
規
範
的
関
係
論
・
序
説

野

崎

亜
紀
子

第
一
節

社
会
の
自
由
を
考
え
る

本
稿
は
、
規
範
的
意
味
に
お
け
る
関
係
性
概
念
に
つ
い
て
、
こ
の
概
念
を
論
ず
る
意
図
と
企
図
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
論
じ
る
。

現
代
の
社
会
秩
序
を
司
る
近
代
法
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
基
軸
と
し
て
い
る
。
筆
者
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
理
解
に
つ
い
て
は
旧
稿
で

以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
、
国
家
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
構
想
で
あ
る
。
そ
し
て
国
家
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
個
人
個
人
の
生

命
・
身
体
の
安
全
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
個
人
個
人
が
他
の
何
者
で
も
な
い
個
人
と
し
て
、
自
ら
の
生
を
追
求
す
る
こ
と
を
支
援

す
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
存
在
意
義
と
す
る
。（
略
）
個
人
が
他
の
何
者
で
も
な
い
個
人
と
し
て
自
ら
の
生
を
追
求
す
る
こ
と
を
自

己
決
定
と
い
う
手
法
に
委
ね
る
こ
と
で
、
国
家
は
上
述
の
存
在
意
義
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
が
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
で

あ
り
、
こ
の
国
家
の
秩
序
を
担
う
法
的
思
考
を
総
称
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
と
称
（
１
）

す
る
。」

個
人
の
尊
重
を
確
保
す
る
た
め
に
、
従
来
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
自
ら
の
生
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
こ
と
が
ら
を
、
当
事
者
で
あ
る

論

説
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個
人
の
自
己
決
定
に
委
ね
、
そ
れ
以
上
正
当
性
に
つ
い
て
は
遡
ら
な
い
こ
と
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
意
思
の
尊
重
に
立
脚
し

た
秩
序
形
成
を
は
か
っ
て
き
た
。
今
日
に
至
る
ま
で
近
代
法
を
支
え
続
け
る
こ
の
思
想
は
、
社
会
契
約
説
に
基
づ
く
（
方
法
論
的
）

個
人
主
義
に
依
拠
し
て
い
る
。

本
稿
が
取
り
組
む
規
範
的
関
係
論
は
、
個
人
主
義
と
結
び
つ
く
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
拒
否
し
な
い
。
し
か
し
、
規
範
的
関
係
論
の
主

眼
は
、
個
人
の
自
由
意
思
の
確
保
を
基
点
と
し
た
社
会
秩
序
の
構
想
を
論
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、〈
社
会
〉
の
自
由
の
確
保
と
い
う

視
角
か
ら
、
社
会
秩
序
と
そ
の
下
に
お
け
る
自
由
な
主
体
と
し
て
の
個
人
の
尊
重
の
仕
方
・
あ
り
方
を
考
え
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。

個
人
の
自
由
で
は
な
く
、
人
間
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
の
自
由
を
論
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
個
人
個
人
の
生
命
・
身
体
の
安

全
を
、
集
合
性
・
集
団
性
に
埋
没
さ
せ
、
以
て
自
由
な
主
体
と
し
て
の
個
人
の
尊
重
に
反
す
る
帰
結
を
招
く
危
険
性
が
懸
念
さ
（
２
）

れ
る
。

規
範
的
関
係
論
は
、
全
体
主
義
と
の
連
続
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
確
か
に
、
そ
の
危
険
性
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
し

か
し
、
規
範
的
関
係
論
は
、
社
会
を
、
個
々
に
自
由
意
思
を
持
つ
と
モ
デ
ル
化
さ
れ
る
抽
象
的
人
間
の
集
合
体
と
し
て
観
念
す
る
の

で
は
な
く
、
特
定
の
、
相
互
に
代
替
不
能
な
個
別
の
人
間
か
ら
成
る
関
係
に
つ
い
て
の
、
一
方
が
他
方
に
対
し
て
負
う
べ
き
片
務
的

義
務
を
基
底
と
し
て
、〈
社
会
〉
の
自
由
を
論
じ
る
議
論
で
あ
り
、
そ
の
特
定
性
・
個
別
性
こ
そ
が
こ
の
議
論
の
核
心
で
あ
る
。
特

定
個
別
の
当
事
者
が
、
相
互
に
向
き
合
い
、
一
定
の
関
係
が
構
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
双
方
は
と
も
に
、
他
者
を
、
自
身
と
等
し
く

自
由
な
存
在
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
要
請
さ
れ
る
片
務
的
義
務
概
念
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
近
代

法
体
系
の
内
に
長
ら
く
組
み
込
ま
れ
て
来
た
。
こ
の
こ
と
を
現
代
社
会
に
お
い
て
改
め
て
、
個
人
を
尊
重
す
る
と
い
う
近
代
法
体
系

が
希
求
す
る
価
値
に
基
づ
き
焦
点
と
し
、
明
示
化
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
、
規
範
的
関
係
論
と
い
う
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

社
会
は
個
々
の
人
間
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
且
つ
、
個
別
の
人
間
同
士
の
個
々
の
つ
な
が
り
と
組
み
合
わ
せ
と
か
ら
構
築

《論 説》
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さ
れ
て
い
る
。
個
別
の
人
間
関
係
の
典
型
を
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
諸
々
の
見
方
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

次
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
上
げ
よ
う
。

例
え
ば
、
親
子
関
係
、
婚
姻
関
係
、
長
期
の
介
護
関
係
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
通
常
、
短
期
に
止
ま
ら
な
い
中
長
期
的
或

い
は
永
続
的
関
係
の
継
続
が
（
一
応
）
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
様
々
の
内
容
が
含
ま
れ
る
が
、
相
手
を
ケ
ア
し
ケ
ア
さ
れ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
相
互
に
代
替
可
能
な
関
係
で
は
な
く
、
特
定
他
者
と
の
間
で
構
成
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
れ
ら

の
関
係
は
固
定
化
し
、
そ
こ
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
が
生
み
出
さ
れ
る
事
も
少
な
く
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
関
係
の
中
に
は
、
双
方
の
同
意
に
基
づ
き
開
始
す
る
関
係
も
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
関
係
に
お
け
る
代
替
不
可
能
性
及
び
継
続
性

の
故
に
、
契
約
関
係
に
始
ま
る
関
係
に
お
い
て
も
（
例
え
ば
介
護
労
働
関
係
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
）、
当
該
関
係
か
ら
の
離
脱
が
困
難

で
あ
り
、
当
事
者
等
は
、
当
該
関
係
下
に
固
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
関
係
下
で
生
じ
る
諸
問
題
に
つ

い
て
は
従
来
、
親
子
問
題
、
或
い
は
家
族
問
題
等
私
的
な
個
別
領
域
問
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
近
時
、
こ
う

し
た
特
定
関
係
内
に
お
け
る
ケ
ア
の
継
続
性
や
代
替
不
可
能
性
を
内
包
す
る
関
係
を
、
ケ
ア
関
係
と
位
置
づ
け
、
こ
の
ケ
ア
関
係
下

に
生
じ
る
問
題
に
取
り
組
む
規
範
理
論
と
し
て
の
ケ
ア
論
が
志
向
さ
れ
る
に
至
っ
て
（
３
）

い
る
。

ケ
ア
関
係
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
、
当
該
関
係
を
当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
当
事
者
間

の
合
意
に
基
づ
き
、
そ
の
合
意
が
破
棄
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
こ
に
規
範
的
課
題
を
内
包
す
る
問
題
が
発
生
し
て
い
る
と
は
認
識
さ
れ

な
い
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
近
時
の
ケ
ア
論
は
、
既
存
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
の
下
で
は
把
握
困
難
で
あ
る

が
し
か
し
、
現
に
存
在
す
る
こ
の
問
題
を
、
規
範
的
課
題
を
内
包
す
る
問
題
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
規
範
理
論
と
し
て

の
ケ
ア
論
の
構
築
を
目
指
し
て
（
４
）

い
る
。

本
稿
は
、
個
々
の
関
係
が
抱
え
る
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
を
批
判
す
る
こ
の
ケ
ア
論
か
ら
の
批
判
を
意
義
の

規範的関係論・序説
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あ
る
批
判
で
あ
る
と
理
解
し
た
上
で
、
既
存
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
の
下
で
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
把
握
さ
れ
な
い
が
故
に
、
問
題

の
発
生
自
体
の
認
識
を
得
る
機
会
が
な
く
、
以
て
問
題
の
深
刻
化
が
進
む
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
な
お
自
由
を
基
盤
と
し
て
検
討
し

よ
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
社
会
理
論
と
し
て
の
規
範
的
関
係
論
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
規
範
的
関
係
論
と
は
、
自

由
な
社
会
の
可
能
性
を
考
え
る
構
想
で
あ
る
。

は
じ
め
に
、〈
自
由
な
社
会
〉
の
構
想
に
つ
い
て
述
べ
（
５
）

よ
う
。

自
由
な
社
会
と
は
、
当
該
社
会
を
構
成
す
る
個
々
人
―
そ
し
て
そ
れ
は
各
々
の
関
係
下
に
あ
る
―
に
不
自
由
が
な
い
（
自
由
が
抑

圧
さ
れ
て
い
な
い
）
こ
と
を
社
会
制
度
の
条
件
と
し
て
要
請
す
る
社
会
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
〈
自
由
な
社
会
〉
の
た
め
に
要
請
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
な
社
会
の
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
社
会
の
た
め
に
、
社
会
は
個
々
人
の
自
由
を
尊
重
し
、
個
々
人
が
自
由

