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〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
提

題
者
報
告
要
旨
〉

「正
義
の
義
務
」
と
し
て

の

「援
助
義
務
」

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
の
政
治
哲
学
者
の
ベ
イ
ツ

R
Z
「
一g

刃
ロ
口
一定
〉
は
、
経
済

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
す
社
会
的
・

経
済
的
格
差
の
国
際
的
鉱
大
を

は
や
く
か
ら
予
日
比
し
、

一
九
七
九
年
の
「
政
治
理
論
と
同
際
関
係

〈3
～E
S
～
3
～s

q
s

ミ
？
な

3
H
b
E
E
～
河
内
E
E
Z
M〉
』で
、
向
家
の
あ
い

だ
や
災
な
っ
た
社
会
に
生
き
る
人
々
の
あ
い
だ
の
社会
的
・

経
済
的
絡
並

の
弘
正
の
必
史
を
訴
え
た
。
ベ
イ
ツ
は、

ロ
ー
ル
ズ

（』0
2
2刃
包
三
む
が

一
九
七
一
年
に
発
表
し
た

「正
義
の
忠
治
宝

M
J
M
5、
可
ミ
b
E
E
〉」
を

取
り
上
げ
、

同
内
社
会
へ
の
適
m
が
想
定
さ
れ
て
い
る
「
正
義
の
訴
以

理
」、

と
り
わ
け
同
内
社
会
の
椛
成

μ
の
あ
い
だ
の
社
会
的
・

経
済
的
給

基
の
北
正
を
求
め
る
「
絡
差
以
理
」
を
同
際
社
会
に
適m
し
た
。

ベ
イ
ツ

藤

森

げ同
Ji!, 

に
よ
れ
．
は、

絡
差
原
理
は
、

国
家
の
あ
い
だ
や
山列
な
っ
た
社
会
に
生
き
る

人
々
の
あ
い
だ
の
社
会
的
・

経
済
的
格
差
の
是
正
を
求
め
る
「
グ
ロ
ー
バ

ル
な
分
配
以
理
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
ロ
l

ル
ズ
は
、

一
九
九
九
年
に
発
表
し
た

「諸
岡
民
衆
の
法

（言
問
ト
白
ミ
ミ
E
ミ
宮
〉
』
で
ベ
イ
ツ
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
正
義
の
諮

問
郎
理
の
同
際
的
以
現
と
し
て
の
適
川
、
と
り
わ
け
紡
注
目
郎
理
の
グ
ロ
ー
バ

ル
な
分
配
以
即
と
し
て
の
応
川
に
反
対
す
る。
本
・制
は
、
T
Wが
柚
の
間
以m
H

．

の
間
際
的
以
混
と
し
て
の
応
川
の
可
能
性
を
主
張
す
る
ベ
イ
ツ
の
議
総
を

多
附
し
た
う
え
で
、

ベ
イ
ツ
の
試
み
に
対
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
批
判
を
・一段

階
で
考
然
す
る
。

－
本
・
恥
は
、
正
義
の
J
M郎
理
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
通
川
の
吋

能
性
を
め
ぐ
る

二
人
の
政
治
留
学
新
の
対
立
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、

二
人
の
政
治
何
竿
告
の
対
立
す
る
諭
点
を
明
ら
か
に
し
、

ロ
ー
ル
ズ

が
ベ
イ
ツ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
以
理
に
代
わ
っ
て
提
案
す
る
「
接
助
義



務
官
三
『
O
『
出
富
良
部
コnn
〉
」
を
怠
た
ち
が
互
い
に
負
っ
て
い
る
「
正
義
の

義
務
（E
Q
o
ご
c
E
B
〉」
と
説
明
す
る
。

正
義
の
国
際
的
原
型
の
可
能
性

「j[J費の必勝」としての「俊助主主告J

ベ
イ
ツ
は
、

『
政
治
思
論
と川
内際
関
係
』
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

し
た
現
代
の
同
際
社
会
に
適
用
さ
れ
る
正
義
の
同
際
的
原
理
の
可
能
性
を

泊
究
す
る
。
ベ
イ
ツ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
川
際
関
係
に
凶
す
る
理
論
は
、

間
際
的
な
道
徳
規
範
の
可
能
性
に
対
す
る

こ
つ
の

「懐
疑
論
」
の
も
と
で

正
義
の
同
際
的
阪
迎
の
可
能
性
を
京
判
定
し
て
き
た
。
ベ
イ
ツ
は
、

ロ
ー
ル

ズ
が
問
内
社
会
に
適
川
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
炭
聞
し
た
正
義
の
諸
原
恐

が
正
義
の
園
際
的
原
理
と
し
て
応
用
で
き
る
と
考
え
、
こ
の
可
能
性
を
確

保
す
る
た
め
に

こ
つ
の
懐
疑
論
的
立
場
に
反
論
す
る
。
第
一
の
立
場
は
、

国
際
関
係
を
国
家
の
あ
い
だ
の
「
自
然
状
態
」
と
みな
し
正
義
の
国
際
的

原
理
の
可
能
性
を
否
定
す
る
「
国
際
的
懐
疑
論

（g
F
m
E
E
0
2由
一
回r
s
c－

n
一
回
目
当
）」
で
あ
り

、

m
こ
の
立
場
は
、

例
人
と
の
知
般
の
も
と
で
同
家
を

同
際
社
会
に
お
け
る
自
律
的
行
為
者
と
み
な
し
内
政
不
干
渉
と
民
族
自
決

の
似
川
崎
の
厄
盟性
を
強
品
す
る
こ
と

で
、
正
必
の
同
際
的
脈
問
内
の
必
泌
を

認
め
な
い
「
同
家
の
道
徳
性
（ヨ
白
『
白
－
一
戸
町
三
位
白
戸
市

と

の
立
川
切
で
あ
る

3
4J
P
ア
∞
〉
。
ベ
イ
ツ
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
立
場
も
、
誤

っ
た
似
定
の
も
と
で
正
畿
の
同
際的
以
却
の
可
能
性
を
脊
定
し
て
い
る
。

ベ
イ
ツ
に
よ
れ
ば
、
間
際
的
懐
疑
論
の
立
場
は、

四
つ
の
ホ
ッ
プ
ズ

的
・

経
験
的
想
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
が

ハヨ
，

E
一
ω
巴
、
い
ず
れ
の
怨

5 

定
も
誤
っ
て
い
る
。
同
際
社
会
の
自
然
状
態
と
し
て
の
狸
解
は、
第
一
に
、

同
家
を
国
際
社
会
の
唯
一
の
行
為
者
と
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
理

解
は
、

同
際
述
AH
阜
、
多
国
筋
企
業
、
同
時
況
を
同
組
え
て
述
撹
す
る
組
織
や

w
q

門
家
集
団
が
、

凶
際
関
係
に
お
け
る
行
為
者
と
し
て
、
今日
、
そ
の
汎
裂

性
を
別
大
さ
せ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
適
切
に
比
前
も
る
こ
と
に
失
敗
し

