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四

近
代
私
法
の
特
質

商
品
交
換
的
規
範
関
係
を
原
型
と
す
る
資
本
主
義
社
会
の
法
と
し
て
、
ま
た
古
代
・
中
世
の
法
や
、
社
会
主
義
な
い
し
全
体
主
義
の
体

制
の
下
の
法
と
は
異
質
の
法
と
し
て
、
近
代
私
法
は
次
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
。

（
一
）
抽
象
性

近
代
私
法
に
お
い
て
は
、
権
利
は
そ
の
具
体
的
内
容
が
捨
象
さ
れ
、
抽
象
化
さ
れ
る
。
権
利
の
主
体
は
「
人
格
」

で
あ
り
、
職
業
や
貧
富
の
差
、
人
間
的
特
性
・
経
歴
は
無
視
さ
れ
る
。
権
利
の
客
体
は
「
物
」
な
い
し
動
産
・
不
動
産
で
あ
り
、
そ
の
具

体
的
効
用
や
利
用
形
態
は
物
の
概
念
の
要
素
と
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
権
利
関
係
の
変
動
を
も
た
ら
す
行
為
も
、
法
律
行
為
な
い
し
契
約

と
い
う
抽
象
概
念
に
統
括
さ
れ
、
当
該
行
為
の
社
会
的
・
経
済
的
意
義
等
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
近
代
私
法
の
極
度
の
抽
象
性

は
、
主
従
的
な
個
別
的
支
配
関
係
や
職
業
上
の
固
有
の
結
合
関
係
が
社
会
秩
序
の
根
幹
を
形
成
し
て
い
た
中
世
封
建
法
の
具
体
性
と
は
著

し
い
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
市
民
、
自
由
人
、
奴
隷
の
身
分
的
区
別
、
手
中
物
・
非
手
中
物
の
物
の
区
別
、
さ
ら
に
、
握
取

行
為
、
問
答
契
約
等
の
法
的
行
為
の
類
別
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
ロ
ー
マ
法
の
抽
象
性
の
未
熟
と
も
、
本
質
的
な
違
い
を
示
す
特
性

で
あ
る
。
勿
論
現
実
の
法
的
関
係
は
、
具
体
的
な
人
間
が
具
体
的
な
法
律
行
為
を
介
し
て
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
具
体
的
内
容
を
持
つ
が
、

こ
れ
ら
の
具
体
性
は
法
の
概
念
と
論
理
に
お
い
て
は
捨
象
さ
れ
、
そ
の
本
質
的
要
素
を
構
成
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
川
島

武
宜
「
民
法
に
お
け
る
『
人
』
の
権
利
能
力
」
同
『
川
島
武
宜
著
作
集
第
六
巻
』
二
三
頁
は
、
人
の
権
利
能
力
す
な
わ
ち
法
的
人
格
の
抽

象
性
を
強
調
し
、
こ
れ
を
所
有
権
や
契
約
の
法
的
内
容
の
具
体
性
と
対
比
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
所
有
権
や
契
約
も
そ
の
法
的
側
面

の
み
を
見
れ
ば
抽
象
的
範
疇
に
す
ぎ
ず
、
一
方
、
法
的
側
面
に
対
応
す
る
現
実
を
も
取
り
込
ん
で
見
る
な
ら
ば
、
人
格
も
具
体
的
存
在
な

の
で
あ
る

―
例
え
ば
資
産
家
と
貧
窮
者

―
）。
こ
の
よ
う
な
人
格
の
二
側
面
の
並
立
は
、
抽
象
法
と
し
て
の
近
代
私
法
と
、
欲
求
社
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会
と
し
て
の
市
民
社
会
と
の
相
即
関
係
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
私
法
を
構
成
す
る
抽
象
法
は
、
市
民
社
会
で
は
具

体
的
形
態
を
と
る
の
で
あ
り
、
法
に
お
い
て
主
題
は
人
格
で
あ
る
が
、
市
民
社
会
で
は
そ
れ
は
市
民
で
あ
り
、
欲
求
の
立
場
で
は
そ
れ
は

人
間
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
具
体
的
存
在
な
の
で
あ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
（
赤
沢
他
訳
）『
法
の
哲
学
』
§
一
八
二
、
§
一
九
〇
）。

右
の
よ
う
な
近
代
私
法
の
抽
象
性
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
必
然
性
の
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
家
の
学
者
的
「
抽
象
癖
」
や
「
不

注
意
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
（
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
一
〇
頁
）。
ま
た
、
個
別
的
恣
意
の
排
除
や
、
結
果
の
予
測
可
能
性
を
高
め

る
と
い
う
意
義
を
抽
象
性
に
求
め
る
見
地
も
あ
る
が（
笹
倉
秀
夫『
法
哲
学
講
義
』一
四
〇
頁
）、契
約
の
内
容
自
体
は
当
事
者
の
個
別
的
・

具
体
的
考
慮
に
よ
っ
て
随
意
に
定
め
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
抽
象
性
に
こ
の
よ
う
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
抽
象
性
の

根
拠
は
、
近
代
的
社
会
関
係
の
根
源
的
単
位
で
あ
る
商
品
交
換
関
係
の
特
性
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
に
、

商
品
交
換
関
係
が
商
品
の
物
質
的
性
質
か
ら
捨
象
さ
れ
た
二
つ
の
価
格
の
間
の
量
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
抽
象
性
の
根
拠
で
あ
り
、
商

品
の
等
価
交
換
の
原
理
こ
そ
が
形
式
的
で
平
等
な
人
格
概
念
を
も
た
ら
す
と
す
る
見
地
が
あ
る
（
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
一
〇
頁
、
同

『
著
作
集
第
六
巻
』
三
五
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
商
品
交
換
関
係
は
等
価
交
換
で
は
な
く
、「
両
当
事
者
に
と
っ
て
有
利
な
不
等
価
交
換
」

に
す
ぎ
ず
、
た
と
え
等
価
性
が
相
互
的
有
利
性
の
意
味
に
理
解
さ
れ
て
も
、
そ
れ
で
は
不
利
な
交
換
の
拘
束
力
を
説
明
で
き
な
い
と
す
る

見
地
が
あ
り
（
森
村
進
『
権
利
と
人
格
』
一
四
八
頁
以
下
）、
等
価
性
概
念
の
曖
昧
さ
、
法
的
概
念
と
し
て
の
不
適
格
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

等
価
交
換
説
は
商
品
交
換
関
係
が
二
つ
の
価
格
の
間
の
「
量
的
な
」
関
係
で
あ
る
こ
と
を
法
の
抽
象
性
の
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
量

的
に
「
高
価
な
」
商
品
が
た
ま
た
ま
安
価
で
交
換
さ
れ
て
も
、
ま
た
相
場
通
り
に
高
価
で
交
換
さ
れ
て
も
、
共
に
等
し
く
「
売
買
」
等
の

法
的
範
疇
に
取
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
何
ら
量
的
観
点
か
ら
の
区
別
は
為
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
持
ち
主
が
何
の
価
値
も
認
め
な

い
落
書
き
の
よ
う
な
絵
画
が
高
値
で
購
入
さ
れ
た
場
合
、
そ
こ
に
お
け
る
等
価
性
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
認
め
ら
れ
得
る
の
か
説
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明
が
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
等
価
性
の
観
点
は
、
経
済
的
次
元
で
は
成
り
立
ち
得
て
も
、
法
的
次
元
で
は
全
く
以
て
成
り
立
ち
得

な
い
観
点
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に
見
出
さ
れ
得
る
の
は
両
当
事
者
の
「
合
意
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
等
価
性
が
示
唆
し
て
い
る
「
相
互

的
有
利
性
」
は
、
こ
の
合
意
を
成
立
さ
せ
て
い
る
動
機
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
等
価
性
論
者
は
、
交
換
に
お
け
る
本
質
的
要
素
と
し
て

の
主
観
的
合
意
を
客
体
面
に
反
転
さ
せ
、
合
意
を
客
体
の
価
値
の
合
致
に
置
き
換
え
、
か
く
し
て
本
質
的
要
素
と
し
て
の
意
思
か
ら
目
を

そ
む
け
、
客
体
の
等
価
と
い
う
外
面
的
・
経
済
的
要
素
を
法
的
範
疇
の
中
核
に
据
え
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
の
理

論
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
歪
ん
だ
道
を
た
ど
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
直
裁
に
意
思
を
原
理
に
措
定
し
、
意
思
の
概
念
こ
そ
が
法
の

抽
象
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
法
の
抽
象
性
の
根
拠
は
自
由
意
思
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
由
意
思
の
主

体
と
し
て
人
格
は
抽
象
的
主
体
で
あ
り
、
意
思
支
配
の
客
体
と
し
て
物
は
抽
象
的
客
体
で
あ
り
、
自
由
意
思
の
表
示
と
し
て
法
律
行
為
は

抽
象
的
行
為
な
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
私
法
な
い
し
私
法
的
諸
概
念
の
抽
象
性
は
、
自
由
意
思
と
い
う
私
法
原
理
の
一
側
面
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の

抽
象
性
に
対
し
て
は
様
々
な
見
地
か
ら
非
難
・
攻
撃
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
は
ナ
チ
ス
法
学
で
あ
り
、
法
哲
学
的
観
点
か
ら
抽

象
性
を
非
難
し
た
も
の
と
し
て
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
法
学
的
思
考
の
三
つ
の
型
に
つ
い
て
』（
C.Schm
itt,Über
die
drei

A
rten
des
rechtsw
issennschaftlichen
D
enkens,1934）
が
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
従
来
、
法
の
思
考
形
式
と
し
て
は
、

第
一
に
、
法
を
社
会
の
現
実
と
は
区
別
さ
れ
た
当
為
的
規
範
の
体
系
と
見
る
規
範
主
義
が
あ
り
、
第
二
に
、
法
を
社
会
的
混
沌
の
中
に
秩

序
を
も
た
ら
す
権
力
者
の
決
定
と
捉
え
る
決
定
主
義
が
あ
っ
た
が
、
両
者
と
も
一
面
的
す
ぎ
る
捉
え
方
で
あ
り
、
法
は
む
し
ろ
、
社
会
の

現
実
の
中
に
生
き
た
力
と
し
て
存
在
し
て
い
る
具
体
的
秩
序
と
し
て
捉
え
る
べ
き
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
哲
学
的
主
張
に

呼
応
す
る
形
で
提
供
さ
れ
た
独
特
の
私
法
理
論
な
い
し
私
法
概
念
が
、
ラ
レ
ン
ツ
の
「
類
型
」
概
念
（
T
ypus）
で
あ
る
。
ラ
レ
ン
ツ
に
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よ
れ
ば
、
従
来
の
個
性
無
視
の
形
式
的
・
抽
象
的
概
念
に
代
え
て
、
生
活
の
具
体
性
に
応
じ
そ
の
個
性
に
着
眼
し
た
「
類
型
」
概
念
を
導

入
す
る
こ
と
が
、
民
族
協
同
体
の
現
実
的
生
活
を
律
す
る
に
相
応
で
あ
る
と
さ
れ
、
例
と
し
て
、
世
襲
農
地
、
労
働
契
約
等
の
概
念
が
提

唱
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
Larenz,Gegenstand
und
M
ethode
desvölkischen
Rechtdenkens,1938）。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な

具
体
性
論
に
対
し
て
は
、
当
時
の
健
全
な
私
法
理
論
は
正
当
に
反
応
し
、
法
律
上
の
概
念
は
必
然
的
に
抽
象
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
、
ナ

チ
ス
は
共
産
主
義
の
立
場
に
立
た
ず
、
個
人
の
自
由
な
創
造
を
認
め
私
的
自
治
の
原
則
を
放
棄
し
て
い
な
い
こ
と
、
種
々
の
生
活
の
場
面

で
は
個
人
意
思
に
よ
っ
て
法
律
関
係
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
契
約
」
と
い
う
概
念
を
承
認
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
こ

と
が
主
張
さ
れ
た
（
代
表
的
論
文
と
し
て
、
M
anigk,N
eubau
des
Privatrechts,1938.吾
妻
光
俊
『
ナ
チ
ス
民
法
学
の
精
神
』
五
七

頁
以
下
等
が
あ
る
）。

右
の
よ
う
な
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
具
体
性
論
の
影
響
を
一
時
的
に
は
受
け
、
あ
る
い
は
別
様
の
観
点
か
ら
、
我
が
国
の
有
力
学
説
は
今

日
ま
で
、
基
礎
的
法
概
念
の
抽
象
性
を
非
難
し
続
け
て
い
る
。
第
一
に
、
所
有
権
の
抽
象
性
が
攻
撃
さ
れ
、
ナ
チ
ス
の
所
有
権
論
に
お
い

て
、
所
有
権
が
抽
象
的
な
交
換
価
値
の
側
面
か
ら
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
各
種
の
物
に
対
す
る
そ
の
社
会
的
作
用
に
応
じ
た
具
体

的
な
管
理
権
能
と
し
て
把
握
さ
れ
、
殊
に
不
動
産
の
利
用
権
能
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
」
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
、
人
種

的
偏
見
の
側
面
を
度
外
視
す
れ
ば
、
そ
の
理
論
に
合
理
性
と
普
遍
性
が
認
め
ら
れ
る
と
説
か
れ
た
（
我
妻
栄
『
民
法
研
究
Ⅰ
私
法
一
般
』

三
八
五
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
所
有
権
の
社
会
的
作
用
や
管
理
の
具
体
性
は
、
所
有
権
が
行
使
さ
れ
る
場
面
で
の
現
実
的
な
特
性
に
す
ぎ

ず
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
所
有
権
の
概
念
自
体
に
包
含
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
建
物
の
所
有
者
は
自
分
の
意
向
に
従
っ
て
、
こ
れ
を

住
居
に
、
又
職
場
に
、
又
集
会
場
に
使
用
で
き
る
の
で
あ
り
、
現
実
的
用
途
に
よ
っ
て
所
有
権
の
内
容
自
体
が
変
質
す
る
も
の
で
は
な
い
。

盆
栽
の
所
有
者
は
、
こ
れ
を
観
賞
用
に
手
入
れ
し
よ
う
と
、
極
寒
の
な
か
暖
を
と
る
た
め
に
焚
火
に
使
お
う
と
（
能
「
鉢
の
木
」
の
よ
う
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に
）、
全
く
随
意
で
あ
る
。
勿
論
具
体
性
論
は
、
主
に
土
地
の
所
有
権
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
の
抽
象
性
の
不
当
性
を
非
難
す
る
の
で
あ

