
宗
教
を
論
じ
る
政
治
的
審
議
は
二
度
ベ
ル
を
鳴
ら
す 

　
　
　

―
セ
シ
ー
ル
・
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
に
つ
い
て

大

森

秀

臣

概
要
：
近
年
、
宗
教
が
法
や
政
治
に
関
わ
る
場
面
が
増
え
て
お
り
、
宗
教
の
公
的
容
認
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
問
題
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て

い
る
。
従
来
宗
教
は
、
政
教
分
離
や
信
教
の
自
由
な
ど
の
憲
法
上
の
原
則
に
の
っ
と
り
、
政
治
領
域
に
関
与
し
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
従
来
の
公
私
区
分
論
で
は
「
宗
教
だ
け
が
な
ぜ
特
別
に
扱
わ
れ
る
の
か
」、「
宗
教
は
ど
こ
ま
で
公
的

に
容
認
さ
れ
る
の
か
」
な
ど
の
問
題
が
残
さ
れ
る
。
従
来
の
区
分
論
を
再
構
成
し
つ
つ
政
治
的
審
議
と
い
う
設
定
を
組
み
入
れ
て
、
こ

れ
ら
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
の
が
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
で
あ
る
。
こ
の
考
え
の
下
で
は
、
宗
教
は
、
政
治
的
審
議
の

場
に
お
い
て
、
第
一
段
階
で
誰
に
も
理
解
可
能
な
理
由
や
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
根
拠
に
基
づ
く
こ
と
が
示
さ
れ
る
限
り
で
議
題
と
し
て

の
参
入
が
認
め
ら
れ
、
第
二
段
階
で
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
諸
価
値
と
両
立
す
る
と
是
認
さ
れ
る
場
合
に
、
特
別
に
扱
わ
れ
公
的
に
容
認

さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
従
来
の
区
分
論
よ
り
も
宗
教
に
包
容
的
な
立
場
だ
と
評
さ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
そ

れ
は
審
議
の
第
一
段
階
で
広
く
宗
教
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
第
二
段
階
で
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
価
値
に
反
す
る
宗
教
を
振
る
い
落
と

す
点
で
、
従
来
の
区
分
論
を
審
議
の
二
つ
の
段
階
に
移
植
す
る
形
で
引
き
継
い
で
い
る
と
評
さ
れ
る
。
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目
次

１
．
は
じ
め
に

２
．
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解

―
公
私
区
分
論

３
．
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義

―
政
治
的
審
議
の
二
段
階
理
論

４
．
検
討

―
ど
こ
ま
で
宗
教
に
包
容
的
か
？

５
．
結
び
に
か
え
て

１
．
は
じ
め
に

近
年
、
宗
教
が
法
や
政
治
に
関
与
す
る
場
面
が
増
え
て
い
る
。
宗
教
色
が
比
較
的
薄
い
と
言
わ
れ
る
日
本
で
も
エ
ホ
バ
の
証
人
の
輸

血
拒
否
事
例
が
裁
判
で
争
わ
れ
た
り
、
首
相
や
閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
が
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
諸
外
国
で
は
、

宗
教
と
世
俗
と
の
関
係
が
社
会
を
大
き
く
揺
る
が
し
て
き
た
歴
史
を
有
す
る
た
め
か
、
以
前
よ
り
も
先
鋭
な
問
題
と
し
て
注
目
を
浴
び

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
は
有
史
以
来
の
解
決
し
が
た
い
根
本
的
な
軋
轢
に
由
来
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
と
り
わ
け

最
近
出
現
し
た
事
例
群
は
以
下
の
二
つ
の
問
題
系
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ひ
と
つ
は
国
教
樹
立
（state establishm

ent

）
の
問
題
系
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
が
国
民
に
特
定
宗
教
の
信
仰
を
強
要
す
る
と
い

う
劇
的
な
事
例
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
が
公
共
の
場
に
掲
示
さ
れ
た
り
、
宗
教
的
行
事
が
公
的

に
支
援
さ
れ
た
り
す
る
事
例
と
し
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
米
国
で
は
、
法
廷
で
証
人
に
聖
書
に
片
手
を
載
せ
て
宣
誓

を
さ
せ
る
こ
と
が
従
来
か
ら
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
て
き
た
し
、
あ
る
州
で
は
裁
判
所
内
に
十
戒
の
記
念
碑
を

設
置
し
た
こ
と
や
、
殉
職
者
や
犠
牲
者
へ
の
追
悼
の
た
め
に
十
字
架
を
公
共
の
場
に
掲
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
実
際
に
訴
訟
が
提
起
さ

れ
て
い
る
。
ス
イ
ス
で
は
、
ミ
ナ
レ
ッ
ト
の
建
築
禁
止
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
国
民
投
票
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
大
差
で
承
認
さ
れ
た
。

他
に
もIS

（
イ
ス
ラ
ー
ム
国
）
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
な
ど
は
国
家
そ
の
も
の
が
原
理
主
義
的
な
宗
教
・
宗
派
を
中
核
に
設
立
さ
れ
た
極
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端
な
事
例
で
あ
る
と
言
え
る
。
日
本
で
も
、
天
皇
が
即
位
す
る
際
に
行
わ
れ
る
大
嘗
祭
に
国
家
の
予
算
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
、
憲
法
が

定
め
る
政
教
分
離
の
原
則
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、こ
れ
も
国
教
樹
立
の
問
題
系
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
法
適
用
除
外
（legal exem

ption

）
の
問
題
系
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
法
が
一
般
的
に
禁
止
す
る
活
動
に
つ
き
、
特
定

の
宗
教
団
体
に
限
っ
て
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
「
信
教
の
自
由
」
へ
の
権
利
行
使
と
し
て
、
そ
の
適
用
が
免
除
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
北
米
で
は
、
先
住
民
が
儀
式
の
際
に
幻
覚
作
用
を
も
た
ら
す
植
物
ペ
ヨ
ー
テ
を
使
用
す
る
行
為
に
、
有
害
薬
物
の
使
用

を
禁
止
す
る
法
令
等
の
適
用
免
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
人
身
の
不
可
侵
性
を
信
仰
す
る
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
よ
る
検
死
拒
否

が
事
件
捜
査
や
医
学
研
究
上
の
必
要
性
と
抵
触
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
英
国
で
は
、
タ
ー
バ
ン
着
用
を
戒
律
上
の
義
務
と
さ

れ
る
シ
ー
ク
教
徒
が
オ
ー
ト
バ
イ
運
転
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
義
務
の
適
用
除
外
を
受
け
て
い
る
。
逆
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
女
性
に
だ

け
宗
教
上
着
用
を
義
務
付
け
ら
れ
る
ス
カ
ー
フ
や
ヴ
ェ
ー
ル
を
公
立
学
校
で
身
に
着
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
が
ム
ス
リ
ム
女
生
徒

た
ち
に
適
用
除
外
さ
れ
る
こ
と
な
く
施
行
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
右
派
政
党
が
政
権
を
担
う
他
の
欧
州
諸
国
も
、
移
民
問
題
の
影
響
も

あ
っ
て
か
、
同
種
の
法
を
制
定
し
フ
ラ
ン
ス
に
追
随
し
て
い
る
。
世
俗
主
義
を
国
是
と
す
る
ト
ル
コ
で
は
、
公
立
学
校
で
の
着
用
は
、

以
前
は
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
現
（
本
稿
執
筆
時
）
大
統
領
率
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
政
権
下
で
は
容
認
さ
れ
て
い
る
。
日
本

で
の
事
例
は
、
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
宗
教
法
人
の
本
来
の
活
動
に
関
す
る
課
税
義
務
免
除
や
そ
の
他
の
税
率

優
遇
措
置
が
法
適
用
除
外
の
問
題
系
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
系
は
、
国
家
が
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
あ
る
意
味
で
逆
の
ベ
ク
ト
ル
に
向
い
て
お
り
、
相
互
に

異
質
な
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
国
家
は
、
国
教
樹
立
の
問
題
系
で
は
、
政
治
的
権
力
の
行
使
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
宗

教
的
信
念
の
訴
え
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
に
「
無
能
力
」
を
課
す
の
に
対
し
、
他
方
で
法
適
用
除
外
の
問
題
系
で
は
、
他

の
非
宗
教
的
集
団
に
は
認
め
ら
れ
な
い
特
別
扱
い
を
宗
教
的
集
団
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
に
「
保
護
」
を
与
え
る
か
ら
だ（

（
（

。

だ
が
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
国
家
が
特
定
の
宗
教
を
公
的
に
容
認
す
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
問
題
系
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
国
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教
樹
立
と
法
適
用
除
外
の
問
題
系
を
含
め
て
「
宗
教
の
公
的
容
認
」
問
題
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

従
来
の
法
的
な
取
組
み
は
、
様
々
な
宗
教
問
題
に
つ
い
て
、
宗
教
を
公
的
容
認
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
と
宗
教
と
を
明
確
に
区
別

す
る
方
向
で
対
処
し
て
き
た
。
多
く
の
立
憲
主
義
諸
国
で
は
、
憲
法
上
「
政
教
分
離
の
原
則
」
が
定
め
ら
れ
、「
信
教
の
自
由
へ
の
権

利
」
が
国
民
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。
国
家
は
宗
教
に
関
与
せ
ず
、
逆
に
宗
教
も
国
家
に
関
与
し
な
い
、
そ
し
て
国
民
は
宗
教
を
私
事
と

し
て
自
由
に
信
仰
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
基
本
姿
勢
が
取
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
国
家
と
宗
教
と
の
区
別
を
理
論
的
に

擁
護
し
て
き
た
の
は
、
主
と
し
て
自リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム

由
主
義
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
各
人
の
自
由
で
自
立
的
な
生
き
方
を
尊
重
し
、
国

家
は
各
人
の
生
き
方
に
口
出
し
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
公
私
区
分
の
原
則
に
立
つ
た
め
に
、
国
家
と
宗
教
と
を
区
別
す
る
従
来
の
扱

い
方
と
整
合
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
個
人
的
自
律
性
の
尊
重
の
理
念
か
ら
理
論
的
に
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（
（

。
た
だ
上
記
の
問
題
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
区
分
論
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
っ
て
多
様
な
宗
教
・
宗
派
が
併
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
の
多
元
的

社
会
に
お
い
て
、
複
雑
に
入
り
組
む
宗
教
集
団
の
諸
要
求
に
す
べ
て
首
尾
一
貫
し
た
対
応
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る（

（
（

。
近
年
で
は
法
哲
学
・
政
治
理
論
の
領
域
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
宗
教
の
公
的
容
認
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
論
考
が
出
現
し
て
い

る
。
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
セ
シ
ー
ル
・
ラ
ボ
ル
ド
（Cécile 

Laborde

）
の
近
著
『
自
由
主
義
の
宗
教
（Liberalism

ʼs 

Religion

）』（
二
〇
一
七
年
）
で
あ
る
。
こ
の
著
作
で
彼
女
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
の
立
場
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
近
年
の
宗
教
と

法
・
政
治
と
の
関
係
を
扱
っ
た
諸
論
考
を
整
理
・
統
合
し
、
従
来
の
区
分
論
と
は
異
な
る
、
新
た
な
関
係
観
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
多
元
性
が
一
層
進
行
し
た
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
動
向
を
踏
ま
え
、
近
年
の
そ
れ
ら
宗
教
の
側
か
ら
の
諸

要
求
に
自
由
主
義
の
理
論
的
資
源
を
活
用
し
て
対
応
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
著
作
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
と
法
・
政

治
と
の
関
係
を
法
哲
学
的
に
検
討
す
る
本
稿
の
目
的
に
と
っ
て
、
格
好
の
題
材
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
彼
女
の
理
論
を
検
討
対
象
に
し
て
、
宗
教
の
公
的
容
認
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
対
応
で
き
る
新
た
な
理
論
的
ア
プ
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ロ
ー
チ
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
以
下
、
本
稿
の
構
成
を
述
べ
る
。
２
．
で
は
、
宗
教
問
題
に
関
す
る
従
来
の
公
私
区
分
論
の
対

応
を
概
観
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
難
題
に
突
き
当
た
る
か
を
考
察
す
る
。
３
．
で
は
、
ラ
ボ
ル
ド
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
再
構
成

し
て
、
こ
の
文
脈
の
中
に
導
入
す
る（

（
（

。
４
．
で
は
、
そ
れ
が
従
来
の
区
分
論
を
ど
の
よ
う
に
拡
張
し
、
宗
教
に
ど
こ
ま
で
包
容
的
と
な
っ

て
い
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
上
の
通
り
本
稿
は
、
国
家
と
宗
教
と
の
新
た
な
関
係
を
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ラ

ボ
ル
ド
の
理
論
の
射
程
と
限
界
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

２
．
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解

―
公
私
区
分
論

従
来
の
公
私
区
分
論
：
宗
教
は
私
事
、
国
政
か
ら
除
外

宗
教
は
西
洋
に
お
け
る
宗
教
戦
争
の
悲
惨
な
体
験
へ
の
反
省
と
い
う
歴
史
的
経
緯
も
あ
り
、
法
の
世
界
に
お
い
て
特
別
扱
い
を
さ
れ

て
き
た
。
日
本
を
は
じ
め
、
多
く
の
立
憲
主
義
諸
国
で
は
、
各
地
各
様
の
形
を
取
り
は
す
る
も
の
の
、「
政
教
分
離
」
や
「
信
教
の
自

由
」
が
基
本
的
な
原
則
・
権
利
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
国
家
と
宗
教
と
の
間
に
境
界
が
設
定
さ
れ
、
国
家
は
教
会
な
ど

の
宗
教
団
体
に
固
有
の
問
題
に
立
ち
入
ら
ず
、
逆
に
宗
教
も
国
家
の
公
共
政
策
の
問
題
に
関
与
し
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た 

各
々
の
宗
教
団
体
の
実
践
や
行
為
は
宗
教
的
自
由
へ
の
権
利
の
行
使
と
し
て
特
別
に
保
護
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
阻
害
す
る
国
家
の
行
為
は

こ
の
権
利
の
侵
害
だ
と
し
て
拒
否
さ
れ
る
。
様
々
な
道
徳
的
・
政
治
的
な
形
を
取
り
え
る
実
践
や
行
為
、
団
体
や
結
社
、
思
想
や
信
条

の
う
ち
、
と
り
わ
け
「
宗
教
」
に
関
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
憲
法
上
の
特
別
な
保
護
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
憲
法
上
の
保
護
を
一
般
的
に
説
明
し
正
当
化
す
る
法
理
論
と
し
て
影
響
力
を
も
っ
て
き
た
の
は
、
自リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム

由
主
義
の
思
想
で

あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
国
家
と
宗
教
と
を
区
別
す
る
考
え
方
を
、
自
由
主
義
だ
け
に
限
ら
ず
、
伝
統
的

な
政
教
分
離
の
原
則
や
信
教
の
自
由
へ
の
権
利
な
ど
一
般
的
に
説
明
・
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
と
し
て
や
や
緩
や
か
に
捉
え
、

宗教を論じる政治的審議は二度ベルを鳴らす351
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「
従
来
の
公
私
区
分
論
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
た
い（

（
（

。
こ
の
区
分
論
は
、
や
や
単
純
に
す
ぎ
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
通
例
の
理
解
で
は

概
ね
次
の
よ
う
な
自
由
主
義
の
考
え
方
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
自
由
主
義
は
、
自
由
・
平
等
な
諸
個
人
の
自
立
的
な
生
き
方
を

最
大
限
に
尊
重
し
、
国
家
は
各
人
の
生
き
方
に
関
与
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
各
人
は
、
自
由
に
自
分
自
身
の
善
き
生
の
構
想

（conceptions of the good

）
を
選
択
・
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
自
身
に
関
わ
る
私
事
に
つ
い
て
自
己
決
定
の
自
由
を
有
す

る
。
国
家
は
、
各
人
の
私
的
な
事
柄
に
介
入
・
干
渉
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
法
的
ル
ー
ル
の
下
に
服
し
、
い
か
な
る
特
定
の
善
き
生
の
構

想
を
優
遇
も
冷
遇
も
し
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
個
人
の
倫
理
的
自
由
や
国
家
の
中
立
性
の
観
念
は
、
様
々
な
形
を
取
り

な
が
ら
も
共
通
し
て
公
私
区
分
の
原
則

4

4

4

4

4

4

4

を
伴
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
各
人
は
自
分
の
善
き
生
の
構
想
を
自
由
に
選
択
・
追
及
す
る
こ
と

が
保
障
さ
れ
、
国
家
は
ど
の
善
き
生
の
構
想
に
対
し
て
も
中
立
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
に
、
公
権
力
は
私
的
な
領
域
に
介

入
・
干
渉
し
な
い
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
来
の
区
分
論
は
、
こ
の
よ
う
な
各
人
の
倫
理
的
自
由
と
国
家
の
中
立
性
の
観
点
か
ら
、
宗
教
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
的
実
践
や
行
為
も
ま
た
、
各
人
が
追
及
す
る
善
の
構
想
の
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
各
人
は

自
由
に
宗
教
的
活
動
を
選
択
・
追
求
で
き
る
よ
う
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
国
家
は
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
実
践
や

行
為
で
あ
れ
、
各
人
の
選
択
・
追
求
す
る
善
の
構
想
の
一
部
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
尊
重
し
て
優
遇
も
冷
遇
も
し
な
い
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
、
と
。
だ
か
ら
宗
教
に
関
す
る
諸
問
題
は
、
公
共
政
策
を
審
議
し
決
定
す
る
場
で
政
治
的
論
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

い
わ
ば
宗
教
は
、
各
人
の
善
の
構
想
と
同
一
視
さ
れ
私
事
と
見
な
さ
れ
る
一
方
、
公
共
政
策
を
扱
う
政
治
的
審
議
か
ら
排
除
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
区
分
論
は
、
宗
教
＝
善
の
構
想
の
等
式
と
国
家
の
中
立
性
の
枠
内
で
宗
教
の
諸
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
し
て

き
た
と
考
え
ら
え
る
。
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な
ぜ
宗
教
だ
け
が
特
別
な
の
か
？

―
倫
理
的
特
例
性
の
問
題

し
か
し
こ
う
し
た
従
来
の
区
分
論
で
は
、
な
ぜ
宗
教
が
倫
理
的
に
特
例
的
（ethically salient

）
で
あ
る
の
か
を
説
明
で
き
な
い
、

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
立
憲
主
義
諸
国
の
憲
法
に
「
信
教
の
自
由
」
へ
の
権
利
が
定
め
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
個
人
の
有

す
る
多
様
な
信
条
・
内
心
の
自
由
を
保
護
す
る
「
思
想
・
良
心
の
自
由
」
か
ら
独
立
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
加
え
て
、
宗
教
的
な
信

条
・
内
心
を
保
護
す
る
自
由
が
別
個
に
定
め
ら
れ
て
い
る
事
実
が
、
憲
法
の
諸
規
定
を
整
合
的
に
説
明
す
る
う
え
で
困
難
だ
と
さ
れ
る
。 

国
家
は
各
人
の
善
の
構
想
に
中
立
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
般
的
な
信
条
・
内
心
の
自
由
を
保
護
す
る
規
定
が
あ
れ
ば

十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
各
人
が
自
由
に
選
択
す
る
信
念
や
行
動
は
宗
教
的
な
も
の
に
限
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
「
信

教
の
自
由
」
が
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
、
宗
教
的
活
動
は
何
よ
り
も
重
要
だ
と
考
え
る
信
仰
者
の
立
場
か
ら

み
れ
ば
、
国
家
は
各
人
の
善
の
構
想
に
中
立
的
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え
は
、
宗
教
的
活
動
を
一
般
的
な
私
生
活
様
式
の
範
疇
に
捉
え
て

お
り
、
宗
教
的
活
動
の
重
要
性
に
無
頓
着
だ
と
批
判
さ
れ
る
。
宗
教
的
活
動
は
信
仰
者
に
と
っ
て
心
の
拠
り
所
と
な
る
真
摯
で
切
実
な

も
の
な
の
に
、
そ
れ
は
、
シ
ー
ク
教
徒
の
タ
ー
バ
ン
着
用
や
ム
ス
リ
ム
女
性
の
ス
カ
ー
フ
着
用
を
、
若
者
の
流
行
り
の
服
の
着
用
と
同

列
に
お
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と（

（
（

。

た
と
え
ば
自
由
主
義
の
代
表
的
論
者
の
一
人
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（John Raw

ls

）
は
、
宗
教
を
特
例
扱
い
す
る
仕
方
で
正
義
論
を

提
起
し
て
い
な
い
。
彼
は
、『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム（

（
（

』
に
お
い
て
、
価
値
多
元
的
に
分
裂
す
る
社
会
を
統
合
す
る
た
め
の
共
通
の
価
値

基
盤
を
見
出
そ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
を
支
持
す
る
多
様
な
立
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
宗
教
的
見
解
を
位
置
づ
け
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
現
代
の
立
憲
民
主
的
社
会
は
、
特
定
の
宗
教
・
宗
派
を
国
教
化
す
る
な
ど
し
て
一
つ
の
価
値
基
盤
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
こ

と
は
も
は
や
で
き
ず
、
多
様
な
「
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
（com

prehensive doctrines

）」
―
世
界
観
や
人
生
観
を
備
え
る
諸
々
の

価
値
論
的
立
場

―
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
状
況
は
、
市
民
た
ち
が
正
し
く
実
践
理
性
を
行
使
し
た
結
果
で
あ
る
が

故
に
、
い
つ
の
日
か
一
つ
の
ド
ク
ト
リ
ン
を
中
心
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
で
き
ず
、
今
後
も
永
続
し
て
い
く
と
さ
れ
る
。
だ
と
す

宗教を論じる政治的審議は二度ベルを鳴らす353
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れ
ば
、
こ
う
し
た
価
値
多
元
的
な
状
況
を
い
つ
ま
で
も
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
市
民
た
ち
が
各
自
で
承
認
し
た
包
括
的
ド
ク

ト
リ
ン
を
放
棄
せ
ず
、
し
か
も
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
か
ら
導
か
れ
る
理
由
に
基
づ
い
て
同
意
で
き
る
正
義
の
政

治
的
構
想
（the political conception of justice

）
を
共
通
の
基
盤
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
共
通
の
焦
点
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
ど
の
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
を
承
認
す
る
市
民
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
価
値
多
元
的
な
状
況
の
ま
ま
で
共
存
・
共
生

で
き
る
相
互
寛
容
の
社
会
的
枠
組
み

―
ロ
ー
ル
ズ
の
言
い
方
で
は
「
公
正
な
協
働
シ
ス
テ
ム
」
―
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
取
り
組
み
は
、
西
洋
社
会
が
従
来
苦
し
ん
で
き
た
宗
教
戦
争
の
反
省
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
な
の
だ
、
と
。

だ
が
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
こ
の
文
脈
で
挙
げ
て
い
る
多
様
な
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
は
必
ず
し
も
宗
教
に
限
定

4

4

4

4

4

さ
れ
て
い
な
い

4

4

4

4

4

4

、
と
い
う
こ
と
だ（

（
（

。
確
か
に
彼
は
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
起
源
を
、
過
去
の
西
洋
社
会
の
宗
教
・
宗
派
対
立
の
歴
史

に
求
め
て
お
り
、
現
代
の
多
元
的
状
況
を
描
く
の
に
主
と
し
て
宗
教
の
多
様
性
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
代
の
多
元
的
社
会
に
お
い
て
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
を
社
会
の
共
通
基
盤
と
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

否
定
さ
れ
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
は
数
あ
る
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
の
中
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
彼

は
、
多
様
に
併
存
す
る
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
と
し
て
、
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
だ
け
で
な
く
他
に
も
哲
学
的
・
道
徳
的
ド
ク
ト
リ
ン
を
も

含
め
て
お
り
、
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
「
哲
学
的
・
道
徳
的
・
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
列
挙
・

併
記
し
て
い
る（

（
（

。
彼
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
構
想
の
中
で
、
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
は
、
他
の
ド
ク
ト
リ
ン
に
比
し
て
、
必
ず
し
も

特
別
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い（

（1
（

。
彼
は
、
世
俗
的
議
論
も
宗
教
的
議
論
と
同
じ
よ
う
に
公
共
的
な
理
由
を
提
供
し
な
い
と
し

て
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
重
要
な
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
な
全
て
の
議
論
〔
同
性
愛
関
係
は
恥
ず
べ
き
で
あ
り
、
品
性
下
劣
で
あ
る