に
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
制
度
設
計
を
図
り
、
こ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
の
意
味
を
論
じ
る
べ
く
、
以
下
本
稿
で
は
、
既
存
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
が
依
っ
て
立
つ
方
法
論
的
個
人
主
義
を
批
判
的
に
検
討

し
（
第
二
節
）、
自
由
意
思
に
偏
重
し
た
個
々
人
の
尊
重
と
い
う
手
法
が
、
社
会
構
成
員
の
不
自
由
を
創
出
す
る
要
因
と
な
る
こ
と

を
指
摘
し
、
個
人
の
尊
重
の
仕
方
と
し
て
、
自
由
意
思
の
尊
重＝

自
己
決
定
を
権
利
と
し
て
尊
重
す
る
、
と
い
う
手
法
の
み
を
採
用

す
べ
き
必
然
性
は
な
い
と
し
（
第
三
節
）、
自
由
意
思
に
基
づ
か
な
い
関
係
（〈
向
き
合
っ
て
し
ま
っ
た
関
係
〉）
内
に
認
め
ら
れ
る
べ

き
片
務
的
義
務
概
念
を
提
唱
す
る
（
第
四
節
）。
以
上
を
承
け
て
、
こ
の
〈
向
き
合
っ
て
し
ま
っ
た
関
係
〉
を
近
代
法
体
系
内
に
明

示
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
の
意
図
と
方
向
性
を
示
し
た
い
（
第
五
節
）。

第
二
節

方
法
論
的
個
人
主
義
・
批
判

個
人
の
権
利
を
そ
の
出
発
点
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
を
個
々
人
に
よ
る
集
合
体
と
見
な
し
、
社
会
は
集
合

《論 説》
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体
で
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
性
質
を
個
人
に
還
元
可
能
と
す
る
立
場
に
立
つ
。
し
た
が
っ
て
社
会
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
有
機
体
な
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
々
人
の
集
積
で
あ
る
と
す
る
。
人
権
思
想
に
基
づ
き
人
間
が
権
利
主
体
と
し
て
個
人
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
れ
が
理
念
的
に
多
様
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
の
自
由
意
思
の
集
積
に
よ
っ
て
国
家
が
構
築

さ
れ
た
と
す
る
社
会
契
約
と
い
う
概
念
装
置
を
用
い
る
こ
と
で
、
国
家
の
生
成
を
理
論
的
に
説
明
す
る
。
社
会
契
約
説
の
理
解
に
つ

い
て
は
、
様
々
な
理
解
が
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
近
代
法
秩
序
を
支
え
る
基
本
的
枠
組
み
と
し
て
の
国

家
が
、
自
由
意
思
に
偏
重
し
た
個
々
人
の
尊
重
と
い
う
手
法
を
採
用
す
る
論
理
（
方
法
論
的
個
人
主
義
）
を
採
用
し
て
い
る
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
人
権＝

個
人
の
尊
重
の
理
念
と
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
人
権＝

個
人
の
尊
重
を
保
護
す
る

た
め
の
装
置
と
し
て
の
政
治
体
で
あ
り
、
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
国
（
我
が
国
を
含
む
）
は
有
し
、
こ
れ
ら
諸
国

の
憲
法
は
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
上
に
（
６
）

立
つ
。
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
持
つ
国
家
に
お
い
て
は
、
人
権＝

個
人
の
尊
重
は
、
個
人
の

自
由
意
思
の
尊
重
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
個
人
の
生
に
関
わ
る
問
題
の
決
定
に
つ
い
て
の
当
該
個
人
の

自
由
意
思
の
尊
重
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
の
根
幹
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
議
論
に
対
し
て
は
、
リ
ベ
ラ
ル
が
想
定
す
る
人
権＝

個
人
と
い
う
主
体
の
想
定
に
対
す
る
批
判
、
す
な
わ
ち
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
下
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
〈
自
由
意
思
の
行
使
可
能
な
人
権＝

個
人
と
い
う
主
体
〉
と
い
う
主
体
理
解
に
対
す
る
批
判
が
、
コ

ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
。
特
に
近
時
注
目
さ
れ
る
議
論
と
し
て
は
、〈
ケ
ア

論
〉
か
ら
の
批
判
が
挙
げ
ら
れ
る
。〈
ケ
ア
論
〉
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
支
え
る
主
体
概
念
の
生
成
過
程
に
着
目
し
、
自
由
意
思
を

基
底
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
自
由
意
思
を
持
た
ざ
る
存
在
の
排
除
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
由
意
思
を
持
ち
こ
れ
を

行
使
し
得
る
者
以
外
の
存
在
を
あ
ら
か
じ
め
主
体
と
し
て
想
定
し
な
い
、
と
い
う
仕
組
み
を
構
造
的
に
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ

れ
を
批
判
（
７
）

す
る
。

規範的関係論・序説

１５３



リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
家
庭
に
お
い
て
は
妻
に
よ
る
支
え
と
そ
の
下
に
置
か
れ
る
子
、
病
者
に
お
い
て
は
看
護
師
に
よ
る
病
者
の
ケ

ア
と
そ
の
下
に
置
か
れ
る
病
者
、
ハ
ン
デ
ィ
を
持
つ
者
に
お
い
て
は
介
護
士
に
よ
る
ケ
ア
と
そ
の
下
に
置
か
れ
る
ハ
ン
デ
ィ
を
負
う

者
、
と
い
っ
た
、
自
由
意
思
を
行
使
し
活
動
す
る
こ
と
の
容
易
な
ら
ざ
る
者
た
ち
を
も
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
自
由
意
思
の

行
使
が
可
能
な
主
体
と
し
て
想
定
（
擬
制
）
す
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
者
達
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
契
約
関
係

に
代
表
さ
れ
る
、
リ
ベ
ラ
ル
な
主
体
間
で
構
成
さ
れ
る
関
係
と
同
様
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ケ
ア
論
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
自
ら
自
由
意
思
を
行
使
す
る
こ
と
の
容
易
な
ら
ざ
る
者
た
ち
を
、〈
脆
弱
な
者
〉
と
称
し
、
一
定
の

環
境
下
で
構
成
さ
れ
る
こ
れ
ら
〈
脆
弱
な
者
〉
達
に
よ
る
相
互
関
係
を
、〈
ケ
ア
関
係
〉
と
称
（
８
）

す
る
。

人
は
皆
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
意
思
を
持
ち
こ
れ
を
自
由
に
行
使
す
る
者
で
は
な
く
、
脆
弱
な
者
と
し
て
在
る
の
で
あ
り
、

母
そ
の
他
の
ケ
ア
す
る
者
と
と
も
に
、
ケ
ア
関
係
の
下
で
育
ま
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
人
は
み
な
、
誰
か
お
母
さ
ん
の
子
ど
も
」

と
い
う
事
実
の
下
に
（
９
）

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
単
に
出
生
時
の
事
実
に
留
ま
ら
ず
、
傷
病
者
に
つ
い
て
、
経
済
的
、
身
体
的
、
精
神
的
問

題
を
抱
え
る
者
な
ど
、
自
由
意
思
を
抱
き
行
使
す
る
こ
と
の
困
難
な
〈
脆
弱
な
者
〉
に
な
る
こ
と
は
、
常
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
潜

在
す
る
。
そ
の
時
、
そ
の
者
と
共
に
在
り
、
共
に
一
定
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
る
者
（
介
護
者
等
）
は
し
ば
し
ば
、
そ
の
役

割
（
母
と
し
て
子
と
し
て
、
介
護
者
と
し
て
被
介
護
者
と
し
て
、
等
）
や
関
係
の
継
続
性
に
と
も
な
い
、
相
互
に
代
替
不
可
能
な
関
係
を

構
築
す
る
。
当
事
者
等
は
い
ず
れ
も
、
自
ら
の
意
思
に
よ
り
当
該
関
係
を
維
持
継
続
あ
る
い
は
離
脱
す
る
こ
と
の
困
難
な
状
況
下
に

置
か
れ
る
傾
向
の
あ
る
者
達
で
あ
り
、
且
つ
こ
の
こ
と
を
関
係
外
の
人
々
・
社
会
か
ら
了
解
さ
れ
る
契
機
を
奪
わ
れ
た
、〈
脆
弱
な

者
〉
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
介
護
関
係
等
の
〈
ケ
ア
関
係
〉
一
般
を
、
当
事
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
関
係
で
は
な

い
と
定
義
づ
け
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
〈
ケ
ア
関
係
〉
一
般
を
、
自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
関
係
と
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
（
１０
）

あ
る
。
人
の
始
ま
り
は
、
脆
弱
で

《論 説》
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ケ
ア
を
必
要
と
す
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
人
は
み
な
、〈
脆
弱
な
者
〉
に
な
り
得
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間
と
し
て
不
可
避
の
事�

実�

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
脆
弱
な
者
〉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
〈
ケ
ア
関
係
〉
は
、
事�

実�

と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
を
構
成

す
る
基
礎
な
い
し
前
提
に
あ
る
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
不
可
避
の
事
実
で
あ
る
〈
脆
弱
な
者
〉
を
、
あ
る

べ
き
主
体
像
か
ら
排
除
し
、
そ
れ
故
に
〈
脆
弱
な
者
〉
を
当
事
者
と
す
る
〈
ケ
ア
関
係
〉
に
正
当
な
位
置
づ
け
を
与
え
な
い
た
め
、

