
統
治
と
市
民
社
会
の
差
異
の
意
義

　
　
　
ー
へ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
統
治
権
の
窓
意
性
排
斥
を
め
ぐ
っ
て
－

神

山

伸
　
　
弘

11〕統治と市民社会の差異の意義

序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
へ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
要
綱
』
に
お
け
る
「
統
治
権

（
肉
①
阻
胃
昌
O
q
ω
O
q
①
峯
印
5
」
論
を
マ
ル
ク
ス
が
官
僚
制
の
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
叙
述
だ
と
し
て
批
判
し
た
と
き
（
穴
匡
ω
・
ω
』
ミ
）
、
そ
の
ね

ら
い
は
、
市
民
杜
会
と
国
家
の
対
立
を
解
消
し
、
こ
の
対
立
に

根
を
も
つ
官
僚
制
そ
の
も
の
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
的
な
問
題
関
心
に
か
ぎ

ら
ず
、
市
民
杜
会
と
国
家
と
の
媒
介
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論

を
評
価
す
る
さ
い
つ
ね
に
「
ア
ポ
リ
ア
」
と
し
て
問
題
と
さ
れ

て
き
た
が
、
リ
ト
デ
ル
の
指
摘
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
か
か
る

ア
ポ
リ
ア
の
発
生
す
る
根
本
的
理
由
は
つ
ぎ
の
点
に
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
へ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
よ
る
と
、

市
民
杜
会
に
お
け
る
諸
身
分
・
職
業
団
体
・
自
治
体
な
ど
の
媒

介
要
素
が
、
「
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
差
異
（
冒
箒
篶
昌
）
の
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

揚
棄
性
を
表
現
し
て
い
る
」
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
理
解
が
正
当
な
も
の
だ
と
し
て
も
、

国
家
と
市
民
杜
会
と
の
差
異
そ
の
も
の
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
へ

ー
ゲ
ル
の
発
想
の
う
ち
に
な
い
と
す
れ
ぱ
、
「
ア
ポ
リ
ア
」
自
身

は
む
し
ろ
、
差
異
の
廃
棄
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
る
解
釈
者
の
が

わ
が
生
み
出
し
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
か

れ
は
、
市
民
杜
会
を
人
倫
的
理
念
の
分
裂
態
と
し
て
理
解
し
、

こ
こ
に
お
け
る
普
遍
性
と
特
殊
性
と
の
差
異
を
同
一
化
し
て
い

く
こ
と
に
重
犬
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
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た
だ
ち
に
か
か
る
差
異
そ
の
も
の
の
廃
棄
で
な
い
こ
と
は
、

『
法
の
哲
学
』
の
「
市
民
杜
会
」
論
序
論
に
お
い
て
明
確
に
示
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
吻
H
o
o
σ
＞
目
8
■
）
、
ま
し
て
や
こ
れ
が

国
家
と
市
民
杜
会
と
の
差
異
の
廃
棄
と
い
う
課
題
を
提
起
す
る

も
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
家
族
・
市
民
杜
会
と
の
関
係
に
お
い

て
国
家
が
議
論
さ
れ
る
（
竈
8
）
こ
と
か
ら
も
容
易
に
み
て
と

れ
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
市
民
杜
会
と
国
家
の
差
異
の
廃
棄
を
め
ぐ
る
議

論
が
、
こ
れ
ま
で
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
現
存
の
政
治
と
の
関
係

を
考
え
る
う
え
で
生
々
し
い
実
践
的
意
義
を
有
し
て
き
た
と
は

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
あ
た
か
も

へ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
根
本
問
題
だ
と
み
な
さ
れ
る
と
、
か
れ
自
身

と
し
て
は
両
老
に
差
異
を
認
め
つ
つ
議
論
を
す
す
め
た
こ
と
の

意
義
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
つ
づ
け
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
差
異
の
意
義
を
「
国

家
」
論
レ
ベ
ル
で
検
討
し
た
い
の
だ
が
、
こ
れ
が
強
く
意
識
さ

れ
る
の
は
、
『
法
の
哲
学
』
で
は
と
り
わ
け
そ
の
「
統
治
権
」
論

に
お
い
て
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
近
代
国
家
論
的

な
意
義
は
、
す
で
に
ア
ヴ
ィ
ネ
リ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
へ
ー
ゲ
ル
の
官
僚
制
的
な
統
治
権
は
、
「
公
共
政
策

が
市
民
杜
会
の
も
ろ
も
ろ
の
利
害
の
直
接
的
反
映
に
な
」
ら
な

い
こ
と
の
「
保
証
」
で
あ
り
、
職
業
団
体
や
自
発
的
団
体
の
存

在
は
、
「
行
政
機
関
の
威
力
に
対
す
る
効
果
的
な
抑
制
と
均
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

の
装
置
」
と
し
て
意
義
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
近
代

性
に
つ
い
て
の
評
価
は
さ
て
お
き
、
二
う
し
た
意
義
づ
け
を
わ

れ
わ
れ
も
妥
当
な
も
の
だ
と
考
え
る
。
だ
が
、
し
か
し
、
か
か

る
有
意
義
な
差
異
も
、
市
民
杜
会
に
お
け
る
利
害
対
立
や
階
級

分
裂
を
廃
棄
す
る
な
か
で
、
不
必
要
に
な
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス

的
な
議
論
も
論
理
的
に
は
な
お
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
へ
ー
ゲ
ル
の
市
民
杜
会
論
に
お
い
て
差
異
の
同

一
化
が
充
分
な
さ
れ
て
い
る
か
い
な
か
は
、
そ
れ
自
体
大
き
な

　
　
　
　
　
　
（
5
）

論
点
と
な
り
う
る
。
た
だ
、
当
面
わ
れ
わ
れ
が
う
け
と
め
る
べ

き
は
、
同
一
化
が
は
た
さ
れ
た
と
か
れ
自
身
が
判
断
し
た
段
階

に
あ
っ
て
も
な
お
、
国
家
が
市
民
杜
会
を
越
え
た
領
域
に
お
い

て
存
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
た
こ
と
の

深
刻
さ
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
た
い
す
る
反
問
の
か
た
ち
で
述

べ
る
な
ら
ぱ
、
よ
し
ん
ば
階
級
対
立
が
廃
棄
さ
れ
た
と
し
て
も

そ
こ
に
成
立
す
る
無
矛
盾
的
な
市
民
杜
会
が
自
分
を
越
え
た
領
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（3）　統治と市民杜会の差異の意義

域
に
国
家
を
構
想
せ
ず
に
す
む
の
か
と
い
う
問
題
と
な
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
逆
に
い
え
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
の
望
む
評
価
基
準
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
わ
ち
論
理
の
問
題
と
し
て
、
市
民
杜
会
と
国
家
の
差
異
が
解

消
す
る
と
仮
定
す
る
と
き
に
、
い
か
な
る
事
態
が
発
生
す
る
こ

と
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
と
き
に
は
同
時
に
、
市
民
杜
会
と
国
家
は
、
差

異
を
も
ち
な
が
ら
も
同
一
性
も
有
し
て
い
る
の
で
、
い
か
な
る

媒
介
関
係
に
よ
っ
て
こ
れ
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
あ

き
ら
か
に
す
る
必
要
も
あ
る
。
た
だ
、
統
治
権
と
市
民
杜
会
の

関
係
を
、
マ
ル
ク
ス
が
着
目
し
た
人
事
・
給
与
面
で
の
同
一
性

で
考
え
る
だ
け
で
は
不
充
分
だ
と
思
わ
れ
る
（
穴
匡
o
o
、
ω
、

覇
罵
．
）
。
か
か
る
同
一
性
は
、
官
僚
の
定
在
形
態
を
静
的
に
了

解
す
る
に
は
役
立
つ
と
し
て
も
、
市
民
杜
会
と
統
治
権
の
形
態

を
過
程
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
を
考
え
る
場
合
、
と
く
に
、
「
政
治
的
国
家
」
内

部
に
お
け
る
統
治
権
の
悉
意
性
が
、
へ
ー
ゲ
ル
を
評
価
す
る
う

え
で
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

で
に
本
誌
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
が
、
君
主
の
悉
意

性
を
除
去
す
る
た
め
に
決
定
内
容
と
い
う
「
特
殊
的
な
も
の
」

　
＾
8
）

（
5
・
ω
・
竃
蜆
）
を
統
治
権
に
委
ね
た
と
す
る
と
、
つ
ぎ
に
は
・

か
か
る
特
殊
性
に
由
来
す
る
悉
意
性
が
問
題
と
な
っ
て
こ
ざ
る

を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
統
治
権
の
存
立
を
前
提

と
す
る
場
合
、
こ
の
処
理
に
誤
る
な
ら
ば
、
君
主
権
と
統
治
権

の
共
同
謀
議
に
よ
っ
て
、
人
民
に
た
い
す
る
恋
意
的
支
配
－

す
な
わ
ち
へ
ー
ゲ
ル
の
概
念
か
ら
し
て
も
専
制
支
配
（
竃
富

＞
昌
員
）
－
が
出
来
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
い
か

に
し
て
へ
ー
ゲ
ル
は
脱
出
し
よ
う
と
し
た
の
か
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
、
『
法
の
哲
学
』
の
「
統

治
権
」
論
を
中
心
に
、
適
宜
そ
の
講
義
録
な
ど
も
参
看
し
な
が

ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
一
市
民
的
自
治
と
統
合
権
に
よ
る
包
摂

　
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
国
家
は
、
市
民
杜
会
の
法
律
や
利
益

を
従
属
さ
せ
る
よ
り
高
次
の
威
力
（
冒
曽
津
）
、
す
な
わ
ち
「
外

面
的
必
然
性
」
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
、
市
民
杜
会
の
特
殊
利

益
と
統
一
さ
れ
る
普
遍
的
目
的
、
す
な
わ
ち
「
内
在
的
目
的
」

だ
と
さ
れ
る
（
竃
胃
）
。
こ
の
「
外
面
的
必
然
性
」
に
つ
い
て
、

マ
ル
ク
ス
は
、
家
族
や
市
民
杜
会
の
「
自
立
的
在
り
方
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（
峯
9
8
）
を
せ
ば
め
L
・
「
事
柄
の
内
的
本
質
（
オ
。
、
。
目
）
を

