
「
実
定
性
」
を
め
ぐ
る
青
年
期
へ
ー
ゲ
ル
の
国
家
像
と
自
由
の
問
題
に
つ
、し

て

ベ
ル
ン
期
を
中
心
に

石
戸
谷

信

　
若
き
へ
ー
ゲ
ル
の
思
索
が
、
優
れ
て
実
践
的
な
関
心
か
ら
出
発
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
青
年
期

（
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
神
学
校
時
代
か
ら
ベ
ル
ン
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で

の
家
庭
教
師
時
代
を
経
て
イ
ェ
ー
ナ
移
住
に
至
る
一
七
八
八
年
～
一
八
○

○
年
の
期
間
）
の
所
論
は
、
そ
の
最
初
の
編
纂
者
H
・
ノ
ー
ル
が
■
『
神
学

論
文
集
』
と
銘
打
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
多
く
の
部
分
が
宗
教
、
と
り
わ
け

キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
叙
述
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
教

義
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
に
よ
る
も
の
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
後
に

も
み
る
よ
う
に
、
彼
が
宗
教
を
人
間
の
社
会
的
な
行
為
に
対
す
る
影
響
と

い
う
視
点
か
ら
分
析
し
、
そ
の
事
を
通
じ
て
、
社
会
的
現
実
の
批
判
を
行

な
っ
た
と
い
う
色
彩
が
強
い
。
即
ち
、
こ
の
時
期
へ
i
ゲ
ル
は
「
社
会
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

題
を
主
と
し
て
遣
徳
問
題
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
」
の
で
あ

る
。
本
稿
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
初
期
の
思
索
が
後
年
の
そ
れ
と
比
較
し
て
孕

む
と
こ
ろ
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
特
に
国
家
と
の
関
係
に
お
け
る
自
由

の
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
こ
れ
に
関
し
て
ベ
ル
ン
期
迄
の
へ
ー
ゲ
ル
が
ど

の
よ
う
な
視
点
を
と
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
若
干
の
解
明
を
試
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
一

　
『
青
年
期
神
学
論
文
集
』
で
は
、
国
家
は
あ
く
ま
で
宗
教
と
の
関
連
に
於

い
て
の
み
登
場
す
る
が
、
こ
の
両
者
の
関
違
は
極
め
て
本
質
的
な
も
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
為
に
ま
ず
彼
の
宗
教
観
を
見
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。
；
冒
で
言
え
ば
、
こ
の
時
期
の
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
宗
教
が

問
題
と
な
み
の
は
、
そ
れ
が
人
間
の
行
為
－
後
に
み
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
社
会
生
活
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
－
の
道
徳

的
動
機
と
し
て
作
用
す
る
限
り
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（
o
っ
一
崖
）
彼
に

よ
れ
ば
、
宗
教
乃
至
信
仰
と
は
実
践
理
性
の
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
即

ち
、
実
践
理
性
は
「
道
徳
性
、
及
び
そ
の
道
徳
性
に
ふ
さ
わ
し
い
程
度
に
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至
福
で
あ
る
こ
と
を
最
高
の
努
力
目
標
と
し
て
L
一
ω
レ
冒
）
人
闘
に
課
す

る
。
そ
し
て
、
宗
教
こ
そ
こ
の
目
的
を
は
か
ど
ら
せ
る
最
も
卓
越
し
た
人

問
の
素
質
に
他
な
ら
な
い
。
「
神
の
認
識
」
な
る
も
の
も
、
こ
う
し
た
実

践
的
要
求
の
内
に
そ
の
根
源
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
当
然
、
そ
こ
か

ら
ま
た
道
徳
が
生
じ
て
く
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
宗
教
と
は
神
や
神
の
我
々
や
世
界
と
の
関
係
、
或
い
は
霊
魂
の

不
滅
等
々
に
関
す
る
「
単
な
る
学
識
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
る
ほ

ど
、
こ
の
よ
う
に
し
て
要
請
さ
れ
る
宗
教
も
、
そ
れ
が
真
理
の
認
識
で
あ

る
以
上
、
「
健
全
な
人
問
悟
性
か
ら
み
て
納
得
が
ゆ
く
」
、
「
普
遍
妥
当
的

原
則
」
（
O
っ
も
ω
）
が
基
礎
に
あ
る
筈
で
あ
り
、
そ
れ
故
し
ば
し
ば
「
頭
の

中
で
整
理
さ
れ
」
「
体
系
化
さ
れ
」
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
事
は
へ
ー
ゲ

ル
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
「
道
徳
の
動
機
を
強
め
」
、
実
践

理
性
の
課
題
に
応
え
る
に
は
、
我
々
の
心
に
訴
え
、
我
々
の
感
情
や
意
志

の
規
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
自
身

の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
「
客
観
宗
教
」
に
止
ま
ら
ず
「
主
観
的
宗
教
」
、

つ
ま
り
、
た
だ
「
気
持
ち
や
行
動
」
に
の
み
顕
れ
る
よ
う
な
も
の
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
9
H
ω
～
崖
）

　
そ
の
場
合
、
宗
教
の
働
き
が
各
自
孤
立
し
た
個
人
の
レ
ベ
ル
に
於
い
て

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
他
者
と
の
関
係
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
点

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
の
要
請
の
源
泉
と
さ
れ
て
い

る
「
実
践
理
性
」
に
つ
い
て
の
へ
ー
ゲ
ル
独
特
の
把
握
に
対
応
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
彼
は
、
人
間
は
本
来
誰
で
も
自
ら
の
内
に
「
道
徳
的
な
も
の

に
対
す
る
感
覚
」
を
自
然
か
ら
授
か
っ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は

さ
し
あ
た
り
感
情
で
あ
り
、
同
情
、
親
切
、
友
情
等
々
と
い
っ
た
気
持
ち

と
同
様
、
傾
向
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
純
粋
に
感
性
的
・
経
験
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
カ
ン
ト
的
な
法
則
へ
の
尊
重
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

経
験
的
な
性
格
の
根
本
原
理
は
「
愛
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
者
へ
の
自
己

没
却
を
本
質
と
。
し
て
お
り
、
自
己
の
み
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
性
格
は
理
性
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
「
丁
度
、
理
性
が
普
遍
妥
当
的
法
則
の
原
理
と
し
て
、
自
分
自
身
を
一

切
の
理
性
的
存
在
の
中
に
、
叡
知
的
世
界
の
同
市
民
と
し
て
再
認
識
す
る

の
と
同
様
に
、
愛
が
他
の
人
間
達
の
中
に
自
分
自
身
を
発
見
す
る
。
否
、

む
し
ろ
自
己
自
身
を
忘
れ
て
、
自
分
と
い
う
存
在
を
脱
し
て
い
わ
ば
他
人

の
中
で
生
き
、
感
じ
、
働
い
て
い
る
限
り
、
愛
に
は
理
性
と
似
た
と
こ
ろ

が
有
る
。
愛
は
（
中
略
）
自
我
を
最
終
目
的
す
る
処
の
洗
練
さ
れ
た
自
己
愛

の
原
理
で
は
な
い
。
」
（
ω
レ
ω
～
崖
）

　
こ
の
叙
述
を
み
る
隈
り
、
他
者
と
の
問
に
経
験
的
な
感
情
と
し
て
成
立

す
る
愛
と
、
理
性
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
し
、
「
理
性
」

そ
の
も
の
の
構
造
も
未
だ
充
分
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言

う
「
理
性
」
が
相
当
に
共
同
的
な
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
窺
え
よ

う
。
「
一
切
の
理
性
的
存
在
」
な
る
他
者
の
内
に
自
ら
を
再
認
識
す
る
、

と
い
う
表
現
に
は
、
後
年
の
相
互
承
認
を
予
見
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の

