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し
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権
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﹁
第
一
〇
回
神
戸
記
念
レ
ク
チ
ャ
ー
﹂
ミ
ラ
ー
講
演
に
よ
せ
て富　

　

沢　
　
　
　
　

克

は
じ
め
に

Ⅰ　

相
互
性
と
し
て
の
人
権―

―
ミ
ラ
ー
講
演
の
要
旨
と
分
析

Ⅱ　

い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト

Ⅲ　

人
権
の
ア
ポ
リ
ア―

―

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

　

小
稿
は
二
〇
一
一
年
七
月
九
日
同
志
社
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
筆
者
も
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
ひ
と
り
と
し
て
参
加
し
た
﹁
第
一
〇
回

神
戸
記
念
レ
ク
チ
ャ
ー
﹂＊

に
お
け
るD

avid M
iller

教
授
（N

uffield C
ollege, O

xford

）
の
講
演＊
＊
に
つ
い
て
、
筆
者
が
当
日
お
こ
な
っ
た

六
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相
互
性
と
し
て
の
人
権

コ
メ
ン
ト
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
当
日
時
間
的
な
制
約
の
た
め
に
十
分
な
説
明
を
で
き
な
か
っ
た
部
分
を
や
や
詳
し
く
説
明
し
な
お
し
、
ま

た
質
疑
応
答
の
さ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
た
い
く
つ
か
の
論
点
を
参
照
し
な
が
ら
筆
者
自
身
の
考
え
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

＊
日
時
：
二
〇
一
一
年
七
月
九
日

　
　
　

場
所
：
同
志
社
大
学
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
神
学
館
チ
ャ
ペ
ル

　
　
　

主
催
：
Ｉ
Ｖ
Ｒ
（
法
哲
学
・
社
会
哲
学
国
際
学
会
連
合
）
日
本
支
部

　
　
　
　
　
　

共
催:

日
本
法
哲
学
会

　
　
　
　
　
　

後
援:

大
和
日
英
基
金

　
　

＊
＊
題
目
：A

re H
um

an R
ights C

onditional?

　
　

 

ミ
ラ
ー
教
授
に
よ
っ
て
当
日
読
み
上
げ
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
後
日
送
ら
れ
て
き
た
最
終
版
と
の
あ
い
だ
に
は
若
干
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
が
、
内
容
上
の
大
き
な
変
更
は
な
い
。

本
文
中
で
の
ペ
ー
ジ
表
記
は
最
終
版
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
最
終
版
はA

rchiv für R
echts-und Sozialphilosophie-B

eihefte

（A
R

SP
-B

）
に
掲
載
の
予
定
で
あ
る
。

　

人
権
は
通
常
人
間
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
だ
れ
も
が
普
遍
的
に
も
つ
﹁
不
可
譲
な
﹂（inalienable

）
一
連
の
身
体
的
・
精
神
的

権
利
の
総
体
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
一
七
八
九
年
の
﹁
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
の
宣
言
﹂（D

éclaration des droits de l’ hom
m

e 

et du citoyen

）
も
﹁
人
の
自
然
的
で
不
可
譲
か
つ
神
聖
な
諸
権
利
﹂
と
書
き
、
そ
れ
に
は
自
由
、
所
有
権
、
安
全
、
圧
政
へ
の
抵
抗
が
含

ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
﹁
宣
言
﹂
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
を
打
破
し
、
自
由
と
平
等
と
い

う
近
代
社
会
の
理
念
を
基
礎
づ
け
る
と
と
も
に
、
い
ま
な
お
追
求
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
権
が
﹁
不
可
譲
な
﹂
権
利
と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
正
確
な
と
こ
ろ
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の

も
、
理
論
的
に
も
歴
史
的
に
も
、
人
権
は
﹁
不
可
譲
な
﹂
権
利
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
い
と
も
簡
単
に
﹁
譲
渡
﹂
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
そ
の
正
当
化
は﹁
剥
奪
﹂（forfeiture

）論
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
ひ
と
つ
だ
け
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

た
と
え
ば
、
今
回
の
ミ
ラ
ー
講
演
で
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
、
人
権
史
上
特
筆
さ
れ
る
べ
き
思
想
家
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
、
犯
罪
者
は

六
七
四
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自
然
法
（
神
の
法
）
＝
理
性
の
秩
序
を
侵
犯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
生
来
の
権
利
を
全
面
的
に
剥
奪
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る）

2
（

（
彼
は
奴
隷

制
の
正
当
化
も
そ
の
論
理
に
沿
っ
て
お
こ
な
っ
て
い
る
））

3
（

。
こ
の
よ
う
な
﹁
剥
奪
﹂
の
論
理
は
ど
こ
ま
で
正
当
性
を
も
つ
の
か
。
こ
の
点
は

ミ
ラ
ー
が
今
回
の
講
演
で
正
面
か
ら
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

歴
史
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
人
権
の
﹁
不
可
譲
性
﹂
は
ま
す
ま
す
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
。
一
八
世
紀
以
降
の
歴
史
は
そ
の
反
証
に
事
欠
か

な
い
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
二
〇
世
紀
は
人
権
﹁
剥
奪
﹂
の
光
景
に
満
ち
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
大
戦
と
全
体
主
義

が
生
み
出
し
た
大
量
の
難
民
、
亡
命
者
、
無
国
籍
者
の
群
れ
に
と
っ
て
、
ま
た
冷
戦
後
相
次
ぐ
内
戦
に
よ
っ
て
﹁
浄
化
﹂
さ
れ
た
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
、﹁
不
可
譲
の
﹂
人
権
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
が
、
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
る
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
と
い

う
だ
け
で
享
受
さ
れ
る
と
さ
れ
る
権
利
は
、
国
家
の
保
護
を
失
い
、
人
間
が
人
間
で
し
か
な
く
な
り
、
ま
さ
に
も
っ
と
も
人
権
の
保
障
が
必

要
に
な
っ
た
瞬
間
に
棚
上
げ
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
権
の
最
大
の
逆
説
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
人
権
の
言
説
が
最
高
潮
に
達
し
た
時
期

で
の
人
権
の
全
面
的
な
否
定
。

　

結
局
、
バ
ー
ク
が
い
う
よ
う
に
、﹁
人
間
の
権
利
﹂
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
﹁
イ
ギ
リ
ス
人
の
権
利
﹂﹁
フ
ラ
ン
ス
人
の
権

利
﹂
⋮
と
い
う
個
別
的
な
権
利
だ
け
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
あ
る
い
は
ベ
ン
サ
ム
が
切
り
捨
て
た
よ
う
に
、
実
体
の
な
い
﹁
想

像
上
の
キ
マ
イ
ラ
﹂
で
し
か
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
と
と
も
に
﹁
こ
の
世
に
人
間
な
ど
存
在
し
な
い
。
私
は
こ
れ
ま

で
、
フ
ラ
ン
ス
人
や
イ
タ
リ
ア
人
や
ロ
シ
ア
人
な
ど
を
見
た
こ
と
は
あ
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
お
か
げ
で
、
ペ
ル
シ
ャ
人
が
存
在
し
う
る

こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
が
、
人
間
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
﹂

と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、﹁
人
権
の
政
治
化
﹂
に
異
を
唱
え
る
論
者
の
よ
う
に
、
憲
法
や
整
っ
た
法
制
度
が
あ
れ
ば
十

分
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

人
権
に
つ
い
て
独
自
な
視
角
か
ら
注
目
す
べ
き
考
察
を
お
こ
な
っ
た
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
人
権
の
没
落
を
確
認

六
七
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す
る
と
と
も
に
、
そ
の
再
生
へ
の
糸
口
を
﹁
権
利
を
も
つ
権
利
﹂（right to have rights

）
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
し
た
。
そ
れ
は

あ
ら
ゆ
る
市
民
的
・
政
治
的
・
社
会
的
権
利
（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
に
先
だ
つ
も
っ
と
も
基
底
的
な
、
そ
れ
な
く
し
て
は
他
の
い
っ
さ
い

の
権
利
が
成
り
た
ち
え
な
い
根
源
的
な
権
利
、
種
々
の
権
利
が
実
効
性
を
も
つ
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
特
定
の
国
家
共
同
体

に
所
属
し
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
活
動
﹂
に
従
事
す
る
権
利
を
意
味
し
て
い
た
。
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
人
権
と
は
﹁
人
間
の
条
件
﹂
そ
の

も
の
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
基
盤
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
た）

4
（

。
諸
権
利
の
基
盤
を
根
こ
そ
ぎ
奪
い
去
っ
た
二
〇
世
紀
の
政
治
経
験
に
照
ら

せ
ば
、
人
権
を
も
は
や
﹁
自
明
の
﹂
権
利
と
し
て
﹁
偶
像
化
﹂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
人
権
そ
れ
自
体
を
問
題
化
し
、

現
実
政
治
の
具
体
的
場
で
そ
の
つ
ど
検
証
し
つ
つ
、
そ
の
存
立
の
条
件
を
明
確
化
す
る
こ
と
こ
そ
が
現
在
の
政
治
哲
学
の
中
心
的
課
題
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
観
点
か
ら
一
八
世
紀
以
来
の
人
類
史
を
人
権
史
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
権
の
﹁
剥
奪
﹂
と
﹁
回
復
﹂
の
歴
史
で
あ
っ

た
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
の
社
会
契
約
説
は
﹁
剥
奪
﹂
さ
れ
た
﹁
人
間
の
権
利
﹂
を
回
復
す
る
た
め
の
論
理
で
あ

っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
権
利
は
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
現
在
に
い
た
る
ま
で
い
た
る
と
こ
ろ
で
﹁
剥
奪
﹂

の
経
験
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
に
対
抗
す
る
力
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
人
権
と
い
う
理
念

が
一
度
宣
言
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
﹁
解
決
済
み
﹂
と
い
っ
た
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
誕
生
以
来
今
日
ま
で
﹁
剥
奪
﹂
と
﹁
回
復
﹂
の
弁

証
法
の
な
か
で
追
求
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
も
ペ
シ
ミ
ズ
ム
も
な
し
に
こ
の
人
権
の

弁
証
法
を
認
識
し
、
そ
の
理
念
に
一
歩
一
歩
近
づ
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
個
別
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
人
権
の

﹁
普
遍
性
﹂
や
﹁
不
可
譲
性
﹂
と
い
わ
れ
る
も
の
を
再
定
義
し
明
確
化
す
る
理
論
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
ミ
ラ
ー
に
戻
る
。
ミ
ラ
ー
の
講
演
は
上
述
の
人
権
の
﹁
不
可
譲
性
﹂
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
理
念
上
﹁
不
可

六
七
六
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譲
﹂
と
さ
れ
る
人
権
が
実
際
に
は
﹁
剥
奪
﹂
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
は
ど
こ
ま
で
ま
た
い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
い
て
正
当
性
さ
れ
う

る
の
か
、
ま
た
﹁
剥
奪
﹂
さ
れ
な
い
権
利
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
現
代
人
権
論
の
核
心
に
ふ
れ
る
問
題
へ
の
問
い
で
あ

る
。
ミ
ラ
ー
は
今
回
の
講
演
で
こ
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
小
稿
で
彼
の
議
論
を
取
り
上
げ
検
討
す
る
理
由
で
あ

る
。
本
講
演
で
ミ
ラ
ー
は
、
ま
ず
ロ
ッ
ク
の
﹁
剥
奪
﹂
論
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
理
念
と
実
際
上
の
ズ
レ
を
正
当
化
す
る
考
え

か
た
を
批
判
し
た
上
で
、
自
身
の
﹁
剥
奪
﹂
論
を
提
示
し
、
最
後
に
条
件
付
の
人
権
と
無
条
件
の
人
権
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
を
通
し
て
ミ
ラ
ー
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
使
用
し
て
い
る
概
念
が
相
互
性
（reciprocity

）
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の

相
互
性
の
概
念
に
留
意
し
つ
つ
彼
の
議
論
を
順
次
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
こ
で
の
議
論
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
論

点
を
考
察
し
、
最
後
に
人
権
理
論
が
直
面
す
る
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

Ⅰ　

相
互
性
と
し
て
の
人
権―

―

ミ
ラ
ー
講
演
の
要
旨
と
分
析

ⅰ　

何
が
問
題
な
の
か

　

現
在
、
人
権
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
問
わ
れ
た
場
合
、
多
く
の
人
々
は
直
観
的
に
そ
れ
は
自
然
的
、
つ
ま
り
生
得
的
な
も
の

で
あ
り
、
け
っ
し
て
譲
渡
さ
れ
え
な
い
何
も
の
か
で
あ
る
と
答
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ミ
ラ
ー
も
ま
た
人
権
と
は
獲
得
さ
れ
る
（earned

）

必
要
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
譲
渡
不
能
（inalienable

）
な
権
利
で
あ
る
と
い
う
通
念
か
ら
出
発
す
る
。
ミ
ラ
ー
は
こ
の
生
得
性
と
不
可
譲

性
と
い
う
ふ
た
つ
の
要
素
を
人
権
の
﹁
無
条
件
性
﹂
と
よ
ぶ
。
し
か
し
ま
た
、
多
く
の
人
々
は
理
論
上
は
と
も
か
く
実
際
上
・
経
験
的
に
は

人
権
が
無
条
件
に
享
受
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
事
実
、
戦
争
に
お
い
て
は
人
々
は
﹁
敵
﹂
の
生
命
へ
の
権
利
を

侵
害
す
る
し
、
何
ら
か
の
犯
罪
を
犯
し
た
も
の
は
た
と
え
ば
移
動
す
る
自
由
を
奪
わ
れ
る
。
歴
史
上
い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
無
条
件
な

人
権
が
完
全
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
七
八
九
年
の
﹁
宣
言
﹂
も
言
う
よ
う
に
、﹁
各
人
の

六
七
七



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

二
〇
二

相
互
性
と
し
て
の
人
権

自
然
的
権
利
の
行
使
は
、
同
じ
権
利
の
享
受
を
他
の
社
会
構
成
員
に
保
障
す
る
こ
と
以
外
の
限
界
を
も
た
な
い
。
そ
の
限
界
は
、
法
律
に
よ

っ
て
の
み
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
﹂（
第
四
条
）。
人
権
は
﹁
法
律
﹂
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
根
拠
に
も