て
い
る

ハ3
J
p
a
s
S
）
。
m
ニ
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
同
際
関
係
の

も
と
に
あ
る
同
・訴
の
あ
い
だ
に
は
、
川
相
対
的
にほ
ぼ
等
し
い
力
を
も
っ
例

人
が
生
み
出
す
n

然
状
態
と
は
叫
ん
な
り
、
相
当
に
非
対
称
的
な
h
μ
閃
係
が

存
従
し
て
い
る
宅
→
2
L
O
L
N
V

第
三
に
、
岡
山
ぶ
をh
H然
状
般
に
お
け

る
例
人
の
よ
う
に
互
い
に
生
死
を
か
け
て
φ
う
独
立
し
た
行
為
主
体
と
み

な
す
想
定
は
、
相
互
依
存
と
相
互
浸
透
の
深
化
し
た
今
日
の
同
際
社
会
に

お
い
て
妥
当
性
を
も
た
な
い
。
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
国
家
を

相
互
に
独
立
し
た
自
己
充
足
的
な
存
花
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る

q
J
J刀
－
A
N
J
50

そ
し
て
最
後
に

、

国
家
の
あ
い
だ
の
相
互
依
存

と
相
互
担
透
の
深
化
が
軍
事
力
と
そ
れ
を
背
対
と
し
た
彬
智
力
の
行
使
と

い
う
古
い
同
際
関
係
を
非
録
力
的
な
形
態
で
の
φ
い
へ
と
変
化
さ
せ
た
こ

と
で
、

国
際
社
会
に
あ
る
種
の
ル
ー
ル
が
確
立
し
、
同
際
的
に
協
働
す
る

こ
と
の
利
益
と
爪
要
性
が
日
ま
り
つ
つ
あ
る
宅

ゴ
刃
一
怠
ム
由
）
。そ
れ
ゆ

え
日
次
の
術
力
の
不
夜
ゆ
え
に
、
同
際
社
会
の
行
為
者
が
正
磁
の
間
際

的

以
裂
に
服
す
る
け
凡
込
み
が
存
従
し
な
い
と
い
う
館
内
の
必
定
も
以
り
で
あ

る
。

国
際
的
懐
疑
論
の
立
場
が
同
際
社
会
を
自
然
状
態
と
み
な
す
点
で
誤
っ

て
い
る
な
ら
、
川
家
の
道
徳
性
の
立
場
は
、
内
政
不
干
渉
と
民
膝n決
の



6 

権
利
を
個
人
の
「
自
律
の
権
利
」
か
ら
類
推
し
て
い
る
点
で
繰
っ
て
い
る
。

同
家
の
道
徳
性
の
立
場
は
、
人
間
と
同
じ
く
困
・
家
も
外
部
か
ら
の
批
判
や

干
渉
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
あ
る
衝
の
自
律
の
舵
利
を
も
っ
と
い
う
想
定

の
も
と
で
、
自
由

の
「
消
極
的
権
利
」
と
し
て
の
内
政
不
干
渉
や
白
山

の

「
積
極
的栴
利
」
と
し
て
の
民
狭
自
決
の
以
裂
に
「
道
徳
的
」
似
ぬ
を
与

え
て
い
る
百

ゴ
P

S
I
s
－

し
か
し
「
国
家
そ
の
も
の
が
新
目
的
を
追

求
す
る
た
め
に
考
え
た
り
・
意
志
を
も
っ
た
り
行
動
し
た
り
す
る
こ
と
は
な

い
」
3
d
p

芯
〉
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
ベ
イ
ツ
は
、

民
族
自
決
の
原
理
が
先
進
国
や
多
国
籍
企
業
に
対

す
る
発
展
途
上
国
の
「
経
済
的
従
属
」
や
植
民
地
支
配
を
批
判
す
る
の
に

有
効
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
ベ
イ
ツ
が
否
定
す
る
の
は
、

内
政
不

干
渉
や
民
族
自

決
の
原
理
の
根
拠
を
国
家
の
自
律
性
に
求
め
る
こ
と
で
あ

る
。
「
閤
家が
諮
目
的
の
自
律
的
な
源
泉
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、

そ
れ
ゆ
え
干
渉
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
は
、
個
人
が
自

律
的
存
在
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
の
類
推
か
ら
引
き

出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
獄
批
は
正
し
く
な
い
。
国
家
の
レ
ベ
ル
で

例
人
の
自
作
に
引
き
つ
け
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
国
家
の
基
本

的
務
制
度
が
適
切
な
正
畿
の
諮
問
郎
理
と一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う

点
に
あ
る
」
宅
吋
5

・
H
NS
。
ベ
イ
ヅ
に
よ
れ
．
は、

「
す
べ
て
の
人
が
抜
目

的
の
源
・
対
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
り
、
国
民
を
な
ん
ら
か
の
意

味
で
自
律
的
存
在
し

て
扱
う
の
は
、
そ
の
国
の
諸
制
度
の
正
畿
の
一
部
で

あ
る
色
、
コ
P
2

1

そ
れ
ゆ
え
同
民
を
自
作
的
存
夜
と
し
て
扱
わ
な
い

政
府
に
内
政
不
干
渉
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
宅
三
刃
包
ゐ

N
）
。
「自

シンポジウム鎚MA~目。轍告~Fi'

分
た
ち
の
述
合
体
の
条
件
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て

、

理
性
的

（『
2
5
5
0
市
民
に
よ
っ
て
〔
「
仮
想的
契
約
」
の
も
と
で
〕
合
意
さ
れ
る

で
あ
ろ
う

〔
正
畿
の
閣
内
的
〕
新
原
理
を
位
告
し
て
い
る

（
〔
〕
内
引
m

者
〉」
宅
ゴ
p
g

〉
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、

内
政
干
渉
が
容
認
さ
れ

る
。
「
ハ淋
在
的
に
〉
干
渉
の
対
象
と
な
る
各
々
の
同
家
の
正
畿
に
考
察
の

自
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
不
干
渉
の
原
理
は
適
切
に
解
釈
で
き
な
い
」

（勺
→
－P
H
N
む
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
内
政
不
干
渉
の
原
型
と
と
も
に

、

民
族
自
決
の
原
型
も
再
定

式
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
族
自
決
の
原
理
に
は
、
第
一
に
こ
の

