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法
的
主
体
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法
的
正
当
性
・
正
統
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復
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た
め
の
一
考
察

松

　
　島

　
　雪

　
　江

は
じ
め
に

『
一
般
国
家
学
』
に
お
い
て
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
エ
リ
ネ
ク
は
、
人
は
国
家
の
強
制
力
を
な
ぜ
受
忍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
考
察
し
、
支
配

や
強
制
権
力
の
正
当
性
の
あ
り
か
を
論
じ
た
。
曰
く
「
国
家
の
本
質
は
多
数
人
の
意
思
関
係
」
で
あ
り
、
人
が
そ
れ
を
国
家
と
し
て
認
識

し
、
そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
で
初
め
て
国
家
と
し
て
成
り
立
つ
。
い
わ
ば
擬
制
と
し
て
の
国
家
で
あ
る
。
一
般
に
国
家
と

は
、
領
域
・
国
民
・
主
権
と
い
う
三
つ
の
要
素
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
が
、
イ
エ
リ
ネ
ク
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
消
極
的
な
形
式
要
件
に
過
ぎ

な
い
。
国
家
が
国
家
で
あ
る
た
め
に
は
支
配
の
正
当
性
が
問
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
最
も
重
要
な
要
素
を
公
共
性
に
見
て
い
る
。
国
家
は
他

論
　
説

）
五
九
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
四
四

か
ら
の
独
立
や
自
律
と
い
う
消
極
的
意
味
の
主
権
概
念
か
ら
、
公
共
性
を
実
現
す
る
主
体
と
い
う
積
極
的
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
た
と
き
、

正
当
性
を
持
ち
う
る
、
と
。
国
家
が
公
共
性
を
体
現
し
て
い
る
と
人
々
が
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
国
家
に
よ
る
強
制
的
支
配
を
受
忍

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
は
、
公
益
の
最
強
の
擁
護
者
で
あ
り
、
促
進
者
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

イ
エ
リ
ネ
ク
が
「
国
家
」
と
し
て
論
じ
た
も
の
は
、「
法
」
に
置
換
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
法
は
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
加

え
、
な
ぜ
そ
の
法
を
受
忍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
は
単
に
領
域
的
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
領
域
内
で
の
公

益
や
公
共
性
を
実
現
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
公
益
や
公
共
性
の
何
た
る
か
を
知
る
の
に
必
要
な

の
が
「
自
己
」
そ
し
て
「
他
者
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
以
外
が
他
者
で
あ
る
と
い
う
数
の
問
題
で
は
な
い
。
自
己
は
、
近
代
法
が
前
提

と
し
た
自
律
し
た
人
格
の
よ
う
に
、
己
の
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
他
者
と
の
相
互
関
係
は
な
い
か
、
そ
の
場
合
他
者
に
含

ま
れ
て
い
る
の
は
誰
か
、
他
者
に
さ
え
含
ま
れ
な
い
不
可
視
化
さ
れ
た
他
者
の
存
在
を
ど
う
考
え
る
か
。
そ
う
し
た
透
明
な
他
者
を
可
視

化
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
公
益
や
公
共
性
の
外
枠
が
組
ま
れ
、
そ
の
外
枠
を
維
持
す
る
法
ル
ー
ル
に
正
当
性
や
実
効
性
が
付
与
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
法
が
そ
の
公
益
を
叶
え
る
と
こ
ろ
の
共
同
体
構
成
員
と
し
て
法
主
体
性
を
獲
得
し
て
い
た
の
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
（
も
し
く

は
誰
で
は
な
か
っ
た
の
か
）、
そ
の
法
主
体
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
通
じ
て
、
自
己
や
他
者
が
自
分
の
外
側
か
ら

「
作
ら
れ
て
」
い
る
こ
と
、
意
図
的
に
作
ら
れ
た
自
他
関
係
に
は
周
縁
と
そ
の
外
側
が
あ
る
こ
と
を
概
観
し
、
公
共
領
域
を
再
構
成
す
る

た
め
の
法
に
つ
い
て
、「
他
者
」
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

）
五
九
三
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
四
五

一
　
問
題
の
視
座

な
ぜ
法
に
お
け
る
他
者
性
が
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
る
べ
き
か
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
が
、
次
に
考
え
る
べ
き
は
「
ど
の
よ
う
な
他
者

か
」
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
同
質
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
に
お
い
て
正
義
と
法
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
で

は
正
義
の
徳
（
ア
レ
テ
ー
）
が
完
全
な
徳
と
さ
れ
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
徳
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

「
正
義
の
徳
（
ア
レ
テ
ー
）
こ
そ
、
完
全
な
徳
で
あ
る
。
…
正
義
の
徳
が
完
全
で
あ
る
の
は
、
こ
の
徳
を
持
つ
人
が
、
自
分
一
人
で
使

用
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
徳
を
使
用
で
き
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
…
正
義
の
徳
は

諸
々
の
徳
の
う
ち
で
た
だ
一
つ
、「
他
人
の
も
の
で
あ
る
善
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
人
と
の
関
係
に
お
け
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。」（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
五
巻
第
一
章
（
１
））

法
が
実
現
す
べ
き
正
義
と
は
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
徳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
他
人
と
は
、「
全
き
他
者
」

で
は
な
い
。

「
愛
（philia

友
愛
）
は
国
（
ポ
リ
ス
）
を
も
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
て
お
り
、
立
法
家
た
ち
は
正
義
の
徳
よ
り
も
愛
の
ほ
う
を
、
い
っ
そ

う
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
考
慮
事
項
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
協
和
（hom

onoia

意
見
の
類
似
・
和
合
・
協
調
）
は

愛
と
幾
分
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
立
法
家
は
、
こ
の
協
和
を
特
に
強
く
目
指
し
な
が
ら
、
敵
対
関
係
で
あ
る
内
乱
を
何

）
五
九
三
（



法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
四
五

一
　
問
題
の
視
座

な
ぜ
法
に
お
け
る
他
者
性
が
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
る
べ
き
か
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
が
、
次
に
考
え
る
べ
き
は
「
ど
の
よ
う
な
他
者

か
」
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
同
質
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
に
お
い
て
正
義
と
法
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
で

は
正
義
の
徳
（
ア
レ
テ
ー
）
が
完
全
な
徳
と
さ
れ
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
徳
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

「
正
義
の
徳
（
ア
レ
テ
ー
）
こ
そ
、
完
全
な
徳
で
あ
る
。
…
正
義
の
徳
が
完
全
で
あ
る
の
は
、
こ
の
徳
を
持
つ
人
が
、
自
分
一
人
で
使

用
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
徳
を
使
用
で
き
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
…
正
義
の
徳
は

諸
々
の
徳
の
う
ち
で
た
だ
一
つ
、「
他
人
の
も
の
で
あ
る
善
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
人
と
の
関
係
に
お
け
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。」（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
五
巻
第
一
章
（
１
））

法
が
実
現
す
べ
き
正
義
と
は
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
徳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
他
人
と
は
、「
全
き
他
者
」

で
は
な
い
。

「
愛
（philia

友
愛
）
は
国
（
ポ
リ
ス
）
を
も
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
て
お
り
、
立
法
家
た
ち
は
正
義
の
徳
よ
り
も
愛
の
ほ
う
を
、
い
っ
そ

う
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
考
慮
事
項
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
協
和
（hom

onoia

意
見
の
類
似
・
和
合
・
協
調
）
は

愛
と
幾
分
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
立
法
家
は
、
こ
の
協
和
を
特
に
強
く
目
指
し
な
が
ら
、
敵
対
関
係
で
あ
る
内
乱
を
何

）
五
九
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
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号
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〇
二
二
年
二
月
）

一
四
六

に
も
ま
し
て
徹
底
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。」（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
八
巻
一
章
）

「
協
和
（hom

onoia

）
も
愛
を
説
明
す
る
特
徴
に
思
え
る
。
…
そ
れ
は
単
な
る
同
意
見
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
同
じ
意
見
」
な
ら
、

互
い
に
見
知
ら
ぬ
人
々
の
間
に
も
成
り
立
つ
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
は
ま
た
、
任
意
の
事
柄
に
つ
い
て
認
識
を
同
じ

く
す
る
人
の
こ
と
を
「
協
和
し
て
い
る
」
と
も
言
わ
な
い
。
…
む
し
ろ
、
複
数
の
国
が
有
益
さ
に
つ
い
て
同
意
し
あ
い
、
同
じ
方
針

を
選
択
し
、
共
通
に
善
い
思
わ
れ
る
こ
と
を
な
す
と
き
、
そ
の
場
合
に
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
国
は
「
協
和
し
て
い
る
」。
し
た
が
っ

て
、
人
々
は
な
さ
れ
る
実
践
的
な
こ
と
、
中
で
も
特
に
重
大
な
こ
と
で
、
し
か
も
当
事
者
双
方
若
し
く
は
当
事
者
全
員
が
関
与
し
う

る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
協
和
す
る
。」（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
九
巻
六
章
）

正
義
に
は
フ
ィ
リ
ア
と
い
う
紐
帯
が
必
要
で
、
フ
ィ
リ
ア
は
ホ
モ
ノ
イ
ア
と
類
似
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
義
や
法
は
、「
私
た
ち
」

の
同
質
性
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
む
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
当
事
者
全
員
」
は
ポ
リ
ス
に
居
住
す
る
全
て
の
人
を
指
す
の
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
人
で
な
い
と
さ
れ
た
奴
隷
や
女
性
な
ど
、
当
然
に
市
民
の
地
位
を
持
た
な
い
と
さ
れ
て
い
た
人
た
ち
は
、
フ
ィ
リ
ア

を
自
然
的
な
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
フ
ィ
リ
ア
的
結
合
の
下
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
「
他
者
」
で
す
ら
な

か
っ
た
。
本
稿
で
扱
う
他
者
性
は
、
不
可
視
化
さ
れ
て
「
他
者
に
す
ら
な
り
え
な
い
」
人
々
を
可
視
化
し
、
法
制
度
に
組
み
込
む
必
要
性

を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

）
五
九
三
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
四
七

二
　
責
任
主
体
と
し
て
の
自
己
と
他
者

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
例
外
状
態
に
お
い
て
決
断
を
下
せ
る
者
が
主
権
者
」
と
し
た
が
、
こ
の
決
断
思
考
は
、
そ
れ
以
前
に
判
断

を
下
し
う
る
主
体
た
り
え
て
い
る
こ
と
、
他
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
あ
る
。
自
然
人
で
あ
れ
ば

こ
の
主
体
を
構
成
す
る
の
が
自
己
で
あ
る
。
自
己
は
他
者
か
ら
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
自
己
た
り
え
る
。
自
己
は
自
分
だ
け
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
相
対
的
に
自
己
が
規
定
さ
れ
る
（
２
）

。
通
常
他
者
と
は
、
自
己
と
は
異
な
る
異
質
な
存
在

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
社
会
契
約
を
結
ぶ
と
は
こ
の
他
者
と
社
会
状
態
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
他
者
の
何
で
あ
る
か
を
知
る

必
要
が
あ
る
。
住
吉
雅
美
は
他
者
を
、
①
私
の
認
識
を
越
え
、
独
自
の
創
造
的
自
由
を
発
揮
す
る
理
性
的
存
在
者
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得

な
い
者
、
②
私
に
、
己
一
人
で
は
完
全
無
欠
で
充
溢
し
た
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
と
痛
感
さ
せ
る
存
在
、
③
私
の
認
識
能
力
で
は
理
解
で