侵
し
て
く
る
」
も
の
だ
と
評
価
し
（
穴
｝
ω
。
ω
、
N
冒
）
、
ま
た
、

そ
の
普
遍
性
に
つ
い
て
は
1
と
く
に
官
僚
制
を
め
ぐ
る
議
論

の
箇
所
で
L
「
国
家
利
益
が
一
つ
の
特
殊
な
私
的
目
的
と

な
っ
て
」
い
る
と
批
判
し
た
（
穴
曽
ω
．
ω
。
曽
O
）
。
　
，
一
れ
は
、

総
じ
て
、
国
家
が
、
家
族
・
市
民
杜
会
を
超
え
た
領
域
に
「
普

遍
性
」
と
し
て
「
詐
称
的
」
に
自
立
化
し
て
、
こ
れ
ら
を
権
力

的
に
抑
圧
し
う
る
性
格
を
も
つ
に
い
た
る
こ
と
に
た
い
す
る
批

判
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
、
官
僚
制
が
か
か

る
性
格
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
と
み
て
、
二
れ
を
廃
止
す
る
た

め
に
、
と
り
わ
け
、
「
特
殊
的
利
益
が
現
実
的
に
普
遍
的
利
益
に

な
る
こ
と
」
の
必
要
性
を
説
く
（
①
9
．
）
。

　
も
っ
と
も
、
特
殊
性
の
普
遍
性
へ
の
転
化
に
つ
い
て
い
え
ぱ
、

こ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
自
身
も
課
題
と
し
て
お
り
、
「
市
民
杜
会
」
論

に
お
け
る
「
理
念
の
関
心
事
」
は
、
普
遍
性
が
諸
個
人
の
特
殊

性
に
即
し
て
顕
現
し
て
く
る
過
程
を
概
念
把
握
す
る
こ
と
に
あ

　
っ
た
（
吻
H
o
o
べ
）
。

　
た
し
か
に
、
市
民
杜
会
に
お
け
る
諸
個
人
は
、
自
己
の
利
益

を
目
的
と
し
、
普
遍
的
な
も
の
を
手
段
と
し
か
み
な
さ
な
い
。

し
か
し
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
が
利
益
達
成
の
媒
介
に
必
要
な

た
め
、
「
自
分
の
知
と
意
志
の
は
た
ら
き
と
行
動
と
を
普
遍
的

な
仕
方
で
規
定
」
（
①
巨
、
）
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
考
え
る
。

市
民
杜
会
的
活
動
の
な
か
に
、
「
映
現
す
る
（
ω
。
ブ
。
一
箏
。
箏
o
）
」
（
吻

塞
ω
）
形
態
で
あ
る
に
せ
よ
普
遍
的
性
格
が
含
ま
れ
る
の
は
、
こ

う
し
た
事
情
に
よ
る
。
と
く
に
、
（
一
）
「
司
法
活
動

（
丙
8
葦
ω
呂
晶
①
）
」
か
ら
（
二
）
「
福
祉
行
政
（
勺
。
－
、
。
－
）
」
を
へ

て
（
三
）
「
職
業
団
体
（
内
O
｛
O
S
巨
昌
）
」
に
い
た
る
行
程
は
、

普
遍
的
な
も
の
と
主
体
的
特
殊
性
と
の
統
一
（
里
亭
①
5
が
そ

れ
ぞ
れ
、
（
一
）
個
々
の
事
件
に
お
い
て
、
（
二
）
特
殊
性
の
全

範
囲
に
お
い
て
相
対
的
合
一
（
く
①
富
巨
碧
長
）
と
し
て
、
（
三
）

1
産
業
の
特
殊
部
門
と
い
う
制
約
は
あ
る
も
の
の
－
具
体

的
な
総
体
性
（
↓
o
冨
巨
撃
）
に
お
い
て
、
実
現
し
て
い
く
過
程

だ
と
さ
れ
る
（
吻
s
㊤
）
。
こ
の
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
か
れ
な

り
に
、
特
殊
性
が
普
遍
化
す
る
行
程
を
構
想
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
市
民
杜
会
論
で
は
、
市
民
自
身
の
参
加
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
職
業
団
体
を
も
つ
て
特
殊
性
と
普
遍
性
と
の
統

一
の
完
成
を
み
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
し
、
、
一
、
一
で
顕
現

す
る
は
ず
の
普
遍
性
も
、
統
治
権
と
の
か
か
わ
り
で
は
あ
く
ま
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（5）統治と市民社会の差異の意義

で
特
殊
性
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
さ
れ
る
（
竃
g
）
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
完
成
度
か
ら
す
れ
ぱ
、
職
業
団
体
は
、
あ

く
ま
で
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
疎
外
そ
の
も
の
を
克
服
し
て
い

な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
「
ゲ
マ
ン
イ
シ
ャ
フ
ト
」
的
共
同
性
を
実

現
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
『
体

系
』
十
二
頁
）
。
さ
き
の
マ
ル
ク
ス
的
な
要
請
と
の
か
か
わ
り

で
い
え
ば
、
特
殊
的
利
益
が
普
遍
的
利
益
に
転
化
す
る
展
望
が
、

へ
ー
ゲ
ル
で
は
切
り
開
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
れ
は
、
別
言
す
れ
ぱ
、
職
業
団
体
と
い
う
市
民
杜
会
の

「
各
分
肢
が
自
ら
を
全
体
的
普
遍
性
の
場
に
ま
で
高
め
る
」
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
粂
康
弘
は
、
こ
れ
を
次
の

よ
う
に
経
済
学
的
観
点
で
意
味
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
「
市
民

杜
会
に
お
け
る
商
品
生
産
の
分
業
組
織
」
で
あ
る
職
業
団
体
は
、

「
市
場
価
格
の
決
定
」
を
乗
り
越
え
ず
、
「
私
的
な
商
品
生
産
、

そ
の
杜
会
的
分
業
」
に
つ
い
て
の
「
意
識
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

可
能
と
す
る
有
機
性
」
1
簡
潔
に
い
え
ぱ
「
自
覚
的
有
機
性
」

1
を
も
ち
え
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。
か
か
る
意
味
づ
け
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
各
職
業
団
体
が
、
国
民
経
済
と
い
う
普
遍
的
な
も

の
を
意
識
的
に
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と
へ
の
批
判
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
各
職

業
団
体
が
自
治
的
性
格
を
も
つ
た
め
に
、
統
治
権
自
体
に
も
こ

う
し
た
意
識
性
が
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
点
に
も
批
判
が
く
わ
え

ら
れ
て
い
る
（
『
体
系
』
六
－
十
二
頁
）
。

　
こ
こ
で
、
相
対
立
す
る
評
価
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ

れ
る
。
一
方
で
は
、
統
治
権
が
市
民
杜
会
の
「
内
的
本
質
」
を

侵
害
す
る
性
格
を
も
つ
と
み
ら
れ
、
こ
の
場
合
、
市
民
杜
会
的

諸
組
織
は
国
家
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
従
属
的
な
位
置
を
占
め

る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
市
民
杜
会
的
諸
組
織
が
あ
く
ま
で
特

殊
性
に
か
ん
し
て
自
治
的
性
格
を
有
す
る
以
上
、
統
治
権
は
こ

の
活
動
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
評
価
の
対
立
は
－
賛
美
と
な
る
か
批
判

と
な
る
か
は
別
と
し
て
－
」
　
へ
ー
ゲ
ル
解
釈
史
に
お
い
て
繰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

り
返
さ
れ
て
き
た
バ
タ
ー
ン
で
あ
る
が
、
真
実
の
と
こ
ろ
は
ど

う
か
。
ま
ず
は
、
統
治
権
の
機
能
に
重
点
を
お
い
て
検
討
し
て

み
よ
う
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
基
本
的
発
想
は
、
市
民
社
会
の
諸
団
体
（
内
o
H
・

　
　
　
（
1
0
）

o
o
『
き
昌
g
）
、
す
な
わ
ち
地
方
公
共
団
体
（
o
①
旨
9
邑
①
）
・

営
業
団
体
（
Ω
①
ξ
①
｝
①
）
・
階
層
団
体
（
ω
蔓
邑
①
）
な
ど
を
「
自
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（
u
）

主
管
理
（
ω
①
亭
9
き
；
箒
冒
O
q
）
L
（
－
。
ω
』
H
H
）
団
体
と
み
な

し
、
統
治
権
の
が
わ
の
活
動
を
こ
れ
ら
に
対
す
る
「
監
督
．
助

言
・
形
式
的
決
定
に
制
限
」
（
－
ω
．
胃
べ
）
す
る
こ
と
に
あ
る
。

と
く
に
、
市
民
杜
会
の
こ
う
し
た
自
治
な
い
し
は
「
共
同
統
治

（
昌
－
胃
晶
庁
『
9
）
」
（
－
・
ω
・
胃
o
）
が
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
「
君

主
制
に
お
け
る
民
主
制
の
原
理
」
（
①
巨
・
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

れ
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

　
市
民
杜
会
と
統
治
権
と
が
か
か
る
関
係
を
も
つ
と
す
れ
ぱ
、

粂
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
的
な
統
治
権
は
、
諸
団
体

本
来
の
活
動
の
内
部
に
干
渉
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
市
民
杜
会

に
お
い
て
自
然
成
長
を
と
げ
る
経
済
的
分
業
の
結
果
を
た
ん
に

「
追
認
」
（
『
体
系
』
十
二
頁
）
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
よ
う
に

み
え
る
。
す
な
わ
ち
国
民
経
済
の
意
識
的
統
制
が
で
き
な
い
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
へ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
即
し
て
、
『
法
の

哲
学
』
全
体
に
目
配
り
し
な
が
ら
、
統
治
権
の
権
能
を
全
面
的

に
と
ら
え
る
場
合
、
こ
う
し
た
見
方
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
お
そ
ら
く
、
貧
富
の
蓄
積
に
た
い
し
て
市
民
杜
会
が
資
産
力

能
（
く
胃
昌
儘
雪
）
を
備
え
て
い
な
い
と
い
う
有
名
な
議
論
か

ら
等
閑
視
さ
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
統
治
権
の
重
要
な
権

能
で
あ
る
福
祉
行
政
権
は
、
生
産
老
と
消
費
者
の
あ
い
だ
の
利

益
衝
突
を
回
避
し
、
均
衝
状
態
を
達
成
す
る
た
め
に
、
必
要
な

規
制
を
意
識
的
に
お
こ
な
う
権
利
を
保
持
し
て
い
る
（
竃
覇
）
。

ま
た
、
諸
団
体
の
自
治
が
公
認
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
こ
れ