権
利
が
要
求
し
て
い
る
も
の
に
関
し
て

、

第
二
に
こ
の
権
利
を
要
求
す
る

資
絡
を
も
つ
も
の
に
倒
し
て
、

そ
し
て
第
三
に
こ
の
権
利
の
位
告
に
反
対

す
る
理
由
に
関
し
て
殴
妹
な
点
が
あ
る

（旬
、

『
H
P
S
・－
2
ム
8
・2
3
。
ベ

イ
ツ
に
よ
れ
ば
、

民
族
自
決
の
総
利
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、

「
社
会
的

正
義
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
ひ
と
つ
の
手
段
」
と
し

て
の
「
政
治
的
独

立
」
で
あ
り
宅
、
コ
刀
L
2
1
』8

・
5
7
5
8
、

こ
の
権
利
を
袈
求
す
る
資

抽
怖
を
も
つ
の
は
、
自
己
規
定
に
よっ
て
特
定
さ
れ
る
集
団
で
も

q
d
m

5
u
t
ロ
S
、

「共
通
な
特
性
」
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
集
団
で
も
な
く

宅
ゴ
p
z
c
t
ニ
己
、

「
あ
る
集
団
の
社
会
的
・

政
治
的
生
活
に
備
わ
っ
た

深
〈
比
較
的
問
定
さ
れ
た
特
徴
か
ら
生
じ
る
不
正
義
へ
の
不
前
」
を
も
っ

者
で
あ
る
宅
三
刃
・
ご
十
二
日
）
。そ
し
て
民
族
自
決
の
権
利
の
佼
怨
に
反

対
す
る
の
は
、
「
従
属
的
特
徴
を
備
え
た
国
際
的
な
経
済
凶
係
が
従
属
的

国
家
の
阿
内
で
不
正
磁
を
継
続
さ
せ
る
以
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
ゃ
そ
う

し
た
国
際
関
係
が
公
正
な
制
度
の
育
成
を
促
そ
う
と
す
る
努
力
の
妨
げ
と



rIE:riの義務J としての「媛助ぷ務」

な
っ
て
い
る
場
合
」
宅
ゴ
刃
L
N
C
）
で
あ
る
。

か
く
し
て
ベ
イ
ツ
は
、
「
国
際
関
係
と
国
内
社
会
と
を
分
か
つ
理
論
上

の
筑
界
線
が
な
く
な
る
」
3
→
－P

』
旧
日）
と
い
い
、

国
家
の
あ
い
だ
や
間
決

な
っ
た
社
会
に
生
き
る
人
4

の
あ
い
だ
の
関
係
を
正
畿
に
適
っ
た
も
の
と

す
る
疋
義
の
同
際
的
原
理
の
可
能
性
を
政
保
す
る
。
す
な
わ
ち
ベ
イ
ツ
は
、

普
遍
的
妥
当
性
を
も
っ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
正
義
の
圏
内

的
原
理
の
不
在
を
理
由
に
内
政
へ
の
干
渉
が
正
当
化
さ
れ
、

民
族
自
決
の

権
利
が
否
定
さ
れ
る
と
考
え
る
。
「
園
内
の
政
治
理
論
に
属
す
る
と
通
常

考
え
ら
れ
て
い
る
社
会
正
義
に
つ
い
て
の
考
察
を
邸
入
せ
ず
に
、
凶
家
の

自
律
性
の
原
理
｜
｜
国
際
政
治
攻
論
を
桃
成
す
る
原
別
岨
了
ー
が
正
し
く
解

釈
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
」（3
4
5
L
N
N
）。

し
か
し
ベ
イ
ツ
は
、
国
際
社
会
の
「
完
全
」
な
道
徳
理
論
に
必
要
な
正

援
の
同
内
的
原
理
に
関
す
る
考
察
も

、

そ
の
時前
倒
も
行
わ
な
い
百
三
P

5
8
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
の
国
際
社
会
に
お
い
て
正
義
の
圏
内
的

以
恐
が
本
当
の
意
味
で
正
義
の
似
迎
と
な
る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会

的
協
働
の
機
構
全
体
に
妥
当
す
る
正
義
の
国
際
的
原
理
と
矛
盾
し
な
い
場

合
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

ハ℃
吋
完
・
5
3
。

そ
れ
ゆ
え
ベ
イ
ツ
は

『政
治
理
論
と
国
際
関
係
』
の
第
三
部
で

『正
義

の
理
論
」
を
取
り
上
げ
、

ロ
ー

ル
ズ
の
正
滋
の
新
以
制
祉
を
正
義
の
国
際
的

原
理
と
し

て
応
用
す
る
。
経
済
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
よ
っ
て
国
際
的
な
社

会
的
協
働
が
成
立
し
、
他
国
や
多
国
籍
企
業
の
動
向
が
国
内
の
経
済
的
発

展
や
展
開
に
影
響
を
与
え
る
よ

う
に
な
っ
た
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て

は
、
「
園
境
は
社
会
的
協
働
の
純
聞
と
一
致
せ
ず

、

〔
正
義
の
お
原
理
に
し

1 

た
が
っ

て
行
為
す
る
〕
社
会
的
義
務
の
限
斜
を
明
確
に
区
切
る
も
の
で
は

な
い

（
〔
〕
内
引
刈
者
）」
宅
＝
P

5
己
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ベ
イ

ツ
は
、

園
内
社
会
へ
の
適
用
を
想
定
し
て
い
る
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を

間
際
的
に
鉱
張
し
、
正
畿
の
諸
原
理
、
と
り
わ
け
正
義
の
輸
出
二
原
理
に
含

ま
れ
る
絡
差
以
刑
祉
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
適
川
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

（℃
寸
一P

5
乙
。

む
ろ
ん
ベ
イ
ツ
は
、

今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
国
際
社
会
に
お
い
て

も
、

国
家
が
そ
の
主
要
な
行
為
者
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
格

差
原
理
の
史
現
に
と
っ

て
現
実
的
な
選
択
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る

宅
ゴ

P
5
3
。

し

か
し
ベ
イ
ツ
は
、
正
義
の
諸
阪
型

、

と
り
わ
け
彬
差

以
恐
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
以
理
と
し
て
、

紋
初
に
例
人
に
適
用
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と

考
え

（3
d

5
・
5
N
1

5
3
、

こ
の
考
え
方
を
「
世
界
市
民

的
（n
o
m
g
o℃
O
一一g
コ
）」
と
呼
ぶ
。
ベ
イ
ツ
に
よ
れ
ば
、

正
義
の
諸
原
理

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
適
川
は

、

世
界
市
民
的
な
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

こ
の
考
え
方
に
、
「
同
境
の
誼
要
性
が
副
次
的
な

も
の
で
し
か
な
い
全
世
界
的
な
社
会
を
桃
成
す
る
人

A

の
道
徳
的
関
係
に

か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（勺
J，
一
万一
一∞
】I
H
∞M
〉。

『諸
国
民
衆
の
法
』

的
な
正
義
の
構
想

に
お
け
る
ロ
ー

ル
ズ
の
国
際

し
か
し
ロ
ー

ル
ズ
は
、

正
義
の
諸
原
理
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
適
用
に
は
懐

疑
的
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
一
九
九
九
年
の
『
諸
国
民
衆
の
法
』
に
お
い