と
づ
い
て
、ま
た
ど
こ
ま
で
制
限
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
が
本
講
演
で
の
ミ
ラ
ー
の
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。

﹁
わ
れ
わ
れ
は
公
式
に
は
人
権
は
す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
無
条
件
に
享
受
さ
れ
る
と
宣
言
し
て
い
る
が
、
実
際
の
日
常
生
活
で
は―

―

戦

争
を
し
た
り
、
犯
罪
者
を
処
罰
し
た
り
し
て―

―

こ
の
事
実
と
は
関
係
な
く
人
権
を
侵
害
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
い

か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。
こ
の
ふ
た
つ
の
立
場
を
調
停
す
る
何
ら
か
の
方
法
が
存
在
す
る
の
か
。
と
り
わ
け
、
真
に
無
条
件
な
人
権―

―

そ
の
保
持
者
が
何
を
し
よ
う
と
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い―
―

と
、
何
ら
か
の
行
為
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
う
る
人
権
と
を
区
別
す
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
﹂。（
二
頁
）

　

こ
こ
で
ミ
ラ
ー
の
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
触
発
し
た
ふ
た
つ
の
現
実
的
ケ
ー
ス
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
現
代
に
お
け
る
ふ
た
つ
の

政
治
的
争
点
に
関
連
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
イ
ギ
リ
ス
固
有
の
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
グ
ロ
ー
バ

ル
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
現
在
も
係
争
中
の
イ
ギ
リ
ス
と
欧
州
人
権
裁
判
所
（E

uropean C
ourt of H

um
an R

ights

）
と
の
間
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
裁
判
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
で
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
を
犯
し
て
収
監
さ
れ
て
い
る
人
々
が
収
監
中
に
政
治
的
権
利
（
選
挙

権
）
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
人
権
侵
害
で
あ
る
と
の
訴
え
を
欧
州
人
権
裁
判
所
に
お
こ
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
同
裁
判
所
は
こ
れ

を
人
権
侵
害
と
認
定
し
て
、
事
態
の
改
善
を
勧
告
し
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
八
七
〇
年
の
剥
奪
法
を
根
拠
に
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
な

い
。
こ
こ
で
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
裁
判
所
は
す
べ
て
の
被
収
監
者
は
投
票
権
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
な
い
の
で
、
剥

奪
の
原
則
に
つ
い
て
は
両
当
事
者
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
見
解
の
違
い
は
こ
の
原
則
は
個
別
の
事
例
に
即
し
て
、
一
貫
し
た
法
的
基
準

に
し
た
が
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
基
本
的
前
提
に
も
と
づ
い
て
こ
の
決
定
が

な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。﹁
ど
の
人
権
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
剥
奪
さ
れ
う
る
の
か
を
い
か
に
し
て
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂

六
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（
三
頁
）
と
い
う
問
題
は
不
明
確
な
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

　

後
者
、
す
な
わ
ち
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
的
争
点
と
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
の
問
題
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
で
テ
ロ
の
実
行
犯
と
し

て
特
定
さ
れ
た
人
物
を
先
手
を
打
っ
て
殺
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
。
テ
ロ
を
お
こ
な
う
可
能
性
の
あ
る
人
物
を
通
常
の
裁
判
の
過
程

を
経
ず
に
拘
束
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
人
物
か
ら
テ
ロ
に
関
す
る
情

報
を
引
き
出
す
た
め
に
、
彼
ま
た
は
彼
女
を
拷
問
に
か
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
。
要
す
る
に
、
安
全
へ
の
配
慮
が
優
先
さ
れ
る
の
か
、

人
権
へ
の
配
慮
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
れ
は
現
代
に
お
け
る
﹁
テ
ロ
と
の
戦
い
﹂
に
お
い
て
避
け
て
通
れ
な
い
根
本
的
な
問
題
で

あ
る
。

　

以
上
の
ふ
た
つ
の
ケ
ー
ス
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
個
人
の
基
本
的
な
権
利
は
絶
対
的
・
無
条
件
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
そ
れ
は
相
対
的
で
状
況
い
か
ん
に
よ
っ
て
制
限
あ
る
い
は
剥
奪
さ
れ
う
る
も
の
な
の
か
、
も
し
制
限
あ
る
い
は
剥
奪
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ

れ
は
い
か
な
る
原
則
に
よ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
へ
の
手
が
か
り
を
求
め
て
、
ミ
ラ
ー
は
（
政
治
哲
学
者
の
習
性

に
し
た
が
っ
て
）
こ
の
点
に
関
す
る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
見
解
の
検
討
に
向
か
う
。

ⅱ　

ロ
ッ
ク
の
「
剥
奪
」
論

　

権
利
剥
奪
の
理
論
は
ロ
ッ
ク
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
ミ
ラ
ー
は
ロ
ッ
ク
の
次
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　

 ﹁
そ
う
し
た
者
は
、
神
が
人
間
と
人
間
と
の
間
の
規
則
と
し
て
、
ま
た
、
人
類
が
そ
れ
に
よ
っ
て
一
団
体
や
社
会
へ
と
結
合
す
る
た
め

の
共
通
の
き
ず
な
と
し
て
与
え
た
理
性
を
捨
て
た
の
で
あ
り
、
ま
た
は
理
性
が
教
え
る
平
和
の
道
を
放
棄
し
て
、
何
の
権
利
も
な
い
の

に
戦
争
と
い
う
暴
力
を
用
い
て
他
人
に
対
す
る
不
正
な
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
企
て
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
者
は
獣
の

よ
う
に
暴
力
を
権
利
の
教
え
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
か
ら
獣
類
へ
と
転
じ
た
の
だ
か
ら
、
彼
ら
は
、
人
類
と
は
安
全
も
社
会
も
共

六
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有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
野
獣
あ
る
い
は
有
害
な
獣
と
同
じ
よ
う
に
、
被
害
者
や
被
害
者
に
加
担
し
て
正
義
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
他

の
人
々
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
立
場
に
身
を
置
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂（﹃
統
治
二
論
﹄（
加
藤
節
訳
、
岩
波

文
庫
、
五
〇
二
頁
））。

　

こ
れ
は
強
硬
な
権
利
剥
奪
論
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
﹁
ミ
リ
タ
ン
ト
・
リ
ベ
ラ
ル
﹂、
あ
る
い
は
い
ま
で
い
う
﹁
ミ
リ
タ

ン
ト
・
ホ
ー
ク
﹂
と
で
も
い
う
べ
き
考
え
方
を
抱
く
に
い
た
っ
た
の
か
。
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
理
論
は
﹁
闘
争
の
た
め
の
教
義
﹂

で
あ
り
、
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
が
生
き
た
一
七
世
紀
当
時
の
時
代
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ッ
ク
の
時
代
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
は
い
ま

だ
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
的
基
盤
が
強
固
で
は
な
く
、
そ
れ
対
す
る
政
治
的
脅
威
が
偏
在
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
勢
力
に
対
し
て
強
い
警

戒
心
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
代
で
は
こ
の
よ
う
な
脅
威
は
皆
無
で
は
な
い
と
は
い
え
、
一
七
世
紀
と
比
べ
れ

ば
差
し
迫
っ
た
現
実
的
脅
威
は
よ
ほ
ど
減
少
し
て
い
る
と
い
う
の
が
ミ
ラ
ー
の
診
断
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
に

関
す
る
ロ
ッ
ク
の
真
意
を
く
み
と
る
た
め
に
は
、
一
七
世
紀
と
二
一
世
紀
の
時
代
状
況
の
違
い
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
（
た
だ
、
今
日
の
世
界
が
全
体
と
し
て
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
な
状
況
に
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
二

〇
世
紀
が
体
験
し
た
数
々
の
過
酷
な
政
治
経
験
は
過
去
の
も
の
で
は
な
い
し
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
実
質
的
・
形
式
的
な
権
利
の
実
現
で
す

ら
い
ま
な
お
追
求
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
）。

　

さ
て
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
他
人
の
権
利
の
侵
害
者
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
﹁
人
間
＝
理
性
の
世
界
﹂
か
ら
離
脱
し
て
﹁
野
獣
＝
非
理
性
の

世
界
﹂
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。﹁
ト
ラ
や
ラ
イ
オ
ン
﹂
は
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
非
理
性
の
象
徴
で
あ
り
、
権
利
の
概
念
と
は
無
縁

の
存
在
で
あ
る
（
当
然
ロ
ッ
ク
は
人
間
以
外
の
動
物
、
ま
し
て
や
野
生
動
物
に
は
権
利
の
観
念
な
ど
な
い
と
考
え
て
い
た
）。
そ
れ
ゆ
え
権

利
侵
害
者
は
こ
の
よ
う
な
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
権
利
が
保
護
さ
れ
尊
重
さ
れ
る
資
格
を
全
面
的
に
喪
失
す
る

の
で
あ
る
。
現
に
、
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

六
八
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 ﹁
権
利
な
し
に
実
力
を
行
使
す
る
者
は
誰
で
あ
れ
、
法
な
し
に
社
会
の
な
か
で
実
力
を
行
使
す
る
す
べ
て
の
人
と
同
様
に
、
彼
が
そ
の

実
力
を
行
使
す
る
相
手
の
人
々
と
の
戦
争
状
態
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
態
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
拘
束
は

す
べ
て
無
効
と
な
り
、
他
の
権
利
は
す
べ
て
消
滅
し
て
、
各
人
は
、
自
分
自
身
を
防
衛
し
、
攻
撃
者
に
抵
抗
す
る
権
利
を
も
つ
の
で
あ

る
﹂（﹃
統
治
二
論
﹄
五
七
二
頁
）。

　

し
か
し
な
が
ら
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
﹁
他
の
す
べ
て
の
権
利
は
消
滅
し
て
﹂
し
ま
う
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
見
解
は
﹁
熟
慮
さ
れ
た
上
で

の
見
解
﹂
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
以
上
の
見
解
は
権
利
侵
害
者
が
喪
失
す
る
権
利
と
彼
ら
が
そ
れ
で
も
保
持
す
る
権
利
と
を
区
別
し
て

い
る
別
の
箇
所
の
記
述
と
整
合
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
全
面
的
な
剥
奪
論
で
は
な
く
、
部
分
的
な
剥
奪
論
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
）
5
（

。
つ
ま
り
、
個
々
の
行
為
に
見
合
っ
た
個
別
の
剥
奪
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
強
盗
犯
は
そ
の
生
命
へ
の
権
利

を
失
う
が
、
財
産
へ
の
権
利
は
保
持
し
つ
づ
け
る
）。
だ
と
す
れ
ば
、
上
の
一
節
が
意
図
し
て
い
る
の
は
全
面
的
な
剥
奪
論
で
は
な
く
、
た

ん
な
る
正
当
防
衛

0

0

0

0

の
理
論
で
は
な
い
か
と
ミ
ラ
ー
は
問
う
。

　

と
こ
ろ
が
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
る
ロ
ッ
ク
の
擁
護
論
（
全
面
的
剥
奪
の
緩
和
）
に
も
問
題
が
残
る
。
第
一
に
、
ロ

ッ
ク
は
﹁
自
分
自
身
を
防
衛
し
、
攻
撃
者
に
抵
抗
す
る
権
利
﹂、
す
な
わ
ち
正
当
防
衛
へ
の
権
利
を
処
罰
論
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
処
罰
と
は
当
該
犯
罪
者
に
悔
悟
の
念
を
植
え
付
け
る
と
と
も
に
、
自
余
の
犯
罪
を
予
防
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
は
正
当
防
衛
の
域
を
超
え
て
い
る
。
第
二
に
、
ロ
ッ
ク
は
加
害
者
の
行
為
を
た
ん
に
被
害
者
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
人
類
そ
の
も
の
へ
の
攻
撃
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
、
ミ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
。
加
害
者
は
個
々
の
被
害
者
と
の
関
係
に
お
い
て
権
利

を
喪
失
す
る
だ
け
で
は
な
く
（
こ
の
場
合
は
、
正
当
防
衛
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
）、
人
類
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
権
利
を
喪
失

す
る
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
処
罰
の
正
当
性
も
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
権
利
の
喪
失
を
人
類
全
体
へ
の
敵
対
行
為
の
結

果
に
結
び
つ
け
る
な
ら
ば―

―

最
初
の
命
題
に
戻
る
が―

―

、
権
利
の
侵
害
者
は
自
然
法
＝
神
の
法
＝
理
性
の
規
則
を
侵
犯
し
た
者
で
あ

六
八
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互
性
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し
て
の
人
権

り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
彼
は
﹁
人
間
の
世
界
＝
理
性
の
世
界
﹂
か
ら
放
逐
さ
れ
て
、﹁
野
獣
の
世
界
＝
非
理
性
の
世
界
﹂
の
住
人
に
な
る
ほ

か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
人
間
は
野
獣
（
く
り
か
え
す
が
、
権
利
主
体
と
は
み
な
さ
れ
な
い
）
と
同
様
に
、
権
利
の
主
体
た
る
資
格
を

失
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
が
権
利
を
享
受
す
る
条
件
と
し
て
、
相
互
性
を
あ
げ
て
い
る
の
は
正
し
い
。
相
互
性
と
は
誰
も
が
自
然
法=

﹁
万
人
に
共
通
す
る
理
性
法
﹂
を
遵
守
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
が
問
題
に
す
る
の
は
、
あ
る
単
独
の
権
利
侵
害
が
な
ぜ
自
然
法

そ
の
も
の
の
侵
害
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
﹁
一
連
の
膨
張
的
な
歩
み
﹂（a series of 

inflationary steps

）（
六
頁
）
を
指
摘
し
て
い
る
。
個
別
の
権
利
侵
害
が
自
然
法
全
般
へ
の
侵
害
に
な
り
、
被
害
者
へ
の
権
利
侵
害
に
と

ど
ま
ら
ず
、
人
類
そ
の
も
の
へ
の
宣
戦
布
告
へ
と
加
速
度
的
に
拡
大
解
釈
さ
れ
て
い
く
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
論
理
に
し
た
が
え

ば
、
た
と
え
ば
窃
盗
犯
は
そ
れ
に
見
合
っ
た
権
利
を
失
う
（
た
と
え
ば
一
定
期
間
の
自
由
の
剥
奪
）
だ
け
で
は
な
く
、
オ
オ
カ
ミ
や
ラ
イ
オ