と
い
っ
た
考
え
を
支
持
す
る
様
々
な
議
論
〕
に
か
ん
し
て
も
、
宗
教
的
議
論
を
扱
う
の
と
同
じ
仕
方
で
扱
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

点
に
あ
る
の
で
あ
り
、
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そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
世
俗
的
な
哲
学
的
教
説
は
公
共
的
理
性
を
提
供
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
諸
々
の
世
俗
的
な
概

念
や
こ
う
し
た
た
ぐ
い
の
推
論
＝
理
由
づ
け
は
、
第
一
哲
学
や
道
徳
的
教
説
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
な
も
の
の
領
域
の
埒

外
に
あ
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

も
う
一
人
の
代
表
的
論
者
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
（Ronald D

w
orkin

）
は
、
ロ
ー
ル
ズ
よ
り
も
宗
教
に
包
容
的
で
あ
ろ
う
と

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が（

（1
（

、
そ
れ
で
も
同
様
に
、
宗
教
だ
け
を
特
別
扱
い
す
る
よ
う
な
権
利
論
を
提
起
し
な
い
。
彼
は
、
宗
教
的
実

践
や
活
動
は
「
倫
理
的
自
立
（ethical independence

）」
に
対
す
る
一
般
的
権
利
の
対
象
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
倫

理
的
自
立
へ
の
権
利
と
は
、
彼
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
個
人
に
と
っ
て
特
定
の
生
き
方
が
内
在
的
に
善
い
と
い
う
理
由
で
、
つ
ま
り
あ
る

特
定
の
善
き
生
の
構
想
が
他
の
善
き
生
の
構
想
よ
り
も
望
ま
し
い
か
ら
と
言
っ
て
、
各
人
が
自
立
的
に
善
き
生
の
構
想
を
選
択
・
追
及

す
る
こ
と
を
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る（

（1
（

。
各
人
の
善
の
構
想
は
多
様
で
あ
り
、
各
人
が
真
摯
に
追
求
す
る
宗
教
的
信
条

は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
に
も
道
徳
や
哲
学
な
ど
に
関
す
る
様
々
な
世
俗
的
信
念
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
各
人
に
よ
っ
て
異
な
る

善
の
構
想
を
追
求
す
る
自
由
を
一
般
的
に
保
護
し
よ
う
と
す
る
の
が
倫
理
的
自
立
の
権
利
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
宗
教
的
信
念
は
、
諸
々

の
善
の
構
想
の
一
部
と
し
て
、
一
般
的
な
権
利
保
護
の
対
象
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
宗
教
を
一
般
的
な
法
的
枠
組
み
の
中
で
保
護
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
特
別
な
保
護
対
象
と
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
こ
と
は
で
き
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

と
明
言
す
る
。
あ
る
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
憲
法
上
定
め
ら
れ
る
「
信
教
の
自
由
」
の
枠
組
み
で
特
別
に
保
護
さ

れ
る
場
合
、
彼
は
そ
の
権
利
を
「
宗
教
的
自
由
へ
の
特
別
権
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
、
言
論
・
表
現
の
自
由
へ
の
権
利
と
と
も
に
、
他
の

自
由
へ
の
一
般
的
権
利
よ
り
も
保
護
ラ
ン
ク
が
高
く
設
定
さ
れ
、
政
府
の
側
に
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
を
防
止
す
る
た
め
な
ど
「
や

む
を
得
な
い
」
理
由
が
な
い
限
り
制
限
が
許
さ
れ
な
い
重
要
な
権
利
と
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
扱
い
が
「
厄
介
（troublesom

e

）」
で

あ
っ
て
、
も
し
伝
統
的
な
有
神
論
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
疑
似
宗
教
的
な
信
念
に
ま
で
保
護
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
た
と
え
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ば
金
銭
を
神
聖
視
す
る
マ
ン
モ
ン
崇
拝
や
、純
血
性
を
崇
め
る
人
種
差
別
的
な
優
性
思
想
を
も
保
護
対
象
と
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。

も
し
そ
う
し
た
保
護
対
象
の
拡
張
が
許
さ
れ
れ
ば
、「
宗
教
」
の
名
の
下
に
違
法
薬
物
の
使
用
や
性
差
別
的
な
儀
式
に
至
る
ま
で
、
正
義

に
適
わ
な
い
実
践
や
行
為
が
広
く
認
め
ら
れ
て
、
政
府
規
制
が
過
度
に
制
限
さ
れ
市
民
が
危
険
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う（

（1
（

。

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、「
尊
厳
」
こ
そ
が
宗
教
を
保
護
す
る
鍵
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

現
在
我
々
に
と
っ
て
、
尊
厳
こ
そ
が
宗
教
的
思
想
と
実
践
の
自
由
を
擁
護
す
る
唯
一
支
持
可
能
な
正
当
化
理
由
で
あ
る
。
だ
が
我
々

が
こ
の
提
案
を
い
っ
た
ん
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
多
く
の
人
々
が
信
じ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
だ
け
は
特
別
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外

の
深
奥
な
倫
理
的
選
択

―
た
と
え
ば
生
殖
、
婚
姻
、
性
的
嗜
好
な
ど
に
関
す
る
選
択

―
は
集
合
的
決
定
に
適
切
に
服
し
え
る

と
首
尾
一
貫
し
て
考
え
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
我
々
は
宗
教
的
自
由
へ
の
権
利
を
宣
言
し
、
か
つ
そ
の
他
の
心
の
深
奥
に
関

し
て
選
択
の
自
由
の
権
利
を
拒
否
す
る
な
ど
、
ひ
ど
い
自
己
矛
盾
な
く
し
て
で
き
な
い
。
も
し
我
々
が
特
殊
な
宗
教
は
政
治
の
場
で

特
別
扱
い
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
そ
の
も
の
を
政
治
の
場
で
特
別
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
た
と
え
ば
性
意

識
よ
り
も
尊
厳
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
我
々
は
宗
教
的
自
由
を
そ
れ
自
体
重
要
な
も
の
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
て
扱
っ
て
は
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
は
心
の
深
奥
に
関
す
る
倫
理
的
自
立
へ
の
よ
り
一
般
的
権
利
に
由
来
す
る
一
つ
の
帰
結
で
し
か
な

い
の
だ（

（1
（

。

こ
れ
ら
ロ
ー
ル
ズ
と
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
理
解
に
通
底
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
を
個
人
の
善
き
生
の
範
疇
に
分
類
し
て
お
り
、
他
の
道

徳
的
等
の
価
値
に
比
し
て
特
別
な
地
位
を
認
め
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
を
諸
々
の
包
括
的
ド
ク
ト
リ

ン
の
一
つ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
、
宗
教
的
活
動
を
倫
理
的
自
立
の
一
般
的
権
利
に
よ
っ
て
保
護
す
る
こ
と
も
、
宗
教
は
各
人
の
私
事

に
関
す
る
生
き
方
の
問
題
で
あ
り
、
国
家
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
特
別
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
公
共
的
関
心
事
と
は
な
ら
な
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い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
個
人
の
倫
理
的
自
由
と
国
家
の
中
立
性
か
ら
宗
教
に
関
す
る
諸
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
従

来
の
公
私
区
分
論
か
ら
生
じ
る
一
つ
の
帰
結
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宗
教
は
ど
こ
ま
で
容
認
さ
れ
る
べ
き
か
？

―
境
界
画
定
の
問
題

も
し
従
来
の
区
分
論
が
宗
教
の
倫
理
的
特
例
性
の
説
明
で
き
な
け
れ
ば
、
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
ど
こ
ま
で
公
的
に
容
認
さ
れ
る
か

も
明
確
に
決
め
難
く
な
る
だ
ろ
う
。こ
れ
は
、公
的
な
も
の
／
私
的
な
も
の
の
境
界
画
定
と
い
う
よ
り
広
範
な
問
題
の
中
の
一
例
で
あ
っ

て
、
具
体
的
に
は
、
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
「
国
教
樹
立
」
と
「
法
適
用
除
外
」
の
問
題
が
こ
こ
に
関
わ
る
。
も
し
単
純
に
宗
教
の
倫
理

的
特
例
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
議
論
は
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。「
宗
教
だ
け
が
特
別
な
保
護
に
値
す
る
」
と
の
基
準
に
従
っ

て
、
あ
る
実
践
や
行
為
は
宗
教
的
で
あ
る
／
な
い
か
ら
容
認
で
き
る
／
容
認
で
き
な
い
と
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
一
義
的
に

確
定
で
き
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
の
容
認
／
非
容
認
を
め
ぐ
る
政
治
的
審
議
を
導
く
手
が
か
り
は
与
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

「
十
字
架
は
、
共
通
文
化
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
だ
か
ら
、
そ
の
公
的
掲
示
は
国
教
樹
立
に
当
た
る
た
め
容
認
で
き
な
い
」「
土

着
民
族
の
ペ
ヨ
ー
テ
使
用
は
宗
教
的
儀
式
の
一
環
だ
か
ら
麻
薬
禁
止
法
の
適
用
除
外
を
認
め
ら
れ
る
」と

―
そ
の
結
論
の
是
非
は
と

も
か
く

―
論
じ
る
こ
と
は
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
の
倫
理
的
特
例
性
が
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
宗
教
的
実

践
や
行
為
が
公
的
に
容
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
際
の
指
針
が
失
わ
れ
、
そ
の
是
非
を
決
め
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
難
し
く
な
る
。

た
と
え
ば
「
十
字
架
は
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
で
あ
っ
て
も
、
他
の
信
条
を
傷
つ
け
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
そ
の
公
的
掲
示
は
認
め
ら
れ

て
し
か
る
べ
き
だ
」「
ペ
ヨ
ー
テ
使
用
は
、
当
事
者
ら
に
と
っ
て
伝
統
的
な
宗
教
的
儀
式
で
あ
っ
て
も
、
幻
覚
作
用
を
伴
う
な
ら
ば
他
の

麻
薬
使
用
と
同
様
に
、
麻
薬
禁
止
法
が
当
然
に
適
用
さ
れ
る
」
と
い
う
異
論
に
も
十
分
な
理
由
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
結

論
の
是
非
は
と
も
か
く
、
問
題
は
宗
教
的
で
あ
る
／
で
な
い
と
い
う
境
界
確
定
の
基
準
が
な
い
た
め
に
、
審
議
参
加
者
た
ち
が
共
通
の

根
拠
に
基
づ
い
て
、
何
ら
か
の
実
践
や
行
為
の
公
的
容
認
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
従
来
の
区
分
論
で
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は
、
宗
教
の
倫
理
的
特
例
性
の
基
準
を
欠
く
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
実
践
や
行
為
の
宗
教
性
を
基
準
に
し
た
容
認
／
非
容
認
の
境
界
画
定

が
よ
り
複
雑
な
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
は
、
宗
教
／
非
宗
教
で
は
な
く
、「
政
治
的
」
と
「
包
括
的
」
と
の
間
に
境
界
線
を
引
い
て
い
る
。
公
共
政
策
を

審
議
・
決
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
由
は
「
政
治
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
包
括
的
」
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
彼
は
、
憲
法
の
本
質
事
項
や
基
本
的
正
義
の
諸
問
題
を
扱
う
政
治
的
審
議
の
場
面
に
お
い
て
、
社
会
の
基
本

的
諸
制
度
や
公
共
政
策
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
訴
え
ら
れ
る
の
は
「
公
共
的
理
性
（public reason

）」
だ
け
だ
、
と
し
て
い
る
。

公
共
的

4

4

4

な
理
由
と
し
て
訴
え
ら
れ
る
の
は
、
公
共
的
な
政
治
文
化
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
た
正
義
の
政
治
的

4

4

4

構
想
で
あ
る
。
と
い
う
の
も

そ
れ
は
、
先
述
の
通
り
、
様
々
な
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
理
由
の
総
計
に
基
づ
く
重
合
的
合
意
の
焦
点
に
あ
る
た
め

に
、
様
々
な
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
が
併
存
・
対
立
す
る
価
値
多
元
的
な
社
会
に
お
い
て
政
治
的
正
当
化
の
た
め
の
共
通
の
価
値
基
盤
と

な
り
え
る
か
ら
だ
。

し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
、
公
共
政
策
を
正
当
化
す
る
理
由
は
、
包
括
的

4

4

4

な
道
徳
的
・
哲
学
的
・
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う（

（1
（

。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
非
公
共
的

4

4

4

4

な
理
由
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
は
数
あ
る
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
の
中
の
一
つ

に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
様
々
な
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
を
信
奉
す
る
市
民
た
ち
に
よ
っ
て
分
裂
し
た
価
値
多
元
的
な
社
会
で
、
市
民
全

員
が
影
響
を
受
け
る
公
共
政
策
を
、
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
も
含
め
て
、
そ
の
よ
う
な
非
公
共
的
な
理
由
に
基
づ
い
て
正
当
化
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
各
人
が
私
的
な
生
活
に
お
い
て
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
を
自
ら
選
択
し
信
奉
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
だ

が
も
し
政
策
が
、
一
部
の
信
奉
者
に
と
っ
て
し
か
固
有
の
価
値
を
も
た
な
い
特
定
の
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
に
基
づ
く
真
理
を
理
由
に
し

て
正
当
化
さ
れ
れ
ば
、
当
該
ド
ク
ト
リ
ン
を
共
有
し
な
い
他
の
市
民
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
リ
ベ
ラ
ル
な
正
統
性
を
も

ち
え
な
い
。
ロ
ー
ル
ズ
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
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民
主
的
な
社
会
で
は
、
た
と
え
ば
構
成
員
た
ち
に
対
す
る
教
会
の
権
威
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
非
公
共
的
な
権
力
は
自
由
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
。
教
会
権
力
の
場
合
、
背
教
や
異
端
は
法
的
犯
罪
で
は
な
い
か
ら
、
教
会
の
権
威
を
も
は
や
認
め
な
い
人
は
、
国
家
権
力

に
反
す
る
こ
と
な
く
そ
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
我
々
が
抱
く
包
括
的
な
宗

教
的
・
哲
学
的
・
道
徳
的
見
解
も
ま
た
、
政
治
的
に
言
っ
て
、
自
由
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
我
々
は
思
想
・
良
心
の

自
由
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
ド
ク
ト
リ
ン
を
自
分
た
ち
自
身
で
課
し
て
い
る
か
ら
だ
…
〔
し
か
し
〕
憲
法
の
本
質
事
項
や

基
本
的
正
義
の
問
題
に
関
し
て
、
基
本
構
造
と
そ
の
公
共
政
策
は
、
す
べ
て
の
市
民
に
と
っ
て
正
当
化
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

…
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
憲
法
の
本
質
的
要
素
や
基
本
的
正
義
の
諸
問
題
を
論
じ
る
と
き
に
、
我
々
は
包
括
的
な
宗
教
的
・

4

4

4

4

4

4

4

哲
学
的
ド
ク
ト
リ
ン
に
訴
え
て
は
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
い
う
こ
と
だ（

（1
（

。

こ
の
よ
う
な
区
別
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
容
認
さ
れ
る
か
、
容
認
さ
れ
な
い
か
を
政
治
的
審
議
に
お
い

て
議
論
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
が
非
公
共
的
理
由
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
ド
ク
ト

リ
ン
を
信
奉
す
る
参
加
者
は
、
自
分
が
信
奉
す
る
宗
教
の
実
践
や
行
為
が
公
共
的
な
正
義
の
観
点
か
ら
容
認
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
他

の
審
議
参
加
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
説
得
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
十
字
架
を
公
の
場
で
掲
示
で
き
る
か
、
ペ
ヨ
ー
テ
使
用
が
麻

薬
禁
止
法
の
適
用
除
外
に
な
る
か
ど
う
か
を
、
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
に
一
切
言
及
せ
ず
に
、
論
じ
あ
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る（

（1
（

。

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
も
ま
た
、
ロ
ー
ル
ズ
と
同
様
に
宗
教
の
特
例
扱
い
を
せ
ず
に
宗
教
／
非
宗
教
と
は
異
な
る
仕
方
で
線
引
き
を
し
て
い

る
が
、
彼
の
描
く
境
界
は
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合
よ
り
も
少
し
複
雑
で
あ
る
。
彼
の
議
論
で
は
、
宗
教
的
実
践
や
行
為
は
、
宗
教
的
自
由
へ

の
特
別
権
で
は
な
く
、
倫
理
的
自
立
へ
の
一
般
的
権
利
の
対
象
と
な
る
限
り
保
護
さ
れ
る
。
倫
理
的
自
立
へ
の
一
般
的
権
利
は
公
権
力

の
介
入
を
排
除
す
る
が
、
介
入
が
排
除
さ
れ
る
の
は
そ
の
介
入
が
特
定
の
生
き
方
が
内
在
的
に
善
い
と
か
、
あ
る
特
定
の
生
の
構
想
が
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他
の
生
の
構
想
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
か
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
場
合
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
描
く
境
界
線
は
、

あ
え
て
推
測
す
れ
ば
、
宗
教
と
非
宗
教
の
間
で
は
な
く
、「
倫
理
的
自
立
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
」
と
「
倫
理
的
自
立
が
侵
害
さ
れ
な
い
場

合
」
の
間
に
あ
る
と
表
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
区
別
が
含
意
す
る
の
は
、
宗
教
的
実
践
と
行
為
の
中
に
／
を
横
断
し
て
、
倫
理
的
自
立
に
基
づ
く
の
で
公
権
力
の
介
入
か
ら
保

護
さ
れ
る
も
の
と
、
倫
理
的
自
立
に
基
づ
か
な
い
の
で
介
入
が
許
可
さ
れ
る
も
の
と
が
分
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
一
方
で
公
権

力
は
、
宗
教
を
真
摯
に
信
奉
す
る
個
人
の
倫
理
的
自
立
を
脅
か
す
限
り
、
宗
教
的
活
動
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
「
十

字
架
の
掲
示
は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
を
支
持
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
他
の
個
人
的
信
念
を
侵
害
す
る
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
」、「
公
立

学
校
に
お
け
る
ス
カ
ー
フ
着
用
は
、
ム
ス
リ
ム
の
伝
統
的
服
装
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
自
立
的
決
定
に
基
づ
く
私
的
な
表
現
で
あ
る
か

ら
認
め
ら
れ
る（

1（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
公
権
力
の
介
入

―
十
字
架
の
公
的
掲
示
と
ス
カ
ー
フ
着
用
禁
止

―

は
、
各
人
が
自
立
的
に
善
き
生
を
選
択
・
追
求
す
る
行
為
を
侵
害
し
て
い
る
た
め
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
公
権
力
は
、
宗
教
を

真
摯
に
信
奉
す
る
個
人
の
倫
理
的
自
立
を
脅
か
さ
な
い
限
り
で
、
宗
教
的
活
動
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
「
土
着
民
族

の
ペ
ヨ
ー
テ
使
用
は
、
宗
教
の
伝
統
的
儀
式
で
あ
る
た
め
に
無
条
件
的
に
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
全
般
に
損
害
を
与
え
る
危

険
性
が
あ
る
な
ら
ば
許
容
さ
れ
な
い（

11
（

」、
ま
た
「
英
国
国
教
会
が
歴
史
的
に
共
通
文
化
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
国
教
指
定
さ

れ
て
も
構
わ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
公
権
力
の
介
入

―
麻
薬
使
用
の
禁
止
と
英
国
国
教
会

―
は
、
個

人
の
善
き
生
の
構
想
の
選
択
・
追
及
に
干
渉
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
倫
理
的
自
立
の
基
準
は
、
一
方
で
宗
教
を
個
人
の
自
立
的
な
善
き
生
の
対
象
と
な
る
限
り
で
保

護
す
る
が
、
他
方
で
そ
の
対
象
と
な
ら
な
い
限
り
で
公
的
介
入
の
余
地
を
認
め
る
も
の
と
な
る
。
後
者
の
場
合
、
国
家
は
、
宗
教
に
対

し
て
中
立
的
で
な
く
て
も
よ
い
、
つ
ま
り
宗
教
的
実
践
や
行
為
を
治
安
や
財
政
な
ど
の
政
策
的
基
準
に
基
づ
い
て
優
遇
し
た
り
制
限
し

た
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
基
準
は
、
許
容
さ
れ
る
宗
教
的
行
為
と
許
容
さ
れ
な
い
行
為
と
の
間
に
確
固
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た
る
境
界
線
を
引
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
そ
れ
は
、
政
治
的
審
議
を
導
く
基
準
と
い
う
よ
り
も
、
ド
ゥ
オ
ー
キ

ン
自
身
の
価
値
判
断
が
前
提
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
ど
の
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
公
的
容
認
さ
れ
る
か
を
論
じ
る
政
治
的

審
議
が
始
ま
る
前
の
段
階
で
、
理
論
家
視
点
か
ら
「
何
が
宗
教
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
の
価
値
に
つ
い
て
予
め
一
定
の
境
界
線
が
想

定
さ
れ
て
い
る
」
よ
う
に
思
わ
れ
る（

11
（

。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ラ
ボ
ル
ド
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
個
人
的
倫
理
に
関
係
し
な
い
限
り
国
家
は

宗
教
に
中
立
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ず
、
宗
教
色
の
強
い
文
化
・
環
境
の
保
護
政
策
や
共
通
文
化
と
な
っ
た
既
存
宗
教
の
国
教
化

も
際
限
な
く
公
的
に
容
認
す
る
道
を
拓
く
。
す
な
わ
ち
「
倫
理
的
独
立
の
価
値
へ
の
信
念
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
個
人
的
／
非
個
人
的

倫
理
、
個
人
的
な
も
の
／
政
治
的
な
も
の
、
宗
教
的
な
も
の
／
非
宗
教
的
な
も
の
の
境
界
を
確
定
で
き
な
い（

11
（

」
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
と
も
に
宗
教
の
倫
理
的
特
例
性
を
示
し
て
い
な
い
た
め
に
、
宗
教
の
公
的
容
認
／
非

容
認
の
間
の
境
界
画
定
を
論
じ
る
指
針
を
提
示
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
自
由
主
義
を
自
認
す
る
論
者
の
中
に
も
、
従

来
の
公
私
区
分
論
を
超
え
て
、
宗
教
と
法
・
政
治
と
の
結
び
つ
き
を
部
分
的
に
承
認
し
、
宗
教
の
倫
理
的
特
例
性
と
境
界
画
定
の
問
題

に
取
り
組
む
論
者
た
ち
が
い
る
。
た
と
え
ば
ラ
ボ
ル
ド
も
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る（

11
（

。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
彼
女
が
従
来
の
区
分
論
の
限

界
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

３
．
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義

―
政
治
的
審
議
の
二
段
階
理
論

最
小
限
世
俗
主
義
と
は

―
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
の
批
判
的
再
構
成

ラ
ボ
ル
ド
は
、
近
年
多
く
の
自
由
民
主
的
社
会
を
悩
ま
し
て
い
る
国
教
樹
立
や
法
適
用
除
外
の
問
題
に
適
切
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
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理
論
と
し
て
「
最
小
限
世
俗
主
義
（m

inim
al secularism

）」
を
提
唱
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
こ
の
理
論
を
自
由
民
主
主
義
の
中
核
に

あ
る
考
え
方
だ
と
理
解
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
を
批
判
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
式
化
し
よ
う
と
す
る（

11
（

。
そ
れ
は
、
従

来
の
公
私
区
分
論
と
と
も
に
、
宗
教
を
ど
こ
ま
で
公
的
に
容
認
す
る
か
に
一
定
の
境
界
を
画
定
し
よ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
国
家
と
宗

教
と
の
間
に
単
純
な
境
界
線
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
従
来
の
区
分
論
以
上
に
宗
教
に
包
容
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
そ
れ
は
、

「
宗
教
」
を
解
釈
的
な
観
念
と
認
め
、
そ
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
様
々
な
要
素
を
分
解
し
て
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
要
素
の
う
ち
ど
れ
が
自
由

民
主
主
義
の
枠
内
で
容
認
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。彼
女
は
こ
の
宗
教
の
分
解（disaggregation of religion

）

戦
略
に
つ
い
て
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
が（

11
（

、
そ
の
趣
旨
は
従
来
の
区
分
論
が
支
持
し
て
き
た
「
個
人
の
倫
理
的
自
立
」
と
「
国
家
の

中
立
性
」
は
単
純
す
ぎ
て
維
持
で
き
ず
、
そ
れ
ら
に
伴
う
公
私
区
分
そ
の
も
の
を
再
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
彼
女
の
考

え
に
あ
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
区
分
論
は
、
宗
教
を
各
人
の
善
き
生
の
構
想
の
範
疇
に
含
め
、
国
家
は
ど
の
特
定
の
善
の
構
想