8 

て
、

正
義
の
国
際
的
原
理
・
と
し
て
、
「
諸
国
民
衆
の
法（一
自
宅O
『
胃O
立
g
）」

を
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は、

ロ
ー
ル
ズ
が
「
閏
際

的
懐
疑
愉
」
や
「
岡
山
本
の
道
徳
性
」
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
意
味
し

な
い
。

『
諸
国
民衆
の
法
』
で
は
、

『正
畿
の
理
論
』
で
「
諸
国
家
の
法
会
副
主
O
『

コ
E
S
C

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
正
義
の
同
際
的
以
裂
が
新
国
民
衆
の
法
と

改
め
ら
れ
、

同
際
社
会
の
行
為
者
が
「
国
家

〈E
Z
O
コ
〉」
で
な
く
、
各

国
の
「
民
衆

Q
g
℃
一
巾
〉」、

「
政
府
を
通
じ

て
行
為
す
る
民
衆
」

（「
勺

M
ω〉
と
税
川
列さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
戸
ヲ
包

1
8
1

ロ
ー

ル
ズ
に
よ
れ
ば
、

諸
国
民
衆
の
法
は
、
理
性
的
で
自
由
主
義
的
な

「
正
畿の
政
治
的
構
想
」
か
ら
出
発
し
、
理性
的
な
自
由
主
毅
諸
国
民
衆

の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
た
「
外
交
政
策
」
と
し
て
展
開
さ
れ
る
戸
司
－
？

5
1

す
な
わ
ち
理
性
的
で
自
由
主
義
的
な
正
義
の
政
治
的
構
想
を
理
性

的
に
拒
否
で
き
な
い

「
理
性
的
市
民
」
戸ヲ
匂

〉
が
「
第
二
の
原
初
状

態
」
を
採
用
す
れ
ば
、

理
性
的
で
自
由
主
義
的
な
正
義
の
政
治
的
構
想
が

諮
問
民
衆
の
法
へ
と
拡
張
さ
れ
る

（「
？
ω
Nl
ω
C。
原
初
状
態
は
、

「
＋
波
紋

の
モ
デ

ル
」
と
し
て

、

型
性
的
で
自
由
主
義
的
な
各
闘
の
民
衆
が
五
い
を

自
由
で
平
等
な
民
衆
と
み
な
し
、
自
分
た
ち
の
政
治
的
独
立
や
も
ろ
も
ろ

の
市
民
的
内
山
を
守
り
、
自
同

の
安
全
や
市
民
た
ち
の
稲
利
を
保
障
す
る

と
い
う
「
合
型
的
」
利
告
に
部
か
れ
て
、
訪
問
民
衆
の
法
に

Au
・
芯
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
戸
匂
・
2
・
8
〉。
諸
国
民
衆
の
法
は
、

「
相
互
性
」
と
い

う
理
性
的
サ邸
前
中
戸
沖ω印
）
の
も
と
、
理
性
的
で
向
山
主
義
的
な
各
問
の

民
衆
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

諸
問
民
衆
の
法
は
次
の
八
つ
の
原
理
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る

シソポジウムlit姐~純作~D'

〈「
勺
・ω
吋
）。
「
却
一
原
理
各
国
民
衆
は
自
由
か
つ
独
立
で
あ
り

、
そ
の

自
由
と
独
立
は
他
国
の
民
衆
か
ら
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」。

「m
二
以
理
作
同
氏
衆
は
条
約
や
協
定
を
滋
守
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
。
「
第三
原
型
各
国
民
衆
は
平
等
で
あ
り
、
拘
束
力
を
も
っ
取
り
決

め
の
当
事
者
と
な
る
」
。
「第
四
以
理
店
什
同
民
衆
は
不
干
渉
の
滋
枇
仰
を
巡

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。「鈎
五
版
刷
出
各
同
民
衆
は
自
衛
椀
を
も
つ

が
、
自

衛
以
外
の
型
・
闘
の
た
め
に
戦
争
を
開
始
す
る
い
か
な
る
権
利
も
も

た
な
い
」
。
「
第
六
以
迎
各
国
民
衆
は
も
ろ
も
ろ
の
人
悼
慨
を
常
盤
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
第
七
原
理
各
国
民
衆
は
戦
争
の
遂
行
方
法
に
閲
し

て
、

一
定
の
制
限
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
第
八
原
理

各
国
民
衆
は
正
義
に
適
っ
た
な
い
し
は
良
識
あ
る
政
治・
社
会
体
制
を
営

む
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
不
利
な
条
件
の
も
と
に
暮
ら
す

他
国
の
民
阜
県

に
対
し

て
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
義
務
を
負
う
」。

む
ろ
ん
諸
閤
民
衆
の
法
は
、
国
際
社
会
に
存
在
す
る
他
の
社
会
類
型
、

「
迎
性的
・

自
由
主
義
的
民
衆
今
g
g
s
g
m

一
一σ
巾
『
白
一
宮
喜
一
冊

）」
か
ら
区

別
さ
れ
る
他
の
類
型
を
も
っ
社
会
に
も
適
m
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ

l

ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
諸
国
民
衆
の
法
を
遵
守
し
な
い
社
会
、

そ
れ
ゆ
え

「
も
ろ
も
ろ
の
人
俄」
を
そ
の
構
成
以
に
保
障
せ
ず
、
他
同
に
似
時
的
な

「
都
刑
法
閤
・
家
（O
C
Z白
老
m
F出
店
〉」
（「
可
日
山
崎
由
。
）、
そ
し
て
政
治
的
・

文
化
的

伝
統
や
物
質
的
・

人
的
資
源
の
欠
如
ゆ
え
に
人
権
を
社
会
の
椛
成
員
に
保

障
で
き
な
い
「
不
利
な
条
件
の
量
消
に
背
し
む
社

会
（
帥
2
5
q
σ
R

－

含
コ
自己
ξ
5
2
5
3
σ
一
四
円
O
E
5
5
コ
凹〉」
（F
－u・
印
・
由
。
〉
は
、
諸
国
民
衆
の

法
を
滋
J
Vす
る
社
会
か
ら
な
る
「
剛
山
岡
民
衆
の
社
会公
o
n芯
3
・
。
『
胃0
・



「正越の必f}lJ としての 「~WJ義務J

匂
一mm
〉」
（「
ヲ
ω
）、

ロ
ー
ル
ズ
的
な
同
際
社
会
の
．
μ
と
み
な
さ
れ
ず

、

ロ
l

ル
ズ
が
「
非
理
想
的
理
論
」（「
－u－
十
印
）
と
呼
ぶ
枠
組
み
の
な
か
で

そ
の
対
応
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
ロ
l

ル
ズ
は
、

人
権
を
保
障
し

な
い
無
法
同
家
に
は
内
政
へ
の
干
渉
が
、

人
権
を
保
障
で

き
な
い
「
爪
仰
に
や
け
し
む
社
会
」
に
は
支
盛
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