ン
の
よ
う
な
﹁
有
害
な
被
造
物
﹂
と
同
列
に
お
か
れ
、
最
終
的
に
は
人
間
世
界
か
ら
の
追
放
を
宣
告
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ロ
ッ
ク
の
理

論
の
ど
こ
が
問
題
な
の
か
。

　

ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ふ
た
つ
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
第
一
に
、
上
の
ど
の
﹁
歩
み
﹂
も
論
理
的
に
正
当
化
で
き
な
い
。
窃
盗
犯

を
潜
在
的
殺
人
者
と
み
な
す
理
由
は
な
い
し
、
個
々
の
侵
害
が
な
ぜ
普
遍
的
な
侵
害
に
な
り
、
人
類
全
体
に
対
す
る
敵
対
行
為
に
な
る
の
か

は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
推
論
は
権
利
の
全
面
的
な
剥
奪
論
に
つ
な
が
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
ロ
ッ

ク
の
別
の
場
所
で
の
議
論―

―

強
盗
犯
は
生
命
へ
の
権
利
を
失
う
が
、
つ
ま
り
相
手
方
の
正
当
防
衛
行
為
に
よ
っ
て
反
撃
さ
れ
る
が
、
自

分
の
有
り
金
を
奪
わ
れ
る
権
利
は
正
当
防
衛
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る―

―
と
整
合
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
処
罰
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
ロ

ッ
ク
は
処
罰
の
目
的
は
悔
悟
の
念
と
予
防
で
あ
る
と
明
言
し
て
お
り
、
そ
れ
を
超
え
た
刑
罰
が
正
当
化
で
き
な
い
の
は
権
利
侵
害
者
が
権
利

の
一
部
を
人
権
と
し
て
保
持
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
ロ
ッ
ク
は
考
え
て
い
る―

―
こ
の
よ
う
に
ミ
ラ
ー
は
解
釈
す
る
。
ロ
ッ
ク
に
お
い

六
八
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て
相
互
性
と
い
う
原
則
の
も
と
で
剥
奪
は
正
当
化
さ
れ
る
が
、
ロ
ッ
ク
の
議
論
全
体
の
な
か
で
首
尾
一
貫
し
た
形
で
全
面
的
剥
奪
論
が
展
開

さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
の
は
理
論
的
整
合
性
と
い
う
点
で
無
理
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
全
面
的
剥
奪
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
も
は
や

﹁
不
可
譲
の
﹂
人
権
と
い
う
理
念
と
は
両
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ミ
ラ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
理
論
で
は
﹁
熟
慮
さ
れ
た
上
で

の
見
解
﹂
と
﹁
熟
慮
さ
れ
て
い
な
い
見
解
﹂
が
混
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
彼
の
真
意
を
把
握
し
に
く
い
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ロ
ッ
ク
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
点
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
剥
奪
の
論
理
を
さ
ら
に
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

前
提
と
し
て
、
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
人
権
の
理
論
と
実
践
を
吟
味
す
る
こ
と
が
次
節
に
お
け
る
ミ
ラ
ー
の
課
題
に
な
る
。

ⅲ　

人
権
の
理
論
と
実
践

　
﹁
不
可
譲
﹂﹁
不
可
侵
﹂と
い
う
人
権
の
理
念
は
実
際
上
い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
い
て
制
限
さ
れ
る
の
か（
司
法
的
収
監
な
ど
に
よ
っ
て
）。

ミ
ラ
ー
は
三
つ
の
立
場
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
順
次
み
て
い
こ
う
。

　
ａ 　

ま
ず
人
権
は
﹁
よ
り
広
い
社
会
的
目
標
﹂（w

ider social goals

）
の
た
め
に
﹁
覆
さ
れ
る
﹂（overridden

）
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

こ
れ
は
常
識
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
立
場
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、﹁
社
会
を
防
衛
す
る
た
め
に
﹂
近
代
社
会
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

戦
略
を
張
り
巡
ら
せ
て
き
た
の
で
あ
る）

6
（

。
収
監
の
例
で
い
え
ば
、﹁
危
険
人
物
﹂、﹁
不
審
者
﹂、
あ
る
い
は
そ
の
﹁
予
備
軍
﹂
か
ら
﹁
社

会
を
防
衛
す
る
﹂
た
め
に
は
人
権
は
覆
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ミ
ラ
ー
は
こ
の
立
場
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
な
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
も
そ
も
﹁
各
人
に
国
家
が
他
の
社
会
的
価
値
の
追
求
に
あ
た
っ
て
介
入
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
防
御
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
﹂（
八
頁
）
こ
そ
が
人
権
の
原
義
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
人
権
は
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
政
府
の

活
動
の
正
当
性
の
指
針
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
人
権
は
﹁
真
剣
な
事
柄
﹂（serious m

atter

）﹂
と
み
な
さ
れ
る
。
し

か
し
、
囚
人
の
権
利
（
あ
る
い
は
戦
争
で
殺
さ
れ
た
り
傷
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
兵
士
の
権
利
）
が
、﹁
よ
り
広
い
社
会
的
目
標
﹂
の
た

六
八
三
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互
性
と
し
て
の
人
権

め
に
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
人
権
の
そ
も
そ
も
の
目
的
は
失
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
人
権
は
﹁
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
（taking 

rights seriously

）﹂（
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
）
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
と
、
ミ
ラ
ー
は
い
う
。

　

ｂ 　

考
え
ら
れ
る
第
二
の
立
場
は
、
人
権
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
制
約
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
人
権
は
他
の
人
々
に
も
同
じ

権
利
を
承
認
す
る
か
ぎ
り
（
相
互
性
の
原
則
）
で
享
受
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
た
者
は
、
自
ら
の
権
利
を
主
張

で
き
な
い
の
で
あ
り
、
被
収
監
者
が
権
利
を
剥
奪
さ
れ
て
も
当
然
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
権
の
内
在
的
制
約
の
論
理
は
、
別
の

ケ
ー
ス
、
た
と
え
ば
交
通
法
規
や
群
集
規
制
法
規
に
よ
っ
て
人
々
の
移
動
の
自
由
を
制
限
す
る
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
た
し
か
に
こ

の
種
の
制
限
は
権
利
の
侵
害
に
は
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ミ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
人
権
の
内
在
的
制
約
の
前
提
に
つ
い
て
は
間
違
っ
て

い
な
い
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
交
通
法

規
や
群
集
規
制
と
は
異
な
り
、
被
収
監
者
の
権
利
剥
奪
は
徹
底
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
権
利
侵
害
者
を
収
監
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
他
の
人
々
の
権
利
は
護
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
被
収
監
者
自
身
の
権
利
は
通
常
そ
の
目
的
を
は
る
か
に
超
え
て
根
こ
そ
ぎ
奪

い
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
収
監
に
と
も
な
う
権
利
剥
奪
は
、
た
と
え
ば
政
治
的
権
利
の
剥
奪
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
際
限
な
く
拡
大
し
て

い
く
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
ミ
ラ
ー
は
こ
れ
こ
そ
が
正
当
化
の
必
要
な
部
分
で
あ
り
、
人
権
に
内

在
す
る
制
約
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
ｃ 　

第
三
の
立
場
は
権
利
の
一
時
停
止
（infringing

）
と
権
利
の
侵
害
（violation

）
と
の
区
別
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
剥
奪
を

説
明
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
種
の
議
論
は
﹁
よ
り
重
要
な
権
利
﹂
を
保
護
す
る
た
め
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
権
利
を
一
時
的

に
停
止
す
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
人
の
生
命
と
い
う
重
要
な
権
利
を
脅
か
し
た
者
の
権
利

は
、
一
時
的
に
停
止
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
権
利
は
一
時
的
に
停
止
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
未
来
永
劫
剥
奪
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
、

﹁
侵
害
﹂
と
は
異
な
る
。
ミ
ラ
ー
は
こ
の
種
の
議
論
に
も
疑
問
を
呈
す
る
。﹁
被
収
監
者
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た

六
八
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ん
に
一
時
停
止
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
収
監
が
他
の
だ
れ
か
の
よ
り
差
し
迫
っ
た
権
利
を
保
護

す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
だ
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
﹂（
一
〇
頁
）。
一
般
に
、
そ
の
釈
放
が
周
囲
の
人
々

の
生
命
と
身
体
的
安
全
に
直
接
的
な
脅
威
を
与
え
る
よ
う
な
例
外
的
に
凶
暴
な
犯
罪
者
は
別
と
し
て
、
通
常
の
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
一

時
的
に
せ
よ
権
利
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
緊
急
性
が
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
、
と
ミ
ラ
ー
い
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
理
念
と
し
て
の
人
権
の
不
可
譲
性
と
実
践
に
お
け
る
人
権
の
可
譲
性
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ

れ
ま
で
の
試
み
は
、
い
ず
れ
も
十
分
な
説
得
力
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
剥
奪
の
論
理
の
あ
い
ま
い
さ
は
現
在
に
ま
で

持
ち
越
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
剥
奪
の
論
理
の
新
た
な
る
明
確
化
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。

ⅳ　
「
剥
奪
」
観
念
の
再
検
討

　

今
回
の
ミ
ラ
ー
講
演
の
核
心
部
分
は
相
互
性
の
概
念
に
も
と
づ
い
て
剥
奪
観
念
を
再
定
義
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で

思
想
史
を
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
こ
の
相
互
性
の
概
念
自
体
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
本
講
演
に
お
い
て
ミ
ラ
ー
が
ロ
ッ
ク
の
相
互
性

概
念
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
こ
と
は
上
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、類
似
の
思
想
は
ル
ソ
ー
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

ル
ソ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。﹁
わ
れ
わ
れ
を
、
社
会
体
に
む
す
び
付
け
て
い
る
約
束
は
、
こ
の
約
束
が
相
互
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

拘
束
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
約
束
は
、
人
が
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
の
た
め
に
働
け
ば
、
必
ず
ま
た
自
分
自
身
の

た
め
に
働
く
こ
と
に
も
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
﹂（﹃
社
会
契
約
論
﹄
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
、
岩
波
文

庫
、
五
〇
頁
、
傍
点
引
用
者
）。
す
な
わ
ち
、
社
会
契
約
は
相
互
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
相
互
性
と
し
て
の
社

会
契
約
を
破
棄
し
た
犯
罪
者
は
自
ら
の
権
利
を
主
張
す
る
資
格
を
失
う
の
で
あ
る
。﹁
刺
客
の
犠
牲
に
な
ら
な
い
た
め
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ

は
刺
客
に
な
っ
た
場
合
に
は
死
刑
に
な
る
こ
と
を
承
諾
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
契
約
に
さ
い
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
生
命
が
左
右

六
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相
互
性
と
し
て
の
人
権

さ
れ
る
と
考
え
る
ど
こ
ろ
か
、
生
命
を
保
障
す
る
こ
と
の
み
を
考
え
る
。
そ
の
と
き
、
契
約
当
事
者
の
う
ち
に
、
自
分
が
首
を
く
く
ら
れ
る

と
予
想
す
る
も
の
が
一
人
で
も
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
﹂（
同
五
一
頁
）。
相
互
性
と
い
う
観
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ロ
ッ
ク
と
ル
ソ
ー
は

ほ
ぼ
同
様
の
考
え
方
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

剥
奪
を
め
ぐ
る
ミ
ラ
ー
の
議
論
は
こ
の
よ
う
な
相
互
性
の
概
念
を
継
承
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
彼
は
先
行
者
と
は
異
な
っ
た
結
論
を
導

き
出
す
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
は
い
っ
た
ん
相
互
性
を
破
壊
し
た
人
間
は
﹁
人
間
の
世
界
＝
理
性
の
世
界
﹂
か
ら
放
逐

さ
れ
て
、
オ
オ
カ
ミ
や
ラ
イ
オ
ン
の
世
界
、﹁
野
獣
の
世
界
＝
非
理
性
の
世
界
﹂、
権
利
の
対
象
性
が
成
立
し
え
な
い
非
人
間
的
な
世
界
に
入

り
込
む
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
度
と
そ
こ
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
野
獣
と
し
て
の

人
間
の
権
利
が
全
面
的
に
か
つ
永
久
に
剥
奪
さ
れ
る
の
は
論
理
的
必
然
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。
ミ
ラ
ー
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
剥
奪
論
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、相
互
性
の
破
壊
に
よ
っ
て
全
面
的
に
権
利
が
剥
奪
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

ど
の
権
利
が
剥
奪
さ
れ
、
ど
の
権
利
が
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
る
か
が
明
確
化
さ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
（
そ
し
て
、
彼
が
ロ
ッ
ク
に
こ

だ
わ
り
つ
づ
け
る
の
は
、
ロ
ッ
ク
の
剥
奪
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
が
一
見
単
純
な
強
硬
論
に
み
え
て
、
じ
つ
は
多
様
な
解
釈
を
許
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）。

　

相
互
性
の
原
理
に
依
拠
す
れ
ば
、
あ
る
人
の
権
利
は
そ
の
人
が
他
者
の
権
利
を
尊
重
す
る
か
ぎ
り
で
保
護
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
権

利
を
侵
害
し
た
者
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
利
を
保
護
さ
れ
る
資
格
を
失
う
。
こ
の
意
味
で
、
い
か
な
る
権
利
も
無
条
件
に
享
受
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
条
件
付
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
ミ
ラ
ー
が
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
﹁
条
件
付
﹂
が
全
面
的
・
包

括
的
な
剥
奪
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
の
剥
奪
の
意
味
と
は
何
か
。
ミ
ラ
ー
は
そ
の
た
め
に
剥
奪
が
何
で
な
い
か
を
明

確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
（
一
一
～
一
三
頁
）。

　
ａ 　

ミ
ラ
ー
は
ま
ず
権
利
と
要
求
（claim

es

）
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、剥
奪
が
要
求
に
ま
で
は
及
ば
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

六
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他
者
の
権
利
の
侵
害
者
は
相
互
性
の
破
壊
に
よ
っ
て
た
し
か
に
自
ら
の
権
利
保
護
の
資
格
を
失
う
と
と
も
に
、
他
者
も
そ
の
義
務
か
ら

