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紹

介

法
の
倫
理
性
を
め
ぐ
る
諸
問
題

A
・
カ
ウ
フ
マ
ン
一
法
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て

三

島

淑

臣

プ
　
ロ
　
ロ

グ

　
　
　
法
と
道
徳
な
い
し
倫
理
と
の
関
係
の
問
題
は
倫
理
学
及
び
法
学
に
お
け
る
永
久
的
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
法
が
外
面
的
に
道
徳
と
種
々

　
　
な
関
係
に
立
つ
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
と
し
て
、
両
者
の
相
互
関
係
如
何
、
更
に
進
ん
で
法
は
内
面
的
に
い
か
に
倫
理
的
制
約
を
も
ち
、
あ

　
　
る
い
は
も
た
な
い
か
、
両
者
の
内
的
関
係
如
何
と
い
っ
た
問
題
は
有
名
な
イ
エ
ー
リ
ン
グ
の
言
葉
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
法
哲
学
の
根
本
問

　
　
題
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
を
い
か
に
考
え
る
か
、
い
か
な
立
場
を
と
る
か
に
よ
っ
て
法
哲
学
的
立
場
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど

　
　
ま
ら
ず
、
こ
の
闘
題
の
解
決
如
何
は
法
解
釈
挙
か
ら
法
政
策
、
立
法
論
に
い
た
る
あ
ら
ゆ
る
法
領
域
に
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
。
人
間
の

介　
　
自
覚
的
思
惟
が
始
ま
っ
て
以
来
こ
の
か
た
、
た
え
ず
く
り
か
え
し
法
と
倫
理
の
関
係
如
何
と
い
う
同
＝
ア
ー
マ
に
愁
え
ら
ざ
る
を
得
な
か

紹　
　
つ
た
し
、
将
来
も
又
帰
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
・
つ
こ
と
も
、
両
者
の
人
間
存
在
に
お
け
る
決
定
的
な
か
か
わ
り
あ
い
と
、
周
題
の
実
践
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三三

的
意
義
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
永
遠
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
、
全
て
の
「
永
遠
的
な
る
も
の
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
実
は
最
も
二
戸
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
各
時
代
に
と
っ
て
恒
常
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
聞
題
提
起
が
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
各
時
代
各
時
点
が
具
体
的
に
そ
の
問
題
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
又
そ
こ
か
ら
導
き
患
さ
れ
る
解
決

も
各
時
点
に
と
っ
て
相
対
的
な
解
決
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
問
題
設
定
の

現
代
に
お
け
る
状
況
を
大
観
す
る
時
、
一
方
の
極
端
の
位
す
る
も
の
と
し
て
法
実
証
主
義
に
お
け
る
法
と
倫
理
の
峻
別
な
い
し
分
離
が
考

え
ら
れ
る
。
勿
論
、
両
者
の
峻
別
の
思
想
は
近
代
市
民
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
啓
蒙
期
こ
の
か
た
ト
マ
ジ
ウ
ス
ー
ー
カ
ソ
ト
に
代
表
さ

れ
る
長
い
伝
統
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
相
対
的
独
立
性
の
み
な
ら
ず
、
相
互
独
立
3
分
離
の
思
想
を
極
端
に
押
し
進
め
た
の

は
十
九
世
紀
後
半
の
い
わ
ゆ
る
法
実
証
主
義
で
あ
っ
た
。
現
代
に
お
け
る
法
実
証
主
義
の
最
も
鋭
い
理
論
家
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
い
て
、
法
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
要
素
か
ら
独
立
し
た
「
純
粋
法
学
」
　
と
し
て
構
成
さ
れ
、
　
法
の
妥
当
性
の
根
拠
は
倫
理
的
価
値
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
法
規
範
の
根
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
倫
理
的
に
無
色
な
グ
ル
ソ
ド
ノ
ル
ム
に
求
め
ら
れ
る
。
法
規
範
は
こ
う
し
た
グ
ル
ン
ド
ノ
ル
ム

に
根
拠
す
る
法
の
段
階
構
造
に
適
合
す
る
限
り
、
反
倫
理
的
内
容
を
も
つ
と
し
て
も
、
法
的
性
格
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
実
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

主
義
の
ア
・
モ
ラ
リ
ズ
ム
（
よ
り
正
確
に
は
、
倫
理
的
価
値
の
問
、
題
を
カ
ッ
コ
の
な
か
に
入
れ
て
し
ま
う
態
度
）
は
、
ナ
チ
ス
、
肖
ド
ィ
，
ツ

の
い
わ
ゆ
る
く
不
法
の
体
系
∀
（
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
）
の
出
現
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
論
的
斉
合
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
背
後
に
ひ
そ
む
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
り

治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
欠
陥
（
ダ
ソ
ト
レ
ー
ヴ
の
い
わ
ゆ
る
法
実
証
主
義
の
ア
キ
レ
ス
腱
な
る
も
の
）
を
あ
ら
わ
に
し
た
こ
と
は
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
戦
後
の
法
思
想
が
、
特
に
ド
イ
ツ
を
始
め
と
し
て
、
こ
う
し
た
法
実
証
主
義
の
ア
。
モ
ラ
リ
ズ
ム
の
反
省
と

再
検
討
、
法
と
倫
理
の
不
可
分
の
連
関
の
回
復
に
向
っ
て
動
き
出
し
た
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
自
然
法
の
再
生
と
い
う
こ
と

も
、
そ
の
患
想
の
根
底
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
法
の
倫
理
性
の
回
復
、
法
と
倫
理
の
分
離
思
想
の
克
服
へ
の
社
会
的
。
政
治
的
。
司
法
灼
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法の倫理をめぐる諸問題（三島）

要
請
に
支
え
ら
れ
で
い
る
と
い
ウ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
戦
後
ド
イ
ヅ
に
お
け
る
一
連
の
連
邦
司
法
裁
判
所
の
言
掛
は
“
こ
う
し
た
自
然

法
の
名
に
お
け
る
法
と
倫
理
の
連
関
の
回
復
の
典
型
的
試
み
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
性
急
な
自
然
法
へ

の
訴
え
、
あ
る
い
は
法
と
倫
理
と
の
無
媒
介
な
同
一
視
は
、
戦
後
処
理
の
段
階
で
は
積
極
的
な
意
味
を
持
ち
得
た
と
し
て
も
、
一
応
安
定

し
た
法
秩
序
の
回
復
さ
れ
た
現
在
で
は
、
き
び
し
い
理
論
的
批
判
に
さ
ら
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
在
、
法
実
証
主
義
者
の
側
か
ら
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

法
と
倫
理
の
分
離
に
関
す
る
強
力
な
論
拠
が
提
出
さ
れ
っ
つ
あ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
更
に
他
方
で
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
単
独
者
の
実
存
の

立
場
か
ら
、
自
然
法
を
含
め
て
一
切
の
客
観
的
倫
理
紐
帯
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
決
断
の
恣
意
性
を
前
面
に
押
し
出
し
結
果

的
に
は
法
実
証
主
義
的
帰
結
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
実
存
主
義
の
一
派
（
と
く
に
サ
ル
ト
ル
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
拠
す
る
）
に
よ
っ
て

も
、
法
の
倫
理
性
は
重
大
な
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
結
局
、
わ
れ
わ
れ
は
、
法
と
倫
理
の
関
係
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
、
法
の
倫
理
性
を
み
と
め
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
法
実
証
主
義
か

自
然
法
か
の
論
争
の
中
心
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
法
論
が
、
法
実
証
主
義
を
真
に
克
服
し
得
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
法
と
倫
理

の
関
連
を
い
か
に
有
効
に
回
復
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
連
関
か
ら
し
て
、
最
近
出
さ
れ
た
A
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
法
と
倫
理
」
は
、
四
十
頁
あ
ま
り
の
小
論
な
が
ら
、
当

該
問
題
に
対
す
る
自
然
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
の
型
を
示
す
も
の
と
し
て
極
め
て
注
目
に
あ
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
彼
は
基
本
的
に
は
自
然
法
論
に
く
み
し
な
が
ら
一
方
で
は
法
実
証
主
義
の
法
一
倫
理
分
離
論
に
対
し
て
鋭
い
批
判
を
加
え
る
と