る

（「
ヲ

S
t
s
－
－
g
t

5
8
。
し
か
し
ロ
l

ル
ズ
が
「
カ
ザ
エ
ス
タ
Y

G
E
N
S－2
白
コ
）」
（「
？
？
a
t
a
）
と
呼
ぶ
想
像
上
の
イ
ス
ラ
ム
教
国
家
、

替
の
包
括
桃
想
に
よ
っ
て
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
仮
想
社
会
は
、
諸
国

民
衆
の
法
を
巡
守
す
る
「
良
瀦
あ
る
民
衆

E
m
n
m
Z
B喜
一
市）」
（「
勺
・
品
－

g
l

g
）
と
し
て
、

諮
問
民
衆
の
法
の
も
と
で
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た

ぷ
同
民
衆
の
社
会
の
一
μ
と
み
な
さ
れ
、

「
則
批
判
叫
的
思
論
」
〈「
勺
一
十
印）
の

枠
組
み
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
良
識
あ
る
社
会
」
は
、
第一
に
「
も
ろ
も
ろ

の
人
椛
」、

す
な
わ
ち
「
生
存
続

（生
前
手
段
と
安
全
へ
俄
利
）」
と
「
白

山
償

（奴
滅
状
態
・

域
以
・

強
制
労
働
か
ら
の
・
日
山
の
椴
利、
一
似
教
の
－
M
山
と

思
必
の
白
山

を
保
障
す
る
の
に
十
分
な
程
度
の
良
心
の
自
由
の
縦
利
〉」
、
そし

て
「
財
産
権
〈私
有
財
産
の
僚

利
ど
と
「
当
然
な

〈Z
E
E
－〉
正
義
の
務

ル
ー
ル
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な
形
式
的
平
等
（
す
な
わ
ち
同
様
の
事
柄

は
川
織
の
仕
方
で
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
とと
を
そ
の
総

成
員
に
保
障
・

実
現
す
る
社
会
で
あ
る

〈「
方
8
・
2
・
a
t
∞
戸〉
。む
ろ
ん

良
識
あ
る
社
会
は
、

持
の
包
折
術
恕
に
よ

っ
て
羽
か
れ
た
社
会
と
し
て
、

理
性
的
な
自
由

主
義
社
会
の
よ
う
に
良
心
の
自
由
を
「
平
等
な
権
利
」
と

し
て
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い

P
ヲ
忠

コ
－
M
－
芯
1
a
）。
だ
が
良
識
あ
る

9 

社
会
は

、

県
な
る
宗
教
的
耐
火
践
や
良
心
か
ら
の
行
為
に
必
要
な
余
地
を
残

し
、

と
き
に
は
「
国
外
移
住
の
権
利
」
を
認
め
る
社
会
で
あ
る
（F
芳

三

ふ
印
）。
第
二
に
、
良
識
あ
る
社
会
は
、
そ
の
社
会
の
法
シ
ス
テ
ム
が
人
権

に
か
か
わ
る
法
の
事
柄
に
閲し
て
必
要
な
道
徳
的
義
務
や
責
務
を
社
会
の

す
べ
て
の
椛
成
μ
に
泌
す
社
会
で
あ
る

（「
ヲ

g
’
g
）。
ロ

ー

ル
ズ
に
よ

れ
ば
、

こ
の
二
つ
の
法
単
を
満
た
す
社
会
は
、

す
べ
て
の
桃
成
μ
の
根
本

的
関
心
に
配
雌
し
た
「
正
義
に
凶
す
る
共
通
普
観
念
公

0
3
3
3

君
主

5
2

0
ご
z
E
B

〉」
（「
ガ

g
－
ご
l
芯
〉
の
も
と
で
「
適
切
に
秩
序
づ
け
ら

れ
た
社
会
」
で
あ
り

、

そ
れ
ゆ
え
第
三
に
、

－
民
滋
あ
る
社
会
は、

法
を
司

る
官H
僚
が
、

自
分
た
ち
の
社
会
の
法
が

正
畿
の
共
通
静
観
念
に
よ
っ
て
務

か
れ
て
い
る
と
い
う
誠
尖
か
つ
理
性
的
な
伯
念
を
も
ち
、
こ
の
信
念
を
公

共
的
に
擁
護
で
き
る

社
会
で
あ
る
戸

－v
g
ふ
吋）。
そ
し
て
最
後
に

、

良

識
あ
る
社
会
は
、

反
論
の
蝉
脱
会
を
与
え
る
こ
と
で
、

そ
の
構
成
円
以
に
政
治

参
加
の
後
会
を
保
障
す
る
社
会
で
あ
る

（「
一y
ω
2
・
N
・
S
－
芯
－S
〉。

む
ろ
ん
恕
性
的
で
向
山
主
義
的
な
花
必
の
政
治
的
構
想
か
ら
展
開
さ
れ

る
諸
同
民
衆
の
法
が
、

正
義
の
諮
問
郎
副
悼
の
も
と
で
隊
保
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
は
ず
の
平
等
な
「
謀
本
的
諸
自
由
」
、

自
由
主
義
社
会
に
お
い
て
「
平

等
な
自
由
主
義
的
市
民
権
」
と
し
て
保
障
・

実
現
さ
れ
る
は
ず
の
基
本
的

務
権
利
を
「
も
ろ
も
ろ
の
人
椀
」
に
切り
結
め
て
い
る
ぷ
に
批
判
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー

（同，
yo
ヨ
自

玄
円
。
血コ
5

・
〉
は
、

「
こ
こ

で
は

「理
性
的
』
と
い
う
観
念
が
相
当
希
薄
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
」
と
い
い
、

平
等
な
自
由
主
義
的
市
民
権
か
ら
の
退
却
を
批
判
す

ハ3
V

る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
こ
の
批
判
は
、
二
つ
の
点
で
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
を
誤
解
し
て
い