解
放
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
侵
害
者
は
な
る
ほ
ど
権
利
は
失
う
に
し
て
も
、
そ
の
実
質
（substance

）
に
対
す
る
要
求
ま
で

失
う
こ
と
は
な
い
と
、
ミ
ラ
ー
は
い
う
。
要
求
そ
の
も
の
は
相
互
性
以
外
の
根
拠―

―

た
と
え
ば
、
耐
え
難
い
肉
体
的
苦
痛
や
飢
餓

の
よ
う
な―

―

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
々
は
侵
害
者
の
権
利
を
保
護
す
る
義
務
（
な
い
し
理
由
）

か
ら
は
解
放
さ
れ
る
に
し
て
も
、
彼
ら
の
要
求
を
考
慮
す
る
あ
る
種
の
道
徳
的

0

0

0

義
務
（
法
的
義
務
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
）
は
の
こ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
剥
奪
は
権
利
の
喪
失
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
実
た
る
要
求
そ
の
も
の
の
喪
失
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
あ

る
。

　

ｂ 　

剥
奪
は
﹁
約
束
事
﹂（a m

atter of convention

）
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ゲ
ー
ム
の
規
則
に
違
反
し
た
者
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し

て
の
資
格
を
失
う
。
あ
る
い
は
刑
法
は
あ
る
一
定
の
犯
罪
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
罰
則
が
定
め
て
い
る
。
ゲ
ー
ム
の
規
則
と
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
で
剥
奪
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ミ
ラ
ー
に
い
わ
せ
れ
ば
、
本
末
転
倒
の
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
か
じ
め
ゲ

ー
ム
の
規
則
や
刑
法
の
罰
則
規
定
が
あ
っ
て
、
剥
奪
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
剥
奪
と
い
う
観
念
は
逆
に
罰
則
を
決
定
す
る

た
め
の
基
準
に
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
剥
奪
論
の
目
的
と
は
い
か
な
る
権
利
が
ど
の
よ
う
に
し
て
失
わ
れ
る
か

を
見
極
め
る
た
め
の
基
準
を
提
供
す
る
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ｃ 　

剥
奪
論
をlex talionis

と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。﹁
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
﹂
も
一
種
の
相
互
性
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
剥
奪
論
を
報
復
（retribution

）
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
相
互
性
に
も
と
づ
く
剥
奪
論
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
い
か
な
る

権
利
が
ど
の
よ
う
に
失
わ
れ
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
応
報
主
義
的
な
刑
罰
論
に
直
接
つ
な
げ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ

る
。
両
者
は
原
理
的
に
は
別
次
元
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹁
権
利
の
剥
奪
は
あ
る
形
態
の
処
罰
を
許
容
す
る
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
要
請
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
し
、
あ
る
い
は
処
罰
を
課
す
る
こ
と
で
正
義
が
果
た
さ
れ
る
と
は

六
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相
互
性
と
し
て
の
人
権

い
え
な
い
﹂（
一
三
頁
）。

以
上
三
点
が
剥
奪
が
何
で
な
い
か

0

0

0

0

0

を
確
認
す
る
に
際
し
て
、
ミ
ラ
ー
が
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

で
は
、
よ
り
積
極
的
に
、
剥
奪
観
念
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。
権
利
は
相
互
性
に
も
と
づ
き
、
自
ら
の
権
利

と
同
じ
権
利
を
他
人
に
も
認
め
る
か
ぎ
り
で
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
権
利
を
認
め
な
い
場
合
に
、剥
奪
の
問
題
が
生
じ
る
。

他
者
に
同
じ
権
利
を
認
め
な
い
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
こ
こ
で
も
ミ
ラ
ー
は
ロ
ッ
ク
を
手
が
か
り
に
し
て
議
論
を
す
す
め
る
。﹁
自
然
法
﹂

を
侵
す
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
そ
の
侵
害
者
は
、［
⋮
］
理
性
と
一
般
的
均
衡
と
の
規
則
以
外
の
規
則
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
自
ら
宣
言
す
る
﹂

（﹃
統
治
二
論
﹄
三
〇
〇
頁
）。
ミ
ラ
ー
は
ロ
ッ
ク
の
こ
の
一
節
を
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
一
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
（
た
だ
し
、
ロ
ッ
ク
は

た
と
え
ば
財
産
権
を
自
然
法
に
基
礎
づ
け
た
た
め
、
個
別
の
窃
盗
行
為
が
そ
の
ま
ま
財
産
権
そ
の
も
の
へ
の
攻
撃
で
あ
る
と
理
解
し
た
が
、

こ
れ
が
ロ
ッ
ク
を
し
て
包
括
的
・
全
面
的
な
剥
奪
論
へ
導
い
た
と
し
て
批
判
し
て
い
る
）。

　

ま
た
ミ
ラ
ー
は
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
っ
て
、﹁
一
時
の
激
情
や
性
急
さ
に
駆
ら
れ
て
で
は
な
く
、
冷
静
で
確
固
と
し
た
意
図
を
も
っ
て
他
人

の
生
命
を
狙
う
こ
と
を
言
葉
あ
る
い
は
行
動
で
宣
言
す
る
﹂
者
や
﹁
自
分
の
［
被
害
者
の
］
存
在
へ
の
敵
意
を
あ
ら
わ
に
す
る
﹂（﹃
統
治
二

論
﹄
三
一
二
頁
）
者
は
、
相
互
性
の
破
壊
を
決
意
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
明
確
で
持
続
的
な
意
図
が
そ
の
行
動
を
通

し
て
明
ら
か
な
と
き―
―

た
と
え
ば
、
群
集
に
向
か
っ
て
進
む
自
爆
テ
ロ
リ
ス
ト
の
ケ
ー
ス―

―

、
当
該
人
物
は
相
互
性
の
破
壊
者
、
す

な
わ
ち
自
分
の
権
利
と
同
様
の
権
利
を
他
人
に
認
め
な
い
者
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。﹁
あ
る
意
図
に
も
と
づ
い
て
行
動
が
な
さ
れ
て
お

り
、
故
意
の
権
利
侵
害
が
い
ま
ま
さ
に
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
何
か
介
入
す
る
要
因
が
防
止
し
な
け
れ
ば
な
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
当
該
人
物
の
行
動
を
相
互
性
の
欠
如
と
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ
の
結
果
彼
自
身
の
人
権
は

剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹂（
一
四
頁
）。

　

と
こ
ろ
で
、
ミ
ラ
ー
が
一
貫
し
て
ロ
ッ
ク
に
準
拠
し
な
が
ら
も
最
終
的
に
ロ
ッ
ク
か
ら
離
れ
る
の
は
、
彼
が
基
本
的
に
剥
奪
の
限
界
ま
た

六
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は
そ
の
終
結
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
剥
奪
の
限
界
や
終
結
が
問
題
に
な
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
殺
人
と
い
っ
て
も
、
そ

れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
ａ
．
一
時
の
激
情
に
駆
ら
れ
た
結
果
と
し
て
の
殺
人
、
ｂ
．
通
り
魔
の
よ

う
な
無
差
別
殺
人
、
ｃ
．﹁
切
り
裂
き
ジ
ャ
ッ
ク
﹂
の
よ
う
な
連
続
殺
人
や
自
爆
テ
ロ
な
ど
を
例
に
あ
げ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
な

か
で
他
者
の
権
利
を
頭
か
ら
無
視
し
て
い
る
の
は
ｂ
と
ｃ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
面
的
な
剥
奪
が
生
じ
う
る
の
は
こ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い

て
の
み
で
あ
る
。
ａ
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
、
犯
行
の
時
点
で
相
互
性
を
破
壊
し
た
が
、
将
来
に
お
い
て
そ
れ
を
回
復
す
る
可
能
性
ま
で

も
排
除
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
可
能
性
ゆ
え
に
、
剥
奪
の
程
度
は
慎
重
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
が
、
剥
奪
の
継
続
期
間
と
い
う
問
題
と
関
係
し
て
く
る
。
相
互
性
の
領
域
（﹁
権
利
の
共
同
体
﹂）
か
ら
離
脱
し
た
者
は―

―

ロ
ッ
ク
が
主
張
す
る
よ
う
に―

―
永
続
的
に
剥
奪
の
状
態
に
お
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
権
利
の
相
互
的
な
尊
重
を
承

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
信
じ
ら
れ
る
十
分
な
理
由
が
判
明
し
た
時
点
で
、
剥
奪
状
態
は
終
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
ミ
ラ
ー
は
考
え

る
。
人
間
に
は
本
来
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
改
善
可
能
な
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
現
実
世
界
に
は
例
外
的
に

﹁
レ
ク
タ
ー
博
士
﹂
の
よ
う
な
﹁
先
天
的
な
﹂
改
善
の
余
地
が
な
い
本
物
の
﹁
怪
物
﹂
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
別
途
考
え
る
必
要
が
あ
る
）。
相
互
的
な
関
係
、
す
な
わ
ち
﹁
権
利
保
持
者
の
共
同
体
﹂
に
立
ち
返
る
可
能
性
が
剥
奪
の
期
間
を
限
定

的
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
終
身
刑
は
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
閉
ざ
す
た
め
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い

と
さ
れ
る
。
結
局
ミ
ラ
ー
の
議
論
は
次
の
一
節
に
要
約
さ
れ
る
。﹁
こ
こ
で
の
基
本
的
な
前
提
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ

れ
わ
れ
は
人
間
と
い
う
も
の
は
相
互
的
な
基
礎
の
も
と
に
他
者
の
権
利
を
承
認
し
よ
う
と
し
、
ま
た
承
認
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
想
定
に
立

っ
て
人
間
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
人
権
と
は
獲
得
さ
れ
る
必
要
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
思
想
の
背
景
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
相
互
性
の
原
理
を
侵
害
す
る
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
権
利
を
尊
重
す
る
主
体
の
共
同
体
に
立
ち
返
る
能
力
を
有
す

る
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
。こ
の
者
が
そ
の
よ
う
な
能
力
を
も
た
な
い
と
い
う
決
定
的
な
証
拠
を
手
に
す
る
ま
で
は
。

六
八
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相
互
性
と
し
て
の
人
権

こ
れ
が
人
権
を
剥
奪
し
う
る
程
度
に
限
界
を
設
定
し
、
⋮
ま
た
人
権
の
い
く
つ
か
は
無
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
も
あ
る
﹂（
一

七
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
剥
奪
に
関
し
て
ロ
ッ
ク
と
ミ
ラ
ー
と
の
間
に
大
き
な
違
い
が
生
ま
れ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
の
人
間
観
や
時
代

状
況
の
違
い
（
し
か
し
、
全
体
主
義
に
よ
る
全
面
的
剥
奪
の
経
験
や
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
テ
ロ
の
横
行
な
ど
、
現
代
の
リ
ベ
ラ
ル
社
会
も
一

七
世
紀
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
大
き
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
）
と
は
別
に
、
人
権
の
基
礎
づ
け
の
仕
方
の
違
い
が

影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
人
権
（
自
然
権
）
を
神
の
秩
序
＝
自
然
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
秩
序

の
破
壊
者
は
人
間
共
同
体
か
ら
永
久
放
逐
さ
れ
、
結
果
と
し
て
﹁
強
硬
な
﹂
剥
奪
論
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ミ
ラ
ー
は
他
者
の
権

利
の
尊
重
の
理
由
に
つ
い
て
は
﹁
特
定
の
信
念
﹂
の
体
系
を
も
つ
必
要
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
一
五
頁
）。
宗
教
的
信
念
か
ら
に
せ
よ
、

功
利
主
義
的
な
立
場
か
ら
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
ま
た
た
だ
た
ん
に
侵
害
の
結
果
生
じ
る
事
態
へ
の
恐
れ
か
ら
に
せ
よ
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
理

由
か
ら
他
人
の
権
利
の
侵
害
を
控
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
さ
し
あ
た
り
問
題
は
な
い
と
、
ミ
ラ
ー
は
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

ミ
ラ
ー
が
人
権
の
基
礎
づ
け
を
い
っ
さ
い
放
棄
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
ミ
ラ
ー
が

人
権
を
基
本
的
な
人
間
的
ニ
ー
ズ
（basic hum

an needs

）
と
最
低
限
﹁
人
間
ら
し
い
﹂（decent

）
生
活
へ
の
要
求
と
に
結
び
つ
け
て

考
え
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ⅴ　

人
権
の
条
件
性
と
無
条
件
性

　

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
相
互
性
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
人
権
と
呼
ば
れ
て
き
た
権
利
の
ほ
と
ん
ど
は
実
際
に
は
条
件
的

（C
-rights=

conditional rights

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
無
条
件
的
（U

-rights=
unconditional rights

）
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
人
権
は
等
し
く
重
要
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
点
は
ミ
ラ
ー
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
九
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で
は
な
ぜ
、
条
件
付
と
無
条
件
的
の
違
い
が
あ
る
の
か
。
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
区
別
は
重
要
度
の
違
い
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

剥
奪
の
観
念
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
剥
奪
は
相
互
性
の
破
壊
に
よ
っ
て
生
じ
る
が
、
そ
れ
が
い

つ
発
生
す
る
の
か
、
ま
た
い
か
に
し
て
権
利
を
回
復
す
る
の
か
を
判
定
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
権
利
は
無
条
件
に
享
受
さ
れ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
こ
そ
が
﹁
無
条
件
の
権
利
﹂
＝U

-rights

と
ミ
ラ
ー
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
﹁
手
続
き
的
﹂
な
も
の
と
﹁
実
質
的
な
も
の
﹂
が
含
ま
れ
る
（
一
八
～
一
九
頁
）。

　
ａ 　

適
正
な
司
法
上
の
手
続
き
へ
の
権
利
は
無
条
件
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
剥
奪
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、﹁
証
拠
の
収
集
﹂﹁
被
疑
者

の
尋
問
﹂﹁
法
廷
で
の
防
衛
権
﹂
な
ど
が
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
剥
奪
の
可

否
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
権
利
は
基
底
的
で
あ
り
、
無
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ｂ 　

実
質
的
な
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
生
命
そ
の
も
の
へ
の
権
利
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
ぜ
生
命
が
無
条
件
的
か
と
い
え
ば
、
生
命
は
取
り