と
も
に
、
他
方
で
は
、
性
急
で
無
批
判
な
自
然
法
論
の
法
一
倫
理
一
元
論
に
対
し
て
も
、
そ
の
絶
対
主
義
に
対
し
て
反
省
を
う
な
が
し
つ

つ
、
こ
の
両
極
端
の
中
間
に
解
決
の
方
向
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
方
向
は
す
で
に
自
然
法
と
法
の
歴
史
性
と
の
調
和
を
探
求

す
る
「
自
然
法
と
歴
史
性
」
Z
舞
霞
8
0
算
些
々
O
①
。
・
。
ゴ
ぎ
。
島
。
罫
①
言
H
Φ
笥
や
彼
の
刑
法
の
基
本
原
理
に
関
す
る
大
著
「
責
任
原
理
論
」

ω
o
ず
巳
α
育
ぢ
巴
掌
田
上
①
。
。
け
円
鋤
博
①
o
窪
－
H
Φ
o
算
¢
b
ず
出
。
の
o
b
三
ω
o
げ
①
d
馨
巽
の
q
o
げ
只
只
o
q
g
H
⑩
脅
　
に
お
い
て
展
開
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
自
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然
法
的
絶
対
主
義
と
法
実
．
証
主
義
的
相
対
主
義
な
い
し
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
対
立
を
超
え
て
第
三
の
精
神
的
次
元
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
基
本

介
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
　
思
想
の
継
続
に
外
な
ら
い
が
、
特
に
今
日
の
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
問
題
と
し
て
の
△
法
と
倫
理
の
関
係
∀
の
問
題
の
有
効
・
な
解
決
に
対
し
て
大

紹　
　
き
な
寄
与
を
な
す
も
の
と
考
え
る
。
以
下
、
法
の
倫
理
性
の
回
復
と
そ
れ
に
・
．
醜
る
法
実
証
主
義
の
克
服
と
い
う
問
題
視
角
か
ら
、
カ
ゥ
フ

　
　
マ
ソ
の
見
解
を
紹
介
を
か
ね
て
整
理
し
、
問
題
の
所
在
を
明
か
に
し
て
み
た
い
。
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（一

j
〉
「
．
℃
●
畠
矯
国
昌
＃
ひ
く
①
o
。
”
Z
鋤
け
ロ
「
餌
一
い
餌
≦
糟
一
⑩
㎝
ご
悔
●
⑩
N

（
二
）
巳
〉
●
℃
．
働
、
図
鵠
零
Φ
〈
①
g
り
M
O
℃
・
O
一
ひ
℃
訟
O
c
Q

（
三
）
例
え
ば
批
判
的
法
実
証
主
義
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
頃
’
ピ
．
》
e
頃
錠
f
℃
o
ω
溶
く
一
の
ヨ
9
、
a
芽
Φ
ω
①
℃
錠
舞
δ
づ
9
り
帥
芝
雪
島

　
一
≦
O
『
巴
ρ
お
O
c
o
（
一
鵠
匡
⇔
厭
く
鋤
H
漏
り
国
≦
幻
①
く
δ
≦
ゆ
く
。
一
二
ご
Q
D
o
プ
賃
ヨ
脚
質
P
ピ
①
ひ
q
巴
℃
o
Q
。
一
二
く
凶
ω
ヨ
層
お
㎝
⑩
¢

　
な
お
、
ハ
ー
ト
の
分
離
論
と
、
こ
れ
に
対
す
る
H
o
昌
い
・
豊
門
一
禽
の
自
然
法
擁
護
論
と
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
矢
崎
光
影
教
授
の
示
唆
に
富
む

　
紹
．
介
（
『
法
律
は
法
律
だ
』
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
意
味
と
機
能
に
つ
い
て
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
⊥
ハ
四
・
六
．
五
号
所
収
）
が
あ
る
。

（
四
）
》
答
げ
ξ
閑
蕊
・
⊆
h
歩
き
罫
男
⑦
。
耳
§
位
ω
葺
嵩
。
｝
詩
。
芦
お
①
斜
（
党
①
。
算
＝
づ
α
6
。
8
鼻
自
Φ
津
N
c
。
M
＼
P
c
。
ω
）

（
五
）
周
知
の
よ
う
に
A
。
カ
ウ
フ
マ
ソ
は
墓
本
的
に
は
ネ
オ
・
ト
ミ
ズ
ム
的
な
存
在
論
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
極
め
て
新
鮮
な
視
角
か
ら
現
代
の
法

　
学
の
根
本
問
題
に
関
し
て
鋭
い
闇
．
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
刑
法
学
者
で
あ
る
．
、
筆
者
は
、
こ
の
著
者
の
法
存
在
論
の
立
場
か
ら
す
る
↓
連
の
閥
題

　
提
起
、
特
に
法
の
歴
史
性
の
閥
題
、
法
の
存
在
構
造
の
議
題
に
関
す
る
そ
れ
に
紺
し
か
ね
て
よ
り
深
い
関
心
と
共
感
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

　
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

1

先
ず
、
　
カ
ウ
フ
マ
ソ
は
法
と
倫
理
（
な
い
し
道
徳
・
エ
ト
ス
）
の
関
係
の
問
題
が
、
　
両
者
の
同
一
性
（
冠
①
昌
葺
馨
）
で
も
、
異
質
性

ハ
U
冨
℃
碧
騨
葺
V
で
も
な
く
、
　
「
両
極
牲
（
勺
。
智
葺
餌
ご
す
な
わ
ち
、
緊
密
な
両
者
の
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
急
電
連
呼
を
排
除
せ
ず
し
て
内
に
含



法の倫理をめぐる諸問題（三島）

む
よ
う
な
単
に
相
対
的
な
対
立
の
関
係
、
本
質
的
に
一
つ
の
全
体
を
な
す
も
の
の
内
部
に
お
け
る
対
立
性
」
　
（
ω
●
Φ
）
の
間
題
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
法
と
倫
理
と
は
二
つ
の
同
心
円
の
関
係
で
な
く
し
て
、
相
互
に
部
分
的
に
交
わ
る
二
円
に
た
と
え
ら
れ
る
。
こ

こ
に
す
で
に
、
カ
ゥ
フ
マ
ソ
の
特
異
な
立
場
（
相
互
に
緊
張
す
る
も
の
の
内
部
的
統
合
一
い
わ
ゆ
る
緊
張
統
一
Q
o
b
。
。
冒
§
ひ
q
ω
Φ
ぎ
冨
津

の
強
調
。
な
お
こ
の
思
考
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
起
源
に
ま
で
遡
り
、
更
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
そ
の
も
の
に
基
根
を
も
つ
と
思

わ
れ
る
）
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
相
互
に
峻
別
σ
q
①
ω
〇
三
Φ
自
①
⇒
さ
れ
得
ず
た
ん
に
区
別
く
費
。
・
o
臣
①
自
①
昌
さ
れ
る
に

止
ま
る
も
の
の
関
係
に
関
し
て
は
、
も
と
も
と
概
念
論
理
的
体
系
思
惟
は
近
ず
き
得
な
い
（
概
念
は
本
来
単
に
同
一
性
か
、
あ
る
い
は
完

き
相
違
性
を
表
現
し
得
る
の
み
で
本
質
的
統
一
性
の
内
部
に
お
け
る
区
別
性
を
表
現
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
）
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
、

ア
ポ
リ
や
的
処
理
す
な
わ
ち
、
完
結
的
な
結
論
や
体
系
的
解
決
に
向
う
か
わ
り
に
問
題
そ
の
も
の
に
様
々
な
角
度
か
ら
近
ず
き
、
多
く
の

観
点
か
ら
の
洞
察
の
変
転
の
う
ち
に
お
の
ず
か
ら
問
題
の
内
容
が
透
明
化
さ
れ
整
理
さ
れ
る
と
い
う
処
理
の
仕
方
、
い
わ
ゆ
る
解
決
を
求

め
る
遍
歴
潜
ヨ
げ
三
き
α
o
ω
9
＜
津
霞
　
し
か
正
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
は
な
い
。
そ
れ
は
両
領
域
の
相
互
の
比
較
論
と
弁
証
法
的
取
扱