る
。
第
一
に
、
ハ
ー
ト

2
9
「
・
〉

Z
2
6

の
批
判
に
対
す
る
ロ
l

ル
ズ

の
応
答
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第

一
原
理
の
も
と
で
確
保
さ
れ
る
自
由

主
義
的
市
民
椛
は

、

各
国
民
衆
が
各
々
の
社
会
の
歴
史
的
・

社
会
的
条
件

と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
も
と
で
特
定
・

実
現
す
る
権
利
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
は

「
各
人
は
す
べ
て
の
者
の
同
じ
自由
の
体
系
と
両
立
す
る
平
等
な
基
本
的

諮
自
由
の
も
っ
と
も
広
範
な
全
体
系
に
対
す
る
平
等
な
権
利
を
も
つ
べ
き

で
あ
る
」
〈d
・
8
8

と
定
式
化
さ
れ
た
却

一
以
理
を
取
り
上
げ
「
器
本

的
知
自
由
の
も
っ
と
も
広
範
な
全
体
系
」
が
ど
の
よ
う
に
特
定
で
き
る
か

と
問
う
こ
と
で
、
こ
の

一
節
の
「
基
本
的
務
自
由
の
十
分
に
適
切
な
図

ハ4
V

式
」
宅
「
－
M
由
じ
と
い
う
ロ

i

ル
ズ
の
再
定
式
化
を
引
き
出
し
た
。
ロー

ル
ズ
に
よ
れ
ば
、

「
基
本
的
諮
自
由
の
十
分
に
適
切
な
図
式
」
は
、
相
互

性
の
法
制
中
の
も
と
、
各A
の
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
お
い
て
特
定
さ
れ
る

の
で
あ
り

q
F
－M
2
1
3
ι・ωピ
l
a
c
、
そ
の
た
め
に
原
初
状
態
に
続
い
て
、

「
窓
法
の
段階
」
、
「
立
法
の
段
隣
」
、
「
特
殊
背
中
例
へ
の
適
用
の
段
附

」
が

必
要
と
さ
れ
る

ハ→
』
・
お2
5
G
H
・
2
L
M
由ω
〉。
た
と
え
ば
政
治
参
加
と
良

心
の
自
由
の
平
等
な
権
利
は
、
溜
法
の
段
階
で
は
じ
め
て
確
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
で
第
一
原
理
は
、
ハ
l
パ
l

マ
ス

C
c
a
gZ
白
Z
2
白
凹）

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト

C
2
5
2
Z
巾
ニ
ハ
白
コC
が

『
人
倫
の
形
而

上
学
〈何
以内
』
な
芯
』
守
、

c
E
b
mな
『
九
山ES
）
』で
日
蹴
倒
した
「
法
の

一
般
的
原

理
（
白
ニ
間
内
ヨ
叩

一コ
g
3

－
コN
r
u母印
刃
向
n
z
m〉」
に
し
た
が
っ
て
定
式
化
さ
れ

内5
V

て
い
る
。
m
一
以
恕
は
「
い
か
な
る
行
為
で
あ
れ
、

そ
の
行
為
あ
る
い
は

そ
の
行
為
の
給
率
に
し
た
が
う
各
人
の
選
択
意
志
の
自
由
が
一
般
的
法
則

シンポジウム従題者割Wr1!!旨

に
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
者
の
門
山
と
両
立
で
き
る
な
ら、
そ
の
よ
う
な

行
為
は
正
し
い
今

R
Z
）
（傍
点
は
以
者
で
の
隔
字
体
）
」と
定
式
化
さ
れ

ハ6
V

る
法
の
一
般
的
以
理
に
し
た
が
っ
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
第
一
原
理
は、
す
べ
て
の
社
会
に
同
じ

「法
的
権
利
」、
同
じ
自

由
主
義
的
市
民
権
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
第
二
に
、
ロ
l

ル
ズ
は
、
第
一
原
理
の
世
芥
市
民
的
原
理
と
し

て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
適
用
に
反
対
し
て
も
、
法
の

一
般
的
原
理
と
し

て
の

普
遍
的
妥
当
性
を
政
楽
し
て
い
な
い
。
ロ
ー
ル
ズ
は

、
現
性
的
な
白
山

主

義
社
会
が
他
の
社
会
形
態
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
に
つ
い
て

「
私
は
そ
う
信
じ
て
い
る
」
とい
い
な
が
ら
も
、
理
性
的

・

自
由
主
義
的

な
諸
国
民
衆
の
良
識
あ
る
社
会
に
対
す
る
「
克
容
」
を
強
く
袈
請
す
る

（「
℃
由
Hl
a
N）
。
第
一
原
理
が
法
の

一
般
的
原
理
で
あ
る
た
め
に
は
、

ベ
イ

ツ
が
自
体
の
権
利
と
呼
び
、
ロ
ー
ル
ズ
が
も
ろ
も
ろ
の
人
総
と
呼
ん
だ
基

本
的
務
権
利
を
、

当
該
社
会
の
構
成
員
が法
の
一
般
的
原
理
の
も
と
で
相

互
に
承
認
し
、

法
的
権
利
と
し
て
尖
定
化
す
る
政
治
的
自
作
と
そ
の
た
め

の
政
治
制
度
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

フ
リ
1

マ
ン
白
血
ヨ
ロ
巾
一
早
3
・

3
2

〉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
騨
州
国
民
衆
の
法
』
の主
袈
な
目
的
の
ひ

と
つ
は
、
理
性
的
で
自
由
主
義
的
な
諸
留
民
衆
の
克
容
の
限
界
を
見
定
め

(7
V 

る
こ
と
に
あ
る
。
カ
ザ
ニ
ス
タ
ン
は
こ
の
限
界
を
見
定
め
る
た
め
の
仮
想

社
会
で
あ
り
、

良
織
あ
る
社
会
は
、
そ
の
構
成
員
に
政
治
多
加
の
機
会
と

あ
る
程
度
の
良
心
の
自
由
を
認
め
、
諸
国
民
衆
の
法
を
受
け
入
れ
る
と
削
判

断
さ
れ
る
点
で
戸
勺
－

g
’

芯
可
完
全
に

「
非
理
性
的
」
で
あ
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る

（「
勺
．2
1
a
v



「正義の線務」としての「~Jl)J義務」

そ
れ
ゆ
え
良
識
あ
る
社
会
の
上
記
の
四
つ
の
条
件
は

、

各
々
の
民
衆
と

社
会
が
諸
国
民
衆
の
社
会
の
一
員
と
判
断
さ
れ
る
最
低
限
の
条
件
で
あ
る

と
同
時
に
、

園
内
社
会
が
「
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
」
と
判
断
さ

れ
る
た
め
の
最
低
限
の
条
件
で
あ
る
。
良
識
あ
る
社
会
は
、

平
等
な
自
巾

主
義
的
市
民
総
を
も
た
ら
す
正
義
の
諮
問
郎
迎
の
も
と
で
適
切
に
秩
序
づ
け

ら
れ
た
社
会
、

厳
密
な
意
味
で
「
正
義
に
適
っ
た
社
会
」
と
み
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
が
、

基
本
的
な
人
権
と
そ
の
保
障
に
必
要
な
れ
収
低
限
の
政
治

制
度
を
災
現
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ロ
l
ル
ズ
は
「
も
ろ
も
ろ
の
人
権
の
実
現
は
、
あ
る
社
会
の
政
治
制
度
や