戻
し
の
き
か
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
生
命
へ
の
権
利
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
相
互
性
を
一
度
破
壊
し
た
者
が
再
度﹁
権
利
の
共
同
体
﹂

へ
復
帰
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
決
定
的
に
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
生
命
へ
の
無
条
件
な
権
利
は
、
あ
ら
ゆ
る
殺

人
は
悪
で
あ
る
と
い
う
観
念
に
依
拠
し
た
も
の
で
は
な
く
、
将
来
的
に
相
互
性
の
領
域
で
共
存
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
人
間
の
可
能
性

を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
観
念
に
依
拠
し
て
い
る
。

　
ｃ 　

拷
問
を
受
け
な
い
権
利
もU

-rights

に
含
ま
れ
る
。
こ
の
権
利
が
無
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
被
拷

問
者
を
﹁
内
面
か
ら
破
壊
﹂
す
る
た
め
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
サ
ス
マ
ン
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。﹁
被
拷
問
者
は
、
そ
の
主
体
の
も

っ
と
も
奥
深
い
部
分
に
お
い
て
、
た
ん
な
る
受
動
的
な
犠
牲
者
と
し
て
で
は
な
く
、
自
己
を
引
き
下
げ
る
能
動
的
な
共
犯
者
と
し
て
の

経
験
を
強
い
ら
れ
る
。⋮
犠
牲
者
は
自
己
の
内
部
で
彼
の
一
部
が
拷
問
者
の
熱
心
な
協
力
者
と
し
て
働
く
と
い
う
弁
証
法
を
経
験
す
る
﹂

（
二
〇
頁
）。
拷
問
は
人
間
が
権
利
主
体
と
し
て
、
ま
た
他
者
の
権
利
を
承
認
す
る
主
体
と
し
て
活
動
す
る
能
力
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら

六
九
一
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掘
り
崩
す
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
ミ
ラ
ー
は
ロ
ッ
ク
の
相
互
性
の
概
念
に
し
た
が
っ
て
、
ま
た
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
た
者
で
あ
っ
て
も
後
に
人
間
共
同
体
に
復

帰
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
想
定
の
も
と
に
、
議
論
を
す
す
め
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
将
来
に
お
け
る
相
互
性
回
復
の
可
能
性
が
彼
の
議

論
の
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
、U

-rights

の
存
在
す
べ
き
説
明
と
し
て
こ
れ
は
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
形
式
的
な
司
法
手
続
き
や
生
命
、
四
肢

の
保
全
や
屈
辱
的
取
り
扱
い
の
回
避
は
、
な
ぜU

-rights

と
さ
れ
る
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
は
そ
れ
だ
け
で
は
﹁
人
間
ら

し
い
﹂
生
活
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
な
く
し
て
は
﹁
人
間
ら
し
い
﹂
生
活
を
送
る
条
件
（
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
の
充
足
＝
人
権

の
実
現
）
が
成
立
し
な
い
、も
っ
と
も
﹁
基
本
的
な
﹂
ニ
ー
ズ
だ
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、人
間
の
﹁
尊
厳
﹂（dignity

）
と
い
う
観
念―

―

﹁
人

間
ら
し
い
﹂
生
活
を
送
る
権
利―

―
を
最
底
辺
で
下
支
え
す
る
権
利
がU

-rights

な
の
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
尊
厳
の
概
念
は
あ

る
権
利
がU

-rights

で
あ
り
、
別
の
権
利
がC

-rights

で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
説
明
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
前
者
の
権
利
が
存
在
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
の
理
由
は
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
こ
の
講
演
で
ミ
ラ
ー
は
人
権
の
﹁
不
可
譲
性
﹂
／
﹁
可
譲
性
﹂
と
い
う
従
来
の
ダ
イ
コ
ト
ミ
ー
を
﹁
無
条
件
的
﹂
／
﹁
条
件
付
﹂

と
い
う
ダ
イ
コ
ト
ミ
ー
に
置
き
換
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
互
性
と
い
う
原
則
に
立
脚
す
る
か
ぎ
り
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
権
は

事
実
上
譲
渡
可
能
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
相
互
性
を
破
壊
し
た
場
合
に
も
な
お
残
る―

―

残
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い―

―

権

利
の
存
在
、
こ
れ
が
形
式
上
・
実
質
上
のU

-rights

で
あ
り
、
こ
れ
ら
最
低
限
の
権
利
群
は
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
も
﹁
不
可
譲
﹂
な

の
で
あ
る
。

　

Ⅱ　

い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト

　

前
節
で
は
今
回
の
ミ
ラ
ー
講
演
の
要
旨
を
筆
者
な
り
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
な
が
ら
、
や
や
詳
細
に
た
ど
っ
て
み
た
。
そ
の
検
討
に
入
る
前

六
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に
論
点
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

人
権
は
通
常
普
遍
的
・
不
可
侵
・
不
可
譲
な
権
利
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
の

が
、
ミ
ラ
ー
の
問
い
の
出
発
点
で
あ
る
。
人
権
は
無
条
件
に
享
受
さ
れ
る
権
利
な
の
か
、
条
件
付
で
享
受
さ
れ
る
権
利
な
の
か
、
そ
れ
と
も

そ
の
中
間
の
ど
こ
か
に
位
置
す
る
権
利
な
の
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
ミ
ラ
ー
は
一
方
で
い
く
つ
か
の
（
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
の
）
人
権
の

条
件
的
な
性
格
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、他
方
で
そ
れ
ら
の
基
底
に
あ
る
不
可
譲
の
絶
対
的
な
権
利
と
し
て
の
人
権
理
念
を
否
定
し
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
い
く
つ
か
の
（
ご
く
少
数
の
）
権
利
は
無
条
件
的
に
享
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
権
論
の
分

節
化
に
さ
い
し
て
、
ミ
ラ
ー
が
議
論
の
手
が
か
り
と
し
て
い
る
の
が
ロ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
ミ
ラ
ー
は
ロ
ッ
ク
の
権
利
剥
奪
理
論
に
ほ
ぼ
（
全

面
的
に
で
は
な
い
が
）
し
た
が
っ
て
い
る
が
、し
か
し
自
然
法
の
一
部
侵
犯
に
よ
っ
て
侵
犯
者
は
﹁
人
間
の
世
界=

理
性
の
世
界
﹂
か
ら
﹁
野

獣
の
世
界=

非
理
性
の
世
界
﹂
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
る
た
め
、
人
間
と
し
て
の
権
利
を
い
っ
さ
い
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

見
解
に
は
異
議
を
唱
え
て
い
る―

―

人
間
に
は
た
と
え
彼
／
彼
女
が
何
を
し
た
と
し
て
も
剥
奪
で
き
な
い
権
利
、
す
な
わ
ち
無
条
件
に
享

受
さ
れ
る
権
利
が
た
し
か
に
﹁
獲
得
﹂
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
備
わ
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
の
基
本
的
な
視
座
は
し
た
が
っ
て
ロ
ッ

ク
的
自
然
法
に
見
ら
れ
る
﹁
強
力
な
﹂
基
礎
づ
け
主
義
（
特
定
の
神
学
的
・
哲
学
的
立
場
に
よ
る
正
当
化
）
か
ら
一
定
の
距
離
を
お
き
、
よ

り
現
実
に
即
し
た
、
あ
る
意
味
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
人
権
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
近
年
の
人
権
論
の
ひ
と
つ
の
流
れ
に
沿
う
も

の
で
、
今
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
の
あ
り
か
た
を
探
る
ミ
ラ
ー
自
身
の
現
在
の
関
心
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

お
お
む
ね
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
も
と
づ
い
て
、
以
下
で
は
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。
な
お
、
本

講
演
を
と
お
し
て
ミ
ラ
ー
が
議
論
の
根
拠
に
お
い
て
い
る
の
は
相
互
性
と
い
う
概
念
（
法
的
に
は
自
分
の
権
利
と
同
じ
権
利
を
他
者
に
も
認

め
る
態
度
で
あ
る
が
、
道
徳
的
に
は
相
手
の
立
場
に
自
分
自
身
を
お
く
こ
と
か
ら
生
じ
る
一
種
の
共
感
能
力
（em

pathy

）
を
意
味
し
て
い

る
と
理
解
さ
れ
る
）
で
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
相
互
性
と
い
う
関
係
性
を
破
壊
し
た
者
で
も
そ
れ
を
回
復
す
る
潜
在
的

0

0

0

能
力
を
保
有
し
て
い
る
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相
互
性
と
し
て
の
人
権

と
い
う
指
摘
が
こ
こ
で
の
議
論
の
底
流
に
あ
り
、
結
局
そ
の
よ
う
な
人
間
観
が
ミ
ラ
ー
の
人
権
論―

―

最
後
に
残
る
無
条
件
な
権
利
の
存

在―
―

の
主
張
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
ま
た
ミ
ラ
ー
を
最
終
的
に
ロ
ッ
ク
の
全
面
的
な
剥
奪
論

か
ら
離
脱
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
節
で
は
と
く
に
ミ
ラ
ー
が
講
演
を
と
お
し
て
議
論
の
根
底
に
お
い
て
い
る
相
互
性
の
概
念
に
着
目
し
、
そ
の
含
意
の
い
く
つ
か
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。
そ
の
さ
い
、
ミ
ラ
ー
の
政
治
理
論
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
概
念
や
、
フ
ラ
ン
ス

的
な
市
民
権
概
念
に
も―

―
筆
者
自
身
の
関
心
か
ら―

―

言
及
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ⅰ　

相
互
性
の
概
念
に
つ
い
て

　

周
知
の
よ
う
に
、
相
互
性
と
い
う
概
念
は
総
じ
て
近
代
の
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
理
論
（
と
く
に
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
に
見
ら
れ
る

社
会
契
約
説
）
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
占
め
て
き
た
。
こ
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
お
よ
そ
権
利
と
い
う
も
の
は
相
手
に
も
同
じ
権
利
を

承
認
す
る
と
い
う
条
件
で
の
み
享
受
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
相
互
的
な
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
と
い
う
発
想
が
近
代
社
会
構
想
の

基
底
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
ミ
ラ
ー
が
相
互
性
と
い
う
と
き
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
近
代
の
伝
統
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
近
代
の
リ
ベ
ラ
ル
な
伝
統
の
な
か
に
自
己
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

相
互
性
と
は
自
分
の
権
利
と
同
じ
権
利
を
相
手
に
も
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
近
代
の
理
論
家
の
あ
い
だ
で
見
解
の
相
違

は
な
い
。
見
解
が
分
か
れ
る
の
は
、何
が
そ
の
よ
う
な
相
互
性
を
支
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
き
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は﹁
剣
﹂

で
あ
る
と
い
う
。
あ
る
も
の
は
﹁
神
﹂
へ
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
あ
る
も
の
は
世
俗
的
な
﹁
市
民
宗
教
﹂
で
あ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ

ん
、﹁
剣
﹂
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
自
然
法
の
遵
守
を
う
な
が
す
た
め
で
あ
っ
て
、﹁
剣
﹂
の
み
が
自
己
目
的
的
に
振
る
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。

ま
た
、﹁
神
﹂
へ
の
義
務
や
﹁
市
民
宗
教
﹂
に
よ
る
徳
目
教
化
も
最
終
的
に
物
理
的
な
﹁
死
﹂
の
選
択
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
相
互

六
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性
は
最
終
的
に
は
外
的
強
制
力
を
背
景
と
し
つ
つ
、
日
常
的
・
道
徳
的
に
は
内
的
・
自
発
的
動
機
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

本
講
演
で
ミ
ラ
ー
が
主
た
る
関
心
を
よ
せ
て
い
る
の
は
後
者
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ミ
ラ
ー
は
本
講
演
に
お
い
て
も
っ
ぱ
ら
ロ
ッ
ク
に
依
拠
し
な
が
ら
、
相
互
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
ミ
ラ
ー
は
ロ

ッ
ク
が
相
互
性
を
支
え
る
基
盤
と
み
な
し
た
と
思
わ
れ
る
神
学
的
基
盤
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ん
だ
言
及
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ロ
ッ
ク
は
﹁
神
﹂
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
秩
序
を
遵
守
す
る
万
人
の
義
務
（
自
然
法
）
が
、
人
間
同
士
の
権
利
の
主
張
の
前
提
に
あ
る
と
み

な
し
て
い
た
こ
と
が
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る）

7
（

。
し
か
し
、
ミ
ラ
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
深
入
り
し
な
い
。
こ
の
点
に
問
題
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
過
去
の
あ
る
教
説
か
ら
何
か
を
引
き
出
す
場
合
、
そ
の
前
提
の
す
べ
て
を
受
け
入
れ
る
必
要
は
な
い
。
と
は

い
え
、
何
を
受
け
入
れ
何
を
受
け
入
れ
な
い
か
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ミ
ラ
ー
が
詳
論
し
て
い
な

い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
が
構
想
す
る
の
が
神
学
で
は
な
く
、
世
俗
的
な
政
治
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
い
ち
お
う
の
説
明
は
つ
く
。
そ

の
う
え
で
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
を
め
ぐ
る
複
雑
か
つ
密
接
な
関
係
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
十

分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
や
は
り
物
足
り
な
さ
が
残
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
言
及
は
差
し
控
え
る
が
、
そ
れ
に
し

て
も
現
在
新
た
に
相
互
性
に
つ
い
て
論
じ
る
な
ら
ば
、
ロ
ッ
ク
的
神
学
に
代
わ
る
社
会
的
・
人
間
的
基
礎
づ
け
と
し
て
別
の
代
替
的
な
説
明

が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ラ
ー
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
政
治
理
論
の
展
開
か
ら
推
し
測
れ
ば
、
ミ
ラ
ー
独
自

の
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
﹂
の
概
念
が
そ
の
基
礎
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
ミ
ラ
ー
の
い
う
ナ
シ
ョ
ナ

リ
テ
ィ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
相
互
性
の
保
持
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

ⅱ　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て

　

あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、
近
代
以
降
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
結
び
つ
き
は
つ
ね
に
暗
黙
裡
に
想
定

六
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さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
現
在
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
内
実
へ
の
理
解
の
深
ま
り
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
の
な
か
で
両
者
の
結
び
つ
き

は
か
つ
て
ほ
ど
ナ
イ
ー
ヴ
に
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
﹁
新
し
い
現
実
﹂
を
前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
両
者
の
結
び
つ
き
（
も
し

