
「
所
有
・
取
得
諸
関
係
に
人
倫
的
・
法
的
諸
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
最
も
重
要
な
、
し
か
し
最
も
困
難
な
課

題
で
あ
る
。」
「
正
直
、
誠
実
、
節
度
、
自
制
、
愛
、
親
切
、
そ
し
て
公
共
心
と
い
う
人
倫
的
な
諸
美
徳
は
、
人
倫
的
な
能
力
ま
た

は
根
本
資
本
を
な
す
も
の
で
あ
り
」、
そ
れ
は「
あ
ら
ゆ
る
物
質
的
資
本
と
労
働
に
有
益
な
方
向
性
を
与
え
、
生
産
を
強
化
し
」、「
配

分
的
正
義
の
諸
原
理
の
適
用
を
容
易
に
す
る
。」
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
倫
的
諸
美
徳
は
、「
宗�

教�

と
宗
教
的
意
識
・
感
情
の
再
活
性
化

と
を
前
提
し
て
い
る
。」
し
た
が
っ
て
「
国
家
は
内
的
・
人
倫
的
領
域
へ
直
接
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
が
、
人
倫

と
法
と
の
「
外
的
な
側
面
」
に
か
ん
し
て
国
家
は
「
消
極
的
」
に
、
つ
ぎ
の
部
面
で
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、「
労
働
諸
関
係
が
、
最
も
外
的
な
結
合
手
段
で
あ
る
貨�

幣�

に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
純�

粋�

に�

外�

的�

な�

諸
関
係
に
な
る
の
で

は
な
く
」、
な
ん
ら
か
の
人
倫
的
な
関
係
の
発
展
を
促
進
す
る
た
め
に
、
国
家
は
「
営
業
制
度
〔
手
工
業
〕
の
組
織
化
」
に
さ
い
し

て
、「
同�

輩�

関�

係�

・
懲�

戒�

〔
規�

律�

〕
評�

議�

会�

G
enossenschafts-

und
D
isciplinarrath

」
の
設
立
に
よ
っ
て
「
外
的
な
人
倫
的
規
律
」

を
確
保
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、「
親
方
・
職
人
・
徒
弟
の
全
成
員
の
人
倫
的
行
動
規
範
、
寡
婦
お
よ
び
孤
児
の
扶
助Fürsorge

、

孤
児
の
教
育
と
育
成
、
疾
病
・
救
済
・
貯
蓄
金
庫
の
設
立
」
が
想
定
さ
れ
る
。
一
方
、「
使
用
者
と
労
働
者
と
の
あ
い
だ
の
工�

場�

諸

関
係
」
に
つ
い
て
も
、
賃
金
面
だ
け
で
な
く
、「
児
童
の
教
育
や
労
働
時
間
中
の
健
康
」
へ
の
配
慮
の
ほ
か
に
、「
助�

成�

基
金
の
設
置

に
よ
っ
て
疾
病
、
労
働
の
中
断
お
よ
び
老
衰
の
ば
あ
い
の
た
め
に
も
人
倫
的
・
法
的
な
扶
助
が
組
織
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
は
働
き

か
け
る
べ
き
で
あ
る
。」(508ff.)

ま
た
、「
工
場
企
業
で
の
労
働
者
の
参
与
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
諸
提
案
が
な
さ
れ
て
き

た
」
が
、「
こ
ん
に
ち
い
た
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
工
場
主
が
商
業
危
機
や
政
治
的
危
機
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
大
き
な
損

失
を
こ
う
む
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
産
業
の
状
況
で
は
、
そ
し
て
そ
の
損
失
に
労
働
者
が
参
与
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
で
あ
ろ

う
か
ら
、
こ
う
し
た
諸
提
案
は
た
し
か
に
実
行
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
国
家
に
よ
っ
て
法
律
に
よ
る
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方
策
と
し
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
も
し
可
能
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
自
由
な
協
定
に
の
み
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

(510f.)

こ
の
よ
う
に
、
た
ん
な
る
「
貨
幣
」
関
係
を
超
え
て
「
人
倫
的
な
関
係
」
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
、
生
活
上
の
諸
事
故

に
対
応
す
る
各
種
の
扶
助
や
「
金
庫
」（
共
済
組
合
）、
助
成
基
金
の
制
度
化
に
向
け
た
国
家
に
よ
る
支
援
策
が
展
望
さ
れ
た
が
、
労

働
者
の
経
営
参
加
の
問
題
は
国
家
の
関
与
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
。

工
場
労
働
に
か
ん
す
る
こ
う
し
た
議
論
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
ー
ル
も
提
起
し
て
い
た
。
か
れ
は
、

「
工
場
労
働
者
た
ち
に
疲
弊
し
な
い
生
存
を
確
保
す
る
」
た
め
に
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
二
つ
の
手
段
と
し
て
、「
工
場
主
の
圧

迫
に
対
す
る
保�

護�

立
法
（
労
賃
、
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
そ
し
て
児
童
の
疲
弊
に
反
対
し
て
）」
と
、「
労�

働�

者�

た�

ち�

の�

財�

産�

能�

力�

の�

共�

同�

V
ergesellschaftung

（
寡
婦
・
病
人
・
失
業
者
の
扶
養
の
た
め
に
、
必
需
品
の
調
達
の
た
め
に
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
を
安
価

に
入
手
し
、
ま
た
各
人
の
必
要
に
こ
た
え
る
た
め
に
、
貯
蓄
金
庫
）」
と
を
挙
げ
て
い
る
。
一
方
、「
あ
る
階
級
の
政
治
的
な
独
立
の

た
め
の
結
社
は
不
自
然
な
も
の
で
あ
る
」
と
否
定
し
、
さ
ら
に
「
工
場
主
と
工
場
労
働
者
が
相
互
参
与
で
た
が
い
に
結
合
し
、
後
者

に
生
計
を
保
障
す
る
よ
う
な
制
度
を
事
業
経
営
に
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
は
、
技
術
的
判
断
の
問
題
で
あ
る
」
と
み
な
し
て

（
４８
）

い
る(511A

nm
.)

。

そ
れ
に
た
い
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
労
働
者
に
よ
る
毎
年
の
確
定
拠
出
金
と
工
場
主
に
よ
る
毎
年
の
利
益
見
積
も
り
に
応
じ
た
任

意
拠
出
金
、
お
よ
び
国
家
に
よ
る
設
立
拠
出
金
の
三
つ
の
財
源
で
構
成
さ
れ
る
「
救
済
金
庫
」
の
設
立
を
提
案
し
て
お
り
、
ベ
ル
ギ

ー
で
は
二
月
革
命
前
に
こ
う
し
た
施
設
が
多
数
設
立
さ
れ
た
と
報
告
し
て
い
る(511

u.
A
nm
.)

。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
国
家
参
入

を
ア
ー
レ
ン
ス
が
許
容
し
た
の
は
、「
国
家
は
労
働
に
よ
っ
て
利
得
を
得
た
市
民
の
全
体
を
た
だ
法
的
に
代
表
し
て
い
る
だ
け
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
工
場
主
自
身
と
同
様
に
、
そ
う
し
た
人
倫
的
・
法
的
な
諸
制
度
に
は
協
力
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
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し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
」(512)

と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
方
、
農
業
に
つ
い
て
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
土
地
分
割
が
高
度
に
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
」
と
そ
う
で
な
い
場
所
と
で
、
必

要
な
方
策
は
異
な
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
「
領
主
制
的
諸
関
係
が
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ど
こ
で
も
早
晩
、
小
作
制
が
形
成
さ

れ
る
だ
ろ
う
」
と
予
想
し
て
お
り
、「
純
然
た
る
賃
小
作G

eldpacht

の
制
度
は
、
高
い
人
倫
的
な
理
由
か
ら
正
当
化
で
き
ず
、
経

済
的
な
観
点
か
ら
み
て
も
欠
陥
が
き
わ
め
て
多
く
、
双
方
に
と
っ
て
き
わ
め
て
不
利
益
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
は
っ
き

り
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
農
学
の
教
授
ク
ナ
ウ
ス
の
論
文
を
引
い
て
「
純
粋
賃
小
作
を
回
避
す
る
方
策
」
の

有
用
性
を
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
の
実
例
に
触
れ
つ
つ
強
調
し
て
い
る(512f.

u.
A
nm
.)

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
態
の
一
般
原
理

と
し
て
、「
あ
る
国
で
あ
る
制
度
が
人
倫
的
・
法
的
な
理
由
お
よ
び
経
済
的
な
理
由
か
ら
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

国
家
は
そ
の
制
度
の
適
用
を
禁
止
す
る
権
利
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
が
、
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(513)

、

と
ア
ー
レ
ン
ス
は
断
言
す
る
の
で
あ
る
。

三

つ
ぎ
に
、
第
二
の
原
則
、「
同�

輩�

関�

係�

（
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
）
お
よ
び
自�

由�

な�

共�

同�

の
原
理
が
孤
立
化
、
無
制
限
の
競

争
と
分
割
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
原
則
」
に
つ
い
て
は
、「
こ
こ
で
も
国
家
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
方
策
だ
け
を
講
じ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
り
、
主
要
任
務
は
諸
個
人
の
分
別
と
人
倫
的
・
法
的
意
識
に
ゆ
だ
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
言
い
換
え
れ
ば
、

「
同
輩
関
係
は
つ
ね
に
一
つ
の
社
会
的
な
形�

式�

で
し
か
な
く
、
そ
れ
が
長
く
維
持
さ
れ
実
り
ゆ
た
か
に
開
展
す
る
た
め
に
は
、
人
倫

的
・
法
的
な
精
神
の
内�

容�

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
つ
ま
り
、
同
輩
関
係
の
基
礎
は
、「
結
合
し
た
仲
間
た
ち
の
人
倫

的
お
よ
び
法
的
な
心
情
」
に
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る(513f.)

。

し
た
が
っ
て
、
工
業
の
領
域
で
は
、
国
家
が
な
し
う
る
こ
と
は
、「
コ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
ー
フ
な
結
合
と
し
て
の
同
輩
関
係
の
原
理
の
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実
行
」
を
「
営
業
制
度
〔
手
工
業
〕
の
組
織
化
」
を
つ
う
じ
て
う
な
が
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、「
自
由
と
活
動
発
展
と
を

で
き
る
だ
け
保
障
す
る
さ
い
に
、
同
輩
関
係
と
共
同
体
の
原
理
を
実
行
」
す
れ
ば
、「
有
益
な
国
民
経
済
的
成
果
を
引
き
だ
す
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
政
治
的
秩
序
の
混
乱
に
対
す
る
最
強
の
予
防
手
段
を
も
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。」(514)

ま
た
、「
自
由
な
共
同
と
し
て
の
同
輩
関
係
の
原
理
」
は
、
と
く
に
工
場
制
度
の
領
域
で
展
開
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
ア
ー
レ

ン
ス
は
展
望
し
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、「
労
働
者
に
利
益
へ
の
参
与
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
が
雇
い
主
と
い
っ
そ

う
連
携
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、
た
と
え
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
別
の
点
で
、
労
働
者
が
上

述
の
諸
方
策
に
よ
っ
て
企
業
活
動
全
体
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
な
連
帯
や
協
同
意
識
が
形
成
さ
れ

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。」
さ
ら
に
、「
営
業
〔
手
工
業
〕
は
、
あ
る
い
は
工
場
さ
え
も
、
も
し
前
提
と
な
る
精
神
的
・
物
質
的
手
段

が
存
在
す
れ
ば
、
資
本
家
や
企
業
家
を
回
避
し
て
共
同
でgem

einschaftlich

経
営
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。」「
し
か
し
こ
の

ば
あ
い
に
は
、
ま
さ
し
く
道
徳
的
な
諸
困
難
が
最
も
大
き
い
。
つ
ま
り
、
必
要
な
資
本
を
共
同
で
集
め
る
こ
と
が
大
問
題
な
の
で
は

な
く
、
知
識
層
と
並
ん
で
、
誠
実
で
正
直
で
勤
勉
な
共
同
労
働
者
を
見
い
だ
す
こ
と
が
大
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
こ
そ
が
結

社
に
永
続
性
と
繁
栄
を
約
束
し
う
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
諸
結
社
が
永
続
的
に
つ
く
り
だ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
資
本
が
引
き

だ
す
の
だ
と
称
さ
れ
て
い
る
不
相
応
な
利
益
は
大
部
分
が
錯
覚
で
あ
り
、
本
当
の
利
益
は
、
よ
り
大
き
な
勤
勉
な
ど
に
よ
っ
て
の
み

得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。」(514f.)