き
ず
、
い
か
な
る
既
成
の
概
念
に
よ
っ
て
も
把
捉
さ
れ
ぬ
者
で
あ
っ
て
、
自
己
の
思
考
を
押
し
付
け
ら
れ
、
自
分
と
の
同
化
を
強
要
さ
れ

て
い
る
人
々
と
指
摘
す
る
（
３
）

。
こ
れ
は
「
欲
求
の
体
系
」
た
る
資
本
制
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
市
民
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々
で
あ
り
、
主

体
の
自
己
思
惟
の
中
に
は
吸
収
さ
れ
な
い
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
歴
史
的
・
哲
学
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
歴
史
的
・
哲
学
的
視
点
が
展
開
さ
れ
る
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
は
他
者
を
承
認
す
る
こ
と
で
自
己
に
関
す
る

規
定
が
作
ら
れ
る
と
考
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
他
者
性
か
ら
見
て
い
こ
う
。

二−

①
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
他
者
性

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
己
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
自
我
に
相
当
す
る
よ
う
な
自
立
し
た
自
己
意
識
か
ら
考
察
を
始
め
る
（
４
）

。
何
に
も
依
拠
す
る
こ

）
五
九
九
（
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断
思
考
は
、
そ
れ
以
前
に
判
断

を
下
し
う
る
主
体
た
り
え
て
い
る
こ
と
、
他
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
あ
る
。
自
然
人
で
あ
れ
ば

こ
の
主
体
を
構
成
す
る
の
が
自
己
で
あ
る
。
自
己
は
他
者
か
ら
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
自
己
た
り
え
る
。
自
己
は
自
分
だ
け
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
相
対
的
に
自
己
が
規
定
さ
れ
る
（
２
）

。
通
常
他
者
と
は
、
自
己
と
は
異
な
る
異
質
な
存
在

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
社
会
契
約
を
結
ぶ
と
は
こ
の
他
者
と
社
会
状
態
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
他
者
の
何
で
あ
る
か
を
知
る

必
要
が
あ
る
。
住
吉
雅
美
は
他
者
を
、
①
私
の
認
識
を
越
え
、
独
自
の
創
造
的
自
由
を
発
揮
す
る
理
性
的
存
在
者
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得

な
い
者
、
②
私
に
、
己
一
人
で
は
完
全
無
欠
で
充
溢
し
た
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
と
痛
感
さ
せ
る
存
在
、
③
私
の
認
識
能
力
で
は
理
解
で

き
ず
、
い
か
な
る
既
成
の
概
念
に
よ
っ
て
も
把
捉
さ
れ
ぬ
者
で
あ
っ
て
、
自
己
の
思
考
を
押
し
付
け
ら
れ
、
自
分
と
の
同
化
を
強
要
さ
れ

て
い
る
人
々
と
指
摘
す
る
（
３
）

。
こ
れ
は
「
欲
求
の
体
系
」
た
る
資
本
制
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
市
民
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々
で
あ
り
、
主

体
の
自
己
思
惟
の
中
に
は
吸
収
さ
れ
な
い
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
歴
史
的
・
哲
学
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
歴
史
的
・
哲
学
的
視
点
が
展
開
さ
れ
る
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
は
他
者
を
承
認
す
る
こ
と
で
自
己
に
関
す
る

規
定
が
作
ら
れ
る
と
考
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
他
者
性
か
ら
見
て
い
こ
う
。

二−

①
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
他
者
性

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
己
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
自
我
に
相
当
す
る
よ
う
な
自
立
し
た
自
己
意
識
か
ら
考
察
を
始
め
る
（
４
）

。
何
に
も
依
拠
す
る
こ

）
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と
の
な
い
こ
の
自
立
し
た
自
己
意
識
（≒

自
我
）
が
出
発
点
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
体
性
論
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、

近
代
法
成
立
時
の
自
立independent

・
自
律autonom

ic

し
た
自
己
に
通
じ
る
自
己
で
あ
る
。

「
自
己
意
識
は
ま
ず
単
一
の
自
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
他
の
全
て
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
。
そ
の

本
質
で
も
あ
り
絶
対
の
対
象
で
も
あ
る
の
が
「
わ
れ
」
で
あ
っ
て
、
自
己
意
識
は
直
接
に
こ
の
「
わ
れ
」
の
も
と
に
あ
り
、「
わ
れ
」

と
い
う
自
立
し
た
個
と
し
て
存
在
す
る
。」（『
精
神
現
象
学
（
５
）

』P
131

）

し
か
し
他
を
排
除
す
る
こ
と
で
自
己
同
一
性
を
保
っ
て
い
た
単
純
な
「
わ
れ
」
は
、
他
と
の
関
係
へ
と
止
揚
さ
れ
る
。

「
自
己
を
意
識
し
た
ば
か
り
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
単
純
な
「
わ
れ
」
が
絶
対
の
対
象
だ
が
、
こ
の
対
象
は
事
の
真
相
を
捉
え
る
私

た
ち
の
目
に
は
、
無
限
の
媒
介
を
経
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
独
立
自
存
の
生
命
を
本
質
的
な
要
素
と
し
て
い
る
。
最
初
の
経
験
の

結
果
、「
わ
れ
」
と
い
う
単
純
な
統
一
体
が
打
ち
壊
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
登
場
し
て
く
る
の
が
、
純
粋
な
自
己
意
識
と
、
純

粋
に
自
立
は
せ
ず
他
と
関
係
す
る
意
識
─
物
の
形
を
と
っ
て
存
在
す
る
意
識
─
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
意
識
に
と
っ
て
は
本
質

的
で
あ
る
。
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
二
つ
は
上
下
関
係
の
も
と
に
対
立
し
て
い
て
、
統
一
へ
と
還
っ
て
い
く
道
筋
は
ま
だ
示
さ
れ
て

は
い
な
い
か
ら
、
二
つ
の
対
立
す
る
意
識
形
態
と
し
て
存
在
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
が
自
立
性
を
本
質
と
す
る
自
立
し
た
意
識
で

あ
り
、
他
方
が
生
命
─
他
に
対
す
る
存
在
─
を
本
質
と
す
る
従
属
し
た
意
識
で
あ
る
。
前
者
が
「
主
人
」
で
あ
り
、
後
者
が
「
奴

隷
」
で
あ
る
。」（『
精
神
現
象
学
』P

133

）

）
〇
〇
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絶
対
的
な
「
わ
れ
」
が
他
者
の
存
在
を
媒
介
と
し
て
自
己
意
識
を
確
立
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
他
者
を
映
し
鏡
に
し
て
自
己
を
確
認
す

る
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
を
探
る
自
我
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
自
己
の
観
念
で
あ
り
、
他
者
を

媒
介
と
し
た
自
己
と
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
と
他
者
が
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
自
己
観
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
他
か
ら
の
視
点
は
、

他
者
だ
け
で
な
く
共
同
体
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
。

「
共
同
体
は
、
一
般
的
な
秩
序
な
い
し
目
的
と
し
て
個
々
人
の
現
実
と
対
立
す
る
。
対
立
す
る
両
者
を
無
限
に
媒
介
す
る
の
が
自
己

意
識
で
あ
っ
て
、
自
己
意
識
は
己
と
共
同
体
と
の
潜
在
的
な
統
一
を
顕
在
化
し
、
一
般
的
な
秩
序
と
個
々
の
現
実
を
統
一
し
、
個
々

の
現
実
を
秩
序
に
一
体
化
さ
せ
る
べ
く
共
同
体
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
に
出
る
と
と
も
に
、
秩
序
を
個
々
の
現
実
に
ま
で
引
き
下

ろ
す
べ
く
、
頭
の
中
に
あ
る
だ
け
の
共
同
体
の
目
的
を
実
行
に
移
す
。
行
動
の
成
果
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
自
己
意
識
の
核
心
と
共

同
体
と
の
統
一
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
る
。」（『
精
神
現
象
学P

300

』）

共
同
体
の
精
神
を
絶
対
と
す
る
が
、
そ
れ
は
時
に
個
々
人
と
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
精
神
が
個
々

人
を
包
み
込
む
限
り
で
は
、
共
同
体
の
精
神
が
潜
在
的
な
秩
序
と
な
る
。
共
同
体
秩
序
は
共
同
体
精
神
の
本
質
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己

意
識
の
要
素
も
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
共
同
体
精
神
を
体
現
し
て
い
る
の
が
「
自
然
的
な
共
同
体
精
神
」
た
る
家
族
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル

は
言
う
。

「
共
同
体
秩
序
の
対
立
す
る
二
面
─
一
般
性
と
個
別
性
─
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
秩
序
の
全
体
と
そ
の
内
容
の
全
要
素
を
内
に
含
ん
で
い

）
〇
〇
四
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絶
対
的
な
「
わ
れ
」
が
他
者
の
存
在
を
媒
介
と
し
て
自
己
意
識
を
確
立
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
他
者
を
映
し
鏡
に
し
て
自
己
を
確
認
す

る
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
を
探
る
自
我
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
自
己
の
観
念
で
あ
り
、
他
者
を

媒
介
と
し
た
自
己
と
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
と
他
者
が
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
自
己
観
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
他
か
ら
の
視
点
は
、

他
者
だ
け
で
な
く
共
同
体
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
。

「
共
同
体
は
、
一
般
的
な
秩
序
な
い
し
目
的
と
し
て
個
々
人
の
現
実
と
対
立
す
る
。
対
立
す
る
両
者
を
無
限
に
媒
介
す
る
の
が
自
己

意
識
で
あ
っ
て
、
自
己
意
識
は
己
と
共
同
体
と
の
潜
在
的
な
統
一
を
顕
在
化
し
、
一
般
的
な
秩
序
と
個
々
の
現
実
を
統
一
し
、
個
々

の
現
実
を
秩
序
に
一
体
化
さ
せ
る
べ
く
共
同
体
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
に
出
る
と
と
も
に
、
秩
序
を
個
々
の
現
実
に
ま
で
引
き
下

ろ
す
べ
く
、
頭
の
中
に
あ
る
だ
け
の
共
同
体
の
目
的
を
実
行
に
移
す
。
行
動
の
成
果
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
自
己
意
識
の
核
心
と
共

同
体
と
の
統
一
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
る
。」（『
精
神
現
象
学P

300

』）

共
同
体
の
精
神
を
絶
対
と
す
る
が
、
そ
れ
は
時
に
個
々
人
と
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
精
神
が
個
々

人
を
包
み
込
む
限
り
で
は
、
共
同
体
の
精
神
が
潜
在
的
な
秩
序
と
な
る
。
共
同
体
秩
序
は
共
同
体
精
神
の
本
質
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己

意
識
の
要
素
も
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
共
同
体
精
神
を
体
現
し
て
い
る
の
が
「
自
然
的
な
共
同
体
精
神
」
た
る
家
族
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル

は
言
う
。

「
共
同
体
秩
序
の
対
立
す
る
二
面
─
一
般
性
と
個
別
性
─
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
秩
序
の
全
体
と
そ
の
内
容
の
全
要
素
を
内
に
含
ん
で
い

）
〇
〇
四
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る
。
共
同
の
世
界
が
秩
序
を
自
覚
的
な
現
実
の
行
為
と
し
て
示
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
方
で
、
秩
序
は
そ
の
ま
ま
こ
そ
に
あ
る
と
い

う
形
で
も
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
あ
る
秩
序
は
、
一
面
で
、
共
同
体
精
神
の
内
的
本
質
な
い
し
一
般
的
可
能
性
で

あ
る
と
と
も
に
、
多
面
で
、
そ
こ
に
は
自
己
意
識
の
要
素
も
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
形
で
共
同
体