こ
の
関
係
に
規
範
的
位
置
づ
け
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
（
１１
）

、
と
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
の
あ
り
方
と
し
て
は
従
来
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
等
の
議
論
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
想
定
す
る
主
体
概
念
に
対
す
る
異
論
が
示
さ
れ
て
来
た
。
ケ
ア
論
も
ま
た
主
体
概
念
を
批
判
す
る
が
、
そ
の

批
判
は
、
主
体
概
念
の
空
虚
さ
や
不
十
分
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
主
体
概
念
を
創
出
す
る
こ
と
自
体
が
孕

む
不
当
性
―
そ
し
て
そ
れ
は
〈
脆
弱
な
者
〉
の
存
在
と
い
う
不
可
避
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
な
く
あ
ら
か
じ
め
排
除
す
る
こ
と
―
を

批
判
し
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
依
拠
す
る
概
念
装
置
と
し
て
の
社
会
契
約
説
が
想
定
す
る
個
人
の
理
解
、
す
な
わ
ち
方
法
論
的
個
人
主

義
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
ケ
ア
論
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
お
い
て
は
そ
の
存
在
を
規
範
的
な
そ
れ
と
し
て
は
認
め
ら

れ
な
い
、
自
由
意
思
を
持
た
ざ
る
者
（
ケ
ア
す
る
者
、
ケ
ア
さ
れ
る
者
）
に
名
を
与
え
、
こ
の
社
会
に
現
に
存
在
す
る
個
人
を
、
主
体

と
し
て
規
範
的
に
把
握
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
は
み
な
、
誰
か
お
母
さ
ん
の
子
ど
も
で
あ
」
る
（
キ
テ
イ
）
と
い
う
事�

実�

を
基
礎

に
据
え
た
規
範
理
論
（
正
義
論
）
の
構
築
を
構
想
す
る
の
で
（
１２
）

あ
る
。
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第
三
節

他
者
承
認
と
し
て
の
個
人
の
尊
重respectofindividuals

㈠

個
々
人
の
承
認
と
い
う
視
点

近
代
法
が
基
調
と
す
る
規
範
的
価
値
は
、
個
人
を
個
人
と
し
て
尊
重
す
べ
き
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
個
人
の
尊
重

respect
of
individuals

原
則
は
、
個
人
の
自
由
意
思
の
尊
重
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
理
解
の
前
提
に

は
、
自
由
意
思
を
持
ち
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
の
出
来
る
主
体
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
想
定
の
下
で
は
、「
提
供
さ
れ
る
そ
の
ケ
ア
が
適
切
で
な
い
場
合
、
提
供
者
そ
の
他
の
誰
か
に
対
し
て
、
ケ
ア
さ
れ
る
者
は

当
該
提
供
ケ
ア
内
容
の
改
善
を
求
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
他
の
誰
か
に
ケ
ア
を
代
わ
っ
て
提
供
し
て
も
ら
う
よ
う
な
声
が
発
せ
ら
れ

る
は
ず
」
で
あ
り
、「
ケ
ア
提
供
者
が
、
そ
の
ケ
ア
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
な
ら
ば
、
ケ
ア
提
供
者
は
そ
の
困
難
を
解
消

す
る
必
要
性
を
訴
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
他
の
誰
か
に
ケ
ア
提
供
を
代
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
声
が
発
せ
ら
れ
る
は
ず
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
当
事
者
等
か
ら
、
そ
れ
ら
の
声
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
当
該
関
係
が
維
持
継
続
さ
れ
て
い
る
以
上
、
当
該
関
係
が
違

法
あ
る
い
は
著
し
く
不
当
な
関
係
の
継
続
状
態
で
な
い
限
り
、
関
係
外
に
あ
る
者
が
そ
の
関
係
の
あ
り
方
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
介
入

す
べ
き
で
は
な
い
。

果
た
し
て
そ
う
あ
る
べ
き
か
。

そ
こ
に
問
題
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
術
を
、
既
存
の
法
理
論
を
支
え
る
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
を
認
識
す
る
手
立
て
と
し
て
の
こ
と
ば
を
予
め
排
除
し
て
い
る
が
故

に
、
そ
こ
に
問
題
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
が
、〈
他
に
依
存
す
る
脆
弱
な
存

《論 説》
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在
〉
と
し
て
の
主
体
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
〈
ケ
ア
関
係
〉
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
に
よ
っ
て
は
位
置
づ
け
が
困
難
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
の
下
で
は
そ
の
名
を
与
え
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
そ

の
帰
結
と
し
て
〈
ケ
ア
関
係
〉
に
生
じ
て
い
る
問
題
は
、
そ
も
そ
も
問
題
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

で
あ
ろ
う
。

こ
の
困
難
を
克
服
す
る
べ
く
、〈
脆
弱
な
存
在
〉
と
し
て
の
主
体
を
そ
の
基
盤
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
ケ
ア
論
は
、「
弱
さ
に
つ
い

て
の
新
た
な
人
類
学
的
概
念
」
を
示
唆
し
、「
企
業
家
と
し
て
の
人
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
な
く
、
根
本
的
な
脆
弱
性
の
承
認
」

の
上
に
立
つ
、「
人
間
の
生
命
へ
の
配
慮
」
に
基
づ
い
た
「
個
々
人
の
承
認
」
の
あ
り
方
を
提
示
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
社
会
理
論
を

構
想
す
る
の
で
（
１３
）

あ
る
。

こ
こ
に
本
稿
が
特
に
着
目
す
る
視
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
規
範
理
論
に
お
け
る
「
個
々
人
の
承
認
」
の
あ

り
方
、
で
あ
る
。

㈡

個
々
人
の
承
認
の
あ
り
か
た
―
つ
な
が
り
の
尊
重
と
い
う
バ
ー
ジ
ョ
ン

ケ
ア
論
に
よ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
に
は
い
く
つ
か
の
観
点
が
あ
る
が
、
な
か
で
も
主
要
な
批
判
は
「
個
々
人
の
承
認
」
問
題
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
が
行
う
、
自
由
意
思
の
行
使
に
よ
る
自
己
決
定
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
尊
重

を
は
か
る
手
法
が
、
個
々
人
の
承
認
の
仕
方
に
つ
い
て
、
不
当
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

自
由
意
思
の
尊
重＝

個
人
の
尊
重
と
す
る
こ
と
は
、
近
代
法
秩
序
の
基
点
と
な
る
社
会
契
約
説
に
お
け
る
〈
独
立
し
た
個
人
を
い

か
に
し
て
社
会
を
構
成
す
る
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
か
〉、
と
い
う
問
題
と
直
結
し
て
（
１４
）

い
る
。
近
代
法
的
思
考
の
下
で
は
、

個
人
は
身
分
そ
の
他
の
社
会
的
し
が
ら
み
か
ら
逃
れ
た
独
立
の
個
人
と
し
て
社
会
を
構
成
す
る
主
体
者
で
あ
る
こ
と
が
、
規
範
的
に

規範的関係論・序説
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要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
は
社
会
に
お
け
る
実
態
と
し
て
の
事
実
（
地
の
事
実
）
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
地

の
事
実
と
は
切
断
し
て
、
あ
る
べ
き
個
人
像
と
し
て
規
範
的
に
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
個
人
は
、
自
由
意
思
を
持
ち
こ
れ
を
独
立

に
行
使
可
能
で
あ
る
自
由
な
主
体
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
由
意
思
が
行
使
可
能
で
あ
る
べ
く
社
会
は
制
度
設
計

が
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
下
で
実
践
さ
れ
た
自
由
意
思
の
行
使
（
自
己
決
定
）
の
尊
重
こ
そ
、
個
々
人
を
尊
重
す
る
手
法

と
し
て
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
。

し
か
し
前
述
の
と
お
り
、
ケ
ア
論
は
、
こ
の
近
代
法
秩
序
を
支
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
あ
る
べ
き
主
体
の
構
想
が
、
自
由

意
思
を
行
使
す
る
主
体
を
支
え
る
〈
脆
弱
な
〉
個
々
人
達
に
よ
っ
て
こ
そ
成
り
立
ち
得
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
の
忘

却
・
排
除
の
上
に
こ
そ
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
主
体
概
念
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
、
ケ
ア
論
は
想
起
（
思
い
出
）
し
、
唾
棄

さ
れ
た
主
体
像
と
し
て
の
〈
脆
弱
な
主
体
〉
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
し
ま
う
〈
ケ
ア
関
係
〉
の
尊
重
に
、「
個
々
人
の
承

認
」
の
あ
り
方
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
る
個
人
の
尊
重＝
自
由
意
思
の
尊
重
は
、
個
別
の
人
格
の
独
立
性
の
尊
重
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
ら
独
立
の
個
々
人
に
つ
い
て
の
、
す
な
わ
ち
「
個
人
に
基
づ
く
平
等
」
が
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
で
は
要
請
さ
れ（

１５
）る。
こ
れ

に
対
し
て
ケ
ア
論
は
、
独
立
し
た
個
人
の
基
盤
と
な
る
〈
脆
弱
な
主
体
〉
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
〈
ケ
ア
関
係
〉
に
対
し
て
、
社