い
で
あ
る
に
外
な
ら
な
い
（
ω
μ
O
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
弁
証
法
論
と
類
比
論
は
既
に
両
領
域
を
比
較
し
区
別
す
る
た
め
に
両

者
に
共
通
な
第
三
者
を
予
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
法
と
倫
理
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
実
質
的
な
比
較
拠
点
8
円
江
⊆
ヨ
8
日
忘
霊
菖
。
巳
の

を
な
す
も
の
は
「
入
格
と
し
て
の
人
間
」
蜜
窪
ω
o
ゲ
巴
ω
剛
①
お
8
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
う
し
た
法
と
倫
理
の
存
在
論
的
地
盤
と
し
て
の
人
格
概
念
の
分
折
を
出
発
点
と
し
て
、
法
そ
れ
と
の

不
可
分
の
連
関
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
倫
理
的
基
礎
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
人
間
に
お
け
る
人
格
と
は
何

か
。
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
人
格
は
第
一
次
的
、
本
質
的
に
は
精
神
的
な
個
人
性
σ
Q
①
凶
ω
江
σ
q
Φ
言
潔
く
宣
§
帆
風
で
あ
り
、
自
我
と
し
て

の
精
神
で
あ
る
。
　
人
格
性
の
決
定
的
標
識
は
自
己
決
定
と
自
己
虐
7
5
成
で
あ
り
、
　
人
格
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
精
神
的
自
己
意
識

と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
自
己
統
制
の
能
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
即
ち
自
己
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
格
性
は
従
つ
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て
、
静
止
的
な
所
与
で
は
な
く
、
力
動
的
な
事
行
U
9
ω
ε
5
1
σ
q
で
あ
り
、
自
然
的
人
間
に
と
っ
て
実
現
す
べ
き
永
遠
の
課
題
で
あ
る
。
「
入

介　
間
に
対
し
て
自
己
を
み
ず
か
ら
実
現
し
、
　
そ
の
本
質
の
完
成
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
」
（
ω
．
旨
）
　
の
で
あ
る
。
　
し

紹　
　
か
し
こ
う
し
た
自
己
実
現
は
、
実
存
主
義
の
一
派
（
サ
ル
ト
ル
）
の
言
う
よ
う
に
、
全
く
恣
意
的
な
自
由
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

　
　
く
、
倫
理
的
に
（
因
果
的
で
は
な
く
）
、
自
己
の
本
質
の
倫
理
的
法
則
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
人
格

　
　
と
し
て
の
自
己
実
現
は
自
由
な
恣
意
の
問
題
で
は
な
く
、
　
有
意
味
に
完
遂
せ
ら
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。
　
人
は
衝
動
か
ら
は
自
由
で
あ
る

　
　
が
、
価
値
か
ら
は
自
由
で
な
い
。
彼
の
存
在
は
必
然
性
の
強
制
の
も
と
に
は
な
い
が
当
為
の
支
配
の
下
に
あ
る
」
　
（
ω
μ
ω
）
。
こ
う
し
た

　
人
間
の
《
実
存
的
自
由
》
の
中
に
、
自
己
自
身
に
対
す
る
彼
の
倫
理
的
責
任
及
び
入
格
の
尊
厳
（
自
己
の
本
質
を
自
己
の
事
行
と
し
て
完

　
　
呈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ゆ
え
に
、
物
の
よ
う
に
目
的
に
対
す
る
単
な
る
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
）
は
基
礎
を
も
つ
。

　
　
　
か
く
し
て
、
い
か
に
し
て
人
格
と
し
て
の
入
間
が
倫
理
的
な
も
の
の
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
が
充
分
明
か
と
な
っ
た
が
、
法

　
　
の
世
界
と
人
格
と
は
い
か
に
し
て
結
び
つ
く
の
か
？
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
自
己
存
在
が
、
純
粋
な
自
己
所
有
、
純
粋
な
自
我
性

　
一
。
喜
9
鉱
α
q
閃
Φ
諄
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
法
の
世
界
は
（
人
間
の
相
互
関
係
の
領
域
と
し
て
）
こ
う
し
た
昇
格
に
異
質
な
、
非
人
格

　
的
、
非
本
来
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
）
。
か
く
て
は
法
的
－
社
会
的
世
界
は
倫
理
的
人

　
格
性
の
世
界
と
並
ん
で
、
　
「
全
く
異
質
な
も
の
」
と
し
て
結
合
さ
れ
な
い
ま
ま
で
と
ど
ま
る
。
こ
こ
か
ら
は
法
と
倫
理
の
弁
証
法
的
目
、
両

　
極
的
関
係
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
（
¢
置
）
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
人
間
の
人
格
性
が
単
に
自
我
の
個
人
性
で
な
く
、
常
に

　
同
時
に
社
会
的
個
人
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
時
で
あ
る
。
入
間
の
自
己
実
現
は
自
己
超
越
的
な
も
の
の
中
で
の
み
、
即
ち
世
界
へ
の
か
か

　
わ
り
と
、
他
人
と
の
共
同
存
在
の
中
で
行
わ
れ
得
る
。
入
間
は
他
入
に
向
け
ら
れ
て
あ
る
。
従
っ
て
「
人
間
の
社
会
性
は
第
二
次
的
な
実

　
存
者
と
し
て
人
格
に
つ
け
く
わ
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
実
存
者
の
歴
史
的
人
格
性
の
中
に
、
彼
の
精
紳
的
完
成
可
能

　
性
と
完
成
必
要
性
の
中
に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
社
会
性
が
個
人
性
無
し
で
済
ま
な
い
よ
う
に
、
逆
に
個
人
性
も
社
会
性
な
し
で
は
済
ま
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な
い
の
で
あ
る
（
ω
・
H
①
）
。
こ
う
し
た
《
社
会
連
帯
性
》
ω
o
賦
自
尊
鼠
什
の
思
想
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
法
を
も

人
間
の
人
格
性
の
中
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
企
て
る
。
他
人
と
の
共
同
存
在
に
お
け
る
自
己
実
現
は
、
彼
の
歴
史
的
現
存
在
註
ω
8
二
ω
9
①

U
9
Ω
ω
Φ
ぎ
の
中
で
彼
に
帰
属
せ
ら
る
べ
き
も
の
即
ち
彼
の
も
の
が
確
認
さ
れ
る
時
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
各
人
の
彼
の
も
の
、
他
人

と
の
共
存
に
お
い
て
人
格
と
し
て
の
人
間
に
帰
属
せ
ら
る
べ
き
も
の
こ
そ
一
般
に
権
利
と
い
わ
れ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
、
客
観
的
な
法

は
こ
う
し
た
人
聞
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
倫
理
的
人
格
性
の
自
己
実
現
に
奉
仕
す
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
「
法
は
そ
れ
が
課

す
る
法
義
務
に
よ
っ
て
道
徳
に
奉
仕
す
る
の
で
な
く
、
　
そ
れ
が
保
証
す
る
権
利
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
（
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
）
と
い
わ
れ
る

こ
と
は
正
し
い
。
法
は
か
く
し
て
権
利
を
介
し
て
倫
理
言
入
格
の
自
己
現
実
に
奉
仕
す
る
が
故
に
、
道
徳
的
目
標
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

法
は
し
た
が
っ
て
実
存
的
自
由
に
対
す
る
障
害
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
逆
に
「
自
由
の
妨
害
の
排
除
」
（
カ
ン
ト
）
と
し
て
自
由
の
可
能

性
の
条
件
で
あ
る
（
ω
μ
○
。
）
。
法
は
　
　
特
に
入
権
の
保
護
を
通
じ
て
　
　
そ
れ
な
く
し
て
は
倫
理
的
な
義
務
の
実
現
が
不
可
能
で
あ
る
よ

う
な
外
的
自
由
の
規
準
（
制
約
）
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
又
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
そ
の
さ
い
法
は
最
も
基
本
的
な

倫
理
的
要
請
の
保
障
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
　
高
い
レ
ヴ
ェ
ル
の
エ
ト
ス
の
頂
点
を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
け
れ
ど
も
　
（
〃
法
は