性
格
故
に
、
理
性
に
根
ざ
し
た
道
徳
的
現
象
と
し
て
の
宗
教
は
個
々
人
を

越
え
た
レ
ベ
ル
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
民
族
」
の
レ
ベ
ル
に
於
い
て
の
み

意
味
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
こ
れ
ら
の
普
遍
的
な
理
性
に
基
づ
く
単
純
な
教
説
は
、
そ
れ
が
普
遍

的
な
人
間
理
性
に
基
づ
く
教
説
で
あ
る
以
上
、
そ
の
性
質
か
ら
し
て
、
一

部
は
そ
れ
自
身
に
拠
っ
て
、
一
部
は
そ
の
教
説
と
結
び
付
い
た
強
烈
に
浸

6ーユ



透
し
て
い
る
儀
式
の
魔
力
に
拠
っ
て
民
族
の
精
神
に
対
し
て
全
般
的
に
の

み
働
き
か
け
る
と
い
う
以
外
の
目
的
は
持
ち
得
な
い
。
L
（
O
〇
一
讐
）

　
「
神
や
不
滅
に
つ
い
て
の
概
念
や
、
こ
の
言
葉
に
関
連
し
て
来
る
事
柄

が
理
解
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
宗
教
が
あ
る
民
族
の
信
念
を
な
し
て
お
り
、

又
、
そ
の
民
族
の
行
動
や
考
え
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
限
り
で
の
事
で

あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
一
民
族
の
行
動
や
考
え
方
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
）

作
用
と
は
、
主
と
し
て
、
あ
る
国
民
の
精
神
の
高
揚
並
び
に
教
化
で
あ

る
。
」
（
P
嵩
）

　
だ
か
ら
、
宗
教
が
前
述
の
よ
う
に
客
観
宗
教
に
止
ま
ら
ず
主
観
化
し
な

け
れ
ば
な
1
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
換
言
す
れ
ば
民
族
全
体
が
「
民
族
の
一

員
」
と
い
う
観
点
か
ら
道
徳
的
陶
冶
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
客
観
宗
教
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
悟
性
は
、

そ
れ
自
身
で
は
各
個
人
の
「
自
己
愛
の
下
僕
」
（
O
。
一
曽
）
に
過
ぎ
な
い
。

だ
か
ら
客
観
宗
教
が
民
族
レ
ベ
ル
で
主
観
化
す
る
に
は
、
白
身
の
教
義
と

は
別
に
、
よ
り
経
験
的
で
且
つ
共
同
的
な
契
機
が
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
こ
そ
が
こ
の
役
割
を
担
う
も
の
と

さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
宗
教
儀
礼
が
国
家
の
公
的
な
統
治
行
為
と
し
て
取

り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
客
観
宗
教
を
主
観
的
た
ら
し
め
る
事
こ
そ
、
国
家
の
大
事
業
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
「
道
徳
性
と
い
う
、
こ
の
宗
教
の
目
的
の
促
進
は
、
a
宗
教
上
の
教
説

を
通
じ
て
、
b
儀
式
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
如
何
な
る
宗
教
も
両
者
を

配
慮
し
、
両
者
の
為
の
萌
芽
を
既
に
含
ん
で
い
る
。

国
家
は
法
制
を
通
じ
て
、
又
、
統
治
の
精
神
を
通
じ
て
こ
れ
を
行
な
う
。
」

（
ダ
s
～
曽
）

　
こ
の
よ
う
に
し
て
組
織
さ
れ
た
宗
教
を
へ
ー
ゲ
ル
は
「
民
族
宗
教
」
と

呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
於
い
て
民
族
の
道
徳
的
教
養
の
問
題
は
、
同
時
に

民
族
の
政
治
的
統
合
つ
ま
り
国
家
の
在
り
方
の
問
題
と
も
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
契
機
が
集
約
さ
れ
て
く
る
の
が
「
自

由
」
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。

　
民
族
宗
教
の
作
用
は
儀
式
を
通
じ
た
情
緒
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
知

識
に
対
す
る
働
き
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
問
接
的
な
も
．

の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
作
用
は
魂
の
あ
り
よ
う
に
直
接
働

き
か
け
る
。
つ
ま
り
、
知
識
と
し
て
客
観
化
さ
れ
て
い
な
い
分
、
そ
れ
だ

け
行
為
そ
の
も
の
か
ら
未
分
離
の
状
態
に
あ
る
「
心
情
」
、
そ
れ
も
「
偉

大
な
心
情
」
を
生
み
育
て
る
。
即
ち
、
共
同
体
に
対
す
る
以
下
の
よ
う
な

心
構
え
を
培
う
の
で
あ
る
。

　
「
白
分
の
民
族
精
神
の
中
で
、
祖
国
の
為
に
、
自
ら
の
力
を
尽
く
し
自

ら
の
命
を
費
や
し
、
そ
れ
を
義
務
か
ら
行
な
っ
た
と
こ
ろ
の
自
由
な
共
和

主
義
者
は
、
自
分
の
労
苦
に
対
し
て
代
償
や
補
償
を
請
求
で
き
る
程
に
は
、

自
分
の
労
苦
を
高
く
見
積
も
っ
て
い
な
い
。
彼
が
働
い
た
の
は
自
分
の
理

念
、
自
分
の
義
務
の
為
な
の
で
あ
る
。
」
一
ω
も
㊤
）

　
こ
こ
で
自
由
と
は
、
民
族
な
い
し
国
家
と
い
う
個
人
を
越
え
た
共
同
的

な
存
在
に
身
を
捧
げ
る
こ
と
が
、
全
く
自
分
自
身
の
内
な
る
要
求
の
発
現

で
も
あ
る
状
態
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
超
個
人
的
な
も
の

と
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
状
況
の
政
治
的
側
面
と
し
て
、
一
種
の
民
主

制
が
、
即
ち
共
同
体
の
統
治
行
為
へ
の
平
等
な
参
加
の
保
証
と
い
う
政
治

的
状
況
が
対
応
さ
せ
ら
れ
る
。
自
ら
の
決
意
と
行
動
を
、
共
同
体
↑
国
家
一
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の
そ
れ
と
し
て
表
現
す
る
道
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
個
人
を
越
え
た
も

の
へ
の
献
身
が
同
時
に
各
個
人
の
自
己
実
現
と
成
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
「
彼
等
は
自
由
人
と
し
て
、
自
分
達
自
身
が
定
め
た
法
律
に
従
い
、
自

分
達
の
指
導
者
と
し
て
自
ら
自
身
で
立
て
た
人
物
に
服
従
し
、
自
分
達
白

身
が
決
め
た
戦
争
に
従
軍
し
、
自
分
達
の
事
柄
に
自
ら
の
財
産
・
情
熱
を

傾
け
、
幾
多
の
生
命
を
捧
げ
た
。
彼
等
は
、
教
え
も
学
び
も
し
な
か
っ
た

が
、
あ
く
ま
で
自
分
達
自
身
の
も
の
と
呼
べ
る
よ
う
な
最
高
の
道
徳
原
理

を
行
動
を
通
じ
て
実
践
し
て
い
た
。
公
け
の
生
活
で
あ
れ
私
的
な
家
庭
の

生
活
で
あ
れ
、
誰
も
が
自
由
人
で
あ
っ
た
。
誰
も
が
自
分
な
り
の
法
則
に

し
た
が
っ
て
生
活
し
て
い
た
。
自
分
の
祖
国
、
自
分
の
国
家
の
理
念
が
、

そ
の
為
に
こ
そ
自
分
が
働
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
一
中

略
一
こ
の
世
界
に
お
け
る
自
ら
の
最
終
目
的
で
あ
っ
た
。
」

　
「
誰
も
が
こ
の
最
終
目
的
を
あ
ら
わ
し
守
っ
て
ゆ
く
の
に
自
分
な
り
に

協
力
し
て
い
た
。
自
分
の
国
家
と
い
う
こ
の
理
念
を
前
に
し
て
は
自
分
の

個
人
性
は
姿
を
消
し
た
。
」
一
〇
っ
、
O
㎝
）

　
こ
う
し
た
社
会
状
況
は
具
体
的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
ー
勿
論
、

へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
た
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
が
1
の
賛
美
と

し
て
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
民
族
宗
教
は
こ
の
よ
う
な
人
問
関
係
の
核
と
な
る
心
情
を
育
て
、
強
め
、

媒
介
す
る
。
従
っ
て
、
宗
教
自
身
も
ま
た
民
族
の
精
神
か
ら
生
じ
、
そ
れ

に
違
和
感
無
く
溶
け
込
ん
で
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
民
族
の

実
生
活
と
対
立
す
る
こ
と
な
く
、
慣
習
と
し
て
常
に
生
活
感
情
に
身
近

に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
人
の
宗

教
は
、
「
実
生
活
に
は
到
底
持
ち
込
め
ぬ
信
念
」
な
ど
の
上
に
立
て
ら
れ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
生
活
の
現
実
と
意
識
と
は
対
立
せ
ず
、

神
が
道
徳
的
法
則
に
従
っ
て
人
問
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
宗
教
上
・
道

徳
上
の
信
念
は
、
自
然
の
必
然
性
に
対
す
る
尊
重
と
一
体
だ
っ
た
。
つ
ま

り
彼
等
は
何
事
に
も
疑
問
を
抱
く
こ
と
は
無
く
、
信
仰
も
含
め
て
生
活
の

全
て
は
あ
る
が
ま
ま
に
う
け
い
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
逆
に

言
え
ば
、
所
与
の
出
来
事
は
自
分
で
は
変
え
よ
う
も
無
い
も
の
と
意
識
さ

れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
（
o
っ
一
鵠
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
へ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
道
徳
と
宗
教

と
政
治
（
民
族
の
統
合
）
が
、
儀
礼
主
体
と
し
て
の
「
国
家
」
を
軸
に
融
合

し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
家
と
民
族
、
政
治
的
統
合
と
道
徳
的
結
合

と
が
、
民
族
宗
教
の
名
の
下
に
慣
習
と
し
て
未
分
化
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ

う
し
た
状
態
を
も
っ
て
、
「
自
由
な
」
共
和
国
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

2

　
と
こ
ろ
が
、
前
章
で
見
た
よ
う
な
、
公
的
な
営
み
と
し
て
の
宗
教
儀
礼

を
通
じ
た
共
同
体
へ
の
献
身
と
し
て
の
「
自
由
」
は
、
同
じ
論
稿
で
の

へ
ー
ゲ
ル
の
描
写
の
な
か
で
も
早
晩
失
わ
れ
て
ゆ
く
。
先
回
り
し
て
一
言
う

な
ら
ば
、
自
由
の
喪
失
が
民
族
宗
教
の
「
実
定
化
」
と
し
て
描
写
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
実
定
化
と
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
本
来
人
間
に
内
在
す
べ
き

道
徳
法
則
が
社
会
の
成
員
の
個
々
の
主
観
の
外
に
他
律
的
な
も
の
と
し
て

措
定
さ
れ
、
人
々
は
自
ら
の
主
観
か
ら
生
じ
た
訳
で
も
な
い
教
義
を
唯
受

動
的
に
受
け
容
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
状
態
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
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れ
ば
、
民
族
全
員
が
共
通
の
感
情
を
抱
き
、
道
徳
的
な
も
の
が
各
自
の
行

為
の
内
に
無
自
覚
に
体
現
さ
れ
て
い
る
状
態
が
失
わ
れ
、
宗
教
は
特
定

の
身
分
の
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
儀
礼
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
民
衆
が
共
同
す
る
と
し
て
も
自
発
的
な
共
感
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
恐

怖
や
伝
承
に
対
す
る
権
威
主
義
的
態
度
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

　
「
実
定
的
信
仰
と
は
、
我
々
の
信
仰
を
そ
れ
に
従
わ
せ
る
事
を
拒
め
ぬ

よ
う
な
、
あ
る
権
威
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
が
故
に
真
理
性
を
持
つ
と
さ

れ
る
、
宗
教
的
教
義
の
体
系
で
あ
る
。
」
一
P
H
8
）

　
「
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
」
並
び
に
「
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
」
の

叙
述
は
、
大
半
が
こ
の
実
定
性
に
関
し
て
当
て
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も

よ
い
。
前
掲
の
ギ
リ
シ
ャ
的
自
由
の
賛
美
は
、
こ
の
よ
う
に
実
定
化
し
た

宗
教
の
現
実
に
対
す
る
批
判
原
理
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
実
定
性
な
る
も
の
の
内
容
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
の
構
図

を
知
る
こ
と
は
、
国
家
に
関
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
自
由
観
と
現
実
認
識
と
の

関
わ
り
あ
い
を
考
え
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
分
析
の
内

容
を
追
っ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
重
要
な
こ
と
は
こ
の
批
判
が
、
実
定
化
を
生
じ
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
歴

史
的
・
杜
会
的
条
件
の
分
析
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
宗
教
を
本
質
的
に
社
会
体
制
化
し
た
営
み
と
み
な
す
彼
の
立

場
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
既
に
み
た
よ
う
に
、
宗
教
な
い
し
信
仰
は
悟
性
に
よ
っ
て
納
得
で
き
る

原
則
に
根
ざ
し
っ
っ
も
、
あ
た
か
も
自
発
的
な
共
感
、
就
中
、
愛
の
感
情

を
通
じ
て
の
如
く
受
け
容
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実

際
に
あ
る
宗
教
が
民
族
の
間
で
倫
理
的
な
紐
帯
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

場
合
、
そ
の
宗
教
は
実
は
決
し
て
純
粋
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
有
り
得

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
宗
教
が
普
遍
的
な
真
理
を
含
ん
で
い
た
と
し

て
も
、
そ
の
真
理
を
愛
を
も
っ
て
抱
け
る
の
は
極
く
少
数
の
人
間
に
限
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大
部
分
の
人
間
は
単
に
伝
統
と
し
て
そ
れ
を
受

け
容
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
「
慣
習
と
し
て
の
宗
教
」
に
は
こ
う
い
う

裏
の
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
実
効
あ
る
宗
教
は
必
ず
伝
統
の
信
仰
に
基
づ
い
て
、
そ
の
伝
統
を
通

じ
て
我
々
に
伝
達
さ
れ
る
。
」
一
〇
〇
一
黒
）
こ
の
よ
う
な
伝
統
は
、
民
族
乃
．

至
共
同
体
の
成
員
問
に
生
活
環
境
・
能
力
上
の
不
平
等
が
存
在
し
な
い
う

ち
は
、
そ
れ
自
体
、
各
自
の
平
等
な
所
有
物
で
有
り
得
よ
う
。
し
か
し
、

身
分
差
が
生
じ
、
こ
の
伝
統
（
教
義
や
儀
式
）
の
受
託
者
即
ち
聖
職
者
が
特

定
の
身
分
と
し
て
自
立
化
す
る
な
ら
、
こ
の
伝
統
が
民
族
の
結
合
の
絆
で

あ
っ
た
以
上
、
そ
の
独
占
者
と
し
て
彼
等
は
共
同
体
の
運
営
そ
の
も
の
に

お
け
る
イ
ニ
シ
チ
ア
ブ
を
握
る
に
違
い
な
い
。

　
「
も
し
あ
る
民
族
に
於
い
て
、
そ
の
民
族
固
有
の
基
盤
の
上
に
出
来
事

が
生
じ
、
し
か
も
、
素
朴
な
風
習
の
お
か
げ
で
未
だ
身
分
上
の
不
平
等
が

大
き
く
な
ら
ず
に
済
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
物
語
は
両
親
か
ら
子
供
へ
と