精
神
を
表
現
す
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
の
本
質
と
確
信
が
他
者
の
内
に
あ
る
の
を
自
ず
と
意
識
す
る
よ
う
な
「
自
然
な
共

同
体
精
神
」
こ
そ
が
、
家
族
で
あ
る
。
家
族
は
、
無
意
識
の
、
内
面
的
な
共
同
体
と
し
て
意
識
的
な
現
実
に
対
立
し
、
民
族
の
現
実

性
の
育
つ
場
と
し
て
の
民
族
そ
の
も
の
に
対
立
し
、
自
然
発
生
的
な
共
同
体
と
し
て
、
全
体
の
た
め
の
労
働
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
維

持
さ
れ
る
共
同
体
と
対
立
し
、
ペ
ナ
ー
テ
ー
ス
（
家
庭
の
守
護
神
）
と
し
て
国
家
の
神
に
対
立
す
る
。」（『
精
神
現
象
学
』P

302

）

ヘ
ー
ゲ
ル
が
後
に
著
し
た
『
法
哲
学G
rundlinien der P

hilosophie des R
echts, 1821

』
に
お
い
て
家
族
‐
市
民
社
会
‐
国
家
へ

と
止
揚
す
る
出
発
点
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
家
族
が
自
己
と
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
が
、
こ

こ
で
は
重
要
に
な
る
。

「
家
族
を
支
配
す
る
神
の
お
き
て
に
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
様
々
な
要
素
が
あ
っ
て
…
第
一
に
来
る
の
が
夫
と
妻
の
関
係
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
一
方
の
意
識
が
他
方
の
意
識
の
内
に
直
接
に
己
を
認
識
し
相
互
承
認
の
認
識
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
相
互
認
識

は
自
然
の
情
に
基
づ
く
も
の
で
、
共
同
体
精
神
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
は
現
実
の
精
神
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
精
神

の
イ
メ
ー
ジ
や
像
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
や
像
は
、
自
分
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
現
実
を
持
つ
か
ら
、
夫
と
妻
の

関
係
は
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
─
つ
ま
り
、
子
ど
も
の
内
に
─
現
実
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
子
ど
も
と
は
、
夫
と
妻
の
関
係
が
そ

）
〇
〇
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一
五
一

こ
へ
と
流
れ
て
い
き
、
そ
こ
で
消
え
て
い
く
も
の
な
の
だ
か
ら
。」（『
精
神
現
象
学
』P

307

）

自
他
関
係
の
最
小
単
位
と
し
て
夫
婦
か
ら
な
る
家
族
を
見
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
夫
と
妻
の
関
係
に
は
相
互
承
認
が
成
り
立
ち
、
子
ど

も
の
う
ち
に
現
実
と
し
て
体
現
さ
れ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
は
、
現
代
か
ら
見
る
と
自
然
主
義
的
誤
謬
に
満
ち
て
い
る
。
人
は
当
然

に
婚
姻
し
、
子
を
も
う
け
る
。
そ
れ
が
自
然
で
善
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
家
族
外
、
つ
ま
り
市
場
や
国
家
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係
性

が
結
ば
れ
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
現
実
の
も
の
と
し
て
、
現
代
の
私
た
ち
を
予
知
し
て
も
い
る
。
夫

と
妻
と
で
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
を
夫
が
代
表
す
る
こ
と
で
、
妻
の
存
在
が
不
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
と
し
て
、
市
民
社
会
や
国

家
は
形
成
さ
れ
て
い
る
構
造
は
、
今
な
お
変
わ
っ
て
い
な
い
。

「
女
性
の
共
同
体
精
神
と
男
性
の
そ
れ
と
の
違
い
は
、
個
を
気
遣
い
、
快
楽
を
受
け
入
れ
る
女
性
が
、
直
接
に
共
同
体
の
う
ち
に
身

を
浸
し
、
個
と
し
て
の
欲
望
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
男
性
に
あ
っ
て
は
、
個
と
共
同
性
が
分
離
し
、
市
民
と
し
て
は
共

同
体
精
神
の
力
を
自
覚
的
に
所
有
す
る
男
性
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
欲
望
の
権
利
を
自
ら
獲
得
し
、
そ
れ
を
自
由
に
使
い
こ
な
す
、

と
い
う
点
に
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
妻
の
こ
う
し
た
関
係
に
は
個
別
の
要
素
が
混
じ
る
か
ら
、
そ
の
共
同
体
精
神
は
純
粋
で
は
な
い
。

が
、
共
同
の
関
係
が
成
り
立
つ
限
り
で
、
個
の
要
素
は
ど
う
で
も
よ
く
、
自
分
の
存
在
を
他
人
の
内
に
認
識
す
る
と
い
う
側
面
が
妻

に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。」（『
精
神
現
象
学
』P

309

）

自
己
を
他
者
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
妻
は
、
夫
婦
関
係
の
中
で
不
可
視
化
さ
れ
て
い
く
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
誤

）
〇
〇
五
（
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と
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こ
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ら
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精
神
現
象
学
』P
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れ
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ー
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摘
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見
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あ
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族
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、
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ま
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場
や
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に
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他
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と
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で
あ
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。
し
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
指
摘
は
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の
も
の
と
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、
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の
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と
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で
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で
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の
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で
、
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の
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が
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さ
れ
る
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と
を
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、
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や
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今
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に
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を
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の
欲
望
に
は
と
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わ
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な
い
の
に
対
し
て
、
男
性
に
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て
は
、
個
と
共
同
性
が
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し
、
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民
と
し
て
は
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体
精
神
の
力
を
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的
に
所
有
す
る
男
性
が
、
ま
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に
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れ
ゆ
え
に
欲
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の
権
利
を
自
ら
獲
得
し
、
そ
れ
を
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由
に
使
い
こ
な
す
、

と
い
う
点
に
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
妻
の
こ
う
し
た
関
係
に
は
個
別
の
要
素
が
混
じ
る
か
ら
、
そ
の
共
同
体
精
神
は
純
粋
で
は
な
い
。

が
、
共
同
の
関
係
が
成
り
立
つ
限
り
で
、
個
の
要
素
は
ど
う
で
も
よ
く
、
自
分
の
存
在
を
他
人
の
内
に
認
識
す
る
と
い
う
側
面
が
妻

に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。」（『
精
神
現
象
学
』P

309

）

自
己
を
他
者
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
妻
は
、
夫
婦
関
係
の
中
で
不
可
視
化
さ
れ
て
い
く
が
、
ヘ
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ゲ
ル
の
誤
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〇
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謬
に
従
う
な
ら
、
婚
姻
関
係
を
持
た
な
い
人
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
女
性
で
あ
れ
ば
、
そ
の
存
在
は
徹
底
的
に
無
視
さ
れ
る
。「
家
族
の
形

成
」「
子
を
持
つ
こ
と
」「
男
性
・
女
性
と
い
う
生
物
学
的
な
区
別
に
基
づ
く
特
性
」
を
当
然
視
す
る
自
然
主
義
を
維
持
し
つ
つ
、
し
か
し

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
自
然
的
な
違
い
」
が
共
同
体
に
有
益
な
意
味
を
見
出
す
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
「
子
ど
も
に
よ
る
共
同
体
の
継

続
」
と
い
う
側
面
か
ら
で
は
な
く
、「
自
分
と
は
異
な
る
他
者
と
の
出
会
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
る
。

「
男
性
と
女
性
は
自
然
の
ま
ま
の
性
別
を
克
服
し
、
共
同
体
秩
序
を
構
成
す
る
二
つ
の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
に
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

共
同
体
的
な
意
味
を
持
つ
男
性
な
い
し
女
性
と
な
る
。
共
同
世
界
の
二
つ
の
一
般
的
秩
序
が
、
生
ま
れ
つ
き
の
違
い
を
元
に
そ
の
担

い
手
を
男
女
に
振
り
分
け
る
の
は
、
共
同
体
精
神
が
共
同
体
と
自
己
意
識
と
の
自
然
の
ま
ま
の
統
一
─
現
実
の
区
別
と
い
う
面
か
ら

見
る
と
、
生
ま
れ
つ
き
の
違
い
に
根
拠
を
置
く
よ
う
な
自
然
ら
し
さ
─
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
肉
体

を
持
っ
た
個
人
の
姿
が
、
精
神
的
な
世
界
の
本
質
に
か
か
わ
り
つ
つ
、
生
ま
れ
つ
き
の
男
性
な
い
し
女
性
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
こ

こ
で
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
別
が
決
定
的
な
意
味
を
持
ち
、
素
質
や
能
力
の
違
い
と
い
っ
た
偶
然
の
要
素
と
は
次
元
の
違
う
も
の
と
な

る
。
男
女
の
違
い
と
い
う
生
ま
れ
つ
き
の
対
立
が
、
同
時
に
、
共
同
体
的
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
だ
。」（『
精
神
現
象
学
』P

310

）

男
性
・
女
性
と
い
う
異
な
る
性
別
に
よ
っ
て
の
み
家
族
秩
序
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
家
族
を
代
表
す
る
男
性
の
自
己
意
識
が
共
同

体
に
参
画
で
き
る
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
共
同
体
意
識
と
自
己
意
識
と
は
同
一
視
さ
れ
、
自
己
意
識
は
共
同
体
の
義
務
に
拘
束
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
共
同
体
の
正
義
と
自
己
意
識
と
が
対
立
す
る
契
機
は
あ
る
も
の
の
、
行
為
者
は
自
己
意
識
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
へ

の
「
責
任
」
が
課
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
責
任
は
、
共
同
体
精
神
に
基
づ
き
、
共
同
体
全
体
の
中
で
共
有
さ
れ
る
責
任
で
あ
る
。

）
〇
〇
〇
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
五
三

「
一
般
的
な
共
同
体
生
活
に
お
い
て
、
…
行
為
し
責
任
を
負
う
の
が
特
定
の
個
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
定
の
自
己
と

し
て
の
個
人
は
、
非
現
実
の
影
に
過
ぎ
ず
、
共
同
体
精
神
を
体
現
す
る
自
己
と
し
て
の
み
個
人
は
あ
り
、
個
人
で
あ
る
こ
と
は
行
為

の
純
粋
な
形
式
的
な
要
素
に
過
ぎ
な
い
。」（『
精
神
現
象
学
』P

316

）

自
己
意
識
と
対
立
す
る
共
同
体
の
ル
ー
ル
や
権
力
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
不
当
な
暴
力
的
権
力
と
み
な
し
た
り
、
偶
然
共
同
体
を
代

表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
権
力
と
み
な
し
た
り
し
て
、
犯
罪
と
知
り
な
が
ら
犯
罪
行
為
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
そ
れ
は
共
同
体
内

に
対
立
し
た
意
識
が
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
共
同
体
は
そ
の
よ
う
な
対
立
す
る
存
在
を
承
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
方
で
共
同

体
内
の
ル
ー
ル
に
背
い
た
個
人
の
行
為
に
対
し
て
も
ま
た
、
責
任
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
国
の
反
逆
者
を
埋
葬
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
国
法
に
反
し
て
、
反
逆
者
と
な
っ
た
兄
を
葬
っ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
が
、「
わ
た
し
た
ち
が
苦
し
む
と
い
う
こ
と
は
、
過
ち

を
犯
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
」
と
語
る
の
は
個
人
の
責
任
で
あ
り
、
捉
え
ら
れ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
を
そ
の
婚
約
者
で
国

王
の
息
子
で
あ
る
ハ
イ
モ
ー
ン
が
追
っ
て
自
殺
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
内
の
対
立
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
に
語
ら
せ
て
い
る
（
６
）