倫
理
の
最
少
限
〃
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．

　
著
者
は
、
在
在
論
的
観
点
か
ら
法
の
人
格
性
と
の
結
び
つ
き
を
明
か
に
し
つ
つ
、
結
局
そ
れ
が
倫
理
的
自
由
の
妨
害
の
排
除
と
い
う
カ

ン
ト
的
図
式
に
よ
っ
て
、
倫
理
に
連
関
す
る
さ
ま
を
描
い
て
み
せ
る
こ
と
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
で
は
、
伝
統
的
な
分
離
論
に
お
い
て

強
調
さ
れ
た
法
と
倫
理
の
別
異
の
モ
メ
ン
ト
、
両
者
を
分
つ
徴
表
は
い
か
に
解
さ
れ
る
か
？
　
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
う
し
た
分
離
論
に
お
け

る
徴
表
と
し
て
　
①
法
は
外
的
行
為
に
の
み
向
け
ら
れ
て
お
り
従
っ
て
強
制
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
倫
理
は
内
的
心
情
の
み
を
問

題
と
す
る
が
ゆ
え
に
い
か
な
る
強
制
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
（
外
面
的
行
為
一
内
面
的
心
情
の
観
点
）
、
②
義
務
づ
け
の
仕
方
に
よ
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紹　回

る
区
別
；
法
は
合
法
性
い
Φ
σ
q
沈
着
弩
す
な
わ
ち
い
か
な
る
動
機
か
ら
で
あ
れ
、
単
に
外
的
な
義
務
充
足
が
行
わ
れ
た
と
い
・
つ
事
実
だ
け
で

足
り
る
が
、
道
徳
は
義
務
充
足
が
義
務
意
識
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
道
徳
性
　
］
≦
o
鑑
一
一
一
馨
を
要
求
す
る
と
す
ろ
見
解
（
レ
ガ
リ
テ

ー
ト
　
　
　
モ
ラ
リ
テ
ー
ト
の
観
点
）
、
　
③
．
更
に
第
一
の
観
点
に
結
び
つ
い
て
、
　
倫
理
約
義
務
の
み
が
自
律
性
》
暮
9
6
ヨ
冷
に
も
と
ず

き
、
法
義
務
は
こ
れ
に
対
し
て
も
っ
ぱ
ら
他
律
馬
齢
①
8
H
o
嵩
0
8
δ
に
の
み
も
と
ず
く
と
す
る
、
妥
当
根
拠
の
相
違
を
主
張
す
る
見
解
（

他
律
性
i
自
律
性
の
観
点
）
と
い
う
相
互
に
連
関
を
も
つ
三
つ
の
観
レ
息
を
と
り
あ
げ
そ
の
各
々
に
対
し
て
鋭
い
批
判
を
加
え
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
更
に
一
そ
う
は
つ
き
り
と
法
実
証
主
義
と
の
対
決
の
姿
勢
が
浮
び
上
っ
て
来
る
。
各
々
に
つ
い
て
逆
の
順
序
で
み
て
ゆ
く
と
、

　
ω
　
他
律
性
－
自
律
性
の
観
点
に
つ
い
て

　
こ
の
観
点
の
も
つ
問
題
点
は
、
カ
ゥ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
二
つ
の
沈
黙
を
も
つ
。
一
つ
は
他
律
的
召
他
人
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
と
こ
ろ

の
法
の
妥
当
の
問
題
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
自
律
性
と
客
観
的
価
値
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
（
Q
り
●
お
嚇
ω
曽
州
卜
）
。
先
ず
第
一
の
問
題
か
ら

み
て
行
く
と
、
法
の
義
務
づ
け
の
基
礎
は
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
法
規
範
が
そ
れ
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
る
国
家
的
強
制
の
中
に
、
す
・
な
わ
ち

権
力
保
持
者
の
意
志
の
中
に
あ
る
か
、
も
し
く
は
社
会
構
成
員
の
多
数
に
よ
る
法
規
範
の
歌
認
の
中
に
、
す
な
わ
ち
彼
等
、
の
妥
当
意
志
の

中
に
し
か
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
か
か
る
権
力
説
も
承
認
説
も
い
ず
れ
も
法
の
妥
当
性
を
墨
田
．
｝
A
に
還
元
し
1
1
α
う
と
す
る
点
で
共
通
の
難

点
を
も
つ
。
何
故
な
ら
単
な
る
事
実
か
ら
は
必
然
性
は
出
て
来
る
と
し
て
も
当
為
性
も
規
範
的
妥
当
も
導
き
出
さ
れ
得
ず
、
従
っ
て
こ
の

理
論
の
与
え
る
も
の
は
妥
当
で
は
な
く
せ
い
ぜ
い
あ
る
規
範
が
守
ら
れ
る
で
あ
．
ろ
う
と
い
う
期
待
、
も
し
く
は
チ
ャ
ン
ス
に
す
ぎ
な
い
。

た
し
か
に
、
法
共
同
体
の
妥
当
意
志
に
対
し
妥
当
問
題
に
対
す
る
い
か
な
る
意
味
を
も
み
と
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
ろ
う

（
あ
る
権
威
の
妥
当
意
志
は
ま
さ
に
法
律
の
本
質
に
属
す
る
）
け
れ
ど
も
、
法
の
実
質
的
な
妥
当
の
終
局
的
な
根
拠
は
立
法
者
の
意
志
な

い
し
は
社
会
の
同
意
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
絶
対
的
な
不
正
が
、
単
に
立
法
意
志
が
そ
れ
を
欲
し
た
と
い
う
だ
け

で
拘
束
力
を
も
っ
た
法
と
し
て
受
取
ら
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
こ
う
し
た
事
実
説
を
超
え
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
純
粋
に
法

33　（哩　●　133）　13ξ≧
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的
な
当
為
」
と
し
て
の
法
的
当
為
の
理
解
も
不
充
分
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
の
い
わ
ゆ
る
国
家
機
関
の
将
来
に
お
け
る
行
態
に
関

す
る
陳
述
と
し
て
の
法
命
題
が
、
単
な
る
期
待
以
上
の
、
真
正
の
当
為
で
あ
る
た
め
に
は
国
家
機
関
そ
の
も
の
が
第
二
の
法
命
題
に
よ
っ

て
「
義
務
づ
け
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
や
り
方
で
は
、
法
義
務
は
そ
う
し
た
強
制
行
為
を
制
約
す
る
も
の
の
無
限
の
遡
及
に

よ
っ
て
解
決
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
統
制
機
関
の
段
階
は
有
限
で
あ
る
か
ら
困
〈
根
本
規
範
〉
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
ず
、

そ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
が
言
う
よ
う
に
一
種
自
然
法
的
規
範
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
結
局
そ
れ
は
当
為
が
根
本
に
お
い
て
倫
理
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
だ
と
い
う
こ
と
の
承
認
に
外
な
ら
な
い
。
結
論
と
し
て
法
の
妥
当
は
単
な
る
事
実
に
も
、
法
学
的
当
為
に
も
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
で

き
ず
、
厳
密
な
意
味
で
の
他
律
的
当
為
は
在
在
し
な
い
。
他
律
性
の
思
想
は
貫
徹
さ
れ
る
と
規
範
的
法
則
性
の
崩
壊
従
っ
て
又
法
の
崩
壊

と
な
る
（
ω
●
曽
）
。

　
以
上
は
他
律
性
に
法
的
妥
当
の
根
拠
を
お
く
法
実
証
主
義
の
見
解
の
批
判
で
あ
っ
た
が
、
第
二
の
問
題
に
関
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
解

は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
自
律
性
と
は
自
己
立
法
ω
①
ぎ
ω
粛
①
ω
簿
N
σ
q
⑦
げ
塁
σ
q
　
で
あ
る
が
、
こ
の
自
己
立
法
性
を
極
端
な
実
存
主
義
（
と

く
に
サ
ル
ト
ル
）
の
よ
う
に
厳
密
な
意
味
に
理
解
し
て
各
人
が
自
己
自
身
か
ら
自
己
の
行
為
の
法
則
を
与
え
る
も
の
と
す
る
と
き
は
危
険