そ
の
法
秩
序
が
良
識
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
」

（「
ガ

∞O
）
と
新
闘
民
衆
の
法
に
お
い
て

人
権
が
来
た
し
て
い
る
役
割
を
強
調
し
、

基
本
的
人
権
と
そ
の
保
障
に
必
要
な
政
治
制
度
を
実
現
し
て

い
る
と
い
う

意
味
で
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
で
あ
る
こ
と
が
間
際
社
会
の
一
日

と
判
断
さ
れ
る
た
め
の
松
低
限
の
条
件
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
援
助

義
務
」

II 

だ
が
国
際
社
会
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ

た
社
会
を
自
分
の
カ
で
突
現
で
き
な
い
社
会
が
存
花
し
て
い
る
。
ロ
ー
ル

ズ
に
よ
れ
ば
、

諸
国
民
衆
の
社
会
の

一
μ
は
、
新
関
民
衆
の
法
の
駒
山
入
以

理
の
も
と
で
、

「
不
利
な
条
件
の
重
荷
に
苦
し
む
社
会
」
に
対
し
て
援
助

の
手
を
差
し
伸
べ
る
「
援
助
義
務
」
（「
勺
一
c
e
を
負
っ
て
い
る
。
不
利

な
条
件
の
重
荷
に
苦
し
む
社
会
と
は

、

「
歴
史的
・

社
会
的
・

経
済
的
条

件
」
の
ゆ
え
に

、

白

山
主
義
的
な
形
態
の
も
の
で
あ
れ
良
識
あ
る
形
態
の

も
の
で
あ
れ
、

「
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
政
体
」
、

す
な
わ
ち
共
有
さ
れ

た
正
義
の
構
想
の
も
と
で
「
適
切に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
」
を
形
成
す

る
こ
と
が
困
難
な
社
会
で
あ
る

（「
勺
・8
）
。重
荷
に
苦
し
む
社
会
は、
も

ろ
も
ろ
の
不
利
な
条
件
の
ゆ
え
に

、
自

分
の
判
断
を
迎
山

に
行
為
す
る

「
理
性的
人
格
」
の
自
由
の

「
道
徳的
権
利
」、

つ
ま
り
自
律
の
権
利
と
し

て
の
人
権
の
実
現
に
必
要
な
政
治
制
度
を
も
た
ず、

そ
れ
ゆ
え
人
織
を
社

会
の
構
成
品
に
保
障
・

突
現
で
き
な
い
社
会
で
あ
り
、

務
同
民
衆
の
社
会

の
一
員
は
、

諸
国
民
衆
の
法
の
も
と
、

重
荷
に
苦
し
む
社
会
に
媛
助
の
手

を
差
し
伸
べ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
法
の

一
般
的
以
型
の
も
と
で
の
人
燃
の
保
障
と
実
現
が
各
h

の

社
会
の
歴
史
的
・

社
会
的
条
件
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依
存
す
る
こ
と
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、

援
助
義
務
の
逆
行
に
あ
た
っ
て
も
、

各
々
の
社
会
の

お
か
れ
た
諸
条
件
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ロ
ー

ル
ズ
が
い
う
よ
う
に
、

置
荷
に
苦
し
む
す
べ
て
の
社
会
に

一

般
的
に
妥
当
す
る
「
お
手
軽
な
レ
シ
ピ
」
は
存
す
忙
し
な
い
の
で
あ
る

（「
－Y
］O∞l
H己
申
〉
。

し
か
し
ロ
l

ル
ズ
は
、

援
助
義
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て

、

三
つ
の
一
般

的
指
針
を
提
示
す
る
〈
「
芳
一
口
町i
z
s
。
第
一
に
、
適
切
に
秩
序
づ
け
ら

れ
た
社
会
は
、

必
ず
し
も
裕
郁
な
社
会
を
意
味
す
る
の
で
な
く

（「
刃

包
？
5
3
、

第
二
に
、

援
助
義
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な

の
は
、

援
助
の
対
象
と
な
る
社
会
の
経
済
的
豊
か
さ
で
な
く
、

「
官
が
も

た
ら
さ
れ
る
要
因
」
や
「
日
の
と
る
形
態
」
に
影
響
を
与
え
る
社
会
の
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「
政
治
文
化
」
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
潤
沢
な
資
源
や
資
金
供
与
に
よ

っ
て
も
社
会
を
適
切
に
秋
山
．
つ
け
る
こ
とが
で
き
な
い
社
会
が
存
在
す
る

一
方、

乏
し
い
資
源
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
を

形
成
す
る
の
に
成
功
し
た
社
会
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
〈
「
ヲ
呂
∞
－

5
3
。
そ
れ
ゆ
え
第
三
に
、

「
援
助
義
務
の
狙
い
は
、

重
荷
に
苦
し
む
社

会
が
自
分
た
ち
の
抱
え
る
問
題
を
理
性
的
・

合
理
的
な
仕
方
で
処
理
で
き

る
よ
う
に
、

そ
し
て
松
終
的
に
、
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
諸
同
民
衆
の

社
会
の
一
以
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
そ
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
で

あ
る
」
戸
河
口
じ
。
援
助
義
務
の
「
述
成
日

以

〈戸
白
『
間
口
門
〉
」は
、

霊
前
に

許
し
む
社
会
の
民
衆
が
れ
分
の
力
で
適
切
に
秩
・
仔
づ
け
ら
れ
た
社
会
を
史

現
し
、

諮
問
民
衆
の
社
会
の

一
員
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
目
標
が
達

成
さ
れ
れ
ば
、

そ
れ
以
上
の
援
助
は
必
要
な
い

の
で
あ
る
〈
「
ヲ
ニ

C
。

そ
れ
ゆ
え
ロ
l

ル
ズ
は
、

仙
伶
差
原
理
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
応
川
に
反
対
す

る
。

ロ
ー
ル
ズ
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
、

給
品
一
円
以
理
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
適
川

を
主
張
す
る
ベ
イ
ツ
の
提
案
は

、

達
成
田
械
を
欠
い
た
社
会
的
・

経
済
的

絡
基
の
是
正
、

社
会
的
・

経
済
的
格
差
の
い
一
北
正
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
た

悦
楽
に
過
ぎ
ず
、
「
日
が
も
た
ら
さ
れ
る
袋
凶
」
や

「
自
の
と
る
形
態
」

が
各
4

の
社
会
に
お
い
て
凶
列
な
っ
て
い
る
こ
と、
各
々
の
社
会
の
「
政
治

文
化
」
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

〈「
万
二

？
＝

3
。
こ
こ
か
ら
ロ
l

ル
ズ
は
、

格
差
原
理
が
「
正
し
い
貯
務

以
理
C
F
E
g
三
コ
岡田
古
江
コn
室
内
）
」
の
制
約
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
こ