く
は
乖
離
）
の
諸
様
態
を
吟
味
し
な
お
し
、
規
範
的
な
方
向
性
を
示
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
、
ミ
ラ
ー
は
と
く
に
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
﹄（
一
九
九
五
年
）
以
来
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
的

基
盤
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
が
要
請
す
る
義
務
と
そ
の
限
界
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自

己
決
定
の
現
代
的
条
件
（
主
権
、
自
治
、
分
離
独
立
、
連
邦
制
な
ど
）、
文
化
多
元
主
義
ま
た
は
多
文
化
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
統
合
と
の

関
係
、
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
衰
退
が
も
た
ら
す
現
代
の
危
機
な
ど
、
現
代
の
国
民
国
家
が
直
面
す
る
主
要
な
論
点
を
考
察
し
て
き

た
。
ミ
ラ
ー
の
論
点
は
こ
の
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
れ
ら
を
論
じ
る
さ
い
の
彼
の
一
貫
す
る
視
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
観
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
前
提
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
意
義
を
強
調
す
る

点
で
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
問
題
は
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
な
の
か
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
が
分
析
の
対

象
に
し
、
ま
た
終
始
そ
れ
に
依
拠
す
る
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
原
理
﹂
は
、
多
元
性
、
差
異
性
、
反
復
性
と
い
っ
た
要
素
を
含
み
な
が
ら
ネ

ー
シ
ョ
ン
の
一
体
性
を
表
す
観
念
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
ミ
ラ
ー
が
﹁
保
守
的
な
﹂
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
好
む
﹁
一
枚
岩
的
な
﹂
ネ
ー
シ

ョ
ン
概
念
と
も
、﹁
急
進
的
な
﹂
多
文
化
主
義
者
が
掲
げ
る
﹁
分
断
さ
れ
た
﹂（
と
ミ
ラ
ー
が
判
断
す
る
）
ネ
ー
シ
ョ
ン
概
念
と
も
異
な
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
た
し
か
に
歴
史
的
形
成
物
で
あ
り
、
過
去
か
ら
の
文
化
継
承
を
尊
重
す
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
つ
ね
に
未
来
に
向
け
て
可
変
的
で
あ
り
、
現
在
の
開
か
れ
た
公
的
熟
議
を
通
し
て
そ
の
つ
ど
再
定

義
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
上
述
の
著
書
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
﹁
思
考
の
動
態
的
過
程
と
、
集
団
内
の
当
事
者
間
の
意
見

交
換
と
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
も
の）

8
（

﹂
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
は
こ
こ
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
の
違
い
を
見

出
す
と
と
も
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
親
近
性
、
ひ
い
て
は
世
界
に
向
け
て
開
か
れ
た
方
向
性
を
見
て
い
る
。

六
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次
に
、﹁
政
治
学
的
﹂
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
。
近
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
多
く
は
歴
史
社
会
学
の
分
野
で
な
さ
れ
て
い
る
が）

9
（

、

ミ
ラ
ー
は
自
身
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
﹁
政
治
学
的
﹂
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
原
理
﹂
の
考
察
に

あ
た
り
、
歴
史
社
会
学
的
か
ら
の
知
見
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
け
れ
ど
も
、

私
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
彼
ら
の
も
の
と
は
異
な
る
。
私
の
関
心
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
由
来

と
か
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
果
た
す
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
に
つ
い
て
の
一
般
的
説
明
と
い
う
意
味
で
の
、
も
う
ひ
と
つ
の

﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
理
論
﹂
を
作
り
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
私
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
い
か
な
る
実
際
的
態
度
を
取
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る）
₁₀
（

﹂。
ミ
ラ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
論
は

実
証
的
と
い
う
よ
り
は
、
規
範
的
な
関
心
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
社
会
正
義
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
第
二
の
観
点
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
社
会
正
義
と
結
び
つ

け
る
第
三
の
視
点
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ミ
ラ
ー
の
研
究
関
心
が
、
当
初
の
社
会
民
主
主
義
的
な
社
会
正
義
論
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問

題
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
経
緯
は
、
た
と
え
ば
一
九
八
九
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）
₁₁
（

。
ミ
ラ
ー
は
こ
の
論
文

で
、
当
時
論
議
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
リ
ベ
ラ
ル

－

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
平
等
の
理
念
を
重
視
す
る
社
会
民

主
主
義
者
は
、
再
配
分
政
策
が
支
持
さ
れ
る
社
会
的
条
件
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
で
彼
ら
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
あ
る
程

度
関
心
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
た
だ
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
ミ
ラ
ー
が
ど
の
程
度
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
で

あ
る
か
は
、
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
の
第
一
義
的
関
心
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
近
隣
社
会
へ
の
関
心
は
も
ち
ろ

ん
皆
無
で
は
な
い
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
統
合
と
の
関
連
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ミ
ラ
ー
の
立
場
は
、
た
と
え

ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
﹁
フ
ラ
ン
ス
﹂
型
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
ド
ミ
ニ
ク
・
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
な
ど
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）
₁₂
（

）。

　

と
こ
ろ
で
、
再
分
配
政
策
が
実
施
で
き
な
け
れ
ば
平
等
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
社
会
を
構
成
す
る
人
々
の
間
に
共
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通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
一
定
の
連
帯
意
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
連
帯
意
識
を
醸
成
す
る
の
が

ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
い
う
の
が
ミ
ラ
ー
の
考
え
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
﹁
福
祉
国
家―

―

そ
し
て
実
際
の
と
こ
ろ
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
権
利
を
護
る
計
画―

―

は
こ
れ
ま
で
も
、
つ
ね
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
構
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
構
想
は
共
同
体
構
成
員
が

互
い
に
扶
助
し
あ
い
、
平
等
な
尊
敬
を
相
互
に
保
証
し
あ
う
基
礎
の
上
に
正
当
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る）
₁₃
（

﹂
と
述
べ
、
社
会
正
義
と
ナ
シ
ョ

ナ
リ
テ
ィ
と
の
密
接
な
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
人
々
の
間
に
連
帯
意
識
を
も
た

ら
し
、
再
配
分
的
福
祉
や
、
万
人
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
文
化
的
環
境
を
提
供
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
機
能
に
あ
ら
た
め
て
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
基
本
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
で
は
、
ミ
ラ
ー
は
ど
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
観
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
要
約
的
に
そ
の
要
諦
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
ａ 　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
に
始
め
て
出
現
す
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
巨
大
で
、
匿
名
的
で
、
高

度
に
流
動
化
し
た
﹁
政
治
共
同
体
﹂
の
一
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
有
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
創
造
し
、
人
々
に
自
分
が
独
自

の
性
格
と
文
化
を
持
つ
世
代
を
超
え
た
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
。

　

ｂ 　

し
か
し
な
が
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
﹁
原
初
﹂
か
ら
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
々
の
自

己
理
解
の
中
で
発
展
し
、
新
し
い
環
境
に
適
合
し
て
い
く
。
と
く
に
構
成
員
基
準
は
変
わ
り
う
る
し
、
た
と
え
ば
人
種
的
あ
る
い
は
エ

ス
ニ
ッ
ク
な
基
準
で
理
解
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。

　
ｃ 　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
人
格
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
重
要
な
一
要
素
で
は
あ
る
が
、
排
他
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
し
、
あ
る
べ
き
で

は
な
い
。
あ
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
所
属
す
る
こ
と
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
宗
教
、
文
化
集
団
、
政
治
結
社
と
い
っ
た
多
く
の
下
位
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
集
団
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

六
九
八
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ｄ 　

ネ
ー
シ
ョ
ン
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
同
胞
に
義
務
を
追
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
普
遍
主
義
的
な
性
格
を
も
つ
外

部
の
人
々
へ
の
義
務
を
追
う
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
（
人
権
の
問
題
）。
言
い
換
え
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
要
請
す
る
こ
と
は
同
胞

へ
の
理
性
的
な
肩
入
れ
で
あ
っ
て
、
盲
目
的
な
道
徳
的
偏
狭
さ
で
は
な
い
。

　
ｅ 　

す
べ
て
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
自
己
決
定
権
を
持
つ
の
で
、
い
か
な
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
自
決
の
名
の
も
と
に
同
様
の
権
利
を
他
の
ネ
ー
シ

ョ
ン
に
認
め
な
い
よ
う
な
政
策
を
す
す
め
る
権
利
を
も
た
な
い
。

　

ｆ 　

政
治
的
自
己
決
定
が
重
要
な
の
は
、
一
般
的
に
政
治
的
支
持
な
し
に
開
花
・
発
展
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

場
合
、
自
決
権
の
﹁
道
徳
的
﹂
理
由
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
社
会
正
義
の
基
礎
で
あ
る）
₁₄
（

。

　

以
上
や
や
詳
細
に
ミ
ラ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
概
念
を
検
討
し
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
相
互
性
の
概
念
と
関
係

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
の
こ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
概
念
は
相
互
性
を
支
え
る
基
盤
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
民
主
的
な
熟
議
と
結
び
つ
い
て
自
律
や
平
等
や
連
帯
意
識
を
高
め
る
効
果
を
も
つ
か
ぎ
り
で
、
相
互
性
を
支
え
る
重

要
な
基
盤
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
が
常
時
人
々
の
意
識
を
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
日
常
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
意
識
し
て
行
動
を
す
る
人
は
む
し
ろ
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
し
か
に
、﹁
ナ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
原
理
﹂
は
原
理
と
し
て
重
要
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
争
の
よ
う
な
例
外
状

況
、
領
土
問
題
の
顕
在
化
、
も
っ
と
身
近
な
例
で
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
な
ど
の
機
会
に
断
続
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
意

識
が
覚
醒
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
相
互
性―

―

こ
れ
は
日
常
性
の
倫
理
で
あ

る―
―

の
基
礎
と
み
な
す
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
う
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
相
互
性
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
広
が
り
を
も
た
な

い
の
で
、
人
権
の
普
遍
性
と
は
適
合
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
日
常
性
と
密
着
し
、
普
遍
性
に
開
か
れ
た
基
盤
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
考
え
ら
れ
る
の
は
﹁
基
本
的
な
人
間
的
ニ
ー
ズ
﹂
で
あ
る
。

六
九
九
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相
互
性
と
し
て
の
人
権

ⅲ　

人
権
か
市
民
権
か
？

　

基
本
的
な
人
間
的
ニ
ー
ズ
と
は
、
人
間
が
﹁
人
間
ら
し
い
﹂
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
最
低
限
の
条
件
を
意
味
す
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ

う
し
た
条
件
が
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
﹁
人
間
ら
し
い
﹂
生
活
が
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
根
源
的
な
条
件
が
、
基
本
的
な
ニ
ー
ズ
で
あ
る）
₁₅
（

。
こ

の
場
合
の
﹁
人
間
ら
し
い
﹂
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
い
わ
れ
の
な
い
身
体
的
苦
痛
を
免
れ
、
物
質
的
・
精
神
的
向
上
の
機
会
が
保
障
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
リ
ス
ト
に
は
、
た
と
え
ば
、
食
物
や
水
、
衣
服
や
安
全
な
場
所
、
身
体
的
安
全
、
医
療
、
教
育
、
労
働
と
余
暇
、

移
動
や
良
心
や
表
現
の
自
由
、
等
々
が
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
共
有
さ
れ
る
は
ず
の
基
本

的
な
条
件
で
あ
り
、
国
内
的
・
国
際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
や
す
く
、
そ
れ
ゆ
え
相
互
的
な
権
利
の
基
礎
と
み
な
す
の
は
妥
当
な
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
こ
の
点
を
検
討
す
る
前
に
ひ
と
つ
の
問
い
を
提
起
し
た
い
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
人
権
な
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
市
民
権
で
は
な

ぜ
い
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
権
と
市
民
権
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
先
に
言
及
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ド
ミ
ニ
ク
・
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権
﹂
の

出
現
と
い
う
﹁
新
し
い
事
態
﹂
に
お
い
て
、﹁
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
、
地
域
的
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
政
治
機
構
の
戦
略
、
超
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
利
害

を
も
っ
た
諸
集
団
の
織
り
な
す
戦
略
が
、
複
雑
な
仕
方
で
交
差
す
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
し
、﹁
こ
う
し
た
配
置
、
こ
う
し
た
制
度
、
こ
う
し

た
活
動
の
も
と
で
姿
を
現
す
新
し
い
市
民
権
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
も
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
も
な
く
、
多
層
的
で
あ
る
﹂
と
し
て
、
普
遍
主
義

的
な
市
民
権
の
可
能
性
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る）
₁₆
（

。
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
、
人
権
で
は
な
く
市
民
権
の
論
理
こ
そ
が
﹁
新
し
い
事
態
﹂

に
対
応
す
る
論
理
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
の
市
民
権
理
論
と
の
比
較
で
、
ミ
ラ
ー
の
人
権
理
論
の
位
置
と
意
義
は
ど
の
よ

う
な
も
の
に
な
る
の
か
。
以
下
で
、
ミ
ラ
ー
の
論
理
に
即
し
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ニ
ー
ズ
も
と
づ
く
人
権
の
正
当
化
が
ミ
ラ
ー
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
こ
の
場
合
市
民
権
と
の
関
係
で
と
く
に
重

七
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要
な
の
は
、﹁
基
本
的
な
﹂
ニ
ー
ズ
と
﹁
社
会
的
﹂
ニ
ー
ズ
と
の
区
別
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、﹁
基
本
的
﹂
ニ
ー
ズ
と
は
い
か
な
る
社

会
で
あ
っ
て
も
﹁
人
間
ら
し
い
﹂
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
、﹁
社
会
的
﹂
ニ
ー
ズ
と
は
特
定
の
社
会
で
﹁
人
間
ら

し
い
﹂
生
活
を
お
く
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
は
人
権
に
対
応
し
、
後
者
は
市
民
権
に
対
応
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

ミ
ラ
ー
は
﹁
⋮
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
す
る
人
権
は
、（
他
の
点
で
類
似
し
て
い
る
社
会
間
の
事
例
で
は
多
く
が
重
な
り
合
う
で
あ
ろ
う

が
、）
社
会
ご
と
に
異
な
る
市
民
権
の
権
利
と
し
て
拡
大
さ
れ
、
よ
り
十
全
な
形
で
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
、
こ
れ
は
ま
た
、
ニ