る
が
、
土
地
の
所
有
権
が
包
括
的
な
権
利
で
あ
る
以
上
は
、
そ
の
利
用
権
は
当
然
所
有
権
の
利
用
的
側
面
と
し
て
そ
れ
自
身
包
括
性
を
有

し
、
利
用
権
自
身
が
抽
象
的
権
利
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
当
事
者
の
契
約
に
よ
っ
て
利
用
形
態
は
具
体
的
に
定
め
ら
れ

得
る
が
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
具
体
性
は
契
約
の
個
別
性
に
よ
る
具
体
性
で
し
か
な
く
、
所
有
権
自
体
の
具
体
性
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
所

有
権
の
内
容
自
体
を
具
体
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
想
定
さ
れ
得
る
種
々
の
利
用
・
管
理
形
態
ご
と
に
所
有
権
を
分
断
し
、
こ
れ
を

多
数
の
個
別
的
利
用
・
管
理
権
の
集
積
に
変
換
す
る
以
外
に
は
な
い
。
か
く
し
て
所
有
権
は
中
世
封
建
制
に
も
あ
り
得
な
か
っ
た
よ
う
な

多
重
的
、
錯
綜
的
権
利
と
な
り
、
所
有
権
は
そ
の
処
分
の
み
な
ら
ず
利
用
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
煩
雑
で
不
自
由
な
「
権
利
」
に
お
と
し
め

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
封
建
制
下
で
も
農
地
の
所
有
権
は
基
本
的
に
領
主
の
上
級
所
有
権
と
農
民
の
下
級
所
有
権
と
に
分
割
さ
れ
た
だ
け
で

あ
る
）。
権
利
の
抽
象
性
を
非
難
す
る
具
体
的
作
用
論
が
こ
の
よ
う
な
隘
路
に
逢
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
当
論
が
、
規
範
と
し
て
の

権
利
と
事
実
と
し
て
の
社
会
的
現
実
と
を
混
同
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
後
者
は
無
限
に
複
雑
で
あ
る
が
、
前
者
は
相
当
程
度
抽
象
的
で

単
純
で
あ
る
。
具
体
的
現
実
は
抽
象
的
規
範
の
作
用
の
下
に
形
成
さ
れ
る
。
特
に
近
代
社
会
の
基
本
的
構
造
は
、
抽
象
法
と
市
民
社
会
に

分
裂
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
権
利
の
抽
象
性
が
む
し
ろ
社
会
の
具
体
的
多
様
性
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
権
利
は
何
で

も
で
き
る
と
い
う
抽
象
的
権
利

―
勿
論
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
等
の
制
限
は
あ
る
が

―
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
権
利
の
行
使
の
も
と
に

生
成
さ
れ
る
具
体
的
現
実
は
無
限
に
複
雑
な
も
の
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
抽
象
性
非
難
の
立
論
は
、「
抽
象
」
的
把
握
が
現
実
と
乖
離

す
る
認
識
形
態
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
誤
解
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
抽
象
に
お
い
て
喫
緊
な
こ
と
は
、
抽
象
の
程
度
を
加
減
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
真
正
な
抽
象
を
行
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
抽
象
の
視
点
を
誤
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
法
に
お
け
る
抽
象
の
正
し

い
視
点
は
、「
自
由
意
思
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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所
有
権
の
抽
象
性
を
非
難
す
る
見
地
は
、
権
利
の
主
体
す
な
わ
ち
人
格
の
抽
象
性
を
も
非
難
す
る
。
そ
う
し
て
所
有
権
の
具
体
性
の
主

張
に
お
い
て
ナ
チ
ス
の
人
種
的
偏
見
の
側
面
の
除
去
が
必
須
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
格
の
具
体
的
把
握
の
主
張
に
お
い
て
も
、
民
族
の
具

体
的
秩
序
を
担
う
構
成
員
の
肢
体
的
地
位
（
Gliedstellung）
と
い
う
観
点
は
廃
棄
さ
れ
、
代
わ
り
に
「
人
間
」
と
い
う
観
点
が
導
入
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
に
お
け
る
貧
富
の
隔
絶
は
多
く
の
個
人
を
事
実
上
不
自
由
の
状
態
に
貶
め
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
現
代
法
は
「
個

人
を
抽
象
的
な
『
人
格
』
と
み
る
こ
と
か
ら
一
歩
を
進
め
、
こ
れ
を
具
体
的
な
『
人
間
』（
M
ensch）
と
み
て
、
こ
れ
に
『
人
間
ら
し

い
生
存
能
力
』
を
保
障
し
よ
う
と
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
さ
れ
、「
憲
法
二
五
条
も
こ
の
思
想
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
、自
然
人
の
権
利
能
力
の
根
拠
も
、「
自
然
人
が
法
律
の
理
想
か
ら
見
て
同
一
の
社
会
的
作
用
を
担
当
し
、

同
一
の
社
会
的
価
値
を
有
す
る
も
の
だ
と
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
格
か
ら
人
間
へ
」
と
強
調
さ

れ
る
場
合
の
人
間
と
は
、
社
会
的
作
用
な
い
し
社
会
的
価
値
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
人
間
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
我
妻
栄
『
民
法
総

則
』
四
六
頁
以
下
、
一
二
六
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
人
を
具
体
的
人
間
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
あ
る
い
は
人
を
そ
の
社
会
的
作
用
や
社

会
的
価
値
の
点
か
ら
捉
え
た
場
合
、
果
た
し
て
人
の
普
遍
的
権
利
能
力
や
、
或
は
そ
も
そ
も
、
法
の
下
に
お
け
る
人
の
平
等
が
帰
結
さ
れ

得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
の
社
会
に
は
、
回
復
の
見
込
み
の
な
い
重
病
人
、
植
物
人
間
、
何
も
為
し
得
な
い
隠
居
老
人
等
、
社
会
的
作

用
や
社
会
的
価
値
と
は
無
縁
な
人
間
も
多
数
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
者
も
、
社
会
的
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

人
間
、
例
え
ば
、
有
能
な
大
臣
、
科
学
者
、
実
業
家
、
芸
術
家
等
と
全
く
同
様
に
、
完
全
な
人
格
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
権
利
能
力
の

範
囲
や
内
容
に
つ
い
て
は
何
ら
差
異
は
存
し
な
い
。
更
に
、
現
実
の
社
会
に
は
、
む
し
ろ
、
反
社
会
的
作
用
を
及
ぼ
し
た
り
反
社
会
的
価

値
し
か
有
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
常
習
犯
罪
人
、
薬
物
中
毒
者
、
暴
力
団
員
、
テ
ロ
リ
ス
ト
等
の
反
社
会
的
人
物
も
相
当
程
度
存
在
し
て
い

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
者
も
完
全
な
人
格
で
あ
り
、
憲
法
、
民
法
、
刑
法
等
に
よ
る
法
的
保
護
を
受
け
、
犯
罪
を
犯
し
た
者
は
罪
刑
法
定
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主
義
や
適
正
手
続
の
要
請
の
も
と
に
そ
の
人
権
は
護
ら
れ
、
民
事
取
引
を
為
し
た
も
の
は
法
の
規
定
に
則
っ
て
相
手
方
に
対
し
自
己
の
権

利
を
行
使
し
得
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
、
老
若
、
資
産
、
学
識
、
健
康
、
品
性
、
社
会
的
地
位
等
の
具
体
的
内
容
に
お
い
て
捉

え
ら
れ
る
限
り
、
極
め
て
種
々
雑
多
で
異
質
で
不
平
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
不
平
等
を
一
切
捨
象
し
、
人
間
を
た
だ
人
間
と
し

て
抽
象
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
法
の
下
の
平
等
も
、
ま
た
、
万
人
の
完
全
な
権
利
能
力
も
導
き
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
抽
象
的
把
握
の
基
礎
に
は
、
人
間
は
唯
人
間
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
限
の
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る

と
い
う
、
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
間
の
尊
厳
」
の
観
点
こ
そ
が
、
人
間
の
抽

象
的
把
握
な
い
し
人
格
の
抽
象
性
の
根
拠
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
人
間
で
あ
る
か
で
は
な
く
、
人
間
で
あ
る
こ
と
自
体
が
こ

の
上
も
な
く
尊
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
に
、
人
格
の
概
念
は
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
の
見
解
の
よ
う

に
、
具
体
的
規
定
性
に
お
い
て
人
間
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
人
格
と
し
て
の
人
間
の
高
貴
性
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

以
上
の
よ
う
な
人
格
の
抽
象
性
と
普
遍
性
は
、
単
な
る
理
想
論
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
近
代
市
民
社
会
の
な
か
で
は
必
然
的
現
実
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
こ
で
は
商
品
交
換
関
係
が
社
会
の
構
成
単
位
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
て
、
商
品
交
換
関
係
は
自
由
意
思
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
関
係
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
川
島
武
宜
「
民
法
に
お
け
る
人
の
権
利
能
力
」
前
掲
三
八
頁
は
、
人
の
平
等
な
権
利
能
力
は
、

先
験
論
理
の
所
産
で
は
な
く
、
自
由
経
済
の
中
に
機
構
的
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
等
価
交
換
の
当
事
者
と
し
て
の
人
の
存
在
性
格
の
法

的
表
現
で
あ
る
と
説
く
）。

人
格
と
物
な
い
し
所
有
権
の
概
念
の
抽
象
性
に
応
じ
て
、
法
律
行
為
の
概
念
も
当
然
抽
象
性
を
帯
び
、
そ
れ
は
単
に
意
思
の
表
示
と
し

て
、
或
は
契
約
の
場
合
は
そ
の
合
致
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
契
約
は
一
定
の
内
容
を
持
つ
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
成
立
す
る

か
ら
、
そ
れ
は
当
初
か
ら
相
応
の
具
体
性
を
持
つ
の
で
あ
り
、
通
常
法
典
も
各
種
の
契
約
類
型
に
応
じ
た
規
定
を
置
い
て
い
る
。
法
概
念
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の
抽
象
性
を
非
難
し
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
法
学
な
い
し
法
典
改
正
の
試
み
も
、
契
約
概
念
に
つ
い
て
は
婚
姻
や
労
働
契
約
の
異
質
性
を

強
調
し
た
に
過
ぎ
ず
、
通
常
の
契
約
は
攻
撃
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
今
日
の
法
律
行
為
や
契
約
の
概
念
の
抽
象
性
に
対
す
る
非
難

は
、
具
体
的
な
契
約
な
い
し
各
種
の
契
約
類
型
に
応
じ
た
法
的
処
理
の
有
用
性
に
対
比
し
て
の
、
抽
象
的
法
律
行
為
・
契
約
概
念
の
無
用

性
、
空
虚
性
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
実
証
主
義
的
な
い
し
実
用
法
学
的
見
地
か
ら
の
有
力
な
批
判
は
、「
主
と

し
て
法
学
の
産
物
で
あ
る
法
律
行
為
」
の
制
度
は
、「
学
問
的
な
整
理
の
し
か
た
と
し
て
は
と
も
か
く
、
立
法
上
は
、
あ
ま
り
実
益
の
な

い
過
度
の
抽
象
概
念
だ
」
と
説
き
、
ま
た
、
同
概
念
は
「
人
間
精
神
の
価
値
あ
る
征
服
か
、
そ
れ
と
も
常
軌
の
逸
脱
か
」
と
い
う
ロ
ー
ソ

ン
の
批
判
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
星
野
英
一
「
現
代
に
お
け
る
契
約
」
同
『
民
法
論
集
第
三
巻
』
一
一
頁
）。
あ
る
い
は
経
験
主
義
的
見

地
か
ら
の
抽
象
概
念
批
判
は
、
科
学
の
任
務
は
種
々
の
現
象
を
抽
象
化
し
、
現
象
の
最
単
純
な
形
態
を
観
念
の
上
で
構
成
し
、
種
々
の
現

象
を
こ
の
公
準
の
具
体
的
・
特
殊
的
形
態
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
（
川
島
武
宜
「
法
の
社
会
学
理
論
の
基
礎
づ
け
」『
同

著
作
集
第
二
巻
』
二
六
五
頁
）、
そ
う
し
て
法
律
行
為
は
権
利
主
体
者
の
伝
達
行
為
を
法
的
に
処
理
す
る
た
め
の
「
道
具
概
念
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
説
か
れ
る
（
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
一
五
三
頁
）。
こ
れ
ら
の
見
地
に
見
ら
れ
る
法
律
行
為
な
い
し
法
の
基
礎
概
念
の
抽

象
性
に
対
す
る
誤
解
な
い
し
無
理
解
は
、
抽
象
概
念
が
対
象
の
具
体
的
現
実
な
い
し
実
体
と
は
区
別
さ
れ
た
別
様
の
観
念
的
構
成
物
で
し

か
な
い
と
い
う
認
識
論
的
誤
謬
で
あ
る
。
こ
の
誤
謬
に
も
と
づ
き
、
前
者
即
ち
法
律
行
為
概
念
無
用
論
に
お
い
て
は
当
概
念
が
具
体
的
現

実
と
乖
離
し
て
い
る
ゆ
え
に
そ
の
無
用
が
指
摘
さ
れ
、
後
者
即
ち
法
律
行
為
概
念
道
具
論
に
お
い
て
は
、
当
概
念
が
具
体
的
現
実
そ
の
も

の
と
は
別
個
の
観
念
的
構
成
物
に
す
ぎ
ぬ
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
当
概
念
が
具
体
的
現
実
を
処
理
す
る
た
め
の
「
外
的
」
道
具
の
地
位
に
お

と
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
抽
象
作
用
と
は
そ
の
よ
う
な
対
象
の
現
実
性
か
ら
離
脱
す
る
夢
想
的
で
空
虚
な
精
神
の

作
用
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
対
象
の
本
質
そ
の
も
の
を
捉
え
る
概
念
の
規
定
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）、
抽
象
的
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で
あ
る
こ
と
は
現
実
に
即
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
抽
象
的
法
律
行
為
概
念
は
、
種
々
の
具
体
的

法
律
行
為
の
中
に
一
貫
し
て
存
立
し
、
そ
の
核
心
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
「
意
思
」
と
そ
の
「
表
示
」（
さ
ら
に
契
約
の
場
合
は
そ
の
「
合