こ
こ
で
は
ア
ー
レ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
利
益
参
与
だ
け
で
な
く
労
働
者
自
身
に
よ
る
共
同
経
営
の
可
能
性
が
展
望
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
「
そ
の
よ
う
な
同
輩
団
体G

enossenschaften

は
、
国
家
に
と
っ
て
は
、
平
穏
と
法
秩
序
へ
の
愛
着
と
の
非
常
に
大

き
な
保
証
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
労
働
者
は
同
時
に
自
分
を
あ
る
企
業
の
共
同
参
与
的
所
有
者
と
感
じ
、
そ
の
企
業
は
秩
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序
あ
る
平
和
な
状
態
に
お
い
て
の
み
繁
栄
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
た
ん
な
る
そ
の
日
暮
し
の
賃
金
労
働
者
が
あ
ま
り
に
し
ば
し

ば
政
治
的
変
動
に
し
か
自
分
の
状
態
の
改
善
を
期
待
し
な
い
の
と
く
ら
べ
る
と
、
は
る
か
に
い
っ
そ
う
秩
序
の
保
持
に
味
方
す
る
だ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。」
そ
の
ほ
か
、「
社
会
主
義
や
共
産
主
義
の
錯
覚
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
誤
っ
た
方
向
性
が
消
え
去
り
、
労
働
者
身

分
の
状
態
の
改
善
の
た
め
の
本
当
に
実
際
的
な
手
段
が
、
一
部
は
国
家
に
よ
っ
て
、
一
部
は
労
働
者
た
ち
自
身
に
よ
っ
て
講
じ
ら
れ

る
」
な
ら
ば
、「
本
当
に
共
同
的
・
同
輩
関
係
的
な
意
識
が
、
同
時
に
人
倫
の
向
上
の
た
め
に
作
用
し
う
る
」
だ
ろ
う(515)

。
そ
れ

だ
け
に
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
は
、
労
働
者
の
人
倫
の
成
熟
度
で
あ
り
、
誠
実
・
勤
勉
で
共
同
的
な
意
識
を
も
っ
た
労

働
者
の
不
可
欠
性
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
含
め
て
工
場
労
働
者
の
問
題
に
か
ん
す
る
参
照
文
献
と
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
が
挙
げ
て

い
る
の
は
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
フ
ァ
ラ
テ
ィ
と
モ
ー
ル
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
農
業
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
「
家�

族�

原�

理�

が
支
配
的
で
あ
る
」
か
ら
、「
同
輩
関
係
と
自
由
な
共
同
の
原
理
は

あ
ま
り
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。」
し
か
し
、「
土
地
の
無
制
限
の
分
割
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
国
々
で
は
、「
共
同
化
が
、
再
び
大

所
有
を
成
立
さ
せ
て
合
目
的
的
に
耕
作
す
る
た
め
の
手
段
に
な
り
う
る
」
し
、
そ
う
で
な
い
場
所
で
も
、「
機
械
の
利
用
」
の
普
及

が
大
規
模
経
営
を
促
進
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、「
農
業
団
体
が
形
成
さ
れ
て
」、
工
業
の
領
域
と
同
じ
諸
問
題
の
発
生
と
そ
の

解
決
と
が
見
込
ま
れ
る
だ
ろ
う(516)

。
ア
ー
レ
ン
ス
は
こ
う
述
べ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
以
前
か
ら
「
家
族
団
体
に
よ
る
農
業
経
営

方
式
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
デ
ュ
パ
ン
（
父
）
の
報
告
事
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
「
共�

同�

原
理
と
個�

人�

所
有
原
理
と
の
結
合

を
実
現
し
て
い
た
」
家
族
共
同
体
が
、
革
命
以
前
に
は
広
く
普
及
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
「
地
主
た
ち
が
大
規
模
経
営
を
ね
ら
っ

て
、
土
地
を
そ
う
し
た
共
同
体
に
貸
与
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
か
ら
で
あ
る
」
こ
と
を
注
記
し
て
い
る(516f.A

nm
.)

。

四

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
基
本
原
則
の
工
業
・
農
業
両
部
面
で
の
適
用
の
展
望
に
加
え
て
、「
所
有
・
取
得
諸
関
係
に
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つ
い
て
国
家
に
よ
っ
て
講
じ
ら
れ
る
個
別
諸
方
策
」
が
吟
味
さ
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
こ
の
諸
関
係
は
、
一�

般�

的�

な�

社
会
的
・

宗
教
的
・
人
倫
的
・
法
的
な
諸
原
理
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
国
家
は
、
個
別
的
諸
方
策
に
よ
っ
て
こ

の
諸
関
係
に
介
入
す
る
能
力
も
資
格
も
き
わ
め
て
わ
ず
か
し
か
有
し
て
い
な
い
」(517f.)

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
な
お
取

り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、「
す
べ
て
の
国
々
で
多
か
れ
少
な
か
れ
増
大
し
つ
つ
あ
る
貧�

困�

化�

V
erarm

ung

に
か
ん
す
る
諸
方
策
」
で
あ

る
。「

財�

産�

の�

最�

大�

限�

度�

を
確�

定�

す�

る�

こ�

と�

」
は
、「
不
当
で
排
す
べ
き
諸
方
策
」
に
属
す
る
。「
む
し
ろ
最�

小�

限�

度�

を
確
定
す
る
こ
と

の
ほ
う
が
は
る
か
に
正
し
く
実
行
可
能
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
小
限
度
は
、
ぎ
り
ぎ
り
の
困
窮
の
ば
あ
い
に
だ
れ
に

で
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
間
接
的
に
は
救�

貧�

諸
関
係
の
規
定
の
さ
い
に
も
目
標
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。」(518)

こ
の

よ
う
に
最
低
生
存
水
準
の
設
定
を
示
唆
し
つ
つ
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
「
貧
困
化
」
へ
の
対
応
策
の
目
的
を
、「
貧
困
を
予
防
す
る
こ
と
」

と
、「
貧
民
を
再
び
、
必
要
な
生
計
手
段
を
自
分
で
調
達
で
き
る
状
態
に
す
る
こ
と
」
と
に
分
け
て
い
る
。

「
貧
困
化
」
に
つ
い
て
脚
注
で
ア
ー
レ
ン
ス
が
言
及
し
て
い
る
資
料
は
、
バ
ル
ビ
、
Ｐ
・
ル
ル
ー
、
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
パ
ン
、
ミ

シ
ェ
ル
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
で
あ
る
。「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
除
く
）
で
は
、
教
区
に
登
録
さ
れ

て
い
る
貧
民
の
数
は
人
口
の
三
分
の
一
を
超
え
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
割
合
は
一
対
五
、
ベ
ル
ギ
ー
は
、
同
じ
く
一
対
五

で
あ
る
フ
ラ
ン
ド
ル
二
州
を
除
け
ば
、
一
対
七
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
貧
民
の
数
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
こ
こ
で
も
パ

ウ
ペ
リ
ス
ム
ス
が
大
い
に
深
化
し
て
い
る
。
財
産
関
係
の
算
定
で
は
、
バ
ル
ビ
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
富
裕
階
級
は
人
口

の
六
十
九
分
の
一
で
あ
り
、
国
富
全
体
の
百
分
の
三
十
七
を
所
有
し
て
い
る
。
三
分
の
二
以
上
が
、
国
民
所
得
の
人
頭
割
分
配
で

個
々
人
に
割
り
振
ら
れ
る
所
得
の
中
央
値
の
所
得
を
も
っ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
富
裕
階
級
は
国
民
の
百
分
の
一
で
あ
り
、
所
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得
全
体
の
百
分
の
十
五
を
所
有
し
て
い
る
。
人
口
の
三
分
の
二
が
、
同
様
に
中
央
値
の
所
得
を
も
っ
て
い
な
い
。
Ｐ
・
ル
ル
ー
が
手

許
の
統
計
資
料
に
よ
り
、
一
八
四
二
年
九
月
一
日
付
のR

evue
indépendante

に
お
い
て
ま
と
め
た
概
算
に
従
え
ば
、
乞
食
が
四
百

万
人
、
貧
民
が
四
百
万
人
、
無
産
の
賃
金
労
働
者
が
四
百
万
人
、
そ
し
て
一
戸
の
住
宅
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
の
所
得
の
土
地
片
し
か

保
有
し
て
い
な
い
者
が
千
八
百
万
人
で
あ
る
。
公
務
雇
い
で
基
本
所
得
が
百
二
十
八
フ
ラ
ン
の
者
が
四
百
十
五
万
人
、
同
四
百
九
十

一
フ
ラ
ン
の
者
が
七
十
五
万
人
、
土
地
所
有
か
ら
の
所
得
が
二
千
リ
ー
ヴ
ル
の
者
が
二
十
三
万
人
で
あ
る
。
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
パ
ン

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
純
基
本
所
得
が
十
九
億
フ
ラ
ン
、
三
千
五
百
万
人
の
人
口
の
中
央
値
の
基
本
所
得
は
五
十
四
フ
ラ
ン
で
し
か
な
い

と
算
定
し
て
い
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
は
、（
一
八
四
一
年
十
二
月
の
開
会
演
説
に
お
け
る
）
最
善
の
見
積
も
り
に
従
い
、

フ
ラ
ン
ス
の
人
口
三
千
三
百
万
人
に
対
し
て
年
間
総
所
得
は
八
十
億
フ
ラ
ン
と
算
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
平
均
で
一
人
当
た
り
二
百

五
十
フ
ラ
ン
、
あ
る
い
は
一
人
一
日
当
た
り
で
六
十
三
サ
ン
チ
ー
ム
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
、
か
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
民

的
労
働
の
全
分
野
で
生
産
の
強
化
を
め
ざ
す
こ
と
の
不
可
欠
性
を
結
論
し
て
い
る
。」
こ
れ
に
つ
づ
け
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
し
か
し

そ
の
さ
い
、
生
産
の
強
化
は
生
産
物
の
よ
り
よ
い
分
配
な
し
で
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
付
言
し

て
い
る(518f.A

nm
.)

。

租
税
制
度
に
関
連
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
が
ま
ず
主
張
し
て
い
る
の
は
、「
相�

続�

権�

一
般
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
傍�

系�

親�

族�

の
法

定
相
続
権
を
廃
止
す
る
提
案
」
は
「
不
当
で
排
す
べ
き
」
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
相
続
権
は
「
す

べ
て
の
文
明
諸
国
で
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
完
全
に
法
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
」。
国
家
が
と
り
う
る
方
策
は
、「
親
族
の
親�

等�

に
従
っ
て
査
定
さ
れ
る
相�

続�

税�

の
課
税
だ
け
で
あ
る
。」
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
枢
密
顧
問
官
シ
ュ
テ
ィ
ヒ
リ
ン
グ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
す

で
に
ロ
ー
マ
法
に
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
か
ら
、
遠
縁
お
よ
び
非
親
族
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
相
続
税
が
存
在
し
た
。」(520

u.
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A
nm
.)し

か
し
、
所
有
諸
関
係
に
変
更
を
加
え
る
た
め
に
租
税
を
用
い
る
こ
と
に
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
否
定
的
で
あ
る
。「
多
く
の
人
が
、

課�

税�

一
般
に
、
所
有
諸
関
係
に
多
か
れ
少
な
か
れ
緩
和
的
・
調
整
的
に
介
入
す
る
た
め
の
手
段
を
み
て
き
た
。
た
し
か
に
近
代
で

は
、〈
租�

税�

〉
に
、
社
会
主
義
や
共
産
主
義
の
諸
要
求
の
中
に
あ
る
部
分
的
に
正
し
い
こ
と
を
実
際
に
実
行
す
る
た
め
の
手
段
を
認

め
よ
う
と
さ
え
し
た
。」「
こ
う
し
た
見
解
を
、
最
近
で
は
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
が
表
明
し
て
い
る
。」「
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方

は
、
租
税
の
概
念
に
ま
っ
た
く
反
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
租
税
と
い
う
も
の
は
、
各
市
民
に
、
か
れ
の
財
産
と
の
か
ね
あ
い
で

国
家
支
出
に
貢
献
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を
目
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
所
有
諸
関
係
自
体
を
変
更
す
る
こ
と
を
目
的
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
国
家
は
、
租
税
に
よ
っ
て
所
有
諸
関
係
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る

が
、
し
か
し
租
税
負
担
の
公
正
な
配
分
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
人
は
つ
ね
に
政
治
的
保
証
を
求
め
て
も
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
よ
り
正
し
い
見
解
は
、
と
く
に
下
層
階
級
に
負
担
が
か
か
る
租
税
を
廃
止
す
る
こ
と
だ
け
を
要
求
し
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
下

層
階
級
は
こ
の
よ
う
な
税
に
よ
っ
て
富
裕
階
級
と
ほ
と
ん
ど
同
程
度
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
よ
り
多
く
負
担
を
課
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。」(520f.)

「
こ
の
点
で
、
人
は
し
ば
し
ば
、
間�

接�

税
を
単
純
な
直�

接�

的�

な�

資
産
・
所
得
税
に
変
更
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
き
た
。
後
者
の
公

課
が
租
税
の
理
想
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
い
て
い
の
国
民
経
済
学
者
が
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
の

諸
困
難
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
資
産
と
所
得
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
以
前
に
は
ま
ず
最
初
に
法
律
上
の
試
み
を
お

こ
な
っ
て
い
た
〔
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
七
九
一
年
一
月
十
三
日
の
法
律
に
よ
る
〕
の
に
比
べ
れ
ば
、
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で

は
な
い
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
一
致
し
て
い
る
。」(520f.

u.
A
nm
.)

ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、
租
税
制
度
に
つ
い
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て
も
、
む
し
ろ
「
不
変
の
主
要
困
難
は
道�

徳�

的�

な�

も
の
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
間
接
税
の
ば
あ
い
に
は
、
国
家
は
気
づ
か
れ

な
い
や
り
方
で
生
産
物
を
、
そ
れ
が
生
産
さ
れ
た
り
消
費
さ
れ
た
り
す
る
さ
い
に
確�

実�

に�

把
握
す
る
」
の
に
対
し
て
、「
直
接
税
の

ば
あ
い
に
は
、
国
家
は
、
膨
大
な
数
の
国
家
構
成
員
の
側
に
つ
い
て
、
か
れ
ら
が
〔
税
の
〕
支
払
日
に
必
要
な
金
額
を
残
し
て
お
く

と
い
う
慎�

重�

さ�

を
当
て
に
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
し
た
が
っ
て
「
こ
の
〔
直
接
税
の
〕
提
案
に
お
い
て

唯
一
正
し
い
こ
と
は
、
国
家
は
今
後
も
所
得
を
で
き
る
だ
け
確
認
し
て
課
税
し
、
そ
の
さ
い
に
は
比�

例�

制�

と
い
う
正
当
な
基
準
を
適

用
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
基
準
は
最
近
で
も
す
で
に
多
く
の
国
々
で
、
多
段
階
で
し
か
も
上
限
の
あ
る
等
級
制
で
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。」(521f.)