ら
が
「
公
の
威
力
（
α
萬
9
；
O
訂
竃
き
茸
）
の
監
督
」
（
竃
竃
）

に
服
す
る
か
ぎ
り
で
の
二
と
で
あ
り
、
「
特
殊
的
な
部
分
が
普

遍
的
な
も
の
に
反
抗
す
る
態
度
を
と
ら
な
い
」
（
－
、
ω
．
胃
O
）
か

ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
分
業
体
制
の
へ
ー
ゲ
ル
的
な
承
認
に

は
、
こ
の
よ
う
に
、
た
ん
な
る
「
追
認
」
以
上
の
も
の
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
さ
に
、
「
欲
求
や
特
殊
性
の
体
系
」
の
「
目
的
」
と
「
国
家

の
目
的
が
矛
盾
を
来
す
」
（
－
．
ω
」
ミ
）
と
き
に
は
「
外
面
的
必

然
性
」
が
出
来
す
る
わ
け
だ
が
、
二
こ
で
い
う
「
国
家
の
目
的
」

が
市
民
杜
会
に
は
じ
つ
は
内
在
し
て
い
る
は
ず
の
普
遍
的
目
的

で
あ
る
か
ら
に
は
、
「
外
面
的
必
然
性
」
と
は
、
自
己
の
本
質
と

レ
τ
か
払
目
赴
を
－
み
ず
か
ら
な
し
え
な
い
が
ゆ
え
に
－
統

治
権
を
か
り
て
外
在
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
も
し
も
、
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
の
主
張
す
る
よ
う
な
市
民
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杜
会
の
「
内
的
本
質
」
の
侵
害
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
部
分
的
な

も
の
が
た
ん
に
特
殊
的
な
諸
目
的
の
た
め
に
国
家
を
利
用
し
よ

う
と
す
る
」
（
－
．
ω
。
H
富
）
が
、
こ
と
き
市
民
杜
会
の
「
本
質
」
を

撤
廃
す
る
と
い
う
以
外
に
な
い
。
「
国
家
が
権
力
（
o
①
冬
印
5

と
し
て
現
象
す
る
」
（
①
巨
－
）
と
は
、
ア
ヴ
ィ
ネ
リ
の
指
摘
を
ま

つ
ま
で
も
な
く
、
国
家
が
特
殊
的
利
益
に
従
属
す
る
事
態
を
回

避
せ
ん
と
す
る
反
発
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
が
、
あ
く
ま
で
職

業
団
体
の
自
治
を
前
提
と
し
た
と
き
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
事

態
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
市
民
的
自
治
の
条
件
の
も

と
で
国
民
経
済
を
意
識
的
に
統
制
し
よ
う
と
す
れ
ぱ
、
つ
ね
に

市
民
杜
会
を
超
え
た
領
域
に
国
家
を
要
請
せ
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
へ
i
ゲ
ル
が
統
治
権
に
よ
る
統
制
・
介
入
に
よ
っ

て
ね
ら
っ
た
も
の
は
、
統
治
権
み
ず
か
ら
が
市
民
杜
会
的
欲
求

や
特
殊
性
に
手
を
染
め
る
こ
と
ー
た
と
え
ぱ
国
営
企
業
を
営

む
こ
と
ー
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
統
治
権
の

が
わ
に
市
民
生
活
に
た
い
す
る
権
限
拡
張
の
性
向
が
あ
る
こ
と

を
問
題
視
し
（
－
o
o
。
曽
H
）
、
こ
れ
を
防
止
す
べ
く
市
民
領
域
の

確
保
に
つ
と
め
よ
う
と
す
る
。

　
統
治
権
の
一
般
的
規
定
は
、
市
民
杜
会
の
特
殊
的
目
的
に
関

係
し
な
が
ら
、
「
普
遍
的
国
家
利
益
と
法
律
的
な
こ
と
が
ら
を
、

こ
れ
ら
の
特
殊
的
諸
権
利
の
な
か
で
し
っ
か
り
と
維
持
し
、
後

老
を
前
考
に
つ
れ
も
ど
す
」
（
吻
轟
㊤
）
機
能
、
す
な
わ
ち
「
包
摂

（
O
O
亭
ω
昌
ま
昌
）
の
職
務
」
（
吻
墨
べ
）
を
は
た
す
こ
と
で
あ
る
。

か
か
る
規
定
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
統
治
権
に
よ
る
統
制
・
介

入
は
、
先
行
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
国
家
利
益
や
法
の
貫
徹
の

形
態
で
す
す
め
る
こ
と
し
か
是
認
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
は
、
本
節
の
冒
頭
で
示
し
た
国
家

の
普
遍
性
を
め
ぐ
る
異
論
、
す
な
わ
ち
、
国
家
利
益
や
法
は
む

し
ろ
特
殊
利
益
で
し
か
な
い
と
す
る
異
議
が
お
こ
る
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
か
か
る
普
遍
性
が
容
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の

包
摂
の
あ
り
方
は
悉
意
的
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。　

ま
ず
、
前
者
の
普
遍
性
に
対
す
る
疑
義
は
、
憲
法
体
制

（
＜
胃
ず
ω
彗
長
）
上
の
間
題
と
な
る
な
ら
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
法

の
哲
学
』
の
議
論
の
文
脈
で
も
「
革
命
」
の
議
論
に
直
結
せ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
を
え
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
別
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
。
普
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遍
を
詐
称
し
、
高
次
の
人
民
的
自
己
意
識
に
背
く
が
ご
と
き
憲

法
体
制
は
革
命
的
に
転
覆
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
－
・

ω
』
畠
）
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
議
論
は
、
統
治
権
を
め
ぐ
る
議
論
と

は
別
位
相
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
論
で
は
割
愛
し
て
も
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

　
他
方
、
後
老
の
包
摂
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
こ
と

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
統
治
権
は
、
市
民
杜
会

的
特
殊
の
直
轄
統
治
を
な
さ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
1
す
く
な

く
と
も
「
建
て
前
」
と
し
て
は
－
」
特
殊
的
目
的
を
自
分
の

利
益
と
し
て
独
自
に
追
求
で
き
ず
、
官
吏
の
利
得
算
段
の
た
め

に
そ
の
権
力
を
活
用
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
形
式
的
に
は
、
統
治
権
は
、
す
く
な
く
と
も
市
民
杜
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

的
特
殊
の
場
に
お
い
て
そ
．
の
悉
意
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
正
当

化
で
き
な
く
な
る
。
普
遍
性
の
担
当
老
（
国
家
）
と
特
殊
性
の

担
当
老
（
市
民
杜
会
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
領
域
で
機
能
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

特
化
す
る
こ
と
に
は
、
統
治
権
の
窓
意
性
の
一
端
を
除
去
す
る

熟
於
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
統
治
権
の
悉
意
性
は
、
な

お
実
際
の
包
摂
内
容
の
点
で
発
揮
さ
れ
る
可
能
性
な
き
に
し
も

あ
ら
ず
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
国
家
と
市
民
杜
会
の

あ
い
だ
に
、
政
治
的
国
家
に
お
け
る
権
力
分
立
に
比
す
べ
き
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

種
の
機
能
分
割
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
か
ら
必
然
的
に
、
市
民
杜
会
に
は
、
特
殊

的
活
動
の
自
由
な
領
野
が
確
保
さ
れ
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
。
し
た
が
っ
て
経
済
の
面
か
ら
す
る
と
、
一
度
達
成
さ
れ

た
杜
会
的
分
業
の
均
衡
も
破
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
か
か
る
事

態
に
統
治
権
は
不
断
の
意
識
的
統
制
を
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
統
制
が
「
事
前
の
配
慮

（
＜
O
易
O
轟
①
）
」
（
竈
お
）
を
含
む
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

統
治
権
の
職
務
と
は
、
い
わ
ぱ
悪
無
限
的
に
、
特
殊
の
圏
域
を

確
保
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
普
遍
の
立
場
に
還
帰
さ
せ
る
過
程
的

運
動
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
一
一
国
家
機
能
の
団
体
へ
の
還
帰
と
そ
の
限
界

　
こ
う
し
た
市
民
杜
会
的
活
動
に
あ
る
自
然
発
生
性
．
ア
ナ
ー

キ
ー
性
の
残
澤
を
い
か
に
評
価
す
る
か
は
、
本
論
の
課
題
で
は

な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
市
民
杜
会
に
階
級
対

立
な
ど
の
な
ん
ら
か
の
「
疎
外
」
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
こ

れ
ら
の
個
別
的
・
特
殊
的
婁
象
を
国
家
利
益
や
法
と
い
う
普
遍
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性
に
よ
っ
て
規
定
的
に
廃
棄
す
る
方
法
と
、
そ
の
背
景
た
る
自

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

然
発
生
性
の
息
の
根
を
止
め
る
方
法
ど
で
は
、
原
理
的
に
重
大

な
差
異
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
老
の
方
法
に
は
、
「
市
民
自

身
の
認
識
と
決
断
と
実
行
、
な
ら
び
に
小
さ
な
情
熱
と
空
想
が

思
う
ま
ま
に
駆
け
め
ぐ
る
」
（
竃
O
．
O
＞
目
昌
、
）
余
地
－
す
な

わ
ち
市
民
の
形
式
的
自
由
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
こ
れ

に
た
い
し
て
、
後
老
の
方
法
は
、
自
然
発
生
性
の
芽
で
あ
る
市

民
的
自
由
そ
の
も
の
を
廃
棄
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

自
然
発
生
性
と
い
う
も
の
が
市
民
の
悉
意
を
基
礎
と
し
て
い
る

以
上
、
前
記
目
的
の
た
め
に
は
こ
れ
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
が
、
か
か
る
窓
意
性
こ
そ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
理
解

に
よ
れ
ば
市
民
的
自
由
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
吻
畠
σ
）
。

　
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
議
論
に
は
、
市
民
な
い
し
は
市
民
的
’