な
結
果
を
も
た
ら
す
。
　
す
な
わ
ち
各
人
が
そ
の
好
み
に
従
っ
て
自
己
を
選
択
す
る
自
由
を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
　
そ
し
て
、
彼
が
え
ら

ん
だ
も
の
が
そ
れ
だ
け
の
故
に
善
で
あ
り
且
つ
万
入
に
対
し
て
常
に
善
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
法
の
定
義
と
し

て
の
べ
た
よ
う
な
「
あ
る
も
の
の
意
志
が
他
の
も
の
の
意
志
と
自
由
の
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
条
件
」

に
対
す
る
余
地
は
少
し
も
残
ら
な
い
こ
と
に
な
る
（
ω
．
b
っ
ω
）
。
法
的
　
倫
理
的
要
請
が
義
務
づ
け
の
性
格
を
も
つ
た
め
に
は
、
そ
の
要
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
各
個
人
が
拘
束
さ
れ
る
客
観
的
容
積
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
客
観
性
と
自
律
と
の
結
合
を
企
て
た
の
は
カ
ン
ト
で

あ
る
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
充
分
成
功
し
て
い
な
い
。
カ
ン
ト
は
人
格
の
倫
理
的
自
律
を
、
個
人
主
体
と
し
て
の
現
象
人
ゴ
㌣

お
。
娼
冨
Φ
昌
o
B
Φ
p
8
で
は
な
く
普
遍
的
理
性
主
体
と
し
て
の
本
体
人
ゴ
O
B
。
岩
茸
B
Φ
8
昌
に
帰
属
せ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
律
性
と
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紹介

客
観
性
の
調
和
を
は
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
極
端
な
主
観
主
義
は
さ
け
ら
れ
で
は
い
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
普
遍
的
理
性
人
格
の
具
体
的
内
容
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
本
来
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
律
は
本
来
、

客
観
的
な
実
質
的
内
容
を
も
っ
た
倫
理
的
規
範
を
前
提
と
し
て
始
め
て
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
カ
ゥ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
正
し
く
理
解
さ
れ
た
自
律
と
は
単
に
相
対
的
な
自
律
に
止
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
文
字
通
り
に
は

自
己
立
法
で
は
あ
り
得
な
い
（
ω
』
①
）
。

　
勿
論
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
倫
理
や
法
の
基
本
内
容
は
人
間
に
と
っ
て
所
与
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
あ
く
ま
で
仮
説

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
著
者
も
み
と
め
る
。
し
か
し
そ
れ
は
法
や
倫
理
の
客
観
的
拘
束
力
の
基
礎
づ
け
が
可
能
と
な
る
唯
一
の
地
盤
で
あ
る
。

他
方
、
そ
れ
は
又
他
律
原
理
へ
の
帰
着
で
も
な
い
。
入
間
が
存
在
の
中
に
所
与
と
し
て
あ
る
秩
序
に
従
っ
て
彼
の
根
本
構
造
に
拘
束
さ
れ

る
こ
と
は
決
し
て
価
値
に
異
質
な
衝
動
へ
の
従
属
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
入
間
本
性
の
法
則
と
合
致
す
る
こ
と
に
外
な
ら

ず
、
従
っ
て
倫
理
的
意
志
は
良
心
に
お
い
て
そ
れ
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
ω
・
ミ
）
。
「
こ
う
し
た
意
味
で
の
自

律
性
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
、
す
な
わ
ち
道
徳
命
令
・
法
の
命
令
の
妥
当
は
終
局
的
に
は
人
間
の
良
心
に
基
礎
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
命

令
の
事
実
上
の
承
認
が
前
提
せ
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
で
で
は
な
く
、
そ
の
命
令
の
実
質
的
一
倫
理
的
価
値
の
故
に
良
心
の
緊
張
に
際
し
て

は
、
そ
れ
の
承
認
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
規
範
に
義
務
拘
束
力
を
与
え
る
も
の
は
良
心
に
お
い
て
語

る
一
も
し
く
は
語
る
べ
き
は
ず
の
一
価
値
で
あ
る
」
（
Q
D
●
卜
。
刈
～
N
Q
。
）
。

　
こ
う
し
て
結
局
法
の
他
律
性
、
倫
理
の
自
律
性
と
い
う
峻
別
徴
表
は
、
正
し
く
両
者
を
把
握
す
る
も
の
で
は
な
く
、
法
の
当
為
は
倫
理
的

価
値
に
根
拠
を
も
つ
こ
と
、
二
つ
の
当
為
が
あ
る
の
で
は
な
く
唯
一
っ
の
当
為
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
し
か

し
こ
の
こ
と
は
又
直
ち
に
法
と
倫
理
の
同
一
性
を
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
①
法
は
最
も
基
本
的
な
倫
理
的
価
値
を
の
み
闘
題
と
す
る

故
に
そ
の
他
の
倫
理
規
範
と
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
②
法
は
完
全
な
正
義
の
実
現
を
保
証
す
る
も
の
で
な
い
し
、
法
的
安
定
性
の
故
に
正
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し
く
な
い
帰
結
を
も
つ
法
と
い
え
ど
も
妥
当
性
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
。
③
あ
ら
ゆ
る
倫
理
秩
序
が
法
的
に
編
成
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い

（
い
わ
ゆ
る
法
の
断
片
的
性
格
）
し
、
平
均
的
入
間
に
対
す
る
平
均
的
要
請
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
法
の
妥
協
的
性
格
）
等
の
点
に
お
い

て
倫
理
と
区
別
せ
ら
れ
る
。
更
に
、
法
と
倫
理
の
緊
張
の
多
く
の
場
合
が
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
特
に
確
信
犯
の

問
題
）
。

　
な
お
、
確
信
犯
の
問
題
に
つ
い
て
、
著
者
の
見
解
は
自
然
法
論
の
一
つ
の
典
型
を
示
し
て
い
る
と
思
う
の
で
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
と
、

①
法
が
そ
れ
自
身
と
し
て
あ
る
い
は
個
々
の
事
件
に
お
け
る
そ
の
帰
結
と
し
て
個
々
人
に
と
っ
て
倫
理
的
に
承
認
し
得
な
い
場
合
に
は
、
確
信
犯

は
当
該
無
秩
序
に
違
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
倫
理
秩
序
そ
の
も
の
に
違
反
し
て
い
る
（
倫
理
秩
序
は
か
よ
う
な
現
行
の
法
に
対
す
る
違
反
に
よ
っ

て
崩
壊
に
み
ち
び
か
れ
る
が
故
に
）
。
②
法
が
明
か
に
正
義
に
反
す
る
場
合
に
は
、
倫
理
秩
序
に
背
反
し
な
い
の
み
な
ら
ず
（
法
実
証
主
義
と
は

逆
に
）
法
秩
序
に
も
反
し
な
い
。
彼
は
そ
の
際
そ
も
そ
も
犯
罪
行
為
者
で
も
な
い
し
従
っ
て
確
信
犯
人
で
も
な
い
（
ω
．
ω
O
l
ω
一
）
。

法の倫理をめぐる諸問題（三島）

　
②
　
外
面
的
行
為
一
内
面
的
心
情
の
観
点

　
た
し
か
に
法
と
倫
理
の
間
に
は
心
情
の
伴
わ
な
い
法
義
務
の
遂
行
、
倫
理
的
に
正
当
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
的
に
は
違
法
な
行

為
と
い
っ
た
よ
う
な
緊
張
が
在
在
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
内
面
性
と
外
面
性
の
絶
対
化
が
あ
や
ま
り
で
あ
る
こ
と
は
既
に
従
来
し
ば
し

ば
法
に
お
け
る
心
情
的
要
素
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
仕
方
で
論
ぜ
ら
れ
て
来
た
。
こ
こ
で
カ
ウ
フ
マ
ン
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
れ
と
並

行
し
て
倫
理
に
お
け
る
外
面
性
、
結
果
責
任
の
契
機
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
倫
理
的
行
為
の
中
核
を
な
す
も
の
は
意
志
で
あ
る
こ
と

は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
ハ
ル
ト
マ
ソ
と
と
も
に
、
結
果
が
倫
理
的
問
題
に
属
し
な
い
と
い
う
見
解
に
反
対
す