そ
れ
に
し
て
も
、「
租
税
体
系
の
変
更
に
は
、
決
し
て
貧
困
化
を
予
防
す
る
力
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
仕
事

の
供�

給�

源�

を
開
い
て
、
よ
り
生
産
的
に
す
る
こ
と
が
つ
ね
に
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
的
・
人
倫
的
・
国
民
経
済
的
な
諸
方
策
の
組

み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。」(522)

以
上
の
よ
う
な
所
有
権
に
か
ん
す
る
法
政
治
的
考
察
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
貧
困
化
の
予
防
と
の
関
連
で
、

な
お
二
つ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
。
一
つ
は
「
精
神
的
な
」
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
危
機
意
識
を
表
す
も
の

で
あ
り
、
他
は
信
用
制
度
の
拡
充
の
必
要
性
で
あ
る
。
後
者
は
、「
い
ま
の
銀
行
と
信
用
施
設
は
現
在
の
必
要
に
対
し
て
ま
っ
た
く

不
十
分
で
あ
」
り
、
も
っ
と
利
用
し
や
す
い
方
法
と
し
て
、
小
集
団
で
開
始
で
き
る
「
信
用
金
庫
」
を
「
営
業
制
度
の
組
織
」
の
一

環
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

一
方
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
問
題
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
特
別
に
言
及
し
て
お
く
に
あ
た
い
す

る
事
態
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
部
分
は
機
械
制
度
の
拡
大
お
よ
び
こ
の
領
域
で
の
労
働
力
の
節
約
の
結
果
と
し
て
、
精
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神
的
な
仕
事
で
生
計
を
立
て
よ
う
と
す
る
人
々
の
階
級
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会
の
中
で
目
的
に
か
な
っ
た
使

わ
れ
方
が
不
足
し
て
お
り
、
か
れ
ら
は
方
向
を
誤
っ
て
、
一
部
に
は
新
種
の
パ
ウ
ペ
リ
ス
ム
ス
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
を
人
は
す

で
に
文�

筆�

プ�

ロ�

レ�

タ�

リ�

ア�

ー�

ト�

das
literarische

Proletariat

と
呼
ん
で
き
た
が
、
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
手
工
業
者
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
よ
り
も
危
険
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
生
ま
れ
た
諸
原
因
は
追
い
払
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
精
神

的
な
面
で
は
、
知
識
・
教
育
・
技
芸
の
全
領
域
の
精
神
的
に
教
養
の
あ
る
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
の
多
く
の
有
用
な
使
わ
れ
方
が
ま

だ
可
能
で
あ
る
か
ら
、
国
家
に
と
っ
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
任
務
が
生
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
に
か
な
っ
た
こ
う
し
た
諸
方

向
を
、
従
来
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
よ
り
も
も
っ
と
大
規
模
に
促
進
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
う
し
て
多
く
の
労
働
力
を
有
用
な
利
用

へ
誘
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
誤
っ
た
諸
方
向
か
ら
の
転
換
を
な
し
と
げ
る
こ
と
で
あ
る
。」(522)

五

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
トProletariat

」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
コ
ン
ツ
ェ
が
概
観
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
が
社
会
階
級
の
概
念
と
し
て
ド
イ
ツ
の
言
論
界
に
登
場
す
る
の
は
一
八
三
〇
年
代
半
ば
で
あ
る
（
一
八
三
四
年
に
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
ビ
ュ
ー
ラ
ウ
、
翌
年
に
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
と
モ
ー
ル
）。
と
く
に
四
〇
年
代
に
こ
の
用
語
に
連
動
し
て
用
い
ら

れ
た
「
パ
ウ
ペ
リ
ス
ム
スPauperism

us

」
の
語
の
普
及
に
は
、
ア
ル
バ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
‐
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
の
『
キ
リ
ス
ト
教

政
治
経
済
学
、
ま
た
は
ポ
ペ
リ
ス
ム
の
性
質
と
原
因
に
か
ん
す
る
研
究
』（
パ
リ
、
一
八
三
四
年
）
に
代
表
さ
れ
る
英
仏
で
の
先
行

事
例
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
は
、
同
時
代
の
市
民
的
教
養
層
に
と
っ
て
、
所
有
と
教
養
、
市
民
と
し

て
の
誇
り
と
資
格
を
欠
い
た
人
々
、
あ
る
い
は
都
市
と
農
村
に
お
け
る
、
財
産
・
故
郷
・
仕
事
を
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
将
来
へ
の

希
望
も
も
た
ぬ
人
々
と
い
う
意
味
で
は
、
旧
来
の
「
賤
民Pöbel

」
に
等
し
か
っ
た
が
、
社
会
史
的
実
態
と
し
て
は
、
日
雇
い
労
働

者
や
家
内
手
工
業
の
家
族
な
ど
産
業
化
以
前
の
無
産
大
衆
と
、
工
場
へ
吸
収
さ
れ
る
前
の
手
工
業
職
人
な
ど
も
含
ん
だ
雑
多
な
底
辺
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層
を
さ
し
て
い
た
。
か
れ
ら
は
、
し
ば
し
ば
道
徳
的
堕
落
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
危
惧
と
恐
怖
の
対
象
で
あ
り
、「
れ
っ
き
と
し
た
労

働
者
」
と
は
区
別
さ
れ
て
「
身
分
な
き
身
分
」
と
み
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
を
な
ん
ら
か
の
方
法
で
一
つ
の
身
分
に
さ
せ
、
定

住
さ
せ
、「
市
民
社
会
」
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
が
「
社
会
政
策
」
の
任
務
と
理
解
さ
（
４９
）

れ
た
。
当
面
こ
こ
で
は
バ
ー
ダ
ー
か
ら
ロ
ー

レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ま
で
の
、
こ
う
し
た
市
民
的
・
保
守
的
理
解
の
文
脈
の
中
で
み
れ
ば
、
四
〇
年
代
に
マ
ル
ク
ス
が

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
を
革
命
と
進
歩
と
人
間
解
放
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
対
照
性
が
鮮
明
に
な

る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
の
ち
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
か
ら
「〈
文
化
史
〉
の
領
域
で
の
美
文
家
的
な
落
穂
拾
（
５０
）

い
屋
」

と
揶
揄
さ
れ
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ー
ル(W

ilhelm
H
einrich

R
iehl,

1823-1897)

が
、
一
八
五
一
年
の
著
書
『
市

民
社
会
』
に
お
い
て
、「
第
四
身
分
」
の
一
部
分
を
「
精
神
労
働
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
と
規
定
し
、
か
れ
ら
を
扇
動
者
と
み
な
し
て

反
体
制
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
浸
潤
と
い
う
側
面
に
と
く
に
注
目
し
、
保
守
派
の
危
機
感
に
社
会
心
理
学
的
な
根
拠
を
与
え
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
民
俗
学
者
リ
ー
ル
の
発
想
の
基
盤
は
、『
ラ
ン
ト
と
ロ
イ
テ
〔
ラ
ン
ト
の
人
々
〕』（
一
八
五
四
年
）
や
『
家
族
』（
一

八
五
五
年
）
な
ど
の
著
作
が
示
す
よ
う
に
、「
フ
ォ
ル
ク
〔
民
俗
・
民
族
〕
の
生
活V

olksleben

」
の
歴
史
的
・
社
会
的
多
様
性
に

あ
り
、「
フ
ォ
ル
ク
の
自
然
史
」、
あ
る
い
は
「
社
会
的
政
治
学
の
古
文
書
帳U

rkundenbuch
der

socialen
Politik

と
し
て
の
フ
ォ

ル
ク
（
５１
）

の
学
」
を
構
想
し
て
い
た
。
そ
の
さ
い
に
か
れ
が
重
視
し
て
い
た
も
の
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
国
王
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
二
世
へ
の
献

辞
を
掲
げ
た
著
作
『
ド
イ
ツ
人
の
労
働
』（
一
八
六
一
年
）
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
人
の
歴
史
を
つ
ら
ぬ
く
「
労
働
の
誇

りA
rbeitsehre

」
で
あ
り
、「
諸
身
分Stände

」
に
ま
つ
わ
る
歴
史
的
な
習
俗
や
職
業
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
見
地
か
ら
か
れ

が
と
ら
え
た
時
代
の
病
弊
と
そ
の
原
因
は
、「
諸
身
分
」
に
集
約
さ
れ
る
社
会
的
諸
団
体
の
解
体
と
孤
立
化
し
た
大
衆
の
出
現
、
そ
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の
帰
結
と
し
て
の
「
道
徳
破
壊E

ntsittlichung

」
で
あ
り
、
平
等
原
理
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
諸
身
分
を
否
定
す
る
存
在
こ
そ
が
「
第

四
身
分
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

リ
ー
ル
は
『
市
民
社
会
』
に
お
い
て
、「
社
会
的
固
守
の
勢
力
」
と
し
て
「
農
民
層
」
と
「
貴
族
層
」
を
、「
社
会
的
運
動
の
勢
力
」

と
し
て
「
市
民
層
」
と
「
第
四
身
分
」
を
そ
れ
ぞ
れ
配
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
農
民
と
土
地
貴
族
の
ば
あ
い
に
は
確
固
と
し
た

占
有
物
が
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
市
民
の
ば
あ
い
に
は
取
得
を
求
め
て
の
格
闘
が
第
一
で
あ
り
、
確
固
た
る
占
有
は
第
二
で

あ
る
。
さ
ら
に
第
四
身
分
の
ば
あ
い
に
は
確
固
た
る
占
有
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、
か
れ
ら
に
は
労
働
以
外
に
何
も
残
っ

て
い
（
５２
）

な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
農
民
・
貴
族
・
市
民
の
三
身
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
歴
史
的
な
習
俗
と
職
業
身
分
的
な
誇
り

と
と
も
に
形
成
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、「
第
四
身
分
」
す
な
わ
ち
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
は
「
こ
れ
ま
で
の
社
会
の
集
団
・
階
層

体
系
か
ら
離
脱
し
、
ま
た
は
追
放
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
々
の
総
体
」
で
あ
り
、「〈
労
働
者
〉
だ
け
で
な
く
怠
け
者
も
、
貧
民
だ
け
で

な
く
富
者
も
、
下
層
民
だ
け
で
な
く
上
流
の
者
も
包
括
す
る
」、
つ
ま
り
、「
第
四
身
分
」
は
、「
領
主
や
市
民
や
農
民
に
つ
い
て
語

る
こ
と
を
人
類
へ
の
冒
�
と
み
な
し
、
自
分
た
ち
が
〈
本
来
の
フ
ォ
ル
ク
〉
の
味
方
な
の
だ
と
公
言
し
、
諸
身
分
の
有
機
的
な
分
節

編
成
の
す
べ
て
が
本
来
の
フ
ォ
ル
ク
と
い
う
巨
大
な
ご
っ
た
煮
へ
と
け
る
こ
と
を
欲
す
る
人
々
の
総
体
で
（
５３
）

あ
る
」
と
言
う
。
だ
か
ら

そ
れ
は
没
落
貴
族＝

「
貴
族
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
を
も
含
む
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
か
れ
ら
全
体
を
社
会
秩
序
そ
の
も

の
の
破
壊
者
へ
と
扇
動
す
る
も
の
が
「
精
神
労
働
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
な
の
だ
と
規
定
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
リ
ー
ル
に
と
っ
て
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
は
資
本
と
労
働
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。「
貴
族
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
」・「
精
神
労
働
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」・「
物
質
的
労
働
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
に
区
分
さ
れ
た
「
第
四
身
分
」
自
体
が
、

「
歴
史
的
な
社
会
〔
結
社
〕
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
」
他
の
三
身
分
と
は
逆
に
、「
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
」
と
こ
ろ
に
リ
ー
ル
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は
「
ま
っ
た
く
新
し
い
現
象
」
を
読
み
取
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
第
四
身
分
の
概
念
に
は
、
他
の
す
べ
て
の
諸
身
分
に
対
す
る
論
駁

Polem
ik

の
思
想
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
か
れ
は
そ
れ
を
「
共
産
主
義
の
哲
学
」
と
呼
ぶ
。「
理
論
的
な
社

会
主
義
と
共
産
主
義
の
唱
導
者
た
ち
が
第
四
身
分
を
創
り
だ
し
た
の
で
は
な
く
、
か
れ
ら
が
第
四
身
分
の
眠
り
を
さ
ま
し
た
の
で
あ

（
５４
）

る
。」
リ
ー
ル
は
三
月
革
命
の
動
乱
を
ふ
ま
え
て
、
そ
う
言
う
の
で
あ
る
。

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
ド
イ
ツ
の
肉
体
労
働
者
は
、
全
体
と
し
て
、
ま
だ
自
分
た
ち
の
社
会
的
地
位
を
明
確
に
自
覚
す
る
に
は
ま

っ
た
く
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
精
神
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
自
分
が
第
四
身
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
そ
う

感
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
旧
社
会
秩
序
を
清
算
す
る
思
想
を
、
理
論
と
実
践
の
両
面
で
表
現
し
て
い
る
。」「
官
公
吏
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
、
学
校
教
師
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、
粘
り
強
い
ザ
ク
セ
ン
の
宗
務
庁
受
験
者
、
飢
え
死
に
し
そ
う
な
大
学
私
講
師
、
文
士
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
巡
演
す
る
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ゾ
か
ら
旅
回
り
役
者
や
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
弾
き
や
流
し
の
歌
う
た
い
ま
で
の
、
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
芸
術
家
」、
こ
れ
ら
全
部
を
ひ
っ
く
る
め
る
と
、
ド
イ
ツ
ほ
ど
「
問
題
の
第
四
身
分
の
集
団
が
多
数
か
つ
多
様
に
存
在

し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
に
は
み
ら
れ
な
い
」。「
ド
イ
ツ
は
、
使
用
し
対
価
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
り
も
っ

と
た
く
さ
ん
の
精
神
的
生
産
物
を
作
り
だ
し
て
い
る
。」「
絶
え
ず
増
大
し
て
い
る
こ
の
過
剰
生
産
が
、
国
民
的
労
働
全
体
の
病
的
な

状
態
と
、
働
き
手
の
反
自
然
的
な
分
配
と
を
示
し
て
い
る
。
精
神
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
工
場
労
働
者
と
農
民
の
困
窮
よ
り
も
は

る
か
に
辛
ら
つ
な
、
国
民
の
豊
か
さ
に
対
す
る
風
刺
な
の
で
あ
る
。」「
他
の
国
々
で
は
第
四
身
分
は
突
然
の
圧
倒
的
な
工
業
の
躍
進

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
れ
は
、
本
質
的
に
は
、
圧
倒
的
な
精
神
的
高
揚
の
結
果
で
（
５５
）

あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
リ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
精
神
的
生
産
物
の
「
過
剰
生
産
」
が
自
然
に
反
し
た
病
的
な
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
の
生
産

者
が
雑
多
な
無
所
有
の
「
精
神
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
で
あ
る
。「
精
神
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
現
在
ま
で
ド
イ
ツ
で
は
第
四
身
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分
の
本
来
の
基
盤
で
あ
り
、
社
会
的
に
み
れ
ば
基
幹
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
労
働
者
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は

派
生
的
な
も
の
で
あ
る
。」「
第
四
身
分
の
社
会
教
説
は
、
ド
イ
ツ
で
は
労
働
者
自
身
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
り
孵
化
さ
れ
た
り
し
た

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
外
か
ら
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
の
苦
労
仲
間
に
よ
っ
て
吹
き
込
ま
れ
た
。」「
一
般
的
に
、
人
は
ド
イ
ツ
の
物

質
的
労
働
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
暗
黒
の
裏
面
を
知
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
外
国
へ
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
パ
リ
、
ロ
ン
ド