語
り
告
が
れ
る
し
、
そ
の
物
語
は
誰
か
一
人
の
も
の
で
は
な
く
平
等
に
各

自
の
所
有
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
国
民
の
中
に
特
定
の
身
分
が

出
来
て
き
て
、
一
家
の
父
親
が
決
し
て
同
時
に
大
司
祭
で
は
な
く
な
っ
て

し
ま
う
や
い
な
や
、
一
つ
の
身
分
、
即
ち
物
語
の
受
託
者
た
る
身
分
が
い

ち
は
や
く
頭
角
を
あ
ら
わ
す
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
物
語
の
知
識
は
そ
の
身

分
の
者
か
ら
民
族
の
間
に
出
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
一
中
略
）
物
語
の
根

源
・
内
容
は
、
そ
の
最
初
の
形
で
は
最
早
万
人
の
所
有
物
で
は
有
り
得
ず
、
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他
方
、
そ
の
原
型
を
知
ろ
う
と
す
る
と
、
多
く
の
時
問
や
多
種
多
様
な
仕

掛
け
の
知
識
も
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
今
述
べ
た
身
分
は
、
じ
き
、

公
の
信
仰
の
支
配
者
に
の
し
あ
が
る
が
、
そ
の
支
配
権
た
る
や
極
め
て
広

範
囲
に
渡
る
権
力
に
迄
拡
大
さ
れ
得
る
か
、
そ
れ
程
で
な
く
と
も
、
少
な

く
と
も
民
族
宗
教
の
教
え
を
左
右
出
来
る
権
限
は
常
に
手
に
し
て
い
る
。
L

（
ω
も
べ
一

　
民
族
的
統
一
と
宗
教
的
共
感
の
一
致
と
い
う
図
式
は
、
宗
教
儀
礼
の
主

体
で
あ
る
国
家
自
体
が
国
民
に
対
し
て
自
立
化
す
る
時
、
当
然
宗
教
を
も

国
民
に
と
っ
て
よ
そ
よ
そ
し
い
権
威
・
権
カ
ヘ
と
変
質
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
道
徳
的
な
秩
序
が
杜
会
の
成
員
の
主
観
の
外
に
措
定
さ
れ
、
所
与
の

も
の
と
し
て
彼
等
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
実
定
化
と
呼
ぶ
な
ら
、
ま

さ
に
こ
れ
は
実
定
化
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
「
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
」
で
は
、
未
だ
こ
の
現
象
を
指
摘
す
る
に

止
ま
っ
て
い
て
、
そ
う
し
た
階
級
分
化
の
要
因
を
説
く
迄
に
は
至
っ
て
い

な
い
。
だ
が
、
こ
れ
が
「
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
」
に
な
る
と
分
析
も
次

第
に
具
体
性
を
帯
び
、
イ
エ
ス
の
教
義
が
彼
の
弟
子
か
ら
民
族
へ
と
伝
播

す
る
に
つ
れ
実
定
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
追
う
中
で
、
そ
の
土
壌
と
し
て
の

杜
会
的
条
件
が
か
な
り
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
ま

ず
、
制
服
戦
争
に
よ
る
富
の
蓄
積
が
、
社
会
的
な
不
平
等
と
そ
れ
に
基
づ

く
政
治
的
平
等
の
喪
失
（
貴
族
制
及
び
君
主
制
の
成
立
）
を
も
た
ら
す
様
が

描
か
れ
る
。

　
「
戦
争
で
幸
運
に
恵
ま
れ
財
産
が
増
え
、
今
迄
よ
り
快
適
な
生
き
方
を

知
り
賛
沢
を
知
っ
た
為
、
ア
テ
ネ
や
ロ
ー
マ
で
は
戦
功
や
富
の
貴
族
に
よ

る
独
占
が
生
じ
て
来
て
、
貴
族
階
級
が
多
く
の
人
々
を
支
配
し
、
彼
等
に

影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
が
、
一
般
民
衆
は
こ
の
貴
族
階
級
の
功
績
に
幻

惑
さ
れ
て
、
国
家
に
お
け
る
彼
等
の
優
位
と
権
力
と
を
、
自
発
的
に
、
喜

ん
で
承
認
し
た
。
L
（
O
っ
も
冨
）
こ
の
叙
述
は
成
功
に
目
が
眩
む
と
い
う
主

観
的
な
要
因
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
、
充
分
に
社
会
的
要
因
の
分
析
と

呼
び
得
る
も
の
に
至
っ
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
あ
れ

誰
も
が
国
事
に
参
加
一
決
定
・
執
行
一
す
る
と
い
う
共
和
制
の
理
想
は
、
現

実
の
体
制
と
し
て
は
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
。
「
国
家
の
活
動
の
産
物
と

し
て
の
国
家
像
は
国
民
の
魂
か
ら
消
え
て
」
（
O
っ
b
O
①
）
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。　

で
は
公
権
力
か
ら
疎
外
さ
れ
た
民
衆
は
何
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
み

ん
な
」
が
「
み
ん
な
」
の
為
に
、
と
い
う
理
想
が
基
盤
を
失
っ
た
以
上
、

他
の
個
人
の
為
に
働
く
の
で
な
け
れ
ば
、
後
は
自
分
の
為
に
働
く
し
か
あ

る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
物
で
は
な
く
な
っ
た
国
家
が
自
分
に
対
し

て
保
証
し
て
く
れ
る
の
は
所
有
権
だ
け
で
あ
る
。
い
ま
や
財
産
こ
そ
が
、

国
家
と
の
関
わ
り
の
中
で
自
分
が
関
心
を
持
つ
全
て
と
な
っ
た
。
こ
こ
に

国
家
は
、
新
た
に
所
有
権
の
保
証
H
市
民
法
の
体
系
と
し
て
現
前
す
る
。

政
治
H
共
同
体
の
統
治
に
平
等
に
関
わ
る
と
い
う
自
由
1
に
代
わ
っ
て
、

私
事
に
拘
泥
す
る
「
自
由
」
が
与
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言
い
換
え

て
も
よ
か
ろ
う
。

　
「
国
家
機
構
の
管
理
は
極
く
少
数
の
市
民
に
し
か
委
ね
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
し
、
市
民
は
他
の
歯
車
と
噛
み
合
っ
て
初
め
て
価
値
を
有
す
る
歯

車
と
し
て
の
み
役
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
各
白
に
割
り
当
て
ら
れ

た
部
分
は
全
体
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
採
る
に
足
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
か

ら
、
個
人
に
は
こ
の
関
係
を
知
る
必
要
が
無
か
っ
た
。
一
中
略
一
最
早
、
一
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つ
の
全
体
一
つ
の
理
念
の
為
の
働
き
は
無
く
な
っ
て
い
た
。
誰
も
が
自
分

の
為
に
働
い
て
い
た
か
、
他
の
個
人
の
為
に
働
く
べ
く
強
制
さ
れ
て
い
た

か
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
自
分
が
自
ら
定
め
た
法
則
に
従
う
自
由
、
平
時

に
は
自
ら
選
ん
だ
官
憲
に
、
戦
時
に
は
自
ら
選
ん
だ
司
令
官
に
服
従
す
る

自
由
、
自
分
が
協
力
し
決
定
し
た
計
画
を
遂
行
す
る
自
由
は
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。
即
ち
、
全
て
の
政
治
的
自
由
は
失
わ
れ
た
。
市
民
法
は
所
有
を
■