会
は
十
分
に
配
慮
を
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、「
つ�

な�

が�

り�

に�

も�

と�

づ�

く�

（
１６
）

平
等
」
の
尊
重
が
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張

す
る
。
キ
テ
イ
の
言
葉
を
借
り
よ
う
。

「
つ
な
が
り
に
も
と
づ
く
平
等
は
、「
平
等
な
地
位
に
あ
る
他
の
個
人
と
等
し
く
私
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
権
利
は
何
か
？
」
に
つ
い

て
は
問
わ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
次
の
こ
と
だ
。「
私
に
依
存
す
る
人
た
ち
を
ケ
ア
し
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え

な
が
ら
も
、
私
自
身
も
よ
く
ケ
ア
さ
れ
、
私
の
ニ
ー
ズ
が
満
た
さ
れ
る
に
は
、
特
定
の
関
係
に
あ
る
他
者
に
対
す
る
私
の
責
任
は
ど

《論 説》

１５８



の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
し
て
私
へ
の
他
者
の
責
任
は
ど
の
よ
う
な
も
の

（
１７
）

か
？
」

ケ
ア
論
は
、
個
々
人
を
い
か
に
承
認
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
脆
弱
な
個
々
人
に
よ
る
つ
な
が
り
に
対
す
る
尊
重
を

以
て
応
え
る
の
で
あ
る
。

㈢

自
由
意
思
に
還
元
さ
れ
な
い
関
係
性

意
思
の
自
由
に
還
元
で
き
な
い
関
係
性
に
規
範
理
論
上
の
位
置
づ
け
を
与
え
よ
う
と
す
る
ケ
ア
論
の
試
み
、
そ
し
て
そ
の
観
点
は
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
抱
え
る
難
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
極
め
て
有
意
義
か
つ
重
要
な
批
判
点
で
あ
る
。
旧
稿
の
（
１８
）

議
論
を
用
い
よ
う
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
の
下
に
お
い
て
も
、
自
由
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
の
み
が
自
由
な
法
的
主
体
を
尊
重
す
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
に
お
い
て
、
法
人
は
事
実
と
し
て
自
由
意
思
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
法
人

は
法
人
格
を
有
し
法
的
主
体
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
医
療
の
現
場
に
お
い
て
は
、
終
末
期
や
新
生
児
の
患
者
は

自
由
意
思
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
彼
・
彼
女
た
ち
は
紛
れ
も
な
く
自
由
な
法
的
主
体
と
み
な
さ
（
１９
）

れ
る
。
地
の
事
実
と
し

て
自
由
意
思
を
持
つ
或
い
は
行
使
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
由
な
法
的
主
体
と
し
て
認
め
る
べ
き
存
在
が
社
会
に
は

存
在
す
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
地
の
事
実
に
お
い
て
は
自
由
意
思
を
持
つ
或
い
は
行
使
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
尊
重

す
べ
き
自
由
な
法
的
主
体
と
し
て
の
個
人
と
い
う
擬
制
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
の
主
体
（
法
人
、
終
末
期
や
新
生
児
期
の
患

者
等
）
を
法
的
に
尊
重
す
べ
き
主
体
と
見
な
す
。
こ
の
よ
う
に
見
な
す
（
擬
制
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
主
体
が
法
的
主

体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
事
実
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
特
に
終
末
期
や
新
生
児
期
の
患
者
と
そ
の
ケ
ア
を
す
る
者
た
ち
、
介
護
さ
れ
る
者
・
す
る
者
た
ち
が
、
地
の
事
実
レ
ベ

ル
に
お
い
て
自
由
意
思
の
行
使
が
可
能
な
個
々
人
と
等
し
く
、
主
体
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
強
い
懸
念
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が
提
示
さ
れ
続
け
て

（
２０
）

い
る
。
ま
た
こ
の
現
状
を
改
善
す
べ
く
、
法
政
策
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
徐
々
に
そ
の
取
り
組
み
が
進
み
つ
つ

あ
る
。

我
が
国
の
障
が
い
者
政
策
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
の
一
〇
年
の
間
、
大
き
な
変
遷
を
遂
げ
た
こ
と
に
は
、
そ
の
一
端
を
垣

間
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
二
〇
〇
三
年
に
導
入
さ
れ
た
障
が
い
者
に
対
す
る
「
支
援
費
制
度
」
は
、「
措
置
か
ら
契
約
へ
」
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
行
政
が
「
行
政
処
分
」
と
し
て
障
が
い
者
サ
ー

ビ
ス
を
決
定
し
て
き
た
「
措
置
制
度
」
を
改
め
た
制
度
で
あ
る
。
こ
の
導
入
は
、「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
と
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

施
設
・
事
業
者
と
が
対
等
の
関
係
に
立
っ
て
、
契
約
に
基
づ
き
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
（
２１
）

す
る
」
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
⑴
障
害
種
別
の
縦
割
り
に
よ
る
利
用
の
し
に
く
さ
、
⑵
地
方
自
治
体
間
に
体
制
に
つ
い
て
の
格
差
が
あ
る
こ
と
、
⑶

利
用
の
急
増
に
よ
る
財
源
不
足
等
の
問
題
を
承
け
て
、
こ
れ
ら
を
解
消
す
る
べ
く
障
害
者
自
立
支
援
法
（
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
り
制

度
改
正
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
、
新
制
度
が
採
用
し
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
応
益
負
担
な
ど
に
対
す
る
批
判
等
を
承
け
、

障
害
者
総
合
支
援
法
（
二
〇
一
三
年
）
へ
と
移
行
し
、
障
が
い
者
を
総
合
的
に
支
援
す
る
新
制
度
へ
と
変
遷
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
う

し
た
制
度
変
更
は
、
現
場
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
障
害
者
自
立
支
援
法
か
ら
障
害
者
総
合
支
援
法
へ
の
移
行
に

あ
た
り
、
そ
の
目
的
に
は
変
更
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
障
が
い
者
政
策
に
お
い
て
、
障
が
い
者
を
個
人
と
し
て
尊
重
す
る
そ
の
捉
え

方
に
重
大
な
修
正
が
行
わ
れ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
年
）
法
律
第
一
二
三
号
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
基
本
的
な
理
念
に
の
っ
と
り
、（
中
略
）
障
害
者
及
び

障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
給
付
そ
の
他
の
支
援
を
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行
い
、
も
っ
て
障
害
者
及
び
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重

し
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
二
〇
一
二
年
改
正
、
二
〇
一
三
年
四
月
一
日
施
行
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
基
本
的
な
理
念
に
の
っ
と
り
、（
中
略
）
障
害
者
及
び

障
害
児
が
基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
個
人
と
し
て
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
給
付
、
地
域
生
活
支
援
事
業
そ
の
他
の
支
援
を
総
合
的
に
行
い
、
も
っ
て
障
害
者
及
び
障
害
児
の
福
祉
の
増
進

を
図
る
と
と
も
に
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実

現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
傍
線
部
は
い
ず
れ
も
本
稿
筆
者
に
よ
る
）

残
念
な
が
ら
実
態
と
し
て
は
、
障
が
い
者
自
身
が
十
分
に
皆
と
同
様
の
権
利
行
使
を
行
い
得
る
状
況
に
あ
る
と
は
い
い
得
な
い
我

が
国
の
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
の
目
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
べ
き
社
会
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
障
が
い
者
を
「
自
立

し
た
」
個
人
と
し
て
、
既
存
の
主
体
像
す
な
わ
ち
、
自
由
意
思
を
行
使
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
制
度
利
用
等
を
す
る
こ
と
の
出
来
る

主
体
と
し
て
想
定
す
る
の
み
で
は
、
社
会
に
お
け
る
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
確
保
に
至
ら
な
い
、
と
の
現
状
認
識
を
踏
ま
え
て
、

「
基
本
的
人
権
を
共
有
す
る
個
人
と
し
て
の
尊
厳
」（
第
一
条
）
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
本
法
の
目
的
と
し
て
提
示
す
る
に
至
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
、
個
人
を
個
人
と
し
て
承
認
し
、
尊
重
し
よ
う
と
す
る
規
範
的
主
体
解
釈
の
修
正
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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ケ
ア
論
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
と
の
大
き
な
違
い
は
、
規
範
理
論
と
し
て
の
ケ
ア
論
が
、〈
脆
弱
な
主
体
〉
等
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
〈
つ
な
が
り
〉
と
し
て
の
〈
ケ
ア
関
係
〉
を
こ
そ
、
社
会
の
基
本
的
構
成
単
位
と
見
な
し
、
こ
の
つ
な
が
り
に
対
す
る
平
等
な

配
慮
と
尊
重
の
権
利
を
、
正
義
の
名
の
下
に
要
請
す
る
の
に
対
し
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
あ
く
ま
で
個
人
を
こ
そ
社
会
の
基
本
的
構

成
単
位
と
し
、
個
人
の
自
由
意
思
の
尊
重
を
理
論
的
基
盤
に
据
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
個
人
の
尊
重
の
仕
方
の
違
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
規
範
理
論
と
し
て
の
ケ
ア
論
に
お
い
て
〈
脆
弱
な
主
体
〉
は
、
一
人
独
立
の
存
在
と
し
て
自
由
意
思
を
行
使
す
る
こ

と
の
困
難
な
主
体
で
あ
り
、
他
者
へ
の
依
存
と
共
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
依
存
す
る
者
・
さ
れ
る
者
は
い
ず
れ
も
既
存
の
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
主
体
像
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
相
互
依
存
関
係
と
は
、（
契
約
を
そ
の
典
型
と
す
る
）
自
由
意
思
に
基