ン
お
よ
び
ス
イ
ス
の
ド
イ
ツ
人
文
筆
亡
命
者
た
ち
も
、
し
ば
し
ば
ド
イ
ツ
の
精
神
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
不
気
味
な
謎
を
深
く
見
抜

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。」「
こ
の
追
放
さ
れ
た
人
々
は
、
外
国
の
社
会
民
主
主
義
者
た
ち
の
理
論
を
ド
イ
ツ
の
普
通
の
人
に

は
じ
め
て
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
た
通
訳
た
ち
な
の
で
あ
る
。」「
わ
れ
わ
れ
〔
ド
イ
ツ
〕
の
ば
あ
い
に
は
、
精
神
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
た
の
で
あ
り
、
労
働
者
は
た
ん
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
労
働
者
と
い
う
一
般
的
な
性
格

像
は
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
の
そ
れ
の
よ
う
に
は
、
存
在
し
て
い
な
い
。
存
在
し
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
精
神
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
の
性
格
像
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
〈
労
働
者
〉
と
い
う
の
は
、〈O

uvrier

〉
の
翻
訳
語
で
し
か
な
い
。」「
わ
れ
わ
れ
に
は
、
物

質
的
労
働
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
は
っ
き
り
し
た
人
格
は
ま
だ
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ま
だ
果
て
し
な
い
特
殊
性
格
の

群
れ
に
分
散
し
て
い
る
。」
だ
か
ら
、「
三
年
前
」
の
「
労
働
組
合
創
設
の
試
み
」
は
「
失
敗
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
の
で
（
５６
）

あ
る
。

こ
れ
が
、
保
守
的
な
民
俗
学
的
文
化
史
家
の
目
が
と
ら
え
た
十
九
世
紀
半
ば
の
ド
イ
ツ
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
像
で
あ
っ

た
。
問
題
の
焦
点
は
、
労
働
者
の
経
済
的
な
貧
困
で
は
な
く
、
旧
社
会
秩
序
全
体
の
清
算
を
め
ざ
す
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
由
来
の
「
第

四
身
分
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
の
基
幹
を
な
す
「
精
神
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
の
秩
序
破
壊
的
・
人
倫
破
壊
的
な
精
神＝

覚
醒
作
用
な
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
も
な
く
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
社
会
史
・
労
働
史
家
カ
ー
ル
・
ヤ
ン
ト
ケ
が
、
リ
ー
ル
の

「
非
凡
な
観
察
術
」
に
注
目
し
た
の
も
、
か
れ
が
当
時
の
「
ド
イ
ツ
の
社
会
状
況
の
特
殊
性
を
わ
れ
わ
れ
が
理
解
す
る
た
め
の
重
要
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な
資
源
を
開
拓
し
た
」
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
方
で
、「
強
固
な
経
済
的
・
社
会
的
な
耐
久
力
」
が
、「
時
代
の
危

機
の
認
識
が
あ
り
な
が
ら
保
守
的
な
諸
改
革
へ
の
数
多
の
期
待
を
繰
り
返
し
生
み
出
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」
が
、
同
時
に
他

方
で
は
、「
か
れ
に
よ
っ
て
社
会
的
根
源
ま
で
た
ど
ら
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
浸
潤
」
が
「
社
会
闘
争
に
特
別
の
熾
烈
さ
を
付
与
し

た
」
と
い
う
、「
ド
イ
ツ
の
発
展
の
特
有
の
二
層
性
」
の
問
題
で
（
５７
）

あ
る
、
と
。

リ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
へ
の
視
座
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
パ
ウ
ペ
リ
ス
ム
ス
」
の
理
解
に
お
い
て
も
示
さ
れ

る
。「〈
大
衆
的
貧
困M

assenarm
uth

〉
は
、
安
楽
な
暮
ら
し
と
富
を
人
間
存
在
の
自
己
目
的
に
し
た
現
代
の
よ
う
な
時
代
が
、
そ

れ
を
見
て
ぎ
ょ
っ
と
し
て
縮
み
あ
が
る
幽
霊
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
通
の
人
の
大
衆
的
貧
困
が
危
険
な
も
の
に
な
る
の
は
、
富
裕
な

人
々
の
大
衆
的
怠
惰
が
そ
れ
と
相
対
す
る
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
。
多
か
れ
少
な
か
れ
み
ず
か
ら
額
に
汗
し
て
自
活
し
て
い
る
の
で
は

な
い
有
産
者
に
対
し
て
無
産
の
第
四
身
分
が
抱
く
反
抗
精
神
に
つ
い
て
、
普
通
の
人
が
と
や
か
く
言
う
権
利
は
な
い
。
市
民
身
分
の

中
に
も
あ
る
怠
惰
が
、
お
高
く
と
ま
っ
て
い
るvornehm

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
大
衆
的
貧
困
が
恐
怖
の
言

葉
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
衆
的
貧
困
そ
れ
自
体
は
近
代
の
所
産
で
は
な
い
。
歴
史
の
本
を
丹
念
に
ひ
も
と
い
て
み
さ
え
す
れ
ば
、

反
対
に
大
衆
的
貧
困
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
不
断
に
減
少
し
て
き
た
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
し
か
し
、
自
分
を
神
と

あ
が
め
る
富
が
貧
困
化
し
た
大
衆
に
対
し
て
示
す
厚
顔
無
恥Im

pertinenz

に
よ
っ
て
、
貧
民
の
恨
み
の
心
の
中
に
、
あ
の
パ
ウ
ペ

リ
ス
ム
ス
と
い
う
自
己
意
識
が
、
つ
ま
り
飢
餓
の
狂
気
の
錯
乱
状
態
の
中
で
占
有
を
特
権
に
よ
る
盗
み
だ
と
み
な
す
自
己
意
識
が
、

呼
び
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」「
労
働
階
級
の
稼
ぎ
は
、
昔
は
現
在
よ
り
も
相
対
的
に
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
。
然
り
、
本
来
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
か
つ
て
は
、
は
る
か
に
す
さ
ま
じ
い
広
が
り
方
で
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
近
代
の
〈
パ
ウ
ペ
リ
ス
ム
ス
〉

の
恐
ろ
し
い
影
は
、
ま
さ
に
下
層
階
級
の
地�

位�

の�

向�

上�

と
と
も
に
、
そ
し
て
同
時
に
増
大
す
る
、
占�

有�

の�

過�

大�

評�

価�

と
と
も
に
、
始
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ま
っ
た
の
で
（
５８
）

あ
る
。」

そ
れ
ま
で
は
あ
た
り
ま
え
に
存
在
し
て
い
た
貧
困
が
、
恐
ろ
し
い
「
幽
霊
」
へ
と
転
化
し
た
の
は
、
貧
民
の
「
自
己
意
識
」
の
覚

醒
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
覚
醒
は
と
く
に
市
民
層
が
確
保
し
た
占
有
に
対
す
る
疑
念
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
診

断
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
『
所
有
と
は
何
か
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
四
〇
年
で
あ
る
。
問
題
は
経
済
的
な
貧
困

で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
共
産
主
義
に
由
来
す
る
人
倫
の
崩
壊
で
あ
る
か
ら
、
リ
ー
ル
の
「
社
会
的
政
治
学
」
の
展
望
は
、

「
コ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
ー
フ
に
」（
組
合
団
体
的
に
）
構
成
さ
れ
た
「
堅
実
な
」
労
働
者
身
分
の
形
成
に
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
五
二
年
版
の
主
著
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
そ
の
前
年
に
出
版
さ
れ
た
リ
ー
ル
の
こ
の
シ
ニ
カ
ル
で
刺
激
的
な
書
を
当
然

読
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ス
も
「
精
神
的
な
仕
事
で
生
計
を
立
て
よ
う
と
す
る
人
々
の
階
級
」
の
増
大
を
問
題
視
し
、

「
文
筆
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
手
工
業
者
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
よ
り
も
危
険
だ
」
と
記
し
、「
新
種
の
パ
ウ
ペ
リ
ス
ム
ス
」
の
形
成

に
も
言
及
し
た
。
し
か
も
ア
ー
レ
ン
ス
の
め
ざ
す
「
同
輩
関
係
（
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
）
の
原
理
」
は
、
リ
ー
ル
に
お
け
る
職
業

団
体
的
な
分
節
的
社
会
秩
序
像
に
ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
う
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
人
の
歴
史
的
な
「
フ
ォ
ル
ク
の
生

活
」
と
い
う
リ
ー
ル
の
民
俗
史
的
発
想
基
盤
は
、「
家
族
」
や
「
労
働
」
に
固
着
し
て
い
る
伝
統
的
な
身
分
制
的
習
俗
へ
の
強
い
肯

定
感
情
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
近
代
的
な
普
遍
性
を
根
拠
と
す
る
平
等
原
理
を
受
容
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
同
様
に
人
倫
的
要
因
を
（
労
働
者
に
つ
い
て
も
）
重
視
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
各
人
の
生

の
完
成
へ
の
努
力
を
出
発
点
と
し
て
個
人
の
有
限
性
の
共
同
的
補
完
の
あ
り
方
を
普
遍
的
原
理
と
し
て
問
う
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
人
格

権
思
想
と
は
、
お
の
ず
か
ら
分
岐
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
同
じ
問
題
に
つ
い
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
文
筆
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
を
生
み
だ
し
た
「
諸
原
因
は
追
い
払
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
、
む
し
ろ
「
精
神
的
な
教
養
あ
る
人
々
」
の
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「
有
用
な
利
用
へ
の
誘
導
」
を
国
家
に
求
め
た
の
だ
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
す
で
に
四
八
―
四
九
年
革
命
の
頓
挫
を

経
て
、
冷
静
な
学
理
的
思
考
ス
タ
イ
ル
で
一
貫
し
て
い
た
と
は
い
え
、
過
去
に
は
貧
し
い
「
私
講
師
」
と
し
て
反
乱
に
加
担
し
て
大

学
町
を
追
わ
れ
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
派
の
バ
ザ
ー
ル
と
交
わ
り
、
社
会
統
合
原
理
の
あ
り
方
と
し
て
フ
ー
リ
エ
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
原

理
に
も
一
定
の
共
感
を
抱
い
た
こ
と
も
あ
る
亡
命
経
歴
の
持
ち
主
は
、「
精
神
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
が
呼
び
起
こ
し
た
の
だ
と
リ
ー
ル

が
指
弾
し
た
、
貧
困
が
存
在
す
る
と
い
う
「
意
識
」
を
、
同
時
代
の
多
く
の
改
革
者
た
ち
と
ま
じ
め
に
共
有
し
て
、
自
由
と
秩
序
の

両
立
を
可
能
に
す
る
新
社
会
原
理
の
追
求
を
自
分
の
法
哲
学
の
不
変
の
課
題
と
し
て
は
っ
き
り
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

六

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
の
「
特
論
部
」
第
一
部
の
第
二
編
で
、
個
人
人
格
権
の
一
つ
と
し
て
特
別
に
論
じ
ら
れ
た
所
有
権
論

は
、
そ
の
末
尾
に
、「
精
神
的
産
物
の
所
有
権
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
六
ペ
ー
ジ
分
の
「
補
遺
」
を
付
し
て
い
る
。
そ
の
主
題

は
、「
人
間
精
神
の
生
産
物
」
に
私
的
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
の
当
否
（「
複
製
」
は
違
法
で
あ
る
か
）
で
あ
る
。
こ
の
精
神
的
産
物

に
つ
い
て
の
補
遺
は
、
上
に
み
た
第
二
編
の
所
有
の
一
般
理
論
の
冒
頭
部
で
、
検
討
対
象
を
「
外
的
な
客
観
的
な
性
質
」
を
も
っ
て

い
る
「
物
件
」
と
し
て
の
「
法
的
所
有
物
」
に
限
定
し
た
こ
と
を
補
完
す
る
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
「
知
識
」

は
「
知�

的�

な�

」
所
有
物
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
「
法
の
領
域
に
入
ら
な
い
」
が
、「
こ
の
知
識
が
何
ら
か
の
形
式
を
与
え
ら
れ

て
、
何
ら
か
の
方
法
で
公�

開�

さ
れ
る
と
、
そ
の
と
た
ん
に
そ
れ
は
社
会
生
活
の
た
め
の
発
展
の
一
手
段
と
な
り
、
他
の
い
っ
さ
い
の

所
有
物
と
同
様
に
そ
の
諸
作
用
を
法
が
規
定
す
べ
き
所
有
物
と
な
る
」(437f.)