諸
領
域
自
身
が
自
発
的
に
普
遍
性
の
担
い
手
と
な
る
な
ら
ぱ
市

民
的
自
由
を
確
保
し
な
が
ら
「
疎
外
」
も
根
絶
し
う
る
し
、
あ

る
い
は
前
節
で
問
題
と
な
っ
た
「
外
面
的
必
然
性
」
も
出
来
し

な
く
な
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
は
、
統
治

権
の
面
に
議
論
が
集
中
し
た
が
、
も
と
も
と
、
「
有
機
的
一
体
性

の
自
覚
」
は
、
こ
ち
ら
で
は
な
く
職
業
団
体
に
要
請
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
へ
ー
ゲ
ル
自
身
も
、
市
民
自
身
に
普
遍
性
の
自

覚
が
芽
生
え
る
こ
と
を
重
大
な
関
心
泰
と
し
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
問
題
に
た
い
す
る
か
れ
の
思
考
方
法
の
特
色
は
、
た
ん
に

市
民
自
身
の
主
観
的
な
道
徳
的
良
心
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
客
観
的
な
諸
制
度
・
政
治
組
織
と
し
て
確
立
す
る
点
に

み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
も
、
前
者
ぱ
か
り
で
は
、

普
遍
性
の
自
覚
が
、
個
人
の
窓
意
性
に
委
ね
ら
れ
、
偶
然
性
に

解
消
し
て
し
ま
う
の
に
た
い
し
、
後
老
に
お
い
て
は
、
た
と
え

個
人
に
お
け
る
逸
脱
は
あ
る
と
し
て
も
、
普
遍
性
の
自
覚
を
全

体
と
し
て
形
成
す
る
客
観
的
な
保
証
が
え
ら
れ
る
と
み
る
か
ら

　
＾
1
5
）

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
客
観
的
諸
制
度
こ
そ
が
、
前
節
で
示
し
た

ご
と
く
、
市
民
杜
会
で
は
司
法
活
動
・
福
祉
行
政
・
職
業
団
体

な
の
だ
が
、
司
法
活
動
と
福
祉
行
政
と
が
統
治
権
に
包
摂
さ
れ

る
段
階
と
、
職
業
団
体
が
統
治
権
に
包
摂
さ
れ
る
段
階
と
で
は
、

そ
の
客
観
の
あ
り
方
に
応
じ
て
市
民
的
意
識
に
か
な
り
の
差
異

が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
客
観
の
あ
り
方
か
ら
み
て
い
こ
う
。
前
老
の
場
合
、
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統
治
権
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
が
、
「
公
の
威
力
」
（
竈
量
　
吻

轟
蜆
g
ρ
）
と
し
て
、
直
接
的
に
市
民
杜
会
の
特
殊
的
な
面
と
接

触
す
る
の
に
た
い
し
（
吻
N
0
。
べ
）
、
後
老
の
場
合
、
特
殊
的
な
領
域

と
し
て
の
職
業
団
体
が
自
分
自
身
の
内
部
的
な
普
遍
性
を
自
己

統
治
し
、
国
家
と
い
う
「
即
か
つ
対
自
的
に
存
在
す
る
普
遍
的

な
も
の
」
と
の
自
治
的
な
媒
介
環
と
な
る
点
で
、
性
格
が
異
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
統
治
権
の
作
用
が
、
個
人
に
と
っ
て
直

接
的
・
権
力
的
で
あ
る
か
、
媒
介
的
・
自
治
的
で
あ
る
か
と
い

う
か
た
ち
で
、
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
は
同
時
に
、
人
的
配
置
の
相
違
で
も
あ
る
。
司

法
活
動
と
福
祉
行
政
の
場
合
、
特
殊
性
を
担
う
具
体
的
個
人
が

そ
の
特
殊
性
に
内
在
す
る
普
遍
性
を
み
ず
か
ら
合
一
さ
せ
る
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
こ
う
し
た
個
人
と
は
異
な
る
「
普
遍
的

階
層
」
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
殊
的
階

層
に
と
っ
て
は
、
普
遍
的
な
も
の
が
、
一
般
的
に
外
的
に
与
え

ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
自
己
の
特
殊
性
に
即
す
る
（
「
自
業
自

得
」
）
と
い
わ
れ
て
も
、
ピ
ン
と
こ
な
い
、
な
お
剥
き
出
し
の
超

越
性
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
司
法
活
動
と
福

祉
行
政
の
が
わ
が
特
殊
性
に
内
在
す
る
普
遍
性
を
追
求
し
た
と

し
て
も
、
市
民
自
身
が
こ
の
目
的
化
を
遂
行
す
る
こ
と
は
必
ず

し
も
要
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
職
業
団
体
は
、
自
分
の
特
殊
性
を
追
求
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ん
と
す
れ
ぱ
す
る
ほ
ど
、
普
遍
性
そ
れ
自
身
を
内
在
的
に
目
的

と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
み
ず
か
ら
普
遍
性
を

体
現
し
な
け
れ
ば
、
利
得
を
う
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
自
己

責
任
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
－
ω
．
冨
①
）
。
普
遍
を
求
め
ぬ
個

人
は
没
落
す
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
個
人

は
無
限
定
に
職
業
団
体
に
信
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
「
個
人
は
、
職
業
団
体
に
よ
っ
て
権
利
を
持
っ
て
い

る
か
ぎ
り
で
し
か
、
職
業
団
体
に
賛
成
し
て
こ
れ
に
関
心
を
も

つ
義
務
を
も
た
な
い
」
（
H
■
ω
、
昌
H
）
。
個
人
の
権
利
が
保
証
さ

れ
る
職
業
団
体
の
場
合
、
普
遍
的
な
も
の
は
、
超
越
的
で
あ
る

こ
と
を
や
め
、
自
己
の
特
殊
性
に
即
す
る
か
た
ち
で
対
自
化
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
普
遍
に
た
い
す
る
個
人
の
意
識
・
意
志

の
態
様
に
も
差
異
の
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

司
法
活
動
・
福
祉
行
政
に
お
い
て
は
、
個
人
が
「
自
分
の
特
殊

的
な
利
害
関
係
の
う
ち
に
即
自
的
に
は
存
在
し
て
い
る
普
遍
的
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な
も
の
と
し
て
の
諸
制
度
に
、
お
の
れ
の
自
已
意
識
を
も
つ
L

こ
と
に
よ
っ
て
し
か
「
普
遍
性
の
権
利
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
に
た
い
し
、
職
業
団
体
に
お
い
て
は
、
か
か
る
自

己
意
識
を
も
つ
ぱ
か
り
で
な
く
、
「
普
遍
的
目
的
に
向
け
ら
れ

た
職
務
と
活
動
」
と
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（
竃
震
）
。

も
ち
ろ
ん
、
前
老
に
お
い
て
も
、
制
度
は
客
観
性
の
エ
レ
メ
ン

ト
に
あ
る
の
だ
が
、
市
民
個
人
の
意
識
や
意
志
の
局
面
で
は
、

た
ん
に
自
已
意
識
の
主
観
性
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
す
な

わ
ち
た
ん
に
個
人
の
徳
の
レ
ベ
ル
で
し
か
、
普
遍
性
の
自
覚
が

保
証
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
、
職
業
団
体
の
場
合
、
普
遍

性
を
自
覚
す
る
実
践
的
活
動
が
自
已
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
く
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
で
も
、
個
人
の
主
観
性
次

第
で
は
、
自
分
の
属
す
る
団
体
自
身
に
疎
遠
な
超
越
性
を
感
ず

る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
自
已
に
即
し
た
位
相
で
普
遍
性

を
客
観
的
に
確
証
で
き
る
場
が
現
実
的
に
あ
る
か
ど
う
か
は
、

決
定
的
な
差
異
と
な
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
普
遍
性
の
自
覚
の
差
異
は
、
市
民
杜
会
と
国
家
の

同
一
性
の
レ
ベ
ル
の
差
異
で
も
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
司
法
活
動
・
福
祉
行
政
の
段
階
に
と
ど
ま
る
か

ぎ
り
で
は
、
市
民
杜
会
と
統
治
権
は
、
相
対
的
に
独
立
の
圏
と

な
る
か
ら
、
双
方
の
対
立
面
が
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
た
だ
、
こ
の
場
合
で
も
、
普
遍
性
が
「
真
」
な
る
も
の
で
、

市
民
が
こ
れ
に
自
分
の
本
質
的
な
自
己
意
識
を
も
つ
か
ぎ
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
、
両
者
の
区
別
は
無
意
味
化
し
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、
対

立
を
固
定
化
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
「
否
定
的
悟
性
」
や

　
＾
〃
）

「
賎
民
」
の
立
場
に
た
つ
者
で
し
か
な
い
と
さ
れ
る
（
伽
N
S

＞
5
冒
、
）
。
つ
ま
り
、
国
家
利
益
や
法
に
自
己
の
特
殊
的
活
動
が

背
か
な
い
か
ぎ
り
、
国
家
は
、
「
外
面
的
必
然
性
」
で
は
な
く
、

「
内
在
的
目
的
」
と
し
て
確
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る

事
態
を
観
念
的
だ
と
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
も
そ

も
こ
の
段
階
で
は
、
市
民
杜
会
と
国
家
が
直
接
的
に
対
立
す
る

以
上
、
両
者
の
同
一
性
を
確
証
す
る
次
元
は
観
念
の
レ
ベ
ル
に

し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
二
の
関
係
は
、
職
業
団
体
の
段
階
に
い
た
る
と
重
大

な
変
化
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
市
民
杜
会
の
特
殊

的
利
益
と
国
家
の
普
遍
的
利
益
と
の
あ
い
だ
に
区
別
の
存
す
る

事
情
に
は
変
化
が
見
ら
れ
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
自
分
の
特

殊
性
に
か
か
わ
る
普
遍
性
で
す
ら
統
治
権
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
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先
の
事
態
は
変
更
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
市
民
的
自
治
の
が
わ
に
還

帰
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
市
民
杜
会
の
が
わ
は
、
以
前

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
・
　
、
　
・
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

に
国
家
の
占
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
機
能
を
自
分
1
の
も
の
と

、
、
、
、
　
　
　
　
（
1
8
）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
観
念
論
だ
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
つ
ね

の
へ
ー
ゲ
ル
的
な
国
家
理
念
の
分
節
化
の
論
理
は
、
国
家
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

機
的
編
成
を
前
提
と
し
た
国
家
権
力
の
下
方
委
譲
の
論
理
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
よ
う
す
る
に
、
官
僚
制
が
独
自
の
権
力
と
な
っ
た
と