る
。
　
「
心
情
そ
の
も
の
が
結
果
に
対
し
無
関
心
で
は
あ
り
得
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
も
は
や
正
し
い
心
情
で
は
な
い

の
だ
」
。
従
っ
て
法
に
と
っ
て
内
的
行
態
が
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
と
も
に
道
徳
に
と
っ
て
外
的
行
態
が
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て

そ
こ
に
は
視
角
の
漸
次
的
な
区
別
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
法
に
お
い
て
は
外
面
か
ら
内
面
が
、
道
徳
に
お
い
て
は
内
面
か
ら
外
面
が
評
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紹 介

撫
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
（
Q
っ
．
ω
ド
～
ω
酌
）
。

　
偶
　
レ
ガ
リ
テ
ー
ト
ー
ー
モ
ラ
リ
テ
ー
ト
の
観
点

　
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
が
単
な
る
合
法
性
の
み
で
満
足
す
る
と
い
う
主
張
は
精
密
な
法
の
洞
察
に
た
い
し
て
対
抗
し
切
れ
な
い
。

上
の
よ
う
な
主
張
は
法
命
題
が
強
制
的
命
令
す
．
な
わ
ち
純
粋
な
命
法
器
貯
①
H
白
。
①
指
紙
く
　
以
外
の
何
物
で
も
な
い
時
の
み
正
当
性
を
も

つ
が
、
す
で
に
明
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
か
か
る
法
命
題
は
当
為
性
及
び
義
務
的
性
格
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の

は
た
だ
法
命
題
が
価
値
に
基
礎
づ
け
．
ら
れ
て
い
る
時
の
み
可
能
で
あ
る
、
い
い
か
え
れ
ば
、
法
命
題
の
基
本
構
造
は
「
命
法
」
た
る
こ
と

に
あ
る
の
で
な
く
、
規
範
た
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
命
法
は
か
か
る
規
範
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
た
る

に
と
ど
ま
る
。
法
が
規
範
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
単
な
る
レ
ガ
リ
テ
…
ト
で
満
足
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
然
モ
ラ
リ
テ
ノ
ー
ト
を
要
求

す
る
筈
で
あ
る
。
事
実
い
た
る
と
こ
ろ
で
法
的
心
情
が
法
に
と
っ
て
無
関
心
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
事
態
が
み
ら
れ
る
（
特
に
荊

罰
に
お
い
て
）
。
勿
論
、
規
範
に
台
致
し
た
行
態
に
つ
い
て
そ
れ
が
い
か
な
る
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
か
と
い
・
つ
こ
と
が
画
題
と
な
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
法
秩
序
は
法
的
心
情
一
般
を
断
念
す
る
の
だ
と
い
う
結
論
に
い
た
る
こ
と
は
あ
や
ま
り
で
あ

る
。
　
「
こ
う
し
た
断
念
は
社
会
秩
序
の
有
効
な
基
礎
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
法
的
に
組
織
さ
れ
た
い
か
な
る
社

会
と
い
え
ど
も
、
法
に
対
す
る
服
従
が
恐
怖
な
い
し
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
以
外
の
い
か
な
る
動
機
に
も
動
か
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
次

続
的
に
存
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
ω
．
ω
ω
）
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
法
的
心
情
は
道
徳
的
心
情
と
全
く
同
じ
よ
う
に
八
強
制
〉
に
な
じ
む
こ
と
は
で
き
な
い
．
、
こ
の
点
は
お
く
と
し
て

も
、
総
じ
て
強
制
的
性
格
な
る
も
の
が
法
の
本
質
と
み
ら
れ
る
場
含
に
は
、
法
に
義
務
づ
け
の
能
力
が
拒
否
さ
れ
、
さ
ら
に
は
法
と
単
な

る
暴
力
あ
る
い
は
テ
／
ロ
ー
ル
と
を
実
質
り
剛
に
区
別
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
法
短
範
と
法
強
制
に
規
範
的
正
当
性
を
与
え

る
も
の
は
あ
く
ま
で
も
価
値
な
の
で
あ
り
、
そ
の
限
界
内
で
の
み
法
は
強
制
の
権
能
と
結
合
さ
せ
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
　
「
，
法
あ
る
と
こ
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ろ
で
は
強
制
が
行
使
さ
れ
得
る
が
、
強
制
あ
る
と
こ
ろ
に
か
な
ら
ず
し
も
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
わ
れ
わ
れ
は
法
の
妥
当
を
強
制
か

ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
妥
当
す
る
法
に
関
し
て
は
、
秩
序
と
法
的
安
定
が
支
配
す
る
た
め
に
必
要
の
場
合
に
そ
れ
が
強
制

手
段
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
ω
●
謹
）
。

法の倫理をめぐる諸問題（三、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

　
以
上
の
よ
う
に
カ
ウ
フ
マ
ン
は
法
…
道
徳
－
の
分
離
論
を
そ
の
各
々
の
観
点
に
つ
い
て
批
判
し
つ
つ
、
道
徳
と
の
相
対
的
な
区
別
を
内
に

含
む
と
こ
ろ
の
法
の
倫
理
性
の
次
元
を
明
か
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
法
の
倫
理
性
の
強
調
は
、
倫
理
的
及
び
法
1
1

倫
理
的
な
根
本
内
実
あ
る
い
は
原
理
の
所
与
性
の
承
認
に
よ
っ
て
＝
梗
の
価
値
論
的
絶
対
主
義
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
、
更
に
は
客

観
．
的
に
所
与
の
、
絶
対
的
に
妥
当
し
て
い
る
「
道
徳
法
則
の
規
範
」
か
ら
無
媒
介
に
法
的
な
帰
結
を
導
き
出
し
た
例
の
悪
名
高
い
連
邦
司

法
裁
判
所
判
決
の
立
場
と
同
列
に
並
ぶ
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
下
鞍
が
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
直
間
に
対
し
て
カ
ウ
フ
マ
ソ
は
　
①
価
値
は
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
る
か
（
存
在
－
当
為
の
関
係
の
問
題
）
②
価
値
内
容
は

い
か
に
し
て
、
又
何
処
で
認
識
さ
れ
得
る
か
（
価
値
認
識
の
問
題
）
の
二
つ
の
側
面
か
ら
自
己
の
立
場
を
明
か
に
し
て
い
る
。

　
ω
先
ず
第
一
の
翠
黛
に
関
し
て
は
、
中
世
以
来
の
普
遍
論
争
に
手
が
か
り
を
求
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
「
並
田
遍
的
な
も
の
（
本
質
）

が
い
か
な
仕
方
で
実
在
す
る
か
の
世
譜
は
価
値
的
な
も
の
の
実
現
形
式
の
悶
題
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
　
（
ω
・
ω
α
～

。。

@
）
。
カ
ゥ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
普
遍
者
、
本
質
は
「
物
に
先
立
っ
て
」
実
在
す
る
と
す
る
概
念
実
在
論
と
、
普
．
馬
射
は
「
物
の
後
か
ら
・
」
思

准
ず
る
精
神
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
概
念
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
蛍
、
に
名
前
と
し
て
現
存
的
で
あ
る
と
す
る
主
観
．
的
観
念
論
あ
る
い

は
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
両
極
端
の
中
間
に
、
普
遍
者
は
物
の
前
に
で
も
あ
と
に
で
も
な
く
、
物
の
な
か
に
（
一
寸
　
【
①
）
実
在
的
な
個
別
者
に

よ
っ
て
に
な
わ
れ
た
本
質
と
し
て
在
在
す
る
と
い
う
く
節
度
あ
る
〉
レ
ア
リ
ズ
ム
（
も
し
く
は
A
節
度
あ
る
〉
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
）
が
考
え
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ら
れ
た
よ
う
に
、
価
値
に
関
し
て
も
正
道
は
、
価
値
を
そ
れ
自
身
存
在
す
る
実
体
的
形
象
（
し
た
が
っ
て
又
、
全
コ
ス
モ
ス
の
中
で
固
有