を
も
優
遇
も
冷
遇
も
し
な
い
、
と
い
う
仕
方
で
境
界
を
画
定
し
て
き
た
が
、
こ
れ
で
は
国
教
樹
立
や
法
適
用
除
外
の
諸
問
題
に
適
切
に

対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
彼
女
が
提
唱
す
る
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
、
リ
ベ

ラ
ル
平
等
主
義
よ
り
も
、
公
私
区
分
を
よ
り
緩
や
か
に
理
解
し
、
宗
教
が
公
的
領
域
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
許
容
範
囲
を
い
っ
そ
う

広
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。
そ
れ
は
、
厳
格
に
宗
教
か
ら
区
別
さ
れ
た
世
俗
国
（Secularia

）
だ
け
で
な
く
、
単
一
の
宗
教
を
承
認

し
な
が
ら
個
人
権
や
平
等
な
市
民
権
を
侵
害
し
な
い
神
権
国
（D

ivinitia

）
を
も
正
当
な
リ
ベ
ラ
ル
国
家
と
し
て
認
め
る（

11
（

。
い
ず
れ
の

タ
イ
プ
の
国
家
も
、
最
小
限
の
世
俗
的
諸
条
件
を
満
た
し
て
お
り
、
そ
こ
を
越
え
れ
ば
国
家
は
宗
教
と
多
様
な
関
係
を
取
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。

最
小
限
世
俗
主
義
の
三
つ
の
規
範
的
原
理

で
は
そ
う
し
た
最
小
限
の
世
俗
的
条
件
と
は
何
か
。
ラ
ボ
ル
ド
は
、
ま
ず
宗
教
が
公
的
領
域
に
関
わ
る
場
面
を
、
各
宗
教
的
諸
団
体
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が
そ
れ
ら
の
実
践
や
行
為
の
公
的
承
認
を
他
の
市
民
に
向
け
て
要
求
を
行
う
政
治
的
審
議
の
場
に
見
定
め
る
。
そ
し
て
彼
女
は
、
そ
の

政
治
的
審
議
の
場
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
の
求
め
る
要
求
が
公
共
政
策
と
し
て
他
の
市
民
か
ら
承
認
を
得
る
た
め
に
は
一
定

の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
条
件
と
し
て
三
つ
の
原
理
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由

（accessible reason

）、
平
等
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
（equal citizenship

）、
個
人
の
自
己
決
定
（individual self-determ

ination

）

で
あ
る（

1（
（

。
以
下
、
順
次
見
て
み
よ
う
。

１
．
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由

政
治
的
審
議
の
場
に
お
い
て
、
審
議
参
加
者

―
国
教
樹
立
の
場
合
は
公
職
者
、
法
の
適
用
除
外
の
場
合
は
、
宗
教
的
そ
の
他
の
結

社
（
後
述
）
の
構
成
員

―
は
、
参
加
者
市
民
の
誰
も
が
理
解
で
き
る
理
由
に
基
づ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

主
張
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

。
ア
ク
セ
ス

可
能
性
と
は
、
一
方
で
当
の
主
張
者
本
人
し
か
理
解
で
き
な
い
自
認
可
能
性
（intelligibility

）
と
も
異
な
り
、
他
方
で
共
通
の
基
準
に

従
っ
て
全
員
が
合
意
・
承
諾
す
る
共
有
可
能
性
（shareability

）
と
も
異
な
る
。
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
は
、
そ
れ
ら
の
間
の
い
わ
ば

中
間
に
あ
っ
て
、
当
人
だ
け
で
な
く
誰
も
が
理
解
で
き
る
が
、
か
と
い
っ
て
誰
も
が
同
意
す
る
に
及
ば
な
い

―
同
意
は
し
な
い
が
言

い
た
い
こ
と
は
わ
か
る

―
理
由
で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
は
と
も
か
く
理
解
可
能
な
理
由
を
示
す
こ
と
を
求
め
る
手
続
で
あ
っ
て
、
主
張
の
内

容
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
審
議
参
加
者
の
主
張
の
根
拠
が
当
人
の
内
心
に
関
わ
る
真
摯
で
切
実
な
も
の
だ
と
誰
も
が
理
解
で
き
る
こ

と
を
求
め
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
主
張
内
容
を
誰
も
が
共
有
す
る
こ
と
ま
で
求
め
る
の
で
は
な
い
。
理
由
が
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
れ
ば
、

そ
の
内
容
は
宗
教
的
信
念
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
宗
教
以
外
の
倫
理
的
信
念
に
基
づ
く
こ
と
も
あ
り
え
る
。

２
．
平
等
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

多
数
宗
教
の
信
仰
者
と
少
数
宗
教
の
信
仰
者
と
だ
け
で
な
く
、宗
教
的
市
民
と
世
俗
的
市
民
と
を
平
等
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
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国
教
樹
立
の
場
合
で
あ
れ
法
適
用
除
外
の
場
合
で
あ
れ
、
ど
の
市
民
を
も
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
も
っ
て
扱
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
十
字
架
な
ど
の
宗
教
的
象
徴
を
法
廷
や
公
立
学
校
で
掲
示
す
る
措
置
が
、
多
数
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
支
持
し
て
、
少
数
宗

教
の
信
仰
者
や
世
俗
的
市
民
を
可
傷
的
な
立
場
に
追
い
や
っ
た
り
、
多
数
派
の
恣
意
的
な
意
志
の
下
に
置
い
た
り
す
る
こ
と
は
、
平
等

な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
反
す
る（

11
（

。
ま
た
、
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る
ム
ス
リ
ム
学
生
に
宗
教
的
服
装
禁
止
の
法
適
用
除
外
が
認
め
ら
れ

る
場
合
、
も
し
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
に
所
属
し
な
い
そ
の
他
の
市
民
の
地
位
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も

ま
た
同
様
に
こ
の
条
件
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
ま
た
特
定
宗
教
の
特
権
視
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
以
外
の
特
定
文

化
の
特
権
視
も
ま
た
市
民
の
平
等
な
立
場
を
脅
か
し
え
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
国
家
と
宗
教
と
の
間
の
区
別

で
は
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
が
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
包
容
す
る
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
ど
の
市
民
の
地
位
も
脅
か
さ
な
い

よ
う
に
、
宗
教
と
文
化
を
平
等
に
処
遇
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
さ
れ
る
。

３
．
個
人
の
自
己
決
定

国
家
は
宗
教
的
信
念
に
含
ま
れ
る
包
括
的
倫
理
を
個
人
に
強
制
し
て
は
な
ら
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い4

。（
11
（

こ
の
条
件
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
の
中
心

的
信
条
で
あ
る
倫
理
的
個
人
主
義
か
ら
導
か
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
人
は
自
己
の
生
に
お
い
て
主
権
者
で
あ
っ
て
、
各
人
の
善
き

生
に
関
す
る
選
択
と
追
及
は
尊
重
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
宗
教
の
国
家
的
強
制
が
個
人
の
ど
の
よ
う
な
自
由
を
侵
害
す
る
こ

と
に
な
る
か
に
着
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
個
人
の
自
由
に
は
、
普
通
の
諸
自
由
（ordinary freedom

s

）
と
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
関
連

す
る
諸
自
由
（integrity-related liberties

）
が
あ
る
。
後
者
の
自
由
は
、
個
人
の
本
質
的
な
倫
理
的
能
力

―
自
己
の
信
念
を
描

き
、
そ
れ
に
従
っ
て
人
生
を
営
む
能
力

―
を
行
使
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
自
由
で
あ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
本
質
的
で
は
な
い
前
者
の
自

由
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
の
保
護
が
必
要
と
さ
れ
る（

11
（

。
こ
の
条
件
か
ら
す
れ
ば
、
日
曜
日
を
休
日
と
定
め
る
法
令
は
、
社
会
的
多
数
派
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
安
息
日
を
公
休
日
に
設
定
す
る
と
し
て
も
、
普
通
の
自
由
を
制
限
す
る
に
と
ど
ま
り
包
括
的
倫
理
を
強
要
す
る
趣
旨
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を
も
た
な
い
以
上
、
許
容
可
能
で
あ
る
。
逆
に
軍
隊
や
公
立
学
校
で
の
制
服
規
定
が
、
本
人
の
宗
教
的
信
条
を
真
摯
に
表
現
す
る
服
装

を
着
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
関
連
す
る
諸
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い（

11
（

。
こ
こ
で
も
ま
た
個
人
に
強
要
さ
れ
る
包
括
的
倫
理
は
宗
教
に
限
ら
れ
ず
、
そ
の
他
の
世
俗
的
な
教
義
で
も
あ
り

え
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
治
的
審
議
の
二
段
階
理
論

こ
れ
ら
三
つ
の
条
件
か
ら
、
宗
教
の
公
的
容
認
に
対
す
る
最
小
限
世
俗
主
義
の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
ま
ず
国

教
樹
立
や
法
適
用
除
外
が
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、何
ら
か
の
一
般
的
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
法
の
正

統
化
」、つ
ま
り
国
家
の
公
権
力
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
公
共
政
策
の
是
非
を
め
ぐ
る
政
治
的
審
議
の
場
面
で
決
め
ら
れ
る
と
い
う
舞
台

設
定
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ（

11
（

。
こ
の
政
治
的
審
議
の
舞
台
の
上
で
、
上
記
の
三
条
件
は
、
宗
教
の
国
家
的
承
認
あ
る
い
は
法
適
用
除
外

を
求
め
る
参
加
者
の
要
求
が
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
論
議
す
る
た
め
の
指
針
や
基
準
と
し
て
機
能
す
る
。
彼
女
の
構
想
に
お
い
て
特

徴
的
な
の
は
、
宗
教
の
公
的
容
認
の
是
非
を
決
め
る
審
議
プ
ロ
セ
ス
が
二
段
階
に
な
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
だ
。
彼
女
は
こ
れ
を
「
二
段
階
理

論
（tw

o-pronged theory

）」
と
呼
ぶ（

11
（

。
そ
れ
は
、
政
治
的
審
議
を
、
参
加
者
が
要
求
の
理
由
を
提
示
す
る
イ
ン
プ
ッ
ト
段
階
と
そ
の

要
求
が
許
容
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
段
階
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
形
で
設
定
す
る
。

上
記
の
三
条
件
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
段
階
の
う
ち
各
々
ど
の
段
階
で
作
用
す
る
か
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
「
ア
ク
セ
ス
可
能

な
理
由
」
の
条
件
は
、
政
治
的
審
議
に
お
い
て
参
加
者
の
要
求
の
イ
ン
プ
ッ
ト
を
審
査
す
る
必
要
条
件
あ
る
い
は
先
行
テ
ス
ト
と
し
て

機
能
す
る
。
政
治
的
審
議
の
第
一
段
階
で
は
、
参
加
者
は
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
限
り
で
宗
教
的
そ
の
他

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
理
由
に
基
づ
い
て
自
由
に
公
的
容
認
を
求
め
て
主
張
す
る
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（
1（
（

宗
教
的
そ
の
他
の
要
求
は
、
最
終
的
に
公
的

承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、と
も
か
く
一
応
の
理
由
に
基
づ
く
と
し
て
政
治
的
審
議
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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だ
が
そ
れ
は
宗
教
的
要
求
が
公
的
承
認
さ
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
、
公
的
承
認
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ラ
ボ
ル

ド
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

ア
ク
セ
ス
可
能
条
件
は
、
公
共
的
討
論
の
イ
ン
プ
ッ
ト
の
認
識
論
的
制
約
で
あ
っ
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
正
統
性
の
十
分
条
件
で
は
な

い
。
そ
れ
は
必
要
条
件
な
の
だ
…
ア
ク
セ
ス
可
能
性
条
件
は
、
非
常
に
限
ら
れ
た
理
由
群
を
除
外
す
る
が
、
確
定
的
で
決
定
的
な
公

共
的
正
当
化
を
も
た
ら
さ
な
い
…
…
ア
ク
セ
ス
可
能
性
条
件
は
、
許
容
可
能
性
の
最
終

4

4

テ
ス
ト
で
は
な
く
先
行

4

4

テ
ス
ト
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
ど
の
種
類
の
理
由
が
許
容
可
能
性
プ
ー
ル
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
特
定
す
る
が
、
ど
の
理
由
が
公
共
政
策
と
法
令
を
擁

護
す
る
十
全
な
正
当
化
を
与
え
る
ほ
ど
に
決
定
的
か
を
特
定
し
な
い（

11
（

。

第
一
段
階
で
算
入
が
認
め
ら
れ
た
宗
教
的
要
求
は
、
審
議
参
加
者
た
ち
の
間
で
論
議
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
公
的
容
認
の
是
非
が
争

わ
れ
る
。
そ
し
て
審
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
第
二
段
階
で
は

4

4

4

4

4

4

、
第
二

4

4

、
第
三
で
挙
げ
ら
れ
る
条
件

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

―
平
等
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

個
人
の
自
己
決
定

4

4

4

4

4

4

4

―
が
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
諸
価
値
と
し
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
へ
の
外
的
制
約
と
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
２
と
３
の
実
体
的
な
規
範

的
条
件
は
、
ラ
ボ
ル
ド
の
二
段
階
理
論
を
整
合
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
第
一
段
階
で
抽
象
的
な
仕
方
で
最
小
限
の
理
由
の
制
約
条
件
と
し

て
作
用
し
、
第
二
段
階
で
よ
り
具
体
性
を
伴
う
実
体
的
な
リ
ベ
ラ
ル
原
理
と
し
て
要
求
の
許
容
可
能
性
を
絞
り
込
む
役
割
を
果
た
す
と

考
え
ら
れ
る（

11
（

。
そ
し
て
政
治
的
審
議
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
二
段
階
の
条
件
を
パ
ス
し
て
得
ら
れ
た
結
果
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
正
統
性
を
獲

得
し
て
、
公
的
に
容
認
さ
れ
る
政
策
や
法
令
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

法
と
命
令
へ
の
訴
え
は
あ
る
程
度

4

4

4

4

の
善
き
公
共
的
理
由
で
あ
る
が
、
し
か
し
あ
る
特
定
の
世
俗
法
が
リ
ベ
ラ
ル
な
も
の
と
し
て
容

認
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
個
人
的
自
由
や
そ
の
他
の
人
権
な
ど
、
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
価
値
の
実
体
的
保
護
と
両
立
す
る
か
に
関
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す
る
、
他
の
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
の
判
断
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
そ
れ
故
、
あ
る
特
定
の
法
が
リ
ベ
ラ
ル
な
資
格
を
有
す

る
の
は
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
実
体
的
内
容
次
第
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
理
由
は
ア
ク
セ
ス
可

能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
由
と
平
等
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
基
本
的
規
範
に
直
接
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
最
小
限

の
要
件
を
満
た
し
た
後
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
由
は
公
共
的
論
議
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て
許
さ
れ
る
。
実
体
的
な
リ
ベ
ラ
ル
な
原
理
は
、

政
治
的
論
議
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

4

4

4

4

4

4

へ
の
外
的
制
約
と
し
て
機
能
す
る
（
採
用
さ
れ
る
政
策
は
、
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
こ
こ
ま

で
支
持
さ
れ
て
き
た
理
由
に
関
わ
り
な
く
、
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
に
両
立
す
る
の
か
？
と
）
…
私
の
理
論
で
は
、
自
由
平
等
の
実
体
的

諸
原
理
は
、
理
由
そ
れ
自
体

4

4

4

4

の
内
在
的
な
性
格
で
は
な
く
、
法
が
リ
ベ
ラ
ル
だ
と
容
認
さ
れ
る
事
後
的

4

4

4

チ
ェ
ッ
ク
と
し
て
作
用
す
る

の
だ（

11
（

。

こ
の
ラ
ボ
ル
ド
の
二
段
階
理
論
は
、
国
教
樹
立
と
法
の
適
用
除
外
の
問
題
双
方
に
応
用
可
能
で
あ
り
、
宗
教
の
公
的
容
認
の
是
非
を

決
定
す
る
た
め
の
一
般
的
方
針
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
最
小
限
世
俗
主
義
の
構
想
の
基
本
骨
格
を
構
成
す
る
重
要
な
理
論
装

置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。

宗
教
そ
の
他
の
結
社
の
権
限
と
資
格
の
要
件

次
に
ラ
ボ
ル
ド
は
、
上
記
二
段
階
の
政
治
的
審
議
に
参
加
す
る
当
事
者
の
権
限

4

4

と
資
格

4

4

を
問
題
に
す
る（

11
（

。
言
う
ま
で
も
な
く
、
政
治

的
審
議
に
参
加
す
る
国
家
公
務
員
が
何
ら
理
由
も
な
く
国
教
樹
立
の
政
策
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
結
社
の
構
成

員
も
ま
た
無
制
限
に
法
適
用
除
外
の
措
置
を
要
求
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
社
の
構
成
員
は
法
適
用
除
外
の
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
主
張

し
得
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
結
社
の
構
成
員
が
法
適
用
除
外
の
措
置
を
主
張
し
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
適
用
除
外
が
無

限
に
容
認
さ
れ
れ
ば
、
法
は
社
会
の
安
定
化
機
能
を
失
い
、
さ
ら
に
は
社
会
的
協
働
を
可
能
に
す
る
枠
組
み
自
体
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま

宗教を論じる政治的審議は二度ベルを鳴らす367
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う
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
ラ
ボ
ル
ド
は
、
宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
の
「
権
限
」
に
つ
い
て
、
慎
重
に
許
容
範
囲
を
画
定
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
国
家
や
政

府
の
公
共
的
枠
組
み
の
設
定
自
体
を
改
廃
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ら
の
枠
内
で
自
己
の
要
求
を
主
張
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ

れ
る
。
宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
が
自
分
た
ち
の
活
動
の
公
的
実
現
を
自
ら
決
定
で
き
る
と
す
る
極
端
な
立
場
に
彼
女
は
与
し
な
い
。
国

家
が
結
社
の
自
由
な
活
動
範
囲
を
定
め
る
の
で
あ
り
、
権
限
を
決
め
る
権
限
（K

om
petenz-K

om
petenz

）
は
あ
く
ま
で
国
家
専
属
で

あ
る
。
国
家
が
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
る
「
結
社
の
自
由
」
の
保
護
を
社
会
的
諸
結
社
に
し
て
与
え
る
の
で
あ
る
。
境
界
画
定
の
役
割
と

責
任
を
担
う
の
は
、
国
家
で
あ
っ
て
、
結
社
で
は
な
い
、
と（

11
（

。

ラ
ボ
ル
ド
は
、
以
上
の
よ
う
に
宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
の
権
限
を
限
定
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
結
社
の
「
資
格
」
を
問
題
に
す
る
。

宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
は
、
法
適
用
除
外
の
要
求
を
国
家
に
承
認
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
二
つ
の
条
件

―
一
致
性
の
利
益

（coherence interest

）
と
専
門
性
の
利
益
（com

petence interest

）
の
具
備

―
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
政
治
的
審
議
の
場
で

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

一
方
の
「
一
致
性
の
利
益
」
と
は
、
結
社
が
自
ら
の
組
織
の
基
準
、
目
的
、
信
念
に
従
っ
て
存
続
で
き
る
能
力
の
こ
と
を
指
す
。
具

体
的
に
は
、そ
れ
ら
の
組
織
が
自
発
的（voluntary
）な
性
格
を
持
ち
、構
成
員
個
人
の
信
念
と
結
社
の
目
的
が
同
一（identificatory

）

で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
自
発
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
結
社
が
構
成
員
個
人
を
超
え
る
有
機
的
存
在
と
捉
え
ら
れ
ず
、
彼
ら
が

過
大
な
コ
ス
ト
な
く
入
退
会
を
自
由
か
つ
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
集
団
と
し
て
の
結
社
の
目
標
と

個
人
と
し
て
の
そ
の
構
成
員
た
ち
の
目
標
と
が
合
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
の
組
織
を
通
し
て
自
分
の
目
標
を
追
求
で
き

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
た
と
え
ば
「
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
」
や
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
」
と
い
う
集
団
の
括
り
は
あ
ま
り
に
漠

然
と
し
て
お
り
、
宗
教
的
結
社
と
し
て
の
資
格
を
欠
く
と
評
さ
れ
る（

11
（

。

他
方
の
「
専
門
性
の
利
益
」
と
は
、
結
社
の
基
準
、
目
的
、
信
念
を
解
釈
・
適
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
当
該
結
社
だ
け
が
専
門
的
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な
知
見
と
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
は
、
法
適
用
除
外
の
要
求
を
す
る
に
際
し
て
、
裁
判
所
で
は
判

断
で
き
な
い
当
該
結
社
に
内
在
す
る
独
自
の
神
学
上
等
の
教
義
や
信
条
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
こ
う
し
た
結
社

の
内
的
基
準
に
関
す
る
判
断
を
結
社
の
専
権
事
項
と
し
て
尊
重
し
、
門
外
漢
の
立
場
か
ら
行
う
判
断
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
社
が
世
俗
の
裁
判
所
で
判
断
で
き
な
い
結
社
内
部
の
教
義
に
関
し
て
専
門
性
の
利
益
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
な
ら
ば
、

裁
判
所
は
そ
の
専
門
知
に
敬
譲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

。
こ
の
観
点
か
ら
、
た
と
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
司
教
職
か
ら
女
性
を
排
除

す
る
慣
習
は
正
当
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
、
と
さ
れ
る（

11
（

。

こ
こ
ま
で
結
社
を
「
宗
教
そ
の
他
の
結
社
」
と
表
記
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
宗
教
的
結
社
だ
け
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
弁
護
士
事
務
所
や
教
授
会
な
ど
の
結
社
も
、
宗
教
的
結
社
と
同
様
に
、
一
致
性
の
利
益
や
専
門
性
の
利
益
を
備
え
る
こ
と
が
あ

り
え
る
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
利
益
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
結
社
に
限
ら
ず
世

俗
的
結
社
も
含
め
て
、
一
般
的
に
結
社
は
法
適
用
除
外
の
許
可
を
求
め
る
主
張
を
政
治
的
審
議
の
場
に
持
ち
出
す
資
格
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

宗
教
の
法
適
用
免
除
へ
の
応
用

―
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
保
護
信
念

最
後
に
ラ
ボ
ル
ド
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
展
開
し
て
、
宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
倫
理
的
特
例
性
を
示
す
こ

と
に
成
功
す
る
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
詳
述
す
る
。
上
記
の
通
り
一
致
性
の
利
益
と
専
門
性
の
利
益
を
有
す
る
と
の
条
件
を
満
た
す
宗

教
的
そ
の
他
の
結
社
と
そ
の
構
成
員
は
、
自
分
た
ち
の
実
践
と
行
為
に
法
適
用
除
外
を
承
認
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
政
治
的
審
議
の
場

面
で
、
先
述
の
三
条
件
を
満
た
す
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
と
く
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
審
議
の
第
一
段
階
で
示
す

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
「
ア
ク
セ
ス
可
能
」
な
理
由
で
あ
る
。
宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
は
、
国
家
公
職
者
が
特
定
宗
教
の
公
的
容
認
を
主

張
す
る
場
合
と
同
様
に
、
自
分
た
ち
の
法
適
用
除
外
の
要
求
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、
と
く
に
「
イ
ン
テ
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グ
リ
テ
ィ
を
保
護
す
る
信
念
（integrity-protecting com

m
itm

ents, 

以
下IPCs

（
1（
（

）」
に
基
づ
く
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
のIPCs

は
、
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
の
中
で
も
、
最
小
限
世
俗
主
義
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
観
念
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ

れ
は
、
従
来
の
公
私
区
分
論
で
は
説
明
困
難
で
あ
っ
た
宗
教
の
倫
理
的
特
例
性
を
示
す
と
と
も
に
、
宗
教
の
公
的
容
認
／
非
容
認
を
判

別
す
る
た
め
の
境
界
画
定
の
基
準
を
与
え
る
か
ら
だ
。
し
か
も
そ
れ
は
、
適
切
に
再
構
成
す
れ
ば
、
国
教
樹
立
と
法
適
用
除
外
の
ど
ち

ら
の
問
題
に
も
応
用
可
能
な
一
般
的
基
準
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。

ラ
ボ
ル
ド
は
、IPCs
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
の
根
本
的
な
信
念
の
中
に
あ
る
見
解
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
言
え
ば
、
個
人
が
そ
の

内
面
の
奥
底
に
あ
る
真
摯
で
切
実
な
倫
理
的
信
念
に
忠
実
な
態
度
で
い
ら
れ
る
こ
と
と
定
義
す
る（

11
（

。ま
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
な
の
は
、

IPCs

そ
の
も
の
は
、
特
定
の
宗
教
そ
の
他
の
結
社
だ
け
が
支
持
す
る
特
殊
な
善
の
構
想
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