づ
く
関
係
と
は
異
な
る
関
係
、
す
な
わ
ち
〈
ケ
ア
関
係
〉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ケ
ア
論
に
お
い
て
は
、〈
ケ
ア
関

係
〉
と
い
う
つ
な
が
り
の
尊
重
が
、
個
人
を
尊
重
し
、
承
認
す
る
仕
方
と
し
て
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

対
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
の
下
に
お
い
て
は
、〈
脆
弱
な
主
体
〉
と
し
て
の
個
人
が
社
会
に
地
の
事
実
と
し
て
存
在
す
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
、
こ
う
し
た
主
体
を
規
範
的
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
主
体
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
脆
弱
な
ら
ざ
る
主
体
を

含
め
た
主
体
と
等
し
い
尊
重
と
配
慮
と
を
得
る
べ
き
自
由
な
法
的
主
体
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
を
諸
々
の
権
利
主
張
を
な
す
べ
き
主

体
と
す
る
こ
と
で
、
個
々
人
に
潜
在
す
る
主
体
性
の
発
現
を
支
援
す
る
。
こ
れ
を
、
個
人
を
尊
重
し
、
承
認
す
る
仕
方
と
し
て
採
用

す
る
。

自
由
意
思
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
内
に
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
係
内
に
在
る
主
体
に
不
自
由
が
生
み
出
さ
れ
る
と

い
う
関
係
内
問
題
は
、
関
係
外
の
人
々
か
ら
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
問
題
と
接
続
し
て
い
る
。
当
事
者
等
は
自

ら
の
意
思
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
係
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
な
く
当
該
関
係
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
関
係
か
ら
の
離
脱
を
、
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何
者
も
制
限
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
当
事
者
等
の
自
由
な
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
、
と
。
こ
の
問
題
、
す
な
わ

ち
個
人
を
個
人
と
し
て
尊
重
し
承
認
す
る
こ
と
の
確
保
問
題
を
、
い
か
に
規
範
理
論
上
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
か
は
、
現
代
社
会

に
お
け
る
難
題
で
あ
り
、
ケ
ア
論
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
い
ず
れ
も
、
こ
ん
に
ち
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

第
四
節

規
範
的
関
係
論
―
向
き
合
っ
て
し
ま
っ
た
人
と
の
関
係

㈠

ケ
ア
論
と
規
範
的
関
係
論

ケ
ア
論
が
提
示
す
る
問
題
を
規
範
理
論
上
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
に
向
け
ら
れ
た

規
範
的
主
張
で
あ
る
こ
と
を
受
容
す
る
本
稿
、
す
な
わ
ち
規
範
的
関
係
論
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
自
由
な
社
会
の
維
持
を
構
想
す
る

と
い
う
立
場
か
ら
、
個
人
を
尊
重
し
承
認
す
る
こ
と
の
確
保
問
題
に
応
答
を
す
る
責
務
を
負
う
。
今
一
度
、
本
稿
冒
頭
で
論
じ
た
、

自
由
な
社
会
（
社
会
が
自
由
で
あ
る
こ
と
）
に
つ
い
て
、
確
認
し
よ
う
。

自
由
な
社
会
と
は
、
当
該
社
会
を
構
成
す
る
個
々
人
―
そ
し
て
そ
れ
は
各
々
の
関
係
下
に
あ
る
―
に
不
自
由
が
な
い
（
自
由
が
抑

圧
さ
れ
て
い
な
い
）
こ
と
を
社
会
制
度
の
条
件
と
し
て
要
請
す
る
社
会
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
な
社
会
の
下
に
お
い
て
は
、
社

会
は
、
個
々
人
の
自
由
を
尊
重
し
、
個
々
人
が
自
由
に
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
制
度
設
計
を
図
り
、
こ
れ
を
保
障
す

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

規
範
的
関
係
論
は
ケ
ア
論
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
。

〈
ケ
ア
関
係
〉
と
い
う
つ
な
が
り
を
社
会
の
構
成
要
素
と
し
て
尊
重
し
、
以
て
〈
脆
弱
な
個
人
〉
を
主
体
と
し
て
承
認
す
る
と
い

う
主
張
は
、
そ
の
批
判
力
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
規
範
理
論
と
し
て
は
重
大
な
難
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば

規範的関係論・序説
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な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、〈
ケ
ア
関
係
〉
に
対
す
る
評
価
軸
を
見
い
だ
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る

（
２２
）

、
と
。
す
な
わ
ち
、〈
ケ
ア
関
係
〉
の

中
に
は
、
一
方
で
〈
ケ
ア
関
係
〉
内
の
主
体
と
し
て
の
個
人
の
尊
重
を
確
保
す
る
つ
な
が
り
も
あ
れ
ば
、
他
方
で
主
体
と
し
て
の
個

人
を
尊
重
し
な
い
つ
な
が
り
も
あ
り
得
る
。
Ｄ
Ｖ
や
、
子
ど
も
、
高
齢
者
、
患
者
等
に
対
す
る
／
に
よ
る
虐
待
問
題
や
、
ケ
ア
関
係

に
お
け
る
感
情
労
働
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
感
情
労
働
を
担
う
者
の
尊
重
を
は
か
る
こ
と
の
出
来
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
等
を
指
摘

し
な
け
れ
ば
な
ら
（
２３
）

な
い
。
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
こ
ん
に
ち
、
社
会
的
課
題
と
し
て
問
題
の
俎
上
に
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

言
を
俟
た
な
い
。〈
ケ
ア
関
係
〉
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
つ
な
が
り
は
、
相
互
に
代
替
可
能
な
関
係
で
は
な
く
、
親
子
、
カ
ッ
プ
ル
、

継
続
的
な
介
護
者
・
被
介
護
者
と
い
う
よ
う
に
、
代
替
不
可
能
な
個
別
の
顔
が
見
え
る
関
係
を
範
型
と
し
て
い
る
。
ま
た
だ
か
ら
こ

そ
、
当
該
〈
ケ
ア
関
係
〉
へ
の
参
入
と
離
脱
が
自
由
意
思
と
は
独
立
で
あ
る
の
で
あ
り
、
参
入
・
離
脱
が
困
難
で
あ
る
、
と
特
徴
付

け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
規
準
に
よ
っ
て
当
該
〈
ケ
ア
関
係
〉
を
、
関
係
内
の
主
体
を
尊
重
す
る
つ
な
が
り
と
評
価
す
る

の
か
、
そ
の
指
標
を
ケ
ア
論
内
在
的
に
導
出
す
る
こ
と
の
困
難
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
個
々
人
の
個
別
性
を
規

範
理
論
の
基
礎
と
す
る
ケ
ア
論
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
提
示
さ
れ
る
批
判
力
の
核
心
で
も
あ
る
。
し
か

し
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
規
範
理
論
を
構
想
す
る
上
で
、
難
点
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
々
人
の
承
認
を
つ
な
が
り
の

尊
重
に
見
い
だ
す
こ
と
は
、
悪
し
き
つ
な
が
り
の
中
に
、
個
人
を
埋
没
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
、
つ
な

が
り
の
中
に
個
人
を
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
悪
し
き
つ
な
が
り
を
否
定
し
、
個
人
の
尊
重respect

of
individuals

に
資
す
る
主
体

を
主
体
と
し
て
承
認
し
、
尊
重
す
る
た
め
の
装
置
を
、
ケ
ア
論
外
在
的
に
調
達
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ア
論
の
批
判
力
の
重
要
性
と
規
範
理
論
上
の
難
点
を
踏
ま
え
て
、
な
お
ケ
ア
論
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
が
と
も
に
追
求
す
る
、

個
人
の
承
認
の
仕
方
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

《論 説》
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㈡

個
人
の
尊
重
の
仕
方
の
修
正

あ
ら
ゆ
る
個
人
を
個
人
と
し
て
承
認
し
、
等
し
く
自
由
な
法
的
主
体
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
近
代
以
降
そ
し
て
こ

ん
に
ち
も
な
お
、
揺
る
が
せ
に
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
承
認
及
び
尊
重
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
か
の
修
正
が
図
ら
れ
て

来
た
。
特
に
自
ら
自
由
意
思
を
持
ち
、
行
使
す
る
こ
と
の
困
難
な
状
況
下
に
あ
る
個
人
に
つ
い
て
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
に
留

ま
ら
な
い
尊
重
の
仕
方
が
、
例
え
ば
本
人
に
と
っ
て
の
最
善
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
の
試
み
と
い
う
か
た
ち
で
取
り
組
ま
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
規
範
理
論
上
に
明
示
的
に
位
置
づ
け
る
取
り
組
み
も
進
む
。
前
述
の
障
が
い
者
施
策
に
お
け
る
障
害
者
自
立
支
援
法
か

ら
障
害
者
総
合
支
援
法
へ
の
移
行
や
、
医
療
現
場
、
と
り
わ
け
終
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
・
ケ
ア
の
決
定
の
あ
り
方
に
お
け
る
行

政
指
針
上
、
ま
た
法
制
化
に
向
け
た
議
論
に
お
い
て
も
、
患
者
の
最
善
の
利
益
保
護
と
い
う
観
点
が
導
入
さ
れ
つ
つ
（
２４
）

あ
る
。
さ
ら
に

は
、
消
費
者
庁
の
設
立
（
二
〇
〇
九
年
）、
消
費
者
基
本
法
の
施
行
を
は
じ
め
と
す
る
消
費
者
保
護
法
制
下
に
お
い
て
既
に
、
消
費
者