保
証
す
る
の
み
で
、
今
や
財
産
こ
そ
彼
の
世
界
の
全
て
で
あ
っ
た
。
L

（
o
つ
一
8
①
）

　
へ
－
ゲ
ル
が
「
宗
教
の
実
定
化
」
と
表
現
し
た
と
こ
ろ
の
自
由
の
喪
失

は
、
し
か
。
し
、
以
上
の
よ
う
な
狭
義
の
政
治
的
自
由
の
喪
失
に
還
元
さ
れ

る
も
の
で
な
い
。
権
威
・
権
力
集
団
の
自
立
化
と
国
家
の
市
民
法
体
系
と

し
て
の
側
面
が
前
面
に
出
て
来
る
と
い
う
状
況
は
、
共
同
性
と
し
て
の
道

徳
的
乃
至
倫
理
的
理
念
を
共
同
体
の
成
貝
か
ら
切
り
離
し
は
す
る
け
れ
ど

も
、
さ
ら
に
、
こ
の
理
念
が
抑
圧
的
な
も
の
と
し
て
個
々
人
の
心
に
作
用

す
る
に
は
、
他
方
、
宗
教
の
営
み
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
要
因
が
働
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
」
で
は
こ
の
要

因
が
、
イ
エ
ス
の
教
義
と
教
団
の
性
格
の
内
に
求
め
ら
れ
る
。

　
へ
－
ゲ
ル
の
み
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
の
教
え
は
そ
の
出
発
点

に
お
い
て
、
い
ま
や
一
種
の
実
定
性
と
化
し
た
「
慣
習
と
し
て
の
宗
教
（
道

徳
）
」
か
ら
の
脱
却
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
自
身
の
自
由
な
徳

を
あ
く
ま
で
主
張
」
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
律
法
の
文
字
」
に
対
す
る

尊
守
に
代
え
て
「
人
倫
法
」
に
対
す
る
尊
守
に
価
値
を
与
え
た
の
で
あ

る
。
一
ω
一
H
o
p
H
o
o
。
）
こ
の
限
り
で
、
イ
エ
ス
は
白
ら
の
外
な
る
権
威
「
か

ら
」
の
道
徳
的
自
律
を
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
な

徳
は
あ
く
ま
で
自
分
達
個
々
の
教
養
を
の
み
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
民
族
や
国
家
全
体
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
関
心

は
、
単
な
る
慣
習
と
し
て
の
権
威
・
律
法
が
遣
徳
主
体
に
と
っ
て
非
本
質

的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
切
り
捨
て
ら
れ
る
の
に
応
じ
て
、
同
様
に
放
棄
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
或
い
は
国
家
の
司
る
宗
教
が
、
民
族
の

共
同
の
感
情
の
組
織
さ
れ
る
場
と
い
う
性
格
を
失
っ
た
状
況
に
対
応
す
る

帰
結
で
あ
っ
た
。
こ
の
共
同
性
・
全
体
性
無
き
道
徳
観
は
、
イ
エ
ス
の
教

え
が
と
も
か
く
も
宗
教
と
し
て
伝
播
し
て
行
く
過
程
で
、
よ
り
一
層
の
実
、

定
的
性
格
を
生
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
え
ど

も
、
そ
れ
が
公
的
な
宗
教
と
し
て
定
着
し
後
世
に
伝
わ
っ
て
ゆ
く
為
に
は

伝
統
へ
の
信
頼
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
既
に
感
情
に

於
い
て
も
生
活
に
於
い
て
も
民
族
乃
至
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
共
同
性
が
失

わ
れ
て
い
る
世
界
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
信
頼
も
個
人
的
・
非
杜
会
的
な
性

格
を
帯
び
ざ
る
得
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
非
社
会
的
性
格
と
は
、
信
頼
関

係
の
成
立
し
て
い
る
集
団
の
性
格
の
み
な
ら
ず
、
信
頼
の
対
象
に
ま
で
及

ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
の
弟
子
達
の
関
心
は
イ
エ
ス
そ
の

ひ
と
と
彼
の
言
動
に
の
み
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
彼
等
一
イ
エ
ス
の
弟
子
達
）
が
イ
エ
ス
の
教
え
に
つ
い
て
抱
く
信
念
の

基
礎
を
な
し
て
い
た
の
は
、
特
に
、
イ
エ
ス
の
友
人
で
あ
る
事
と
イ
エ
ス

ヘ
の
依
存
で
あ
っ
た
。
一
中
略
）
彼
等
が
名
誉
に
思
っ
て
い
た
こ
と
は
、
こ

の
教
え
を
忠
実
に
理
解
し
保
存
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
「
彼
等
は
、
共
和

主
義
者
が
自
分
の
母
国
に
対
し
て
抱
く
様
な
国
家
に
対
す
る
関
心
を
持
た

ず
、
彼
等
の
全
関
心
は
イ
エ
ス
の
人
格
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
」

（
ω
レ
H
甲
嵩
O
）
．
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イ
エ
ス
の
後
継
者
達
が
そ
の
信
仰
に
対
し
て
と
っ
た
こ
の
よ
う
な
態
度

は
、
色
濃
く
実
定
的
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
彼
等
自
身
の
自

律
的
判
断
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
道
徳
的
自
律
性
の
放

棄
も
、
そ
れ
が
了
解
し
合
っ
た
少
数
の
集
団
（
所
謂
「
セ
ク
ト
」
）
の
間
で

の
み
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ば
「
彼
等
の
勝
手
」
で
あ
っ
て
、

他
の
者
に
は
関
係
無
か
ろ
う
。
し
か
し
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
種
の
思
考

が
そ
れ
自
身
の
内
に
、
排
他
性
の
拡
大
傾
向
と
杢
言
う
べ
き
一
種
の
独
善

性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
鋭
く
洞
察
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
納
得
づ
く
で

な
い
信
念
は
内
心
充
分
な
自
信
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
は
無
く
、
自

信
の
無
い
者
に
限
っ
て
お
伸
問
を
欲
し
が
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
際
、
白
律
的
な
判
断
を
忘
れ
た
者
に
は
、
他
人
に
も
そ
の
人
自
身
の

判
断
が
有
る
事
な
ど
想
い
も
よ
ら
な
い
。

　
「
個
人
が
自
分
の
実
定
的
な
信
仰
を
堅
く
信
じ
れ
ば
信
じ
る
程
、
彼
は

こ
の
実
定
的
な
信
仰
を
ま
す
ま
す
多
く
の
人
々
に
確
信
さ
せ
る
事
が
出
来

る
し
、
ま
た
、
こ
の
人
々
が
確
信
し
て
い
る
と
考
え
る
。
（
中
略
）
い
か
な

る
実
定
的
信
仰
上
の
見
解
の
場
合
で
も
、
そ
の
信
者
は
、
こ
の
意
見
に
疑

惑
が
入
り
こ
む
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
自
分
自
身
の
感
情
や
、
他
人
に
於
い

て
こ
の
疑
惑
が
実
定
的
信
仰
を
放
棄
さ
せ
る
根
拠
に
な
る
迄
強
ま
っ
て
し

ま
う
と
い
う
経
験
を
遠
ざ
け
る
為
に
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
人
が
白
分
の