た
社
会
の
共
通
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
・
宗
派
の
結
社
に
属
す
る
構
成
員
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
世

俗
的
な
結
社
の
構
成
員
た
ち
で
あ
れ
、
誰
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
う
る（

11
（

。
す
な
わ
ち
宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
が
、
政
治
的
審
議
の
第
一

段
階
で
、
自
分
た
ち
の
実
践
や
行
為
がIPCs
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど
の
参
加
者
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
可

4

4

4

4

4

能
な
理
由
と
し
て
理
解

4

4

4

4

4

4

4

4

4

さ
れ
、
議
題
と
し
て
算
入
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ラ
ボ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、IPCs

に
は
二
種
類
あ
り
、
責
務
に
基
づ
く
も
の
（obligation-IPCs

）
と
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
基
づ
く

も
の
（identity-IPCs

）
と
が
あ
る
。
責
務
に
基
づ
くIPCs
は
、
本
人
の
良
心
の
義
務
に
基
づ
く
よ
り
強
固
な
も
の
で
、
各
人
が
宗
教

的
そ
の
他
の
強
固
な
良
心
の
義
務
に
従
っ
て
行
為
せ
ざ
る
を
得
な
い
（obliged

）
と
感
じ
ら
れ
る
、
最
も
深
い
内
面
的
信
念
を
表
す
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
基
づ
くIPCs

は
、
文
化
的
慣
習
に
結
び
つ
く
も
の
で
、
責
務
ほ
ど
の
行
為
を
強
い
る
力
は
な
く
て
も
、
各
人

が
所
属
す
る
宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
と
の
一
体
感
を
保
持
し
続
け
る
の
に
必
要
な
行
為

―
た
と
え
ば
慈
悲
の
実
践
、
忠
誠
心
の
表

明
、
寄
付
、
自
我
他
我
へ
の
配
慮
な
ど

―
を
誘
う
信
念
を
表
す
。
彼
女
は
、
責
務
に
基
づ
くIPCs

の
方
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

基
づ
くIPCs

よ
り
も
倫
理
的
に
特
例
で
あ
る
傾
向
が
強
く
、
よ
り
保
護
に
値
す
る
、
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
後
者
へ
の
法
的
制
約
は
本

岡　法（71―３・４） 370
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人
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
間
接
的
に
拘
束
す
る
程
度
で
あ
る
が
、
前
者
へ
の
法
的
制
約
は
よ
り
直
接
的
に
拘
束
す
る
た
め
に
、
そ
の
保

護
が
い
っ
そ
う
喫
緊
に
求
め
ら
れ
る
か
ら
だ（

11
（

。

IPCs

保
護
が
必
要
と
さ
れ
る
不
公
正
な
背
景

問
題
は
、
こ
れ
ら
のIPCs

は
と
く
に
不
公
正
な
事
情
が
社
会
的
背
景
に
あ
る
場
合
に
脅
か
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ラ
ボ
ル
ド
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
事
情
と
し
て
「
不
均
衡
な
負
担
（disproportionate burden

）」
と
「
多
数
派
の
偏
見
（m

ajority 

bias

）」
の
二
つ
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
不
公
正
な
背
景
事
情
が
あ
る
場
合
に
、IPCs

の
保
護
は
と
く
に
喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
る（

11
（

。

第
一
に
「
不
均
衡
な
負
担
」
と
は
、
自
己
の
責
務
を
果
た
し
文
化
的
実
践
を
行
う
こ
と
が
、
あ
る
市
民
に
と
っ
て
は
困
難
だ
が
、
別

の
市
民
に
は
容
易
な
状
況
を
指
す
。
こ
の
状
況
下
で
は
、
先
述
の
二
種
類
のIPCs

の
う
ち
責
務IPCs

の
方
が
脅
か
さ
れ
る
傾
向
が
あ

る
。
こ
の
場
合
、
責
務IPCs

に
負
担
を
課
す
一
般
法
は
、
厳
格
な
基
準
に
よ
り
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、「
直

接
性
（directness

）」、「
深
刻
さ
（severity
）」、「
法
の
目
的
（aim

 of the law

）」、「
コ
ス
ト
転
嫁
（cost-shifting

）」
の
四
つ
の

基
準
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
「
直
接
性
」
の
テ
ス
ト
で
は
、
法
が
適
用
さ
れ
る
個
人
に
対
し
ど
れ
ほ
ど
の
負
担
を
直
に
課
す
か
が
測
定
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
を
義
務
付
け
る
法
は
、
工
事
現
場
で
働
く
シ
ー
ク
教
徒
に
と
っ
て
変
更
困
難
な
職
業
の
上
で
の
負
担
な
の
で
適
用

除
外
が
認
め
ら
れ
る
が
、
オ
ー
ト
バ
イ
に
乗
る
場
合
に
は
規
制
は
重
大
な
利
益
へ
の
侵
害
と
は
い
え
ず
適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
な
い
。

第
二
に
「
深
刻
さ
」
の
テ
ス
ト
で
は
、IPCs

に
課
す
負
担
が
責
務
か
文
化
的
実
践
か
が
判
別
さ
れ
る
。
先
述
の
通
り
、
責
務
に
課
す

負
担
の
方
が
文
化
的
実
践
に
課
す
負
担
よ
り
も
深
刻
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
ム
ス
リ
ム
女
性
に
と
っ
て
ヴ
ェ
ー
ル
着
用
の

禁
止
は
本
人
の
真
摯
な
宗
教
的
信
念
に
深
刻
な
コ
ス
ト
を
課
す
の
で
適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
る
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
鼻
ピ

ア
ス
の
規
制
は
深
刻
な
コ
ス
ト
を
課
す
と
は
い
え
ず
適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
な
い
。
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第
三
に
「
法
の
目
的
」
の
テ
ス
ト
で
は
、
法
の
目
的
が
ど
れ
だ
け
平
等
主
義
的
な
正
義
に
あ
る
か
が
測
定
さ
れ
、
法
の
目
的
が
正
義

に
近
づ
く
ほ
ど
画
一
的
な
順
守
が
求
め
ら
れ
適
用
除
外
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
死
体
の
検
死
方
法
を
定
め
る
法
は
何
ら
か

の
正
義
が
求
め
る
も
の
で
は
な
く
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
検
死
拒
否
の
特
例
を
認
め
る
が
、
児
童
に
適
切
な
治
療
を
施
す
こ
と
を
命
じ

る
法
は
医
療
の
正
義
に
適
っ
て
お
り
エ
ホ
バ
の
証
人
の
親
信
者
に
輸
血
拒
否
の
特
例
を
認
め
な
い
。

第
四
に
「
コ
ス
ト
転
嫁
」
の
テ
ス
ト
で
は
、
法
適
用
除
外
に
よ
っ
て
、
他
の
個
人
や
組
織
や
社
会
全
体
に
ど
れ
ほ
ど
の
コ
ス
ト
を
課

す
こ
と
に
な
る
か
が
測
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
面
倒
な
計
算
を
要
す
る
も
の
で
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
個
人
のIPCs

保
護
の
便
益
に
限

ら
れ
ず
多
方
面
に
及
ぶ
。
た
と
え
ば
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
義
務
法
の
適
用
免
除
は
搭
乗
者
の
リ
ス
ク
増
加
と
医
療
資
源
全
体
の
コ
ス
ト
増

加
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
日
曜
休
日
法
の
適
用
除
外
は
職
場
や
学
校
等
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
コ
ス
ト
の
増
加
を
課
す

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
コ
ス
ト
転
嫁
の
程
度
に
関
し
て
、
非
常
に
多
く
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
四
つ
の
テ
ス
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
慮
の
ウ
ェ
イ
ト
を
与
え
、
全
体
の
バ
ラ

ン
ス
の
中
で
適
用
除
外
の
是
非
が
判
断
さ
れ
る
、
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る（

11
（

。

第
二
に
「
多
数
派
の
偏
向
」
と
は
、
多
数
派
の
文
化
的
実
践
が
公
的
制
度
の
中
に
デ
フ
ォ
ル
ト
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
少
数
派

が
自
分
た
ち
の
文
化
的
実
践
を
行
う
権
利
や
機
会
が
制
限
さ
れ
る
場
合
を
指
す
。
こ
の
状
況
下
で
は
、
主
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

IPCs

が
脅
か
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
責
務IPCs

も
ま
た
脅
か
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
後
者
の
場
合
の
保
護
は
い
っ
そ
う
喫
緊
に
な

る
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
多
数
派
と
少
数
派
の
格
差
が
是
正
さ
れ
、
少
数
派
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィIPCs

（
や
責
務IPCs

）
の
法

適
用
除
外
が
容
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。是
正
の
仕
方
に
は「
上
方
の
平
等（upw

ard equality

）」と「
下
方
の
平
等（dow

nw
ard 

equality

）
の
二
種
類
が
あ
る
。
上
方
の
平
等
と
は
、
多
数
派
の
文
化
的
実
践
そ
の
も
の
は
不
正
で
は
な
い
場
合
に
、
少
数
派
の
権
利

と
機
会
を
多
数
派
の
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
指
す
。
た
と
え
ば
言
語
や
休
日
の
よ
う
に
、
一
定
の
公
用
語
や
祝
祭
日
の
指
定
自
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体
は
不
正
で
な
い
場
合
に
、
少
数
派
の
言
語
使
用
や
休
日
設
定
を
学
校
や
職
場
等
に
可
能
な
限
り
反
映
さ
せ
る
、
な
ど
。
逆
に
下
方
の

平
等
と
は
、
多
数
派
の
文
化
的
実
践
そ
の
も
の
が
不
正
で
あ
る
場
合
に
、
多
数
派
の
特
権
を
廃
止
し
て
、
多
数
派
の
機
会
を
少
数
派
の

レ
ベ
ル
に
ま
で
下
げ
る
こ
と
を
指
す
。
た
と
え
ば
英
国
議
会
に
お
け
る
二
六
名
の
聖
職
貴
族
（Lords Spiritual

）
が
有
す
る
貴
族
院

議
員
職
は
国
教
会
に
歴
史
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
特
権
で
あ
り
、
民
主
的
正
義
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
廃
止
が
検
討
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

IPCs

保
護
を
求
め
る
主
張
の
テ
ス
ト

ラ
ボ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
上
記
の
背
景
事
情
が
あ
る
場
合
、
宗
教
的
そ
の
他
の
結
社
の
構
成
員
た
ち
は
、
政
治
的
審
議
に
法

適
用
除
外
の
議
題
参
入
を
求
め
る
時
に
、
そ
の
実
践
や
行
為
が
次
の
二
つ
の
条
件

―
「
濃
密
な
真
摯
さ
（thick sincerity

）」
と
「
希

薄
な
受
容
可
能
性
（thin acceptability
）」
―
を
満
た
し
て
い
る
と
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
がIPCs

を
伴
っ
て
い
る
こ
と

を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

第
一
の
「
濃
密
な
真
摯
さ
」
の
条
件
と
は
、
主
観
的
な
テ
ス
ト
で
あ
り
、
結
社
構
成
員
は
自
分
た
ち
の
実
践
や
行
為
が
イ
ン
テ
グ
リ

テ
ィ
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
そ
れ
ら
が
自
分
の
深
い
信
念
と
内
心
に
と
っ
て
ど
れ
ほ

ど
切
実
で
あ
る
か
を
最
も
よ
く
理
解
し
、
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
適
の
立
場
に
い
る
。
彼
女
は
、
こ
こ
で
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

テ
イ
ラ
ー
（Charles T

aylor

）
の
「
強
い
評
価
（strong evaluation
）」
の
観
念
を
援
用
す
る（

11
（

。
強
い
評
価
を
行
う
個
人
の
よ
う
に
、

彼
ら
は
自
分
た
ち
の
実
践
や
行
為
が
、
単
な
る
欲
求
や
選
好
を
示
す
の
で
は
な
く
、
自
我
の
感
覚
や
倫
理
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
「
些
細
な
も
の
で
は
な
い
（nontrivial

）」
こ
と
を
示
し
、
自
分
が
望
む
人
生
に
と
っ
て
中
心
的
・
必
然
的

で
あ
る
点
で
「
大
切
な
（im

portant

）」
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

。

宗教を論じる政治的審議は二度ベルを鳴らす373

二
七



第
二
の
「
希
薄
な
受
容
可
能
性
」
の
条
件
と
は
、
よ
り
客
観
的
な
テ
ス
ト
で
あ
り
、
結
社
の
構
成
員
は
自
分
た
ち
の
実
践
や
行
為
が
、

道
徳
的
に
忌
ま
わ
し
い
行
動
で
も
、
他
人
の
基
本
的
自
由
・
権
利
を
侵
害
し
た
り
す
る
行
動
で
も
な
い
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。彼
ら
は
先
述
の
第
一
の
テ
ス
ト
を
満
た
し
た
上
で
、そ
れ
ら
が
他
人
に
よ
っ
て
是
認
・
受
容
さ
れ
な
く
て
も
、少
な
く
と
も
拒
絶
・

非
難
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ボ
ル
ド
は
、
こ
こ
で
幼
児
の
人
身
御
供
（infant 

sacrifice

）

の
事
例

―
現
在
の
特
定
の
宗
教
・
宗
派
を
念
頭
に
置
い
た
例
で
は
な
く
、宗
教
的
儀
式
と
し
て
過
去
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
考
古
学

的
な
事
例

―
を
挙
げ
る
。
宗
教
的
儀
式
と
し
て
の
幼
児
の
人
身
御
供
は
、
道
徳
的
に
忌
ま
わ
し
い
行
動
に
当
た
る
の
で
、
疑
い
な
く

希
薄
な
受
容
可
能
性
テ
ス
ト
を
パ
ス
し
な
い
。
た
だ
し
彼
女
は
、
こ
こ
で
幼
児
の
人
身
御
供
が
「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
伴
う
行
為
で
は

な
い
と
の
理
由
で
第
一
段
階
を
パ
ス
し
な
い
」
と
考
え
る
こ
と
も
、「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
伴
う
行
為
な
の
で
第
一
段
階
は
パ
ス
す
る

が
、
幼
児
の
生
命
に
対
す
る
基
本
権
の
侵
害
だ
と
の
理
由
で
第
二
段
階
を
パ
ス
し
な
い
」
と
考
え
る
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
拒
否
す
る
。

彼
女
は
、
後
者
の
理
解
を
否
定
し
て
、
幼
児
の
人
身
御
供
は
や
は
り
第
一
段
階
を
パ
ス
し
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
考
え
る
べ
き
だ
と
し
、
だ
が
前
者
の

理
解
を
否
定
し
て
、「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
伴
う
行
為
で
は
あ
る
が
、
道
徳
的
に
忌
ま
わ
し
い
行
為
だ
か
ら
あ
る
程
度
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（pro tanto

）

要
求
と
な
り
え
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

」
と
考
え
る
べ
き
だ
、
と
す
る（

11
（

。
幼
児
の
人
身
御
供
は
、
た
と
え
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
基
づ
く
儀
礼
で
あ
っ
て
も
、

道
徳
的
な
受
容
可
能
性
と
い
う
最
低
限
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
た
め
に
、
政
治
的
審
議
に
入
る
前
の
段
階
で
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る（

1（
（

。

IPCs

保
護
テ
ス
ト
は
政
治
的
審
議
の
第
一
段
階
で
作
用
す
る

た
だ
上
記
の
二
つ
の
テ
ス
ト
が
、
こ
れ
ら
を
パ
ス
し
た
宗
教
的
実
践
や
行
為
を
す
べ
て
公
的
に
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
法
適
用
除
外
を
求
め
る
結
社
構
成
員
が
自
分
た
ち
の
実
践
や
行
為
がIPCs

に
適
合
す
る
か
ど
う
か

を
審
査
す
る
最
低
限
の
必
要
条
件

4

4

4

4

4

4

4

4

を
定
め
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
ら
の
テ
ス
ト
の
合
格
は
、
そ
れ
ら
が
法
適
用
除
外
を
認
め
ら
れ
る
帰
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結
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
ラ
ボ
ル
ド
は
、
政
治
的
審
議
の
第
一
段
階
で
、
こ
れ
ら
の
二
つ
テ
ス
ト

を
パ
ス
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
「
道
徳
的
に
両
義
的
な
要
求
」
が
通
っ
て
し
ま
う
可
能
性
を
認
め
る
。
た
と
え
ば
し
つ
け
の
厳
し
い
親

が
子
ど
も
に
軽
い
体
罰
を
与
え
た
り
、
学
校
で
ム
ス
リ
ム
生
徒
が
教
師
と
の
握
手
を
拒
絶
し
た
り
、
ケ
ー
キ
屋
の
店
主
が
同
性
婚
の
祝

賀
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
装
飾
を
拒
否
し
た
り
、
複ポ

リ

ア

モ

リ

ー

数
の
交
際
相
手
を
愛
す
る
者
が
臨
終
の
際
に
一
人
だ
け
の
付
添
を
認
め
る
法
規
定
に
反
対

し
た
り
す
る
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。し
か
し
彼
女
は
、こ
れ
ら
の
道
徳
的
に
両
義
的
な
要
求
は「
リ
ベ
ラ
ル
な
正
義
に
関
す
る
理
に
適
っ

た
不
一
致
（reasonable disagreem

ent about liberal justice

）」
の
事
実
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
少
な
く
と
も

第
一
段
階
で
は
認
め
、
リ
ベ
ラ
ル
な
正
義
構
想
と
両
立
す
る
あ
る
程
度
の

4

4

4

4

4IPCs

候
補
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す

る
。
こ
の
よ
う
な
第
一
段
階
でIPCs

に
基
づ
く
諸
要
求
を
広
く
容
認
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
審
議
の
継
続
を
可
能
に
し
、
リ
ベ
ラ
ル

な
正
義
を
発
展
さ
せ
、
審
議
参
加
者
た
ち
に
平
等
な
市
民
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
と（

11
（

。

そ
し
て
何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
、
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
こ
れ
ま
で
宗
教
「
そ
の
他
」
の
結
社
と
い
う
表
現
を
使
っ

て
き
た
よ
う
に
、
宗
教
団
体
だ
け
に
限
定
さ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
結
社
に
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
理
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
結
社
の
構
成
員
は
、
宗
教
的
、
世
俗
的
で
あ
る
こ
と
を
問
わ
ず
、
法
適
用
除
外
を
望
む
な
ら
ば
、
彼
ら
の
実
践

や
行
為
がIPCs

に
基
づ
く
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
政
治
的
審
議
の
第
一
段
階
で
、
道
徳
的
に
忌
ま
わ
し
く

な
く
、
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
に
基
づ
く
と
い
う
最
小
限
の
条
件
を
満
た
し
、
第
二
段
階
で
平
等
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
個
人
の
自

己
決
定
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
価
値
と
の
両
立
の
条
件
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
公
的
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
主
と
し
て
法
適
用
除
外
の
事
例
を
扱
っ
た
が
、
国
教
樹
立
の
諸
問
題
も
、
適
切
に
改
編
す
れ
ば
こ
の
枠
組
み
で
扱
わ
れ
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
宗
教
的
実
践
や
行
為
は
、
政
治
的
審
議
の
二
つ
の
段
階
を
通
し
て
、
倫
理
的
特
例
性
が
示
さ
れ
、

公
的
容
認
／
非
容
認
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
従
来
の
公
私
区
分
論
と
は
異
な
る
仕
方
で
、

宗
教
の
公
的
容
認
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
あ
る
。
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４
．
検
討

―
ど
こ
ま
で
宗
教
に
包
容
的
か
？

最
後
に
、
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
の
可
能
性
と
限
界
を
考
察
し
、
そ
の
理
論
的
射
程
を
評
価
し
た
い
。
一
方
で
そ
れ
は
、
従

来
の
公
私
区
分
論
で
は
対
応
困
難
で
あ
っ
た
、
倫
理
的
特
例
性
と
境
界
画
定
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
の
だ
ろ
う

か
。
他
方
で
そ
れ
は
、
従
来
の
区
分
論
の
難
点
を
ど
こ
ま
で
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
利
点
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
従
来
の
公
私
区
分
論
が
扱
い
難
か
っ
た
諸

問
題
を
扱
う
た
め
の
手
掛
か
り
を
与
え
る
点
で
、
一
定
程
度
ま
で
そ
の
難
点
を
克
服
し
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先

述
の
通
り
、
従
来
の
区
分
論
は
、
倫
理
的
特
例
性
と
境
界
画
定
を
上
手
く
扱
え
な
い
た
め
に
、
国
教
樹
立
と
法
適
用
除
外
の
諸
事
例
に

対
応
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
宗
教
＝
善
の
構
想
の
同
一
視
と
国
家
の
中
立
性
の
原
則
に
立
つ
た
め
に
、「
な
ぜ
宗
教
だ
け

が
特
例
的
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
を
適
切
に
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
故
に
「
宗
教
が
ど
こ
ま
で
公
的
に
容
認
さ
れ

る
か
」
に
明
確
な
基
準
を
与
え
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
し
か
し
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
直

接
的
に
向
き
合
い
、
一
定
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

倫
理
的
特
例
性
と
境
界
画
定

―
政
治
的
審
議
の
導
入

一
方
で
倫
理
的
特
例
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
公
私
区
分
論
は
、
宗
教
を
善
の
構
想
の
一
種
と
し
て
理
解
し
、
国
家
は
そ
れ
ら

を
優
遇
も
冷
遇
も
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
立
場
に
立
つ
た
め
に
、
各
人
が
選
択
・
追
求
す
る
善
き
生
の
様
々
な
構
想
の
う
ち
、
宗
教
的

な
信
念
や
行
為
だ
け
が
な
ぜ
保
護
に
値
す
る
の
か
を
説
明
で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
は
、
宗
教
を
他
の
世
俗
的
な
諸
々
の

包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
と
同
様
に
、
正
義
の
公
共
的
構
想
を
支
え
る
立
場
の
一
つ
と
し
て
し
か
捉
え
な
か
っ
た
。
ま
た
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
も
、
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宗
教
的
自
由
の
特
別
権
を
認
め
ず
、
宗
教
を
倫
理
的
自
立
の
一
般
的
権
利
の
枠
内
で
追
及
す
べ
き
も
の
と
見
な
し
た
。
い
ず
れ
も
公
私

区
分
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
個
人
の
倫
理
的
自
由
と
国
家
の
中
立
性
と
い
う
基
本
原
則
を
堅
持
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
ラ
ボ
ル
ド
は
、
国
家
公
務
員
や
宗
教
的
結
社
の
構
成
員
が
自
己
の
主
張
を
他
の
市
民
参
加
者
に
向
け
て
説
得
で
き
る
政4

治
的
審
議
の
場
面
を
設
定

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
、
そ
の
場
で
特
定
の
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
倫
理
的
特
例
性
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
機
会
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

提
供

4

4

し
て
い
る
。
政
治
的
審
議
の
第
一
段
階
で
は
、
参
加
者
は
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
や
自
己
のIPCs

の
根
拠
を
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
ら
が
擁
護
し
よ
う
と
す
る
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
特
例
扱
い
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
議
論
の
対
象
に
値
す
る
こ
と
を
他

の
参
加
者
に
向
け
て
主
張
・
要
求
す
る
。
こ
の
段
階
の
説
得
に
成
功
す
れ
ば
、
当
該
実
践
や
行
為
は
、
政
治
的
審
議
で
検
討
さ
れ
る
議

題
と
し
て
算
入
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
公
的
な
容
認
／
非
容
認
を
め
ぐ
る
議
論
が
開
始
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
が
最
終
的
に
公
的
容
認

さ
れ
る
か
ど
う
か
は
こ
の
時
点
で
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
第
一
段
階
に
お
い
て
、
宗
教
的
実
践
や
行
為

の
倫
理
的
特
例
性
を
示
す
機
会
が
審
議
参
加
者
の
側
に
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
ら
を
主
張
す
る
参
加
者

は
、
国
家
の
政
治
的
過
程
か
ら
予
め
排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
他
の
参
加
者
と
同
じ
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
地
位
に
立
っ
て
、
自
分
た

ち
の
真
摯
で
切
実
な
宗
教
的
信
念
が
少
な
く
と
も
議
題
と
な
り
え
る

―
他
の
参
加
者
に
よ
っ
て
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
審
議
対
象
と

な
り
え
る

―
こ
と
を
承
認
さ
れ
る
か
ら
だ
。
宗
教
を
各
人
が
選
択
・
追
及
す
る
善
の
構
想
の
一
種
と
し
、
国
家
は
そ
れ
ら
に
一
切
関