致
」）
と
い
う
本
質
的
契
機
に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
契
機
を
基
本
的
軸
に
し
て
法
律
行
為
の
有
効
性
を
判
断
す
る
た
め
の
論
理
を
提
供
す

る
と
こ
ろ
の
法
の
根
本
的
概
念
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
法
律
行
為
概
念
に
よ
っ
て
こ
そ
、
各
種
の
契
約
類
型
を
通
じ
て
の
、

又
す
べ
て
の
具
体
的
法
律
行
為
に
及
ぶ
と
こ
ろ
の
、
公
平
で
合
理
的
な
法
的
処
理
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
抽
象
的
法
律
行
為
概
念
を

「
常
軌
の
逸
脱
」
と
呼
ぶ
見
地
は
、
リ
ン
ゴ
の
実
が
木
か
ら
落
ち
る
現
象
を
、
天
体
の
運
行
を
も
支
配
す
る
「
万
有
引
力
」
の
法
則
に
よ
っ

て
説
明
す
る
者
を
嘲
笑
す
る
「
未
開
人
」
の
精
神
的
未
熟
性
を
誇
示
し
て
い
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
行
為
概
念
の

道
具
性
を
強
調
す
る
見
地
は
、
お
よ
そ
科
学
上
の
法
則
（
公
準
）
は
、
現
象
の
抽
象
化
と
単
純
化
に
よ
る
観
念
的
構
成
物
で
あ
る
と
し
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
も
そ
の
例
に
挙
げ
る
の
で
あ
る
が
（
川
島
武
宜
・
前
掲
二
六
五
頁
）、
万
有
引
力
の
概
念
は
観
念
的
構
成
物
で
あ
り

な
が
ら
、
物
質
の
本
質
を
捉
え
た
構
成
と
し
て
同
時
に
現
実
的
概
念
で
も
あ
る
よ
う
に
、
法
律
行
為
の
概
念
も
人
の
行
為
の
本
質
を
捉
え

た
構
成
と
し
て
、
そ
れ
自
体
現
実
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
§
４
は
、
重
力
が
物
体
の
根
本
規
定
で
あ
る
こ
と

と
対
比
し
て
、
自
由
が
意
思
の
根
本
規
定
で
あ
る
と
説
く
）。
法
的
人
格
の
観
念
性
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
「
法
的
構
成
」
に
す
ぎ
な
い
こ

と
と
の
対
比
に
お
い
て
、
社
会
的
実
在
と
し
て
の
「
不
平
等
な
相
異
な
る
種
類
の
人
」
の
現
実
的
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
川
島
武

宜
「
民
法
に
お
け
る
人
の
権
利
能
力
」
二
五
頁
）、
何
故
に
「
人
間
」
は
実
在
し
、「
法
的
人
格
」
は
観
念
的
構
成
物
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
人
間
と
い
う
概
念
も
日
常
的
・
一
般
的
な
観
点
に
基
づ
く
「
構
成
」
概
念
で
し
か
な
い
。「
構
成
」
や
「
抽
象
」
は
現
実
か
ら
離

れ
て
そ
れ
を
外
部
か
ら
操
作
的
に
認
識
す
る
た
め
の
道
具
で
は
な
く
、
現
実
そ
の
も
の
を
そ
の
内
面
的
本
性
に
お
い
て
把
握
す
る
認
識
形

態
で
あ
る
と
い
う
単
純
・
明
白
な
認
識
論
的
真
理
を
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
的
人
格
と
し
て
の
抽
象
的
人
格
が
、
資
本
制
社
会
を
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構
成
す
る
普
遍
的
要
素
と
し
て
の
商
品
交
換
の
中
に
現
実
に
存
在
す
る
よ
う
に
、
法
的
関
係
を
形
成
す
る
基
本
形
態
と
し
て
の
抽
象
的
法

律
行
為
概
念
も
、
商
品
交
換
の
社
会
的
普
遍
性
の
中
に
現
実
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
観
念
的
構
成
物
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
法
概
念
の
抽
象
性
は
近
代
法
の
基
本
的
特
性
で
あ
る
が
、
し
か
し
抽
象
法
は
近
代
社
会
を
構
成
す
る
一
つ
の
契
機
に
す
ぎ

ず
、市
民
社
会
や
国
家
と
い
う
具
体
的
展
開
を
包
含
し
た
全
体
構
造
の
な
か
で
は
、抽
象
性
に
留
ま
る
法
の
世
界
は
本
質
的
な
限
界
を
持
っ

て
い
る
こ
と
も
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
性
と
具
体
性
の
対
比
に
お
い
て
、
法
的
概
念
と
し
て
の
人
格
も
、
そ

の
「
高
さ
」
と
「
低
さ
」
の
二
面
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
§
三
五
は
、
抽
象
的
な
意
思
の
主
体
が
人
格
で
あ
り
、

人
間
の
最
高
の
こ
と
は
人
格
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
単
な
る
抽
象
物
た
る
人
格
は
、
す
で
に
そ
の
表
現
に
お
い
て
軽
蔑
す
べ
き

も
の
で
あ
る
と
説
く
）。
す
な
わ
ち
人
格
は
そ
の
抽
象
性
に
お
い
て
尊
厳
性
の
高
み
に
達
す
る
が
、
こ
の
尊
厳
性
は
人
間
の
具
体
的
様
相

を
度
外
視
し
て
得
ら
れ
る
価
値
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
人
間
の
現
実
的
存
立
は
、
年
齢
や
資
産
、
住
所
等
の
特
殊
性
を
ま
と
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
「
人
格
は
高
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
全
く
低
い
も
の
で
あ
る
」
が
、
こ
の
矛
盾
に
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
人
格

の
高
さ
で
あ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
§
三
五
）。
単
に
人
間
を
そ
の
具
体
的
側
面
に
お
い
て
の
み
捉
え
よ
う
と
す
る
抽
象
性
否
定
論
は
、

右
の
よ
う
な
人
格
の
偉
大
な
高
さ
を
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
、
愚
劣
で
低
級
な
見
地
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
抽
象
的
人
格
の

偉
大
な
高
さ
は
、
絶
対
化
さ
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
抽
象
法
は
文
化
的
総
体
の
一
部
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
全
て
で

は
な
い
。
法
律
万
能
主
義
の
偏
見
に
陥
っ
て
は
な
ら
ず
、「
良
き
法
律
家
は
悪
し
き
隣
人
で
あ
る
」
と
い
う
箴
言
も
あ
る
程
度
正
し
い
で

あ
ろ
う
。
抽
象
的
人
格
に
良
き
具
体
的
内
容
を
盛
り
込
ま
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
法
を
守
る
悪
人
で
あ
り
、
抽
象
的
法
律
行
為
と
し
て
法
に

反
し
な
い
限
り
の
欲
得
行
為
を
行
え
ば
、
そ
れ
は
合
法
的
悪
行
で
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
は
抽
象
法
と
し
て
、
抽
象
性
の
立
場

を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
放
棄
す
れ
ば
、
そ
の
抽
象
性
の
上
に
存
立
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
尊
厳
の
思
想
、
す
な
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わ
ち
、
人
間
す
べ
て
が
自
由
の
主
体
と
し
て
貴
ば
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
偉
大
な
思
想
を
捨
て
去
る
こ
と
に
な
る
。
抽
象
性
に
良
き
具
体
性

を
盛
り
込
む
こ
と
は
、
良
心
の
世
界
、
即
ち
倫
理
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
私
法
の
抽
象
性
は
、
こ
れ
を
対
象
と
す
る
法
学
の
性
格
を
規
定
す
る
。
法
律
学
は
、
そ
の
抽
象
性
の
度
合
い
が
他
の
学
問
分

野
や
文
化
領
域
に
比
べ
て
著
し
く
高
い
と
い
う
点
に
、一
つ
の
大
き
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、文
芸
の
世
界
で
は
、個
性
的
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
有
す
る
様
々
な
人
物
が
登
場
し
、
具
体
的
な
事
件
の
展
開
の
中
で
人
々
を
魅
了
す
る
。
ま
た
、
学
問
の
世
界
で
は
、
例
え
ば

文
化
人
類
学
で
は
文
化
の
民
族
的
差
異
が
テ
ー
マ
と
な
り
、
ま
た
歴
史
学
で
は
、
個
性
あ
る
人
物
の
ま
さ
に
個
性
的
な
生
き
様
が
扱
わ
れ
、

他
方
、
社
会
学
に
お
い
て
も
人
が
具
体
的
な
社
会
的
役
割
の
角
度
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
反
し
、
法
律
学
に
お
い
て
は
、
人
間
は

単
に
抽
象
的
な
人
格
と
し
て
登
場
す
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
性
質
は
捨
象
さ
れ
る
。
男
と
女
、
老
人
と
若
者
、
資
本
家
と
労
働
者
、

富
者
と
貧
者
、
知
者
と
愚
者
、
そ
の
他
生
活
の
具
体
的
様
相
の
違
い
は
基
本
的
に
無
視
さ
れ
、
人
は
す
べ
て
平
等
に
「
人
格
」
と
し
て
表

れ
る
（
判
決
や
事
例
の
研
究
に
お
い
て
は
、
通
例
人
は
Ｘ
、
Ｙ
等
の
抽
象
的
記
号
で
表
さ
れ
る
）。
こ
こ
に
所
謂
法
律
学
の
「
面
白
く
な
さ
」

「
無
味
乾
燥
」「
干
か
ら
び
て
い
る
」
こ
と
の
根
拠
が
あ
る
。
直
接
的
に
は
「
人
間
的
興
趣
」
を
そ
そ
ら
な
い
の
が
、
法
律
学
の
特
性
な
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
こ
こ
に
こ
そ
法
律
学
の
尊
さ
と
偉
大
さ
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
人
間
が
そ
の
具
体

的
有
様
を
捨
象
し
て
抽
象
的
に
等
し
く
「
人
格
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
た
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
だ
け
で
無
限
に

尊
い
の
で
あ
る
と
い
う
、
極
度
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
人
間
を
捉
え
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発

す
る
法
律
学
は
、
ま
さ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
学
、「
人
間
の
尊
厳
」
の
学
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
合
理
主
義

近
代
法
、
特
に
近
代
私
法
の
特
質
と
し
て
、
通
例
「
合
理
主
義
的
性
質
」
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
際
、
し
ば

し
ば
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
説
い
た
法
の
合
理
主
義
が
引
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
近
代
私
法
は
、
個
々
の
具
体
的
な
場
合
ご
と
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に
具
体
的
な
倫
理
的
・
感
情
的
・
政
治
的
な
取
扱
を
す
る
こ
と
を
さ
け
、
な
る
べ
く
抽
象
的
な
一
般
的
規
範
を
基
準
と
し
て
冷
静
な
利
害

の
考
慮
に
も
と
づ
く
悟
性
的
な
取
扱
を
す
る
こ
と
を
、
意
図
と
し
て
い
る
」
と
説
か
れ
、
こ
れ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う
「
法
律
の
合
理
主

義
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
一
〇
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
合
理
主
義
把
握
は
、
は
な
は
だ
不
明
瞭

で
且
つ
誤
解
を
招
き
や
す
い
議
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
合
理
性
を
形
式
的
な
そ
れ
と
実
質
的
な
そ
れ
と
に

分
け
、
近
代
法
が
一
般
的
抽
象
的
規
則
の
体
系
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
法
論
理
的
推
論
に
よ
っ
て
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
近
代
法
の
形
式
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
右
に
言
わ
れ
る
「
冷
静
な
利
害
の
考
慮
」
は
む
し
ろ
実
質
的
合
理
な

い
し
実
質
的
非
合
理
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
世
良
訳
）『
法
の
社
会
学
』
一
〇
四
頁
以
下
は
、
功
利
的
基
準
に
よ
る
処

理
は
実
質
的
合
理
に
、
一
方
具
体
的
評
価
に
よ
る
処
理
は
実
質
的
非
合
理
に
該
当
せ
し
め
て
い
る
）。
こ
の
よ
う
な
「
形
式
合
理
性
」
の

概
念
を
巡
る
混
乱
は
、
引
用
者
の
誤
解
や
無
理
解
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
概
念
自
身
の
欠
陥
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
お
よ
そ
「
形
式
」
は
内
容
の
持
つ
形
式
と
し
て
存
立
し
得
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
内
容
は
形
式
の
規
定
性
と
し
て
あ
る
の
で
あ

り
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）、
内
容
を
伴
わ
な
い
形
式
は
文
字
通
り
規
定
性
を
持
た
な
い
空
虚
な
概
念
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
諸
現
象
を
把
握
す
る

手
段
と
は
成
り
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
（
純
粋
形
式
の
学
問
と
し
て
の
数
学
の
み
は
、
形
式
論
理
そ
の
も
の
を
学
の
内
容
と
す
る
）。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
「
形
式
」
の
空
疎
性
を
自
覚
す
る
論
者
は
、
そ
も
そ
も
形
式
的
概
念
と
は
内
容
を
持
た
な
い
概
念
を
言
う
の
で

は
な
く
、
や
は
り
内
容
を
持
つ
の
で
あ
る
と
し
、
法
に
お
い
て
は
そ
の
内
容
的
形
式
合
理
性
が
一
般
的
・
抽
象
的
規
則
の
体
系
で
あ
る
こ

と
の
内
に
、
さ
ら
に
、
経
済
に
お
い
て
は
そ
れ
が
貨
幣
計
算
の
高
度
化
と
し
て
の
資
本
計
算
の
内
に
求
め
ら
れ
得
る
と
説
き
、
そ
う
し
て

そ
の
う
え
で
、
そ
も
そ
も
「
合
理
的
」
と
い
う
概
念
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
与
え
て
い
る
内
容
は
、
理
解
可
能
性
と
計
測
可
能
性
で
あ
る
と
結

論
づ
け
る
の
で
あ
る
（
安
藤
栄
治
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
Rationalisierungの
概
念
」
大
塚
久
雄
編
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
』
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二
一
五
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
抽
象
的
規
則
と
い
う
概
念
も
そ
れ
自
体
が
内
容
の
希
薄
な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
近
代
法
の
内
容
的

特
質
を
把
握
し
た
概
念
と
は
言
い
難
く
（
あ
た
か
も
夜
空
の
星
を
見
上
げ
て
、
天
体
は
抽
象
的
法
則
に
従
っ
て
運
行
し
て
い
る
と
説
明
す