信
仰
の
旗
の
下
に
集
ま
る
よ
う
に
求
め
た
。
」
一
〇
〇
一
H
竃
）

　
こ
う
し
て
共
同
性
の
失
わ
れ
た
社
会
状
況
に
対
応
し
て
生
じ
て
来
る
宗

教
は
、
そ
の
本
性
上
、
自
ら
の
教
団
内
部
の
実
定
性
を
社
会
全
体
に
拡
張

し
て
行
く
。
と
こ
ろ
で
、
共
和
制
の
理
想
が
未
だ
生
き
て
い
た
時
代
の
民

族
宗
教
に
於
い
て
も
、
国
民
の
大
部
分
は
伝
統
に
対
す
る
信
頼
に
よ
っ
て

繋
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
「
子
供
じ
み
た
精
神
」

一
〇
っ
㌧
ω
ω
）
は
、
国
家
が
民
族
宗
教
の
儀
礼
主
体
と
な
る
と
い
う
体
制
を
、

共
和
制
の
崩
壊
の
後
も
下
か
ら
支
え
続
け
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
社
会
化

し
た
実
定
的
宗
教
一
キ
リ
ス
ト
教
会
）
が
、
形
骸
化
し
た
公
的
宗
教
の
内
容

と
成
っ
て
行
く
事
態
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
民
族
宗
教
が
実
定
化
す
る
条
件
は
整
っ
た
。
へ
ー
ゲ
ル
は
実
定

化
が
進
ん
だ
状
況
を
具
体
的
に
、
政
教
一
致
の
タ
テ
マ
エ
の
下
、
成
貝
と

し
て
加
わ
る
場
合
の
個
人
の
自
律
性
の
程
度
、
と
い
う
点
で
い
ま
や
全
く

異
な
る
も
の
と
な
っ
た
市
民
法
国
家
と
教
会
と
が
混
同
さ
れ
、
両
者
が
相

互
に
越
権
行
為
を
為
す
様
と
し
て
描
き
出
す
。

　
市
民
法
体
系
と
し
て
の
国
家
が
義
務
と
す
る
の
は
所
有
を
要
と
し
た
市

民
の
権
利
の
保
護
の
み
で
あ
り
、
こ
の
場
合
国
家
は
信
仰
に
関
し
て
義
務

を
課
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
へ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
る
。
と
い
う
の
も
、
市
民

法
は
「
契
約
」
を
本
質
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
、
そ
こ
で
は
個
人

が
国
家
を
自
由
に
選
択
す
る
権
利
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
他
方
、
宗
教
は
個
人
の
心
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
宗
教

が
実
定
的
で
あ
っ
た
場
合
、
自
由
な
判
断
の
源
泉
で
あ
る
理
性
と
悟
性
は

抑
圧
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
イ
ェ
ス
の
教
団
及
び
そ
こ
か
ら

発
展
し
た
キ
リ
ス
ト
教
会
は
そ
の
よ
う
な
集
団
で
あ
っ
た
。
国
家
と
教
会

と
の
癒
着
は
、
こ
の
宗
教
の
持
つ
実
定
的
な
関
係
を
公
的
な
宗
教
と
し
て

国
民
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
自
分
の
国
の
法
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
法
の
下
で
生
活
す
る

と
い
う
自
発
的
で
自
由
な
決
意
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
決
意
の
際
に
習

慣
や
恐
怖
が
な
お
非
常
に
大
き
な
部
分
を
占
め
て
■
い
る
と
し
て
も
そ
れ
は
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自
由
な
選
択
の
可
能
性
を
廃
棄
す
る
訳
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
も
し
教
会
が
教
育
を
通
じ
て
宗
教
上
の
省
察
の
際
の
理
性
と

悟
性
を
抑
圧
し
、
或
い
は
少
な
く
と
も
想
像
力
を
恐
怖
で
満
た
し
て
し

ま
っ
た
な
ら
、
理
性
と
悟
性
は
、
自
ら
の
自
由
を
自
覚
し
た
り
、
あ
え
て

宗
教
上
の
事
柄
に
も
自
由
を
持
ち
込
ん
だ
り
す
る
事
が
出
来
ず
、
結
果
と

し
て
、
教
会
は
、
そ
の
教
会
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
自
由
な
選
択
と
決
意

の
可
能
性
を
、
全
く
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
L
一
ω
一
H
塞
）
更
に
こ

の
癒
着
は
、
逆
に
国
家
の
側
か
ら
の
宗
教
に
対
す
る
浸
食
を
も
招
く
。
即

ち
、
実
定
宗
教
に
於
い
て
、
信
仰
の
み
が
基
準
で
あ
っ
た
筈
の
「
真
理
」

の
決
定
に
、
代
表
制
多
数
決
と
い
う
国
家
の
制
度
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
勿
論
こ
の
「
代
表
」
と
は
特
定
の
身
分
と
し
て
大
多
数
の
市
民
か
ら

自
立
し
た
聖
職
者
で
あ
っ
て
、
共
同
体
全
体
を
平
等
に
代
表
す
る
も
の
で

な
い
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
権
力
・
権
威
の
自
立
化
が
信
仰
の
領
域
に

持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
真
理
」
そ
の
も
の
の
実
定
化
が
促
進

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
o
〇
一
H
曽
）

　
「
白
分
自
身
の
法
を
定
め
、
こ
の
法
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
自
分
だ

け
に
責
任
を
負
う
」
と
い
う
権
利
、
即
ち
「
理
性
の
権
利
」
一
㍗
畠
⑩
）
が

外
的
な
法
典
に
対
す
る
服
従
1
そ
れ
も
権
力
を
伴
っ
た
－
と
い
う
仕
方

で
放
棄
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
外
的
法
典
の
「
真
理
」
自
体
、
特
定
の
身
分

内
に
お
け
る
多
数
決
で
も
っ
て
定
め
ら
れ
た
お
よ
そ
よ
そ
よ
そ
し
い
代
物

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
旦
こ
う
し
た
事
態
に
経
ち
至
る
と
国
家
の
側

に
は
最
早
こ
れ
を
防
止
す
る
権
能
は
無
い
。
な
ぜ
な
ら
、
権
利
の
放
棄
が

既
に
自
発
的
で
あ
っ
た
以
上
、
こ
れ
を
防
ご
う
と
す
れ
ば
そ
れ
自
体
権
力

的
強
制
に
他
な
ら
ず
、
自
発
的
た
れ
と
強
制
す
る
な
ど
矛
盾
以
外
の
な
に

も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
的
自
由
は
完
全
に

崩
壊
す
る
。
こ
こ
で
は
感
情
さ
え
も
が
実
定
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
感
情
の
外
面
的
な
表
れ
は
、
ひ
と
が
実
際
に
感
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の

に
で
は
な
く
、
感
ず
る
筈
の
も
の
に
向
け
ら
れ
る
。
（
中
略
）
我
々
の
公
的

宗
教
も
、
四
旬
節
の
喪
や
断
食
、
復
活
祭
の
飾
り
付
け
や
祝
宴
に
お
い
て

も
、
多
く
の
習
俗
と
同
様
、
一
般
に
規
則
と
し
て
有
効
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
の
感
情
の
規
則
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
い
ま
や
我
々
の

し
き
た
り
の
中
に
は
多
く
の
空
虚
な
も
の
や
精
神
無
き
も
の
が
あ
る
の
で
、

あ
る
。
」
（
O
つ
一
H
O
O
ω
）

3

　
以
上
の
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
実
定
宗
教
批
判
の
作
業
は
、
専
ら
、
彼

が
言
う
と
こ
ろ
の
共
同
体
内
部
の
自
由
な
関
係
（
所
謂
ギ
リ
シ
ャ
的
白
由
一

が
如
何
に
し
て
崩
壊
し
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
と

し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
の
問
題
が
こ
う
し
た
仕
方
で
扱
わ
れ
る
の

は
、
結
局
そ
れ
が
人
問
の
杜
会
的
結
合
の
在
り
方
と
し
て
把
握
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
宗
教
が
具
体
的
な
杜
会
関
係
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
歴
史
の