ー
ズ
に
よ
る
正
当
化
で
は
市
民
的
・
政
治
的
権
利
の
価
値
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
と
い
う
反
論
に
対
す
る
返
答）
₁₇
（

﹂
に
な
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。

　
　

 ﹁
そ
れ
［
政
治
参
加
］
の
権
利
は
人
権
と
み
な
さ
れ
る
場
合
、
ニ
ー
ズ
に
よ
り
直
接
的
に
結
び
つ
い
た
他
の
権
利
の
保
護
の
た
め
に
必

要
な
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。
多
く
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
民
主
的
に
統
制
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
政
府
は
生
存
や
移
動
の

自
由
な
ど
の
人
々
の
基
本
的
権
利
を
侵
害
す
る
政
策
を
追
求
し
が
ち
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
市
民
権
の
権
利
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
政
治

参
加
の
権
利
は
新
し
い
意
義
や
様
相
を
帯
び
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
で
は
、
政
治
参
加
の
権
利
は
民
主
的
統
治
に
お
け
る
平
等
な
発
言

力
に
対
す
る
権
利
と
な
る
し
、
部
分
的
に
は
そ
の
価
値
は
、
権
利
の
持
ち
主
を
自
ら
の
社
会
の
方
向
づ
け
に
寄
与
し
う
る
有
能
な
市
民

と
し
て
承
認
す
る
点
に
存
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
手
段
的
価
値
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
以
上
に
象
徴
的
意
義
が
あ
り
、
完
全
な
資
格
を

有
す
る
社
会
の
構
成
員
と
し
て
認
識
さ
れ
包
摂
さ
れ
た
い
と
い
う
社
会
的
ニ
ー
ズ
の
充
足
に
役
立
つ
の
で
あ
る）
₁₈
（

﹂。

　

こ
う
し
て
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
ズ
に
よ
る
人
権
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
﹁
基
本
的
﹂
ニ
ー
ズ
と
﹁
社
会
的
﹂
ニ
ー
ズ
を
区
別
し
、
普
遍

主
義
的
人
権
と
個
別
主
義
的
市
民
権
と
の
役
割
分
担
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
人
権
と
市
民
権
は
そ
れ
ぞ
れ
種
類
の
異
っ

た
な
っ
た
ニ
ー
ズ
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
両
者
の
適
切
な
組
み
合
わ
せ
こ
そ
が
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
に
と
っ
て
問
題
だ
と
さ
れ
る）
₁₉
（

。

　

い
ま
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ミ
ラ
ー
に
と
っ
て
﹁
社
会
的
﹂
ニ
ー
ズ
に
も
と
づ
く
市
民
権
の
行
使
は
、﹁
基
本
的
な
﹂
ニ
ー
ズ
に
も
と

七
〇
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づ
く
人
権
の
た
ん
な
る
手
段
で
は
な
い
。
市
民
権
は
そ
れ
自
体
が
目
的
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
権
と
市
民
権
は
い
わ
ば

sym
bios

の
関
係
に
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
ほ
ど
ふ
れ
た
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
基
本
的
に
市
民
権
が
第

一
義
的
な
重
要
性
を
も
つ
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
人
権
を
﹁
政
治
化
﹂
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
ミ
ラ

ー
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
市
民
権
と
人
権
は
い
ず
れ
も
目
的
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
両
者
の
共
存
・
共
生
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
で
は
市
民
権
と
人
権
は
多
く
の
場
合
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
と
ミ
ラ
ー
の
立
場

は
実
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ラ
ー
が
人
権
の
意
義
を
重
視
す
る
の
は
、
市
民
権
に
還

元
で
き
な
い
権
利
が
存
在
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ミ
ラ
ー
の
考
え
方
は
、
彼
が
お
そ
ら
く
権
力
に
対
す
る

懐
疑
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
型
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
伝
統
に
立
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
型
共
和

主
義
の
伝
統
に
立
つ
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
は
市
民
権
に
よ
っ
て
﹁
社
会
的
﹂
ニ
ー
ズ
と
﹁
基
本
的
な
﹂
ニ
ー
ズ
の
双
方
を
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
関
す
る
両
者
の
理
論
上
の
対
立
は
、
目
的―

―

自
由
で
平
等
な
人
間
的
共
同
体
の
実
現―

―

の
違

い
と
い
う
よ
り
は
、
彼
ら
が
依
拠
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
文
化
の
違
い
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。﹁
市

民
の
共
同
体
﹂（
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
）
と
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
﹂（
ミ
ラ
ー
）、
そ
こ
で
の
人
権
と
市
民
権
の
様
態
と
結
び
つ
き
。
こ
の
論

点
は
人
権
を
め
ぐ
る
今
後
の
議
論
に
と
っ
て
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

ⅳ　

最
初
の
問
い
へ

　

以
上
今
回
の
講
演
と
近
著
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
責
任
﹄
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
ミ
ラ
ー
の
人
権
論
の
整
理
と

検
討
を
試
み
て
き
た
。
こ
こ
で
最
初
の
問
題
に
戻
る
。
ミ
ラ
ー
は
今
回
の
講
演
の
冒
頭
、
彼
が
人
権
を
再
考
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
ふ
た

つ
の
﹁
政
治
問
題
﹂
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。
そ
の
ふ
た
つ
の
﹁
政
治
問
題
﹂
と
は
、
繰
り
返
し
て
お
け
ば
、
収
監
さ
れ
た
人
物
の
政
治
的
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権
利
の
問
題
と
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
結
局
、
ミ
ラ
ー
は
本
講
演
を
と
お
し
て
こ

の
ふ
た
つ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
（
た
だ
し
、
ミ
ラ

ー
自
身
は
い
ず
れ
の
問
題
に
対
し
て
も
明
示
的
な
言
及
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
）。

　
ａ 　

収
監
さ
れ
た
人
物
の
政
治
的
権
利
に
つ
い
て
。
本
講
演
で
の
ミ
ラ
ー
の
狙
い
は
、
個
別
の
ケ
ー
ス
に
対
し
て
直
接
応
答
す
る
と
い
う

よ
り
も
、﹁
い
か
な
る
人
権
が
い
か
な
る
状
況
の
も
と
で
剥
奪
さ
れ
う
る
の
か
﹂
と
い
う
議
論
の
前
提
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ミ
ラ
ー
は
相
互
性
と
い
う
観
点
か
ら
権
利
剥
奪
の
条
件
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
相
互
性
を
破
壊
し
た
も
の
は
そ
の
程
度
に
応

じ
て
人
権
を
剥
奪
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
権
は
条
件
付
で
享
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、

本
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ミ
ラ
ー
自
身
が
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
推
察
す
る
ほ
か
な
い

が
、
結
局
は
相
互
性
の
破
壊
の
程
度
に
よ
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
比
較
的
軽
微
な
侵
害
が
全
面
的
な
剥
奪
に
い
た
る

と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
重
大
な
侵
害
で
あ
っ
て
も
他
の
領
域
で
の
権
利
（
こ
の
場
合
は
政
治
的
権
利
）
に
い

っ
さ
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
考
え
る
の
も
直
観
的
に
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
被
収
監
者
た
ち

の
個
別
の
侵
害
の
程
度
に
即
し
て
判
断
す
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
欧
州
人
権
裁
判
所
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
政
治
的
権

利
剥
奪
の
一
貫
し
た
法
的
原
理
の
整
備
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

ｂ 　

リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
お
い
て
テ
ロ
リ
ス
ト
と
み
な
さ
れ
る
人
物
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
は
現
代
に
お
け
る
最
大
の
難
題
で
あ

る
。
自
由
と
安
全
を
ど
う
両
立
さ
せ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ミ
ラ
ー
は
、
本
講
演
で
は
直
接
具
体
的
に
自
論
を
展
開
し
て
い
な

い
。
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
は
﹁
よ
り
小
さ
な
悪
﹂（lesser evil

）
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
（
立
憲
主
義
的
な
プ
レ
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
戦
略
と
い
わ
れ
る）
₂₀
（

）﹁
よ
り
大
き
な
悪
﹂
で
あ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の
積
極
的
な
﹁
戦
い
﹂
に
踏
み
込
ん
で
い
る
。
相
互

性
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
ミ
ラ
ー
の
見
解
は
ど
う
な
る
の
か
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、﹁
一
時
の
激
情
や
性
急
さ
に
駆
ら
れ
て
で
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相
互
性
と
し
て
の
人
権

は
な
く
、
冷
静
で
確
固
と
し
た
意
図
を
も
っ
て
他
人
の
生
命
を
狙
う
こ
と
を
言
葉
あ
る
い
は
行
動
で
宣
言
﹂
し
た
り
、﹁
自
分
の
［
被

害
者
の
］
存
在
へ
の
敵
意
を
あ
ら
わ
に
示
す）
₂₁
（

﹂
も
の
は
、
そ
の
権
利
を
剥
奪
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
に
し
た
が
え
ば
、
明
ら
か
に
実
行
の

意
志
を
も
っ
て
人
ご
み
に
向
か
っ
て
進
み
つ
つ
あ
る
﹁
自
爆
テ
ロ
リ
ス
ト
﹂
は
そ
の
権
利
を
剥
奪
（
殺
害
）
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
れ
は
緊
急
避
難
と
し
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ロ
リ
ス
ト
と
い
え
ど
も
﹁
人
間
﹂
で
あ
っ
て
﹁
野
獣
﹂
で
は
な
い

と
す
れ
ば
、
彼
／
彼
女
は
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
に
復
帰
す
る
潜
在
的
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
も
ま
た
、
人
間
で
あ

る
か
ぎ
り
無
条
件
の
権
利
（U

-rights

）
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
生
命
そ
の
も
の
へ
の
権
利
、
拷
問
を

受
け
な
い
権
利
を
も
つ
。
ミ
ラ
ー
の
人
権
論
（C
-rights

とU
-rights

の
複
合
）
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

ミ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
な
印
象
的
な
一
節
で
講
演
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
一
節
で
本
節
を
し
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
。﹁
し

た
が
っ
て
、
私
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
人
権
の
持
続
的
保
有
は
権
利
保
持
者
が
他
者
の
権
利
を
相
互
に
認
め
あ
う
と
い
う
条
件
に
依
存
し

て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
人
権
の
標
準
的
な
一
覧
の
内
部
に
は
、
よ
り
小
さ
な
下
位
権
利
群―

―

手
続
き
的
な

も
の
と
実
質
的
な
も
の―
―

が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
﹂（
二
二

－

二

三
頁
）。
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
条
件
に
お
い
て
も
、﹁
剥
奪
﹂
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
権
利
の
存
在
。
こ
の
こ
と
が
﹁
テ
ロ
リ

ス
ト
﹂
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
る
理
由
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

Ⅲ　

人
権
の
ア
ポ
リ
ア―

―

む
す
び
に
か
え
て

　

相
互
性
と
し
て
の
人
権
と
い
う
ロ
ッ
ク
＝
ミ
ラ
ー
の
構
想
は
ど
こ
ま
で
一
般
的
妥
当
性
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
は

自
ら
の
権
利
と
同
じ
権
利
を
他
者
に
も
認
め
る
こ
と
を
条
件
に
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
受
け
入
れ
や
す
い
議
論
に
見
え

七
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る
。
た
し
か
に
、
窃
盗
犯
や
﹁
テ
ロ
リ
ス
ト
﹂
は
﹁
明
確
で
自
足
的
な
意
図
﹂
を
も
っ
て
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
を
破
壊
し
た
の
で
、
そ
れ
相

応
に
自
ら
の
権
利
を
剥
奪
さ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、﹁
明
確
で
持
続
的
な
意
図
﹂
を
も
っ
て
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
を
破
壊
し
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
が
こ
こ
で
想

定
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
の
﹁
パ
レ
ス
チ
ナ
人
﹂、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

の
﹁
異
常
者
た
ち
﹂、
ア
レ
ン
ト
の
﹁
無
国
籍
者
た
ち
﹂、
あ
る
い
は
中
上
健
次
の
﹁
路
地
の
人
々
﹂、
石
牟
礼
道
子
の
﹁
被
害
患
者
た
ち
﹂

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
々
は
自
ら
の
﹁
明
確
で
持
続
的
な
意
図
﹂
で
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
を
破
壊
し
た
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

事
実
と
し
て
彼
ら
は
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
に
住
ん
で
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、﹁
人
権
﹂
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
は
最
初

か
ら
相
互
性
の
関
係
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
な
い
。
彼
ら
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
＝
ミ
ル
風
の
用
語
を
援
用
す
れ
ば
、
目
に
見
え
な
い
﹁
匿
名

の
﹂
権
力―

―

必
ず
し
も
名
指
し
で
特
定
で
き
な
い
﹁
構
造
的
な
﹂
シ
ス
テ
ム
の
力―

―

に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
か

ら
放
逐
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

人
権
の
問
題
に
か
ぎ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
格
差
や
貧
困
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
を
﹁
自
己
努
力
﹂
に
還
元
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。﹁
自
己
努
力
﹂
以
外
の
生
得
的
な
諸
要
素
（
文
化
資
産
、
性
差
、
才
能
⋮
）
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
そ
れ

は
社
会
の
基
礎
的
な
構
造
の
問
題
に
行
き
着
く
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
窃
盗
や
自
爆
テ
ロ
に
つ
い
て
も
、
ど
こ
ま
で
が
﹁
明

確
で
持
続
的
な
意
図
﹂
の
結
果
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
が
﹁
構
造
的
な
﹂
シ
ス
テ
ム
の
問
題
で
あ
る
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
困

難
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
上
で
挙
げ
た
例
の
場
合
に
は
、
も
と
も
と
﹁
明
確
で
持
続
的
な
意
図
﹂
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
ま
れ

た
瞬
間
か
ら
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
人
権
は
、
こ
の
よ
う
な
﹁
理
不
尽
な
﹂
状
況
に
あ
る
、﹁
法
﹂

の
外
に
お
か
れ
て
い
る
人
々
が
最
後
に
訴
え
る
よ
り
ど
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
人
権
が
﹁
獲
得
﹂
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