の
自
己
決
定
権
の
行
使
に
際
し
て
は
、
当
該
契
約
等
に
際
し
て
消
費
者
に
は
自
己
決
定
を
支
え
る
様
々
な
情
報
が
製
造
者
、
販
売
者

の
側
か
ら
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
契
約
の
局
面
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
自
由
意
思
の
行
使
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、

個
人
を
支
え
る
手
だ
て
が
法
・
ル
ー
ル
上
に
講
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
個
人

の
尊
重＝

自
己
決
定
の
尊
重
の
手
法
の
あ
り
方
に
対
す
る
一
定
の
修
正
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
個
人
の

生
き
方
を
決
定
す
る
際
に
は
、
個
人
の
自
由
意
思
に
由
来
す
る
自
己
決
定
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
個
人
の
尊
重
に
資
す

る
と
判
断
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
法
制
度
設
計
を
行
っ
て
来
た
。
こ
う
し
た
、
個
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
当
事
者
で
あ
る
個
人
が
自

己
決
定
を
下
し
た
と
い
う
一
事
を
以
て
、
当
該
決
定
内
容
に
つ
い
て
の
正
当
化
が
な
さ
れ
、
そ
れ
以
上
は
遡
ら
な
い
こ
と
に
す
る
と

す
る
尊
重
の
手
法
に
対
し
て
、
こ
ん
に
ち
修
正
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
該
自
己
決
定
に
対
し
て
、
当
該
決
定
が
十
全
な
自
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己
決
定
で
あ
り
、
法
的
保
護
に
資
す
る
だ
け
の
自
己
決
定
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
的
保
障
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
施
策
は
、
個
々
人
の
多
様
性
を
前
提
に
し
て
、
い
か
に
そ
の
多
様
な
個
人
を
自
由
な
法
的
主
体
と
し
て
尊
重
す
べ
き
か

と
い
う
問
い
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
営
み
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
法
は
、
秩
序
あ
る
自
由
な
社
会
を
構
築
す

る
と
い
う
そ
の
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。
こ
の
社
会
が
自
由
で
あ
る
こ
と
の
指
標
は
、
個
人
が
自
由
な
存
在
と
し
て
承
認
さ
れ
、
尊

重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
己
決
定
権
行
使
の
前
提
と
な
る
制
度
的
保
障
と
な
る
の
が
、
他
者
承
認
の
原
則
で
あ
る
。

社
会
生
活
を
営
む
上
で
、
個
人
が
個
人
と
し
て
社
会
の
中
で
自
由
な
法
的
主
体
を
構
成
し
、
生
を
営
む
に
際
し
て
は
、
同
じ
く
自

由
な
法
的
主
体
で
あ
る
他
者
の
存
在
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
私
が
何
ら
か
の
権
利
行
使
を
す
る
と
い

う
こ
と
は
即
ち
、
何
ら
か
の
影
響
を
他
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
逆
も
然
り
で
あ
る
。
当
事
者
の
権
利
行
使
が
、
果

た
し
て
他
方
当
事
者
を
私
と
等
し
く
自
由
な
主
体
と
し
て
尊
重
す
る
権
利
行
使
で
あ
る
か
ど
う
か
、
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
意
味
で
権
利
行
使
に
は
常
に
、
他
者
承
認
が
先
在
す
る
。
そ
の
範
型
と
し
て
、
親
子
関
係
や
、
数
年
来
ケ
ア
を
継
続
し
て
来
た
介

護
者
の
介
護
関
係
を
挙
げ
よ
う
。〈
子
〉
と
〈
そ
の
母
〉
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
つ
な
が
り
の
有
り
様
は
共
有
す
る
時
間
と
と

も
に
様
々
に
あ
り
得
る
。
母
は
子
に
食
事
を
作
り
、
時
に
子
が
眠
り
に
つ
く
ま
で
絵
本
を
読
み
聞
か
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
母
子

間
に
あ
り
得
る
相
互
の
つ
な
が
り
の
有
り
様
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
両
者
の
特
定
の
関
係
下
に
創
出
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
そ
の
母
が
、

自
由
意
思
に
基
づ
き
そ
の
関
係
を
離
脱
し
、
他
に
代
替
し
た
場
合
は
ど
う
か
。〈
母
の
代
わ
り
〉
と
〈
子
〉
の
関
係
は
従
前
と
変
わ

り
な
く
継
続
し
続
け
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
添
い
寝
を
す
る
際
の
腕
の
角
度
が
同
一
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、〈
母
の
代
わ
り
〉
と

〈
子
〉
の
関
係
は
、
従
前
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
別
個
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
一
定
の
関
係
が
継
続
し
、
相
互
に
特
定
の
関
係
を
構
成
し
て
い
る
場
合
に
、
一
方
当
事
者
に
よ
る
内
容
変
更
等
の
意

《論 説》
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思
決
定
に
基
づ
く
権
利
行
使
が
行
わ
れ
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
。
こ
れ
ら
の
関
係
に
は
、
相
互
に
当
該
当
事
者
で
あ
る
か
ら
維
持
継

続
さ
れ
て
来
た
、
自
由
意
思
と
は
独
立
の
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
下
で
関
係
の
内
容
変
更
等
を
実
効
的
に
行

う
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
し
か
し
こ
れ
を
実
効
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
他
方
当
事
者
に
対
す
る
尊
重
が
要
請
さ
れ
よ
う
。

そ
う
で
な
い
限
り
、
実
効
的
な
内
容
変
更
や
関
係
の
終
了
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
親
子
関
係
や
介
護
関
係
を
範
型
と
す
る
に
は
、
そ
の
結
び
つ
き
が
特
殊
且
つ
強
力
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
程
度
と
視
角
の
問
題
で
あ
る
。

当
該
関
係
の
内
容
変
更
や
終
了
、
新
た
な
関
係
構
築
や
当
該
関
係
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
関
係
内
外
か
ら
の
判
断
・
評
価
が
必

要
と
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
判
断
・
評
価
を
為
す
際
に
は
、
そ
れ
が
当
事
者
等
の
生
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な

る
以
上
、
ま
た
そ
の
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
際
に
は
特
に
、
当
事
者
等
個
々
人
の
尊
重
確
保
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
い
限

り
、
関
係
の
変
更
等
を
実
効
的
に
遂
行
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
要
請
さ
れ
る
他
者
承
認
と
は
、
他
者
を
自
由
な
法
的
主

体
と
し
て
の
個
人
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
意
味
（
２５
）

す
る
。

私
が
自
由
な
法
的
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
私
が
他
者
に
よ
り
法
的
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
者
が
自
由
な
法
的
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
他
者
が
私
に
よ
り
法
的

主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈢

向
き
合
っ
て
し
ま
っ
た
関
係

個
人
を
個
人
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
と
は
即
ち
、
他
者
を
他
者
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
個
人
の
尊
重respect

ofindividuals

の
意
義
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
換
言
す
れ
ば
、
私
が
他
の
何
者
で
も
な
い
私
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

（
２６
）

す
る
。
他
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者
を
私
と
同
じ
く
自
由
な
法
的
主
体
で
あ
る
と
承
認
し
、
自
ら
と
同
じ
く
尊
重
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
個
人
の
尊
重
の
核
心
で
あ

る
。
私
た
ち
が
他
者
と
関
わ
り
を
持
つ
場
合
の
関
係
の
あ
り
方
に
は
、
親
子
、
兄
弟
姉
妹
、
友
人
、
ご
近
所
、
教
師
と
生
徒
、
同
僚
、

雇
用
労
働
関
係
そ
の
他
の
契
約
関
係
等
々
、
諸
々
の
形
態
が
あ
り
得
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
の
中
に
は
、
当
事
者
に
よ
る
自
由
意
思
に

よ
ら
ず
、
取
り
結
ば
れ
て
し
ま
っ
た
関
係
も
少
な
く
な
い
。
親
子
、
兄
弟
姉
妹
は
も
と
よ
り
、
当
初
は
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一
方

に
よ
る
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
始
ま
っ
た
関
係
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
定
の
関
係
が
継
続
的
に
取
り
結
ば
れ
た
結
果
、
相
互
に
代
替

す
る
こ
と
の
困
難
な
特
定
の
当
事
者
性
を
孕
む
関
係
も
あ
ろ
う
（
介
護
関
係
、
災
害
時
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
被
災
者
の
関
係
な
ど

を
考
え
て
み
よ
）。
い
わ
ば
こ
う
し
た
〈
向
き
合
っ
て
し
ま
っ
た
人
と
の
関
係
〉
に
お
い
て
は
、
た
だ
他
者
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
義
務
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
他
者
の
存
在
に
対
し
て
積
極
的
に
承
認
し
、
こ
れ
を
助
け
る
こ
と
が
義
務
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。

道
徳
的
に
は
こ
れ
を
積
極
義
務
と
称
し
、
こ
れ
は
普
遍
的
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
義
務
、
い
わ
ば
不
完
全
義
務
に
類
別
さ
れ
、

従
来
法
的
義
務
と
し
て
は
明
示
的
な
位
置
づ
け
を
持
た
な
い
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
に
お

い
て
は
し
ば
し
ば
、
特
別
な
、
例
外
的
な
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
（
２７
）

あ
る
。

し
か
し
、
ロ
ー
マ
法
以
来
、
こ
の
関
係
は
継
続
し
て
法
体
系
内
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
も
ち
ろ
ん
近
代
法
体