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
）、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
内
容
的
規
定
性
を
欠
く
空
疎
な
概
念
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
の
も
と

で
は
、
私
有
財
産
を
否
定
す
る
共
産
主
義
体
制
の
法
も
、
合
理
的
法
で
あ
り
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は

革
命
後
に
多
く
の
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
青
山
秀
夫
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論
』
一
四
八
頁
は
、
社
会
主
義
の
下
で
も
形

式
合
理
性
を
高
度
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
説
く
）。
ま
た
、
行
為
の
「
理
解
可
能
性
」
は
、
行
為
が
心
身
喪
失
下
で
為
さ
れ

た
も
の
で
な
い
限
り
、
即
ち
意
図
を
伴
っ
て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
行
為
に
通
例
随
伴
す
る
要
素
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え

感
情
的
行
為
に
も
、
又
伝
統
的
行
為
に
も
見
ら
れ
る
性
質
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
合
理
的
（
目
的
合
理
的
な
い
し
価
値
合
理
的
）
行
為
の
み

を
特
徴
づ
け
得
る
要
素
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
理
解
社
会
学
的
見
地
か
ら
、
人
間
は
自
由
意
思
を
有
す
る
か
ら
そ
の

予
測
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
斥
け
、
人
間
の
行
為
は
他
人
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
計
算
（
目
的
合
理
的
意
図
）
を
伴
う
か
ら
、

自
然
現
象
よ
り
も
む
し
ろ
予
測
可
能
性
が
高
い
と
説
く
が
、
心
理
的
明
証
性
と
客
観
的
経
験
法
則
の
妥
当
と
は
次
元
を
異
に
す
る
特
性
で

あ
り
（
浜
井
修
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
哲
学
』
二
四
二
頁
以
下
）、
一
定
の
時
点
で
の
行
為
者
の
心
理
の
「
理
解
」
が
そ
の
者
の
将
来
の

行
動
の
予
測
を
可
能
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
営
者
の
経
営
方
針
を
明
瞭
に
理
解
し
て
も
、
経
営
の
将
来
的
予
測
が
成
り
立
つ
と
は
限

ら
な
い
。
ま
た
計
算
（
Berechen）
と
い
う
概
念
の
持
つ
二
義
性
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
現
状
を
知
る
と
い
う
意
味
で
の
計
測
と

将
来
の
状
況
を
知
る
（
予
知
）
と
い
う
意
味
で
の
予
測
と
は
意
味
を
異
に
し
て
い
る
。
資
本
主
義
的
経
営
は
貨
幣
計
算
と
し
て
の
資
本
計

算
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
、
計
量
的
計
算
の
可
能
性
は
必
須
条
件
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
は
予
測
可
能
性
を
伴
う
も
の
で

は
な
く
（
こ
の
点
で
は
む
し
ろ
旧
来
的
、
伝
統
的
経
済
の
方
が
安
定
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
）、
経
営
は
自
由
経
済
体
制
の
も
と
で
し
ば
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し
ば
予
測
外
の
危
機
を
迎
え
、
時
に
は
破
綻
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
市
場
の
原
理
の
合
理
性
を
指
摘
し
、
近
代

社
会
で
は
人
は
法
の
前
に
平
等
な
人
格
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
将
来
的
予
測
の
可
能
性
が
生
じ
、
こ
の
こ
と
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

い
う
合
理
性
の
一
つ
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
見
地
が
あ
る
が
（
安
藤
英
治
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
近
代
』
一
五
一
頁
）、
法
的
な
人
格
の
平
等
は
、

人
格
の
抽
象
性
の
下
で
の
原
理
で
あ
り
、
人
間
の
具
体
的
内
容
（
好
み
、
資
産
等
）
は
一
切
捨
象
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
市
場
に
お
け
る
取

引
の
具
体
的
経
緯
に
対
し
て
、
法
的
人
格
の
平
等
は
方
向
性
を
与
え
得
な
い
の
で
あ
る
（
桂
木
隆
夫
「
自
由
社
会
に
お
け
る
不
確
実
性
の

意
味
に
つ
い
て
」
森
際
康
友
・
桂
木
隆
夫
編
著
『
人
間
的
秩
序
―
法
に
お
け
る
個
と
普
遍
』
四
〇
頁
以
下
は
、
自
由
社
会
に
は
交
換
や
利

害
の
対
立
等
か
ら
生
じ
る
不
確
実
性
が
存
在
し
、
そ
れ
は
企
業
活
動
に
お
け
る
結
果
の
不
可
測
性
の
な
か
に
も
表
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の

不
確
実
性
は
自
由
社
会
に
内
在
す
る
人
間
的
不
確
実
性
で
あ
る
と
説
く
）。
ま
た
し
ば
し
ば
合
理
的
法
な
い
し
裁
判
の
予
測
可
能
性
が
説

か
れ
る
の
で
あ
る
が
（
川
島
武
宜
・
前
掲
一
〇
頁
は
「
法
律
の
合
理
主
義
は
法
関
係
の
予
見
を
可
能
且
つ
容
易
な
ら
し
め
る
」
と
説
く
）、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
判
例
法
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
法
に
つ
き
、
計
算
可
能
で
あ
る
が
合
理
的
で
な
い
と
評
価
し
た
よ
う
に
、
法
の
合
理
性
は
、

法
の
内
容
の
合
理
性
を
指
す
の
で
あ
り
、裁
判
の
予
測
可
能
性
―
合
理
的
法
は
こ
の
可
能
性
を
高
め
は
す
る
が
―
を
指
す
の
で
は
な
い（
広

中
俊
雄
氏
よ
り
こ
の
点
を
指
摘
さ
れ
た
安
藤
英
治
教
授
は
「
合
理
化
の
度
合
い
の
よ
り
低
い
、
予
測
を
立
て
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
計

算
可
能
性
」
が
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
に
あ
る
と
釈
明
し
て
い
る
が
、
法
の
合
理
性
が
理
論
的
合
理
性
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
法
に

は
法
の
合
理
性
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
予
測
可
能
性
と
し
て
の
合
理
性
を
一
定
程
度
こ
れ
に
認
め

て
い
る
の
は
、
理
論
的
理
解
と
計
測
と
を
、
更
に
計
測
と
予
測
と
を
混
同
し
、
法
の
合
理
性
が
本
質
的
に
法
の
論
理
の
内
に
あ
る
こ
と
を

看
過
し
た
謬
論
で
あ
ろ
う
（
以
上
大
塚
久
雄
編
・
前
掲
「
討
論
」
三
五
七
頁
以
下
）。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
、
法
の
論
理
の
意
義
を
裁

判
そ
の
他
の
法
的
行
為
の
予
見
可
能
性
の
内
に
見
出
そ
う
と
す
る
謬
見
は
、
法
律
学
の
領
域
の
な
か
で
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
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ろ
で
あ
り
（
右
に
引
用
の
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
一
〇
頁
は
、
論
理
性
と
予
見
可
能
性
と
を
直
接
結
び
つ
け
て
い
る
）、
法
学
が
判
決

の
予
見
を
任
務
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
実
用
法
学
論
や
、
法
的
現
象
の
法
則
的
認
識
を
法
学
が
目
ざ
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
「
科
学

と
し
て
の
法
律
学
」
が
そ
の
例
で
あ
る
（『
川
島
武
宜
著
作
集
第
二
巻
、
第
五
巻
』
所
収
の
多
く
の
論
文
は
こ
の
よ
う
な
志
向
性
を
示
し

て
い
る
が
、
伝
統
的
な
法
学
の
方
法
的
価
値
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
）。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
は
法
の
適
用
に
よ
っ

て
遂
行
さ
れ
る
が
、
法
の
論
理
は
事
実
命
題
で
は
な
く
当
為
命
題
で
あ
る
か
ら
法
の
解
釈
は
そ
れ
自
身
価
値
判
断
に
当
た
り
、
従
っ
て
裁

判
官
の
下
す
判
決
は
必
然
的
に
一
定
程
度
主
観
性
の
要
素
を
帯
び
る
の
で
あ
り
、こ
れ
を
客
観
的
に
予
測
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

実
用
法
学
は
、
こ
の
よ
う
な
困
難
で
ほ
ぼ
無
益
な
判
決
の
予
見
を
―
判
決
の
予
見
に
ど
れ
ほ
ど
の
学
問
的
意
義
が
あ
る
の
か
不
可
解
で
あ

る
―
企
図
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
判
決
を
正
当
な
も
の
に
導
く
べ
く
、
適
正
な
法
の
解
釈
を
示
し
又
一
定
の
指
針
を
与
え
る
こ
と
に
精
励

す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、法
的
正
義
の
実
現
に
資
す
る
と
い
う
実
用
法
学
の
本
来
的
な
任
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、

近
代
私
法
は
確
か
に
「
合
理
主
義
的
」
性
格
を
有
す
る
が
、
当
為
の
規
範
と
し
て
の
法
律
は
、
そ
れ
自
体
事
実
と
し
て
の
行
為
の
法
則
に

は
該
当
せ
ず
、
一
定
の
社
会
的
行
為
を
必
然
的
に
帰
結
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
利
息
制
限
法
は
制
限
利
率
を
超
え
た
利
息
分

の
無
効
を
規
定
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
利
息
の
合
意
が
制
限
利
率
内
で
行
わ
れ
る
と
い
う
と
い
う
予
測
を
生
じ
さ
せ
る
わ
け
で

は
な
い
。
法
は
正
義
の
要
請
と
し
て
義
務
の
履
行
を
求
め
る
の
で
あ
り
、行
為
の
予
測
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

科
学
的
合
理
主
義
を
そ
の
ま
ま
人
間
行
動
の
法
則
的
把
握
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
の
は
、
浅
薄
な
科
学
主
義
の
迷
妄
で
し
か
な
い
の
で
あ

る
。お

よ
そ
「
合
理
主
義
」
の
概
念
は
、
社
会
的
・
文
化
的
諸
現
象
の
な
か
を
貫
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
諸
現
象
を
正
当
に
把
握
す
る
た
め

に
必
須
の
基
本
的
概
念
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
内
容
か
ら
切
り
離
し
た
形
式
的
概
念
と
し
て
は
存
立
し
え
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は
社
会
と
人
間
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の
有
り
様
を
根
源
的
に
規
定
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
近
代
西
洋
の
文
化
は
総
じ
て
「
合
理
主
義
」
と
総
括
さ
れ
得
る
の
で
あ

り
、
又
そ
れ
は
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
や
ギ
リ
シ
ャ
の
宗
教
・
精
神
に
由
来
し
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
内
で
育
く
ま
れ
、
近
代
に
至
っ
て
法

の
支
配
、
議
会
制
民
主
主
義
、
資
本
主
義
経
済
等
を
開
花
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
、
西
洋
史
の
動
因
と
な
っ
た
精
神
的
原
理
な
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
合
理
主
義
は
西
洋
に
お
い
て
「
普
遍
的
意
味
」
を
持
っ
て
お
り
（
牧
野
雅
彦
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
入
門
』
一
八
七
頁
）、

ま
た
合
理
性
概
念
は
「
西
洋
文
化
世
界
を
解
釈
す
る
た
め
の
基
礎
概
念
に
な
る
」
の
で
あ
る
（
浜
井
修
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
哲
学
』
三

四
一
頁
）。
諸
々
の
論
文
で
「
合
理
性
」
概
念
に
種
々
の
意
味
合
い
を
与
え
、
合
理
性
は
一
定
の
観
点
か
ら
見
た
概
念
に
す
ぎ
ず
、
観
点

が
違
え
ば
合
理
性
の
存
否
や
内
容
も
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
と
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
―
こ
の
よ
う
な
極
度
の
形
式
的
合
理
性
概
念
の
も
と

で
は
、
泥
棒
で
す
ら
合
理
化
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
（「
盗
人
に
も
三
分
の
理
」
と
言
わ
れ
る
）
―
、
後
年
の
体
系
的
著
作
で
は
、
合
理
性

概
念
の
歴
史
的
・
文
化
的
な
、
そ
う
し
て
「
普
遍
的
」
な
意
義
を
強
調
し
て
い
る
（
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
久
雄
他
訳
）『
宗

教
社
会
学
論
選
』
五
頁
以
下
）。
す
な
わ
ち
、
合
理
的
証
明
や
実
験
を
伴
う
天
文
学
、
幾
何
学
、
力
学
、
物
理
学
、
化
学
、
医
学
等
の
科

学
や
、
体
系
性
や
合
理
的
概
念
を
備
え
た
国
家
学
、
法
学
は
、
西
洋
に
の
み
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
芸
術
に
お
い
て
も
、
合
理
的
な

和
声
音
楽
や
記
譜
法
は
西
洋
に
し
か
存
在
せ
ず
、合
理
的
建
築
様
式
や
遠
近
法
の
合
理
的
使
用
に
よ
る
絵
画
も
西
洋
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
学
問
の
合
理
的
・
組
織
的
な
専
門
的
経
営
や
こ
れ
に
対
応
し
た
専
門
官
僚
に
よ
る
行
政
も
近
代
西
洋
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
ま
た
代
議
制
議
会
と
合
理
的
に
制
定
さ
れ
た
法
規
の
下
で
の
国
家
統
治
も
西
洋
以
外
で
は
進
展
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
諸
制
度
、
学
問
、
文
化
の
特
殊
西
洋
的
合
理
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
合
理
性
が
一
定
の
内
容
と
結
び
つ
い
た
合

理
性
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
絵
画
に
お
け
る
遠
近
法
、
音
楽
に
お
け
る
和
音
和
声
法
、
諸
科
学
に
お
け
る
実
験
と

合
理
的
証
明
、
等
の
指
摘
は
、
各
分
野
に
お
け
る
「
合
理
」
が
そ
の
分
野
に
お
け
る
諸
現
象
を
支
配
す
る
法
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
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こ
の
意
味
で
諸
現
象
を
包
摂
す
る
内
容
と
し
て
の
合
理
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ

う
に
近
代
西
洋
の
諸
制
度
、
学
問
、
文
化
の
内
容
的
合
理
性
を
指
摘
し
て
お
き
な
が
ら
、
近
代
法
や
資
本
主
義
経
済
に
つ
い
て
は
こ
の
よ