な
か
で
内
外
の
要
因
に
よ
っ
て
変
化
を
被
る
可
能
性
を
免
れ
な
い
。
彼
が

賛
美
す
る
「
共
和
主
義
者
の
自
由
」
も
そ
の
自
由
を
本
質
と
す
る
国
家
像

も
、
公
的
な
営
み
と
し
て
の
宗
教
を
媒
体
と
す
る
限
り
、
そ
う
し
た
宗
教

が
抑
圧
的
な
も
の
と
な
ら
ず
に
済
む
杜
会
関
係
が
失
わ
れ
れ
ば
、
当
然
崩

壊
せ
ざ
る
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
実
際
に
失
わ
れ
た
条
件
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
；
冒
で
言
え
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ば
、
そ
れ
は
社
会
的
平
等
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が
失
わ
れ
た
時
、

慣
習
に
基
づ
い
た
統
治
は
成
員
全
員
の
共
同
か
ら
特
定
の
身
分
の
他
の
成

員
に
対
す
る
支
配
に
変
質
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

　
民
族
宗
教
が
そ
の
本
来
的
な
姿
で
存
在
し
て
い
た
時
、
確
か
に
人
々
は

自
ら
の
心
情
の
欲
す
る
ま
ま
に
活
動
し
て
い
た
。
欲
す
る
ま
ま
に
法
律
を

制
定
し
、
指
導
者
を
選
び
、
戦
い
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
即
、
共
同
体
の
行

為
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
ら
欲
す
る
ま
ま
に
と
は
、
自
分
自
身
の
判
断

を
も
っ
て
と
い
う
こ
と
と
決
し
て
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

共
同
体
へ
の
献
身
に
白
律
的
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
自
ら
の
欲
求

が
共
同
体
の
要
求
と
背
反
す
る
可
能
性
の
あ
る
限
り
に
お
い
て
だ
か
ら
で

あ
る
。
；
早
で
み
た
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
が
理
想
化
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
の

宗
教
は
、
生
活
感
覚
に
溶
け
込
ん
で
い
る
一
方
で
、
運
命
に
対
し
て
は
盲

目
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
彼
等
に
と
っ
て
、
起
こ
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
本
来
変
え
よ
う
の
な
い
、
否
、
変
え
る
こ
と
な
ど
思
い
も

よ
ら
な
い
事
柄
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
た
と
え
不
幸
な
こ
と
で
あ
っ
て
も

彼
等
は
そ
れ
を
思
い
患
う
こ
と
は
無
か
っ
た
し
、
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
彼
等
が
「
欲
す
る
ま
ま
に
」
献
身
で
き
た
と
い
う
の
は
、
結
局
、
こ

の
よ
う
な
精
神
状
況
の
下
、
上
記
の
可
能
性
の
生
ず
る
余
地
が
無
か
っ
た

と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
道
徳
的
。
自
律
と

い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
段
階
の
精
神
は
ま
さ
に
「
子
供
じ
み
た
」

（
o
。
。
蟹
）
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
伝
統
に
対
す
る
信
頼
に
の
み
支
え
ら

れ
た
所
謂
「
ま
つ
り
ご
と
」
、
と
し
て
の
宗
教
が
、
共
同
体
の
成
員
全
員
の

共
有
物
か
ら
特
定
の
身
分
の
私
物
に
変
わ
っ
て
も
、
そ
の
変
質
を
見
抜
く

こ
と
は
彼
等
に
は
無
理
な
注
文
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
相
変
ら
ず
同

じ
よ
う
な
生
活
態
度
を
続
け
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
ま

で
民
族
宗
教
を
支
え
て
き
た
伝
統
に
対
す
る
信
頼
は
、
宗
教
を
司
る
身
分

に
対
す
る
盲
目
的
な
服
従
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル

の
描
い
た
イ
エ
ス
は
慣
習
化
し
た
律
法
か
ら
の
道
徳
判
断
の
自
由
を
説
い

た
点
で
、
確
か
に
こ
の
状
態
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、

社
会
生
活
が
慣
習
に
於
い
て
営
ま
れ
る
こ
と
が
大
前
提
ど
な
っ
て
い
た
杜

会
に
あ
っ
て
は
、
結
局
そ
の
努
力
も
杜
会
的
な
も
の
一
切
か
ら
の
総
退
却

と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
え
な
か
っ
た
し
、
彼
の
弟
子
達
に
至
っ
て
は
教
え

に
従
う
こ
と
自
体
、
理
屈
抜
き
の
慣
習
と
化
し
て
し
ま
っ
た
訳
で
あ
る
。

自
分
に
従
う
と
い
う
点
で
は
人
々
は
変
わ
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

不
平
等
が
増
大
し
、
共
和
制
が
崩
壊
し
た
下
で
は
、
そ
れ
は
一
方
で
は
、

信
仰
で
あ
れ
経
済
活
動
で
あ
れ
、
共
同
的
な
性
格
を
失
っ
て
い
ま
や
単
な

る
私
事
と
化
し
た
生
活
習
慣
に
拘
泥
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
自

分
達
か
ら
か
け
離
れ
た
権
威
・
権
力
に
黙
々
と
従
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
宗

教
の
実
定
化
と
は
、
実
は
こ
の
所
与
の
伝
統
一
宗
教
も
そ
こ
に
入
る
）
と
自

分
の
意
図
と
の
問
に
境
界
が
無
い
と
い
う
共
和
制
時
の
生
活
態
度
が
改
ま

る
こ
と
な
く
、
階
級
分
化
を
迎
え
た
と
こ
ろ
に
必
然
的
に
付
随
し
た
現
象

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
後
十
年
を
待
た
ず
し
て
、
民
族
の
習
俗
上

の
統
一
を
本
質
と
し
た
国
家
像
を
、
過
去
の
遺
物
と
し
て
放
棄
す
る
に
至

る
。
即
ち
、
個
人
の
思
い
の
ま
ま
の
活
動
が
同
時
に
習
俗
・
宗
教
上
の
一

致
に
解
消
さ
れ
て
い
る
状
態
は
、
民
族
の
未
国
家
段
階
と
位
置
付
け
ら
れ

る
に
至
り
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
内
面
的
な
紐
帯
に
代
わ
っ
て
外
的
紐
帯
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

即
ち
権
力
機
構
と
し
て
の
国
家
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
の
際
共
同
性
へ
の
献
身
に
自
由
と
道
徳
性
を
見
、
そ
う
し
た

共
同
性
と
し
て
国
家
を
措
定
す
る
、
と
い
う
立
場
は
相
変
ら
ず
一
貫
し
て

　
＾
4
）

い
る
。
た
だ
、
習
俗
・
宗
教
上
の
諸
契
機
が
こ
の
共
同
性
の
成
立
に
と
っ

て
非
本
質
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
阻
害
要
因
に
す
ら
成
り
得
る
も
の

と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
家
は
自
ら
の
独
立
と
統
一

を
守
る
為
に
、
如
何
な
る
環
境
に
も
臨
機
応
変
に
対
応
し
て
ゆ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
習
俗
は
、
成
程
国
家
の
成
員
の
行
動
を

規
定
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ

て
い
る
か
は
、
偶
然
的
で
あ
り
、
そ
の
存
続
は
無
反
省
的
で
あ
り
惰
性
的

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
本
稿
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
は
青
年
期
の
実
定
性
批
判
に
お