と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
。

ア
ー
レ
ン
ス
は
こ
こ
で
も
目
的
論
を
重
視
し
て
、
著
者
つ
ま
り
製
作
者
の
二
重
の
「
目
的
」、
つ
ま
り
、
自
分
の
「
作
品
に
公
衆

を
参
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
「
精�

神�

的�

」
目
的
と
、「
自
分
の
労
働
に
よ
っ
て
自
分
の
肉
体
的
生
存
の
た
め
の
手
段
を
調
達
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し
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
「
物�

質�

的�

」
目
的
と
は
、
と
も
に
「
理
性
的
」
で
あ
り
、「
社
会
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
考
え
て
、「
精�

神�

的�

労�

働�

は
所
有
物
の
取�

得�

の�

仕�

方�

と
し
て
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
「
精
神
的
産
物

の
所
有
物
の
ば
あ
い
に
は
、
物
質
的
事
物
の
所
有
物
の
ば
あ
い
よ
り
も
も
っ
と
高
次
に
、
社
会
の
利
益
と
公�

共�

的�

権�

利�

ein
Interesse

und
allgem

eines
R
echt

der
G
esellschaft

が
立
ち
現
れ
る
。」
つ
ま
り
、「
こ
の
社
会
の
権
利
は
、
精
神
的
所
有
物
に
は
限
界
が
あ

り
、
著
者
お
よ
び
そ
の
相
続
人
の
任
意
の
排
他
的
な
自
由
処
理
に
す
べ
て
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ

は
、
書
か
れ
た
作
品
あ
る
い
は
な
さ
れ
た
発
見
を
つ
く
り
だ
す
困
難
さ
に
よ
っ
て
、
多
数
の
人
々
が
、
学
問
・
文
学
・
産
業
の
諸
部

面
で
の
観
念
や
発
明
の
恵
み
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
公
表
さ
れ
た
思
想
の
所
有
物
に

対
す
る
社
会
の
こ
の
権
利
は
、
社
会
の
発
展
と
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
人
々
の
共
通
の
目
標
と
が
大
部
分
精
神
的
産
物
の
普
及
に

依
存
す
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
。」(526ff.)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
「
精
神
的
産
物
の
絶
対
的
所
有
権
」
を
し
り
ぞ
け
、
そ
れ
に
対
す
る
「
社
会
の
権
利
」
を
強
調
し
、

そ
の
根
拠
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
た
。「
社
会
の
進
歩
」
を
促
進
す
る
も
の
は
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
で
は
な
く
「
人
と
人
類
と
の
あ

い
だ
の
絆
」
で
あ
り
、「
一
人
一
人
は
、
他
か
ら
教
わ
る
手
段
、
つ
ま
り
か
れ
が
自
分
の
作
品
を
生
み
だ
す
た
め
に
利
用
し
た
た
く

さ
ん
の
観
念
や
下
準
備
を
、
社
会
の
中
で
見
い
だ
し
た
」
と
い
う
点
で
、「
そ
の
社�

会�

に
対
す
る
各
人
の
諸�

義�

務�

」
が
あ
る
の
だ

(528)

、
と
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
人
の
作
品
の
創
出
は
人
類
社
会
の
文
化
的
蓄
積
に
負
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
個
人
の
成
果
を
私

的
に
独
占
す
る
理
由
は
な
く
、
社
会
へ
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
え
方
の
少
な
く
と
も
前
段
、
つ

ま
り
個
人
の
作
品
の
産
出
に
は
社
会
が
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
観
点
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
独
自
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ジ

ョ
ゼ
フ
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
レ
イ
が
『
社
会
科
学
の
理
論
と
実
践
』（
一
八
四
二
年
）
の
中
で
「
秀
逸
に
述
べ
て
い
る
」
と
ア
ー
レ
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ン
ス
が
注
記
し
て
以
下
の
よ
う
に
レ
イ
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

レ
イ
に
し
た
が
え
ば
、「
あ
る
人
の
精
神
に
浮
か
ん
で
く
る
新
た
な
観
念
は
、
す
べ
て
が
こ
の
人
の
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
が
こ
の
人
の
頭
脳
に
生
成
す
る
よ
り
前
に
、
そ
の
生
成
は
、
世
界
で
流
通
し
て
い
る
共
通
の
諸
観
念
の
長
期
に
わ
た
る
発
展
に

よ
っ
て
準
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
人
間
精
神
に
お
い
て
交
差
す
る
こ
れ
ら
の
一
般
的
な
諸
観
念
は
、
い
わ
ば
計
り

し
れ
な
い
ほ
ど
の
資
本
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
な
し
で
は
新
た
な
観
念
は
生
み
だ
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
疑
い
な
く
そ
の
人
は

あ
る
人
格
性
の
特
別
の
性
質
を
こ
の
所
産
に
結
び
つ
け
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
所
産
は
不
可
避
的
に
も
っ
と
は
る
か
に
た
く
さ
ん

の
他
の
諸
人
格
の
し
る
し
を
そ
れ
自
体
に
担
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
は
全
人
類
の
共
同
作
用
が
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。」
言
い
換
え
れ
ば
、「
諸
観
念
の
不
断
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
お
こ
る
人
類
的
な
教
育
」
が
、「
あ
る
日
、
い
わ
ば

自
然
必
然
的
に
」
新
し
い
観
念
を
出
現
さ
せ
る
の
で
あ
る(528A

nm
.)

、
と
。
―
―
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
個
人
の
成
果
に
対
す
る

社
会
の
側
の
権
利
、
あ
る
い
は
社
会
へ
の
そ
の
還
元
と
い
う
趣
旨
ま
で
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
、
右
の
レ
イ
か
ら
の

引
用
に
つ
づ
け
て
、「
と
は
い
え
し
か
し
、
社
会
の
労
働
の
中
に
も
人
格
性
の
原
理
が
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
付

記
し
て
い
る
の
は
、
多
層
的
諸
生
活
圏
か
ら
な
る
社
会
に
も
人
格
性
を
認
め
る
考
え
方
の
表
れ
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ス
の
結
論
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。「
精
神
的
産
物
の
絶
対
的
な
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
著
作
物
の

長
子
相
続
制
を
築
く
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
土
地
所
有
の
長
子
相
続
制
よ
り
は
る
か
に
も
っ
と
排
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
自
然
法
は
、
一
方
で
は
精
神
的
産
物
の
私�

的�

所�

有�

権�

の
存
在
を
、
そ
し
て
他
方
で
は
同
じ
対
象
に
か
ん
す
る
社�

会�

の
権�

利�

の
存
在
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
的
産
物
の
所
有
物
は
物
質
的
事
物
の
所
有
物
と
同
じ
問
題
を
提
供
し
て
お
り
、
こ

こ
で
も
政
治
は
、
社
会
の
公
共
的
権
利
に
よ
っ
て
私
権
の
制
限
を
も
た
ら
す
正
し
い
諸
方
策
を
指
示
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。」「
現
在
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の
社
会
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
精
神
的
産
物
の
所
有
物
は
著
者
の
存
命
中
お
よ
び
さ
ら
に
一
定
の
年
数
が
か
れ
の
相
続
者
の
た
め
に

承
認
さ
れ
る
こ
と
を
、
正
義
は
要
求
す
る
。
国
家
は
、
こ
の
よ
う
な
所
有
物
に
つ
い
て
、
他
の
ど
の
所
有
物
に
つ
い
て
と
同
様
に
、

あ
る
著
作
物
の
作
品
や
発
見
な
ど
が
迅
速
に
普
及
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
と
す
ぐ
に
、
補
償
金
を
払
っ
て
強
制
収
用
す
る

権
利
を
有
し
て
い
る
。」(528f.)

こ
う
述
べ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
精
神
的
産
物
の
私
的
所
有
権
に
対
し
て
、
社
会
の
側
か
ら
の
文
化

的
寄
与
に
対
す
る
「
各
人
の
諸
義
務
」
と
し
て
「
社
会
の
利
益
と
公
共
的
権
利
」
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
私
権
の
制

限
」
を
お
こ
な
う
権
能
を
国
家
に
認
め
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
論
理
の
「
物
質
的
事
物
の
所
有
物
」
へ
の
一
般
的
適
用
を
も
示
唆

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六

小
括
と
展
望

以
上
の
よ
う
に
や
や
詳
細
に
追
跡
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
の
論
旨
を
総
括
的
に
ふ
り
か
え
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
諸
個
人
を
「
人
類
と
い
う
集
合
的
存
在
」
の
有
機
的
部
分
と
と
ら
え
る
見
地
に
立
ち
、
人
類
は
、
そ
の
存

続
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
か
ぎ
り
物
件
を
先
占
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
そ

の
意
味
で
、「
人
類
に
と
っ
て
大
地
は
共
有
財
」
で
あ
り
、「
法
的
所
有
物
」
も
、「
人
間
の
心
身
の
発
展
の
た
め
の
手
段
ま
た
は
条

件
で
あ
る
す
べ
て
の
物
件
」
に
つ
い
て
、
ま
た
、
上
述
の
よ
う
に
精
神
的
産
物
に
つ
い
て
も
、「
個
人
的
要
素
」
と
「
社
会
的
・
人

類
的
要
素
」
と
の
両
面
を
も
つ
も
の
と
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
所
有
物
の
法
的
根
拠
（
権
原
）
と
取
得
の
仕
方
と
を
区
別
し
て
、
所

有
物
を
「
人
格
性
の
権
利
の
流
出
物
」
と
み
な
し
た
。
つ
ま
り
、
所
有
物
の
権
原
を
「
人
間
存
在
の
有
限
性
」
に
由
来
す
る
「
物
件
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必
要
性
」
と
い
う
制
約
さ
れ
た
人
間
本
性
に
求
め
、「
所
有
の
権
利
」
を
そ
う
し
た
制
約
性
に
も
と
づ
い
た
「
人
格
的
な
本
源
的
な

権
利
」
と
位
置
づ
け
て
、
こ
れ
を
所
有
物
の
多
様
な
取
得
方
法
の
前
提
に
置
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
所
有
物
の
取
得
の
仕
方
に
応
じ
て
、
一
方
的
行
為
と
し
て
の
占
有
と
加
工
（
労
働
）、
社
会
的
な
行
為
と
し
て
の

法
律
と
契
約
が
区
分
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
所
有
物
の
法
的
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
と
し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
ア
ー

レ
ン
ス
は
そ
れ
ら
の
取
得
方
法
論
に
共
通
の
欠
陥
を
、
ば
ら
ば
ら
の
諸
個
人
の
想
定
に
見
い
だ
し
、
家
族
や
種
族
に
よ
る
集
合
的
所

有
と
共
同
体
に
よ
る
分
配
と
い
う
歴
史
実
証
的
観
点
を
そ
れ
に
対
置
し
た
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
所
有
の
権
利
の
あ
り

方
の
多
様
性
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ゲ
ル
マ
ン
（
法
）
的＝

有
機
的
な
「
全
体
所
有
権
」
に
表
現
さ
れ
た
、
所
有
に
お
け
る
個
人
的
要

素
と
社
会
的
要
素
と
の
統
合
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
所
有
権
が
本
来
不
可
避
的
に
含
ん
で
い
る
相
互
制

約
性
あ
る
い
は
共
同
性
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
、「
個
人
的
要
素
」
を
基
礎
と
し
な
が
ら
同
時
に
「
社
会
的
要
素
」
を
、
所
有
の

「
秩
序
づ
け
」
動
因
と
し
て
包
含
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
り
、
ま
た
、「
社
会
的
利
益
」
の
観
点
か
ら
私
的
所
有
権
に
制
限

を
設
け
て
所
有
権
の
「
濫
用
と
未
利
用
」
に
対
し
て
国
家
が
規
制
を
加
え
る
根
拠
も
見
い
だ
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
私
的
所
有
権
の
限
界
と
所
有
権
に
お
け
る
共
同
性
と
い
う
問
題
は
、
所
有
物
の
法
的
根
拠
（
権
原
）
を
「
人
格
性
の

権
利
」
に
求
め
る
基
礎
視
点
か
ら
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
占
有
」
の
本
質
を
「
不
可
避
的
な
、

自
分
の
た
め
に
物
を
所
有
せ
ん
と
す
る
意
思
」
に
置
き
、
た
ん
な
る
事
実
と
し
て
の
保
有
と
は
区
別
し
た
。
つ
ま
り
、「
外
的
な
事

実
上
の
〔
占
有
〕
関
係
」
の
前
提
と
し
て
、「
善
き
信
頼
」
あ
る
い
は
「
主
観
的
な
誠
実
さ
」
と
い
う
「
法
的
占
有
の
主
観
的
な
条

件
」
を
想
定
し
、
そ
れ
を
「
主
観
的
な
人
格
性
」
の
要
求
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
内
的
な
占
有
権
」
を
根
拠
に
し

て
占
有
権
を
人
格
性
に
も
と
づ
く
権
利
と
規
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
人
格
性
自
体
が
、
物
件
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
根
源
的
制
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約
性
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
点
が
、
肝
心
要
の
所
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
生
の
共
同
体
お
よ
び
交
友
的
共
同
生

活
」(473)

と
「
所
有
物
の
制
限
」(452)

と
は
必
然
で
あ
り
、
各
人
の
法
的
な
対
物
関
係
は
、
ま
ず
は
各
人
の
「
主
観
的
な
誠
実

さ
」
を
信
頼
し
て
、
個
人
的
な
権
利
領
域
に
お
け
る
自
己
制
御
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
同
じ
「
交
友
的
共
同
生
活
」

の
必
然
性
を
、
本
書
の
所
有
権
論
に
先
立
つ
第
一
編
「
個
人
人
格
の
権
利
」
で
は
、
人
間
の
「
社
交
性G

eselligkeit

」
と
し
て
、

つ
ま
り
、
各
人
の
有
限
性
を
乗
り
こ
え
る
「
人
類
の
一
体
性
と
人
間
本
質
の
無
限
性
と
の
表
れ
」
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
全
員
が
「
参

与
」
し
互
い
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
す
る
存
在
と
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
即
し
て
「
自
然
的
な
好
意
か
ら
社
交
す
る
存
在

者
と
し
て
の
人
間
の
本
質
」
か
ら
説
明
し
た
が(402f.)

、
本
編
で
は
、
人
々
の
所
有
を
め
ぐ
る
相
互
依
存
関
係
の
現
実
を
近
代
的

実
定
法
典
の
参
照
を
つ
う
じ
て
描
き
だ
し
、
所
有
権
に
お
け
る
「
公
共
団
体
的
（
社
会
的
）
要
素
」
の
必
然
性
と
、
所
有
物
の
「
理

性
的
目
的
」
と
し
て
の
「
社
会
的
利
益
」
に
も
と
づ
く
私
権
の
制
限
の
具
体
的
な
事
例
と
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、「
知
的
」

所
有
物
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
「
社
会
の
公
共
的
権
利
」
と
い
う
考
え
方
は
、
公
益
性
根
拠
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
作
品
の
産
出
に
対

す
る
公
共
社
会
の
基
礎
的
寄
与
と
い
う
観
点
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
わ
た
く
し
の
も
の
」
の
排
他
性
を
相
対
化
す
る
論
理

を
深
化
さ
せ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
所
有
に
お
け
る
個
人
的
要
素
と
社
会
的
要
素
と
の
結
合
と
い
う
め
ざ
す
べ
き
方
向
性
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
所
有
制
度

の
歴
史
概
観
を
と
お
し
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
歴
史
哲
学
は
、
所
有
の
あ
り
方
は
人
間
の
精
神
活
動
に
よ
っ
て
変
化
す
る

も
の
と
と
ら
え
る
見
地
に
立
ち
、
現
在
の
状
況
の
適
否
の
判
断
と
将
来
に
お
け
る
修
正
可
能
性
を
も
視
野
に
お
さ
め
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
歴
史
分
析
は
、
一
体
性
・
対
立
・
調
和
と
い
う
弁
証
法
的
展
望
の
も
と
で
、
土
地
所
有
権
の
性
質
を
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代

の
宗
教
的
・
貴
族
政
的
・
個
人
的＝

私
法
的
の
三
段
階
と
、
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
部
族
的
土
地
配
分
・
封
建
制
下
の
恩
貸
地
制
か
ら
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家
族
所
有
へ
の
移
行
・
個
人
主
義
的
所
有
権
の
三
段
階
と
で
類
型
化
し
、
こ
の
最
後
の
段
階
を
、
宗
教
改
革
に
よ
る
精
神
的
人
格
性