し
て
も
、
普
遍
性
の
回
復
を
お
こ
な
う
市
民
の
が
わ
の
機
構
が
、

レ
ベ
ル
の
相
違
は
あ
る
と
し
て
も
、
へ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
は
存

在
し
て
い
る
。

　
だ
と
す
る
な
ら
ぱ
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
市
民
杜
会
と
国
家

の
区
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
主
張

も
で
て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
職
業
団
体
の
場
合
、
内
部
で
普
遍

性
が
実
現
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
己

の
特
殊
性
を
追
求
す
る
限
界
内
の
も
の
で
し
か
な
い
。
職
業
団

体
は
、
特
殊
的
領
域
と
し
て
、
「
あ
ま
り
密
接
で
な
い
諸
条
件
の

連
関
や
普
遍
的
見
地
に
つ
い
て
は
不
完
全
に
し
か
知
っ
て
い
な

い
」
（
－
ω
．
睾
H
）
と
い
う
限
界
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
へ
ー
ゲ
ル
が
か
か
る
限
界
を
固
守
す
る
の
に
た
い
し
、

こ
れ
を
超
え
た
ほ
う
が
理
性
的
だ
と
い
う
批
判
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
。
「
有
機
的
一
体
性
の
自
覚
」
の
要
請
を
一
貫
さ
せ
れ

ぱ
、
職
業
団
体
が
、
か
か
る
限
界
を
突
破
し
て
、
統
治
権
抜
き

に
全
体
的
普
遍
性
へ
と
高
揚
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
別
言
す
れ
ぱ
、
統
治
権
の
全
機
能
を
市
民
杜
会
的

諸
団
体
へ
と
吸
収
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
要
請
は
、
職
業
団
体
の
特
殊
と

し
て
の
概
念
的
本
性
に
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
現
不
可
能

な
課
題
を
設
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
分
肢
に
す
ぎ
ぬ
職
業
団
体

に
、
過
重
な
負
担
を
か
け
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
職

業
団
体
に
客
観
的
に
存
在
す
る
限
界
を
こ
こ
で
突
破
す
る
た
め

に
は
、
唯
一
、
こ
れ
を
主
観
的
・
意
識
的
に
捨
象
す
る
ほ
か
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
全
体
的
普
遍
性
へ
の
高
揚
が

追
求
さ
れ
る
と
す
れ
ぱ
、
職
業
団
体
は
、
自
已
の
特
殊
な
自
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

性
を
日
常
的
に
放
棄
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
事
態
と
な
る
。
こ

れ
は
、
戦
時
体
制
で
の
み
通
用
す
る
議
論
で
あ
る
（
吻
ω
豊
）
。

し
か
も
、
全
体
的
普
遍
性
へ
の
高
揚
に
よ
り
美
し
い
体
制
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

り
を
め
ざ
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
は
必
然
的
に
窓
意
的
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な
体
制
を
生
み
だ
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
事
情
は
こ
う

で
あ
る
。

　
個
人
や
団
体
が
普
遍
性
に
ま
で
高
揚
し
た
と
し
て
も
、
自
己

を
超
え
た
領
域
に
普
遍
性
が
提
示
さ
れ
な
い
場
合
は
、
唯
一
み

ず
か
ら
の
主
観
性
の
域
に
お
い
て
、
普
遍
的
な
内
容
を
定
立
せ

ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で

は
あ
る
）
。
と
こ
ろ
で
、
職
業
団
体
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
特
殊

性
た
る
欲
求
に
か
か
わ
る
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
へ
ー
ゲ
ル
的

に
は
、
特
殊
性
に
か
ん
す
る
意
志
は
悉
意
的
で
あ
る
こ
と
に
注

意
し
よ
う
。
す
る
と
、
「
各
分
肢
が
み
ず
か
ら
を
全
体
的
普
遍

性
の
場
に
高
め
る
」
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
き
、
一
方
で
自
己

の
欲
求
た
る
特
殊
性
を
死
活
の
目
的
と
す
る
者
は
、
こ
れ
を
普

遍
性
だ
と
い
い
く
る
め
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
国
家
全
体
の
あ
り
方
が
、
一

定
の
有
力
な
諸
団
体
の
主
観
性
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
事
態
を

招
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
普
遍
性
を
め
ぐ
る
諸
団
体

の
抗
争
状
態
が
惹
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

自
已
の
特
殊
性
に
か
ん
す
る
普
遍
性
を
自
治
的
に
目
的
化
す
る

さ
い
に
起
こ
り
う
る
衝
突
以
上
の
深
刻
な
事
態
を
生
み
だ
す
こ

と
に
な
る
。
こ
と
は
、
国
家
に
お
け
る
内
乱
で
あ
り
、

こ
れ
を
収
拾
す
る
権
力
を
欠
い
た
事
態
な
の
で
あ
る
。

四
　
万
人
の
統
治
参
加
と
統
治
権
か
ら
の
超
出

し
か
も

　
し
た
が
っ
て
、
欲
求
に
手
を
染
め
る
職
業
団
体
は
、
あ
く
ま

で
そ
の
特
殊
性
の
限
界
内
で
独
自
の
普
遍
性
を
顕
現
さ
せ
る
こ

と
の
ほ
う
が
、
理
性
的
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
統

治
権
と
市
民
杜
会
の
相
対
的
独
立
性
、
お
よ
ぴ
前
老
に
た
い
す

る
後
老
の
従
属
と
い
う
論
理
的
事
態
を
容
認
す
る
と
し
て
も
、

な
お
そ
の
両
老
の
媒
介
の
あ
り
方
に
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
と
く
に
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
依
然
と
し
て
閉

鎖
的
領
域
と
み
ら
れ
る
統
治
権
の
が
わ
が
、
国
家
の
威
力
を
も

つ
以
上
、
職
業
団
体
の
意
向
を
無
視
し
て
一
方
的
に
「
国
家
意

志
」
な
る
も
の
を
お
し
つ
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
、
統
治
権
が
職
業
団
体
を
要
請
す
る
こ
と
を

「
官
僚
制
の
物
質
主
義
」
（
穴
｝
O
n
・
ω
』
お
）
と
み
な
し
、
国
家
が

官
僚
制
的
国
家
で
あ
ら
ん
が
た
め
に
か
か
る
要
請
が
な
さ
れ
て

い
る
と
評
価
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
職
業
団
体

の
導
入
が
こ
う
し
た
も
の
で
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
先
に
触
れ
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た
自
治
な
ど
は
、
空
文
句
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
と
き
、
職
業
団
体
の
長
が
国
家
的
意
識
を
も
つ

と
す
れ
ば
（
吻
墨
㊤
＞
昌
p
）
、
か
れ
は
、
上
意
下
達
式
の
小
官
僚

的
性
格
1
「
お
上
的
セ
ン
ス
の
鼻
持
ち
な
さ
」
・
「
奴
隷
根

性
」
（
宍
｝
O
O
・
ω
。
ω
ω
O
）
1
を
帯
ぴ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
た
し
か
に
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
職
業
団
体
を
有
機

的
に
編
成
せ
ん
と
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
構
想
は
、
国
家
理
念
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

節
化
の
一
環
と
し
て
「
国
家
機
能
の
分
与
」
（
『
体
系
』
十
二
頁
）

の
一
面
を
も
つ
の
で
、
統
治
権
が
「
特
殊
的
な
諸
圏
（
寄
9
窪
）

の
存
立
」
（
－
．
ω
』
昌
）
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
ま
た
、
団
体
成
員
に
よ
っ
て
民
主
的
に
選
挙
さ
れ
る
団

体
執
行
部
は
、
統
治
権
に
従
属
す
る
た
め
に
、
そ
の
認
証
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
、
団
体
成
員
の
意
向
に
従
属
し
な
い
こ
と
も

必
要
と
さ
れ
る
（
－
ω
』
冨
）
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
職
業
団
体

の
国
家
へ
の
接
続
に
よ
っ
て
万
人
の
闘
争
状
態
か
ら
の
脱
却
を

目
論
む
へ
ー
ゲ
ル
は
、
官
僚
制
的
統
制
の
全
般
化
に
よ
っ
て
、

こ
れ
を
達
成
せ
ん
と
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
職
業
団
体
の
執
行
部
が
統
治
権
に
従
属
す

る
の
は
あ
く
ま
で
も
事
柄
の
一
面
で
あ
っ
て
、
逆
に
、
執
行
部

は
協
議
組
織
を
つ
う
じ
て
職
業
団
体
に
統
制
さ
れ
る
も
の
で
も

あ
る
（
－
■
ω
、
H
o
。
①
）
。
か
く
し
て
、
統
治
権
と
職
業
団
体
は
、
そ

れ
ぞ
れ
自
立
的
項
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
接
続
さ
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
「
特
殊
な
専
門
家
階
層
が
決
定
す
る
国
家
的
施
策
を
、

各
分
肢
が
自
治
的
に
」
「
う
け
と
め
る
」
こ
と
が
、
あ
る
い
は

「
各
職
業
団
体
が
自
主
的
に
官
僚
主
導
の
国
家
利
益
に
順
応
す

る
」
（
『
体
系
』
十
六
・
七
頁
）
こ
と
が
概
念
上
自
動
的
に
成
立

す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
両
老
の
「
包
摂
」
の
関
係
に
お
い
て
発
生
す
る
矛
盾
1
す

な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
統
治
権
の
が
わ
が
市
民
的
諸
官
庁
を
抑

圧
し
、
そ
の
管
理
権
を
剥
奪
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
つ
の
に

た
い
し
て
、
他
方
で
は
、
「
市
民
の
諾
官
庁
の
も
つ
自
惚
れ
と
特

殊
性
が
統
治
権
の
諸
官
庁
に
口
を
だ
す
」
傾
向
（
｝
■
ω
。
胃
ω
）

が
あ
る
こ
と
－
こ
う
し
た
「
衝
突
（
宍
O
…
色
8
）
」
の
想
定
の

も
と
で
、
へ
ー
ゲ
ル
は
両
老
の
結
合
を
は
か
ろ
う
と
す
る
。
し

か
も
、
あ
く
ま
で
、
職
業
団
体
の
指
導
機
関
が
「
本
質
的
な
こ

と
を
処
理
し
」
、
官
吏
は
「
自
分
の
欲
す
る
こ
と
を
直
接
的
に
は

完
遂
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
－
・
ω
・
昌
O
。
）
と
い
う
条
件
の
も