う
な
内
容
的
合
理
の
視
点
が
不
明
瞭
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代
の
法
学
に
つ
い
て
は
、
厳
密
な
法
律

学
的
図
式
や
思
考
形
式
が
西
洋
以
外
の
地
域
に
は
欠
け
て
い
た
と
し
、
ま
た
近
代
法
の
合
理
性
は
、
そ
の
内
容
を
ロ
ー
マ
法
の
原
理
に
負

う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
承
認
し
て
い
な
が
ら
、
法
の
原
理
や
形
式
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
音
楽
に
お
け
る
和
声
法
や
絵
画
に

お
け
る
遠
近
法
の
指
摘
と
は
異
な
り
、
全
く
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
資
本
主
義
経
済
に
つ
い
て
も
内
容
的
合
理
の
説
明

は
不
明
瞭
で
歪
め
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
単
な
る
利
益
（
貨
幣
利
得
）
の
追
求
は
、
世
界
中
あ
ら
ゆ

る
と
こ
ろ
に
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
資
本
主
義
の
精
神
に
は
当
た
ら
ず
、
西
洋
の
資
本
主
義
的
経
営
の

特
性
は
、
政
治
権
力
と
の
結
び
つ
き
や
、
掠
奪
、
投
機
な
ど
に
よ
る
非
合
理
的
利
潤
の
獲
得
を
企
図
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
商
品
市
場
に
よ
る

利
潤
獲
得
を
目
指
す
合
理
的
経
営
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
経
営
を
成
り
立
た
し
め
る
要
因
と
し
て
、
第
一
に
、
貨
幣

額
で
表
現
さ
れ
る
資
本
計
算
の
可
能
性
が
、
第
二
に
、
家
政
と
経
営
の
分
離
が
、
第
三
に
、
自
由
な
労
働
の
合
理
的
組
織
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
資
本
計
算
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
資
本
主
義
的
経
営
は
計
測
可
能
性
を
前
提
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
合
理
的

簿
記
や
、
形
式
的
な
規
則
に
も
と
づ
く
計
測
可
能
な
法
と
行
政
が
必
要
と
な
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
計
測
と
予
測
と
の
、

さ
ら
に
、
事
実
的
法
則
と
当
為
規
範
と
の
混
同
が
見
受
け
ら
れ
る
。
簿
記
に
よ
っ
て
は
経
営
の
収
支
的
現
状
が
知
ら
れ
得
る
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
経
営
の
将
来
的
見
通
し
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
自
然
現
象
に
お
い
て
も
計
測
と
予
見
と
は
必
ず
し
も
結
び

つ
く
も
の
で
は
な
い（
気
象
や
地
震
は
数
値
的
に
は
正
確
に
計
測
で
き
る
が
、そ
の
正
確
な
予
測
は
不
可
能
で
あ
る
）。
市
場
は「
生
き
物
」

で
あ
り
、
企
業
は
予
測
と
危
険
と
の
狭
間
の
中
で
経
営
を
続
け
る
の
で
あ
る
（
ホ
ー
ル
ト
ン
、
タ
ー
ナ
ー
（
小
口
信
吉
他
訳
）『
マ
ッ
ク
ス
・
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ウ
ェ
ー
バ
ー
―
自
由
主
義
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
―
』
四
八
頁
以
下
は
、「
経
済
関
係
は
し
ば
し
ば
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
生
む
行
為
の
た
め
に
、

不
確
実
性
と
冒
険
が
つ
き
も
の
」
で
あ
り
、「
事
前
の
確
実
性
は
到
底
あ
り
え
な
い
」
と
説
く
）。
簿
記
は
い
か
に
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ

て
も
本
質
的
に
計
量
的
記
録
で
あ
り
、
経
営
の
生
き
た
実
体
を
捉
え
或
は
そ
の
将
来
を
予
見
し
得
る
手
段
で
は
な
い
。
簿
記
の
過
大
評
価

は
、
経
済
と
会
計
と
を
混
同
す
る
誤
謬
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
資
本
主
義
経
済
の
否
定
の
上
に
成
り
立
つ
社
会
主
義
経
済
に
お
い
て
も
、
計

算
価
格
が
成
立
し
、
こ
の
も
と
に
高
度
の
経
済
計
算
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
経
済
の
形
式
合
理
性
は
保
た
れ
る
と
い
う
論
説
も
あ
り

（
青
山
秀
夫
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論
』
一
四
四
頁
以
下
）、
予
測
可
能
性
を
経
済
の
形
式
的
合
理
性
の
根
拠
と
す
る
見
地

は
、
む
し
ろ
資
本
主
義
経
済
の
特
質
を
見
失
っ
て
い
る
も
の
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
収
支
の
現
状
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
、
経
営

方
針
の
合
理
的
策
定
に
資
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
簿
記
の
合
理
性
は
、
将
来
の
予
測
に
で
は
な
く
、
経
営
の
自
主

的
決
定
に
資
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
家
政
と
経
営
の
分
離
が
、
単
な
る
場
所
的
な
住
居
と
仕
事
場
の
分
離
や
、
経
営

の
事
実
上
の
独
立
と
い
う
次
元
を
越
え
て
、
個
人
財
産
と
、
合
理
的
経
営
簿
記
が
利
用
さ
れ
る
経
営
財
産
が
、
法
的
に
も
分
離
さ
れ
る
こ

と
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
、
中
国
、
イ
ン
ド
等
に
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
近
代
西
洋
に
の

み
に
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
法
的
か
つ
簿
記
上
の
財
産
分
離
を
も
た
ら
し
た
精
神
的
要
因
は
何
で
あ
っ
た
か
が
そ
も
そ

も
問
題
な
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
は
単
な
る
営
利
欲
で
は
な
く
―
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
東
洋
諸
圏
で
も
そ
の
よ
う
な
制
度
が
発
展
し
た
で

あ
ろ
う
―
、
西
洋
独
特
の
合
理
的
精
神
と
し
て
の
峻
別
の
論
理
で
あ
り
、
峻
別
の
上
で
の
自
主
的
決
定
の
精
神
と
し
て
の
自
由
の
精
神
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
高
度
の
簿
記
（
複
式
簿
記
）
の
利
用
そ
の
も
の
が
既
に
経
営
の
自
主
的
決
定
の
要
請
の
も
た
ら
す
も
の
で
あ

る
が
、
簿
記
と
財
産
の
家
政
か
ら
の
分
離
は
、
経
営
の
最
高
度
の
独
立
と
、
こ
の
独
立
「
主
体
」
に
よ
る
完
全
な
経
営
財
産
支
配
を
意
味

す
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
こ
こ
に
経
営
の
自
由
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
世
界
中
他
の
ど
こ
に
も
発
展
し
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な
か
っ
た
種
類
の
資
本
主
義
、
即
ち
、
自
由
な
労
働
の
合
理
的
組
織
と
し
て
の
資
本
主
義
が
西
洋
に
の
み
成
立
し
た
と
し
、
こ
こ
に
西
洋

独
自
の
資
本
主
義
の
特
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
労
働
の
「
自
由
」
と
「
合
理
性
」
の
両
要
素
の
関
係
は
甚
だ

不
明
瞭
で
あ
る
。
第
一
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
賃
労
働
が
、
強
制
の
な
い
自
由
な
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
ゆ
え
に
こ
れ
を
自
由
な
労
働
と

し
て
捉
え
て
お
り
、
資
本
と
の
対
立
関
係
に
あ
る
労
働
、
な
い
し
労
働
力
の
搾
取
と
い
う
観
点
は
全
く
見
ら
れ
な
い
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ

れ
ば
、「
資
本
家
と
賃
金
労
働
者
と
が
近
代
的
労
働
エ
ー
ト
ス
を
も
つ
人
々
と
し
て
近
代
西
洋
の
資
本
主
義
の
資
本
＝
賃
労
働
関
係
の
基

礎
に
横
た
わ
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
（
内
田
芳
明
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
マ
ル
ク
ス
』
二
七
一
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的

に
自
由
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
合
理
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
由
と
合
理
と
は
分
断
さ
れ
、
自
由
な
労
働
は
そ

れ
が
合
理
的
に
組
織
さ
れ
た
場
合
に
合
理
的
労
働
と
な
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
労
働
の
自
由
は
合
理
性
に

対
し
中
立
的
で
あ
り
、
い
わ
ば
白
紙
状
態
に
あ
る
よ
う
に
も
受
け
と
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
由
な

賃
労
働
は
奴
隷
や
隷
農
等
の
不
自
由
労
働
に
比
べ
、
労
働
力
の
再
生
産
が
労
働
者
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
ま
た
労
働
者
が
得
る
賃
金
が

諸
生
産
物
の
購
入
に
当
て
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
資
本
に
と
っ
て
有
利
な
、
す
な
わ
ち
合
理
的
な
労
働
形
態
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
（
青
山
秀

夫
・
前
掲
九
二
頁
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
自
由
な
労
働
」
は
経
営
者
の
立
場
か
ら
い
っ
て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
説

く
）、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
合
理
性
は
、
等
価
交
換
と
し
て
の
商
品
交
換
が
持
つ
経
済
的
有
利
性
、
す
な
わ
ち
強
奪
等
の
力
の
支
配
や

投
機
的
な
偶
然
性
に
よ
っ
て
財
貨
を
収
得
す
る
よ
り
も
、
双
方
の
合
意
に
よ
っ
て
財
物
を
交
換
し
合
う
ほ
う
が
、
少
な
く
と
も
長
期
的
に

は
経
済
的
に
は
相
互
に
有
利
で
あ
る
と
い
う
商
品
交
換
原
理
の
、
労
働
に
お
け
る
適
用
で
あ
り
、
賃
労
働
が
自
由
な
商
品
交
換
に
当
た
る

こ
と
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
賃
労
働
即
自
由
論
は
そ
の
ま
ま
賃
労
働
即
合
理
論
で
あ
り
、
自
由

で
あ
る
こ
と
に
合
理
性
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
カ
ー
ス
ト
制
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
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よ
う
な
、
労
働
の
提
供
資
格
が
身
分
的
に
固
定
化
し
て
い
る
場
合
を
、
自
由
だ
が
非
合
理
な
労
働
と
し
、
他
方
、
古
代
の
奴
隷
制
作
業
場

に
お
い
て
は
、
不
自
由
な
労
働
組
織
で
さ
え
も
一
定
の
合
理
性
の
段
階
に
は
到
達
し
て
い
た
と
し
、
自
由
と
合
理
の
異
別
性
を
強
調
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
商
品
的
自
由
は
市
場
の
自
由
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
身
分
的
制
約
は
そ
も
そ
も
労
働
の
自
由
を

成
り
立
た
せ
ず
、
ま
た
、
奴
隷
労
働
を
物
的
手
段
の
合
理
的
利
用
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
の
は
、
西
洋
近
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
「
合

理
」
概
念
と
矛
盾
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
自
由
の
理
念
と
は
齟
齬
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
論
は
、「
合
理
性
」
の
概
念
が
、
極

め
て
形
式
的
・
技
術
的
な
、
或
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
組
織
論
的
な
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
（
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
久
雄
訳
）『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
五
五
頁
は
「
資
本
主
義
に
は
、

訓
練
の
な
い
自
由
意
思
の
実
行
者
た
ち
は
労
働
者
と
し
て
役
立
た
な
い
」
と
説
く
）。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
西
洋
独
自
の
資
本

主
義
を
「
自
由
な
労
働
の
合
理
的
組
織
」
と
定
義
づ
け
た
さ
い
の
労
働
の
自
由
は
、
そ
れ
が
合
理
的
に
組
織
さ
れ
た
場
合
に
は
、
経
営
の

計
測
可
能
性
を
高
め
る
と
い
う
意
味
で
の
組
織
的
・
手
段
的
意
味
で
の
自
由
で
し
か
な
く
、
ま
た
そ
の
合
理
性
は
、
独
立
し
た
高
度
の
簿

記
が
経
営
の
計
算
性
を
高
め
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
計
算
的
合
理
性
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
労
働
の
自
由
と
は
、

労
働
者
と
経
営
者
と
の
自
由
な
合
意
に
よ
る
雇
用
関
係
の
成
立
と
い
う
点
に
、
即
ち
経
済
的
に
は
そ
れ
が
自
由
な
「
等
価
交
換
」
の
関
係

と
な
る
と
い
う
点
に
本
質
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
計
測
可
能
性
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
こ
で

も
、
簿
記
に
よ
る
資
本
計
算
の
可
能
性
の
問
題
に
お
け
る
と
同
様
に
、
形
式
的
・
技
術
的
な
、
計
測
可
能
性
と
し
て
の
「
合
理
」
概
念
に

陥
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
も
承
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
洋
的
合
理
主
義
は
、
西
洋
以
外
の
地
域

で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
西
洋
の
社
会
・
文
化
史
の
中
核
に
坐
し
て
き
た
精
神
的
特
性
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
精
神
本
質
的
な
概
念
と
し
て
の
合
理
主
義
が
、
単
な
る
形
式
的
、
技
術
的
、
手
段
的
な
意
義
し
か
有
し
得
な
い
は
ず
は
な
く
、
む
し
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ろ
そ
れ
は
近
代
に
至
り
自
由
と
人
権
の
啓
蒙
的
理
性
と
な
っ
て
現
出
し
た
と
こ
ろ
の
普
遍
的
精
神
な
の
で
あ
り
、
自
由
と
理
性
の
概
念
と

別
次
元
に
置
か
れ
る
べ
き
概
念
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
近
代
法
の
合
理
化
の
説
明
の
さ
い
に
「
自
由
権
」
に
重
要

な
地
位
を
与
え
て
い
る
の
は
「
驚
嘆
に
値
す
る
」
と
評
価
さ
れ
（
フ
ロ
イ
ン
ト
（
小
口
信
吉
訳
）『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
社
会
学
』

一
九
五
頁
）、
ま
た
ロ
シ
ア
の
自
由
主
義
化
を
期
待
し
て
い
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
社
会
主
義
革
命
後
に
、
自
由
な
市
場
を
欠
い
た
計
画
経

済
は
合
理
的
経
済
に
達
し
得
な
い
だ
ろ
う
と
予
告
し
た
こ
と
も
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
「
自
由
」
と
「
合
理
」
の

両
概
念
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代
西
洋
の
合
理
主
義
的
認
識
態
度
を
「
主
知
化
」
と
し
て
捉
え