の
独
立
化
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
抽
象
的
な
個
人
主
義
原
理
の
確
立
と
で
特
徴
づ
け
た
。
そ
し
て
、
後
者
の
一
面
性
を
克
服
し
、

た
ん
な
る
個
人
主
義
で
も
共
産
主
義
で
も
な
い
調
和
的
な
所
有
理
論
を
確
立
す
る
展
望
を
、
家
族
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
民
族
・
全
人
類

と
い
う
諸
人
格
性
の
相
互
補
完
関
係
へ
の
視
座
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
社
会
に
お
け
る
所
有
諸
関
係
の
組
織
に
か
ん
す
る
政
治
学
的
考
察
が
な
さ
れ
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
個
人
的
自

由
の
原
理
」
が
生
み
だ
し
た
「
多
く
の
有
益
な
作
用
」
を
認
め
つ
つ
、「
パ
ウ
ペ
リ
ス
ム
ス
」
と
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
の
問
題

と
し
て
同
時
代
人
の
関
心
を
呼
ん
で
い
る
危
機
的
な
弊
害
の
根
本
原
因
を
、「
私
的
な
個
人
性
の
原
理
」
に
み
と
め
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
が
も
た
ら
し
た
「
社
会
の
個
人
へ
の
分
解
」
と
国
家
の
「
官
僚
制
的
中
央
集
権
化
」
の
も
と
で
、
工
商
業
と
農
業
の
両
部
面
で
弱

肉
強
食
と
資
本
の
優
位
化
（
機
械
制
度
に
よ
る
人
間
労
働
の
抑
圧
と
土
地
の
細
分
化
・
抵
当
化
）
が
進
行
し
て
い
る
現
状
に
対
し

て
、
所
有
諸
関
係
の
改
善
の
た
め
の
原
則
と
具
体
例
を
提
示
し
た
。
第
一
の
原
則
は
「
人
倫
的
関
係
」
の
重
視
で
あ
り
、
第
二
は
「
同

輩
関
係
と
自
由
な
共
同
の
原
理
」
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
面
で
も
国
家
の
直
接
的
介
入
の
抑
制
を
基
調
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
労

働
者
の
利
益
参
与
や
労
働
者
自
身
に
よ
る
共
同
経
営
の
可
能
性
が
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
当
事
者
の
自
由
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら

れ
、
国
家
が
関
与
し
う
る
事
例
と
し
て
は
、「
疾
病
・
救
済
・
貯
蓄
金
庫
の
設
立
」
が
中
心
で
あ
り
、
農
業
分
野
で
の
「
純
粋
賃
小

作
の
回
避
策
」
が
付
加
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
寡
婦
と
孤
児
へ
の
「
扶
助
」
や
疾
病
・
失
業
・
老
齢
な
ど
へ
の
「
金
庫
」・「
基

金
」（
共
済
組
織
）
の
制
度
へ
の
言
及
は
、
生
活
保
障
の
理
念
の
形
成
に
つ
ら
な
り
う
る
と
は
い
え
、
そ
こ
で
は
国
家
の
直
接
的
責

任
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
方
策
と
し
て
は
、
相
続
税
の
課
税
と
、
間
接
税
か
ら
直
接
税
（
資
産
・
所
得

税
）
へ
の
変
更
に
賛
同
し
た
が
、
租
税
体
系
の
変
更
自
体
に
は
「
貧
困
化
を
予
防
す
る
力
」
を
認
め
な
か
っ
た
。
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こ
う
し
て
み
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
が
こ
の
時
点
で
現
状
分
析
的
に
政
治
論
と
し
て
提
示
し
た
政
策
内
容
は
、
思
い
の

ほ
か
控
え
め
な
印
象
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
モ
ー
ル
は
、
国
法
学
・
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
の
立
場
か
ら
、

一
八
三
五
年
の
論
説
で
、
労
働
者
保
護
と
公
教
育
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
の
利
潤
参
加
制
に
も
国
家
の
積
極
的
な
関
与
を
要
求
し
、

工
場
労
働
者
に
独
立
自
営
化
を
含
む
上
昇
展
望
を
付
与
す
る
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
（
５９
）

あ
る
。
た
し
か
に
ア
ー
レ
ン
ス
も
、

こ
の
五
二
年
版
で
は
、
別
稿
で
み
た
よ
う
に
、
所
有
権
論
に
先
立
つ
第
一
編
「
個
人
人
格
性
の
権
利
」
に
お
い
て
、
人
格
権
を
六
種

類
に
分
け
て
提
示
す
る
な
か
で
、
た
と
え
ば
労
使
関
係
制
度
や
労
働
者
保
護
を
ふ
く
む
国
家
に
よ
る
広
範
な
労
働
関
係
法
制
を
要
求

し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
い
っ
そ
う
留
意
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
本
書
の
「
総
論
部
」
の
末
尾
近
く
で
、

国
家
か
ら
の
社
会
の
「
相
対
的
独
立
性
」
を
主
張
し
て
、「
社
会
主
義
」
が
国
家
と
社
会
と
を
混
同
し
、
社
会
を
国
家
の
中
に
埋
没

さ
せ
た
と
批
判
し
て
い
た
よ
う
に(338f.)

、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
所
有
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
上
述
の
よ
う
に
国
家
と
は
別
次
元

の
「
同
輩
関
係
と
自
由
な
共
同
の
原
理
」
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
家
族
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
民
族
・
全
人
類
と
い
う
多
元
的

な
「
集
合
的
人
格
性
」
へ
の
着
目
は
、
す
で
に
国
家
を
相
対
化
し
て
い
る
し
、
私
的
所
有
に
還
元
で
き
な
い
ゲ
ル
マ
ン
（
法
）
的
な

「
有
機
的
な
全
体
所
有
権
」
の
概
念
は
、
諸
個
人
の
生
に
と
っ
て
「
集
合
的
人
格
性
」
が
有
し
て
い
る
実
質
的
な
意
味
へ
の
問
い
か

け
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
全
体
所
有
権
」
概
念
の
本
質
は
、
既
述
の
と
お
り
、「
そ
の
物
件
に
対
す
る
権
利
が
全

体
と
個
人
と
の
両
方
に
帰
属
し
て
い
る
」
点
に
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
「
全
体
」
と
は
、
当
面
「
基
礎
人
格
性
（
家
族
と
ゲ
マ
イ
ン

デ
）」
ま
た
は
「
目
的
団
体
（
営
利
団
体
、
株
式
会
社
）」
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
人
格
」
系
列
と
「
目
的
」
系
列
と
の
二
種
類
の
各
種
団
体
に
よ
っ
て
有
機
的
に
構
成
さ
れ
る
「
社
会
」
の
自
律
性
に
か
ん
す
る

こ
う
し
た
文
脈
が
示
唆
す
る
も
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
個
人
性
原
理
に
よ
る
「
社
会
」
の
分
解
状
況
へ
の
反
措
定
で
あ
り
、「
パ
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ウ
ペ
リ
ス
ム
ス
」・「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
問
題
の
根
本
原
因
と
し
て
の
「
個
人
主
義
的
な
個
別
化
」
に
代
わ
る
べ
き
「
共
同
化
」

の
道
で
あ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
が
、
多
層
的
な
諸
「
生
活
圏
」
か
ら
な
る
「
社
会
」
の
認
識
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
多
層
的
「
社
会
」
認
識
が
、「
総
論
部
」
で
展
開
さ
れ
た
法
原
理
の
基
礎

を
な
す
生
の
相
互
依
存
性
、
つ
ま
り
、
各
人
の
生
目
的
（
諸
善
）
自
体
の
相
互
制
約
と
、
各
人
の
活
動
に
お
け
る
共
同
体
や
他
者
か

ら
の
各
種
「
支
援
」
の
不
可
欠
性
と
い
う
「
諸
条
件
」
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
い
た
こ
と
が
、
あ
わ
せ
て
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。「
あ
る
共
同
体
の
中
で
生
き
て
い
る
人
々
は
皆
、
自
分
た
ち
の
発
展
の
相
互
的
諸
条
件
を
も
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
共

同
体
の
生
と
活
動
は
、
個
々
の
人
格
と
そ
の
活
動
に
と
っ
て
補
完
物
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
を
法
は
要
求
す
る
。」
各
人
の
生
の
「
独

立
性
」
と
「
共
同
性
」
と
の
こ
の
「
関
係
」
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
共
同
し
て
生
き
て
い
る
人
々
全
員
の
権
利
の
全
体
保
証
」
と

呼
ん
だ
の
で
あ
る(252f.)

。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
本
編
の
政
治
論
で
提
示
し
た
「
同�

輩�

関�

係�

（
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
）
お
よ
び
自�

由�

な�

共�

同�

の
原
理
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
問
い
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
身
分
制
的
旧
時
代
へ
の
復
帰
で

は
も
と
よ
り
な
く
、
産
業
主
義
の
光
と
闇
が
す
で
に
鮮
烈
な
新
時
代
に
「
自
由
な
共
同
の
原
理
」
の
可
能
性
を
拓
く
こ
と
、
そ
れ
が

課
題
で
あ
る
と
十
分
自
覚
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
か
ら
。

所
有
権
論
に
即
し
て
い
え
ば
、「
所
有
の
社
会
的
要
素
」
と
い
う
概
念
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
本
書
の
フ
ラ
ン
ス
語
第
二
版
（
一
八

四
四
年
）
で
す
で
に
論
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
所
有
権
に
お
け
る
「
個
人
的
要
素
」
と
「
社
会
的
要
素
」
と
を
区
別
す
る
必
要

性
が
説
か
れ
、「
諸
個
人
の
権
利
は
、
各
人
の
生
の
目
的
と
必
要
を
超
え
て
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
権
利
を
行
使

で
き
る
物
件
は
、
こ
の
必
要
に
相
応
し
、
か
つ
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
」
と
強
調
さ
れ
る
。
一
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方
、「
土
地
、
空
気
、
水
の
よ
う
に
、
そ
の
性
質
上
、
不
滅
不
変
の
物
件
」
に
つ
い
て
は
「
使
用
と
用
益
の
権
利
し
か
あ
り
え
な

い
」、
と
言
う
。「
人
類
ま
た
は
社
会
が
、
不
変
の
物
件
の
真
の
所
有
者
で
あ
る
。
人
間
は
変
化
し
、
生
死
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
の

所
有
権
が
付
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、同
じ
く
生
成
し
死
滅
す
る
物
件
だ
け
で
あ
る
。し
か
し
人
間
の
社
会
は
永
続
的
で
あ
り
、

継
続
し
存
続
す
る
性
質
を
も
っ
た
も
の
す
べ
て
を
伴
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
社
会
は
、
社�

会�

的�

・
共�

同�

体�

的�

な�

基�

本�

財�

産�

を
な
す
も
の
の

唯
一
の
所
有
者
で
あ
り
、
ま
た
社
会
は
、
こ
の
財
産
か
ら
最
大
の
利
益
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
人
々
に
こ
の
財
産
を
利
用
す
る

こ
と
を
許
す
権
利
、
そ
し
て
科
学
、
技
術
お
よ
び
経
験
に
よ
っ
て
全
体
の
富
の
創
出
と
増
大
の
た
め
に
最
も
有
益
と
認
め
ら
れ
た
利

用
の
体
系
と
労
働
の
諸
法
則
と
を
確
定
す
る
権
利
さ
え
も
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
や
り
方
で
、
農
業
の
諸
関
係
を
秩
序
づ
け
、
土

地
所
有
の
分
割
の
程
度
と
限
界
を
定
め
る
な
ど
を
お
こ
な
い
、
個
人
ま
た
は
組
合association

、
小
農
ま
た
は
大
農
に
よ
る
土
地
の

開
墾
を
認
め
る
こ
と
は
、
社
会
が
当
然
な
す
べ
き
こ
と
で
（
６０
）

あ
る
。」
―
―
こ
の
よ
う
に
四
四
年
の
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
個
人
の
私
有
権

の
き
び
し
い
限
定
、「
共
同
体
的
な
基
本
財
産
」
の
社
会
的
所
有
、
科
学
技
術
的
な
社
会
的
効
率
性
の
重
視
と
農
業
へ
の
実
地
応
用

へ
の
展
望
な
ど
に
よ
っ
て
、
実
践
を
意
識
し
た
強
い
共
同
性
志
向
を
明
瞭
に
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
た
ん
に
社
会
的
所
有

論
だ
け
で
な
く
、「
全
体
の
富
」
の
増
大
の
た
め
の
合
理
的
管
理
志
向
の
点
で
も
、
十
分
「
社
会
主
義
」
的
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
っ

て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
一
八
三
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
語
初
版
と
右
の
第
二
版
で
は
、「
諸
個
人
の
権
利
」
を
扱
っ
た
「
特
論
部
」
第
一
編
に
お
い

て
、「
自
然
権
」
お
よ
び
「
人
格
権
」
が
簡
明
に
「
平
等
」、「
自
由
」、「
社
交
性
」
の
三
面
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
社
交
性
を

論
じ
た
節
は
「
社
交
性sociabilité

ま
た
は
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
能
力faculté

d’association

に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
第
二
版
で
は
、
個
人
主
義
で
も
国
家
全
能
主
義
で
も
な
い
観
点
と
し
て
、「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、
ま
さ
し
く
一
体
性
と
多
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様
性
、
共�

同�

性�

com
m
unauté

と
個�

人�

性�

individualité

と
い
う
二
つ
の
相
対
立
す
る
要
素
の
調�

和�

的�

な�

原
理
で
（
６１
）

あ
る
」
と
述
べ
て

い
た
。「
共
同
性
」
と
い
う
点
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
五
二
年
版
で
「
自
由
な
共
同V

ergesellschaftung

の
原
理
」
と
呼
ん
だ
「
共

同
」
は
、
も
と
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
「sociabilité

」
の
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、「
社
交
性
」
あ
る
い
は
「
社

会
的
性
向
」
と
し
て
の
人
間
の
「
社
会
性
」
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
、
五
二
年
版
の
所
有
権
論
の
政
治
論
に
相
応
す
る
部
分
を
み
る
と
、
第
二
版
で
は
、「
所
有
の
体
系
に
お
い
て
自
発
的
な

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
よ
っ
て
徐
々
に
も
た
ら
さ
れ
う
る
諸
改
革
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
節
で
、「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
理
想
は
、
共