与
し
な
い
と
の
従
来
の
区
分
論
で
は
、
他
人
の
善
の
構
想
の
一
種
と
し
て
宗
教
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
公

的
容
認
の
対
象
と
し
て
特
別
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
政
治
的
審
議
に
中
に
公
的
議
題
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

宗
教
を
受
け
入
れ
る
場

4

4

4

4

4

4

4

4

4

＝
経
路
を
認
め
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

他
方
で
境
界
画
定
の
問
題
に
つ
い
て
、
公
私
区
分
論
は
、
宗
教
の
倫
理
的
特
例
性
を
上
手
く
説
明
で
き
な
い
た
め
に
、
ど
の
宗
教
的

実
践
や
行
為
が
公
的
に
容
認
さ
れ
る
か
、
さ
れ
な
い
か
を
適
切
に
線
引
き
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
は
、
政

治
的
審
議
に
お
け
る
公
共
的
理
由
と
し
て
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
の
援
用
を
否
定
し
て
い
る
た
め
に
、
正
義
の
観
点
か
ら
ど
の
宗
教
的
実

宗教を論じる政治的審議は二度ベルを鳴らす377
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践
や
行
為
が
公
的
に
容
認
さ
れ
る
か
の
議
論
の
余
地
を
な
く
し
て
い
る
。
ま
た
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
も
、
倫
理
的
自
立
の
一
般
的
権
利
へ
の

侵
害
を
公
権
力
介
入
の
是
非
を
判
別
す
る
基
準
に
し
て
い
る
が
、
政
治
的
審
議
と
は
独
立
に
彼
自
身
が
設
定
し
た
一
定
の
境
界
線
を
宗

教
そ
の
も
の
の
枠
内
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ラ
ボ
ル
ド
は
、
宗
教
の
容
認

4

4

4

4

4

／
非
容
認
を
当
事
者
自
身
が
政
治
的
審
議
に
お
い
て
議
論
し
て
決
定
す
る
仕
組
み
を
設

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

計4

し
て
い
る
。
宗
教
的
参
加
者
は
、
審
議
の
第
一
段
階
に
お
い
て
、
自
己
の
要
求
す
る
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由

やIPCs

の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
議
題
と
し
て
算
入
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
、
他
の
参
加

者
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
容
認
／
非
容
認
の
検
証
に
入
る
。
そ
の
後
に
彼
ら
は
他
の
参
加
者
へ
の
説
得
や
反
証
な
ど
を
繰
り
返
し
反
復
す

る
過
程
を
経
る
。
そ
し
て
自
己
が
要
求
す
る
宗
教
的
実
践
や
行
為
は
、
第
二
段
階
に
お
い
て
「
平
等
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
と
「
個

人
の
自
己
決
定
」
な
ど
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
価
値
と
両
立
す
る
か
ど
う
か
が
テ
ス
ト
さ
れ
、
最
終
的
に
公
的
容
認
／
非
容
認
の
判
定
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
れ
を
パ
ス
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
リ
ベ
ラ
ル
な
正
統
性
を
獲
得
し
晴
れ
て
公
的
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
残
念
だ
が
否
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
宗
教
的
実
践
や
行
為
の
中
に
／
を
横
断
し
て
公
的
容
認
／
非
容
認

の
境
界
が
引
か
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
世
俗
的
実
践
や
行
為
の
中
に
／
を
横
断
し
て
公
的
容
認
／
非
容
認
の
境
界
が
引
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。
国
家
と
宗
教
と
の
間
に
境
界
を
引
く
従
来
の
区
別
は
、
宗
教
的
立
場
（
と
そ
の
他
世
俗
的
立
場
）
を
こ
の
よ
う
な
複
雑
で

入
り
組
ん
だ
仕
方
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
宗
教
の
中
に
本
人
に
と
っ
て
真
摯
・
切
実
で
あ
る
と
証
明
さ
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
つ
他
の
審
議
参
加
者
に
受
容
可
能
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
間
で
境
界
を
画
定
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

最
小
限
世
俗
主
義
は
よ
り
宗
教
に
包
容
的

要
す
る
に
、
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
従
来
の
公
私
区
分
の
原
則
を
拡
充
し
、
個
人
が
善
の
構
想
と
し
て
追
及
・
信
仰
す

る
も
の
＝
私
的
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
宗
教
を
公
共
的
な
枠
組
み
に
よ
り
包
容
的
に
受
け
入
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

理
論
だ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。
そ
れ
は
、
政
治
的
審
議
の
装
置
を
組
み
入
れ
、
倫
理
的
特
例
性
と
境
界
画
定
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人

の
倫
理
的
自
由
と
国
家
の
中
立
性
の
原
則
に
伴
う
公
私
区
分
の
原
則
を
再
構
成
し
、
宗
教
の
公
共
的
な
地
位
を
よ
り
前
向
き
に
承
認
し

よ
う
と
す
る
立
場
だ
と
言
え
る
。
こ
の
点
を
ロ
ー
ル
ズ
と
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
を
比
較
対
象
に
し
て
、
繰
り
返
し
強
調
し
て
お
こ
う
。

ラ
ボ
ル
ド
は
、
政
治
的
審
議
と
い
う
仕
組
み
を
導
入
・
設
定
す
る
と
い
う
点
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
と
共
有
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
。
ロ
ー

ル
ズ
も
、
憲
法
の
本
質
事
項
と
基
本
的
正
義
に
関
す
る
諸
問
題
は
公
共
的
理
性
に
導
か
れ
る
政
治
的
審
議
の
場
で
扱
わ
れ
る
と
し
て
い

る
。
た
だ
し
彼
女
の
設
定
す
る
境
界
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
そ
れ
以
上
に
宗
教
に
包
容
的
だ
と
言
え
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
政
治
的
審
議
の
場
で

参
加
者
の
主
張
の
根
拠
に
据
え
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
の
は
、
先
述
の
通
り
、
正
義
の
政
治
的
構
想
を
主
な
内
容
と
す
る
公
共
的
な

理
由
だ
け
で
あ
り
、
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
は
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
の
一
種
と
し
て
非
公
共
的
理
由
に
分
類
さ
れ
る
。
つ
ま
り
審
議
参
加

者
は
、
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
を
根
拠
に
し
て
宗
教
的
活
動
の
公
的
容
認
を
主
張
で
き
な
い
。
し
か
し
ラ
ボ
ル
ド
は
、
少
な
く
と
も
審
議

の
第
一
段
階
に
お
け
る
審
議
対
象
と
し
て
の
条
件
と
し
て
、
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
やIPCs

の
根
拠
に
基
づ

く
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
中
に
は
宗
教
的
結
社
の
構
成
員
た
ち
の
真
摯
な
教
義
上
の
信
条
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
理
由
や
根
拠
を
広
く
認
め
る
こ
と
は
、
ロ
ー
ル
ズ
以
上
に
、
彼
ら
に
正
義
に
関
す
る
民
主
的
審
議
の
参
加
者
と
し
て
平
等
な

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
地
位
を
承
認
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
そ
の
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
道
徳
的
に
難
が
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
っ
た
ん
は
審
議
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
ら
は
「
理
性
的
な
包
括
的
ド
ク
ト
リ

ン
か
ら
導
か
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
か
ら
離
別

4

4

さ
れ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
正
義
構
想
に
挿
入
さ
れ
う
る
か
ら

だ
（
11
（

」。
こ
う
し
て
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
ロ
ー
ル
ズ
以
上
に
、
政
治
的
審
議
で
訴
え
ら
れ
る
理
由
や
根
拠
を
宗
教
に
関
わ
る
も
の
に
ま
で

開
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る（

11
（

。

ま
た
ラ
ボ
ル
ド
は
、
宗
教
を
そ
れ
自
体
と
し
て
特
別
扱
い
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
範
な
一
般
的
な
法
的
枠
組
み
に
お
い
て
、
そ

の
公
的
容
認
を
考
察
す
る
点
で
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
共
有
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る（

11
（

。
彼
は
、
宗
教
的
実
践
と
行
為
は
、
宗
教
的
自
由
へ
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の
特
別
権
で
は
な
く
、
倫
理
的
自
立
へ
の
「
一
般
的
な
権
利
」
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
考
え
に
立
つ
。
国
家
は
策
を
、

宗
教
的
で
あ
れ
非
宗
教
的
で
あ
れ
、
特
定
の
善
の
構
想
を
特
権
視
す
る
理
由
に
基
づ
い
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
特
権
視

し
な
い
理
由
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
宗
教
的
政
策
を
正
当
化
す
る
余
地
が
あ
る
。
国
家
の
中
立
性
は
、
す
べ
て
の
宗
教
に
対
し
て
で
は
な

く
、
宗
教
の
中
の
他
の
善
の
構
想
と
両
立
し
な
い
部
分
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
の
だ
。
彼
女
も
ま
た
「
一
般
的
な
結
社
」
と
い
う
枠
組

み
で
宗
教
的
集
団
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
個
人
が
真
摯
で
切
実
な
宗
教
的
信
条
を
も
つ
場
合
に
公
的
容
認
の
可
能
性
を
承
認
す
る
が
、

そ
う
で
な
い
場
合
に
は
承
認
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
女
も
、
そ
の
限
り
で
彼
と
同
様
に
、
宗
教
全
般
で
は
な
く
宗
教
の
一
部
に
の
み

公
的
容
認
を
与
え
よ
う
と
す
る
立
場
だ
と
言
え
る
。
た
だ
し
彼
女
が
彼
と
異
な
る
の
は
、
政
治
的
審
議
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

参
加
者
の
立
場
か
ら
宗
教
の
公
的
容
認
を
決
定
す
る
可
能
性
を
開
こ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
国
家
が
宗
教
的
活
動
に
介

入
で
き
る
／
で
き
な
い
を
画
定
す
る
の
で
は
な
く
、
政
治
的
審
議
の
参
加
者
が
宗
教
を
公
認
す
る
／
し
な
い
の
境
界
を
自
ら
決
定
す
る

道
筋
を
開
い
て
い
る
こ
と
だ（

11
（

。
こ
う
し
て
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
以
上
に
、
宗
教
の
公
的
容
認
を
め
ぐ
る
境
界
線
を
宗

教
的
当
事
者
自
身
も
参
加
す
る
政
治
的
審
議
の
自
己
反
省
的
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
示
し
た
通
り
、
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
従
来
の
公
私
区
分
の
原
則
を
よ
り
緩
や
か
に
捉
え
る
と
と
も
に
、
従
来

の
区
分
論
よ
り
も
宗
教
に
い
っ
そ
う
包
容
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。
と
り
わ
け
従
来
の
区
分
論
と
の
相
違
で
重

要
な
の
は
、
ラ
ボ
ル
ド
が
、
倫
理
的
特
例
と
境
界
画
定
に
関
す
る
難
題
を
政
治
的
審
議
に
お
け
る
正
統
化
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
女
は
、
従
来
の
区
分
論
の
よ
う
に
、
国
教
樹
立
や
法
適
用
除
外
の
諸
問
題
を
、
個
人
の
倫
理
的
自
由

と
国
家
の
中
立
性
に
よ
っ
て
一
律
に
解
答
す
る
の
で
は
な
く
、
政
治
的
審
議
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
参
加
者
自
身
が
決
定
す
る
よ
う
に
設

定
し
て
い
る
。
こ
の
舞
台
設
定
は
、
参
加
者
の
側
か
ら
自
己
の
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
ど
れ
ほ
ど
自
己
の
真
摯
で
切
実
な
信
念
に
基
づ

い
て
る
か
を
他
の
参
加
者
に
訴
え
、
他
の
参
加
者
と
と
も
に
そ
の
公
的
容
認
を
議
論
を
通
し
て
決
定
で
き
る
可
能
性
を
認
め
る
も
の
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
の
公
的
容
認
を
、
国
家
の
側
か
ら
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
基
準
を
一
律
に
当
て
は
め
る
形
で
決
め
る
の
で
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は
な
く
、
審
議
の
参
加
者
の
側
か
ら
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
、
彼
ら
の
相
互
主
観
的
で
内
在
的
な
観
点
か
ら
決
定

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す
る
こ
と
を
可
能
に
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
宗
教
の
み
な
ら
ず
多
様
な
信
念
を
有
す
る
個
人
と
団
体
に
開
か
れ
た
多
元
社
会
に

よ
り
ふ
さ
わ
し
い
寛
容
や
相
互
理
解
の
態
度
を
醸
成
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
小
限
世
俗
主
義
は
従
来
の
公
私
区
分
論
を
引
き
継
ぐ

最
後
に
不
十
分
な
点
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
従
来
の
公
私
区
分
の
原
則
を
引
き
継
い
で
い
る

た
め
に
、
他
方
で
一
定
の
限
界
を
も
併
せ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
述
の
通
り
、
従
来
の
区
分
論
で
は
、
宗
教
を
善
の
構
想

の
一
種
に
含
め
、
国
家
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
と
宗
教
と
の
間
に
境
界
を
一
律
に
設

定
し
、
宗
教
は
私
的
な
も
の
の
領
域
に
属
す
る
と
さ
れ
、
国
家
は
宗
教
を
公
的
介
入
の
対
象
外
と
す
る
と
い
う
具
合
に
区
画
が
固
定
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
国
家
＝
公
／
宗
教
＝
私
の
区
分
が
、
あ
た
か
も
最
初
か
ら
確
定
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
所
与
と
さ
れ
、
区
分
そ
れ
自

体
の
改
編
が
最
初
か
ら
不
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
確
か
に
従
来
の
公
私
区

分
論
よ
り
も
、
境
界
線
を
流
動
的
・
可
変
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
宗
教
の
公
的
枠
組
み
へ
の
編
入
を
包
容
的
な
方
向
に
広
げ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
従
来
の
区
分
論
と
同
様
に
、
公
私
区
分
の
所
与
性
を
固
持
し
て
い
る
側
面
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の
三

つ
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

難
点
１
：
国
家
の
境
界
画
定
の
権
限
を
前
提
に
し
て
い
る

第
一
に
彼
女
は
、
境
界
画
定
の
終
局
的
権
限
を
宗
教
的
結
社
で
は
な
く
国
家
に
帰
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
す
な
わ
ち
宗
教
的
結
社
は
そ
の
構
成

員
た
ち
の
生
活
を
規
制
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
権
限
が
ど
の
範
囲
ま
で
及
ぶ
か
に
関
す
る
権
限
は
最
終

的
に
国
家
に
帰
属
す
る
、
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
言
う
ま
で
も
な
く
、
宗
教
的
結
社
の
構
成
員
た
ち
は
政
治
共
同
体
の
一
員
で
も
あ
り
、
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い
く
ら
結
社
が
そ
の
構
成
員
た
ち
の
生
活
を
規
制
で
き
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
範
囲
の
限
界
は
当
然
あ
り
、
国
家
法
の
下
に
服
す
る
こ

と
に
な
る
。
宗
教
的
結
社
が
、
そ
の
構
成
員
た
ち
の
生
命
や
身
体
に
対
す
る
自
己
決
定
に
介
入
し
た
り
、
結
社
の
規
律
範
囲
内
に
お
い

て
構
成
員
が
他
の
構
成
員
の
生
命
や
身
体
を
害
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
基
本
的
自
由
と
権
利
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
で
あ
り
、

国
家
の
刑
事
法
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
事
例
で
あ
る
。
結
社
の
権
限
に
関
す
る
権
限
が
国
家
に
帰
属
す
る
こ
と
は
近
代
社
会
の
大

前
提
で
あ
り
、
無
制
限
の
宗
教
的
権
威
を
認
め
る
こ
と
は
国
家
主
権
の
否
定
で
あ
る
。
も
し
宗
教
的
権
威
が
国
家
主
権
を
超
越
す
る
も

の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
様
々
な
宗
教
・
宗
派
が
多
元
的
に
共
存
す
る
社
会
の
実
現
と
維
持
を
妨
げ
、
市
民
た
ち
の
個

人
的
自
由
の
保
護
に
対
す
る
大
き
な
障
害
と
な
る
に
違
い
な
い
。

た
だ
し
米
国
の
よ
う
に
国
家
の
下
に
宗
教
・
宗
派
が
多
元
的
に
併
存
す
る
状
況
が
近
代
社
会
の
唯
一
の
モ
デ
ル
だ
と
、
近
代
社
会
が

歩
ん
で
き
た
唯
一
の
歴
史
的
経
緯
だ
と
述
べ
る
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
想
定
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
ら
な
い
社

会
的
文
脈
も
多
数
あ
り
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
に
は
多
様
な
有
り
様
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
共
産
主
義
諸
国

の
よ
う
に
そ
も
そ
も
宗
教
的
集
団
の
存
立
そ
れ
自
体
に
否
定
的
な
国
家
も
あ
る
し
、
逆
に
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
よ
う
に
宗
教
的
権
威
が

聖
俗
一
致
に
よ
り
社
会
を
統
括
し
て
い
る
国
家
も
あ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
よ
う
に
国
家
を
横
断
す
る
広
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

有
し
な
が
ら
国
家
と
多
種
多
様
に
折
り
合
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
日
本
の
よ
う
に
伝
統
的
宗
教
の
存
在
感
が
薄
れ
て
無
宗
教
に
近

づ
き
つ
つ
あ
る
状
況
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
は
多
様
で
あ
る
の
が
世
界
の
実
情
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
公
私
区
分
論
は
、
こ
う
し
た
国
家
と
宗
教
と
の
多
様
な
関
係
性
を
あ
ま
り
考
慮
せ
ず
、
宗
教
・
宗
派
の
多
元
的
並
立
状
況
を

わ
り
と
素
朴
に
前
提
に
し
て
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
国
家
の
役
割
と
そ
の
主
権
を
自
明
視
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
ロ
ー
ル
ズ
は
、
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
が
社
会
に
複
数
存
在
す
る
多
元
性
の
事
実
を
市
民
た
ち
が
理
性
的
な
能
力
を
行
使
し
た
当
然

の
結
果
と
認
め
て
、
そ
の
安
定
的
な
維
持
・
存
続
を
可
能
に
す
る
正
義
の
公
共
的
構
想
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
も
、

伝
統
的
な
有
神
論
の
信
者
と
無
神
論
者
と
が
深
刻
な
価
値
対
立
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、
い
ず
れ
も
が
対
等
に
議
論
を
し
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あ
え
る
公
共
的
な
場
を
構
築
し
よ
う
と
す
る（

11
（

。
ラ
ボ
ル
ド
は
、
彼
ら
以
上
に
国
家
主
権
と
結
社
の
権
限
と
の
関
係
に
意
識
的
で
あ
り
、

国
家
の
境
界
画
定
の
権
限
を
正
当
化
す
る
理
由
を
考
察
し
て
い
る（

11
（

。
た
だ
宗
教
・
宗
派
の
多
元
的
並
立
状
況
の
中
で
国
家
の
役
割
を
論

じ
る
と
い
う
議
論
の
設
定
自
体
は
、
従
来
の
公
私
区
分
論
と
共
有
し
て
お
り
、
結
論
と
し
て
も
国
家
の
境
界
画
定
の
権
限
を
現
状
の
ま

ま
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
宗
教
的
結
社
に
対
す
る
国
家
の
権
限
は
歴
史
的
に
偶
然
的
だ
と
の
指
摘
も
あ
り（

1（
（

、
ラ
ボ
ル
ド

ら
の
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
観
が
世
界
各
国
に
普
遍
的
に
通
用
す
る
理
論
モ
デ
ル
だ
と
す
る
の
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
本
稿
で
扱
う
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
問
題
な
の
で
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
で
お
き
た
い
。

難
点
２
：
容
認
／
非
容
認
の
判
定
を
自
身
で
下
し
て
い
る

第
二
に
、ラ
ボ
ル
ド
は
、宗
教
的
活
動
の
公
的
容
認
／
非
容
認
の
問
題
を
政
治
的
審
議
の
結
果
を
待
た
ず
に
自
身
で
判
断
し
て
し
ま
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
い
る

4

4

4

。
す
な
わ
ち
彼
女
自
身
、
宗
教
の
公
的
容
認
の
問
題
は
政
治
的
審
議
で
扱
わ
れ
る
と
述
べ
な
が
ら
も
、
個
別
具
体
的
な
問
題
に

関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
国
教
樹
立
や
法
適
用
除
外
に
ふ
さ
わ
し
い
か
に
つ
い
て
、
彼
女
自
ら
直
接
的
に
判
断
を

下
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
す
る
役
割
と
責
任
が
現
実
の
政
治
的
審
議
に
参
加
す
る
当
事
者
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
理
論
家
自
身
が
そ
れ
ら
の
問
題
を
独
断
的
に
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
問
題
へ
の
判
定
が

恣
意
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従
来
の
公
私
区
分
論
に
お
い
て
も
、
理
論
家
自
身
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
個
別
具
体
的
な
問
題
に
判

断
を
下
す
こ
と
が
稀
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
米
国
の
憲
法
裁
判
事
例
を
扱
う
こ
と
が
多
い
せ
い
か
、
そ
れ
ら

に
関
し
て
自
身
の
見
解
を
積
極
的
に
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
ス
カ
ー
フ
や
ブ
ル
カ
の
学
校
で
の
着
用
を
禁
じ
る
規
定

は
自
己
の
宗
教
的
服
装
を
私
的
に
誇
示
す
る
生
徒
た
ち
の
倫
理
的
自
立
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
容
認
さ
れ
な
い
と
す
る
。
だ
が
公

立
学
校
で
の
礼
拝
は
、
特
定
の
有
神
論
の
信
仰
を
強
要
せ
ず
「
沈
黙
の
時
間
」
を
生
徒
に
課
す
だ
け
な
ら
ば
、
宗
教
的
な
生
徒
に
も
非
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宗
教
的
な
生
徒
に
も
中
立
だ
か
ら
、
容
認
さ
れ
る
と
す
る
。
ミ
ナ
レ
ッ
ト
の
建
築
規
制
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
へ
の
全
国
的
な
非
難
を
表

現
し
信
徒
の
倫
理
的
自
立
を
脅
か
す
か
ら
、
容
認
さ
れ
な
い（

11
（

、
等
々
。
た
だ
し
彼
の
場
合
は
、
宗
教
の
公
的
容
認
の
可
否
は
政
治
的
審

議
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
倫
理
的
自
立
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
を
基
準
に
決
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
理
論
家
自
身
が

判
断
し
て
も
少
な
く
と
も
理
論
的
に
矛
盾
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

ラ
ボ
ル
ド
も
、
現
在
争
わ
れ
て
い
る
宗
教
の
諸
問
題
へ
の
発
言
に
積
極
的
で
あ
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
日
曜
休
日
法
は
、

た
と
え
日
曜
日
が
キ
リ
ス
ト
教
の
安
息
日
で
あ
っ
て
も
、「
神
が
日
曜
日
を
指
定
し
た
」と
い
う
ア
ク
セ
ス
不
能
な
理
由
に
基
づ
か
な
い

限
り
、
ま
た
他
の
宗
教
の
信
者
や
無
信
仰
者
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
関
連
す
る
自
由
を
侵
害
す
る
の
で
は
な
い
限
り
容
認
さ
れ
る
、
と

述
べ
ら
れ
る（

11
（

。
ま
た
宗
教
的
儀
式
に
よ
っ
て
屠
殺
さ
れ
て
い
な
い
食
肉
の
販
売
を
規
制
す
る
法
は
、
そ
う
し
た
屠
殺
肉
を
食
す
る
こ
と

が
唯
一
の
善
き
生
の
一
部
だ
と
の
理
由
に
基
づ
い
て
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
、
通
常
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
は
あ
り
え
て
も
イ
ン
テ

グ
リ
テ
ィ
に
関
連
す
る
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
容
認
さ
れ
る（

11
（

。
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
を
義
務
付
け
る
法
を
シ
ー
ク
教
徒

に
適
用
す
る
こ
と
は
、
そ
の
法
の
目
的
が
身
体
の
健
康
と
安
全
を
一
般
的
に
守
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
彼
ら
のIPCs

を
不
当
に
差
別

す
る
も
の
で
は
な
く
、
不
公
正
で
は
な
い（

11
（

。
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
司
教
職
か
ら
の
女
性
の
排
除
は
教
会
独
自
の
教
義
に
基

づ
く
「
専
門
性
の
利
益
」
を
備
え
る
処
遇
で
あ
る
た
め
に
、
反
差
別
法
か
ら
の
適
用
除
外
が
正
当
化
さ
れ
る（