と
で
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
困
難
な
条
件
の
も
と
で
統
治
権
と
職
業
団
体
を
結

合
す
る
あ
り
方
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
性
か
ら
迫
る
必
要
が
あ

る
。

　
こ
こ
で
の
問
題
は
、
統
治
権
の
が
わ
に
す
れ
ぱ
、
彼
ら
の
下

し
た
－
普
遍
に
特
殊
を
包
摂
す
る
ト
判
断
が
い
か
に
し
て

職
業
団
体
の
も
の
と
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他

方
、
職
業
団
体
に
と
っ
て
は
、
統
治
権
の
抑
圧
的
性
格
を
排
除

し
て
特
殊
性
を
め
ぐ
る
自
由
な
活
動
領
域
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
が

関
心
事
と
な
ろ
う
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
団
体
精
神
の
国
家
精
神
へ
の
転
化
と
い
う
過

程
の
う
ち
に
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
み
る
。
こ
れ
は
、
特
殊
的

諸
領
域
の
権
限
が
国
家
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

団
体
精
神
が
生
じ
、
さ
ら
に
特
殊
的
諸
領
域
が
目
的
追
求
の
手

段
を
国
家
に
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
団
体
精
神
が
国
家
精
神
に

転
化
す
る
過
程
の
こ
と
で
あ
る
（
吻
墨
㊤
＞
目
貝
）
。
国
家
に
よ

る
団
体
の
公
認
を
「
簡
単
な
橋
渡
し
」
（
『
体
系
』
九
頁
）
だ
と

軽
視
す
れ
ぱ
、
へ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
に
こ
め
た
重
大
な
意
味
、
す

な
わ
ち
、
団
体
は
国
家
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
死
活
の

利
益
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
承
認
の
形
式
が
存
在
し
な
い
と
き
、
団
体
は
、

無
権
利
の
状
態
に
あ
り
、
最
悪
の
場
合
－
「
国
家
に
対
立
す

る
私
権
と
し
て
権
力
を
占
有
す
る
場
合
」
（
－
ω
．
－
ミ
）
は
と
く

に
1
－
、
反
国
家
的
存
在
と
し
て
廃
棄
さ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る
。
逆
に
、
団
体
の
存
立
が
認
証
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
す
で
に

み
た
と
お
り
、
自
己
の
利
益
と
普
遍
性
を
確
証
す
る
場
が
確
立

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
国
家
に
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、

た
ん
に
「
行
政
機
構
の
末
端
」
（
『
体
系
』
十
二
頁
）
に
と
ど
ま

っ
て
、
自
分
の
特
殊
的
目
的
の
実
現
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ぱ
、

団
体
は
、
も
は
や
自
立
的
存
在
で
は
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
当

然
、
自
発
性
を
も
っ
て
国
家
的
活
動
に
関
与
し
よ
う
と
は
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
自
立
的
存
在
と
し

て
の
個
人
を
承
認
す
る
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
「
人
間
は
、
普
遍

的
な
も
の
が
自
分
の
利
己
心
（
里
①
q
①
昌
暮
N
）
を
満
た
さ
な
け

れ
ば
、
普
遍
的
な
も
へ
に
な
ん
の
関
心
も
示
さ
な
い
」
（
－
．
O
O
．

崖
ω
）
と
い
う
洞
察
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
特
殊
的
諸
領
域
が
国

家
に
お
い
て
目
的
追
求
の
手
段
を
も
つ
と
は
、
「
国
家
に
お
い

て
自
分
の
生
計
（
向
邑
ω
后
冨
）
と
名
誉
と
な
る
職
務
」
（
H
．
ω
．
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H
o
。
仁
）
が
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
特
殊

的
な
諸
領
域
は
、
た
だ
国
家
に
よ
っ
て
の
み
存
立
す
る
」
（
－
。
ω
・

胃
H
）
と
い
う
意
識
、
す
な
わ
ち
国
家
精
神
が
発
生
す
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
統
治
権
と
団
体
と
の
こ
う
し
た
有
機
的
結
合
の
提
起
は
、
へ

ー
ゲ
ル
に
と
り
、
近
代
的
統
治
関
係
の
批
判
で
も
あ
っ
た
。
す

で
に
「
職
業
団
体
」
論
に
お
い
て
、
個
々
人
の
投
票
に
よ
っ
て

代
議
士
を
選
出
す
る
代
表
制
民
主
主
義
と
い
う
「
通
常
の
国
家

表
象
」
が
、
「
国
家
か
ら
個
別
的
市
民
へ
と
跳
躍
す
る

（
ω
肩
冒
①
q
）
」
も
の
、
あ
る
い
は
逆
に
、
「
個
人
の
利
害
関
心
．
個

人
の
悉
意
か
ら
跳
躍
し
て
、
普
遍
的
利
害
関
心
へ
の
参
加
と
い

う
他
極
に
い
た
る
」
も
の
だ
と
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
た
（
＜
F

ω
．
s
o
）
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
国
家
的
普
遍
性
と
個
人
的
特
殊
性
と

が
、
こ
う
し
た
「
跳
躍
」
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
無
関
係
に
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
最
高
の
具
体
的
普
遍
性
」
と
い

う
政
治
の
場
を
構
想
す
る
さ
い
に
、
仲
間
集
団
と
い
う
共
同
体

を
諸
個
人
に
解
体
す
る
考
え
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ぱ
「
市
民

生
活
と
政
治
生
活
と
を
別
々
に
切
り
離
し
た
ま
ま
に
し
、
後

者
を
い
わ
ば
宙
に
浮
か
す
」
も
の
で
し
か
な
い
（
吻
ω
8
＞
冒
昌
し
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
す
る
も
の
は
、
端
的
に
い
っ
て
、
一

方
で
は
、
少
数
老
に
よ
る
国
家
意
志
の
私
物
化
な
い
し
は
悉
意

的
行
使
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
露
骨
な
権
力
に
依
拠
す
る
こ
と

を
本
質
と
す
る
政
治
な
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
国
家
意
志
が
少
数
老
の
悉
意
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
と
い
う
の
は
、
本
質
的
に
は
、
国
家
意
志
の
表
明
の
基
礎
が

個
人
に
よ
る
選
挙
（
峯
閏
巨
）
す
な
わ
ち
悉
意
に
お
か
れ
る
こ
と

　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

に
よ
っ
て
、
「
国
家
意
志
」
即
「
個
人
の
窓
意
」
と
い
う
こ
と
カ

「
整
合
的
」
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
吻
ω
8

＞
自
目
．
）
。
し
か
も
、
投
票
行
為
が
「
多
数
者
の
な
か
の
た
ん
な

る
一
票
」
と
い
う
没
意
味
性
を
帯
ぴ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍

的
な
も
の
へ
の
「
跳
躍
」
そ
れ
自
体
す
ら
、
個
人
に
よ
っ
て
果

た
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
（
吻
曽
H
＞
昌
一
・
）
。
リ
ー
デ
ル
の

い
う
，
こ
と
く
に
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
「
公
民
（
津
§
房
く
O
寿
）
」

　
　
　
　
　
　
（
η
）

が
い
な
い
と
す
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
と
し
て
は
、
有
権
老
と
し
て

し
か
存
在
し
な
い
個
人
な
ど
で
「
公
民
」
が
成
立
し
た
と
は
認

め
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
権
力
を
本
質
と
す
る
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な

事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
市
民
杜
会
に
お
け
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る
団
体
の
政
治
的
意
志
を
無
化
し
て
た
ん
な
る
個
別
的
人
格
を

基
礎
と
す
る
政
治
体
制
を
、
「
抽
象
的
諸
観
念
」
・
「
原
子
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

表
象
」
（
吻
ω
O
O
O
＞
昌
一
、
一
吻
胃
H
）
・
「
機
械
論
」
（
F
ω
．
ω
墨
）
だ

と
評
価
す
る
。
も
っ
と
も
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
「
憲
法
体
制
は
気
構

え
（
o
①
9
昌
§
o
q
）
と
機
械
論
の
統
一
で
あ
る
」
（
F
ω
。
ω
ミ
）

と
し
、
法
律
・
習
俗
な
ど
の
精
神
的
な
も
の
が
「
伝
達

（
冨
葦
①
＝
昌
①
q
）
」
可
能
な
も
の
と
し
て
機
械
論
に
服
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
刎
）

を
主
張
す
る
か
ら
、
単
純
に
機
械
論
の
役
割
を
否
認
す
る
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
実
在
的
な
機
械
的
過
程
」
を
純

粋
に
取
り
出
し
た
場
合
、
普
遍
性
の
威
力
1
こ
こ
で
は
「
外

面
的
必
然
性
」
と
し
て
の
国
家
1
が
、
客
観
1
こ
こ
で
は

個
人
－
固
有
の
自
己
内
反
省
と
し
て
の
否
定
性
で
は
な
い
と

き
に
は
、
疎
遠
な
も
の
（
軍
①
昌
ま
ω
）
・
暴
力
（
o
①
ξ
等
）
と

＾
2
5
）

な
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
的
な
有
機
的
体
制
と
い
え
ど
も
、
国
家
が
こ
う
し

た
権
力
的
性
格
を
露
呈
す
る
可
能
性
は
、
払
拭
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
だ
が
、
機
械
論
的
国
家
は
、
個
々
人
が
普
遍
性
へ
と

還
帰
す
る
制
度
的
保
証
を
欠
如
し
、
し
か
も
個
人
の
窓
意
を
放

任
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
普
遍
性
へ
の
低
抗
に
は
剥
き
出

し
の
権
力
に
よ
っ
て
応
ず
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
は
い
か
な
る

体
制
で
あ
ろ
う
か
。
悉
意
が
権
力
的
に
「
普
遍
」
と
称
さ
れ
て

い
る
事
態
、
す
な
わ
ち
専
制
で
あ
る
（
竈
富
＞
昌
一
、
）
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
へ
i
ゲ
ル
は
、
職
業
団
体
が
市
民
生
活
と