同
の
対
等
な
労
働
に
よ
っ
て
採
算
が
取
れ
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
共
同
の
所
有
物
に
、
各
人
が
概
念
上
の
持
分
を
も
ち
、
成
果
と
収

益
か
ら
、
各
人
の
個
人
的
な
境
遇
を
す
べ
て
考
慮
し
て
適
格
な
分
け
前
を
受
け
取
る
、
そ
の
よ
う
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
で
あ
（
６２
）

ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
と
き
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
形
態
の
組
織
化
は
「
き
わ
め
て
重
大
な
諸
困
難
」
に

面
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、「
個
々
の
諸
力
の
個
別
化
と
闘
争
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
社
会
の
現
状
」を
変
革
す
る
た
め
に
は
、

「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
唯
一
の
頼
み
の
綱
で
あ
り
、
秩
序
、
自
由
、
正
義
お
よ
び
人
間
性
の
諸
原
理
が
そ
こ
か
ら
新
た
に
放
射
す
る

焦
点
で
（
６３
）

あ
る
」
と
ま
で
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
生
活
諸
関
係
の
本
来
的
な
相
互
共
同
性
と
そ
の
回
復
、
実
践
形
態
と
し
て
の
結
合
・
結
社
に
寄
せ
た
ア
ー
レ
ン
ス
の

熱
い
期
待
は
、
ま
も
な
く
革
命
の
頓
挫
を
経
て
、
五
二
年
版
で
は
冷
静
に
内
面
化
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
安
易
に
三
月

前
期
の
先
鋭
な
姿
勢
か
ら
の
後
退
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も
五
二
年
版
で
は
、「
人
間
の
平

等
」
は
、「
各
人
が
人�

間�

と
し
て
生
き
、
ま
た
自
分
の
才
能
を
自
立
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
各
人
に
可
能
に
す
る
よ
う
な
諸�

条�

件�

を
、
法
が
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
に
等
し
く
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
要
求
す
る
」(373)

と
述
べ
て
、
た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
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が
「
協
同
す
る
社
会
構
成
員
と
し
て
の
市
民
」
の
自
律
の
条
件
を
問
う
た
よ
う
に
、
現
代
の
政
治
哲
学
的
問
題
次
元
に
も
連
接
し
う

る
課
題
意
識
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
課
題
意
識
は
、
た
ん
に
自
律
的
存
在
と
い
う
抽
象
的
な
規
定

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
や
ル
ー
ス
・
リ
ス
タ
ー
が
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
、
道
徳
的
人
格
と
し
て
自

分
の
諸
能
力
を
発
展
さ
せ
る
実
質
的
な
自
由
は
、「
社
会
生
活
へ
の
参
加
」（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
と
「
尊
厳
」
の
権
利
性
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
、
人
間
の
「
社
会
性
」
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
を
も
射
程
に
収
め
る
潜
在
力
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
も
（
６４
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
「
自
由
な
共
同
の
原
理
」
の
精
神
的
背
景
を
探
る
こ
と
は
、「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」

を
め
ぐ
る
同
時
代
の
思
想
交
流
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
ー
レ
ン
ス
が
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
継
承
し
た
も
の
を
問
う
こ
と
に
も

つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
続
稿
へ
の
展
望
と
し
て
付
言
す
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
す
で
に
亡
命
期
の
早
い
段
階
か
ら
、

「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
と
い
う
多
様
な
フ
ラ
ン
ス
的
思
想
運
動
を
、
人
間
の
「
社
交
性
」
に
も
と
づ
く
相
互
協
力
の
関
係
性
と
い
う

ク
ラ
ウ
ゼ
の
規
範
精
神
で
と
ら
え
、
そ
れ
ら
の
運
動
へ
の
期
待
と
批
判
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
を
表
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。（

１
）
以
上
の
よ
う
な
お
お
よ
そ
の
輪
郭
は
、
わ
た
く
し
の
以
下
の
論
説
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
木
村
周
市
朗
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
自
然

法
論
と
〈
社
会
〉
の
発
見
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
一
九
九
号
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
同
「
ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の

目
的
論
」、
同
上
誌
、
二
〇
三
号
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
各
所
収
。

（
２
）

H
.
A
hrens,

D
ie
R
echtsphilosophie,

oder
das

N
aturrecht,

auf
philosophisch-anthropologischer

G
rundlage,

V
ierte,

von
dem

V
erfasser

selbst
besorgte

und
neu

bearbeitete
deutsche,

A
usgabe,

W
ien

1852.

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
新
訂
版
を
、
フ
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ラ
ン
ス
語
に
よ
る
三
つ
の
版
（
一
八
三
八
、
四
四
、
四
八
年
）
に
つ
づ
く
第
四
版
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
序
文
に
記
し
て
い
る
よ

う
に
、
本
書
は
「
フ
ラ
ン
ス
語
の
自
著
の
翻
訳
な
の
で
は
な
く
、
内
容
と
形
式
に
お
い
て
一
個
の
新�

た�

な�

改
作
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
に

立
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、「
法
哲
学
の
教
養
」
は
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
と
で
は
「
大
い
に
異
な
っ
て
お
り
」、「
さ
ら
に
発
達
を
と
げ

て
い
る
ド
イ
ツ
の
法
哲
学
文
化
」
に
対
面
す
る
た
め
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ば
あ
い
と
は
「
別
の
論
じ
方
を
必
要
と
す
る
」(V

II)

と
考
え
た

か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
学
問
に
お
け
る
国
籍
と
い
う
問
題
は
、「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
的
共
同
性

の
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
よ
る
ド
イ
ツ
人
（
ク
ラ
ウ
ゼ
の
弟
子
）
と
し
て
の
理
解
の
仕
方
の
中
に
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
―
―

以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
引
用
文
の
末
尾
に
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
括
弧
に
入
れ
て
示
す
。
ま
た
本
稿
で
は
、
引
用
文
中
の

（

）
は
す
べ
て
原
文
の
ま
ま
、〔

〕
の
部
分
は
引
用
者
に
よ
る
補
筆
で
あ
り
、〈

〉
は
引
用
文
中
の
引
用
符
で
あ
る
。
引
用
文
中
の

傍
点
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
原
文
が
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
な
お
、
邦
訳
書
が
あ
る
も
の
は
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
注

記
す
る
が
、
本
稿
で
の
引
用
文
は
邦
訳
書
に
従
っ
て
い
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。

（
３
）
本
書
の
「
総
論
部
」
に
つ
い
て
は
、
木
村
、
前
掲
「
ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論
」
を
、「
特
論
部
」
に
つ
い
て
は
、

木
村
周
市
朗
「
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
生
の
条
件
と
人
格
権
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
二
〇
八
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
所
収
、

を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）

J.-J.
R
ousseau,

D
u
contract

social;
ou,

principes
du
droit

politique,
Œ
uvres

com
plétes,

B
ibliothèque

de
la
Pléiade,

N
.
R
.
F.,

édition
publiée

sous
la
direction

de
B
ernard

G
agnebin

et
M
arcel

R
aym

ond,
p.
366.

作
田
啓
一
訳
『
社
会
契
約
論
』、
白
水
社
（
白

水
Ｕ
ブ
ッ
ク
ス
）、
二
〇
一
〇
年
、
三
六
―
三
七
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
５
）

Ibid.,
p.
355.

前
掲
訳
、
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
６
）

Ibid.,
p.
364-365.

前
掲
訳
、
三
四
―
三
五
ペ
ー
ジ
。

（
７
）

C
.-L
.
de
Secondat,

B
aron

de
la
B
rède

et
de
M
ontesquieu,

D
e
l’esprit

des
lois,

Œ
uvres

com
plétes

de
M
ontesquieu,

publiées
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sous
la
direction

d’A
ndré

M
asson,

Paris,
L
es
E
ditions

N
agel,

tom
.
I,
1950,

pp.
5-6.

野
田
良
之
・
稲
本
洋
之
助
・
上
原
行
雄
・
田

中
治
男
・
三
辺
博
之
・
横
田
地
弘
訳
『
法
の
精
神
』
上
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
四
四
―
四
六
ペ
ー
ジ
。
あ
わ
せ
て
『
世
界
の
名
著

２８
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
、
所
収
の
井
上
堯
裕
訳
も
参
照
。

（
８
）

Ibid.,
p.
7.

野
田
・
他
訳
、
上
、
四
六
―
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
９
）

Ibid.,
p.
6.

前
掲
訳
、
上
、
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
１０
）
こ
の
よ
う
な
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
方
法
論
に
つ
い
て
、
押
村
高
『
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
政
治
理
論
―
―
自
由
の
歴
史
的
位
相
―
―
』、

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
六
年
、
と
く
に
第
一
篇
を
見
よ
。

（
１１
）

M
ontesquieu,

D
e
l’esprit

des
lois,

pp.
8-9.

前
掲
訳
、
上
、
四
七
―
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
１２
）

Ibid.,
p.
9.

前
掲
訳
、
上
、
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
１３
）

Ibid.,
p.
126.

前
掲
訳
、
下
、
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
１４
）

Ibid.,
pp.

147-148.

前
掲
訳
、
下
、
一
〇
五
―
一
〇
六
ペ
ー
ジ
。

（
１５
）

Ibid.,
p.
148.

前
掲
訳
、
下
、
一
〇
六
ペ
ー
ジ
。

（
１６
）

Ibid.,
p.
1.

前
掲
訳
、
上
、
三
九
ペ
ー
ジ
。

（
１７
）

Ibid.,
p.
9.

前
掲
訳
、
上
、
四
九
ペ
ー
ジ
。

（
１８
）

Ibid.,
pp.

lix-lx.

前
掲
訳
、
上
、
三
四
ペ
ー
ジ
。

（
１９
）

I.
K
ant,

D
ie
M
etaphysik

der
Sitten,

K
ant’s

gesam
m
elte

Schriften,
hrsg.

von
der

K
öniglich

Preußischen
A
kadem

ie
der

W
issenschaften,

B
d.
6,
B
erlin

1907,
S.
313f.

樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
『
人
倫
の
形
而
上
学
』、『
カ
ン
ト
全
集
１１
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
、
一
五
四
、
一
五
六
ペ
ー
ジ
。

（
２０
）

M
.
R
iedel,

A
rt.:

G
esellschaft,

bürgerliche,
in:

G
eschichtliche

G
rundbegriffe,

H
istorisches

L
exikon

zur
politisch-sozialen
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Sprache
in
D
eutschland,

hrsg.
von

O
.
B
runner,

W
.
C
onze,

R
.
K
oselleck,

B
d.
2,
Stuttgart

1975,
S.
719-800,

hier
S.
746.

河
上

倫
逸
・
常
俊
宗
三
郎
編
訳
『
市
民
社
会
の
概
念
史
』、
以
文
社
、
一
九
九
〇
年
、
四
八
―
四
九
ペ
ー
ジ
。

（
２１
）
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
け
る
「
政
治
的
自
由
」
と
「
市
民
的
自
由
」
の
問
題
は
、
後
者
が
生
命
・
財
産
の
「
安
全
」
に
読
み
か
え
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
市
民
の
世
界
は
政
治
の
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
く
」
と
い
う
歴
史
的
な
転
機
を
含
意
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
、
川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神
―
―
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
専
制
批
判
の
系
譜
―
―
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、

二
九
六
ペ
ー
ジ
以
下
を
見
よ
。

（
２２
）

C
.
L
ink,

H
errschaftsordnung

und
bürgerliche

Freiheit,
G
renzen

der
Staatsgew

alt
in
der

älteren
deutschen

Staatslehre,
W
ien

u.
a.
1979,

S.
138f.

（
２３
）
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
的
批
判
哲
学
と
そ
の
「
啓
蒙
」
論
の
課
題
は
、
こ
の
旧
福
祉
国
家
の
後
見
主
義
的
な
「
幸
福
主
義
」
を
克
服
し
て

近
代
的
な
私
的
自
治
の
原
理
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
こ
の
意
図
は
、
そ
の
ご
十
九
世
紀
を
通
じ
て
立
憲
君
主
制
下
の

「
法
治
国
家
」
思
想
と
し
て
継
承
・
発
展
さ
せ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、「
国
家
学
」
の
思
考
様
式
に
お
け
る
国
家
目
的
論
も
、
自
然
法
論
か

ら
法
実
証
主
義
へ
の
重
心
移
動
の
な
か
で
も
行
政
（
法
）
学
的
に
維
持
・
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
木
村
周
市
朗
『
ド

イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
』、
未
来
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
２４
）

V
gl.

N
.
H
am
m
erstein,

Sam
uel

Pufendorf,
in:

Staatsdenker
im

17.
und

18.
Jahrhundert,

R
eichspublizistik

–
Politik

–

N
aturrecht,

hrsg.
von

M
.
Stolleis,

2.,
erw

eitere
A
uflage,

Frankfurt
a.M

.
1987,

S.
172-196,

bes.
S.
178-180.

佐
々
木
有
司
・
柳

原
正
治
訳
『
一
七
・
一
八
世
紀
の
国
家
思
想
家
た
ち
―
―
帝
国
公
（
国
）
法
論
・
政
治
学
・
自
然
法
論
―
―
』、
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
、

所
収
、
と
く
に
二
九
一
―
二
九
四
ペ
ー
ジ
。
あ
わ
せ
て
、
つ
ぎ
も
参
照
。S.

Pufendorf,
D
e
jure

naturae
et
gentium

,
G
esam

m
elte

W
erke,

hrsg.
von

W
.
Schm

idt-B
iggem

ann,
B
d.
4,
T
eil1,

hrsg.
von

F.
B
öhling,

B
erlin:

A
kadem

ie
V
erlag,

1998,
II,
i,
§8;

II,
iii,

§§14,
15,

S
.
111f.,

146-149.

こ
の
主
著
の
英
訳
と
し
て
、S.

Pufendorf,
D
e
jure

naturae
et
gentium

libri
octo,

V
ol.

II:
T
he

―９４（１０１）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
と
共
同
性



translation
of
the

edition
of
1688

by
C
.
H
.
O
ldfather

and
W
.
A
.
O
ldfather,

T
he
C
lassics

of
International

L
aw
,
ed.

by
J.
B
.

S
cott,

R
ep.,

N
ew

Y
ork

&
L
ondon,

1964,
pp.

152-153,
205-210.

（
２５
）

S.
Pufendorf,

D
e
officio,

G
esam

m
elte

W
erke,

B
d.
2,
hrsg.

von
G
.
H
artung,

B
erlin

1997,
I,
iii,

§7,
S.
22f.