い
て
、
既
に
、
慣
習
な
い
し
習
俗
の
内
で
成
立
す
る
、
個
と
全
体
、
特
殊

と
普
遍
と
の
い
わ
ば
即
自
的
統
一
の
脆
弱
さ
を
洞
察
し
て
い
た
。
こ
こ
に
、

上
述
し
た
彼
の
後
の
転
回
の
萌
芽
の
一
つ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
本
稿
が
と
り
あ
げ
た
論
稿
の
段
階
で
は
、
未
だ
一
」
■
の
共
同

体
的
国
家
像
は
、
失
わ
れ
た
過
去
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
現
代
の
批
判
原

理
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
失
わ
れ
た
過

去
が
単
に
批
判
原
理
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
克
服
の
原
理
に
ま
で
高
ま
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
喪
失
の
歴
史
が
可
逆
的
な
性
格
を
有
す
る
と

き
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
後
年
の
彼
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
歴

史
の
不
可
逆
性
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
民

族
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
の
無
い
、
即
自
的
な
統
一
と
し
て
の
「
国
家
」
が

き
っ
ぱ
り
と
放
棄
さ
れ
る
に
は
未
だ
暫
く
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
即

ち
、
続
く
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
苦
闘
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
今
後
我
々
は
、
こ
の
時
期
の
へ
ー
ゲ
ル
が
如
何
に
し
て
こ

の
「
失
わ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
自
ら
の
思
索
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
っ

た
か
を
、
追
跡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
彼
自
身
の

研
究
に
お
い
て
も
、
最
早
、
宗
教
研
究
の
域
に
止
ま
ら
な
い
、
直
接
に
社

会
的
現
実
と
対
時
す
る
研
究
の
領
域
が
開
け
て
来
る
の
で
あ
る
。

注

一
ユ
一
ρ
巨
臣
員
忌
二
冒
①
・
⑦
葭
嚢
ポ
N
巨
・
＝
㊤
お

一
2
）
患
σ
・
①
尿
茅
き
⑰
・
ぎ
思
旨
①
・
竃
α
邑
葦
昌
’
ぽ
『
第
く
．
籟
’
岩
。
巨
．

　
　
↓
饒
巨
目
①
q
實
岩
ミ

　
　
但
し
、
現
在
で
は
前
掲
の
テ
キ
ス
ト
に
収
録
の
論
稿
は
、
大
部
分
、

　
9
ミ
‘
『
患
o
q
色
ミ
①
鼻
色
軍
目
－
①
ω
o
享
鼻
竃
（
ω
亭
『
冨
昌
貝
＜
①
二
錆

　
　
～
曽
匡
ユ
竃
呂
①
ぎ
H
彗
H
一
に
、
新
た
な
文
献
学
上
の
成
果
を
伴
っ

　
　
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
本
稿
も
テ
キ
ス
ト
は
直
接
後
者
に
依

　
　
拠
し
た
。
以
下
、
本
文
並
び
に
注
に
示
さ
れ
た
頁
数
は
全
て
こ
の
テ

　
　
キ
ス
ト
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
直
接
対
象
と
な
っ
た
論
稿
は
～
鍔
目
竃
；
σ
害
く
o
寿
ω
邑
一
－

　
σ
q
一
g
昌
α
o
亭
昇
竃
冒
昌
及
び
冒
①
雰
ω
巨
＜
爵
け
箒
『
g
『
一
ω
；
9
竃

　
雰
一
雪
昌
で
あ
る
が
、
前
者
は
ω
』
－
し
っ
L
O
ω
後
者
は
O
っ
L
冒
ム
。

　
　
曽
べ
に
該
当
す
る
。

（
3
）
こ
う
し
た
主
張
が
明
確
と
な
る
の
は
「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」

　
　
（
H
o
．
8
山
o
σ
冨
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
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「
そ
こ
で
は
未
だ
国
家
が
無
く
、
個
別
者
が
、
性
格
並
び
に
習
俗
と

　
宗
教
を
通
じ
て
全
体
に
所
属
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
自
ら
の
仕

　
事
へ
の
い
そ
し
み
と
行
為
に
於
い
て
は
全
体
に
よ
っ
て
制
さ
れ
ず
、

　
怖
れ
も
無
く
、
自
己
を
疑
わ
ず
、
自
ら
の
思
い
の
ま
ま
に
自
ら
を
定

　
　
め
た
。
　
法
律
で
は
な
く
習
俗
が
人
々
を
一
つ
の
民
族
へ
と
結
合
し
、

　
　
民
族
を
国
家
と
し
て
あ
ら
わ
す
の
は
同
一
の
利
害
で
あ
っ
て
普
遍
的

　
な
命
令
で
は
な
い
と
い
う
、
こ
う
し
た
状
態
が
ド
イ
ツ
的
自
由
と
呼

　
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
」
（
P
P
○
．
O
っ
奈
ω
）

　
　
こ
の
「
ド
イ
ツ
的
自
由
」
の
内
容
が
、
一
章
に
み
た
「
ギ
リ
シ
ャ
的

　
自
由
」
の
描
写
に
明
ら
か
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
と
れ
よ

　
う
。
他
方
、
国
家
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
一
つ
の
人
間
集
団
が
、
そ
の
所
有
全
体
を
共
同
し
て
防
衛
す
る
べ

　
く
結
合
さ
れ
て
い
る
時
に
の
み
、
そ
の
集
団
は
国
家
と
呼
ば
れ
得

　
　
る
。
」
（
凹
』
．
○
．
o
っ
・
ミ
N
）
「
国
家
と
は
様
々
な
権
力
、
つ
ま
り
、
外

　
国
と
の
諸
関
係
、
戦
力
、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
関
係
す
る
財
政
等
々
を

　
　
そ
の
内
に
統
合
し
て
い
る
処
と
こ
ろ
の
、
一
人
の
君
主
と
身
分
制
議

　
会
と
い
う
普
遍
的
中
心
点
、
そ
れ
も
、
監
督
の
為
に
、
自
ら
の
決
定

　
を
貫
徹
し
、
個
々
の
部
分
を
自
ら
へ
依
存
さ
せ
て
お
く
と
い
う
、
必

　
然
的
な
権
力
を
有
し
て
い
る
よ
う
な
中
心
点
を
要
請
す
る
の
で
あ

　
　
る
。
」
（
P
P
○
．
O
つ
．
杜
8
）

（
4
）
同
じ
く
「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」
に
お
い
て
、
前
掲
の
「
ド
イ
ツ
的
自

　
由
」
を
敷
延
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
ド
イ
ツ
的
性
格
の
頑
強
さ
は
、
自
ら
を
克
服
し
て
、
個
々
の
部
分

　
を
し
て
そ
の
特
殊
性
を
社
会
の
為
に
犠
牲
に
供
し
、
こ
ぞ
っ
て
普
遍

者
に
ま
で
糾
合
し
、
も
っ
て
白
由
を
至
高
の
国
家
権
力
の
下
へ
の
共

同
の
自
由
な
恭
順
の
内
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
L
一
P
P

○
．
o
つ
．
島
㎝
）

そ
し
て
、
特
に
宗
教
上
の
統
一
を
、
国
家
の
統
一
の
契
機
と
し
て
は

過
去
の
も
の
と
断
ず
る
。

「
人
問
は
宗
教
に
お
い
て
、
堅
固
な
中
心
点
に
関
わ
っ
て
他
者
を
認

識
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
関
係
が
不
等
で
あ
り
変
化
す
る
と
い
う

事
情
を
も
越
え
て
、
相
互
に
信
頼
し
確
信
す
る
事
が
出
来
る
。
こ
こ

に
最
小
限
の
同
一
性
が
有
っ
た
の
だ
が
、
近
代
国
家
に
あ
っ
て
は
そ

れ
は
不
要
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
（
～
』
．
○
、
ω
。

ミ
N
）

（
い
し
ど
や
・
ま
こ
と
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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