系
下
に
お
い
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

当
該
個
々
人
間
に
お
い
て
、
義
務
な
く
他
者
の
た
め
に
行
為
し
た
者
は
、
他
者
と
の
間
に
特
定
の
規
範
的
関
係
を
形
成
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
、
当
該
他
者
に
対
し
て
一
定
の
義
務
が
発
生
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
民
法
上
の
事
務
管
理
に
お
い
て
も
認
め

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
民
法
６
９
７
条
）。
契
約
が
な
く
と
も
債
権
の
発
生
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
事
務
管
理
制
度
は
、

ロ
ー
マ
法
に
そ
の
起
源
が
認
め
ら
れ
、
事
後
大
陸
法
系
諸
国
の
法
体
系
内
で
受
容
さ
れ
展
開
を
経
た
が
、
我
が
国
に
お
い
て
は
主
に
、

ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
た
形
で
受
容
さ
れ
、
明
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
さ
（
２８
）

れ
る
。
自
由
意
思
を
基
底
と
す
る
近
代
法
原
理
の
下

《論 説》
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に
お
い
て
は
、
い
さ
さ
か
収
ま
り
の
悪
い
制
度
で
あ
り
、
こ
の
制
度
自
体
に
対
す
る
法
哲
学
的
検
討
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
目
的
の
範
囲
内
で
、
両
当
事
者
に
よ
る
合
意
に
よ
ら
ず
と
も
、

義
務
な
く
他
者
の
た
め
に
行
為
し
た
者
は
、
他
者
と
の
間
に
特
定
の
規
範
的
関
係
を
形
成
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
当
該
他
者
に
対

し
て
一
定
の
義
務
が
発
生
す
る
と
の
考
え
方
を
近
代
法
が
継
受
し
、
こ
れ
を
明
文
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
に
止
め
る
。

話
を
元
に
戻
そ
う
。

自
由
意
思
の
み
に
依
拠
し
た
制
度
設
計
及
び
制
度
運
用
の
困
難
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
の
自

由
意
思
に
基
づ
か
ず
、
当
事
者
に
一
定
の
義
務
を
付
与
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
は
一
定
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

社
会
に
お
け
る
情
報
流
通
の
多
様
化
と
社
会
構
造
の
複
雑
化
に
と
も
な
い
、
自
己
決
定
の
尊
重
の
み
に
よ
っ
て
は
当
該
主
体
の
尊
重

を
図
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
既
に
現
代
の
法
的
規
律
の
在
り
方
と
し
て
私
た
ち
は
こ
れ
を
受
容
し
て
い
る
。
消
費

者
保
護
法
制
に
お
け
る
自
己
決
定
支
援
制
度
は
も
と
よ
り
、
上
述
の
障
が
い
者
施
策
に
お
け
る
主
体
尊
重
の
在
り
方
の
移
行
―
〈
自

立
〉
か
ら
〈
個
人
と
し
て
の
尊
厳
〉
へ
―
は
、
近
代
法
が
一
貫
し
て
追
求
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
自
由
な
社
会
の
構
想
―
そ
し
て
そ
の

下
に
お
い
て
は
個
々
人
が
自
由
な
主
体
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
―
が
、
主
体
尊
重
の
仕
方
を
、
個
々
人
の
自

由
意
思
の
尊
重
の
み
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
自
由
意
思
の
み
に
よ
ら
な
い
関
係
間
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
義
務
に
つ
い
て
は
、
個
々
人
を
主
体
と
し
て
承
認
し
尊
重
す

る
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
定
の
類
型
化
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
を
利
他
主
義
の
観
点
か
ら
広
範
に
、
当
事
者
の
意
思
と
は
無
関
係
に

一
方
当
事
者
に
他
方
当
事
者
へ
の
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
主
体
尊
重
の
在
り
方
と
し
て
、
近
代
法
原
則
に
違
背
し
て
当
事
者
に

過
剰
且
つ
不
当
な
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
故
、
特
定
関
係
下
に
あ
る
特
定
の
他
者
に
対
し
て
一
定
の
義

務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
当
該
義
務
の
負
担
が
、
当
該
他
者
と
の
間
に
構
成
さ
れ
た
特
定
な
関
係
下
、
す
な
わ
ち
当
該
他
者
の
た
め
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に
義
務
な
く
一
定
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
下
に
あ
っ
て
、
こ
の
当
該
他
者
に
対
し
て
、
自
ら
と
同
様
の
自
由
な
法
的
主

体
と
し
て
の
承
認
に
資
す
る
義
務
で
あ
る
限
り
で
、
正
当
化
さ
れ
る
。

〈
向
き
合
っ
て
し
ま
っ
た
関
係
〉
に
お
い
て
、
一
方
が
他
方
に
対
し
て
片
務
的
に
義
務
を
負
う
こ
と
は
、
自
由
な
社
会
に
お
け
る

個
人
の
尊
重
の
仕
方
と
し
て
、
自
由
意
思
の
尊
重
と
と
も
に
こ
ん
に
ち
尊
重
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
尊
重
手
法
で
あ
る
。

第
五
節

む
す
び
に
か
え
て
―
自
由
な
社
会
を
構
想
す
る
規
範
的
関
係
論

こ
こ
ま
で
、
特
定
関
係
下
に
認
め
ら
れ
る
片
務
的
義
務
、
換
言
す
れ
ば
〈
向
き
合
っ
て
し
ま
っ
た
人
と
の
関
係
〉
下
に
お
い
て
、

一
方
が
他
方
に
対
し
て
負
う
べ
き
義
務
に
つ
い
て
、
個
人
の
尊
重
の
観
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。
近
代
法
を
支
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が

要
請
し
て
い
る
の
は
、
個
々
人
を
自
由
な
主
体
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
尊
重
の
仕
方
は
、
自
由

意
思
の
尊
重
す
な
わ
ち
自
己
決
定
の
尊
重
を
権
利
と
し
て
認
め
、
こ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
以
外
に
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
特
に

〈
向
き
合
っ
て
し
ま
っ
た
人
と
の
関
係
〉
下
に
お
い
て
は
、
一
方
は
他
方
に
対
し
て
片
務
的
義
務
を
認
め
る
と
い
う
手
法
が
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
そ
し
て
こ
の
手
法
は
既
に
、
近
代
法
体
系
内
に
組
み
込
ま
れ
、
実
践
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
想
起

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
論
じ
る
意
図
は
、
い
ま
い
ち
ど
、
現
代
社
会
に
お
い
て
近
代
法
を
支
え
る
イ
ズ
ム
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
可
能

性
を
問
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

近
代
法
秩
序
に
基
づ
く
国
家
と
は
、
自
由
な
社
会
を
構
想
す
る
国
家
で
あ
る
。
自
由
な
社
会
と
は
、
社
会
内
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
個

人
を
他
の
何
者
で
も
な
い
個
人
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
個
人
の
尊
重respect

of
individuals

を
要
請
す
る
社
会
で
あ

る
。
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他
者
を
他
者
と
し
て
、
自
ら
と
等
し
い
自
由
な
法
的
主
体
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
主
体
は
等
し
く
自

由
な
主
体
と
し
て
尊
重
さ
れ
得
る
。
も
ち
ろ
ん
個
々
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
る
こ
と
が
自
由
な
主
体
と
し
て
尊
重
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
的
類
型
的
な
検
討
に
加
え
て
、
環
境
の
整
備
―
た
と
え
ば
、
画
一
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

さ
ま
ざ
ま
な
自
由
の
在
り
方
を
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
、
自
由
な
思
想
流
通
の
確
保
等
―
を
、
よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
規
範
的
意
味
に
お
け
る
関
係
性
概
念
を
論
ず
る
意
図
、
す
な
わ
ち
個
人
の
尊
重
の
含
意
を
、
自
由
な
社
会
を
構
想
す
る

リ
ベ
ラ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
提
示
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
個
人
の
尊
重
に
始
ま
る
と
い
う
点
で
、
近
代
法

の
思
考
方
法
に
一
貫
す
る
と
い
う
点
、
そ
し
て
ま
た
自
由
な
社
会
を
基
本
構
想
と
す
る
点
で
、
特
段
新
規
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
従
来
言
語
化
さ
れ
て
こ
な
い
ま
ま
に
近
代
法
体
系
内
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
名
前
の
な
い
概
念
、
た
と
え
ば
そ
れ
は
〈
向
き

合
っ
て
し
ま
っ
た
人
と
の
関
係
〉
下
に
生
ず
る
規
範
的
義
務
な
ど
を
、
近
代
法
体
系
上
、
特
殊
例
外
的
な
事
象
と
し
て
周
縁
に
置
く

の
で
は
な
い
や
り
方
で
明
示
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
尊
重
の
仕
方
に
新
た
な
視
角
を
与
え
る
と
い
う
点
で
、
現

行
の
リ
ベ
ラ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
画
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
関
係
」
と
い
う
語
は
そ
れ
の
み
で
は
意
味
を
持
た
な
い
媒
介
概
念
で
あ
る
。
何
と
何
と
を
如
何
に
結
び
つ
け
、
ど
の
よ
う
な
文

脈
で
意
味
づ
け
、
位
置
づ
け
る
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
語
を
如
何
に
規
範
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
の

規
範
理
論
上
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
取
り
組
み
に
参
与
し
、
検
討
を
進
め
た
い
。