（
一
六
九
一
年
の

ド
イ
ツ
語
初
訳
は
、S.

125.

）
英
訳
（
底
本
は
一
六
八
二
年
版
）
と
し
て
、S.

Pufendorf,
D
e
officio

hom
inis

et
civis

juxta
legem

naturalem
libri

duo,
V
ol.II:

T
he
translation

by
F.
G
.
M
oore,

T
he
C
lassics

of
International

L
aw
,
ed.

by
J.
B
.
Scott,

R
ep.

of
the

edition
of
1927,

B
uffalo

&
N
ew

Y
ork,

1995,
p.
19.

（
２６
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
木
村
「
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
生
の
条
件
と
人
格
権
」
を
見
よ
。

（
２７
）

V
gl.
N
.
H
am
m
erstein,

a.a.O
.,
S.
181ff.

前
掲
訳
、
二
九
五
―
二
九
七
ペ
ー
ジ
。
前
田
俊
文
『
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
思
想

―
―
比
較
思
想
史
的
研
究
―
―
』、
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
第
一
章
を
参
照
。

（
２８
）

H
.
G
rotius,

D
e
jure

belli
ac
pacis

libri
tres,

in
quibus

jus
naturae

&
gentium

,
item

juris
publici

praecipua
explicantur,

V
ol.
I:

R
eproduction

of
the

edition
of
1646,

T
he
C
lassics

of
International

L
aw
,
ed.

by
J.
B
.
Scott,

B
uffalo,

N
ew

Y
ork,

1995,
II,
ii,

§II,
pp.

112-113.

所
有
論
に
か
か
わ
る
ド
イ
ツ
語
抄
訳
（
底
本
は
一
九
三
九
年
ラ
イ
デ
ン
版
）
と
し
て
、R

.
B
randt,

E
igentum

s-

theorien
von

G
rotius

bis
K
ant,

Stuttgart-B
ad
C
annstatt

1974,
S.
42-49,

230-233,
hier

S.
42f.

一
六
四
六
年
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
版

に
依
拠
し
た
一
又
正
雄
訳
『
戦
争
と
平
和
の
法
』、
酒
井
書
店
、
一
九
四
九
年
、
復
刻
版
、
一
九
九
六
年
、
第
一
巻
、
二
六
九
―
二
七
〇

ペ
ー
ジ
も
参
照
。

（
２９
）

H
.
G
rotius,

D
e
jure

belli,
II,
ii,
§II,

pp.
113-114;

R
.
B
randt,

S.
43f.

前
掲
訳
、
二
七
〇
―
二
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
３０
）

H
.
G
rotius,

D
e
jure

belli,
II,
ii,
§II,

p.
114;

R
.
B
randt,

S.
44.

前
掲
訳
、
二
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
３１
）

H
.
G
rotius,

D
e
jure

belli,
II,
ii,
§V
I,
pp.

115-116;
R
.
B
randt,

S.
45.

前
掲
訳
、
二
七
六
―
二
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
３２
）

H
.
G
rotius,

D
e
jure

belli,
II,
ii,
§X
I,
p.
117;

R
.
B
randt,

S.
45.

前
掲
訳
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
。
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（
３３
）

H
.
G
rotius,

D
e
jure

belli,
II,
ii,
§§X

II,
X
III,

pp.
117-119;

R
.
B
randt,

S.
46f.

前
掲
訳
、
二
八
〇
―
二
八
四
ペ
ー
ジ
。

（
３４
）

S.
Pufendorf,

D
e
jure

naturae
et
gentium

,
II,
ii,
§9,

S.
125.

前
掲
英
訳
、p.

172.

所
有
に
つ
い
て
の
「
人
々
の
事
前
の
同
意
、

少
な
く
と
も
暗
黙
の
合
意praevio

consensu
hom

inum
,
pactoque

saltem
tacito

」
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
を
見
よ
。S.

Pufendorf,
D
e

officio,
I,
xii,

§2,
S.
46.

（
ド
イ
ツ
語
初
訳
は
、S.

164.

）
前
掲
英
訳
、p.

62.

（
３５
）
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
や
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
が
「
生�

存�

の�

〈
必�

要�

〉
と
他�

人�

の�

同�

意�

を
根
拠
と
す
る
す
ぐ
れ
て
制
限
的
な

所
有
観
念
に
立
脚
し
て
い
た
」
の
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
生
産
的
労
働
概
念
に
よ
っ
て
「
排
他
的
な
所
有
権�

」
を
基
礎
づ
け
、「
同
意
」

を
不
要
に
し
た
と
解
釈
で
き
る
点
に
つ
い
て
、
田
中
正
司
『
市
民
社
会
理
論
の
原
型
―
―
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
論
考
―
―
』、
御
茶
の
水
書

房
、
一
九
七
九
年
、
新
装
版
、
一
九
九
一
年
、
一
三
九
、
一
七
三
ペ
ー
ジ
以
下
を
見
よ
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
上
述
の
よ
う
に
労
働
を
根
拠

と
す
る
所
有
権
の
無
制
約
性
を
批
判
し
、
ま
た
、
後
述
の
よ
う
に
近
代
的
な
所
有
権
の
「
排
他
性
」
を
批
判
す
る
か
ら
、
人
格
権
に
も
と

づ
く
「
生
存
の
必
要
」
へ
の
復
帰
を
志
向
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
３６
）

S.
Pufendorf,

D
e
jure

naturae
et
gentium

,
G
esam

m
elte

W
erke,

B
d.
4,
T
eil
2,
B
erlin

1998,
V
II,
ii,
§§7-9,

S.
644−

646.

前
掲

英
訳
、pp.

974-978;
ditto,

D
e
officio,

II,
vi,
§7,

S.
71.

（
ド
イ
ツ
語
初
訳
は
、S.

200.

）
前
掲
英
訳
、p.

107.

前
田
、
前
掲
書
、
一

〇
―
二
一
ペ
ー
ジ
も
参
照
。

（
３７
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
柳
原
正
治
『
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
』、
清
水
書
院
、
新
装
版
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
〇
―
一
八
三
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

あ
わ
せ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
力
救
済
史
の
視
座
か
ら
、
富
の
源
泉
が
旧
来
の
経
済
活
動
と
し
て
の
「
掠
奪
」
か
ら
「
生
産
」
へ

移
行
す
る
転
機
を
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
論
に
み
と
め
る
解
釈
と
し
て
、
山
内
進
『
文
明
は
暴
力
を
超
え
ら
れ
る
か
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一

二
年
、
一
五
八
―
一
七
二
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

（
３８
）
以
下
、
カ
ン
ト
の
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
第
六
巻
の
ペ
ー
ジ
数
を
引
用
文
の
末
尾
に
括
弧
に
入
れ
て

示
す
（
Ａ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
略
）。

―９２（１０３）―
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（
３９
）

V
gl.
F.
J.
Stahl,

D
ie
Philosophie

des
R
echts,

B
d.
2:
R
echts-

und
Staatslehre

auf
der

G
rundlage

christlicher
W
eltanschauung,

A
bt.
1:
D
ie
allgem

einen
L
ehren

und
das

Privatrecht,
5.
unveränderte

A
uflage,

T
übingen

u.
L
eipzig

1878,
S
.
366.

こ
の
シ
ュ
タ

ー
ル
か
ら
の
引
用
文
の
最
後
の
部
分
は
、
第
五
版
で
は
、「
そ
こ
に
自
分
の
個
性
を
表
明
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。」

（
４０
）

Ibid.,
S.
366f.

（
４１
）

J.
G
.
Fichte,

R
echtslehre

(1812),
in:

J.
G
.
Fichte-G

esam
tausgabe

der
B
ayerischen

A
kadem

ie
der

W
issenschaften,

N
ach-

gelassene
Schriften,

B
d.
13,

hrsg.
von

R
.
L
auth

u.a.,
Stuttgart-B

ad
C
annstatt

2002,
S.
197-293,

S.
210.

菅
野
健
・
杉
田
孝
夫
訳

「
法
論
の
体
系
」、『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』、
第
二
一
巻
、
晢
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
三
六
一
ペ
ー
ジ
。

（
４２
）

Ibid.,
S.
214.

前
掲
訳
、
三
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
４３
）

Ibid.,
S.
223f.

前
掲
訳
、
三
九
〇
―
三
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
４４
）

V
gl.
F.
J.
Stahl,

a.a.O
.,
S.
392f.

（
４５
）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
稲
本
洋
之
助
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
の
成
立
過
程
」、
甲
斐
道
太
郎
・
稲
本
洋
之
助
・
戒

能
通
厚
・
田
山
輝
明
『
所
有
権
思
想
の
歴
史
』、
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
、
所
収
、
を
見
よ
。
民
法
典
の
法
文
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
務

大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
―
―
家
族
・
相
続
関
係
―
―
』（
稲
本
洋
之
助
訳
）、
一
九
七
八
年
、
お
よ
び
同
編

『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
―
―
物
権
・
債
権
関
係
―
―
』（
稲
本
洋
之
助
訳
）、
一
九
八
二
年
、
法
曹
会
発
行
、
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、「
第
一

級
の
歴
史
的
事
件
」
と
し
て
の
民
法
典
の
生
成
過
程
を
、「
下
部
構
造
」・「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」・「
先
例
の
力
」
の
三
面
か
ら
分
析
し
、
反

封
建
の
「
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
の
法
典
の
成
立
の
意
味
を
提
示
し
た
、
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ボ
ニ
エ
「
社
会
学
的
現
象
と
し
て
見
た
ナ
ポ
レ
オ

ン
法
典
」（
大
久
保
泰
甫
訳
）、
平
松
義
郎
博
士
追
悼
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
法
と
刑
罰
の
歴
史
的
考
察
―
―
平
松
義
郎
博
士
追
悼
論
文

集
―
―
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、
所
収
、
を
見
よ
。
味
わ
い
深
い
こ
の
講
演
エ
セ
イ
は
、
訳
者
に
よ
る
入
念
な
訳
注
も

寄
与
し
て
、
民
法
典
の
生
成
過
程
へ
の
多
面
的
理
解
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

―９１（１０４）―
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（
４６
）
ア
ー
レ
ン
ス
は
本
書
で
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
、「
汎
神
論
が
唯
物
論
に
手
を
さ
し
の
べ
て
い
た
」
と
批
判
し
て
い
る(139)

。

（
４７
）
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
こ
の
よ
う
な
作
用
に
つ
い
て
、
前
掲
、
稲
本
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
の
成
立
過
程
」、
一
〇
六
ペ

ー
ジ
を
見
よ
。

（
４８
）

F.
J.
Stahl,

D
ie
Philosophie

des
R
echts,

B
d.
2:
R
echts-

und
Staatslehre

auf
der

G
rundlage

christlicher
W
eltanschauung,

A
bt.

2:
D
ie
Staatslehre

und
die

Principien
des

Staatsrechts,
5.
unveränderte

A
uflage,

T
übingen

u.
L
eipzig

1878,
S.
73f.

（
４９
）

W
.
C
onze,

A
rt.:

Proletariat,
Pöbel,

Pauperism
us,

in:
G
eschichtliche

G
rundbegriffe,

a.a.O
.,
B
d.
5,
Stuttgart

1984,
S.
27-68,

bes.
S.
37-52.

（
５０
）

F.
E
ngels,

K
.
M
arx,

,,Z
ur
K
ritik

der
Politischen

Ö
konom

ie‘‘,
(1859),

in:
K
.
M
arx

u.
F.
E
ngels,

W
erke

(Institut
für

M
arxism

us-L
eninism

us
beim

Z
K
der

SE
D
),
B
d.
13,

B
erlin

1961,
S.
469.

Ｆ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批

判
』」（『
ダ
ス
・
フ
ォ
ル
ク
』、
一
八
五
九
年
八
月
六
日
付
、
第
十
四
号
）、
大
内
兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
訳
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全

集
』、
大
月
書
店
、
第
十
三
巻
、
一
九
六
四
年
、
四
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
５１
）

W
.
H
.
R
iehl,

D
ie
bürgerliche

G
esellschaft,

Stuttgart
u.
T
übingen

1851,
S.
25.

（
５２
）

Ibid.,
S.
365.

（
５３
）

Ibid.,
S.
268.

（
５４
）

Ibid.,
S.
269f.

（
５５
）

Ibid.,
S.
299f.

（
５６
）

Ibid.,
S.
337f.

（
５７
）

C
.
Jantke,

D
er
vierte

Stand,
D
ie
gestaltenden

K
räfte

der
deutschen

A
rbeiterbew

egung
im

X
IX
.
Jahrhundert,

Freiburg
i.
B
.

1955,
S.
76.
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（
５８
）

W
.
H
.
R
iehl,

a.a.O
,
S.
369.

（
５９
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
木
村
『
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
』、
二
三
九
ペ
ー
ジ
以
下
を
見
よ
。

（
６０
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel
ou

de
philosophie

du
droit,

fait
d’après

L
’état

actuel
de
cette

science
en
A
llem

agne,

Seconde
édition

revue
et
considérablem

ent
augm

entée,
B
ruxelles,

M
eline,

1844,
pp.

316-317.
V
gl.
D
ers.,

D
as
N
aturrecht

oder

die
R
echtsphilosophie

nach
dem

gegenw
ärtigen

Z
ustande

dieser
W
issenschaft

in
D
eutschland,

N
ach

der
zw
eiten

A
usgabe

deutsch
von

A
.
W
irk,

B
raunschw

eig
1846,

S.
266f.

な
お
、
傍
点
部
分
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

（
６１
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel,
p.
261.

V
gl.
D
ers.,

D
as
N
aturrecht,

a.a.O
.,
S.
219.

（
６２
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel,
p.
372.

V
gl.
D
ers.,

D
as
N
aturrecht,

a.a.O
.,
S.
313.

（
６３
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel,
p.
375.

V
gl.
D
ers.,

D
as
N
aturrecht,

a.a.O
.,
S.
315f.

（
６４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
木
村
「
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
生
の
条
件
と
人
格
権
」
を
見
よ
。

（
付
記
）本

稿
は
平
成
二
六
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
（
研
究
課
題
「
自
然
法
論
と
社
会
政
策
―
―
ド
イ
ツ
国
家
学
の
基
層
―
―
」）
の
交

付
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
二
〇
一
六
年
二
月
一
日
脱
稿
）

―８９（１０６）―
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