。

「
人
間
の
掟
は
、
一
般
的
な
在
り
方
と
し
て
は
共
同
体
で
あ
り
、
そ
の
活
動
を
担
う
の
は
男
性
で
あ
り
、
現
実
に
力
を
行
使
す
る
の

は
政
府
だ
が
、
女
性
を
代
表
す
る
ペ
ナ
ー
テ
ー
ス
（
家
庭
の
守
護
神
）
の
共
同
体
か
ら
の
逸
脱
や
、
家
族
の
独
立
を
、
内
部
に
吞
み

込
み
、
そ
れ
ら
を
共
同
体
の
一
貫
す
る
流
れ
に
溶
か
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
存
在
し
、
運
動
し
、
自
分
を
保
ち
続
け
る
。
が
、

家
族
は
、
同
時
に
、
共
同
体
の
要
素
で
あ
り
、
個
の
意
識
は
共
同
体
精
神
を
動
か
す
土
台
で
あ
る
。
共
同
体
が
家
族
の
幸
福
を
破
壊

）
〇
〇
三
（
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あ
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自
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の
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は
、
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現
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の
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に
過
ぎ
ず
、
共
同
体
精
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を
体
現
す
る
自
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と
し
て
の
み
個
人
は
あ
り
、
個
人
で
あ
る
こ
と
は
行
為

の
純
粋
な
形
式
的
な
要
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に
過
ぎ
な
い
。」（『
精
神
現
象
学
』P
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）

自
己
意
識
と
対
立
す
る
共
同
体
の
ル
ー
ル
や
権
力
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
不
当
な
暴
力
的
権
力
と
み
な
し
た
り
、
偶
然
共
同
体
を
代

表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
権
力
と
み
な
し
た
り
し
て
、
犯
罪
と
知
り
な
が
ら
犯
罪
行
為
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
そ
れ
は
共
同
体
内

に
対
立
し
た
意
識
が
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
共
同
体
は
そ
の
よ
う
な
対
立
す
る
存
在
を
承
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
方
で
共
同

体
内
の
ル
ー
ル
に
背
い
た
個
人
の
行
為
に
対
し
て
も
ま
た
、
責
任
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
国
の
反
逆
者
を
埋
葬
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
国
法
に
反
し
て
、
反
逆
者
と
な
っ
た
兄
を
葬
っ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
が
、「
わ
た
し
た
ち
が
苦
し
む
と
い
う
こ
と
は
、
過
ち

を
犯
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
」
と
語
る
の
は
個
人
の
責
任
で
あ
り
、
捉
え
ら
れ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
を
そ
の
婚
約
者
で
国

王
の
息
子
で
あ
る
ハ
イ
モ
ー
ン
が
追
っ
て
自
殺
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
内
の
対
立
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
に
語
ら
せ
て
い
る
（
６
）

。

「
人
間
の
掟
は
、
一
般
的
な
在
り
方
と
し
て
は
共
同
体
で
あ
り
、
そ
の
活
動
を
担
う
の
は
男
性
で
あ
り
、
現
実
に
力
を
行
使
す
る
の

は
政
府
だ
が
、
女
性
を
代
表
す
る
ペ
ナ
ー
テ
ー
ス
（
家
庭
の
守
護
神
）
の
共
同
体
か
ら
の
逸
脱
や
、
家
族
の
独
立
を
、
内
部
に
吞
み

込
み
、
そ
れ
ら
を
共
同
体
の
一
貫
す
る
流
れ
に
溶
か
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
存
在
し
、
運
動
し
、
自
分
を
保
ち
続
け
る
。
が
、

家
族
は
、
同
時
に
、
共
同
体
の
要
素
で
あ
り
、
個
の
意
識
は
共
同
体
精
神
を
動
か
す
土
台
で
あ
る
。
共
同
体
が
家
族
の
幸
福
を
破
壊
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し
、
自
己
意
識
を
解
体
し
て
共
同
体
精
神
に
帰
一
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
存
続
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
共
同
体
は
、
自
分
が
抑

圧
し
つ
つ
自
分
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
だ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
女
性
的
な
る
も
の
を
、
自
ら
の
内
面
の
敵
と
す
る
こ
と
に
な
る
。」

（『
精
神
現
象
学
』P

322

）

こ
う
し
て
他
者
の
承
認
を
通
じ
て
自
己
を
確
立
し
、
共
同
体
も
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
示
し
た
。
そ
こ
に
は
家
族
の
自
然
性

や
女
性
の
不
可
視
化
な
ど
も
見
て
取
れ
る
が
、
強
調
す
べ
き
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
想
定
し
た
自
己
が
、
他
者
か
ら
全
く
独
立
し
た
近
代
法
的
な

責
任
主
体
と
し
て
の
自
我
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
も
ま
た
再
帰
的
に
形
成
さ
れ
る
と
捉
え
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
た
だ
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
自
然
家
族
に
含
ま
れ
る
負
担
や
、
家
族
「
内
」
の
関
係
に
お
い
て
は
、
家
族
メ
ン
バ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
他
者

に
さ
え
な
り
え
な
い
こ
と
、
そ
う
し
た
共
同
体
の
基
盤
と
な
る
家
族
そ
の
も
の
に
対
し
て
目
を
向
け
な
い
こ
と
へ
の
批
判
は
、
後
に
俎
上

に
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
「
自
分
が
抑
圧
し
つ
つ
自
分
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
だ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
女
性
的
な
る
も
の
」
を

人
間
あ
ま
ね
く
内
包
し
て
い
る
事
実
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
訳
で
あ
る
。

二−

②
　
自
己
と
他
者
と
の
相
互
関
連
性

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
指
し
示
す
知
の
様
態
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
。
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
示
す
言
説
行
為
の
前
に
「
自
己
」
や
「
主
体
」
は
な
く
、
言
説
行
為
を
通
じ
て
事
後
的
に
「
自
己
」
や
「
主
体
」
が
構
築
さ
れ
る
、
と

考
え
た
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
で
も
あ
る
バ
ト
ラ
ー
で
あ
る
。
言
語
行
為
を
通
じ
て
事
後
的
に
し
か
主
体
が
構
築
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
私
た
ち
が
普
段
誰
の
言
語
を
用
い
て
い
る
か
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
。
も
し
主
体
が
「
他
者
の
言
語
」
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
れ

）
〇
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法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
五
五

ば
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
秩
序
は
他
者
の
言
葉
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
価
値
観
で
再
生
産
さ
れ
続
け
る
。
他
者
の
論
理
に
よ
っ
て
自
己
の
生

き
る
社
会
が
構
築
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

自
己
を
言
語
的
な
構
築
物
と
み
な
し
た
ラ
カ
ン
同
様
、
バ
ト
ラ
ー
も
ま
た
言
説
行
為
に
着
目
し
、
言
説
行
為
の
反
復
過
程
を
通
じ
て
事

後
的
に
自
己
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
た
。
ラ
カ
ン
は
、
鏡
に
映
る
自
己
像
へ
の
同
一
化
を
通
し
て
身
体
の
統
一
性
を
確
保
（
第
一
次
同
一

化
）
し
、
次
い
で
言
語
へ
の
参
入
を
通
じ
て
「
語
る
主
体
」
へ
と
主
体
化
（
第
二
次
同
一
化
）
す
る
と
い
う
二
つ
の
過
程
を
通
じ
る
こ
と
で
、

「
主
体
化
」
す
る
こ
と
は
「
他
者
に
な
る
」
過
程
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
た
（
７
）

。「
主
体
化
」
と
は
、
言
語
と
い
う
他
者
の
秩
序
へ
の
従
属
化

を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
「
主
体
」
に
な
る
途
は
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
も
こ
の
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
真
の
全
て
を
包
摂
す
る
普
遍
に
向
か
っ
て
論
を
組
み
立
て
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
が

提
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
身
の
根
底
に
あ
る
否
定
と
切
り
離
せ
な
い
普
遍
な
の
だ
。
普
遍
と
い
う
語
が
有
す
る
全
方
位
的
な
範

域
は
、
そ
れ
が
依
存
し
て
い
る
特
定
の
物
を
排
除
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
綻
び
が
生
じ

て
く
る
（
８
）

」

排
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
集
団
的
な
主
体
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
家
族
の

名
の
も
と
で
疎
外
さ
れ
た
主
体
の
存
在
が
内
包
さ
れ
て
い
た
が
、
主
体
が
他
者
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
共
同
体
の
成
員
に
な
り

え
な
い
の
は
家
族
ば
か
り
で
は
な
い
。
主
体
が
主
体
に
な
る
た
め
に
は
承
認
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
承
認
を
求
め
る
た
め
に
は
集
団
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
必
要
と
バ
ト
ラ
ー
は
考
え
た
（
９
）

。

）
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（
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一
五
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ば
、
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に
内
包
さ
れ
る
秩
序
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他
者
の
言
葉
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
価
値
観
で
再
生
産
さ
れ
続
け
る
。
他
者
の
論
理
に
よ
っ
て
自
己
の
生

き
る
社
会
が
構
築
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

自
己
を
言
語
的
な
構
築
物
と
み
な
し
た
ラ
カ
ン
同
様
、
バ
ト
ラ
ー
も
ま
た
言
説
行
為
に
着
目
し
、
言
説
行
為
の
反
復
過
程
を
通
じ
て
事

後
的
に
自
己
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
た
。
ラ
カ
ン
は
、
鏡
に
映
る
自
己
像
へ
の
同
一
化
を
通
し
て
身
体
の
統
一
性
を
確
保
（
第
一
次
同
一

化
）
し
、
次
い
で
言
語
へ
の
参
入
を
通
じ
て
「
語
る
主
体
」
へ
と
主
体
化
（
第
二
次
同
一
化
）
す
る
と
い
う
二
つ
の
過
程
を
通
じ
る
こ
と
で
、

「
主
体
化
」
す
る
こ
と
は
「
他
者
に
な
る
」
過
程
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
た
（
７
）

。「
主
体
化
」
と
は
、
言
語
と
い
う
他
者
の
秩
序
へ
の
従
属
化

を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
「
主
体
」
に
な
る
途
は
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
も
こ
の
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
真
の
全
て
を
包
摂
す
る
普
遍
に
向
か
っ
て
論
を
組
み
立
て
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
が

提
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
身
の
根
底
に
あ
る
否
定
と
切
り
離
せ
な
い
普
遍
な
の
だ
。
普
遍
と
い
う
語
が
有
す
る
全
方
位
的
な
範

域
は
、
そ
れ
が
依
存
し
て
い
る
特
定
の
物
を
排
除
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
綻
び
が
生
じ

て
く
る
（
８
）

」

排
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
集
団
的
な
主
体
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
家
族
の

名
の
も
と
で
疎
外
さ
れ
た
主
体
の
存
在
が
内
包
さ
れ
て
い
た
が
、
主
体
が
他
者
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
共
同
体
の
成
員
に
な
り

え
な
い
の
は
家
族
ば
か
り
で
は
な
い
。
主
体
が
主
体
に
な
る
た
め
に
は
承
認
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
承
認
を
求
め
る
た
め
に
は
集
団
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
必
要
と
バ
ト
ラ
ー
は
考
え
た
（
９
）

。
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二
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二
月
）

一
五
六

一
般
に
承
認
論
で
は
、
自
他
関
係
の
「
正
当
な
在
り
方
」
を
め
ぐ
る
も
の
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
、
集
団
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
た
る
規
範
の
同
一
性
を
要
請
す
る
も
の
）
と
し
て
承
認
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
る
見
方
と
、
い
か
な
る
自
他
関
係
も
権
力
関
係