た
が
、
こ
の
よ
う
な
「
知
識
に
よ
っ
て
世
界
を
解
釈
し
、
支
配
し
よ
う
と
す
る
生
活
態
度
」
は
「
我
々
を
自
由
な
独
立
し
た
人
格
と
し
て

自
立
せ
し
め
た
」の
で
あ
り
、「
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
合
理
性
の
意
義
は
、そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
人
格
の
自
由
と
結
び
つ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
」

の
で
あ
る
（
浜
井
修
・
前
掲
三
四
三
頁
）。
自
由
な
人
格
は
外
界
に
無
自
覚
に
隷
従
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体
的
に
法
則
的
枠
組
を
通
じ

て
こ
れ
を
自
己
の
意
識
の
内
に
取
り
込
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
間
行
為
の
合
理
性
こ
そ
、
自
由
の
徴
標
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
（
浜
井
修
・
前
掲
三
四
四
頁
）。
さ
ら
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
資
本
主
義
精
神
の
起
源
に
関
し
て
、
欲
求
解
放

説
に
対
し
禁
欲
説
を
打
ち
立
て
た
が
、
こ
の
こ
と
は
禁
欲
を
強
調
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
啓
蒙
に
懐
疑
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
文
化
に
果
た
し
た
啓
蒙
の
意
義
を
認
め
て
お
り
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
後
の
自
由
主
義
者
と
い
え
る
か
も
知
れ
な

い
」
と
も
さ
れ
て
い
る
（
上
山
安
敏
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
そ
の
社
会
』
三
三
五
頁
）。
一
方
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
説
く
合
理
主
義
の
背
後
に
は
、

実
践
理
性
や
純
粋
理
性
に
対
す
る
信
頼
が
あ
り
、
彼
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
社
会
に
お
け
る
理
性
の
役
割
に
つ
き
鋭
い
分
析
を
な
し
え
た

の
も
、
理
性
の
役
割
を
徹
底
的
に
重
視
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
理
性
主
義
的
見
地
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
も
か
か
わ

る
根
源
的
人
間
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
（
寺
尾
誠
・
大
塚
久
雄
編
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
』
三
五
三
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頁
以
下
）。
以
上
の
よ
う
な
論
議
に
見
ら
れ
る
、
い
さ
さ
か
混
乱
し
た
不
明
瞭
な
「
合
理
」
と
「
理
性
」
と
「
自
由
」
の
概
念
の
相
互
的

関
連
性
と
各
概
念
の
本
質
的
意
義
と
が
明
確
に
了
知
さ
れ
な
け
れ
ば
、
近
代
社
会
に
お
け
る
法
、
経
済
、
そ
の
他
の
社
会
・
文
化
現
象
を

支
配
す
る
「
合
理
主
義
」
の
正
当
な
理
解
に
は
至
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
理
性
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
然
界
と
人
間
界
を
含
む
と
こ
ろ
の
世
界
の
真
理
、
な
い
し
こ
の

真
理
を
知
り
ま
た
こ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
人
間
精
神
の
本
源
的
志
向
性
を
意
味
す
る
。
前
者
、
す
な
わ
ち
事
柄
の
真
理
を
知
ろ
う
と

す
る
「
観
察
す
る
理
性
」（
ヘ
ー
ゲ
ル
（
長
谷
川
宏
訳
）『
精
神
現
象
学
』
一
六
八
頁
）
に
お
い
て
は
、
理
性
は
単
に
現
象
を
個
別
的
、
表

面
的
に
捉
え
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
現
象
を
貫
く
法
則
を
見
出
し
、
現
象
の
う
ち
に
発
現
す
る
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。「
現
実
的
な

も
の
は
理
性
的
で
あ
り
、
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
が
、
理
性
は
現
実
を

離
れ
た
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
現
実
の
有
り
様
と
し
て
存
立
す
る
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代
西
洋
に
お
い
て
は
、
こ

の
世
の
出
来
事
が
不
可
知
の
神
秘
的
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
（
脱
呪
術
化
）、
世
界
は
法
則
の
支
配
の
下
に
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
法
則
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
を
予
測
し
又
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
し
、
こ

れ
を
主
知
主
義
的
合
理
化
（
intellektualistische
Rationalisierung）
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
地
は
、
右
の
「
観
察

す
る
理
性
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
常
識
的
な
意
味
で
の
「
理
性
」
の
概
念
に
も
相
即
の
も
の
で
、
疑
念
の
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
ま
た
こ
れ
に
倣
う
論
者
が
、「
人
間
の
行
為
」
の
合
理
性
を
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
合
理
性
の
下
に
、

す
な
わ
ち
予
測
可
能
性
と
結
び
つ
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
重
大
な
論
理
的
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
右
の

見
地
は
、
人
間
の
行
為
が
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
と
き
、
当
人
の
行
為
に
伴
う
考
慮
や
動
機
づ
け
の
分
析
に
よ
っ
て
行
為
の
意

味
が
解
明
さ
れ
得
、
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
の
解
明
の
も
と
に
行
為
は
「
明
証
性
」
を
与
え
ら
れ
、
か
く
し
て
そ
れ
は
行
為
の
予
測
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可
能
性
を
拡
大
さ
せ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
見
地
は
や
や
曖
昧
で
あ
る
が
、
浜
井
修
・
前
掲
一
八
八
頁
は
、「
行
為

が
自
由
に
な
さ
れ
れ
ば
な
さ
れ
る
ほ
ど
、
予
測
可
能
性
と
い
う
意
味
で
の
合
理
性
が
増
大
す
る
」
と
明
言
す
る
）。
ま
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

説
い
た
社
会
的
行
為
の
四
類
型
、
す
な
わ
ち
「
目
的
合
理
的
」、「
価
値
合
理
的
」、「
感
情
的
」、「
伝
統
的
」
の
う
ち
前
二
者
の
み
が
合
理

的
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
明
確
な
自
覚
と
意
識
が
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
え
な
い
行
為
様
式
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
あ
れ

ば
行
為
の
「
理
解
」
や
「
計
測
」
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
と
も
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
安
藤
英
治
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

研
究
』
二
九
五
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
行
為
者
が
行
為
に
至
る
ま
で
の
諸
々
の
配
慮
や
動
機
が
外
部
か
ら
「
解
明
」
さ
れ
、
行
為
の
意

味
が
「
理
解
」
さ
れ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に
完
了
し
た
行
為
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
将
来
の
行
為
の

予
測
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
将
来
の
予
測
は
単
に
過
去
や
現
在
の
「
理
解
」
に
よ
っ
て
は
成
立
し
得
ず
、
理
解
が
因
果
的
理
解

で
あ
る
と
き
初
め
て
予
測
が
可
能
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
時
間
の
前
後
に
渡
っ
て
、
即
ち
経
時
的
に
現
象
を
結
び
付
け
る
も
の
が
結
果

の
必
然
性
と
し
て
の
因
果
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
（
時
間
的
に
前
の
要
素
と
後
の
要
素
と
の
間
に
存
立
の
相
関
性
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、
前

の
要
素
を
原
因
と
呼
び
後
の
要
素
を
結
果
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
）。
目
的
合
理
的
行
為
や
価
値
合
理
的
行
為
に
お
け
る
合
理
は
―
価
値
合
理

性
に
お
け
る
「
価
値
」
は
行
為
の
目
的
な
い
し
手
段
あ
る
い
は
随
伴
的
事
情
が
一
定
の
価
値
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
に
過
ぎ
な
い
―
、

目
的
と
、
手
段
と
し
て
の
行
為
と
の
間
の
適
合
性
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
共
時
的
な
両
要
素
間
の
関
連
性
は
見
い
だ
せ
て
も
、

経
時
的
な
両
要
素
間
の
因
果
性
は
見
出
せ
な
い
。
行
為
に
お
い
て
ま
ず
目
的
設
定
が
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
目
的
実
現
の
た
め
の
手
段
と

し
て
の
行
為
の
実
行
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
目
的
・
手
段
の
経
時
的
連
動
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
心
意
は
行
動
と

共
に
あ
り
、
行
動
の
な
か
で
心
意
は
目
的
と
手
段
を
結
び
付
け
て
い
る
。
こ
の
心
意
が
い
わ
ゆ
る
「
故
意
」
で
あ
り
、
故
意
ゆ
え
に
人
は

責
任
を
負
い
、
或
は
結
果
を
自
分
の
も
の
と
す
る
。
こ
の
一
体
的
心
理
と
し
て
の
故
意
の
中
で
目
的
と
手
段
と
は
一
体
で
あ
る
。
な
お
、
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
も
、
行
為
の
理
解
と
明
証
性
に
よ
っ
て
行
為
に
つ
い
て
の
因
果
的
言
明
を
下
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

は
社
会
学
的
規
則
が
必
要
で
あ
る
と
も
し
て
お
り
、「
人
間
行
動
の
意
味
理
解
と
行
動
の
過
程
の
因
果
的
解
明
と
が
質
的
に
異
な
る
に
は

当
然
」
な
の
で
あ
る
（
浜
井
修
・
前
掲
三
二
三
頁
）。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
行
為
の
合
理
性
を
分
析
す
る
際
に
は
、

因
果
法
則
的
な
解
明
以
外
に
、
行
為
者
の
意
図
や
洞
察
を
下
に
し
た
行
為
の
解
明
的
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
意
味
適
合
性
と

し
て
の
合
理
性
の
判
断
で
あ
る
と
し
た
が
、
客
観
的
法
則
性
の
観
点
を
度
外
視
し
た
行
為
の
意
味
の
解
明
は
、
単
な
る
個
別
具
体
性
の
次

元
で
の
行
為
の
理
解
に
過
ぎ
ず
、
普
遍
性
の
認
識
に
至
り
得
な
い
非
学
問
的
な
営
み
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
（
中
野
敏
雄
『
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
現
代
・
増
補
版
』
一
二
九
頁
は
、
以
上
の
よ
う
な
解
明
可
能
性
を
前
提
と
す
れ
ば
、
行
為
は
動
機
的
に
理
解
し
う
る
よ
う

に
な
る
と
説
く
が
、
動
機
は
、
行
為
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
個
別
的
で
一
回
限
り
の
現
象
で
あ
る
か
ら
、
行
為
の
動
機
的
理

解
は
、
行
為
者
が
そ
れ
を
欲
し
た
か
ら
そ
う
し
た
と
い
う
理
解
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
）。
さ
ら
に
、
目
的
合
理
的
行
為
と
価
値
合
理
的

行
為
を
統
括
す
る
「
合
理
的
行
為
」
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う
と
こ
ろ
の
行
為
の
理
念
型
に
当
た
り
、
そ
の
明
証
性
の
ゆ
え
に
理
念
型
と

し
て
有
用
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
（
浜
井
・
前
掲
二
五
五
頁
）、
こ
こ
に
お
け
る
「
理
念
型
」
は
、
現
実
を
測
定
す
る
た
め
の
思
想
的
標
準

型
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
下
で
個
々
の
行
為
は
標
準
型
か
ら
の
偏
差
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
行
為
の
因
果
的
理
解
を
導
き
出
し
得
る

概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
の
「
理
解
」
を
因
果
的
理
解
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
「
合
理
論
」
は
、
自
然
現
象
が
合

理
的
方
法
に
よ
っ
て
―
そ
こ
で
は
法
則
的
把
握
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
―
因
果
的
必
然
性
の
下
に
理
解
さ
れ
る
の
に
な
ぞ
ら
え
て
、
自
然
の

現
象
と
は
異
質
の
人
間
の
行
為
に
つ
い
て
も
―
こ
こ
に
お
い
て
は
理
解
と
明
証
性
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
―
因
果
的
合
理
性
ゆ
え
に
行
為
の

意
味
の
理
解
可
能
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
て
、
自
然
に
関
す
る
認
識
と
同
様
な
合
理
主
義
的
・
主
知
主
義
的
方
法
が
人
間
の
行
為
に
も

当
て
は
ま
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
行
為
は
「
心
意
」
の
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
心
意
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は
「
共
感
」
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
、
因
果
的
客
観
法
則
に
よ
っ
て
は
支
配
さ
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
人
は
自
分
自
身
の
心
理
状

況
を
他
人
よ
り
も
一
層
よ
く
「
理
解
」
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
自
分
自
身
の
行
為
に
つ
い
て
明
瞭
な
予
測
を
持
っ
て
い
な
い
の
が
通
例

で
あ
り
、
予
定
は
し
ば
し
ば
変
更
さ
れ
る
。
予
測
と
予
定
と
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
予
定
に
お
い
て
は
可
変
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

自
分
自
身
が
予
期
で
き
な
い
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
、
他
人
が
予
測
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
合
理
的
行
為
に
お
い
て
は
、
目

的
手
段
の
関
係
に
つ
い
て
の
意
識
（
適
合
性
の
意
識
）
が
行
為
に
伴
う
が
、
し
か
し
こ
の
一
体
的
関
係
に
あ
る
行
為
と
心
意
と
が
、
時
間

の
経
過
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
発
現
す
る
か
は
、
予
測
困
難
で
あ
る
。
合
理
的
行
為
は
理
解
可
能
で
あ
り
明
証
性
を
帯
び
る
ゆ
え
に
そ
の

予
測
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
、
行
為
と
心
意
と
の
共
時
的
相
即
の
関
係
と
、
行
為
と
心
意
の
経
時
的
因
果
関
係
と
を
混
同
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
一
定
の
時
点
で
の
行
為
の
「
理
解
」
は
将
来
の
行
為
の
予
測
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行

為
の
「
合
理
性
」
を
法
則
性
、
予
見
可
能
性
に
求
め
る
こ
と
自
体
が
、
観
察
す
る
理
性
の
対
象
と
し
て
人
間
の
行
為
を
設
定
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
人
間
存
在
の
客
体
的
・
物
的
把
握
の
誤
り
を
犯
す
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
人
間
の
理
性
的
本
質
を
無
視
し
た
思
惟
方
法

な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
人
間
の
行
為
の
合
理
性
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
実
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
既
に
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、目
的（
価
値
）合
理
的
行
為
に
お
い
て
は
行
為
は
明
確
な
自
覚
と
意
識
を
伴
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
基
本
的
立
場
は
「
主
知
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
人
間
に
内
在
す
る
知
的
本
性
は
、
知
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
瞬
間