11
（

、
等
々
。

し
か
し
こ
う
し
た
具
体
的
な
判
断
は
、
彼
女
自
身
が
そ
う
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
的
審
議
の
中
で
参
加
者
相
互
の
間
で
決
め
ら

れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
日
曜
休
日
法
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
負
担
や
制
約
と
な
る
か
は
、
彼
ら
自
身
の
教
義
や

主
観
的
な
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
的
確
に
判
断
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
シ
ー
ク
教
徒
に
と
っ
て
タ
ー
バ
ン
を
着
用
で
き
な
く
な
る

こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
彼
ら
の
宗
教
的
慣
行
を
否
定
す
る
か
は
彼
ら
自
身
の
視
点
か
ら
判
断
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
彼
女

の
議
論
の
利
点
は
、
政
治
的
審
議
に
お
い
て
宗
教
的
信
念
を
も
つ
参
加
者
に
発
言
の
機
会
を
与
え
、
彼
ら
の
信
念
の
真
摯
さ
と
切
実
さ

を
他
の
参
加
者
に
示
す
経
路
を
開
く
こ
と
で
、
参
加
者
の
内
在
的
な
視
点
か
ら
宗
教
的
実
践
と
行
為
の
容
認
の
可
否
を
評
価
で
き
る
こ
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と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
女
は
こ
れ
ら
の
問
題
へ
の
自
己
の
判
断
を
述
べ
る
こ
と
で
、
最
小
限
世
俗
主
義
の
提
案
を
自
ら
裏
切
っ
て
い

る
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
う
述
べ
て
い
る
彼
女
自
身
が
現
実
の
政
治
的
審
議
の
結
論
を
待
た
ず
に
判
断
し
た
上
記
の
個
別
的
な
諸
解
答

は
、
宗
教
的
参
加
者
に
は
恣
意
的
に
映
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
ラ
ボ
ル
ド
が
、
従
来
の
公
私
区
分
論
者
た
ち
と
同
様
に
、
こ

れ
ら
の
具
体
的
な
諸
問
題
を
自
分
自
身
で
判
断
す
る
な
ら
ば
、彼
女
が
設
定
し
た
政
治
的
審
議
の
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

彼
女
自
身
の
判
断
の
表
明
は
、
公
的
に
容
認
さ
れ
る
宗
教
的
実
践
と
そ
う
で
な
い
実
践
と
の
境
界
に
関
し
て
彼
女
自
身
の
予
断
が
秘
か

に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。

難
点
３
：
宗
教
的
要
求
を
一
旦
受
け
入
れ
て
も
最
後
に
排
除
す
る
だ
け
で
は

第
三
に
、
そ
し
て
最
大
の
問
題
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
ラ
ボ
ル
ド
の
「
政
治
的
審
議
の
二
段
階
理
論
」
の
構
成
に
関
す
る
点
で

あ
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
審
議
の
参
加
者
た
ち
は
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
やIPCs

の
根
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
、

宗
教
的
そ
の
他
の
実
践
や
行
為
の
公
的
容
認
を
求
め
て
議
論
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
最
終
的
に
そ
れ
ら
が
公
的
に
容
認
さ
れ
る

か
ど
う
か
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
原
理
と
の
両
立
可
能
性
の
基
準
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
女
は

審
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
二
つ
の
段
階
に
区
別
し
て
、
第
一
段
階
で
は
争
い
の
あ
る
宗
教
的
要
求
で
も
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て
持
ち
込
む
こ
と

を
広
く
認
め
な
が
ら
、
第
二
段
階
で
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
し
て
出
さ
れ
る
結
論
と
し
て
は
、
個
人
的
自
由
や
人
権
な
ど
に
反
し
な
い
と
の

実
体
的
制
約
を
設
け
て
、
公
的
容
認
可
能
な
宗
教
的
実
践
と
行
為
を
最
終
的
に
絞
り
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
段
階
理

論
の
区
別
は
、
従
来
の
公
私
区
分
の
原
則
を
別
の
形
で
表
現
し
た
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

従
来
の
公
私
区
分
論
は
、
そ
の
原
則
を
様
々
な
形
で
表
現
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
の
区
別
は
「
政
治
的
な
も
の
」
と「
包
括

的
な
も
の
」
と
で
あ
っ
た
。
彼
も
公
共
的
理
性
を
指
針
と
す
る
政
治
的
審
議
の
場
面
を
設
定
し
て
、
そ
こ
で
参
加
者
た
ち
が
訴
え
ら
れ

る
理
由
を
正
義
の
政
治
的
構
想
に
限
定
し
、
そ
の
他
の
諸
々
の
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン

―
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
は
そ
の
中
の
一
つ

宗教を論じる政治的審議は二度ベルを鳴らす385
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―
を
非
公
共
的
な
理
由
と
し
て
排
除
し
て
い
た
。
宗
教
的
理
由
は
、
た
と
え
そ
れ
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
参
加
者
に
と
っ
て
い
か
に

真
摯
で
切
実
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
政
治
的
審
議
へ
の
導
入
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
宗

教
的
実
践
と
行
為
を
公
的
に
容
認
す
る
基
準
を
、
そ
れ
ら
を
導
入
す
る
国
家
が
個
人
の
倫
理
的
自
立
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
に
置
い
て

い
た
。
そ
れ
ら
の
公
的
容
認
は
、
そ
も
そ
も
政
治
的
審
議
の
対
象
と
な
る
議
題
で
は
な
く
、
審
議
と
は
独
立
に
こ
の
基
準
に
従
っ
て
決

定
さ
れ
る（

11
（

。

ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
確
か
に
彼
ら
の
理
論
よ
り
も
宗
教
に
包
容
的
で
あ
り
、
宗
教
的
実
践
と
行
為
が
審
議
参
加
者
に

よ
っ
て
公
的
に
容
認
さ
れ
る
可
能
性
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
だ
が
彼
女
の
理
論
に
も
従
来
の
公
私
区
分
論
に
固
有
の
戦
略
が
、
意
識
的

で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
再
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
「
政
治
的
審
議
の
二
段
階
理
論
」
に
お
い
て
、

公
私
区
分
の
原
則
を
審
議
の
中
に
持
ち
込
ん
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

「
第
一
段
階

4

4

4

4

」
と4

「
第
二
段
階

4

4

4

4

」
と
を
区
別

4

4

4

4

し
た
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
す
な
わ
ち
、
審
議
の
第
一
段
階
で
は
、
参
加
者
た
ち
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
やIPCs

の
根
拠
を
示
し
て
、
自
己
の
宗
教
的
実

践
や
行
為
の
公
的
容
認
を
求
め
る
主
張
を
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
の
主
張
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
段
階
で

は
承
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
他
の
参
加
者
た
ち
と
の
議
論
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
公
的
承
認
を
求
め
て
繰
り
広
げ
ら
れ
、
他
の
主
張

と
衝
突
・
競
合
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
否
決
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
宗
教
を
め
ぐ
る
対
立
・
抗
争
は
議
題
と
し
て
導
入
さ
れ
た

後
の
第
一
段
階
に
お
け
る
政
治
的
審
議
の
プ
ロ
セ
ス
に
集
約
さ
れ
る
。
し
か
し
最
終
的
に
そ
れ
ら
の
要
求
が
公
的
容
認
さ
れ
る
か
ど
う

か
の
結
論
は
、
第
二
段
階
に
お
い
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
諸
価
値
と
両
立
す
る
か
の
基
準
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
る
。
政
治
的
審
議
の

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
、
ほ
と
ん
ど
争
う
余
地
も
な
く
、
た
だ
基
準
に
よ
っ
て
是
と
さ
れ
れ
ば
リ
ベ
ラ
ル
な
正
統
性
を
獲
得
し
、
非
と
さ
れ

れ
ば
退
け
ら
れ
る
結
果
と
な
る
。
第
二
段
階
で
は
、
対
立
・
抗
争
が
生
じ
る
余
地
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い（

11
（

。
複
数
存
在
し
相
対
立
す
る

宗
教
的
要
求
を
第
一
段
階
の
審
議
プ
ロ
セ
ス
に
閉
じ
込
め
、
公
的
政
策
や
法
令
と
し
て
容
認
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
第
二
段
階
で

絞
り
込
む
と
い
う
こ
の
区
分
戦
略
は
、
第
一
段
階
と
第
二
段
階
と
の
区
別
自
体
の
可
変
性
を
認
め
て
お
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
公
私

4

4
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区
分
の
原
則
を
審
議
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
移
植

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
た
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
公
的
容
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
多
元
的
な
状
況
の
下

で
は
公
的
容
認
に
馴
染
ま
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ど
こ
か
で
そ
れ
ら
を
ふ
る
い
に
掛
け
て
、
自
由
、
平
等
、
個

人
の
尊
厳
、
民
主
主
義
な
ど
の
実
体
的
価
値
と
の
間
で
齟
齬
が
生
じ
る
実
践
や
行
為
を
退
け
る
手
立
て
を
講
じ
る
の
は
不
可
欠
だ
と
言

え
る
。
た
だ
問
題
は
、
ど
こ
に
境
界
を
設
定
す
る
か
、
そ
の
選
別
の
装
置
を
ど
の
よ
う
な
形
で
設
定
す
る
か
、
で
あ
る
。
従
来
の
公
私

区
分
論
は
、
こ
れ
を
個
人
の
倫
理
的
自
由
や
国
家
の
中
立
性
と
い
う
形
で
表
現
し
、
い
わ
ば
審
議
に
入
る
前
の
段
階
で
振
り
分
け
る
試

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

み4

で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。審
議
の
門
番
は
宗
教
の
信
者
に
入
口
で
こ
う
言
う
の
だ
。「
あ
な
た
方
は
宗
教
的
要
求
を
持
ち

込
む
つ
も
り
で
す
ね
？
い
や
話
は
不
要
、
私
た
ち
は
他
人
の
生
き
方
に
は
一
切
口
を
出
し
ま
せ
ん
し
、
あ
な
た
方
も
政
治
の
話
題
を
口

に
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
」、
と（

11
（

。
門
前
払
い
は
確
か
に
冷
た
い
態
度
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
警
報
の
ベ
ル
は
入
口
で
一
度
だ

け
鳴
ら
さ
れ
る
だ
け
で
済
む
。

ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
宗
教
的
実
践
や
行
為
の
公
的
容
認
を
求
め
る
主
張
を
、
い
っ
た
ん
は
政
治
的
審
議
の
表
口
に
広

く
受
け
入
れ
、
公
的
議
題
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
排
除
せ
ず
、
参
加
者
自
身
が
正
当
化
で
き
る
機
会
を
可
能
な
限
り
認
め
る

よ
う
に
審
議
プ
ロ
セ
ス
を
設
定
し
て
い
る
。
入
口
で
は
自
由
や
平
等
な
ど
の
抽
象
的
な
理
念
に
最
低
限
違
反
し
な
い
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
か
に
従
来
の
区
分
論
に
あ
っ
た
公
私
区
別
の
所
与
性
・
固
定
性
を
幾
分
か
は
緩
和
す
る
も
の
で
は

あ
る
。
し
か
し
審
議
参
加
者
は
、
そ
の
宗
教
的
要
求
を
最
初
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
が
ら
、
最
終
的
に
否
決
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
審

議
の
審
判
員
は
宗
教
の
信
者
に
最
後
に
こ
う
述
べ
る
の
だ
。「
あ
な
た
方
の
話
は
聞
い
た
し
、
私
た
ち
は
確
か
に
そ
れ
を
理
解
し
ま
し

た
。
で
す
が
、
あ
な
た
方
の
主
張
は
リ
ベ
ラ
ル
で
は
な
い
か
ら
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」、
と
。
政
治
的
審
議
に
い
っ
た
ん
入

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

場
し
た
宗
教
的
要
求
は
出
口
で
二
度
目
の
警
報
を
鳴
ら
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
だ
。
こ
の
次
元
で
は
争
う
余
地
は
な
く
、
宗
教
的
参
加
者
は
退
場
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
自
己
の
真
摯
で
切
実
な
信
条
を
人
目
に
触
れ
さ
せ
た
上
で
、
結
局
は
退
け
ら
れ
る
と
い
う
処
遇
は
、
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そ
の
参
加
者
の
心
情
に
と
っ
て
よ
ほ
ど
酷
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
ラ
ボ
ル
ド
も
ま
た
、
政
治
的
審
議
を
二
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
公
私
区
分
の
原
則
を
別
様
に
再

表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
彼
女
の
最
小
限
主
義
は
、
宗
教
に
よ
り
包
容
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
方

向
は
、
従
来
の
区
分
論
の
対
応
戦
略
よ
り
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
宗
教
の
真
摯
な
信
者
た
ち
に
と
っ
て
過
酷
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

５
．
結
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
が
、
従
来
の
公
私
区
分
論
に
比
べ
て
、
ど
こ
ま
で
宗
教
に
包
容
的
で
あ
る
か
を
検
討
し
て

き
た
。
概
要
は
冒
頭
に
付
け
た
の
で
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
内
容
は
振
り
返
ら
な
い
。
た
だ
重
ね
て
確
認
し
た
い
の
は
、
こ
の
理
論
が
公

私
区
分
の
原
則
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、
従
来
の
諸
理
論
に
見
ら
れ
た
こ
の
原
則
の
所
与
性
・
固
定
性
を
多
少
な
り
と
も
緩
和
し
て
、

可
能
な
限
り
宗
教
に
包
容
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
政
治
的
審
議
と
い
う
舞
台
装
置
の
導
入
で
あ
っ

た
。
彼
女
は
、
政
治
的
審
議
に
お
い
て
真
摯
で
切
実
な
信
仰
を
有
す
る
信
徒
た
ち
に
、
そ
の
内
心
の
動
機
と
意
向
に
基
づ
い
て
主
張
す

る
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
側
の
内
在
的
な
視
点
を
取
り
込
む
よ
う
に
し
て
宗
教
が
公
的
に
容
認
さ
れ
る
可
能
性
を
追
求

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
た

4

4

の
で
あ
る
。従
来
の
区
分
論
で
は
、一
定
の
基
準
に
よ
っ
て
宗
教
の
公
的
容
認
の
是
非
が
裁
断
さ
れ
、国
家
の
側
か
ら
い
わ
ば
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
式
に
宗
教
に
関
す
る
諸
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
公
私
区
分
の
原
則
を
固
定
的
に
捉
え
て
、

そ
れ
を
個
人
の
倫
理
的
自
立
と
国
家
の
中
立
性
に
よ
っ
て
表
現
し
、
宗
教
に
関
す
る
諸
問
題
に
適
用
し
た
こ
と
が
要
因
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ラ
ボ
ル
ド
の
最
小
限
世
俗
主
義
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
政
治
的
審
議
の
観
念
を
梃
子
に
し
な

が
ら
、
公
私
区
分
の
原
則
を
柔
軟
に
捉
え
、
逆
に
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
宗
教
の
諸
問
題
を
扱
お
う
と
し
た
試
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
に
関
す
る
諸
問
題
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
も
、
公
私
区
分
の
流
動
性
・
可
塑
性
を
意
識
し
、
従
来
の
区
分
論
を
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批
判
的
に
拡
充
す
る
方
向
で
考
察
を
進
め
て
い
る
点
で
は
、
著
者
の
理
論
モ
デ
ル
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る（

11
（

。
た
だ
も
ち
ろ
ん
彼
女
の

ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
限
界
は
あ
り
、
今
後
こ
の
理
論
モ
デ
ル
を
発
展
さ
せ
る
に
当
た
り
そ
の
難
点
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿

で
ラ
ボ
ル
ド
の
理
論
を
考
察
対
象
に
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
本
稿
で
成
し
遂
げ
た
こ
と
は
非
常
に
限
定
的
で
あ
っ
て
、
今
後
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
膨
大
に
あ
る
。
本
稿

は
、
ラ
ボ
ル
ド
の
理
論
を
対
象
に
、
公
私
区
分
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
宗
教
的
要
求
に
対
応
で
き
る
か
と
い
う
観

点
か
ら
考
察
さ
れ
た
が
、
も
し
政
治
的
審
議
と
い
う
仕
組
み
を
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
段
階
の
区
分
を
超
え
て
、
審
議
に
参
加
す
る

宗
教
的
結
社
や
信
者
の
観
点
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

そ
の
枠
組
み
自
体
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
各
宗
教
の
内
在
的
観
点
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
仏
教
な
ど
具
体
的
な
諸
宗
教
の
教
義
内
容
か
ら
見
て
、
公
的

容
認
を
求
め
て
い
る
宗
教
的
実
践
や
行
為
が
ど
の
よ
う
な
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
さ
ら
に
は
個
人
の
自
由
や
自
立
な
ど
リ
ベ
ラ
ル

な
諸
価
値
を
ど
こ
ま
で
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

考
察
は
、
ラ
ボ
ル
ド
の
宗
教
へ
の
包
容
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
超
え
て
、
従
来
の
公
私
区
分
論
と
は
根
本
的
に
異
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を

要
す
る
作
業
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
大
き
な
課
題
は
、
本
稿
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
進
展
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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１
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artzm
an （0（（, p.（（.

（
２
）　

た
だ
し
す
べ
て
の
自
由
主
義
者
が
、
憲
法
上
定
め
ら
れ
る
政
教
分
離
の
法
原
則
を
そ
の
ま
ま
擁
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
マ
ー

サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
（M

artha N
ussbaum

）
は
、
米
国
の
判
例
史
は
政
教
分
離
で
は
な
く
中
立
性
・
公
平
の
原
則
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
解
釈
が
可
能

だ
と
し
て
い
る
。
と
く
に
エ
ヴ
ァ
ー
ソ
ン
対
教
育
委
員
会
判
決
（
一
九
四
七
年
）
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
意
見
に
つ
い
て
、N

ussbaum
 （00（, 

pp.（（（-（（

（
四
二
六
―
三
三
頁
）
を
参
照
。

（
３
）　

同
様
の
関
心
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（Jürgen H

aberm
as

）
の
解
釈
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム

の
解
釈
と
を
比
較
検
討
し
、
従
来
と
は
異
な
る
方
向
で
「
政
治
的
な
も
の
」
と
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
の
関
係
を
問
い
か
け
よ
う
と
す
る
論
考
と
し
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てT
akada （0（（

を
参
照
。

（
４
）　

彼
女
の
議
論
は
、
様
々
な
魅
力
的
な
諸
観
念
を
提
示
し
て
い
る
一
方
、
独
自
の
理
論
体
系
の
構
築
へ
の
関
心
よ
り
も
リ
ベ
ラ
ル
平
等
主
義
の
批
判

的
継
受
へ
の
意
欲
が
強
い
せ
い
か
、
そ
れ
ら
の
諸
観
念
の
関
係
性
と
全
体
像
が
わ
か
り
に
く
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
諸
観
念
を
可
能
な

限
り
整
理
し
一
貫
さ
せ
、
彼
女
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
自
立
し
た
理
論
体
系
と
し
て
統
合
的
に
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

（
５
）　

ど
の
よ
う
な
呼
称
を
用
い
る
べ
き
か
か
な
り
迷
っ
た
が
、
後
出
す
る
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
自
由
主
義
の
代
表
的
論
者
と
み
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
当
初
は
「
リ
ベ
ラ
ル
な
区
分
論
」
と
い
う
呼
称
に
し
よ
う
か
と
も
考
え
た
。
し
か
し
一
般
に
自
由
主
義
は
、「
政
教
分
離
」
や
「
信

教
の
自
由
」
を
擁
護
す
る
立
場
だ
と
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
述
の
通
り
自
由
主
義
は
個
人
の
自
律
的
生
全
般
を
尊
重
す
る
点
で
必
ず
し
も

宗
教
を
特
例
扱
い
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
正
当
化
を
主
眼
に
し
て
い
な
い
点
で
、
こ
の
呼
称
は
あ
ま
り
的
確
で
は
な
い
と
判
断
し

た
。「
従
来
の
公
私
区
分
論
」
と
い
う
呼
称
を
選
ん
だ
の
は
、
と
く
に
リ
ベ
ラ
ル
な
区
分
論
を
考
察
対
象
に
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
従
来
の
「
政
教

分
離
」
や
「
信
教
の
自
由
」
を
含
む
区
分
論
一
般
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
理
路
を
見
出
し
た
い
と
い
う
本
稿
の
目
的
に
よ
る
。

（
６
）　

よ
り
正
確
に
は
、
従
来
の
区
分
論
に
お
い
て
宗
教
の
倫
理
的
特
例
性
は
、
そ
も
そ
も
視
野
に
入
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
個

人
の
善
き
生
や
内
心
の
信
念
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
る
限
り
、
宗
教
的
確
信
も
非
宗
教
的
確
信
も
基
本
的
に
相
違
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
区
別
す
る
必

要
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
キ
ム
バ
リ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
（K

im
berley Brow

nlee

）
も
、
宗
教
的
確
信
も
非
宗
教
的
確
信
も
、
そ
れ
を
抱
く
本

人
に
深
く
感
じ
ら
れ
る
点
で
同
種
の
も
の
だ
と
し
て
い
る
。Brow

nlee （0（（, pp.（0（-（（. 

た
だ
著
者
は
、
宗
教
的
確
信
を
真
摯
に
切
実
な
も
の
と

し
て
何
よ
り
も
深
く
有
す
る
信
者
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
的
確
信
も
非
宗
教
的
確
信
も
「
私
的
な
も
の
」
の
範
疇
に
等
し
く
入
れ
る
公
私
区
分
論
の
枠

組
み
に
違
和
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
宗
教
の
倫
理
的
特
例
性
を
問
題
に
す
る
論
者

―
ラ
ボ
ル
ド
も
そ
の
一
人

―
か
ら
見
れ
ば
、

宗
教
的
確
信
は
他
の
世
俗
的
確
信
と
は
や
は
り
質
的
に
性
格
を
異
に
す
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
公
的
枠
組
み
に
包
容
す
る
べ
き
か
を
問
題
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。

（
７
）　

こ
こ
で
は
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
を
主
と
し
て
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』（Raw

ls （（（（

）
に
基
づ
い
て
理
解
し
て
い
る
が
、
ロ
ー
ル
ズ
の
宗
教
論

を
扱
っ
た
重
要
な
文
献
と
し
てT

anaka （0（（, H
arada （0（（, U

om
i （0（（, K

ibe （0（（

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ま
た
遺
稿
「
私
の
宗
教
に
つ
い

て
」（Raw

ls （（（（b

）
も
彼
の
宗
教
観
を
知
る
た
め
に
重
要
な
文
献
で
あ
る
。

（
８
）　

た
だ
ロ
ー
ル
ズ
の
中
で
宗
教
が
特
別
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
前
掲
注
の
中
に
も
多
く
の
指
摘
が
あ
り
、
ま
た
後
述
の
公
共
的
理
性
論
の
中
で

も
、
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
に
基
づ
く
主
張
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
一
般
論
と
し
て
彼
が
宗
教
に
特
別
な
処
遇
を
与
え
て
い
る
点
に
異

論
は
な
い
。
こ
こ
で
は
宗
教
が
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
宗
教
を
善
の
構
想
の
部
分
集
合
と
し
て
位
置

づ
け
る
従
来
の
区
分
論
の
基
本
的
態
度
と
通
じ
る
側
面
に
光
を
当
て
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ラ
ボ
ル
ド
は
、
逆
に
ロ
ー
ル
ズ
は
キ

リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
な
ど
の
宗
教
的
伝
統
を
適
理
的
な
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
に
含
め
る
も
の
だ
と
理
解
し
て
、
法
適
用
除
外
の
容
認
可
能
性
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を
正
当
化
で
き
な
い
と
批
判
す
る
。Laborde （0（（, pp.（（（-（.

（
９
）　

ロ
ー
ル
ズ
は
、
重
合
的
合
意
に
参
加
す
る
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
①
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
、
②
ベ
ン
サ
ム
と
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の

功
利
主
義
、
③
多
元
主
義
的
説
明
、
④
信
仰
の
自
由
の
説
明
を
伴
う
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
④
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
を
省

略
し
て
前
三
者
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
る
。See, Raw

ls （（（（, pp.（（（-（（

（
二
〇
四
―
〇
六
頁
）. 