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
承
認
は
権
力
関
係
を
正
当
化
す
る
と
み
な
す
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
見
方
と
が
あ
る
（
10
）

。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
バ

ト
ラ
ー
は
、
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
必
要
性
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、
そ
こ
に
お
け
る
承
認
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
固
定
化
に
つ
な
が
り
、
常
に
自
己
の
外
側
に
排
除
す
べ
き
他
者
を
見
つ
け
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
承
認
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
も
着
目
し
て
い
る
。
あ
る
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
体
者
た
ち
は
、
承
認
を
求

め
る
こ
と
で
そ
の
外
縁
に
お
い
て
新
た
な
排
除
す
べ
き
他
者
を
生
み
続
け
（「
私
は
あ
の
人
と
は
違
う
」
こ
と
で
相
対
的
優
位
を
確
保
し
て
承
認

を
得
る
）、
弱
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
主
体
が
主
体
に
な
る
た
め
に
は
、
他
者
か
ら
の
承

認
を
必
要
と
す
る
の
で
、
何
ら
か
の
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
必
要
に
な
る
。
そ
の
承
認
は
、
権
力
関
係
・
他
者
排
除
の
構
造
に
お

い
て
な
さ
れ
る
の
で
、
排
除
の
循
環
か
ら
逃
れ
る
に
は
、
異
質
な
も
の
を
異
質
な
ま
ま
自
己
の
中
に
内
包
す
る
ほ
か
な
く
な
る
こ
と
に
な

る
（
11
）

。あ
る
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
存
在
が
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
他
者
か
ら
の
承
認
と
不
可
分
で
あ
る
。
承
認
に
よ
り
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
集
団
は
社
会
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
が
、
あ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
は
更
な
る
別
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
を
想
定
す
る
こ
と
で
相

対
的
に
承
認
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
差
別
の
連
鎖
構
造
を
断
ち
切
る
た
め
に
は
、
そ
の
異
質
性
を
取
り
込
む
枠
組
み
作
り
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
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法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
五
七

二−

③
　
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
見
た
他
者
と
責
任

「
家
族
制
度
そ
し
て
親
密
関
係
と
依
存
に
由
来
す
る
問
題
は
、
法
律
や
法
学
で
は
傍
系
で
あ
る
。
市
場
を
論
じ
る
と
き
家
族
だ
け
は

別
物
と
さ
れ
、
独
自
の
役
割
と
規
則
に
支
配
さ
れ
る
。
家
族
を
消
費
や
生
産
の
単
位
と
見
る
時
で
さ
え
、
や
は
り
そ
れ
は
市
場
の
本

質
的
構
造
と
は
分
析
上
別
扱
い
さ
れ
る
。
…
法
学
は
…
家
族
を
依
存
の
受
け
皿
に
な
る
社
会
制
度
と
決
め
込
ん
で
い
る
。
家
族
を
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
で
覆
う
こ
と
は
や
め
、
法
と
法
学
理
論
の
中
心
に
引
き
出
す
べ
き
だ
（
12
）

。」

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
こ
の
言
葉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
然
的
な
存
在
と
し
て
不
可
視
化
し
た
家
族
ケ
ア
に
従
事
す
る
主
体
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

し
、
不
可
視
化
し
た
こ
と
で
利
益
を
得
て
い
る
市
場
や
国
家
、
そ
れ
を
是
認
す
る
法
理
論
に
相
応
の
責
任
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
主
体

を
透
明
化
す
る
こ
と
で
、
主
体
と
し
て
の
他
者
と
も
な
り
え
ず
、
そ
の
他
の
他
者
や
共
同
体
に
「
透
明
な
他
者
」
の
存
在
意
義
は
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
さ
れ
な
い
。
透
明
な
他
者
に
必
要
な
責
任
を
「
自
然
」
の
名
の
も
と
に
押
し
付
け
、
そ
こ
か
ら
利
益
を
得
る
シ
ス
テ
ム
が
再
構

築
さ
れ
続
け
る
さ
ま
を
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
検
証
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
家
族
内
に
お
い
て
妻
が
透
明
化
さ
れ
、
夫
が
家
族
を
代
表

す
る
存
在
た
る
こ
と
が
「
自
然
」
と
考
え
た
が
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
そ
の
不
自
然
さ
を
指
摘
し
、
透
明
化
さ
れ
た
妻
─
ケ
ア
労
働
に
携
わ

る
者
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
妻
で
あ
る
必
要
も
な
い
─
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
全
体
を
よ
り
健
全
に
再
構
築
し
て
い
け
る
と
考
え

る
。
以
下
、『
ケ
ア
の
絆
』
で
展
開
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
を
見
て
い
こ
う
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
る
と
、
現
代
的
意
味
で
の
「
自
立
」
は
経
済
的
観
念
と
直
結
し
て
い
る
。
独
立
と
自
活
を
可
能
に
す
る
金
銭
力
で
、

自
己
決
定
権
と
行
動
の
支
配
権
と
い
う
自
立
を
買
っ
て
い
る
。
社
会
は
富
の
蓄
積
ば
か
り
に
価
値
を
置
き
、
命
を
生
み
育
て
る
ケ
ア
ワ
ー

ク
を
自
明
視
し
て
い
る
。
家
族
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
に
携
わ
る
人
は
、
自
分
で
そ
う
決
め
た
の
だ
か
ら
自
分
で
何
と
か
す
べ
き
で
あ
り
、
社
会

）
〇
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法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
五
七

二−

③
　
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
見
た
他
者
と
責
任

「
家
族
制
度
そ
し
て
親
密
関
係
と
依
存
に
由
来
す
る
問
題
は
、
法
律
や
法
学
で
は
傍
系
で
あ
る
。
市
場
を
論
じ
る
と
き
家
族
だ
け
は

別
物
と
さ
れ
、
独
自
の
役
割
と
規
則
に
支
配
さ
れ
る
。
家
族
を
消
費
や
生
産
の
単
位
と
見
る
時
で
さ
え
、
や
は
り
そ
れ
は
市
場
の
本

質
的
構
造
と
は
分
析
上
別
扱
い
さ
れ
る
。
…
法
学
は
…
家
族
を
依
存
の
受
け
皿
に
な
る
社
会
制
度
と
決
め
込
ん
で
い
る
。
家
族
を
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
で
覆
う
こ
と
は
や
め
、
法
と
法
学
理
論
の
中
心
に
引
き
出
す
べ
き
だ
（
12
）

。」

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
こ
の
言
葉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
然
的
な
存
在
と
し
て
不
可
視
化
し
た
家
族
ケ
ア
に
従
事
す
る
主
体
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

し
、
不
可
視
化
し
た
こ
と
で
利
益
を
得
て
い
る
市
場
や
国
家
、
そ
れ
を
是
認
す
る
法
理
論
に
相
応
の
責
任
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
主
体

を
透
明
化
す
る
こ
と
で
、
主
体
と
し
て
の
他
者
と
も
な
り
え
ず
、
そ
の
他
の
他
者
や
共
同
体
に
「
透
明
な
他
者
」
の
存
在
意
義
は
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
さ
れ
な
い
。
透
明
な
他
者
に
必
要
な
責
任
を
「
自
然
」
の
名
の
も
と
に
押
し
付
け
、
そ
こ
か
ら
利
益
を
得
る
シ
ス
テ
ム
が
再
構

築
さ
れ
続
け
る
さ
ま
を
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
検
証
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
家
族
内
に
お
い
て
妻
が
透
明
化
さ
れ
、
夫
が
家
族
を
代
表

す
る
存
在
た
る
こ
と
が
「
自
然
」
と
考
え
た
が
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
そ
の
不
自
然
さ
を
指
摘
し
、
透
明
化
さ
れ
た
妻
─
ケ
ア
労
働
に
携
わ

る
者
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
妻
で
あ
る
必
要
も
な
い
─
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
全
体
を
よ
り
健
全
に
再
構
築
し
て
い
け
る
と
考
え

る
。
以
下
、『
ケ
ア
の
絆
』
で
展
開
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
を
見
て
い
こ
う
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
る
と
、
現
代
的
意
味
で
の
「
自
立
」
は
経
済
的
観
念
と
直
結
し
て
い
る
。
独
立
と
自
活
を
可
能
に
す
る
金
銭
力
で
、

自
己
決
定
権
と
行
動
の
支
配
権
と
い
う
自
立
を
買
っ
て
い
る
。
社
会
は
富
の
蓄
積
ば
か
り
に
価
値
を
置
き
、
命
を
生
み
育
て
る
ケ
ア
ワ
ー

ク
を
自
明
視
し
て
い
る
。
家
族
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
に
携
わ
る
人
は
、
自
分
で
そ
う
決
め
た
の
だ
か
ら
自
分
で
何
と
か
す
べ
き
で
あ
り
、
社
会

）
〇
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は
そ
れ
へ
の
「
施
し
」
に
値
し
な
い
、
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
（
13
）

。
そ
も
そ
も
人
間
は
「
み
な
誰
か
お
母

さ
ん
の
子
ど
も
（
14
）

」
で
あ
り
、
人
生
の
ど
こ
か
の
段
階
で
必
ず
誰
か
に
依
存
し
な
け
れ
ば
生
命
を
保
て
な
い
。
し
か
も
誰
か
へ
の
依
存
状
態

は
、
病
的
に
忌
避
す
る
も
の
で
も
失
敗
の
結
果
で
も
な
く
、
人
の
発
展
過
程
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
逆
説
的
だ
が
、
依
存
を
引
き
受
け

る
こ
と
、
避
け
ら
れ
な
い
依
存
の
世
話
を
す
る
こ
と
が
、
介
護
す
る
者
自
身
の
依
存
を
作
り
出
す
と
い
う
二
次
的
な
依
存
が
起
き
る
。
誰

か
を
ケ
ア
す
る
人
は
、
ケ
ア
を
行
う
た
め
に
自
分
自
身
も
社
会
的
資
源
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ケ
ア
責
任
の
担
い
手
は
、
職
場
で

の
期
待
と
依
存
者
の
差
し
迫
っ
た
ニ
ー
ズ
と
の
板
挟
み
に
陥
り
、
時
に
賃
金
労
働
市
場
へ
の
参
加
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
。

ケ
ア
の
担
い
手
（
多
く
は
母
親
）
た
る
二
次
的
な
依
存
者
が
、
進
ん
で
そ
う
し
た
地
位
を
承
諾
し
た
と
仮
定
さ
れ
る
が
、
な
ぜ
、
ま
た
ど

の
よ
う
な
形
で
、
社
会
の
中
で
特
定
の
人
た
ち
だ
け
が
ケ
ア
に
伴
う
犠
牲
を
引
き
受
け
て
い
る
の
か
を
問
お
う
と
は
せ
ず
、
国
家
で
も
市

場
で
も
な
く
、
婚
姻
家
族
に
対
し
て
の
み
、
避
け
ら
れ
な
い
依
存
の
ケ
ア
が
一
手
に
任
さ
れ
る
。

実
際
に
は
誰
も
が
避
け
ら
れ
な
い
依
存
を
経
験
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は
社
会
的
な
責
任
が
問
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
現
実
に

は
、
二
次
的
依
存
者
は
、
家
庭
内
で
経
済
的
・
構
造
的
資
源
（
妻
の
座
、
嫁
の
役
割
）
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
市
場
は
そ
の
責

任
に
応
じ
ず
、
国
家
は
失
敗
し
た
家
族
の
避
難
所
、
経
済
面
で
の
最
後
の
頼
み
の
綱
と
し
て
し
か
機
能
し
て
い
な
い
。
国
家
の
援
助
に
頼