的
・
個
別
的
な
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
§
一
三
二
、
家
を
構
成
す
る
木
材
の
一
部
に
火
を
つ
け
る
者
は
、

家
自
体
に
火
を
つ
け
る
者
で
あ
る
と
説
明
す
る
）、
行
為
に
お
け
る
意
識
（
故
意
）
は
当
然
、
目
的
手
段
の
関
係
を
含
む
と
こ
ろ
の
、
行

為
に
係
る
諸
要
素
に
つ
い
て
の
総
合
的
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
い
わ
ゆ
る
合
理
的
行
為
は
、
意
識
を
伴
う
行
為
と
し
て
自
由
な
行
為
そ
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の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
自
由
と
は
「
意
の
ま
ま
」「
希
望
通
り
」
の
行
動
状
況
を
い
う
の
で
は
な
く
、

行
為
の
意
味
が
当
人
に
知
ら
れ
て
い
る
状
況
を
さ
す
の
で
あ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
§
一
一
七
は
、
意
思
の
権
利
は
自
分
の
目
的
の
な
か

で
、
知
っ
て
い
る
事
情
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
と
し
て
、
こ
れ
を
「
知
の
権
利
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
言
明
は
責
任
の
観
点
を

通
じ
て
、
知
と
自
由
と
の
相
即
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
）。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
「
感
情
的
行
為
」
や
「
伝
統
的
行
為
」
も
行
為
の

内
容
が
当
人
に
知
ら
れ
て
い
る
限
り
―
通
常
そ
う
で
あ
ろ
う
が
―
、
行
為
の
内
容
の
知
に
、
感
情
や
、
伝
統
に
つ
い
て
の
知
が
伴
っ
て
い

る
場
合
を
指
し
、
そ
れ
は
ま
さ
に
知
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
「
合
理
的
行
為
」
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
こ

れ
を
合
理
的
行
為
か
ら
除
外
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
「
主
知
主
義
」
を
貫
徹
し
得
ず
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
誤
解
し
、「
観
察
す

る
理
性
」
に
お
け
る
知
の
役
割
を
―
そ
こ
で
は
法
則
的
認
識
に
基
づ
く
予
測
が
可
能
と
な
る
―
、
そ
の
ま
ま
人
間
の
行
為
に
当
て
は
め
よ

う
と
し
、
行
為
の
予
測
と
は
「
親
和
的
」
と
想
定
さ
れ
た
目
的
的
（
価
値
的
）
行
為
の
み
を
「
合
理
的
行
為
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、「
主
知
主
義
」
を
貫
徹
す
る
な
ら
、「
予
測
可
能
性
」
や
予
測
の
た
め
の
「
法
則
」
に
依
存
す
る
と
い
う
回
り
道
を
た
ど
る

必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
行
為
の
意
義
は
、
他
な
ら
ぬ
行
為
す
る
当
人
自
体
が
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
知
」
は
、

動
物
は
持
た
な
い
人
間
固
有
の
本
性
で
あ
り
、
人
間
が
理
性
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
根
源
的
要
素
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、「
目

的
合
理
的
行
為
」
と
い
う
枠
内
で
あ
る
が
、
人
間
の
行
為
に
お
け
る
主
観
的
要
素
と
し
て
の
「
意
図
」
に
合
理
的
要
素
を
見
出
し
た
の
は
、

行
為
の
外
形
性
に
法
則
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
安
直
な
科
学
主
義
を
排
し
た
秀
逸
な
態
度
で
あ
っ
た
と
い
え
る
（
中
野
敏
雄
・
前
掲
一
四

七
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
行
為
の
自
由
を
意
識
性
と
合
理
性
に
結
び
付
け
て
い
る
と
す
る
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
意
図

と
い
う
意
識
自
体
の
精
神
的
本
質
に
「
合
理
」
を
求
め
る
こ
と
を
為
し
得
ず
、
意
図
と
行
為
と
の
連
関
の
理
解
可
能
性
に
、「
適
合
性
」

と
し
て
の
「
合
理
」
を
見
出
す
と
い
っ
た
通
俗
的
観
点
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
意
識
は
そ
れ
自
体
が
理
性
の
歩
み
な
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の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
行
為
に
お
け
る
知
と
し
て
の
意
識
は
、
こ
れ
に
伴
い
こ
れ
を
包
摂
す
る
と
こ
ろ
の
自
己
意
識
を
前
提
と
し
て
お
り

（
意
識
は
常
に
「
自
分
」
の
意
識
で
あ
る
）、
さ
ら
に
、
こ
の
自
己
意
識
は
、
そ
れ
自
身
が
行
為
の
相
手
な
い
し
第
三
者
の
自
己
意
識
と
共

通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
自
分
の
「
我
」
は
相
手
な
い
し
第
三
者
の
「
我
」
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
身
の
自
己
意

識
は
人
間
に
共
通
な
普
遍
的
自
己
意
識
の
、
こ
の
「
私
」
の
内
で
の
個
別
的
存
立
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
お
り
、
こ
こ
に
、
普
遍
性
と

個
別
性
と
の
一
体
性
と
し
て
の
「
理
性
」
が
発
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
§
一
五
八
）。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
の
「
知
」

に
既
に
理
性
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
中
野
敏
雄
・
前
掲
一
三
五
頁
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
解
明
的
理
解
」
は
「
人
格
性
を
備
え
た

文
化
人
の
相
互
的
理
解
の
方
法
的
な
結
晶
化
で
あ
る
」
と
説
く
）。
そ
う
し
て
、
知
っ
て
為
す
行
為
は
自
由
で
あ
る
か
ら
、
自
由
で
あ
る

こ
と
は
精
神
の
本
質
と
し
て
、
そ
れ
自
身
理
性
の
歩
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
由
な
行
為
は
即
自
的
に
理
性
的
性
質

を
保
有
し
て
お
り
、
行
為
の
「
合
理
性
」
を
認
め
る
た
め
に
「
予
測
可
能
性
」
や
「
因
果
的
必
然
」
と
い
う
客
体
的
特
性
を
持
ち
出
す
必

要
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
理
性
は
「
行
為
す
る
理
性
」
に
該
当
す
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
二
五
五
頁
）。「
観
察
す
る
理
性
」

に
お
い
て
は
理
性
は
法
則
性
の
把
握
の
う
ち
に
現
出
し
た
が
、「
行
為
す
る
理
性
」
に
お
い
て
は
、
理
性
は
行
為
が
自
由
で
あ
る
こ
と
そ

の
も
の
の
う
ち
に
現
出
す
る
。
理
性
は
真
理
で
あ
り
、
人
間
の
真
理
は
自
由
な
主
体
で
あ
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー

バ
ー
が
、
人
間
の
社
会
的
行
為
に
係
る
学
問
が
、
自
然
現
象
を
対
象
に
す
る
学
問
（
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
）
と
は
異
な
り
、
人
間
の
内
面

的
要
素
の
理
解
に
よ
る
行
為
の
明
証
化
を
め
ざ
す
べ
き
と
し
た
の
は
、
正
当
な
学
問
的
態
度
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
自

由
意
思
の
自
律
の
理
性
的
性
格
を
理
解
し
得
ず
、
行
為
の
意
味
の
解
明
に
も
と
づ
く
行
為
の
類
型
化
と
理
念
型
の
構
成
と
い
う
形
式
主
義

的
方
法
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
の
学
と
し
て
の
社
会
科
学
は
、
人
間
が
動
物
と
は
異
な
る
本
性
を
持
つ
こ

と
、
す
な
わ
ち
人
間
が
自
由
の
主
体
と
し
て
為
す
行
為
が
本
来
的
に
理
性
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
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と
も
、
単
な
る
恣
意
、
好
き
勝
手
は
、
低
次
元
の
自
由
で
あ
り
、「
行
為
す
る
理
性
」
は
、「
観
察
す
る
理
性
」
が
事
象
の
生
起
の
内
に
法

則
性
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
存
立
す
る
よ
う
に
、
自
由
な
行
為
が
法
則
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
理
性
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
こ
こ
に
お
け
る
自
由
の
法
則
は
、
観
察
す
る
理
性
に
お
け
る
と
異
な
り
、
因
果
的
な
、
予
測
を
可
能
に
す
る
法
則
で
は
な
く
、
自

由
そ
の
も
の
が
法
則
性
に
お
い
て
存
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
由
の
法
則
性
と
し
て
の
理
性
は
、
直
接
的
で
原
初
的
な
形
態
と
し
て

は
、
行
為
が
一
貫
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
理
性
で
あ
り
、
真
の
理
性
で
は
な
く
、
恣
意
の
規
律
性
と
し
て
の
理
性
で
し
か
な

い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
営
利
活
動
に
お
け
る
恣
意
の
規
律
性
、
す
な
わ
ち
「
自
己
統
御
」
に
「
資
本
主
義
の
精
神
」
を
見
出

し
、
こ
れ
を
「
合
理
主
義
」
と
呼
び
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
禁
欲
倫
理
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
が
、
本
質
的
な
意
義
に
お
け
る
「
行
為

す
る
理
性
」
は
、
自
由
が
自
由
そ
の
も
の
の
原
理
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
自
由
が
そ
の
普
遍
性
に
お
い
て
展
開
さ

れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
有
名
な
定
言
に
よ
れ
ば
（『
実
践
理
性
批
判
』）、「
汝
の
意
思
の
格
率
が
常
に
同
時
に
一
つ
の

普
遍
的
な
立
法
の
原
理
と
し
て
通
用
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
定
言
は
単
な
る
無
矛
盾
性
の
形
式
論
で
し

か
な
く
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
§
一
三
五
）、
普
遍
的
格
率
が
相
応
の
内
容
を
持
つ
た
め
に
は
、「
自
由
」
の
概
念
自
体
が
論
理
必
然
的
に
展

開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
自
由
が
理
念
と
し
て
あ
る
た
め
に
は
自
由
な
人
格
と
自
由
な
所
有
権
と
自
由
な
契
約
と
が
現
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
§
三
四
以
下
）。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
歴
史
的
に
は
古
代
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て

初
め
て
不
十
分
な
が
ら
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
自
由
な
人
格
は
身
分
と
し
て
存
立
し
た
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
所
有
権
や
契
約

も
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
代
私
法
は
こ
れ
を
受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ
資
本
主
義
経
済
の
礎
と
し
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は

近
代
私
法
の
起
源
を
古
代
ロ
ー
マ
に
求
め
な
が
ら
、
そ
の
内
容
的
原
理
に
触
れ
ず
、
単
に
そ
れ
を
抽
象
的
規
則
の
体
系
と
意
義
づ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
法
の
根
本
的
概
念
と
し
て
の
自
由
の
理
念
か
ら
目
を
背
け
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
対
応
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
学
問
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的
方
法
と
し
て
の
形
式
主
義
と
、
こ
れ
に
由
来
す
る
基
本
的
学
問
的
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
「
合
理
主
義
」
の
形
式
主
義
的
歪
み
の
も
た
ら
し

た
も
の
で
あ
り
、
本
来
深
遠
で
尊
貴
な
「
理
性
」
と
「
自
由
」
の
理
念
が
、「
予
見
を
可
能
に
す
る
法
則
性
」
と
い
う
外
面
的
概
念
や
、

利
益
追
求
へ
の
恣
意
と
し
て
の
欲
望
主
義
的
観
念
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
通
俗
的
に
は
法
則
の
支
配
と
は
矛
盾
す
る

も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
「
自
由
」
の
理
念
か
ら
は
、
そ
の
本
質
的
要
素
と
し
て
の
「
自
己
規
律
」
が
剥
ぎ
取
ら
れ
―
既
述
の
よ
う
に
自

由
と
は
自
己
規
定
で
あ
り
、
そ
の
一
貫
性
が
自
己
規
律
で
あ
る
が
―
、
自
由
が
放
埓
と
混
同
さ
れ
、
他
方
で
自
由
主
義
の
経
済
で
あ
る
は

ず
の
資
本
主
義
経
済
の
精
神
が
、
規
律
の
精
神
と
「
親
和
的
」
な
禁
欲
倫
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
久
雄
訳
）『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
は
、「
規
範
に
服
す
る
こ
と
の
な
い
自
由

な
商
業
」
は
近
代
独
自
の
資
本
主
義
の
源
泉
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
（
五
四
頁
）、
ま
た
「
イ
タ
リ
ア
人
や
フ
ラ
ン
ス
人
の
よ
う
な
，

liberum
arbitrium
（
自
由
裁
量
・
放
縦
）
が
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
い
る
諸
民
族
の
特
色
」
は
資
本
主
義
を
進
展
さ
せ
た
「
天
職
」
の

思
想
に
は
結
び
つ
き
得
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
（
九
三
頁
））。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
放
埓
と
し
て
の
自
由
が
資
本
主
義
を
生
み
出
し
得

な
か
っ
た
と
い
う
理
解
は
、
逆
に
、
本
来
の
自
由
の
精
神
が
―
そ
の
本
質
は
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
―
自
己
規
律
の
因
子
を

通
じ
て
資
本
主
義
経
済
を
発
展
せ
し
め
た
こ
と
を
意
味
し
、
自
由
と
理
性
の
原
理
の
展
開
と
し
て
近
代
史
が
事
実
上
把
握
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
大
塚
久
雄
『
同
著
作
集
第
八
巻
』
五
八
五
頁
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な
、
欲
求
開
放
的
な
自

由
思
想
に
対
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
禁
欲
思
想
と
根
底
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
た
自
由
の
観
念
が
勝
利
し
た
と
こ
ろ
に
、
近
代
社

会
と
そ
の
自
由
が
生
み
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
説
く
が
、
精
神
に
お
い
て
自
由
は
理
性
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
反
理
性
的
な
欲

求
主
義
的
「
自
由
」
は
、
真
の
自
由
で
は
な
い
）。

右
の
よ
う
に
、「
合
理
主
義
」
は
、「
効
率
的
」、「
無
駄
が
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
通
俗
的
概
念
で
は
な
く
、
ま
た
観
点
の
違
い
に
よ
っ
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て
内
容
を
異
に
し
場
合
に
よ
っ
て
は
真
逆
の
内
容
を
も
持
ち
得
る
玉
虫
色
の
概
念
で
も
な
く
、
人
間
社
会
の
真
理
を
捉
え
る
学
問
的
概
念