（
１
）
野
崎
亜
紀
子
「
法
的
主
体
と
関
係
性
―
ケ
ア
の
倫
理
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
論
理
―
」
仲
正
昌
樹
編
『
叢
書
ア
レ
テ
イ
ア
１５
「
法
」
に
お
け
る

「
主
体
」
の
問
題
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
三
）
二
四
九
―
二
七
三
頁
。
特
に
、
二
五
一
―
二
五
二
頁
。
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（
２
）
嶋
津
格
「
自
由
の
み
で
ど
こ
ま
で
行
け
る
だ
ろ
う
か
」
嶋
津
格
『
問
い
と
し
て
の
〈
正
し
さ
〉
法
哲
学
の
挑
戦
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
一

年
）
一
六
五
―
一
六
六
頁
（
初
出
、
高
橋
久
一
郎
編
『
応
用
倫
理
学
講
義
７

問
い
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
３
）
野
崎
亜
紀
子
「
ケ
ア
の
倫
理
と
関
係
性
―
ケ
ア
関
係
を
構
築
す
る
も
の
―
」
竹
下
賢
・
長
谷
川
晃
・
酒
匂
一
郎
・
河
見
誠
編
『
法
の
理
論
３２

特
集
《
ケ
ア
と
法
》』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
八
七
―
一
一
四
頁
。

（
４
）Eva

Feder
K
ittay,Lover’s

Labor:Essays
on
W
om
en,Equality,and

D
ependency,Routledge,1999,（

岡
野
八
代
・
牟
田
和
恵
監

訳
『
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
）

（
５
）
「
自
由
な
社
会
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
の
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
言
を
俟
た
な
い
。
特
に
本
稿
の
関
心
か
ら

参
照
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
橋
本
努
『
自
由
の
社
会
学
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
特
に
第
１
章
を
参
照
。

（
６
）
前
掲
書
、
註（
２
）、
一
六
八
頁
。

（
７
）
岡
野
八
代
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学

ケ
ア
の
理
論
を
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
）

（
８
）
ケ
ア
論
の
内
部
に
お
い
て
も
諸
々
の
議
論
形
態
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
い
さ
さ
か
大
掴
み
な
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
個
人
の
脆
弱
性

に
特
に
着
目
す
る
議
論
と
し
て
、Robert

E.Goodin,Protecting
the
Vulnerable:A

Reanalysis
ofOur

SocialResponsibilities,U
ni-

versity
O
fChicago

Press,1985.

（
９
）
前
掲
書
、
註（
４
）、
特
に
第
６
章
を
参
照
。

（
１０
）
こ
の
問
題
を
テ
ー
マ
化
す
る
一
例
と
し
て
、
山
根
純
佳
『
な
ぜ
女
性
は
ケ
ア
労
働
を
す
る
の
か：

性
別
分
業
の
再
生
産
を
超
え
て
』（
勁
草
書
房
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
１１
）
前
掲
書
、
註（
９
）、
特
に
第
一
章
を
参
照
。

（
１２
）
前
掲
書
、
註（
９
）、
四
一
四
頁
。
こ
の
こ
と
は
監
訳
者
あ
と
が
き
に
お
い
て
も
明
確
に
示
さ
れ
る
。「
依
存
と
依
存
ケ
ア
労
働
を
含
み
込
ん
だ
、

正
義
と
平
等
の
理
論
を
う
ち
た
て
よ
う
と
い
う
の
が
、
キ
テ
イ
の
本
書
で
の
ね
ら
い
で
あ
る
。」
と
。

（
１３
）Fabienne

Brugére,L’éthique
du
care,Presses

U
niversitaires

de
France,2011,2013

（
フ
ァ
ビ
エ
ン
ヌ
・
ブ
ル
ジ
ェ
ー
ル
（
原
山

哲
／
山
下
り
え
子
訳
）『
ケ
ア
の
倫
理
―
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
反
論
』（
白
水
社
、
二
〇
一
四
年
）
五
六
頁
）

（
１４
）
社
会
契
約
論
理
解
に
つ
い
て
は
諸
々
の
解
釈
が
あ
り
得
る
が
、
社
会
規
範
の
成
立
根
拠
で
あ
る
国
家
の
権
威
に
つ
い
て
、
身
分
制
で
は
な
く
、
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個
々
人
の
自
由
意
思
の
尊
重
を
理
論
的
基
礎
に
置
く
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
を
代
表
と
す
る
社
会
契
約
説
上
、

了
解
さ
れ
よ
う
。

（
１５
）
前
掲
書
、
註（
４
）、
第
一
章
を
参
照
。

（
１６
）
前
掲
書
、
註（
４
）、
七
九
頁
。

（
１７
）
前
掲
書
、
註（
４
）、
七
九
頁
。

（
１８
）
前
掲
書
、
註（
１
）。

（
１９
）
前
掲
書
、
註（
１
）、
二
五
五
頁
。

（
２０
）
現
状
（
二
〇
一
四
年
五
月
）
提
示
さ
れ
て
い
る
問
題
と
し
て
、
尊
厳
死
法
案
の
国
会
上
程
を
め
ぐ
る
動
き
の
中
で
提
示
さ
れ
る
問
題
が
挙
げ
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
人
の
意
思
に
基
づ
い
て
尊
厳
死
が
正
当
化
さ
れ
る
、
さ
ら
に
加
え
て
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
尊
厳
死
の
実
施
に
つ
い
て
、

医
師
が
法
的
責
任
を
免
責
さ
れ
る
と
す
る
案
に
つ
い
て
、
自
由
意
思
の
名
の
下
に
終
末
期
及
び
社
会
的
に
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
か
ね
な
い
重
篤

な
状
況
下
に
あ
る
患
者
が
、
そ
の
よ
う
な
意
思
を
持
つ
よ
う
に
誘
導
さ
れ
る
環
境
を
社
会
が
醸
成
す
る
こ
と
に
対
す
る
懸
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
問
題
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
立
岩
真
也
『
希
望
に
つ
い
て
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
『
良
い
死
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
）、
児

玉
真
美
『
死
の
自
己
決
定
権
の
ゆ
く
え：
尊
厳
死
・「
無
益
な
治
療
」
論
・
臓
器
移
植
』（
大
月
書
店
、
二
〇
一
三
）
等
。

（
２１
）
厚
生
労
働
省w

ebsite

内
、
平
成
一
三
年
三
月
六
日
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
支
援
費
制
度
Ｑ
＆
Ａ
集http://w

w
w
.m
hlw
.

go.jp/general/seido/syakai/sienhi/qa.htm
l

（
２２
）
前
掲
書
、
註（
３
）、
一
〇
五
頁
。

（
２３
）
感
情
労
働
に
つ
い
て
は
、H

ochschild,A
rlie,The

M
anaged

Heart:Com
m
ercialization

ofHum
an
Feeling,U

niversity
ofCalifor-

nia
Press.

1983.（
石
川
准
・
室
伏
亜
希
訳
『
管
理
さ
れ
る
心
―
感
情
が
商
品
に
な
る
と
き
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
以
降
、
特
に
看
護
領

域
に
端
を
発
し
、
看
護
・
介
護
現
場
に
於
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
看
護
師
・
介
護
士
等
が
、
看
護
・
介
護
現
場
に
於
い
て
自
ら

の
抱
く
感
情
と
、
当
該
現
場
で
取
る
べ
き
行
動
の
背
景
に
想
定
さ
れ
る
感
情
と
の
間
に
ず
れ
が
生
じ
る
際
、
自
ら
の
感
情
を
管
理
す
る
こ
と

（em
otion

m
anagem

ent

）
が
職
務
上
要
請
さ
れ
る
労
働
を
感
情
労
働em

otionallabor

と
し
て
い
る
。

（
２４
）
厚
生
労
働
省

終
末
期
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
、
五
月
）http://w

w
w
.m
hlw
.go.
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jp/shingi/2007/05/dl/s0521-11a.pdf
（
２５
）
こ
の
問
題
を
、
取
引
費
用
の
問
題
と
捉
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
一
定
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
際
、
一
定
の
他
者
承
認
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
入
れ

る
こ
と
は
、
事
後
そ
の
内
容
の
変
更
や
終
了
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
と
っ
て
合
理
的
で
あ
る
。
取
引
費
用
と
規
範
問
題
に
つ
い
て
は
、
嶋

津
格
「
人
間
モ
デ
ル
に
お
け
る
規
範
意
識
の
位
置
―
―
法
学
と
経
済
学
の
間
隙
を
埋
め
る
」
宇
佐
美
誠
編
著
『
法
学
と
経
済
学
の
あ
い
だ
』（
勁
草

書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
四
五
―
六
一
頁
。

（
２６
）
前
掲
書
、
註（
１
）。

（
２７
）
野
崎
亜
紀
子
「
特
別
関
係
に
基
づ
く
義
務
と
責
任
」
日
本
法
哲
学
会
編
『〈
公
私
〉
の
再
構
成

法
哲
学
年
報２０００

』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一

年
）
一
八
一
―
一
八
七
頁
。

（
２８
）
芦
野
訓
和
「
他
人
の
生
命
の
救
護
及
び
健
康
を
維
持
す
る
行
為
と
事
務
管
理
―
そ
の
一
―
」『
明
治
大
学
大
学
院

法
学
研
究
論
集
』
第
一
号

（
一
九
九
四
年
）
一
九
―
三
五
頁
。

《論 説》

１７４