な
お
、
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
モ
デ
ル
ケ
ー

ス
は
、
各
々
の
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
の
内
在
的
観
点
か
ら
正
義
の
政
治
的
構
想
が
支
持
さ
れ
る
理
路
を
開
く
非
常
に
重
要
な
視
点
を
含
ん
で
い
る
と

著
者
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
検
討
は
別
稿
で
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（0
）　

こ
れ
に
対
し
て
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
コ
ッ
ペ
ル
マ
ン
（A

ndrew
 K

oppelm
an

）
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
段
階
で
の
議
論
を
援
用
し
て
、

ロ
ー
ル
ズ
も
宗
教
の
特
例
扱
い
を
容
認
し
て
い
た
と
擁
護
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
原
初
状
態
の
当
事
者
は
「
恐
る
べ
き
事
態
（A

w
ful 

Situation

）」
を
避
け
る
た
め
に
良
心
の
自
由
を
優
先
的
に
保
障
す
る
正
義
原
理
に
合
意
す
る
が
、
四
段
階
順
序
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
憲
法
制
定

段
階
に
お
い
て
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
徐
々
に
引
き
上
げ
ら
れ
自
分
た
ち
の
善
に
関
す
る
知
識
を
よ
り
得
る
よ
う
に
な
る
と
、「
宗
教
」
と
い
う
よ
り

具
体
的
な
範
疇
を
選
ん
で
そ
れ
に
良
心
の
自
由
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
。K

oppelm
an （0（（, pp.（（-（（.

（
（（
）　Raw

ls （（（（a, p.（（0

（
二
一
五
頁
）〔
括
弧
内
と
傍
点
は
大
森
に
よ
る
〕.

（
（（
）　

本
稿
で
は
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い
が
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
宗
教
観
の
再
解
釈

―
有
神
論
と
無
神
論
の
ど
ち
ら
に
も
科
学
的
部
分
と
倫
理
的

部
分
を
見
出
し
て
両
者
を
標
準
化
す
る

―
は
、
宗
教
信
仰
者
を
も
含
め
た
公
共
的
審
議
の
成
立
条
件
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る
点
で
、
ロ
ー
ル
ズ

よ
り
も
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
踏
み
込
ん
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿O

m
ori （0（（, 

一
二
―
一
九
頁
を
参
照
。

（
（（
）　D

w
orkin （0（（, pp.（（（-（0

（
一
四
〇
頁
）.

（
（（
）　D

w
orkin （0（（, pp.（（（-（（

（
一
二
七
―
三
四
頁
）.

（
（（
）　

マ
ッ
シ
ュ
ー
・
ク
レ
イ
ト
ン
（M

atthew
 Clayton

）
も
、
倫
理
的
自
立
へ
の
一
般
的
権
利
の
枠
組
み
で
宗
教
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
点
で
ド
ゥ

オ
ー
キ
ン
に
同
意
す
る
が
、
倫
理
的
自
立
の
観
念
を
政
治
道
徳
の
一
部
と
し
て
見
る
べ
き
だ
と
し
て
、
自
由
、
平
等
、
福
祉
、
民
主
主
義
と
い
っ
た

他
の
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
理
念
に
よ
っ
て
宗
教
を
よ
り
適
正
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
、
と
解
釈
し
て
い
るClayton （0（（, pp.（（（-（0.

（
（（
）　D

w
orkin （0（（, p.（（（. See also D

w
orkin （0（（, pp.（（（-（（（

（
一
三
九
―
四
六
頁
）〔
傍
点
は
大
森
に
よ
る
〕.

（
（（
）　

ケ
ヴ
ィ
ン
・
ヴ
ァ
リ
ア
ー
（K

evin V
allier

）
も
、
ロ
ー
ル
ズ
と
や
や
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
公
共
的
理
性
の
観
点
か
ら
宗
教
の
特
例
扱
い

の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
意
図
に
反
し
て
公
金
を
使
う
二
次
的
・
副
次
的
強
制
（secondary coercion

）
を
伴
う
法

は
、「
公
共
的
に
正
当
化
さ
れ
る
目
的
を
促
進
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
許
容
さ
れ
る
」と
の
非
国
教
樹
立
原
理（N

EP: the N
on-Establishm

ent 
Principle

）
に
適
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
的
に
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
公
共
的
に
正
当
化
さ
れ
る
目
的
と
し
て

経
済
的
繁
栄
、
身
体
の
保
全
、
暴
力
的
犯
罪
へ
の
規
制
、
社
会
保
障
の
提
供
な
ど
が
想
定
さ
れ
、
数
多
く
の
国
教
樹
立
の
事
例
（
た
と
え
ば
法
廷
に

宗教を論じる政治的審議は二度ベルを鳴らす393

四
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十
戒
を
掲
示
す
る
な
ど
）
は
公
共
的
に
正
当
化
で
き
な
い
、
と
さ
れ
る
。V

allier （0（（, pp.（0（-（（（.

（
（（
）　Raw

ls （（（（, pp.（（（-（（

（
二
六
八
―
七
二
頁
）. 

ま
た
ロ
ー
ル
ズ
は
『
正
義
論
』
の
段
階
で
も
、
正
義
原
理
は
公
共
的
で
な
い
諸
制
度
に
税
金
を

用
い
て
公
的
助
成
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
て
い
る
。Raw

ls （（（（, pp.（（（

（
四
三
九
頁
）.

（
（（
）　

た
だ
し
ロ
ー
ル
ズ
は
、
公
共
的
理
性
の
観
念
を
再
考
し
「
公
共
的
政
治
文
化
の
広
い
見
方
（the w

ide view
 of public political culture

）」
を

提
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
正
義
の
政
治
的
構
想
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
的
ド
ク
ト
リ
ン
も
含
め
て
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
が
公
共
的
理
由
の
一
つ

と
し
て
導
入
さ
れ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。See Raw

ls （（（（a, pp.（（（-（（

（
二
二
一
―
二
二
六
頁
）.

（
（0
）　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
場
合
、
国
家
が
中
立
的
で
あ
る
べ
き
な
の
は
、
ロ
ー
ル
ズ
と
は
異
な
り
各
市
民
が
信
奉
す
る
ド
ク
ト
リ
ン
の
主
題
や
内
容
に
関

し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
公
権
力
が
推
進
す
る
政
策
や
法
案
の
正
当
化
理
由
に
関
し
て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ラ
ボ
ル
ド
は
、
彼
ら
の
相
違
に
関

し
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
中
立
性
観
念
は
、
公
共
政
策
の
正
当
化
へ
の
一
階
の
制
約
と
な
る
が
、
そ
れ
自
体
は
二
階
の
非
中
立
的
で
リ
ベ
ラ
ル
な
倫

理
的
自
立
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
の
純
粋
に
政
治
的
で
非
形
而
上
学
的
な
中
立
性
理
解
よ
り
も
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
信
条
（liberal 

faith

）」
に
基
づ
く
実
体
的
議
論
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。Laborde （0（（a, p.（（（. 

ま
た
彼
女
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
理
解
す
る
中
立
性
は

ロ
ー
ル
ズ
の
そ
れ
よ
り
も
狭
い
、
と
し
て
い
る
。Laborde （0（（, pp.（（-（（.

（
（（
）　D

w
orkin （0（（, pp.（（（-（（

（
一
四
七
―
五
三
頁
）.

（
（（
）　
「
幻
覚
を
も
た
ら
す
禁
止
さ
れ
た
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
が
共
同
体
に
一
般
的
な
損
害
を
与
え
る
と
き
、
そ
の
一
般
的
権
利
は
ド
ラ
ッ
グ
の
宗
教
的
使

用
を
保
護
し
な
い
」。D

w
orkin （0（（, pp.（（（-（（

（
一
四
四
―
四
五
頁
）.

（
（（
）　
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
を
ブ
リ
テ
ン
の
公
的
宗
教
と
し
て
『
国
教
化
』
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
実
質
の
な
い
歴
史
的
遺
物
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、

倫
理
的
独
立
を
侵
す
も
の
で
は
な
い
」。D

w
orkin （0（（, p.（（（, n（（

（
二
一
一
―
一
二
頁
）.

（
（（
）　

詳
し
く
は
、O

m
ori （0（（, 

三
九
―
四
二
頁
を
参
照
。
ま
た
彼
は
、
中
絶
に
関
す
る
従
来
の
主
張
に
み
ら
れ
る
よ
う
に 

、
胎
児
の
生
命
に
関
す
る

実
体
的
判
断
を
避
け
て
中
絶
を
女
性
の
選
択
の
問
題
に
還
元
し
て
お
り
、
宗
教
の
中
で
非
個
人
的
価
値
と
個
人
的
倫
理
と
の
間
に
恣
意
的
な
境
界
を

引
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。D

w
orkin （（（（, pp.（-（（（

（
三
―
二
九
〇
頁
）.

（
（（
）　Laborde （0（（ pp.（（-（（. 

ラ
ボ
ル
ド
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
『
ラ
イ
フ
ズ
・
ド
ミ
ニ
オ
ン
』
に
お
い
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
争
い
は
解

決
不
能
な
宗
教
的
・
神
学
的
論
争
だ
と
し
て
、
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
が
定
め
る
宗
教
行
為
の
自
由
の
問
題
と
し
て
女
性
に
中
絶
を
選
択
す
る
権
利

を
擁
護
し
た
が
、
こ
れ
は
胎
児
の
道
徳
的
地
位
に
関
す
る
実
体
的
な
判
断
を
せ
ず
に
、
個
人
の
倫
理
的
自
立
の
範
囲
を
恣
意
的
に
引
く
も
の
だ
と
し

て
批
判
し
て
い
る
。

（
（（
）　

他
に
も
ジ
ー
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
（Jean L. Cohen

）
は
、
従
来
の
米
国
憲
法
に
お
け
る
政
教
分
離
の
厳
格
な
理
解
が
上
手
く
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
、
宗
教
を
特
別
扱
い
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
宗
教
的
結
社
と
非
宗
教
的
結
社
と
を
問
わ
ず
、
平
等
で
自
由
な
個
人
に
対
す
る
反
差
別
の
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一
般
的
枠
組
み
で
保
護
す
る
「
政
治
的
世
俗
主
義
（political secularism

）」
を
提
唱
し
て
い
る
。Cohen （0（（, pp.（（（-（（（.

（
（（
）　
「
私
の
目
的
は
普
遍
的
な
最
小
限
世
俗
主
義
を
明
記
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
殊
西
洋
的
な
世
俗
化
の
歴
史
に
結
び
付
く
も
の
で
は
な
く
、

自
由
民
主
主
義
に
必
要
な
基
本
条
件
を
満
た
す
も
の
だ
。
私
の
探
求
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
内
在
す
る
…
私
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
世
俗
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
だ
け
関
心
を
も
つ
。
私
は
自
由
民
主
主
義
の
中
核
に
あ
る
最
小
限
世
俗
主
義
を
抽
出
す
る
。
と
く
に
私
は
、
自

由
民
主
主
義
は
厳
格
な
分
離
の
壁
を
要
し
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。」Laborde （0（（, p.（（（.

「
私
は
世
俗
主
義
を
リ
ベ
ラ
ル
な
正
統
性
の
最
小
限
の

規
範
的
要
件
と
し
て
導
入
す
る
。
そ
れ
は
…
国
家
の
中
に
宗
教
の
正
し
い
位
置
を
定
め
る
政
治
的
ド
ク
ト
リ
ン
で
あ
る
。」ibid., p.（（（.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（-（, （（, （0, （（（.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（（-（（. 

な
お
ラ
ボ
ル
ド
は
基
本
的
に
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
の
立
場
に
立
つ
と
の
自
己
理
解
が
あ
る
た
め
に
、こ
の
立
場
と

自
身
が
提
唱
す
る
最
小
限
世
俗
主
義
と
の
位
置
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
彼
女
は
、
一
方
で
後
者
は
前
者
の
理
論
的
拡
張
だ
と
し

て
連
続
的
な
側
面
を
強
調
し
な
が
ら
、
他
方
で
後
者
は
前
者
よ
り
も
宗
教
に
包
容
的
だ
と
し
て
非
連
続
的
な
側
面
を
も
同
時
に
主
張
し
て
い
る
。
ま

た
彼
女
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
の
自
称
を
好
ん
で
多
用
す
る
一
方
、
別
の
論
考
で
は
、
自
分
の
提
案
す
る
立
場
を
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
平
等
主
義
的
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
（radically egalitarian liberalism

）」
と
呼
ん
で
、
そ
れ
が
批
判
的
共
和
主
義
（critical republicanism

）
か
ら
導
か
れ
る
と
も

述
べ
て
お
り
（Laborde （0（（b, p.（（（

）、
彼
女
自
身
、
自
己
の
立
場
の
位
置
づ
け
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
な
い
観
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ラ
ボ
ル

ド
の
立
場
を
「
最
小
限
世
俗
主
義
」
と
定
位
し
て
、
引
用
箇
所
以
外
は
「
リ
ベ
ラ
ル
」
の
呼
称
は
用
い
ず
、
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
主
義
と
一
応
区
別
さ

れ
る
、
そ
の
発
展
的
な
立
場
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
く
。

（
（0
）　Laborde （0（（, pp.（（0-（（. 

世
俗
国
と
神
権
国
は
ラ
ボ
ル
ド
が
理
念
型
と
し
て
挙
げ
る
仮
想
的
国
家
の
二
つ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
彼
女
自
身

は
、
自
分
の
正
義
構
想
は
「
神
権
国
の
保
守
的
仕
組
み
よ
り
も
世
俗
国
の
進
歩
的
な
配
置
の
方
に
近
い
」（Ibid., p.（（（

）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
二
つ
の
国
家
タ
イ
プ
の
比
較
は
若
干
誤
解
を
招
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
小
限
世
俗
主
義
の
眼
目
は
、
国
教
樹
立
や
法
適
用
除
外
の
諸
問
題

の
考
察
に
あ
り
、
ど
の
タ
イ
プ
の
国
家
が
正
当
で
あ
る
か
と
い
う
よ
り
も
、
自
由
民
主
主
義
的
な
国
家
に
お
い
て
、
ど
の
タ
イ
プ
の
政
策

4

4

が
正
当
で

あ
る
か
が
を
主
た
る
考
察
対
象
と
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
（（
）　

こ
れ
ら
の
原
理
は
、
彼
女
が
主
と
し
て
国
教
樹
立
の
措
置
の
是
非
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
提
示
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
法
適
用
除
外
の
事
例
に
も
拡
張
・
応
用
で
き
る
最
小
限
世
俗
主
義
の
一
般
的
基
準
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。

（
（（
）　
「
理
由
が
一
般
的
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
な
け
れ
ば
、
国
家
公
職
者
は
国
家
の
強
制
を
正
統
化
す
る
た
め
に
、
そ
の
理
由
に
訴
え
て
は
な
ら
な
い
」。

Laborde （0（（, p.（（（. 

ラ
ボ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
は
、
公
共
的
討
論
が
と
も
か
く
も
可
能
に
な
る
た
め
の
認
識
論
的
条
件
で
あ

り
、
理
由
の
内
容
は
問
わ
れ
な
い
、
と
い
う
。

（
（（
）　
「
そ
こ
で
他
の
二
つ
の
選
択
肢
と
比
べ
る
こ
と
で
、
ア
ク
セ
ス
可
能
性
に
関
す
る
私
の
見
解
の
利
点
に
注
意
を
引
か
せ
て
も
ら
お
う
。
一
つ
は
包

宗教を論じる政治的審議は二度ベルを鳴らす395
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含
的
な
公
共
的
理
性
論
者
が
擁
護
す
る
自
認
可
能
性
の
見
解
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
排
他
的
な
公
共
的
理
性
論
者
が
擁
護
す
る
共
有
可
能
性
の
見
解

で
あ
る
…
包
含
的
論
者
に
と
っ
て
、
公
の
場
で
提
示
さ
れ
る
見
解
は
自
認
可
能
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
自
分
独
自
の
基
準
に
従
っ
て
そ
れ
を
支
持
し
て

い
る
人
に
正
当
化
で
き
れ
ば
十
分
（
か
つ
必
要
）
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
…
今
度
は
排
他
主
義
の
哲
学
者
の
批
判
に
取
り
掛
か
ろ
う
。
彼
ら
は
公
共
的

討
議
に
お
け
る
宗
教
的
観
念
へ
の
訴
え
が
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
に
両
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
市
民
た
ち
が
（
正
義
の
リ
ベ
ラ
ル
な
構
想
な

ど
）
共
有
さ
れ
る
か
共
通
で
あ
り
う
る
理
由
に
の
み
訴
え
る
こ
と
を
求
め
た
が
る
」。Laborde （0（（, pp.（（（-（（（.

（
（（
）　
「
最
小
限
世
俗
主
義
の
第
二
原
理
：
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
社
会
の
可
傷
性
と
支
配
の
標
章
と
な
る
場
合
、
そ
れ
は
国
家
に
よ
っ
て
象
徴

的
に
承
認
・
促
進
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」Laborde （0（（, p.（（（. 

た
と
え
ば
ス
イ
ス
に
お
け
る
ミ
ナ
レ
ッ
ト
建
築
の
法
的
禁
止
は
、
少
数
派
で
あ

る
ム
ス
リ
ム
に
排
除
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
、
と
す
る
。
な
お
こ
こ
で
「
支
配
（dom

ination

）」
と
い
う
独
特

の
単
語
が
用
い
ら
れ
る
が
、こ
れ
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ペ
テ
ィ
ッ
ト（Philip Pettit

）ら
共
和
主
義
者
ら
が
定
式
化
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。Cf. Pettit 

（（（（. 

ラ
ボ
ル
ド
は
、
こ
の
箇
所
で
ヌ
ス
バ
ウ
ム
を
も
引
用
し
て
お
り
、
自
由
主
義
と
共
和
主
義
と
の
相
違
に
は
あ
ま
り
頓
着
し
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。

（
（（
）　
「
重
要
な
規
範
的
価
値
と
は
、
宗
教
と
国
家
と
の
分
離

4

4

で
は
な
く
、
む
し
ろ
す
べ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
包
括

4

4

で
あ
る
。」Laborde （0（（, 

p.（（（

（
強
調
は
原
著
者
に
よ
る
）. 
ラ
ボ
ル
ド
は
、
国
家
が
承
認
す
る
象
徴
が
不
正
で
あ
る
か
を
評
価
す
る
た
め
に
、
配
慮
さ
れ
る
べ
き
以
下
の
四
つ

の
基
準
を
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
。
１
．
宗
教
の
意
味
論
的
な
趣
旨
に
固
執
せ
ず
、
社
会
的
意
味
の
解
釈
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
、
２
．
個
人
の
意

識
に
依
存
し
な
い
こ
と
、
３
．
文
脈
依
存
的
で
あ
っ
て
社
会
的
意
味
は
社
会
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
、
４
．
象
徴
は
文
脈
依
存
的
で
あ
っ
て
異
な
る

場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
を
も
つ
こ
と
。Ibid., p.（（0.

（
（（
）　
「
リ
ベ
ラ
ル
な
世
俗
主
義
の
第
三
原
則
：
あ
る
実
践
が
包
括
的
倫
理
に
関
す
る
場
合
、
そ
れ
は
個
人
に
強
制
的
に
課
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
…
個

人
だ
け
が
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
主
権
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
包
括
的
宗
教
の
国
家
的
強
制
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」Laborde （0（（, 

p.（（（.

（
（（
）　

ラ
ボ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
諸
自
由
は
「
市
民
の
中
核
的
な
道
徳
能
力

―
と
く
に
自
分
自
身
の
倫
理
的
信
条
や
企
図

を
思
い
描
き
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
る
能
力

―
の
行
使
に
不
可
欠
な
自
由
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。Laborde （0（（, p.（（（.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（（-（（.

（
（（
）　

ラ
ボ
ル
ド
は
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
リ
ベ
ラ
ル
な
中
立
性
を
「
正
当
化
の
中
立
性
（justificatory neutrality

）」
に
読
み
替
え
た
こ
と
を
好
意
的

に
評
価
し
て
、
そ
の
中
に
、
公
共
政
策
が
ど
の
宗
教
的
自
由
を
認
め
る
べ
き
か
を
検
証
す
る
理
由
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。Laborde （0（（a, p.（（（.

（
（0
）　Laborde （0（（, pp.（（（, （（（. 

彼
女
は
「
二
段
階
理
論
」
を
「
こ
れ
はIPC

か
？
そ
れ
は
法
適
用
除
外
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
？
」
と
簡
略
的
に
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定
式
化
し
て
い
る
。
こ
の
呼
称
は
、
国
教
樹
立
で
は
な
く
法
適
用
除
外
の
問
題
へ
の
対
応
の
文
脈
で
登
場
す
る
が
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
本
稿
で
は

国
教
樹
立
の
問
題
に
も
適
用
で
き
る
よ
う
に
、
彼
女
の
最
小
限
世
俗
主
義
の
構
想
を
よ
り
一
般
化
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
おtw

o-
pronged

は
、
通
常
な
ら
ば
「
二
面
的
」「
二
又
の
」「
二
本
柱
の
」
な
ど
と
訳
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
二
段
階
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
、
彼
女

が
宗
教
の
公
的
容
認
を
政
治
的
審
議
に
お
け
る「
入
力
」と「
出
力
」の
二
つ
の
段
階

4

4

4

4

4

で
審
査
す
る
と
の
意
味
で
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
（（
）　
「
理
由
は
ア
ク
セ
ス
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
由
と
平
等
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
基
本
的
規
範
に
直
接
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ

の
最
小
限
の
要
件
を
満
た
し
た
後
は
、あ
ら
ゆ
る
種
類
の
理
由
は
公
共
的
論
議
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て
許
さ
れ
る
。実
体
的
な
リ
ベ
ラ
ル
な
原
理
は
、

政
治
的
討
議
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

4

4

4

4

4

4

へ
の
外
的
制
約
と
し
て
機
能
す
る
。」Laborde （0（（, p.（（（

（
強
調
は
原
著
者
に
よ
る
）.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（（-（0.

（
（（
）　

実
は
ラ
ボ
ル
ド
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
件
が
政
治
的
審
議
の
第
二
段
階
で
採
用
さ
れ
る
法
案
の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
で
用
い
ら
れ
る
基
準
だ
と
は
明
言

し
て
お
ら
ず
、
関
連
個
所
を
読
み
比
べ
て
み
て
も
彼
女
の
全
体
構
想
が
今
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
。
一
方
で
彼
女
の
記
述
に
は
、
宗
教
的
そ
の
他
の

要
求
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て
承
認
さ
れ
る
条
件
に
す
で
に
「
リ
ベ
ラ
ル
な
基
本
的
規
範
」
と
の
両
立
が
描
か
れ
て
お
り
（Laborde （0（（, p.（（（

）、

こ
れ
ら
の
二
条
件
は
イ
ン
プ
ッ
ト
の
判
定
基
準
の
側
に
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
る
余
地
も
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
彼
女
は
こ
れ
ら
の
条
件
を
説
明
す

る
節
の
前
に
「
次
の
二
節
で
私
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
実
体
的

4

4

4

な
基
準
を
解
析
し
よ
う
」（p.（（（

）〔
傍
点
は
大
森
に
よ
る
〕
と
述
べ
て
い
た
り
、
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
の
判
定
条
件
の
例
に
「
個
人
的
自
由
」
を
挙
げ
て
、
三
条
件
を
整
理
し
た
表
の
中
に
第
三
条
件
の
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
と
し
て
挙
げ
た
り
も

し
て
い
る
（p.（（（

）。
そ
こ
で
本
稿
は
、
彼
女
の
記
述
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
件
が
主
と
し
て
第
二
段
階
に
お
け
る
具
体
的
な
実
体
的

基
準
と
し
て
作
用
す
る
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
整
序
さ
れ
た
モ
デ
ル
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（（-（（

（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）.

ま
た
彼
女
は
政
治
的
審
議
の
段
階
区
分
を
正
義
原
理
と
正
義
基
準
と
の
区
別
で
あ
り
、

宗
教
的
要
求
を
絞
り
込
む
役
割
を
果
た
す
と
も
述
べ
て
い
る
。「
第
一
段
階
の
資
格
審
査
は
許
容
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
要
求
は
、
公
共
的
な
リ
ベ

ラ
ル
正
義
構
想
に
よ
っ
て
第
二
段
階
で
審
査
さ
れ
る
。
だ
か
ら
要
求
の
無
限
増
殖
は
な
い
。
こ
の
二
段
階
理
論
に
よ
っ
て
、
正
義
原
理
と
正
義
基
準

と
を
区
別
で
き
る
。」Ibid., p.（（（.