介　
　
の
領
域
を
形
成
し
い
わ
ゆ
る
「
観
念
的
存
在
を
も
つ
」
と
み
る
一
方
の
極
端
（
プ
ラ
ト
ン
と
N
。
ハ
ル
ト
マ
ソ
に
代
表
さ
れ
る
）
と
、
価

紹　
値
か
ら
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
存
在
性
を
剥
奪
し
、
価
値
を
主
観
の
評
価
過
程
の
産
物
と
見
る
と
こ
ろ
の
価
値
主
観
主
義
（
よ
り
正
し
く
は
価
値

　
　
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
）
と
い
う
他
方
の
極
端
と
の
中
間
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
両
極
端
と
も
、
価
値
目
当
為
の
世
界
と
現
実
目
存
在
の
世
界
と

　
を
架
橋
し
が
た
い
も
の
と
し
て
分
断
す
る
点
で
共
通
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
本
来
的
な
認
識
（
こ
れ
は
本
来
現
実
ロ
存
在
認
識
で
あ

　
　
る
外
は
な
い
）
は
不
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
所
与
性
を
否
定
し
、
認
識
を
欲
し
な
い
価
値
主
観
．
主
義
た
る
と
、

　
単
に
純
粋
な
形
式
的
要
素
に
お
い
て
価
値
を
見
、
実
質
的
倫
理
内
容
の
認
識
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
新
カ
ン
｝
派
た
る
と
、
実

　
質
的
価
値
は
唯
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
直
観
さ
れ
る
の
み
で
理
性
認
識
を
不
可
能
と
す
る
現
象
学
派
た
る
と
を
問
わ
な
い
。
　
正
し
い
解
決

　
は
く
節
度
あ
・
る
〉
価
値
レ
ア
リ
ズ
ム
の
方
向
に
向
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
現
実
と
価
値
は
同
一
で
は
な
い
が
両
者

　
の
架
橋
が
可
能
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
し
た
架
橋
は
「
価
値
を
帯
有
す
る
事
態
≦
①
暮
ぴ
謀
8
目
ω
鋤
。
げ
く
①
ひ
巴
酔
」
に
よ
っ
て

　
の
み
可
能
で
あ
．
ろ
．
、
そ
の
際
価
値
そ
の
も
の
は
何
ら
実
体
的
形
象
で
は
な
く
、
固
有
の
現
存
在
性
を
持
つ
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
価
値
を
帯

　
有
し
た
事
態
す
な
わ
ち
生
の
事
態
（
文
化
的
事
態
）
の
中
に
の
み
現
存
す
る
（
ω
●
ω
○
。
）
。

　
　
②
価
値
認
識
論
の
問
題
。
上
の
価
値
論
的
主
張
か
ら
し
て
し
か
し
認
識
論
的
に
は
か
な
ら
ず
し
も
、
価
値
の
固
有
性
格
を
存
在
に
解
消

　
し
、
価
値
認
識
を
も
っ
ぱ
ら
存
在
認
識
と
し
て
考
え
る
極
端
な
価
値
合
理
主
義
が
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
価
値
は
単
な
る
現

　
実
的
事
物
と
は
異
る
構
造
を
も
つ
が
故
に
木
や
家
の
認
識
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
現
実
認
識
と
同
時
に
意
図
的
な
価

　
値
感
情
を
も
含
ん
だ
複
合
的
過
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
両
過
程
は
単
な
る
並
列
的
な
働
き
と
し
て
で
は
な
く
、
統
合
的
に
働

　
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
あ
る
生
の
事
態
が
一
定
の
価
値
的
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
価
値
視
点
は

　
主
体
が
客
体
に
持
込
む
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
「
価
値
適
合
性
」
零
興
ぶ
自
飲
ρ
二
巴
客
馨
が
す
で
に
事
態
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
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予
想
す
る
。
確
か
に
評
価
活
動
は
主
体
の
側
の
積
極
的
活
動
の
要
素
を
含
む
こ
と
は
承
認
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
そ
の
限
り
で
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

哲
学
的
相
対
主
義
は
相
対
的
正
し
さ
を
も
つ
）
が
、
そ
れ
が
単
な
る
恣
意
や
想
像
以
上
の
も
の
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
価
値
に
と

ら
え
ら
れ
る
と
か
、
一
定
の
事
態
に
対
し
て
一
致
し
た
価
値
判
断
が
存
在
す
る
と
か
い
っ
た
多
く
の
日
常
的
経
験
の
中
に
明
瞭
に
示
さ
れ

て
い
る
）
た
め
に
は
客
観
的
な
、
存
在
に
内
存
し
た
、
価
値
県
有
的
な
事
態
が
前
提
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
（
ω
・
ω
㊤
）
。
　
こ
う
み
て
来
る

と
く
価
値
平
田
的
な
事
態
V
の
考
え
方
は
今
日
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
〈
事
物
の
本
性
．
〉
と
い
わ
れ
る
も
の
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

が
、
現
実
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
価
値
で
あ
り
、
存
在
と
当
為
の
弁
証
法
釣
架
橋
の
試
み
（
ラ
ー
ド
ブ
ル
ッ
フ
）
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
一

定
価
値
観
点
か
ら
す
る
事
態
の
分
析
を
要
請
す
る
か
ぎ
り
そ
う
で
あ
ろ
。
そ
し
て
こ
う
し
た
価
値
認
識
の
考
え
方
は
、
一
方
で
は
価
値
観

点
に
基
い
て
の
認
識
で
あ
る
点
で
実
存
主
義
的
状
況
倫
理
の
考
え
方
（
そ
こ
で
は
価
値
観
点
な
し
の
状
況
分
析
が
主
張
さ
れ
る
）
と
区
別

さ
れ
る
と
と
に
、
他
方
で
は
事
態
の
分
析
を
不
可
分
の
要
素
と
す
る
点
で
、
連
邦
司
法
裁
判
所
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
法
的
絶
対

主
義
（
そ
こ
で
は
、
　
い
わ
ゆ
る
「
道
徳
法
則
の
諸
規
．
範
」
が
あ
た
か
も
そ
れ
自
体
で
現
存
し
て
お
り
、
　
判
決
に
際
し
て
は
そ
れ
を
準
用

し
、
そ
れ
を
適
用
し
さ
え
ず
れ
ば
い
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
）
と
異
る
。
勿
論
あ
ら
ゆ
る
立
法
、
裁
判
過
程
に
お
い
て

法
ー
ー
倫
理
的
原
理
が
所
与
と
し
て
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
こ
か
ら
演
鐸
的
に
旦
ハ
体
的
判
決
が
導
き
出
せ
る
よ
う
な
適
用

可
能
な
規
範
で
は
な
く
、
そ
の
観
点
の
も
と
で
注
意
深
い
生
の
諸
関
係
の
分
析
を
要
す
る
「
事
物
の
本
性
」
を
介
し
て
作
用
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
　
「
勿
論
価
値
観
点
な
く
し
て
は
問
題
は
処
理
さ
れ
え
な
い
が
、
こ
の
価
値
観
点
は
事
物
に
向
け
て
定
位
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

価
値
理
念
の
天
界
か
ら
下
界
へ
持
ち
込
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
（
ω
●
凸
）
。

エ
　
ピ
　
ロ
　
一
　
グ

以
上
三
書
下
わ
た
っ
て
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
法
と
倫
理
」
論
を
、
主
と
し
て
法
の
倫
理
性
の
基
礎
づ
け
と
そ
れ
に
よ
る
注
実
証
主
義
と
の
対
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決
④
克
服
の
側
面
に
注
虚
し
な
が
ら
紹
介
し
て
来
た
。
完
は
、
こ
0
あ
ど
著
岬
．
・
「
ぱ
な
．
お
、
こ
う
し
た
法
の
倫
理
性
の
思
想
が
法
政
策
的
に
じ

か
な
る
陰
，
ヒ
』
を
も
た
ら
す
か
を
、
主
と
し
て
刑
浩
の
立
法
論
と
の
恵
ヨ
コ
を
中
心
に
喬
冗
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
G
っ
●
陰
～
駐
）
、
そ
し
て

そ
の
・
．
、
－
に
は
消
』
す
べ
き
閤
題
提
出
あ
る
い
ば
親
角
と
み
ら
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
（
鰹
え
ば
法
の
断
片
的
性
格
Q
．
憶
想
か
ら
す
る
一