政
治
生
活
と
の
統
合
を
可
能
と
す
る
基
礎
だ
と
考
え
た
。
「
政

治
的
関
係
」
を
も
つ
の
が
「
公
民
（
9
0
く
9
）
」
で
あ
る
な
ら
ぱ

（
≦
．
ω
．
ミ
N
）
、
こ
の
場
に
お
い
て
こ
そ
「
公
民
」
が
想
定
さ

れ
、
そ
の
う
え
に
統
治
権
が
構
想
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
職
業
団
体
と
い
う
媒
介
を
つ
う
じ
て
、
万
人
が
統
治

権
に
参
加
す
る
構
造
が
築
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
は
い
え
統
治
権
そ
の
も
の
は
、
な
お
、
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ

ム
と
し
て
閉
鎖
的
領
域
を
形
成
し
、
し
か
も
そ
の
包
摂
機
能
に

お
け
る
恋
意
性
を
完
全
に
は
排
斥
で
き
ず
、
諸
団
体
に
た
い
し

て
も
最
終
的
に
は
威
力
的
に
ふ
る
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
近
代

的
統
治
関
係
に
お
け
る
個
人
の
窓
意
に
か
わ
っ
て
統
治
権
の
悉

意
が
登
場
し
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
ま
さ

に
こ
の
点
を
間
題
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
議
論
の
転

換
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
最
終
決
定
権
が
、
主
権
老
た
る
君
主
に
帰
属
す
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る
こ
と
に
よ
？
て
、
統
治
権
か
ら
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
竈
彗
）
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
君

主
権
と
統
治
権
に
よ
る
共
同
謀
議
性
を
排
斥
す
る
決
定
打
と
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
統
治
権
の
悉
意
性
を
排

斥
す
る
た
め
に
、
職
業
団
体
の
権
限
を
承
認
す
る
こ
と
以
上
の

保
証
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ぱ
、
さ
し
あ
た
り
、
統
治
権
の
内
部

に
目
が
向
か
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
へ
ー

ゲ
ル
は
、
官
僚
制
内
部
で
の
位
階
性
と
責
任
性
が
、
窓
意
性
を

排
斥
す
る
ひ
と
つ
の
保
証
で
あ
る
と
考
え
る
（
竈
畠
）
。

　
だ
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
自
身
、
官
僚
制
内
部
の

自
浄
能
力
が
か
な
り
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
こ
こ
か

ら
、
統
治
権
の
窓
意
を
抑
止
す
る
本
質
的
な
機
能
を
統
治
権
の

外
部
に
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
官
吏
は
、
た
ん
に
給
料
に
し
か
自
分
と
家
族
の
「
生
計
」
を

も
た
な
い
か
ら
、
市
民
に
た
い
す
る
義
務
意
識
が
希
薄
と
な
り
、

自
分
を
昇
進
さ
せ
て
く
れ
る
上
司
に
た
い
す
る
義
務
し
か
も
た

な
い
と
信
ず
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
（
－
．
ω
。
胃
O
。
）
。
こ
う

し
た
官
吏
の
充
満
せ
る
官
僚
機
構
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

「
市
民
の
抑
圧
の
た
め
に
市
民
め
が
け
て
投
げ
つ
け
ら
れ
た
投

網
（
Z
g
N
）
L
（
①
9
■
）
で
し
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
統
治
権
の

権
威
を
保
持
す
る
た
め
、
官
吏
の
悉
意
的
行
動
を
抑
止
す
る
こ

と
に
官
僚
機
構
が
意
を
注
ぐ
こ
と
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
か

か
る
「
保
証
は
き
わ
め
て
不
確
か
な
も
の
で
し
か
な
い
」
（
－
ω
．

胃
べ
）
。
な
ぜ
な
ら
、
「
上
級
官
吏
と
下
級
官
吏
は
、
市
民
に
た
い

し
て
、
同
類
と
し
て
の
利
害
関
心
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
」
（
①
げ
O
．
）
。

　
こ
の
た
め
へ
ー
ゲ
ル
は
、
統
治
権
の
内
部
的
な
自
浄
能
力
に

は
必
ず
し
も
期
待
し
な
い
。
む
し
ろ
、
「
市
民
は
、
内
密
に
裁
か

れ
る
官
吏
を
官
吏
に
た
い
し
て
告
訴
す
べ
き
な
の
で
あ
る
」
（
－
．

ω
．
胃
o
。
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
告
訴
が
闇
か
ら
闇
へ
と

葬
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
へ
ー

ゲ
ル
は
、
「
か
か
る
保
証
は
、
こ
の
［
官
吏
］
の
圏
外
に
存
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
階
層
制
議
会
（
ω
轟
邑
2
智
竃
旨
冒
巨
握
）
に

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
①
9
．
）
と
い
う
。
つ
ま
り
、
統
治

権
の
窓
意
を
抑
止
す
る
本
質
的
な
保
証
を
求
め
て
、
議
会
の
不

可
欠
性
が
主
張
さ
れ
、
二
れ
を
「
主
要
な
契
機
」
（
－
・
ω
。
曽
H
）

と
す
る
立
法
権
へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
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五
　
小
括

　
官
僚
制
的
な
統
治
権
が
、
政
治
的
国
家
に
と
っ
て
必
要
不
可

欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
ち
つ
つ
も
、
同
時
に
、
か
か
る
統

治
権
が
窓
意
に
陥
る
こ
と
も
へ
ー
ゲ
ル
は
明
確
に
自
覚
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
か
れ
は
、
か
か
る
悉
意
か
ら
統
治
権
が
脱
却

し
う
る
保
証
を
、
一
方
で
は
、
自
治
的
な
団
体
を
統
治
権
に
接

続
し
て
統
治
権
の
機
能
を
形
式
性
へ
と
切
り
縮
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
他
方
で
は
、
か
か
る
団
体
を
議
会
に
編
成
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
打
開
策
が

へ
ー
ゲ
ル
に
と
り
い
か
に
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
次

の
言
葉
で
知
ら
れ
よ
う
。
統
治
権
が
は
ら
む
「
現
代
の
害
悪
は
、

有
機
的
編
成
に
よ
っ
て
下
か
ら
除
去
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
計
画
は
、
有
用
で
も
有
益
で
も
な
い
」
（
－
・
ω
・

胃
o
。
）
。
統
治
権
と
団
体
と
の
関
係
は
、
各
自
が
独
自
の
論
理
を

も
っ
て
相
対
的
に
自
立
す
る
と
と
も
に
、
究
極
的
に
は
後
者
が

前
者
に
包
摂
さ
れ
る
関
係
で
は
あ
る
が
、
か
か
る
関
係
が
正
常

に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
統
治
権
を
超
え
た
議
会
の
地
平
に
そ

の
保
証
が
存
在
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
へ
ー
ゲ
ル
的
な
議
会
の
機
能
が
、
こ
の
任
に
た

え
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

機
会
を
改
め
て
論
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
統
治

権
の
悉
意
性
に
た
い
し
て
、
議
会
が
「
検
閲
（
N
①
易
膏
）
」
（
吻

ω
胃
＞
昌
。
）
機
関
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。
す
な
わ
ち
、
統
治
権
と
い
う
「
投
網
」
は
、
議
会
に
よ

っ
て
破
ら
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
テ
キ
ス
ト
は
、
o
、
ミ
。
■
匡
①
胴
①
ポ
z
顯
巨
暮
①
o
ユ
け
口
5
庄

　
ω
冨
凹
房
ミ
一
窪
g
ω
9
べ
ニ
ヨ
Ω
『
E
己
ユ
鶴
9
0
昌
目
2
－
邑
昌
o
①
『

　
勺
…
o
ω
o
昌
庁
宗
ω
零
o
巨
ω
一
思
『
＝
目
畠
N
H
し
三
；
き
冬
§
ミ

　
嵩
｝
ミ
完
“
き
慧
ミ
ざ
坊
§
ミ
“
－
O
O
－
O
O
－
－
竈
ト
＆
．
く
．
穴
－
一
＝
．
睾
1

　
－
＝
胴
　
（
竺
〕
o
q
①
ぎ
＜
カ
ー
）
一
ω
邑
．
“
ω
ゴ
』
9
胴
印
斗
－
｝
與
o
O
印
目
8
ω
一
団
暮

　
畠
ミ
を
用
い
る
。
以
下
、
『
要
綱
』
の
参
照
・
引
用
箇
所
は
節

　
数
の
み
を
本
文
中
に
記
す
。

（
2
）
＜
o
q
一
夫
．
量
胃
■
≡
N
…
宍
『
巨
ζ
胃
患
①
・
①
一
ω
｝
雪
思
〔
プ
け
ω

　
o
；
o
8
昌
－
p
［
丙
幸
寿
o
①
ω
＝
品
①
一
ω
｝
彗
9
竃
房
『
g
－
房
（
峨

　
吻
N
雪
．
曽
ω
）
］
、
．
し
三
汽
き
§
・
、
向
嚢
㌻
§
慕
“
｝
庄
－
F

　
｝
雪
；
岩
睾
以
下
同
手
稿
の
参
照
・
引
用
箇
所
は
、
こ
れ
を

宍
匡
ω
と
略
し
、
頁
数
を
本
文
中
に
記
す
。

（
3
）
＜
o
・
F
冬
．
昏
＆
具
嚢
§
・
、
§
・
O
§
募
・
ミ
｝
ミ
ミ

　
吻
§
朴
㊦
§
ミ
魯
§
｝
膏
§
§
、
9
§
沖
ぎ
、
～
ミ
ξ
ぎ
ぎ
§
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き
き
慧
ミ
、
8
§
ミ
⑭
z
昌
三
〇
〇
冒
庄
悪
H
；
－
雪
9
ω
．
ミ
邦

　
訳
『
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
市
民
杜
会
と
国
家
』
、
池
田
貞
夫
．
平