ら
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ア
の
担
い
手
は
、
き
わ
め
て
屈
辱
的
な
手
続
き
に
耐
え
、
貧
窮
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
初
め
て
、
援
助
を

あ
て
に
で
き
る
。
ケ
ア
の
仕
事
は
集
団
の
、
社
会
全
体
の
責
務
で
あ
り
、
社
会
の
各
構
成
員
の
責
務
で
も
あ
る
。
ケ
ア
に
対
す
る
責
務
が

必
然
的
に
社
会
全
体
の
も
の
と
言
う
こ
と
は
、
生
物
学
的
な
依
存
が
人
類
の
条
件
と
し
て
普
遍
的
で
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
基
づ
い
て
い

る
。
依
存
へ
の
対
応
は
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
基
本
行
為
で
あ
り
、
総
体
と
し
て
ケ
ア
が
な
け
れ
ば
、
社
会
は
存
在
し
て
い
け
な
い
。

ケ
ア
の
担
い
手
の
無
償
労
働
こ
そ
、
認
知
さ
れ
て
い
な
い
、
し
か
も
社
会
全
体
に
対
す
る
公
的
扶
助
で
あ
る
、
そ
う
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
考

）
〇
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え
た
。
し
か
し
社
会
は
、
ケ
ア
の
担
い
手
の
労
を
慮
る
こ
と
も
、
そ
の
価
値
を
認
め
補
償
す
る
こ
と
も
、
労
働
に
見
合
う
だ
け
の
対
応
を

す
る
こ
と
も
な
く
、
避
け
ら
れ
な
い
依
存
を
典
型
的
に
私
的
な
制
度
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
結
婚
で
作
ら
れ
る
婚
姻
家
族
に
割
り
当
て
て

き
た
、
と
言
う
。

「
な
ぜ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
で
、
社
会
の
中
で
特
定
の
人
た
ち
だ
け
が
ケ
ア
に
伴
う
犠
牲
を
引
き
受
け
て
い
る
の
か
問
お
う
と
し
な

い
」
の
は
、
問
わ
な
い
こ
と
に
利
益
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
自
然
」
と
し
て
家
族
に
内
包
さ
せ
る
こ
と
で
、
ケ
ア
責
任
は
不
可

視
化
さ
れ
、
市
場
や
国
家
は
そ
れ
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
市
場
の
経
済
発
展
の
構
造
を
考
え
て
い
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
？
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
生
物
学
的
な
依
存
─
ケ
ア
が
人
類
の
条
件
と
し
て
普
遍
的
で
避
け

ら
れ
な
い
」
と
い
う
事
実
は
、
ケ
ア
労
働
や
そ
れ
に
携
わ
る
人
を
透
明
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
社
会
に
お
け
る
対
等
な
他
者
と
し
て
そ
も

そ
も
認
識
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
社
会
を
酷
く
歪
な
形
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
。
ケ
ア
労
働
と
い
う
対
象
事
実
を
見
る
こ
と
も
な
く
、

ケ
ア
労
働
に
携
わ
る
依
存
者
の
存
在
を
理
解
し
な
い
こ
と
は
、
社
会
構
成
員
た
る
「
他
者
」
の
認
識
形
成
に
関
わ
っ
て
く
る
。
ケ
ア
労
働

を
排
除
し
た
形
で
形
成
さ
れ
た
認
識
や
構
造
は
、
自
分
が
依
存
す
る
・
依
存
さ
れ
る
ケ
ア
の
主
体
と
な
っ
た
時
、
そ
れ
に
伴
う
負
担
は
不

可
視
化
さ
れ
、
賃
金
労
働
者
と
し
て
は
市
場
で
半
人
前
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
の
は
、
生
身
の

「
自
己
」
や
「
他
者
」
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
市
場
や
国
家
で
あ
る
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
こ
れ
を
「
効
率
に
名
を
借
り
た
搾
取
」
と
言
う
。
ケ
ア
の
担
い
手
が
不
払
い
や
不
当
に
低
い
対
価
に
よ
る
搾
取
に
甘

ん
じ
る
こ
と
が
、
市
場
や
国
家
に
と
っ
て
は
依
存
に
対
す
る
最
も
効
果
的
な
解
決
策
に
な
る
。
更
に
、
女
性
は
子
ど
も
を
「
選
好
す
る
」

と
流
布
さ
せ
る
こ
と
で
、
ケ
ア
の
担
い
手
が
ケ
ア
コ
ス
ト
を
自
ら
選
ん
で
引
き
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
手
を
加
え
る
必
要
は
な
い
と
さ

え
さ
れ
る
。
依
存
を
家
族
の
責
任
、
も
し
く
は
自
主
的
な
選
択
と
す
る
こ
と
で
、
市
場
や
国
家
は
果
た
す
べ
き
義
務
を
免
れ
て
い
る
と
い

）
〇
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四
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の
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な
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の
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い
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と
に
利
益
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
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そ
れ
を
「
自
然
」
と
し
て
家
族
に
内
包
さ
せ
る
こ
と
で
、
ケ
ア
責
任
は
不
可

視
化
さ
れ
、
市
場
や
国
家
は
そ
れ
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
市
場
の
経
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発
展
の
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造
を
考
え
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け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
？
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
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生
物
学
的
な
依
存
─
ケ
ア
が
人
類
の
条
件
と
し
て
普
遍
的
で
避
け

ら
れ
な
い
」
と
い
う
事
実
は
、
ケ
ア
労
働
や
そ
れ
に
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わ
る
人
を
透
明
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
社
会
に
お
け
る
対
等
な
他
者
と
し
て
そ
も

そ
も
認
識
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
社
会
を
酷
く
歪
な
形
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
。
ケ
ア
労
働
と
い
う
対
象
事
実
を
見
る
こ
と
も
な
く
、

ケ
ア
労
働
に
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わ
る
依
存
者
の
存
在
を
理
解
し
な
い
こ
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は
、
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会
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る
「
他
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の
認
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形
成
に
関
わ
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く
る
。
ケ
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を
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た
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で
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た
認
識
や
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造
は
、
自
分
が
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る
・
依
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る
ケ
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の
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体
と
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時
、
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に
伴
う
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担
は
不
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、
賃
金
労
働
者
と
し
て
は
市
場
で
半
人
前
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
の
は
、
生
身
の

「
自
己
」
や
「
他
者
」
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
市
場
や
国
家
で
あ
る
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
こ
れ
を
「
効
率
に
名
を
借
り
た
搾
取
」
と
言
う
。
ケ
ア
の
担
い
手
が
不
払
い
や
不
当
に
低
い
対
価
に
よ
る
搾
取
に
甘

ん
じ
る
こ
と
が
、
市
場
や
国
家
に
と
っ
て
は
依
存
に
対
す
る
最
も
効
果
的
な
解
決
策
に
な
る
。
更
に
、
女
性
は
子
ど
も
を
「
選
好
す
る
」

と
流
布
さ
せ
る
こ
と
で
、
ケ
ア
の
担
い
手
が
ケ
ア
コ
ス
ト
を
自
ら
選
ん
で
引
き
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
手
を
加
え
る
必
要
は
な
い
と
さ

え
さ
れ
る
。
依
存
を
家
族
の
責
任
、
も
し
く
は
自
主
的
な
選
択
と
す
る
こ
と
で
、
市
場
や
国
家
は
果
た
す
べ
き
義
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免
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て
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う
。
ケ
ア
労
働
が
母
親
に
の
み
課
せ
ら
れ
、
父
親
が
主
た
る
ケ
ア
の
担
い
手
に
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
、「
し
ば
し
ば
仕
事
（
賃
金
労
働
）

を
し
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
ケ
ア
労
働
が
、
市
場
に
お
け
る
ス
キ
ル
や
キ
ャ
リ
ア
発
展
を
犠
牲
に
す
る

も
の
で
あ
る
と
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
ケ
ア
に
注
が
れ
た
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
現
実
に
個
人
の
市
場
に
お
け
る
ス
キ
ル
向
上
の
た
め

の
投
資
や
、
市
場
に
参
加
す
る
機
会
奪
っ
て
き
た
の
で
あ
る
（
15
）

。

あ
る
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
で
き
た
し
、
そ
の
選
択
を
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
も
知
っ
た
上
で
な

お
そ
の
「
選
択
」
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
選
択
の
「
責
任
」
は
選
択
を
行
っ
た
行
為
主
体
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
法
に
は
あ
る
。
し

か
し
ケ
ア
労
働
に
携
わ
る
（
例
え
ば
子
ど
も
を
産
む
）
と
い
う
選
択
を
し
た
時
点
で
、
そ
れ
に
よ
り
経
済
的
な
見
通
し
が
悪
化
す
る
仕
組
み

に
ま
で
同
意
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
な
の
か
、
ま
た
、
社
会
や
文
化
が
そ
う
し
た
コ
ス
ト
の
問
題
を
「
見
え
な
く
し
て
い
た
こ
と
」
や
、

ケ
ア
の
見
返
り
や
報
酬
に
関
し
て
幻
想
を
抱
か
せ
た
可
能
性
が
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
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に
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選
択
と
そ
の
責
任
に
つ

い
て
も
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
実
認
識
の
上
で
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
法
学
の
役
割
を
、
本
節
の
初
め
に
紹
介
し
た
引
用
で
示
し
て
い
る
。
市
場
の
構
造
か

ら
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
家
族
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
名
の
下
で
依
存
の
受
け
皿
に
す
る
こ
と
を
止
め
、
法
理
論
の
中
心
に
据
え
る
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
　
法
と
い
う
背
景
条
件

誰
も
が
皆
ケ
ア
を
受
け
、
ま
た
ケ
ア
を
す
る
主
体
と
な
る
現
実
を
直
視
し
て
、
そ
れ
へ
の
対
応
を
共
同
体
全
体
の
課
題
と
す
る
ケ
ア
の
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法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
六
一

倫
理
が
、
社
会
の
中
で
は
い
ま
だ
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
は
、
ケ
ア
の
存
在
そ
の
も
の
や
ケ
ア
を
行
う
主
体
が

不
可
視
化
さ
れ
る
の
で
、
他
者
の
存
在
を
合
わ
せ
鏡
に
し
た
自
己
の
相
互
的
な
形
成
が
行
わ
れ
ず
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
修
正
も
難
し
い
。

そ
の
中
で
法
に
果
た
せ
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
「
背
景
条
件
」
と
し
て
の
法
の
役
割
に
期
待
を
か
け
る
。
私
的
自
治
や
過
失
責
任
と
い
っ
た
近
代
私
法
の
役
割
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
法
は
そ
も
そ
も
市
場
が
発
達
す
る
た
め
の
枠
組
み
で
あ
り
、
前
提
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
法
と
い
う
共
同
体

の
文
法
、
つ
ま
り
「
背
景
条
件
」
が
あ
る
こ
と
で
、
市
場
は
そ
の
機
能
を
円
滑
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
市
場
の
成
立
は
、
法

と
い
う
背
景
に
依
存
し
て
い
る
と
言
え
る
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
る
と
法
の
「
背
景
条
件
」
と
は
、
ど
ん
な
社
会
的
合
意
も
、
何
ら
か
の
依
存
の
構
造
や
制
度
的
仕
組
み
を
前
提
と

し
た
、
歴
史
的
文
脈
の
中
で
作
ら
れ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
人
が
契
約
交
渉
に
臨
む
と
き
、
法
の
お
か
げ
で
予