と
、
正
義
に
適
っ
た
問
内
社
会
を
史
現・
紙
叫
付
す
る
た
め
に
必
要
な
貯
訴

を
と
っ
て
お
く
と
い
う
条
件
の
も
と
で
社
会
的
・

経
済
的
絡
差
の
是
正
が

シYポジウムw題者報H'rj!f行

認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
強
制
す
る

（→
」
－MU
M－
S
ω
・
F
℃
L
o
m－

－0
3
。
正
義
の
第
二
以
攻
は
、
『正
畿
の
理
論
」
に
お
い
て
、

「
社
会
的
・

絞
済
的
不
平
等
は
、

的
正
し
い
貯
帯
以
理
と

一
致
し
て
も
っ
と
も
不
過

な
者
の
最
大
限
の
利
益
に
な
り
、

か
つ
刷
機
会
の
公
正
な
平
等
と
い
う

条
件
の
も
と
で
す
べ
て
の
者
に
聞
か
れ
た
職
務
と
地
位
に付
随
す
る
と
い

っ
た
よ
う
に
配
位
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（斗」
・8
8
と
定
式
化
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
援
助
義
務
と
貯
諮
問
似
裂
は、

「
同
じ
基
本
的
観
念
」
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り

（「
ヲ

5
3
、

等
し
く
「
正
綴
の
義
務
」
の
も

と
で
説
川
列
さ
れ
る。

ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、

正
義
の
義
務
は
、

現
存
す
る

正
義
に
適
っ
た
社
会
を
擁
護
し
受
諾
す
る
こ
と
を
要
部
し
、

正
毅
に
適
っ

た
社
会
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

正
義
に
適
っ
た
取
り
決
め
を

結
ぶ
よ
う
拘
束
す
る
義
務
で
あ
る
コ
，
守
口
？
ニ
g
。
そ
れ
ゆ
え
正
畿
の

義
務
は
、
「
例
人
の
た
め
の
似
型
〈
古
『
5
2

立
巾
『
口二
－
d
a－z
p
s
一回
）
」
と
し

て
、

「制
度
の
た
め
の
原
理
守

『
Z
n
室
市
『
0
こ
コ
主
円
三
一0
5

）
」と
と
も
に

同
内
的
な
似
初
状
態
に
お
い
て
滋
出
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（寸
」
い
】
－
叩

ム
広

〉、
同
じ
く
例
人
の
た
め
の
以
理
で
あ
る
「
責
務
（o
g
釘
2
5
コ
〉
」
か

ら
区
別
さ
れ
る
。
賀
務
が
「
約
束
や
合
意
」
な
ど
の
「
自
発
的
行
為
」
の

結
果
と
し
て
生
じ
、

個
人
に
正
装
に
適
っ
た
社
会
の
規
則
の
遵
守
を
要
話

す
る
の
に
対
し
て

ハ→
』
・
戸
ニム工
）、

正
義
の
義
務
は
、
制
度
上
の
関
係

と
は
無
関
係
に
人
々
の
あ
い
だ
で
成
立
す
る
「
人
と
し
て
の
当
然
の
義
務

合
同
Z

『
由
一P
5
・
と
だ
か
らで
あ
る

（J，
V
ご
ヤ
ニ
巴
。
ロ

ー
ル
ズ
は
、

正

義
の
義
務
が
「
平
等
な
道
徳
的
人
格
と
し
て
の
す
べ
て
の
人
絡
の
あ
い



「1Eliの袋務」としての「援助－~務」

だ
」
で
成
立
す
る
と
い
い
、

「
諸
国
家
の
法
の
ひ
と
つ
の
目
的
は
、
国
家

の
行
為
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
義
務
〔
人
と
し
て
の
当
然
の
新
義
務
〕
の
承
認

を
箭
け
負
う
こ
と
に
あ
る
（
〔
〕
内
引
川
者
ど
と
い
う
の
で
あ
る
（
→
」一

二
品
』
ご
印
）
。

そ
れ
ゆ
え
理
性
的
で
自
由
主
義
的
な
正
義
の
政
治
的
構
想
の
も
と
で

「構
成
」
さ
れ
る
園
内
的
な
原
初
状
態
が
、
そ
の
級
底
に
自
分
の
判
断
を

型
巾
に
行
為
す
る
理
性
的
人
絡
の
自
由
を
相
互
に
祢
置
す
べ
し
と
す
る
災

円8
）

践
的
判
断
を
前
挺
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
践
的
に
理
性
的
な
道
徳
的
人
格

は
、

「
直
接
的
」
に
は
適
切
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
を
実
現
す
る
義
務

を
、
「
間
接
的
」
に
は
他
同
の
民
衆
が
自
分
た
ち
の
力
で
適
切
に
秩
序
づ

け
ら
れ
た
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
暖
助
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
史

践
的
に
理
性
的
な
道
徳
的
人
格
で
あ
る
限
り
、
私
た
ち
は
、
直
接
的
で
あ

れ
削
銭
的
で
あ
れ
、
向
山
の
道
徳
的
綜
利
を
法
的
般
利
と
し
て
承
認
・
突

開
封
す
る
義
務
を
互
い
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

l) 

こ
れ
ま
で
本
航
は
、
正
義
の
諸
問
郎
理
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
適
用
、

と
り
わ

け
格
差
以
型
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
原
理
と
し
て
の
応
m
の
可
能
性
を
探

る
ベ
イ
ツ
の
議
論
と
こ
の
議
論
に
対
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
批
判
を
考
察
し
て

き
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
・
祭
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に、

ロ
ー
ル
ズ
は
、
世
芥

市
民
的
な
考
え
方
の
も
と
で
正
義
の
諮
問
郎
迎
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
適
川
し
よ

う
と
す
る
ベ
イ
ツ
の
試
み
に
正
義
の
諸
原
理
が
圏
内
社
会
へ
の
適
用
を
恕

定
し
て
る
こ
と
を
理
由
に
反
対
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、

ル
ズ
が
正
義
の
同
際
的
以
恕
や
理
論
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
ロ
ー
ル
ズ
は
「
盤
幼
義
務
」
の
必
袈
を
訴
え
、

こ
の
義
務
を
私
た
ち

が
互
い
に
負
っ
て
い
る
寸
正
義
の
義
務
」
と
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
航
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

私
た
ち
は
、

自
分
の
判
断
を
理
由
に
行

為
す
る
白
山

の
道
徳
的
権
利
を
、
同
境
を
越
え
て
法
的
能
利
と
し
て
承
認

し
災
現
す
る
正
必
の
義
務
を
相
互
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ロ

、
主

ベ
イ
ッ
、
ロ
ー

ル
ズ
の
務
作
か
ら
の
引
川
－

e
m
…
柿
刷
所
の
指
示
は
、
本
文

小
に
以
下

の
略
ひ
と
民
数
で
記
す
。

「
勺
一」0
2コ
刃
由
主
一
日
・
3
ミ

h
s
c
q
＼
3
ロ
ミ
S
E

ミ
、
2
3お
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＼3h
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h円

～～B
S
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凡
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C
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E
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