（
（（
）　

宗
教
を
特
別
扱
い
す
る
条
件
を
二
段
階
構
成
で
考
え
て
い
る
点
で
は
ヌ
ス
バ
ウ
ム
も
同
類
で
あ
る
。
彼
女
は
、
奴
隷
制
度
を
神
に
訴
え
て
正
当
化

す
る
南
部
の
奴
隷
所
有
者
の
議
論
は
、
人
生
の
究
極
的
意
味
を
探
求
す
る
能
力
を
保
護
す
る
意
味
で
は
第
一
の
テ
ス
ト
を
通
る
が
、
次
の
段
階
で
は

他
者
危
害
へ
の
恐
れ
や
州
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。N

ussbaum
 （00（, pp.（（0

（
二
六
一
頁
）。
し

か
し
彼
女
は
必
ず
し
も
政
治
的
審
議
の
場
面
を
設
定
し
て
い
な
い
点
、
第
二
段
階
で
の
排
除
テ
ス
ト
と
し
て
の
み
リ
ベ
ラ
ル
な
条
件
を
挙
げ
て
い
る

な
ど
の
点
で
、
ラ
ボ
ル
ド
と
は
や
や
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　

予
め
断
っ
て
お
く
が
、
こ
こ
で
権
限
と
資
格
が
問
題
と
な
る
の
は
、
国
教
樹
立
の
場
合
の
国
家
公
務
員
で
は
な
く
、
法
適
用
除
外
を
要
求
す
る
宗
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教
的
そ
の
他
の
結
社
と
そ
の
構
成
員
の
方
で
あ
る
。
ラ
ボ
ル
ド
は
、
結
社
の
権
限
と
資
格
を
論
じ
て
い
る
章
で
「
境
界
画
定
」
の
問
題
を
論
じ

（Laborde （0（（, pp.（-（, （（0-（（

）、
法
適
用
除
外
に
宗
教
分
解
の
理
論
を
応
用
す
る
と
述
べ
て
い
る
（p.（（（

）。
本
稿
で
は
、
彼
女
の
最
小
限
世

俗
主
義
の
構
想
を
可
能
な
限
り
統
合
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
関
心
か
ら
、
こ
こ
で
の
議
論
を
、
法
適
用
除
外
を
要
求
す
る
結
社
を
想
定
し
つ
つ
も
、

一
般
的
な
参
加
者
の
権
限
と
資
格
に
関
す
る
議
論
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。
こ
れ
と
対
照
的
な
の
は
、
オ
ー
レ
リ
ア
・
バ
ル
ド
ン
（A

urélia 
Bardon

）
の
議
論
で
あ
る
。
彼
女
は
、
ラ
ボ
ル
ド
と
同
様
に
、
自
由
民
主
政
に
お
け
る
公
共
的
正
当
化
は
、
道
徳
的
真
実
に
関
す
る
宗
教
の
絶
対
主

義
的
論
拠
で
は
な
く
、
誰
も
が
受
容
可
能
で
ア
ク
セ
ス
可
能
な
根
拠
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
担
い
手
は
立
法
者
や

裁
判
官
の
よ
う
な
公
職
者
に
限
定
さ
れ
る
、
と
す
る
。Bardon （0（（, p.（（（.

（
（（
）　
「
私
の
理
論
で
は
、
諸
々
の
結
社
の
権
威
の
本
性
と
範
囲
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
原
理
に
依
拠
し
つ
つ
民
主
的
に
決
定
さ
れ
、
最
終
的
に
は
国
家
に
よ
っ

て
確
定
さ
れ
る
。
国
家
だ
け
が
、
他
の
自
由
と
両
立
す
る
よ
う
に
、『
宗
教
的
自
由
の
正
し
い
境
界
』
を
判
断
で
き
る
」。Laborde （0（（, pp.（（0, 

see also, ibid., pp.（（（, （（（, （（（. 

ジ
ー
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
も
、
宗
教
的
結
社
に
国
家
の
権
限
を
委
譲
す
る
こ
と
は
、
立
憲
民
主
政
に
お
い
て
保
障
さ

れ
る
個
人
の
諸
権
利

―
と
く
に
弱
い
地
位
に
い
る
女
性
な
ど
の
権
利

―
を
危
険
に
晒
す
と
し
て
、
国
家
主
権
の
分
散
に
は
否
定
的
で
あ
る
。

こ
の
限
り
で
は
コ
ー
ヘ
ン
は
、
ラ
ボ
ル
ド
と
同
じ
立
場
に
立
つ
。「
ど
こ
ま
で
が
好
意
的
で
、
ど
こ
か
ら
が
不
公
平
で
有
害
な
容
認
な
の
か
に
つ
い

て
線
引
き
す
る
こ
と
は
複
雑
な
仕
事
で
は
あ
る
が
、
線
引
き
を
す
る
の
は
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
国
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」Cohen （0（（, p.（00.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（（-（（.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（0-（（. 

た
だ
し
彼
女
は
、裁
判
所
は
こ
う
し
た
結
社
内
教
義
に
関
す
る
判
断
に
敬
譲
す
べ
き
だ
が
全
面
的
な
免
除
を
与
え
る

べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
宗
教
的
理
由
で
結
社
の
施
設
で
働
く
清
掃
員
を
解
雇
す
る
な
ど
、
本
来
の
業
務
目
的
と
は
異
な
る
理
由
に
基
づ
い
て
判
断

す
る
権
限
は
な
い
、
と
す
る
。

（
（0
）　Laborde （0（（, p.（（0.

（
（（
）　

原
著
者
の
命
名
に
ケ
チ
を
つ
け
る
よ
う
で
恐
縮
だ
が
、
こ
の
「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
保
護

4

4

す
る
信
念
」
と
い
う
名
称
は
や
や
誤
解
を
招
き
や
す
い

表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
適
用
除
外
が
許
可
さ
れ
る
か

―
ど
の
宗
教
的
信
念
が
保
護
に
値
す
る
か

―
を
決
定
す
る
基
準
の
中
に

「
保
護
」
と
い
う
言
葉
を
含
め
る
と
「
保
護
に
保
護
を
与
え
る
」
と
い
う
明
瞭
さ
を
欠
く
表
現
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
せ
め
て
「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ

依
存
的
信
念
（integrity-dependent com

m
itm

ents

）
な
ど
と
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
原
著
者
の
名
称

に
そ
の
ま
ま
従
っ
て
お
く
。

（
（（
）　

実
は
ラ
ボ
ル
ド
自
身
は
、
こ
のIPCs

の
観
念
を
結
社
の
法
適
用
除
外
の
文
脈
に
導
入
し
て
お
り
、
国
教
樹
立
の
文
脈
で
登
場
す
る
三
条
件
と
の

関
連
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
本
稿
は
彼
女
の
理
論
の
統
合
的
理
解
を
提
示
す
る
と
い
う
関
心
か
ら
、IPCs

の
観
念
を
三
条
件
に
組
み
入
れ
て
、

IPCs

を
法
適
用
除
外
の
事
例
で
結
社
の
構
成
員
が
審
議
の
第
一
段
階
で
示
す
べ
き
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
の
一
種

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
理
解
し
て
い
る
。国
教
樹
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立
の
事
例
で
は
、
特
定
宗
教
の
許
可
の
要
求
は
国
家
公
職
者
が
行
う
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
ら
にIPCs

の
提
示
を
求
め
る
の
は
本
性
上
矛

盾
し
て
い
る
（
公
務
員
のIPCs

を
根
拠
に
し
た
十
字
架
の
公
共
的
掲
示
の
許
容
な
ど
あ
り
え
な
い
）。
そ
の
た
め
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
に
は
様
々

な
も
の
が
あ
り
、
法
適
用
除
外
の
事
例
に
関
し
て
と
く
に
重
視
さ
れ
る
の
がIPCs

だ
と
理
解
し
た
方
が
彼
女
の
議
論
全
体
に
整
合
的
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

（
（（
）　
「IPCs

と
は
、
慣
習
や
儀
式
や
行
動
（
あ
る
い
は
行
動
の
拒
否
）
の
中
で
表
明
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
各
人
は
ど
の
よ
う
に
自
分
が
生

き
る
べ
き
か
と
考
え
る
こ
と
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
」。Laborde （0（（, pp.（0（-0（.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（0（-0（.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（（-（（.

（
（（
）　

実
は
ラ
ボ
ル
ド
の
記
述
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
は
「
正
義
に
適
っ
た
法
適
用
除
外
の
二
つ
の
原
理
（Just Exem

ptions: T
w

o Principles

）」

（Laborde （0（（, p.（（（
）
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
二
つ
が
な
ぜ
「
原
理
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に

こ
れ
ら
を
法
適
用
除
外
が
容
認
さ
れ
る
原
理
＝
基
準
と
理
解
し
て
し
ま
う
と
、
最
小
限
世
俗
主
義
の
三
つ
の
条
件
や
以
下
で
挙
げ
る
二
つ
の
基
準
な

ど
、
他
の
箇
所
で
登
場
す
る
基
準
と
の
関
係
が
不
明
確
に
な
る
ば
か
り
か
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
不
正
な
状
況
下
に
あ
る
結
社

が
法
適
用
除
外
を
求
め
る
主
張
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
法
適
用
除
外
が
政
治
的
審
議
に
お
け
る
承
認
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
容
認
さ

れ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
点
で
誤
解
を
招
く
。
彼
女
自
身
も
「IPCs

へ
向
か
う
正
義
を
指
し
示
す
背
景
的
不
公
正
の
二
種
類
（tw

o distinct 
types of background unfairness that bear on justice tow

ard IPCs

）」と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、こ
れ
ら
二
つ
は
、IPCs

に
と
っ
て
脅
威
と
な
り
、
い
っ
そ
う
の
保
護
が
正
義
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
「
背
景
事
情
」
と
し
て
こ
こ
で
は
捉
え
て
お
き
た
い
。「
い
っ
そ
う
の
」

と
付
記
し
て
い
る
の
は
、
も
し
仮
に
こ
れ
ら
の
事
情
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
信
念
が
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
か
ら
で

あ
る
。

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（0-（（（.

（
（（
）　

ミ
ー
ヴ
・
ク
ッ
ク
（M

eave Cooke

）
は
、
宗
教
を
個
人
の
関
心
事
に
矮
小
化
し
て
き
た
従
来
の
リ
ベ
ラ
ル
な
「
良
心
の
私
化
（privatization 

of conscience

）」
に
対
抗
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
強
い
評
価
」
を
テ
コ
に
、
共
通
善
を
継
続
的
に
追
求
す
る
他
者
と
の
相
互
主
観
的
な
承
認
の
観
念

を
結
び
つ
け
て
、
良
心
の
概
念
を
公
的
生
活
へ
の
志
向
性
を
有
す
る
も
の
と
再
解
釈
し
て
い
る
。Cooke （0（（, pp.（（（-（0（. 

ラ
ボ
ル
ド
も
こ
こ
で

テ
イ
ラ
ー
の
「
強
い
評
価
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
ク
ッ
ク
の
公
共
的
・
相
互
的
な
理
解
と
は
む
し
ろ
対
照
的
に
、
宗
教
的
な
信
条
が
個
人
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
深
層
に
結
び
つ
く
こ
と
を
示
す
内
面
的
行
為
と
し
て
そ
れ
を
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（0（-0（.

（
（0
）　IPCs

の
観
念
が
、
最
小
限
世
俗
主
義
の
三
つ
の
条
件
の
う
ち
「
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
」
に
対
応
す
る
と
著
者
が
考
え
る
の
は
、
彼
女
の
こ
の
記
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述
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（0（-0（. 

ラ
ボ
ル
ド
が
希
薄
な
受
容
可
能
性
条
件
の
中
で
挙
げ
て
い
る
「
道
徳
的
に
忌
ま
わ
し
い
行
動
で
も
、
他
人
の
基
本
的

自
由
・
権
利
を
侵
害
す
る
行
動
で
も
な
い
」
と
の
制
限
は
、
ア
ク
セ
ス
可
能
性
条
件
の
説
明
の
中
で
補
足
的
に
付
言
さ
れ
た
「
自
由
と
平
等
と
い
う

リ
ベ
ラ
ル
な
基
本
的
規
範
に
直
接
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
」
に
関
連
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
彼
女
の
記
述
を
解
釈
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
希
薄

な
受
容
可
能
性
条
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
制
約
は
、
審
議
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
絞
り
込
む
第
二
段
階
で
の
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
価
値
と
は
区
別

さ
れ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
・
規
範
の
中
で
も
最
も
基
本
的
な
条
件

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
宗
教
的
そ
の
他
の
要
求
は
審
議
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て

さ
え
認
め
ら
れ
な
い
最
小
限
の
基
準
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（0（-（（.

（
（（
）　

国
教
樹
立
の
場
合
、
要
求
主
体
は
「
国
家
公
務
員
」
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
主
体
にIPCs

の
理
由
提
示
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
先
述
の
三
条
件
「
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
」「
平
等
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」「
個
人
の
自
己
決
定
」
が
政
治
的
審
議
の
二
段
階
で
要
求
の

可
否
を
決
定
す
る
条
件
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（（-（（.

（
（（
）　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
、
ロ
ー
ル
ズ
と
同
様
に
、
宗
教
的
言
明
が
政
治
的
審
議
の
場
で
表
明
さ
れ
る
可
能
性
を
模
索
す
る
が
、
ラ
ボ
ル
ド
と
比
べ
て
ど

れ
だ
け
宗
教
に
包
容
的
で
あ
る
か
の
評
価
は
難
し
い
。
彼
は
、
一
方
で
は
政
治
的
公
共
圏
に
お
い
て
宗
教
的
市
民
は
自
己
の
宗
教
的
信
念
を
世
俗
的

市
民
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
「
翻
訳
」
す
る
こ
と
を
求
め
て
市
民
社
会
の
意
味
創
出
機
能
を
保
持
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
国
家
の
諸
機
関

で
は
世
俗
的
な
意
見
だ
け
が
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
し
、
宗
教
的
意
見
が
振
る
い
落
と
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
彼
の
宗
教
の
包
容
度
は
、
社
会
の
公
共

圏
レ
ベ
ル
に
お
い
て
審
議
参
加
者
同
士
の
相
互
学
習
を
強
調
す
る
限
り
で
ロ
ー
ル
ズ
以
上
で
は
あ
る
が
、
審
議
の
二
段
階
構
成
を
取
り
つ
つ
も
国
家

の
制
度
圏
レ
ベ
ル
で
は
宗
教
を
厳
格
に
排
除
す
る
限
り
で
ラ
ボ
ル
ド
以
下
で
あ
る
と
評
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。H

aberm
as （0（（, 

一
四
〇
―

六
〇
頁
。

（
（（
）　Laborde （0（（, p.（（（. 

ラ
ボ
ル
ド
は
、
自
己
の
理
論
が
と
く
に
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
「
内
在
的
批
判
（an internal critique

）」
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。Laborde （0（（a, p.（（（.

（
（（
）　

た
だ
し
ラ
ボ
ル
ド
の
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
批
判
の
一
部
は
、
彼
女
自
身
に
跳
ね
返
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
宗
教
的
要
求
を

行
う
当
事
者
が
、
自
己
の
宗
教
的
信
念
が
真
摯
で
切
実
で
あ
る
と
、
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
基
づ
い
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
公
的
容
認

の
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。See Laborde （0（（, pp.（（-（（.

（
（（
）　

こ
こ
で
は
ロ
ー
ル
ズ
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
の
相
違
に
注
目
し
た
が
、
も
う
一
つ
ミ
カ
ー
・
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
マ
ン
（M

icah Schw
artzm

an

）
の
分

類
を
用
い
て
補
足
し
て
お
く
。
彼
は
、「
宗
教
を
国
家
行
為
の
正
当
化
根
拠
と
す
べ
き
か
」
と
い
う
公
共
的
正
当
化
の
問
題
に
賛
否
二
つ
の
立
場
が
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あ
り
、「
宗
教
に
法
適
用
除
外
を
与
え
る
べ
き
か
」
と
い
う
公
的
容
認
の
問
題
に
賛
否
二
つ
の
立
場
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
て
、
内
包
的

容
認
論
・
排
除
的
非
容
認
論
・
排
除
的
容
認
論
・
内
包
的
非
容
認
論
の
四
つ
の
立
場
が
あ
り
得
る
と
す
る
。
前
二
者
は
宗
教
を
特
例
扱
い
す
る
か
ど

う
か
の
点
で
内
的
に
矛
盾
し
、
排
除
的
容
認
論
は
無
秩
序
に
至
る
た
め
に
否
定
す
る
が
、
内
包
的
非
容
認
論
は
平
等
主
義
的
で
あ
る
点
で
魅
力
的
だ

と
是
認
し
つ
つ
、
公
共
的
正
当
化
の
問
題
に
関
し
て
、
非
宗
教
的
信
念
を
も
根
拠
と
し
て
認
め
な
い
と
い
う
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
の
方
向
で
そ
れ
を
修
正

す
る
べ
き

―
そ
れ
に
代
え
て
根
拠
は
「
公
共
的
／
非
公
共
的
」
で
あ
る
べ
き

―
だ
と
論
じ
る
。Schw

artzm
an （0（（, pp.（（-（（. 

こ
の
分
類

で
は
ラ
ボ
ル
ド
の
立
場
は
、
法
適
用
除
外
の
可
否
問
題
自
体
を
公
共
的
正
当
化
の
場
面
に
は
め
込
む
よ
う
に
設
定
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
政
治
的

審
議
の
入
口
で
宗
教
的
理
由
を
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
予
め
排
除
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
「
内
包
的
容
認
論
」
―
あ
る
い
は
レ
ベ
ル
ダ

ウ
ン
の
方
向
で
の
「
排
除
的
容
認
論
」
？

―
に
親
和
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
が
批
判
す
る
よ
う
に
内
的
矛
盾
を
抱
え

る
の
で
な
く
、
容
認
を
求
め
る
集
団
が
審
議
の
過
程
でIPCs

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
限
り
で
、
宗
教
的
・
非
宗
教
的
信
念
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら

を
理
由
と
し
て
認
め
る
点
で
、
宗
教
の
特
例
扱
い
問
題
を
、
審
議
か
ら
独
立
し
た
基
準
に
よ
っ
て
裁
断
す
る
の
で
は
な
く
、
審
議
当
事
者
の
主
張
の

真
摯
さ
に
依
存
さ
せ
る
、
い
わ
ば
審
議
化
（deliberationalize

）
す
る
試
み
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
）　Raw

ls （（（（, pp.（-（（
（
五
―
一
八
頁
）, D

w
orkin （0（（, pp.（, （（（

（
一
一
、
一
五
五
頁
）. 

な
お
拙
稿
（O

m
ori （0（（, 

三
四
―
三
七
頁
）
を
参

照
。
彼
ら
の
論
述
に
「
国
家
」
の
存
在
が
直
接
的
に
登
場
し
な
く
て
も
、
こ
う
し
た
枠
組
み
を
構
築
す
る
役
割
は
公
権
力
に
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
「
リ
ベ
ラ
ル
な
正
統
性
」
の
考
察
は
政
治
権
力
の
行
使
の
あ
り
方
を
対
象
に
し
て
い
た
し
（Raw

ls （（（（, 
p.（（（

（
二
六
三
頁
））、
ま
た
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
「
宗
教
的
自
由
」
の
考
察
は
「
裁
判
所
は
特
定
の
宗
教
的
実
践
を
容
認
す
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題

関
心
か
ら
で
あ
っ
た
（D

w
orkin （0（（, pp.（0（-（（

（
一
一
六
―
五
五
頁
）.）

（
（0
）　

彼
女
は
、
正
義
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
に
は
主
権
の
究
極
的
源
泉
が
必
要
で
あ
り
、
国
家
は
す
べ
て
の
個
人
の
利
益
を
代
表
し
て
い
る
と
の
二
つ

の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。Laborde （0（（, pp.（（（-（（.
「
私
の
理
論
で
は
、
諸
結
社
の
権
威
の
正
統
性
や
範
囲
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
原
理
に
言
及
し
つ

つ
民
主
的
に
決
め
ら
れ
、
最
終
的
に
は
国
家
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
。
国
家
だ
け
が
、
他
の
自
由
と
両
立
す
る
よ
う
に
、『
宗
教
的
自
由
の
正
し
い

境
界
』
を
判
断
で
き
る
」（ibid., p.（（0

）。

（
（（
）　

国
家
の
境
界
画
定
の
権
限
に
関
し
て
エ
ン
ゾ
・
ロ
ッ
シ
（Enzo Rossi

）
は
、
国
家
が
宗
教
団
体
を
国
家
と
同
列
の
（
公
的
・
政
治
的
）
競
合
者

で
は
な
く
、
統
治
し
や
す
い
（
私
的
）
モ
ノ
リ
ス
に
鋳
直
し
て
き
た
歴
史
的
事
実
を
指
摘
し
、
ラ
ボ
ル
ド
は
こ
の
国
家
の
単
純
化
権
力
を
過
小
評
価

し
て
い
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。Rossi （0（（, pp.（（-（（.

（
（（
）　D

w
orkin （0（（, pp.（（（-（（

（
一
四
七
―
五
五
頁
）.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（（-（.

（
（（
）　Laborde （0（（, pp.（（（-（0.

宗教を論じる政治的審議は二度ベルを鳴らす401

五
五



（
（（
）　Laborde （0（（, p.（（（.

（
（（
）　Laborde （0（（, p.（（0.

（
（（
）　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
宗
教
の
公
的
容
認
を
め
ぐ
る
政
治
的
審
議
の
場
面
を
想
定
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
有
神
論
の
信
仰
者
と
無
神
論
者
と

の
間
で
道
徳
的
対
話
が
成
立
し
て
い
な
い
と
の
現
状
認
識
か
ら
、
政
治
的
審
議
が
開
始
で
き
る
共
通
の
基
盤
を
見
出
す
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
宗
教
観
の
再
解
釈
は
、
有
神
論
と
無
神
論
の
標
準
化
を
目
指
す
試
み
だ
が
、
そ
れ
は
両
陣
営
の
間
の
対
話
の
糸
口
を
見

出
す
目
的
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。O

m
ori （0（（, 

三
四
―
三
七
頁
。

（
（（
）　

実
際
、
ラ
ボ
ル
ド
は
第
一
段
階
で
の
ア
ク
セ
ス
可
能
な
理
由
やIPCs

の
根
拠
に
つ
い
て
多
く
の
紙
面
を
割
き
精
力
的
に
論
じ
て
い
る
が
、
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
な
こ
と
に
、
第
二
段
階
で
の
リ
ベ
ラ
ル
な
実
体
的
価
値
と
の
両
立
判
定
に
つ
い
は
ほ
と
ん
ど
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
両
立
の
是
非
の

判
定
が
審
議
の
中
で
議
題
に
な
る
の
か
、
審
判
者
の
思
考
の
中
で
の
基
準
適
用
で
完
結
す
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
推
測
す
る
に
、
や
は
り
彼

女
に
は
リ
ベ
ラ
ル
で
は
な
い

―
個
人
の
基
本
的
自
由
や
人
権
に
反
す
る

―
宗
教
的
活
動
が
公
的
容
認
さ
れ
る
事
態
は
避
け
た
い
と
の
予
断

が
あ
り
、
や
は
り
第
二
段
階
で
は
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
基
準
適
用
だ
け
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　

ロ
ナ
ン
・
マ
ッ
ク
レ
ア
（Ronan M

cCrea

）
は
、
ラ
ボ
ル
ド
が
宗
教
の
中
に
容
認
し
が
た
い
特
徴
と
容
認
で
き
る
特
徴
を
見
分
け
る
「
区
分
の

技
術
（art of separation

）」
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
彼
女
の
理
論
戦
略
は
政
治
権
力
を
求
め
る
宗
教
紛
争
を
再
招
来
し
か
ね
な
い
と

し
て
、
従
来
の
リ
ベ
ラ
ル
た
ち
が
主
張
し
て
き
た
通
り
、
国
家
の
中
立
性
や
政
治
と
宗
教
と
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
区
分
の
維
持
を
擁
護
し
て
い
る
。

M
cCrea （0（（, pp.（（-（（.

（
（0
）　

詳
し
く
はO

m
ori （00（, 

二
〇
二
―
三
一
頁
を
参
照
。

＊ 

本
稿
の
執
筆
中
に
、
ロ
ー
ル
ズ
後
期
思
想
を
代
表
す
る
著
書
（Raw

ls （（（（

）
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
た
。
同
書
は
待
望
の
翻
訳
で
あ
り
、
大
著
を 

苦
労
し
て
訳
さ
れ
た
翻
訳
者
の
方
々
に
は
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
本
稿
に
も
同
書
か
ら
の
引
用
が
何
か
所
か
あ
る
が
、
校
正
段
階
だ
っ
た
た
め
に 

訳
文
を
逐
一
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
原
書
の
引
用
に
対
応
す
る
翻
訳
の
頁
の
み
を
挙
げ
る
に
止
め
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。

岡　法（71―３・４） 402

五
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