人
間
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
表
す
理
念
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
権
を
も
っ
と
も
必
要
と
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す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
人
々
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
ク
＝
ミ
ラ
ー
の
相
互
性
と
し
て
の
人
権
論
は
ど
う
答
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
人
権
論
は
彼
ら
／
彼
女
ら
の
剥

奪
状
態
を
回
復
す
る
語
彙
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
は
人
権
論
と
は
別
の
新
し
い
理
論
創
造
が
必
要
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
ら
か
じ
め
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
上
述
の
人
々
の
ケ
ー
ス
は
、
現
代
の
人
権
理

論
に
対
し
て
根
本
的
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
希
望
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
を
顧
み
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

八
世
紀
こ
の
か
た
人
権
は
﹁
共
感
﹂（em

pathy

）
と
い
う
間
主
観
的
な
感
情
の
交
流
を
と
お
し
て
人
々
の
意
識
に
少
し
ず
つ
、
し
か
し
着

実
に
定
着
し
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
人
権
意
識
の
基
底
を
﹁
共
感
﹂
能
力
に
認
め
た
歴
史
家
リ
ン
・
ハ
ン

ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 ﹁
人
権
の
観
念
は
、
そ
の
よ
う
に
や
つ
ぎ
ば
や
に
不
吉
な
双
生
児
を
も
た
ら
し
た
の
だ
。
普
遍
的
で
、
平
等
で
、
生
得
の
権
利
へ
の
要

求
は
、新
し
い
、と
き
と
し
て
狂
信
的
な
差
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
達
を
刺
激
し
た
。
共
感
的
な
理
解
を
獲
得
す
る
新
し
い
様
式
は
、

暴
力
に
か
ん
す
る
扇
情
主
義
に
道
を
ひ
ら
い
た
。
残
酷
さ
を
法
の
、
司
法
手
続
き
上
の
、
そ
し
て
宗
教
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
か
ら
除
去
す

る
努
力
は
、
支
配
と
人
間
性
ま
っ
さ
つ
の
た
め
の
日
常
的
手
段
と
し
て
、
残
酷
さ
を
よ
り
近
づ
き
や
す
い
も
の
と
し
た
。
人
間
性
を
完

全
に
抹
殺
す
る
二
〇
世
紀
の
犯
罪
は
、
だ
れ
も
が
人
類
と
い
う
家
族
の
平
等
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
主
張
し
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

に
の
み
、
考
え
得
る
も
の
と
な
っ
た
の
だ
。
こ
れ
ら
の
二
面
性
を
認
め
る
こ
と
は
人
権
の
将
来
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
。
共
感
は
、

あ
る
人
た
ち
が
主
張
し
た
よ
う
に
枯
渇
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
以
前
よ
り
も
強
力
な
善
へ
の
力
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
暴
力
や
苦
し
み
や
支
配
と
い
う
対
抗
す
る
作
用
も
ま
た
、
以
前
よ
り
大
き
い
の
で
あ
る）
₂₂
（

﹂。

　

人
類
の
歴
史
の
な
か
で
働
い
て
き
た
こ
の
よ
う
な
人
権
を
め
ぐ
る
対
抗
関
係
、
そ
の
剥
奪
と
回
復
の
弁
証
法
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
今
後

七
〇
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二
三
一

の
人
権
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
人
権
が
将
来
完
全
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
が
到
来
す
る
と
い
う
保
障

は
ま
っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
、
人
権
を
﹁
剥
奪
﹂
す
る
力
は
ま
す
ま
す
強
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
制
度
的
実
現
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
人
権
が
全
面
的
に
保
障
さ
れ
た
世
界
の
実
現
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
権
は
ひ
と
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
が
市
民
権
に
つ
い
て
述
べ
た
言
葉
を
借
り
れ
ば
﹁
創
造
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂（utopie 

créatrice

）
で
あ
る
。
二
一
世
紀
は
こ
の
よ
う
な
﹁
創
造
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
﹂
を
ま
す
ま
す
必
要
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
文
脈
の
な
か
で
、
ミ
ラ
ー
の
﹁
現
実
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア）
₂₃
（

﹂
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
相
互
性
の
原
理
に

立
脚
す
る
か
ぎ
り
、﹁
不
可
譲
﹂
と
さ
れ
て
き
た
人
権
は
事
実
上
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
﹁
譲
渡
可
能
な
﹂
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ

の
場
合
、﹁
不
可
譲
の
﹂
人
権
と
い
う
理
念
は
ひ
と
つ
の
神
話
、
お
守
り
的
﹁
偶
像
﹂
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対

し
て
ミ
ラ
ー
は
人
権
の
﹁
無
条
件
性
﹂
と
い
う
概
念
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
相
互
性
を
破
壊
し
て
も
な
お
残
る
権
利
の
残
余
部
分
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど
、
人
権
は
他
者
の
権
利
を
認
め
る
条
件
で
の
み
享
受
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
権
は
条
件
付
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
無
条
件
に
享
受
さ
れ
る
べ
き
形
式
的
・
実
質
的
な
い
く
つ
か
の
権
利
は
残
る
。
そ
れ
ら
は
権
利
の
﹁
条
件
性
﹂
を
確
定
す
る

た
め
に
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
﹁
無
条
件
性
﹂
こ
そ
が
人
権
の
﹁
不
可
譲
性
﹂
を
最
終
的
に
定
義
す
る
の
で
あ

る
。［

注
］

（
１
）　

深
田
三
徳
﹃
現
代
人
権
論―

―

人
権
の
普
遍
性
と
不
可
譲
性
﹄（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）。
な
お
、
本
書
は
人
権
に
関
す
る
総
合
的
な
考
察
と
し
て
現
在
も
高
い
価
値
を
有

し
て
い
る
。
小
稿
執
筆
に
さ
い
し
て
も
常
時
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。

（
２
）　

こ
の
点
に
関
す
る
ロ
ッ
ク
自
身
の
記
述
は
﹃
統
治
二
論
﹄（
加
藤
節
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）、
後
編
﹁
政
治
的
統
治
に
つ
い
て
﹂、
第
一
五
章
、
一
七
二
節
な
ど
に

見
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、
本
文
中
の
ミ
ラ
ー
の
議
論
を
参
照
。
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（
３
）　

深
田
前
掲
書
、
二
五
頁
。

（
４
）　
﹁
無
国
籍
者
﹂
の
立
場
で
現
代
に
お
け
る
人
権
の
喪
失
に
つ
い
て
語
っ
た
ア
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
人
権
の
喪
失
が
起
る
の
は
通
常
人
権
と
し
て
数
え
ら
れ

る
権
利
の
ど
れ
か
を
失
っ
た
と
き
で
は
な
く
、
人
間
世
界
に
お
け
る
足
場
を
失
っ
た
と
き
の
み
で
あ
る
。
こ
の
足
場
に
よ
っ
て
の
み
人
間
は
そ
も
そ
も
諸
権
利
を
持
ち
得
る
の

で
あ
り
、
こ
の
足
場
こ
そ
人
間
の
意
見
が
重
み
を
持
ち
、
そ
の
行
為
が
意
味
を
持
つ
た
め
の
条
件
を
な
し
て
い
る
。
自
分
が
生
れ
落
ち
た
共
同
体
へ
の
帰
属
が
も
は
や
自
明
で

は
な
く
、
絶
縁
が
も
は
や
選
択
の
問
題
で
は
な
く
な
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
犯
罪
者
に
な
る
覚
悟
を
し
な
い
限
り
自
分
の
行
為
も
し
く
は
怠
慢
と
は
全
く
関
わ
り
な
く
絶
え

ず
危
難
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
状
況
に
置
か
れ
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
は
市
民
権
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
自
由
と
か
法
の
前
で
の
平
等
と
か
よ
り
も
遥
か
に
根
本

的
な
も
の
が
危
う
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
﹂。
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
﹃
全
体
主
義
の
起
源
、
二
、
帝
国
主
義
﹄（
大
島
通
義
・
大
島
か
お
り
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
）、

二
八
〇

－

二
八
一
頁
。﹁
権
利
を
も
つ
権
利
﹂
と
は
﹁
人
間
が
そ
の
行
為
と
意
見
に
基
づ
い
て
人
か
ら
判
断
さ
れ
る
と
い
う
関
係
の
成
り
立
つ
シ
ス
テ
ム
の
中
で
生
き
る
権
利
﹂

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
権
利
の
存
在
を
視
覚
化
し
た
の
が
二
〇
世
紀
に
お
け
る
﹁
無
国
籍
者
﹂
の
出
現
な
の
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、﹁
無
国
籍
者
﹂
の
存
在

は
﹁
有
国
籍
者
﹂
が
自
明
視
し
て
き
た
シ
ス
テ
ム
が
じ
つ
は
自
明
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
人
権
論
に
つ
い
て
は
、Serena 

P
arekh,  H

a
n

n
a

h
 A

ren
d

t a
n

d
 th

e C
h

a
llen

ge of M
od

ern
ity, A

 P
h

en
om

en
ology of H

u
m

a
n

 R
igh

ts, R
outridge, 2008

が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

（
５
）　

こ
の
論
拠
と
し
て
は
、
ロ
ッ
ク
の
次
の
一
節
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。﹁
こ
の
よ
う
に
、
征
服
に
よ
っ
て
、
あ
る
人
間
の
身
体
に
対
し
て
は
思
い
の
ま
ま
に
そ
れ
を
滅
ぼ

す
権
利
を
手
に
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、そ
れ
に
よ
っ
て
、相
手
の
資
産
に
対
し
て
ま
で
は
、そ
れ
を
所
有
し
た
り
享
受
し
た
り
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

侵
略
者
が
、
野
蛮
な
暴
力
を
行
使
す
れ
ば
、
そ
の
敵
に
は
、
彼
の
生
命
を
奪
い
、
有
害
な
被
造
物
と
し
て
彼
を
欲
す
る
ま
ま
に
滅
ぼ
す
権
利
を
与
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
他

人
の
財
貨
に
対
す
る
権
原
は
、
た
だ
損
害
を
蒙
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
が
路
上
で
強
盗
に
襲
わ
れ
た
場
合
、
彼
を
殺
す
こ

と
は
許
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、（
あ
ま
り
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
）
彼
の
金
品
を
奪
っ
て
彼
を
放
免
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
私
自

身
が
強
奪
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
の
暴
力
と
、
彼
が
身
を
置
い
た
戦
争
状
態
と
が
彼
に
生
命
へ
の
権
利
の
喪
失
を
も
た
ら
す
と
は
い
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
に
、

彼
の
財
貨
に
対
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
﹂（
ロ
ッ
ク
﹃
統
治
二
論
﹄、
五
一
七

－

八
頁
）。

（
６
）　M

ichel F
oucault, 

﹀Il fa
u

l d
éfen

d
re la

 société

︿,  C
ou

rs a
u

 collège d
e F

ra
n

ce

（1975-1976

）, H
autes études, G

allim
ard, Seuil, 1997.

（
７
）　

加
藤
節
﹃
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
思
想
世
界
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）、
岩
波
文
庫
﹃
統
治
二
論
﹄、﹁
解
説
﹂
を
参
照
。

（
８
）　D

avid M
iller, O

n
 N

a
tion

a
lity, O

xford U
niversity P

ress, 1995, p.6.

（
９
）　

最
近
の
も
の
で
は
、L

iah G
reenfeld, N

a
tion

a
lism

, F
ive R

oa
d

s to M
od

ern
ity, H

arverd U
niversity P

ress, 1992; R
ogers B

rubaker, N
a

tion
a

lism
 

R
efra

m
ed

, N
a

tion
food

 a
n

d
 th

e N
a

tion
a

l Q
u

estion
 in

 th
e N

ew
 E

u
rop

e, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1996

な
ど
。
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（
10
）　D

avid M
iller, op

. cit., p.4.
（
11
）　D

avid M
iller, “In W

hat Sense m
ust Socialism

 be C
om

m
unitarian?” S

ocia
l P

h
ilosop

h
y a

n
d

 P
olicy, 6

（2

）, 1989, pp. 51-73.
（
12
）　D

om
inique Schnapper, L

a
 com

m
u

n
a

u
té d

es citoyen
s, S

u
r l’ id

ée m
od

ern
e d

e n
a

tion
, G

allim
ard, 1994.

（
13
）　D

avid M
iller, op

. cit., p.187.

（
14
）　D

avid M
iller, “C

rooked T
im

ber or B
ent Tw

ig? : Isaiah B
erlin’ s N

ationalism
, P

olitica
l S

tu
d

ies, V
ol.53, 2005.

（
15
）　

周
知
の
と
お
り
、
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
は
政
治
的
自
由
（
消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
）
と
は
別
に
、﹁
そ
れ
な
し
に
は
人
間
が
人
間
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
﹂
条
件

に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
をdecency

と
かbasic freedom
 of hum

an choice

と
い
っ
た
言
葉
で
言
い
表
わ
し
て
い
た
。
そ
れ
は
人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
に

最
低
限
補
償
さ
れ
る
べ
き
基
準
を
意
味
し
て
い
た
。
か
り
に
政
治
的
自
由
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
（
例
え
ば
、
権
威
主
義
体
制
や
独
裁
制
に
よ
っ
て
）
人
間
が
人
間
で
あ
る

こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
最
低
限
の
基
準
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
は
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
バ
ー
リ
ン
は
こ
の
よ
う
な

条
件
を
明
確
に
﹁
人
権
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。
た
だ
し
彼
はdecency

と
は
何
か
を
尋
ね
な
い
で
も
ら
い
た
い
、
そ
れ
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
答
え
て
い
る
。R

am
in 

Jahanbegloo, Isa
ia

h
 B

erlin
 en

 tou
tes libértés, E

ditions de F
elin, 1991.

（
16
）　D

om
inique Schnapper, Q

u
’ est-ce qu

e la
 citoyen

n
té? G

allim
ard, 2000, p.253.

（
17
）　D

avid M
iller, G

loba
l Ju

stice a
n

d
 N

a
tion

a
l R

esp
on

sibility, O
xford U

niversity P
ress, 2007, p.196.

（
18
）　Ibid

., pp.196-197.

（
19
）　

ニ
ー
ズ
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
メ
リ
ッ
ト
は
﹁
権
利
の
共
同
体
﹂
の
み
な
ら
ず
﹁
義
務
の
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