野
英
一
訳
、
未
来
杜
、
一
九
八
五
年
、
一
〇
〇
頁
参
照
。

（
4
）
く
。
・
F
ω
．
言
ぎ
貝
曇
）
§
§
ミ
県
ぎ
き
き
§

　
⑦
ざ
貧
O
凹
∋
σ
ユ
尉
①
畠
§
P
－
①
9
邦
訳
『
へ
ー
ゲ
ル
の
近
代

　
国
家
論
』
、
高
柳
良
治
訳
、
未
来
杜
、
一
九
七
八
年
、
二
五
一
頁

　
参
照
。

（
5
）
　
粂
康
弘
は
、
「
『
特
殊
的
利
益
と
普
遍
的
利
益
と
が
合
致
す

　
る
中
問
集
団
』
を
自
明
の
前
提
と
す
る
な
ら
、
問
題
は
な
に
も

　
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
批
判
す
る
。
『
体
系
と
方
法
－
哲

　
学
的
理
論
構
成
と
弁
証
法
』
、
世
界
書
院
、
一
九
八
四
年
、
十
一

　
頁
参
照
（
以
下
同
書
の
参
照
・
弓
用
箇
所
は
、
こ
れ
を
『
体
系
』

　
と
略
し
、
頁
数
を
本
文
中
に
記
す
）
。
哲
学
的
議
論
を
歴
史
的

　
事
情
か
ら
評
価
し
よ
う
と
す
れ
ぱ
、
こ
う
し
た
自
明
性
が
問
題

　
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
主

　
張
に
し
た
が
い
（
≦
．
ω
、
3
ド
記
号
は
註
（
8
）
参
照
）
、
理

　
念
論
と
し
て
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
6
）
　
く
①
目
F
＝
①
①
q
9
一
界
與
I
O
二
ω
一
S
’

（
7
）
　
拙
稿
「
君
主
の
無
意
味
性
ー
へ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』

　
に
お
け
る
「
君
主
」
の
使
命
L
、
『
一
橋
論
叢
』
第
一
〇
四
巻
、

　
二
〇
〇
－
二
一
九
頁
参
照
。

（
8
）
＜
岬
・
一
．
穿
①
q
具
雲
＝
o
ω
o
昌
①
ま
ω
寄
葦
9
冨
9
宗
・

　
＜
o
二
g
冒
①
q
ω
冨
o
訂
｝
『
奉
穴
．
ρ
く
I
o
ユ
①
争
9
昌
ω
H
o
o
塞
＼
N
蜆
一

巨
一
毫
．
ら
庄
■
ム
■
以
下
、
同
講
義
の
参
照
・
引
用
箇
所
は
、
こ

　
れ
を
w
と
略
し
、
頁
数
を
本
文
中
に
記
す
。

（
9
）
　
く
①
q
「
甲
O
暮
昌
印
目
貝
き
き
e
ミ
ミ
ミ
§
ミ
ミ
、
Ω
雨
§
“
“
§
・

　
、
§
ざ
“
曇
ト
｝
旦
．
二
冒
ω
q
品
①
－
ま
『
－
鼻
①
暑
鳥
3
巨
o
員

　
（
o
亮
＝
8
冒
o
ω
巨
2
昌
豊
『
勺
…
o
ω
8
巨
£
｝
p
旨
）
一

　
｝
q
－
ヲ
＼
z
①
峯
く
o
｝
畠
ミ
一
ω
－
H
－
s
－

（
1
0
）
　
第
二
八
八
節
で
は
、
統
治
権
に
接
続
す
る
地
方
公
共
団
体

　
や
階
層
団
体
も
宍
O
｛
O
冨
巨
昌
と
さ
れ
、
「
職
業
団
体
」
論
の

　
参
照
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
機
能
も
職
業

　
団
体
の
も
の
に
準
拠
す
る
と
考
え
う
る
。
以
下
、
煩
墳
と
な
る

　
た
め
、
一
般
に
職
業
団
体
に
つ
い
て
の
み
議
論
す
る
。

（
u
）
　
＜
阻
．
匡
①
o
q
①
一
；
、
帝
吻
ミ
轟
“
§
㌧
ト
嚢
ミ
き
ミ
“
き
〔
寺
－

　
8
杏
意
“
ミ
ミ
ミ
、
き
ミ
§
ト
喜
寅
ω
旦
L
一
く
o
ユ
①
ω
－
3
0
q
①
目
饒
σ
智

　
z
斗
胃
篶
o
巨
　
⊆
目
庄
　
ω
訂
g
ω
奏
｝
鶴
o
目
ω
o
す
毘
二
　
＝
9
」
①
＝
〕
實
o
q

　
崖
ミ
＼
崖
一
Z
曽
冨
窃
｝
ユ
①
σ
彗
く
1
勺
．
峯
饅
…
9
昌
曽
貝
～
ω
胴
・

　
く
．
O
』
8
ぎ
；
ζ
r
＝
閂
ヨ
σ
＝
轟
岩
o
。
ω
・
以
下
、
同
講
義
の
参

　
照
・
引
用
箇
所
は
、
こ
れ
を
1
と
略
し
、
頁
数
を
本
文
中
に
記

　
す
。

（
1
2
）
も
っ
と
も
、
「
近
、
こ
ろ
、
君
主
制
の
な
か
の
民
主
制
的
．
貴

　
族
制
的
要
素
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
語
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た

　
適
切
で
は
な
い
」
（
吻
ミ
ω
＞
3
∋
。
）
と
し
て
い
る
。

（
1
3
）
拙
稿
「
人
倫
的
理
念
の
超
越
性
と
実
在
性
の
間
ー
へ
ー

　
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
革
命
の
権
利
づ
け
を
め
ぐ
っ

幽2
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て
」
、
『
一
橋
研
究
』
第
十
四
巻
第
一
号
、
三
五
－
六
〇
頁
参
照
。

（
u
）
　
も
ち
ろ
ん
、
形
式
的
に
機
能
分
割
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ

　
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
い
な
か
は
別
次
元
の
問
題
と
い
え

　
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
意
図
を
敷
桁
す
る
か
た
ち
で
い
え
ば
、
こ
れ

　
を
実
質
的
に
機
能
さ
せ
る
力
は
、
人
民
の
精
神
の
進
展
に
求
め

　
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
「
各
人
が
、
自
分
の
善
き
意
志
で
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
な
さ

　
れ
て
い
る
ど
信
じ
、
特
殊
的
な
職
務
は
な
ん
ら
必
要
で
は
な
い

　
と
信
じ
て
い
る
た
め
、
普
遍
的
な
も
の
が
、
偶
然
的
な
も
の
に

　
な
っ
て
し
ま
う
」
（
H
．
ω
■
H
O
。
①
）
。
だ
が
、
良
心
な
い
し
は
政
治

　
的
気
構
え
も
、
へ
ー
ゲ
ル
の
国
家
に
と
っ
て
は
重
要
な
契
機
で

　
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
吻
竈
雪
－
墨
O
。
）
。
教
育
の
間
題

　
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
く
笹
．
く
‘
｝
α
ω
汗
二
b
胃
ω
訂
讐
．
、
二
『

　
』
§
魯
§
寺
§
、
卜
蚤
ぎ
轟
e
§
曇
涼
完
“
き
慧
ミ
雪
o
－

　
b
“
“
“
ゴ
『
ω
岬
く
．
O
．
』
①
『
昌
印
箏
P
ω
甘
F
一
暮
藺
q
o
二
一
｝
”
匝
O
與
自
目
9
與
暮

　
岩
o
o
“
ω
．
－
㊤
o
－
－
㊤
蜆
．

（
1
6
）
　
「
階
級
国
家
」
な
る
も
の
を
被
抑
圧
階
級
が
支
持
す
る
と

　
す
れ
ぱ
、
か
か
る
国
家
に
被
抑
圧
階
級
の
本
質
的
な
自
已
意
識

　
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
賎
民
（
勺
き
9
」
は
、
た
だ
ち
に
貧

民
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
概
念
は
、
一
般
に
権
利
感
情
や
労

働
意
欲
を
失
っ
た
も
の
を
意
味
し
、
富
裕
老
も
そ
の
例
に
も
れ

　
’
な
い
（
＜
－
1
O
O
－
①
O
O
O
）
。

（
1
8
）
　
個
人
が
普
遍
的
な
も
の
を
完
遂
す
る
こ
と
で
自
已
の
た
め

　
に
尽
力
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
、
普
遍
性
と
特
殊
性
と
の
「
実

　
在
的
合
一
（
昌
竺
①
＜
①
冨
巨
①
q
昌
帽
）
」
（
－
．
ω
■
－
O
。
ム
）
が
な
さ
れ

　
る
と
さ
れ
る
。

（
1
9
）
　
「
個
体
の
対
自
存
在
は
、
民
主
制
に
お
い
て
悪
徳
と
し
て

　
現
象
す
る
」
（
－
ω
．
H
竃
）
。

（
2
0
）
粂
は
こ
れ
を
外
面
的
だ
と
す
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
の
意
図
は
、

　
内
在
的
目
的
を
市
民
杜
会
に
還
帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
2
1
）
　
選
挙
と
は
選
択
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
自
我
が
意
志
の
特
殊

　
的
内
容
を
偶
然
的
・
窓
意
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

　
い
（
吻
吻
］
ー
ト
ー
o
）
。

（
2
2
）
く
胴
一
、
雪
＆
①
F
印
■
㍉
O
。
ω
．
、
①
。
前
掲
訳
書
、
一
〇
四
頁
参

　
照
。

（
2
3
）
　
＜
阻
’
＝
晶
具
オ
胆
巨
昌
8
睾
昌
o
望
麸
房
婁
げ
ω
雪
8
巨
帥
饒

　
量
｝
宗
『
く
o
二
窃
冒
①
q
ω
墨
o
冨
9
『
鼻
く
o
目
ρ
Ω
．
｝
o
昌
｛
胃

　
冨
崖
＼
畠
L
『
毫
’
ω
9
ヰ
町
q
国
ユ
由
生
O
竃
易
3
暮
－
彗
ω
1
次
の

　
引
用
箇
所
に
つ
い
て
も
、
同
講
義
を
1
1
と
略
し
、
頁
数
を
本
文

　
中
に
記
す
。

（
2
4
）
　
＜
o
q
－
．
｝
娼
9
奉
｛
窒
彗
ω
9
黒
一
宗
『
－
o
o
q
寿
戸
§
喜
“
ぎ

　
～
§
亀
§
暗
黒
s
昏
ぎ
｝
庄
1
9
耳
ω
咋
‘
貝
…
o
－
宗
亭
署
睾
戸

　
声
昌
－
量
－
9
g
｝
『
彗
ζ
＝
ユ
凹
ヨ
量
巴
目
畠
8
一
ω
．
昌
①
．

（
2
5
）
　
く
牲
．
O
①
旧
①
一
胆
．
顯
．
O
j
ω
．
ム
N
0
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
跡
見
学
園
女
子
犬
学
専
任
講
師
）
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