」
九
六
三
鮎
度
ド
イ
ソ
刑
演
改
質
草
案
の
完
全
主
義
的
傾
向
の
批
罰
、
あ
る
い
は
慕
μ
．
、
同
讐
領
域
．
に
お
け
る
良
心
の
代
指
冨
、
能
上
の
忌
想
か

ら
す
る
悠
証
的
．
適
応
症
①
島
審
6
冨
ぎ
象
貯
二
重
3
の
三
聖
等
）
の
で
あ
る
が
、
そ
，
つ
し
た
翁
点
の
評
価
は
他
－
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
カ
ウ

フ
マ
ン
の
基
・
み
的
な
法
の
偏
．
∬
性
の
墓
，
礎
づ
け
の
考
え
方
に
限
っ
て
二
、
三
阿
噂
．
疋
点
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
む
き
た
い
。

　
働
先
ず
、
、
．
似
の
倫
理
性
の
基
礎
を
な
す
人
格
の
社
会
性
に
つ
い
て
の
ヵ
ウ
フ
マ
ン
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
単
・
独
考
の
芙
存
か
ら
出
発
す
・

る
か
ぎ
り
、
ど
こ
ま
で
も
入
興
の
主
観
性
が
基
本
で
あ
り
、
主
体
・
∴
、
べ
存
と
他
の
実
存
の
島
孫
は
第
二
叫
、
賜
な
患
味
し
か
も
乎
っ
．
得
ず
法
は

し
た
が
っ
て
口
髭
の
領
域
た
り
得
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
連
関
で
サ
ル
ト
ル
や
ハ
イ
，
デ
リ
．
ガ
ー
の
突
存
の
5
碧
、
か
ら
法
の
仁
理

性
が
慕
礎
づ
け
得
ら
れ
ぬ
こ
と
を
指
僻
す
る
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
、
人
格
の
社
会
性
が
そ
れ
故
．
芸
理
で
あ
る
こ
と
は
立
証
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
人
格
の
社
会
性
は
著
者
に
よ
れ
ば
人
．
間
の
自
己
の
本
質
の
実
現
、
完
成
に
基
楚
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
間
の

実
．
鶴
す
べ
き
汰
－
質
と
は
～
一
か
？
一
。
口
局
な
入
営
は
神
（
人
神
）
で
は
な
く
、
　
朴
に
む
け
て
作
ら
．
れ
た
締
．
脈
造
考
で
あ
る
と
い
う
信
郵
（
そ
の

」
、
斎
は
一
一
、
わ
な
い
と
し
て
）
に
外
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
？
こ
う
し
た
．
♂
、
鑑
踏
ド
．
一
を
柔
．
．
灘
．
一
と
し
て
入
間
の
戸
．
、
．
．
，
丁
べ
き
．
一
差
が
り
め

て
考
、
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
禎
浩
考
の
有
学
を
否
定
し
案
存
を
・
歯
質
に
先
行
せ
し
め
．
る
冥
存
主
控
’
（
に
対
し
て
菊
劣
．
の

し
h
に
客
、
効
・
㍑
を
ユ
、
」
つ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
謡
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
白
．
N
存
の
交
わ
り
剛
ハ
○
巳
頃
ξ
三
労
鋤
鉱
§
（
ヤ
ス
云
ー
ス
）
の
思
想

を
手
が
か
の
と
し
て
∴
存
に
お
け
る
社
会
．
冨
な
も
の
の
固
有
性
之
な
鳥
明
す
ろ
フ
．
一
ヒ
ナ
ー
な
ど
の
考
え
方
の
方
が
よ
り
概
，
、
行
仁
を
も
つ

レ
よ
う
ノ
じ
一
仁
曾
わ
噛
ブ
㌢
る
．
、

　
轡
旨
と
、
一
，
逗
の
つ
な
が
り
．
を
〈
権
利
〉
を
媒
．
介
と
し
て
考
え
る
思
想
は
正
し
い
方
向
を
清
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
ふ
，
口
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く
は
、
カ
ン
ト
、
最
近
で
は
う
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
に
よ
っ
て
あ
ざ
や
か
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
個
人
主
義
的
（
よ
り
正
し
く

は
人
格
主
義
的
）
世
界
観
の
中
で
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
論
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
個
人
人
格
の
尊
厳
性
を
唯
一
の
中
心
と
す
る

世
界
観
の
中
で
は
充
分
な
説
得
力
を
も
つ
で
あ
ろ
う
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
よ
う
に
人
格
性
に
先
だ
つ
所
与
の
客
観
的
、
実
質
的
価
値
法
則

を
主
張
す
る
場
会
に
は
、
そ
う
し
た
基
本
的
諸
価
値
と
権
利
と
の
関
係
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

　
熾
倫
理
的
価
値
の
法
に
お
け
る
具
体
化
の
問
題
に
際
し
て
、
価
値
主
観
主
義
（
も
し
く
は
価
値
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
）
と
極
端
な
価
値
絶
対

主
義
（
も
し
く
は
価
疸
レ
ア
リ
ズ
ム
）
の
両
極
の
中
鷺
に
〈
節
度
あ
る
〉
価
値
レ
ア
リ
ズ
ム
を
求
め
つ
つ
、
価
値
に
お
け
る
主
体
的
形
式

要
素
と
客
観
的
所
与
性
の
要
素
の
緊
張
統
一
を
み
る
カ
ウ
フ
マ
ン
の
方
向
は
確
か
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
近
来
し

ば
し
ば
唱
え
ら
れ
る
コ
畢
物
の
本
性
」
論
の
も
っ
と
も
即
ち
な
理
論
的
基
礎
づ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ウ
フ
マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
価
値
帯

有
的
な
事
態
」
の
具
体
的
把
握
に
関
し
て
は
な
お
多
く
の
瞬
味
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
あ
る
価
値
窺
点

か
ら
す
る
事
態
の
分
折
と
い
わ
れ
る
も
の
に
し
て
も
、
こ
の
価
値
観
・
点
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
真
に
有
効
な
視
点
で
あ
る
た
め

に
は
か
な
り
具
体
的
内
容
の
価
値
法
則
を
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
具
体
性
は
い
か
に
し
て
、
何
処
か
ら
得
ら
れ
る
の
か
？

　
以
上
い
く
つ
か
筆
考
の
立
場
か
ら
み
て
問
題
点
と
思
わ
れ
る
も
の
を
指
摘
し
た
が
、
こ
う
し
た
問
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
が
、
法

と
倫
理
の
謁
係
と
い
う
こ
の
一
定
の
形
式
や
概
念
図
式
で
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
難
問
に
対
し
て
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
向
を
指

し
示
し
、
こ
の
法
哲
学
の
根
本
闘
題
の
探
求
の
上
で
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
カ

ウ
フ
マ
ン
の
見
解
の
多
く
の
も
の
は
ト
マ
ス
以
来
の
自
然
法
の
よ
き
伝
統
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
法
と
倫

理
の
関
係
を
相
互
に
交
叉
す
る
二
円
の
図
式
で
と
ら
え
る
考
え
方
、
法
の
存
在
論
的
基
礎
と
し
て
入
格
性
を
み
る
見
方
、
享
物
の
本
性
の

考
え
方
等
）
。
し
か
し
カ
ウ
フ
マ
ン
の
特
色
は
そ
う
し
た
基
礎
観
念
を
そ
の
ま
ま
墨
守
す
る
の
で
は
な
く
、
今
日
の
閥
題
状
況
の
申
で
、

今
日
的
な
思
想
状
況
と
の
対
決
に
即
し
て
思
想
内
実
を
発
展
さ
せ
悶
題
の
所
在
を
あ
ざ
や
か
に
浮
び
上
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
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は
伝
統
晦
自
然
法
論
の
架
い
理
解
と
、
今
ヨ
の
…
随
題
に
対
す
る
鋭
．
一

介　
わ
め
て
稀
有
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紹

朕
な
恐
慌
ど
を
倹
．
∬
で
は
じ
め
て
よ
く
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
v
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ド
①
①
9
9
b
O
H
）
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