で
あ
る
べ
き
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
理
性
」
主
義
で
有
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
て
、
人
間
精
神
の
本
質
は
自
由
で
あ
る
か
ら
、
理

性
主
義
は
即
自
由
主
義
で
あ
り
、
理
性
は
自
由
そ
の
も
の
の
法
則
性
と
し
て
の
自
由
意
思
の
原
理
以
外
に
は
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
法
の
合
理
主
義
」
と
は
、
自
由
の
体
系
と
し
て
法
が
存
立
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
、
単
に
法
的
関
係
や
裁
判
の
予

測
を
可
能
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
外
面
的
・
形
式
的
意
義
し
か
有
し
な
い
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
尊
厳
が
自
由
に
あ
る
こ
と
を
前
提

と
す
る
と
こ
ろ
の
、
深
い
精
神
性
を
含
む
法
的
原
理
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
近
代
法
の
合
理
主
義
は
、
前
近
代
の
法
の

諸
形
態
と
の
形
式
的
同
一
性
を
乗
り
越
え
た
崇
高
な
法
理
念
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
理
念
を
十
全
に
理
解
し
、
法
の

適
用
を
通
じ
て
こ
れ
を
社
会
の
内
に
現
実
化
す
る
こ
と
が
、
近
代
法
学
の
基
本
的
使
命
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
法
の
合
理
主
義
と
類
縁
的
な
問
題
と
し
て
、「
合
法
的
支
配
」（
legale
H
errschaft）
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
正

当
的
支
配
に
は
三
つ
の
純
粋
型
が
あ
る
と
さ
れ
、
制
定
規
則
に
よ
る
秩
序
の
合
法
性
と
こ
の
下
で
の
命
令
の
合
法
性
に
対
す
る
信
念
に
も

と
づ
く
合
理
的
性
格
の
支
配
が
合
法
的
支
配
と
よ
ば
れ
、伝
統
的
支
配
や
カ
リ
ス
マ
的
支
配
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
ヴ
ェ
ー
バ
ー

（
世
良
晃
志
郎
訳
）『
支
配
の
諸
類
型
』
一
〇
頁
）。
こ
の
よ
う
な
分
類
は
、
お
よ
そ
社
会
的
関
係
に
お
け
る
支
配
は
、
単
な
る
物
質
的
な
、

或
は
情
緒
的
な
動
機
に
よ
っ
て
は
確
か
な
も
の
に
な
り
え
ず
、
そ
の
た
め
に
は
「
正
当
性
の
信
念
」
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
把
握
に
よ
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
旨
は
は
な
は
だ
不
明
瞭
で
不
可
解
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
合
法
的
支
配
に

お
け
る
正
当
性
の
信
念
の
存
立
の
根
拠
の
説
明
が
曖
昧
で
あ
る
―
む
し
ろ
欠
け
て
い
る
―
か
ら
で
あ
る
。
法
に
係
る
正
当
性
の
信
念
に
お

い
て
は
、
法
そ
の
も
の
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
信
念
と
、
法
に
基
づ
く
ゆ
え
に
行
政
そ
の
他
の
統
治
行
為
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
信
念
と

は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
支
配
の
正
当
性
を
解
明
と
類
型
化
の
対
象
と
し
、
合
法
的
支
配
を
伝
統
的
支
配
や
カ
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リ
ス
マ
的
支
配
と
対
比
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
伝
統
や
カ
リ
ス
マ
性
そ
の
も
の
が
自
ら
の
支
配
の
正
当
性
の
信
念
を
生
む
よ
う
に
、

合
法
的
支
配
に
お
い
て
も
、
法
そ
の
も
の
が
法
の
支
配
の
正
当
性
の
信
念
を
生
み
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
法
の
支
配
の
正
当
性
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
説
明
を
避
け
、
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
秩
序
や
法
に
も
と
づ
く
命
令

の
合
法
性
を
提
示
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
（
前
掲
一
〇
頁
）、「
制
定
さ
れ
た
諸
秩
序
の
合
法
性
と
、

こ
れ
ら
の
秩
序
に
よ
っ
て
支
配
の
行
使
の
任
務
を
与
え
ら
れ
た
者
の
命
令
権
の
合
法
性
と
に
対
す
る
信
仰
」
に
も
と
づ
く
支
配
を
合
法
的

支
配
と
定
義
づ
け
し
、「
秩
序
」
や
「
権
限
」
の
媒
介
概
念
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
そ
の
も
の
の
正
当
性
の
問
題
を
、
法
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
秩
序
や
命
令
の
正
当
性
―
形
式
的
正
当
性
で
し
か
な
い
―
の
問
題
に
す
り
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ヴ
ェ
ー

バ
ー
も
、
法
の
正
当
性
の
信
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
全
く
触
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、「
制
定
規
則
と
い
う
も
の
は
形
式
上
は
非
の

打
ち
ど
こ
ろ
な
く
成
立
し
、
ま
た
、
世
間
一
般
に
通
用
す
る
や
り
方
で
成
立
し
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
制
定
規
則
に
は
す
な
お
に
し
た
が
う

べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
が
合
法
性
の
信
念
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
が
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
濱
島
朗
訳
）『
社
会
学
論
集
』
一
三
六
頁
）、
合
法

性
の
信
念
は
法
の
正
当
性
に
対
す
る
信
念
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
り
、
法
律
の
形
式
的
成
立
は
法
が
法
で
あ
る
と
い
う
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に

過
ぎ
な
く
、
ま
た
成
立
の
仕
方
は
文
字
通
り
手
続
的
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
規
則
が
一
致
し
た
合
意
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
か
否

か
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
合
法
性
の
信
念
と
は
無
関
係
の
要
素
で
あ
る
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
前
掲
一
三
七
頁
）。

以
上
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
合
法
的
支
配
の
概
念
は
、
種
々
の
見
地
か
ら
疑
念
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
（
星
野
英
一
・
前
掲
「
現
代

に
お
け
る
契
約
」
一
七
頁
は
「
法
な
ら
ば
ど
ん
な
内
容
の
法
で
も
よ
い
の
か
」
と
問
い
、
丸
山
眞
男
『
政
治
の
世
界
』
四
一
頁
は
、
合
法

的
支
配
は
形
式
的
合
法
性
に
す
ぎ
ず
、
実
質
的
正
当
性
と
は
異
な
る
と
断
ず
る
）。
し
か
し
右
の
よ
う
な
「
合
法
的
支
配
」
の
概
念
の
無

内
容
性
は
、
実
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
露
呈
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
合
法
的
支
配
の
最
も
純
粋
な
類
型
は
、
官
僚
的
行
政
で
あ
り
、
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官
僚
的
行
政
は
そ
の
精
確
性
、
規
律
等
の
点
で
、
支
配
の
実
行
に
お
け
る
形
式
的
に
は
最
も
合
理
的
な
形
態
で
あ
る
と
し
、
そ
う
し
て
そ

の
上
で
、「
合
理
的
行
政
は
、
ま
さ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
社
会
主
義
秩
序
に
と
っ
て
は
、
資
本
主
義
的
秩
序
よ
り
も
一
層
明
確
な
形
式
的
諸
規

則
に
従
っ
た
厳
密
に
官
僚
制
的
な
行
政
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
世
良
訳
）『
支
配
の
諸

類
型
』
二
九
頁
）。
こ
の
よ
う
な
、
自
由
を
欠
く
社
会
主
義
秩
序
の
合
理
性
の
容
認
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
、「
合
法
的
支
配
」
概
念
の
形

式
主
義
的
歪
曲
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
法
」
の
理
解
自
体
の
無
内
容
性
―
単
に
抽
象
的
規
則
と
把
握
し
内
容
的
原
理
を
無
視
す
る
―
、
並

び
に
そ
の
「
合
理
主
義
」
の
相
対
主
義
的
把
握
―
観
点
に
よ
っ
て
「
合
理
性
」
が
左
右
さ
れ
る
―
の
両
要
因
の
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、

近
代
社
会
に
お
け
る
法
、
特
に
議
会
で
の
論
議
に
も
と
づ
く
成
文
法
の
「
合
理
的
」
意
義
を
見
失
わ
せ
、
さ
ら
に
、
近
代
社
会
の
基
本
的

統
治
原
理
と
し
て
の
「
法
治
主
義
」
の
理
性
的
意
義
を
見
誤
ら
せ
る
謬
論
で
あ
る
。
近
代
社
会
に
お
け
る
人
間
存
立
の
根
本
的
原
理
は
、

主
体
性
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
§
一
二
四
頁
）。
社
会
の
規
範
に
対
し
諸
個
人
は
自
ら
の
内
面
の
決
断
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
「
良
心
」
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
従
う
。
こ
の
精
神
が
「
近
代
法
に
特
有
な
順
法
精
神
の
要
素
」
と
し
て
の
「
内

面
的
自
発
性
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
内
面
的
自
発
性
に
お
い
て
は
法
規
範
へ
の
拘
束
も
「
人
の
自
由
あ
る
い
は
主
体
性
と
矛
盾
し
な
い

も
の
、
否
そ
の
実
現
」
と
し
て
観
念
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
川
島
武
宜
「
順
法
精
神
」『
近
代
社
会
と
法
』
八
七
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
人
の

主
体
的
自
由
の
実
現
と
し
て
法
の
支
配
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
法
自
体
が
、
自
由
の
普
遍
的
法
則
を
内
容
と
す
る
自
由
の
体
系
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
近
代
法
の
下
で
は
、
人
の
個
人
的
・
主
観
的
自
由
が
法
の
普
遍
的
・
客
観
的
自
由
と
一
体
に
な

る
の
で
あ
り
、
こ
の
一
体
性
の
中
に
法
の
理
性
的
本
性
が
示
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
§
二
五
八
）。
こ
の
よ
う
に
「
合

法
的
支
配
」
は
、
法
が
単
に
抽
象
的
規
則
の
体
系
と
し
て
存
立
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
客
観
的
規
則
が
自
由
を
内
容
と
し

て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
「
理
性
」
の
支
配
を
さ
す
の
で
あ
る
。
な
お
、「
合
法
的
支
配
」
概
念
の
無
内
容
性
を
指
摘
す
る
右
引
用
の
見
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地
は
、
近
代
法
に
お
け
る
意
思
の
役
割
を
軽
視
し
、「
意
思
か
ら
理
性
へ
」
を
唱
導
し
、
中
世
思
想
に
お
け
る
理
性
の
重
視
を
指
摘
す
る

の
で
あ
る
が
（
星
野
英
一
・
前
掲
「
契
約
思
想
・
契
約
法
の
歴
史
と
比
較
法
」
四
九
頁
以
下
）、
近
代
思
想
は
、
人
間
性
の
外
に
あ
っ
た

客
観
的
理
性
を
、
人
間
の
内
面
的
精
神
と
し
て
の
自
由
の
内
に
取
り
込
め
、
理
性
を
主
観
即
客
観
の
原
理
と
し
た
の
で
あ
り
、「
意
思
か

ら
理
性
へ
」
は
、
近
代
と
い
う
時
代
を
生
ん
だ
精
神
と
し
て
の
内
面
的
主
観
性
を
無
視
す
る
復
古
的
議
論
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
「
合
法
的
支
配
」
を
形
式
的
合
法
性
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た
右
引
用
の
論
者
は
、
後
に
、「
合
法
的
支
配
」
の
正
統
性
の
問
題
は
、

「
人
民
一
般
の
支
配
者
に
対
す
る
服
従
の
そ
れ
で
は
な
く
、
臣
下
の
君
主
（
ヘ
ル
）
に
対
す
る
服
従
の
そ
れ
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と

説
明
し
た
と
さ
れ
る
が
（
星
野
英
一
・
前
掲
「
現
代
に
お
け
る
契
約
」
一
八
頁
の
丸
山
発
言
）、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
支
配
の
正
統
性
の
議
論

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
限
定
の
視
点
は
欠
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
主
君
・
臣
下
の
関
係
の
指
摘
は
、
正
鵠
を
得
た
も
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ゲ
ル
マ
ン
中
世
の
主
君
と
臣
下
の
間
の
い
わ
ゆ
る
封
建
的
関
係
に
お
い
て
は
、
人
的
支
配
が
誠
実
（
T
reue）
の

精
神
を
介
し
て
自
由
の
関
係
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
近
代
的
な
法
の
支
配
の
歴
史
的
源
流
と
も
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
問
題

に
関
し
て
は
、
村
上
淳
一
『
ゲ
ル
マ
ン
法
史
に
お
け
る
自
由
と
誠
実
』
が
詳
論
し
て
い
る
）。
ゲ
ル
マ
ン
的
主
従
関
係
は
、
自
由
と
忠
誠

（
T
reue）
の
関
係
で
あ
り
、「
個
人
は
自
由
意
思
に
よ
っ
て
、
あ
る
個
人
に
加
担
す
る
が
、
自
分
か
ら
進
ん
で
こ
の
関
係
を
破
り
得
な
い

も
の
に
仕
立
て
る
」（
ヘ
ー
ゲ
ル
（
武
市
健
人
訳
）『
歴
史
哲
学
下
巻
』
一
八
六
頁
）。
こ
の
よ
う
な
個
人
的
関
係
と
し
て
の
自
由
と
支
配

の
関
係
は
、
近
代
主
権
国
家
の
も
と
で
は
普
遍
化
さ
れ
、
国
家
は
国
民
全
体
を
支
配
す
る
権
力
主
体
と
な
る
が
、
他
方
国
民
諸
個
人
は
す

べ
て
自
由
な
人
格
と
し
て
認
め
ら
れ
、
且
つ
、
こ
の
よ
う
な
者
と
し
て
国
家
に
主
体
的
に
服
属
し
、
国
家
の
誠
実
な
成
員
と
な
る
。
こ
の

よ
う
な
個
人
の
自
由
と
国
家
的
団
結
の
統
一
の
も
と
で
は
「
義
務
と
権
利
と
は
も
は
や
恣
意
に
委
ね
ら
れ
な
い
で
、
合
法
的
な
関
係
と
し

て
確
立
さ
れ
る
」（
ヘ
ー
ゲ
ル
・
前
掲
一
八
七
頁
）。
誠
実
（
忠
誠
）
は
、
自
由
と
支
配
と
を
合
一
さ
せ
る
高
度
の
精
神
と
し
て
、
理
性
そ
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の
も
の
な
の
で
あ
る
。