見
可
能
性
を
立
て
ら
れ
る
。
背
景
条
件
と
は
、
そ
れ
が
全
く
日
常
的
で
当
た
り
前
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
必
要
性
を
問
わ
れ
る
こ
と
す
ら

な
い
社
会
的
背
景
の
中
に
紛
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
そ
れ
ら
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
、
目
立
た
ず
、
意
識
的
批
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

ま
た
基
本
的
で
逃
れ
よ
う
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
「
自
然
」
で
、
も
と
も
と
そ
う
な
の
だ
、
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
（
16
）

」
が
ゆ
え

に
、
紛
争
を
回
避
す
る
よ
う
な
形
で
自
ず
と
調
整
が
働
い
た
り
、
社
会
で
支
配
的
な
要
求
や
期
待
が
通
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
契
約
に
は

自
律
し
た
（
他
方
で
ケ
ア
労
働
を
不
可
視
化
し
た
）
個
人
と
国
家
の
関
係
し
か
規
定
さ
れ
な
い
が
、
家
族
の
ケ
ア
労
働
を
市
場
労
働
と
同
様

に
扱
う
こ
と
で
、
背
景
条
件
を
修
正
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
個
人
が
国
家
に
求
め
る
権
利
意
識
に
基
づ
く
規
範
や
、
市
場
で
の
労
働

協
約
な
ど
と
同
様
、
ケ
ア
労
働
を
法
に
組
み
込
み
、
社
会
的
仕
組
み
の
一
覧
を
法
が
担
う
必
要
が
あ
る
。

背
景
条
件
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
と
、
な
ぜ
古
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
か
つ
そ
れ
が
い
か
に
難
し
い
か

）
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）

一
六
二

が
分
か
る
。
個
人
と
国
家
を
対
置
し
て
、
ど
ち
ら
か
に
責
任
を
押
し
付
け
る
の
は
も
は
や
妥
当
で
は
な
い
。
社
会
的
役
割
を
果
た
す
た
め

に
家
族
に
強
い
ら
れ
た
困
難
を
見
え
な
く
す
る
構
造
を
放
置
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
つ
け
は
社
会
全
体
に
回
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

構
造
を
修
正
し
支
え
る
の
が
、
背
景
条
件
と
し
て
の
法
で
あ
る
。
で
は
具
体
的
に
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
く
の
か
。
フ
ァ
イ
ン

マ
ン
は
市
場
の
責
任
を
問
う
て
い
る
。

「
ケ
ア
の
責
任
を
負
っ
た
労
働
者
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
使
用
者
は
、
必
要
と
さ
れ
る
負
担
と
コ
ス
ト
を
他
の
労
働
者
に
転
嫁
す
る

だ
け
で
解
決
し
た
と
片
付
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
正
し
く
公
平
で
あ
る
と
想
定
す
る
一
連
の
雇
用
関
係
こ
そ
問
い
直
さ
れ

る
べ
き
。
使
用
者
は
そ
の
依
存
の
ケ
ア
の
コ
ス
ト
の
責
任
か
ら
逃
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」（『
ケ
ア
の
絆
』P

253

）

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
家
族
、
市
場
、
国
家
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ま
ず
依
存
に
対
し
て
次
の
三
つ
の
基
本
的
な
前
提
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
。
①
国
が
全
て
の
個
人
に
対
し
て
基
本
的
な
社
会
的
財
を
供
給
又
は
確
約
す
る
こ
と
が
、
現
代
の
人
道
的
社
会
で
は
欠
か
せ
な
い

こ
と
、
②
避
け
ら
れ
な
い
依
存
は
す
べ
て
の
人
の
関
心
事
で
あ
り
、
普
遍
的
又
は
集
団
的
責
任
と
し
て
構
想
さ
れ
る
こ
と
、
③
ケ
ア
労
働

に
従
事
す
る
と
、
そ
の
担
い
手
か
ら
固
有
の
コ
ス
ト
が
搾
り
取
ら
れ
る
の
で
、
ケ
ア
の
担
い
手
は
、
ケ
ア
労
働
を
首
尾
よ
く
行
う
た
め
に

追
加
的
な
物
質
的
・
構
造
的
資
源
を
求
め
ざ
る
を
得
ず
、
社
会
や
制
度
の
二
次
的
な
依
存
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た

上
で
、
ケ
ア
労
働
に
対
応
し
た
市
場
制
度
の
再
編
を
国
が
監
督
・
促
進
し
、
依
存
の
負
担
を
市
場
に
担
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
、
と

す
る
。
正
義
が
個
人
に
提
供
を
保
証
す
べ
き
な
の
は
、
ケ
ア
す
る
主
体
で
あ
れ
さ
れ
る
主
体
で
あ
れ
、
個
人
が
人
生
を
送
る
た
め
に
必
要

な
基
本
と
な
る
社
会
的
財
の
一
生
涯
の
保
障
と
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
そ
の
担
い
手
を
支
え
る
た
め
の
追
加
的
扶
助
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

）
〇
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法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
六
三

市
場
に
お
い
て
労
働
者
の
最
低
賃
金
や
労
働
時
間
を
法
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
で
、
市
場
に
お
け
る
効
率
優
先
の
論
理
と
は
異
な
る
指
標

を
加
え
る
と
い
う
、
国
家
に
よ
る
市
場
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
同
様
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ケ
ア
の
責
任
か
ら
離
れ
た
場
所
に

い
て
市
場
に
貢
献
す
る
労
働
者
と
し
て
で
は
な
く
、
ケ
ア
労
働
も
組
み
込
ん
だ
働
き
方
を
法
に
よ
っ
て
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

婚
姻
関
係
に
依
存
し
な
い
と
維
持
で
き
な
い
生
計
で
は
な
く
、
個
人
単
位
で
の
考
慮
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
正
当
な
評
価
と
保
障
な
ど
、
市
場

の
論
理
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
ま
ま
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
現
実
を
、
法
規
制
に
よ
り
可
視
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

市
場
に
一
定
の
責
任
を
負
わ
せ
る
必
要
性
を
、
国
家
が
法
に
お
い
て
社
会
の
文
法
と
し
て
示
す
こ
と
。
家
族
が
、
絶
対
に
必
要
だ
が
目

立
た
な
い
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
市
場
で
も
必
要
な
業
務
な
が
ら
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
そ

の
も
の
、
そ
し
て
そ
の
関
係
性
を
作
り
出
し
、
搾
取
す
る
企
業
を
監
督
す
る
責
任
が
国
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
背
景
条
件
」
に
応
じ
て
、
人
々
の
意
識
も
醸
成
さ
れ
る
。
ケ
ア
労
働
を
見
な
い
こ
と
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
法
と
社
会
意
識
と
に

は
共
犯
関
係
が
作
ら
れ
る
。
社
会
意
識
が
一
定
の
見
解
を
持
つ
と
き
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
判
決
を
裁
判
所
が
下
す
こ
と
は
な
い
。
ま
ず

は
見
え
な
く
し
て
い
た
も
の
を
可
視
化
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
の
ど
こ
か
の
局
面
で
は
必
ず
弱
者
と
な
る
存
在

で
あ
る
人
間
に
必
要
な
の
は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
よ
る
卓
越
主
義
的
な
正
義
の
構
造
設
計
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
っ
て
ま
ず
は
現

実
を
直
視
す
る
こ
と
に
あ
る
。
市
場
優
先
の
論
理
か
ら
は
見
た
く
な
い
現
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
合
わ
せ
鏡
に
し
て
こ
そ
、
次
な
る
社

会
制
度
の
再
構
築
が
始
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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優
先
の
論
理
と
は
異
な
る
指
標

を
加
え
る
と
い
う
、
国
家
に
よ
る
市
場
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
同
様
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ケ
ア
の
責
任
か
ら
離
れ
た
場
所
に

い
て
市
場
に
貢
献
す
る
労
働
者
と
し
て
で
は
な
く
、
ケ
ア
労
働
も
組
み
込
ん
だ
働
き
方
を
法
に
よ
っ
て
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

婚
姻
関
係
に
依
存
し
な
い
と
維
持
で
き
な
い
生
計
で
は
な
く
、
個
人
単
位
で
の
考
慮
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
正
当
な
評
価
と
保
障
な
ど
、
市
場

の
論
理
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
ま
ま
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
現
実
を
、
法
規
制
に
よ
り
可
視
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

市
場
に
一
定
の
責
任
を
負
わ
せ
る
必
要
性
を
、
国
家
が
法
に
お
い
て
社
会
の
文
法
と
し
て
示
す
こ
と
。
家
族
が
、
絶
対
に
必
要
だ
が
目

立
た
な
い
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
市
場
で
も
必
要
な
業
務
な
が
ら
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
そ

の
も
の
、
そ
し
て
そ
の
関
係
性
を
作
り
出
し
、
搾
取
す
る
企
業
を
監
督
す
る
責
任
が
国
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
背
景
条
件
」
に
応
じ
て
、
人
々
の
意
識
も
醸
成
さ
れ
る
。
ケ
ア
労
働
を
見
な
い
こ
と
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
法
と
社
会
意
識
と
に

は
共
犯
関
係
が
作
ら
れ
る
。
社
会
意
識
が
一
定
の
見
解
を
持
つ
と
き
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
判
決
を
裁
判
所
が
下
す
こ
と
は
な
い
。
ま
ず

は
見
え
な
く
し
て
い
た
も
の
を
可
視
化
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
の
ど
こ
か
の
局
面
で
は
必
ず
弱
者
と
な
る
存
在

で
あ
る
人
間
に
必
要
な
の
は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
よ
る
卓
越
主
義
的
な
正
義
の
構
造
設
計
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
っ
て
ま
ず
は
現

実
を
直
視
す
る
こ
と
に
あ
る
。
市
場
優
先
の
論
理
か
ら
は
見
た
く
な
い
現
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
合
わ
せ
鏡
に
し
て
こ
そ
、
次
な
る
社

会
制
度
の
再
構
築
が
始
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

）
〇
四
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
六
四

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
己
意
識
に
は
自
主
性
を
本
質
と
す
る
自
立
し
た
意
識
と
、
他
に
対
す
る
存
在
を
本
質
と
す
る
従
属
し
た
意
識
と
の
双

方
が
本
質
に
あ
る
と
考
え
た
。
バ
ト
ラ
ー
は
言
説
行
為
の
反
復
を
通
じ
て
、
他
者
に
な
る
こ
と
で
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
さ

れ
る
と
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
は
、
二
つ
で
一
つ
と
し
た
夫
婦
の
主
体
性
か
ら
妻
が
消
え
去
っ
て
い
る
こ
と
が
、
バ
ト
ラ
ー
か
ら
は
強
者

た
る
他
者
の
言
説
を
通
じ
て
し
か
自
己
が
作
ら
れ
ず
、
そ
れ
で
も
自
己
を
作
ろ
う
と
す
る
際
に
は
常
に
周
縁
化
さ
れ
た
更
な
る
弱
者
が
生

ま
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
ケ
ア
に
関
係
す
る
弱
者
の
存
在
と
ケ
ア
労
働
の
必
要
性
を
直
視
し
、
法
と
い
う
背
景
条

件
を
用
い
て
市
場
の
監
督
を
国
家
が
行
う
必
要
を
説
い
た
。「
〇
〇
な
の
に
、
物
分
か
り
が
良
い
」「
あ
の
人
た
ち
よ
り
は
ま
し
」「
自
分

に
は
関
係
な
い
」、
そ
う
い
っ
た
承
認
関
係
は
も
は
や
役
に
立
た
な
い
。
ど
こ
か
で
自
分
も
他
者
を
周
縁
化
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

認
識
、
同
時
に
周
縁
化
さ
れ
た
他
者
に
自
分
も
な
り
得
る
と
い
う
自
覚
、
そ
う
し
た
割
り
切
れ
な
い
澱
を
自
己
内
に
抱
え
込
ん
で
こ
そ
、

社
会
の
中
で
自
己
と
他
者
と
が
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
差
異
化
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
家
族−

市
民

社
会−

国
家
へ
と
止
揚
さ
せ
た
際
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
は
自
然
の
本
性
の
名
の
も
と
に
不
可
視
化
さ
れ
て
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
た
が
、
市
場

の
誤
謬
を
更
に
止
揚
し
得
る
の
は
、
国
家
の
役
割
で
あ
り
、
背
景
条
件
と
し
て
の
法
に
他
な
ら
な
い
。
法
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
は
、

そ
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
そ
し
て
他
者
や
社
会
構
造
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
主
体
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
他
者

に
な
る
」
こ
と
で
、
公
共
性
は
拓
か
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
（
下
）』
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
。

（
2
） 

自
我
（E

go

）
と
自
己
（S

elf

）
と
は
異
な
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
自
我E

go
を
無
意
識Ido

と
超
自
我S

uperego

と
の
間
に
挟
ま
れ
た
心
理
現

象
の
ご
く
一
部
と
説
明
し
た
が
、
こ
こ
で
は
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー
ド
の
例
に
よ
る
。
ミ
ー
ド
に
よ
る
と
、
自
我
と
自
己
と
は
「I

（
主
我
）」
と
「m

e

（
客

）
〇
四
三
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
六
五

我
）」
に
対
応
し
て
お
り
、
客
我
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
対
象
化
さ
れ
た
自
己
を
指
す
が
、
主
我
は
客
我
に
還
元
さ
れ
つ
く
さ
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
絶
対
的
な
能
動
性
を
持
つ
自
我
や
主
我
を
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
本
稿
で
扱
う
の
も
、
自
我
で
は
な
く
自
己
で
あ
る
。
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー

ド
『
ミ
ー
ド
著
作
集
成
：
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・
社
会
・
歴
史
』
作
品
社
、
二
〇
一
八
年
。

（
3
） 

住
吉
雅
美
「
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
─
市
民
社
会
の
「
他
者
」、
哲
学
の
「
他
者
」」
日
本
法
哲
学
会
編
『
他
者
を
め
ぐ
る
法
思
想
』
有

斐
閣
、
二
〇
一
九
年
。

（
4
） 

自
我E

go

と
自
己S

elf

と
を
厳
密
に
区
別
し
て
論
じ
る
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
後
の
フ
ロ
イ
ト
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
5
） G

.W
.F

. H
egel, P

hänom
enologie des G

eistes, W
erke in zw

antig B
änden 3, S

uhrkam
pV

erlag 1970. 

邦
訳
は
、
Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
長
谷
川
宏
訳
、
作
品
社
、
一
九
九
九
年
を
参
照
し
た
。

（
6
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
前
掲
書
、
三
一
八
頁
。

（
7
） 

上
野
千
鶴
子
「
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
理
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五
頁
。

（
8
） 

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
偶
発
性
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
普
遍
性
─
新
し
い
対
抗
政
治
へ
の
対
話
』
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
9
） 

バ
ト
ラ
ー
自
身
は
、identity

の
語
で
は
な
く
、
言
語
が
主
体
を
通
じ
て
語
る
際
の
媒
体
と
し
てagency

の
語
を
用
い
て
い
る
。

（
10
） 

片
山
善
博
『
差
異
と
承
認
』
創
風
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
七
頁
以
下
。

（
11
） 

ゴ
フ
マ
ン
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
社
会
的
な
操
作
も
可
能
と
考
え
た
。
ゴ
フ
マ
ン
に
よ
る
と
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
管
理
に
は
①
印
象
操
作
（
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
加
工
や
偽
装
工
作
）、
②
補
償
努
力
（「
黒
人
な
の
に
教
養
が
あ
る
」
な

ど
、
帰
属
集
団
か
ら
自
分
だ
け
一
抜
け
す
る
た
め
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
管
理
）、
③
開
き
直
り
（「B

lack is beautiful

」
の
よ
う
な
弱
者
の
解
放

戦
略
）、
④
価
値
剥
奪
（
よ
り
相
対
的
に
弱
者
で
あ
る
社
会
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
の
価
値
を
奪
う
こ
と
で
、
自
ら
の
社
会
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
相

対
的
に
高
め
る
差
別
化
戦
略
）、
そ
し
て
⑤
距
離
化
（
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
自
分
が
無
関
心
・
無
関
与
で
あ
る
か
に
振
る
舞
う
）
が
あ

る
。

（
12
） M

artha A
lbertson F

inem
an, T

he A
utonom

y M
yth; A

 T
heory of  D

ependency, T
he N

ew
 P

ress, N
ew

 Y
ork, 2004.

マ
ー
サ
・

Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
『
ケ
ア
の
絆
─
自
律
神
話
を
超
え
て
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
〇
頁
。

）
〇
四
三
（



法
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け
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さ
れ
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と
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的
正
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・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
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松
島
）

一
六
五

我
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に
対
応
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て
お
り
、
客
我
は
他
者
と
の
関
係
に
お
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て
対
象
化
さ
れ
た
自
己
を
指
す
が
、
主
我
は
客
我
に
還
元
さ
れ
つ
く
さ
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
絶
対
的
な
能
動
性
を
持
つ
自
我
や
主
我
を
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
本
稿
で
扱
う
の
も
、
自
我
で
は
な
く
自
己
で
あ
る
。
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー

ド
『
ミ
ー
ド
著
作
集
成
：
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・
社
会
・
歴
史
』
作
品
社
、
二
〇
一
八
年
。

（
3
） 
住
吉
雅
美
「
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
─
市
民
社
会
の
「
他
者
」、
哲
学
の
「
他
者
」」
日
本
法
哲
学
会
編
『
他
者
を
め
ぐ
る
法
思
想
』
有

斐
閣
、
二
〇
一
九
年
。

（
4
） 

自
我E

go
と
自
己S

elf

と
を
厳
密
に
区
別
し
て
論
じ
る
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
後
の
フ
ロ
イ
ト
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
5
） G

.W
.F

. H
egel, P

hänom
enologie des G

eistes, W
erke in zw

antig B
änden 3, S

uhrkam
pV

erlag 1970. 

邦
訳
は
、
Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
長
谷
川
宏
訳
、
作
品
社
、
一
九
九
九
年
を
参
照
し
た
。

（
6
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
前
掲
書
、
三
一
八
頁
。

（
7
） 

上
野
千
鶴
子
「
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
理
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五
頁
。

（
8
） 

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
偶
発
性
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
普
遍
性
─
新
し
い
対
抗
政
治
へ
の
対
話
』
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
9
） 

バ
ト
ラ
ー
自
身
は
、identity

の
語
で
は
な
く
、
言
語
が
主
体
を
通
じ
て
語
る
際
の
媒
体
と
し
てagency

の
語
を
用
い
て
い
る
。

（
10
） 

片
山
善
博
『
差
異
と
承
認
』
創
風
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
七
頁
以
下
。

（
11
） 

ゴ
フ
マ
ン
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
社
会
的
な
操
作
も
可
能
と
考
え
た
。
ゴ
フ
マ
ン
に
よ
る
と
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
管
理
に
は
①
印
象
操
作
（
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
加
工
や
偽
装
工
作
）、
②
補
償
努
力
（「
黒
人
な
の
に
教
養
が
あ
る
」
な

ど
、
帰
属
集
団
か
ら
自
分
だ
け
一
抜
け
す
る
た
め
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
管
理
）、
③
開
き
直
り
（「B

lack is beautiful

」
の
よ
う
な
弱
者
の
解
放

戦
略
）、
④
価
値
剥
奪
（
よ
り
相
対
的
に
弱
者
で
あ
る
社
会
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
の
価
値
を
奪
う
こ
と
で
、
自
ら
の
社
会
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
相

対
的
に
高
め
る
差
別
化
戦
略
）、
そ
し
て
⑤
距
離
化
（
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
自
分
が
無
関
心
・
無
関
与
で
あ
る
か
に
振
る
舞
う
）
が
あ

る
。

（
12
） M

artha A
lbertson F

inem
an, T

he A
utonom

y M
yth; A

 T
heory of  D

ependency, T
he N

ew
 P

ress, N
ew

 Y
ork, 2004.

マ
ー
サ
・

Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
『
ケ
ア
の
絆
─
自
律
神
話
を
超
え
て
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
〇
頁
。

）
〇
四
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
六
六

（
13
） 

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
こ
れ
を
「
ポ
ル
シ
ェ
好
み
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
に
金
銭
的
・
精
神
的
・
肉
体
的
負
担
が

か
か
る
こ
と
が
分
か
っ
た
上
で
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
は
、
そ
う
し
な
い
自
由
も
選
択
し
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
自
ら
選
択
し
た
こ
と
か
ら
、

ポ
ル
シ
ェ
を
保
有
す
る
こ
と
─
保
有
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
お
金
が
か
か
る
が
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
「
高
価
な
嗜
好
」
を
選
択
し
て
い
る
─
に
比
し

て
、
自
己
責
任
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
に
十
分
な
社
会
的
保
障
は
必
要
な
い
と
い
う
論
拠
と
し
て
比
べ
る
な

ら
ば
、
ポ
ル
シ
ェ
を
持
つ
こ
と
で
は
な
く
、
ポ
ル
シ
ェ
を
作
る
労
働
者
と
な
る
は
ず
で
あ
る
、
と
す
る
。

（
14
） E

va F
eder K

ittay, L
overs L

abor; E
ssays on W

om
en, E

quality, and D
ependency, R

outledge, 1999. 

エ
ヴ
ァ
ー
・
フ
ェ
ダ
ー
・

キ
テ
イ
『
愛
の
労
働
あ
る
い
は
依
存
と
ケ
ア
の
正
義
論
』、
白
澤
社
、
二
〇
一
〇
年
。

（
15
） 

か
つ
て
無
償
労
働
の
経
済
評
価
が
「
こ
ん
な
に
頑
張
っ
て
い
る
」
こ
と
へ
の
評
価
と
し
て
使
わ
れ
た
が
、
そ
の
分
市
場
で
賃
金
労
働
の
機
会
が

失
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
誰
も
が
無
償
労
働
を
担
う
主
体
と
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
有
償
・
無
償
双
方
の
労
働
の
「
組
み
合
わ
せ
」
が
、
人
間
と
し
て

妥
当
な
労
働
形
態
に
な
る
た
め
に
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
16
） 

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
、
前
掲
書
二
二
四
頁
。

）
〇
四
三
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
六
七

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程

─
重
大
局
面
と
し
て
の
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立

─福
　
　
森
　
　
憲
一
郎

一
　
情
報
環
境
の
積
極
的
構
築

本
稿
は
、
米
国
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
に
対
す
る
規
制
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
な
ぜ
オ
バ
マ
政
権
期
に
積
極
的
な
規
制

を
可
能
に
す
る
ル
ー
ル
が
成
立
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
１
）

。
オ
バ
マ
政
権
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
を
重
視
し
、
様
々
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
（
２
）

。

特
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
に
関
し
て
は
、
学
校
や
図
書
館
、
医
療
機
関
な
ど
の
主
要
施
設
に
お
け
る
高
速
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の

整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
（Internet S

ervice P
rovider: IS

P

）
に
対
す
る
規
制
ル
ー

ル
の
強
化
を
実
現
し
た
（
３
）

。

論

　説

）
九
一
四
（




