
〈
ラ
イ
ト
〉

の
思
想
と
自
由
の
問
題

笹
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昆室
主主

1 

消
極
的
自
由
の
特
質

〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
は
、
平
等
主
義
を
基
本
と
し
、
「
平
等
な
自
由
」
の
実
現
を
め
ざ
す
思
想
で
あ
る
。
思
想
の
自
由
、
信
教
の
自
由
、
表
現
の
自
由
、

居
住
、
移
転
、

職
業
選
択
の
自
由
、
学
問
の
自
由
、

さ
ま
ざ
ま
な
自
由
が
あ
る
が
、
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
は
、
こ
れ
ら
の
自
由
を
万
人
が
平
等
に
持
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
る
。

/
lジ
ッ
ク
の
「
自
由
至
上
主
義
」
(
ピ
吉
江
R
U
D
2
5
)
も、

そ
う
し
た
「
平
等
な
自
由
L

へ
の
要
求
に
定
位
し
た
も
の
で
あ
る

ょ
う
。
彼
は
ロ
!
ル

ル
ズ
の
格
差
原
理
は
、
「
社
会
的
お
よ
び
経
済
的
不
平
等
は
、

そ
れ
は
、
乙
の
格
差
原
理
が
個
人
の
(
ル
ー
ル
に
従
っ
た
)
自
由
な
活
動
に
対
す
る
干
渉
を
意
味
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
口
ロ
!

そ
れ
ら
が
最
も
不
利
な
立
場
に
あ
る
人
々
の
最
大
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
謁
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述

ズ
の
「
格
差
原
理
」
を
退
け
る
が
、

べ
る
が
、
こ
の
原
理
が
要
求
す
る
調
整
、
す
な
わ
ち
課
税
に
よ
る
財
の
再
分
配
は
、

と
間
同
じ
で
あ
り
、
特
定
の
人
々
か
ら
活
動
の
自
由
を
奪
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ノ
l
ジ
ッ
ク
か
ら
す
れ
ば
、
特
定
の
人
々
に
特
定
時
間
の
強
制
労
働
を
課
す
る
こ
と

J
?

」
、
戸
、

J
J
/
i
γ
h
 

た
て
ま
え
と
し
て
は
と
も
か
く
、
現
実
問
題
と
し
て
、
「
平
等
な
自
由
」
を
実
現
す
る
こ
と
は
は
た
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
居
住
や
移
転
の
自
由
が
万
人

に
一
認
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
行
う
だ
け
の
経
済
的
条
件
を
欠
い
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
自
由
は
実
際
上
な
い
に
等
し
い
。
職
業
選
択
の
自
由
が
万

人
に
等
し
く
認
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
職
業
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
資
格
や
技
術
や
知
識
を
持
た
な
い

に
と
っ
て
は
、
こ
の
自
由
は
実
際
上
な
い
に
等
し
い
。
テ

イ
ラ

l
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
寸
機
会
概
念
」
と
し
て
の
自
由
が
万
人
に
保
障
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

万
人
が
「
実
行
概
念
」
と
し
て
の
自
由
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
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〈
ラ
イ
ト
〉

の
思
想
と
自
由
の
問
題

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ロ
ー
ル
ズ
の
理
論
が
格
差
原
理
を
導
入
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
し
、

「平
等
な
自
由
」
へ
の
要
求
に
実
質
的
な
基
礎
を
与

え
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
彼
が
格
笈
原
理
を
取
り
入
れ
る
の
は
、

そ
れ
は
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
財
の
平
等
が
、
実
質
的
な
自
由
の
平
等
を
作
り
出
す

基
礎
的
条
件
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
寸
平
等
な
自
由
L

へ
の
要
求
が
彼
の
理
論
の
線
本
に
あ
る
こ
と
は
、

彼
の
い
う
「
正
義
の
二
原
理
L

が
「
平
等
な
自
由
の
原

理
」
を
第
一

原
理
と
し
て

い
る
こ
と

に
も
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
「
各
人
は
、
万
人
に
と
っ
て
同
様
の
自
由
の
体
系
と
合
致
し
う
る
よ
う
な
、
平
等
な
基
本
的
自
由
の
最
も

広
範
な
全
体
系
に
対
す
る
平
等
な
ハ
ラ
イ
ト
〉
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
L

と
こ
の
第

一
原
理
は
述
べ
る
が
、
彼
は
乙

の
原
理
に
全
面
一
的
な
優
先
性
を
与
え
て
、
「
自
由
は
た
だ

自
由
の
た
め
に
だ
け
制
限
さ
れ
う
る
」
と
し
て
い
る
。
格
差
原
理
の
導
入
が

/
l
ジ
ッ

ク
の
一一一一回
う
よ
う
に
特
定
の
人
々
の
自
由
の
制
限
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
と
の
制

限
は
「
平
等
な
自
由
」
の
笑
質
的
条
件
を
作
り
出
す
た
め
の
必
要
な
措
置
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

/
i
ジ
ッ
ク
と
ロ
ー
ル
ズ
の
見
解
が
ど
れ
ほ
ど
隔
た

っ
て

い
る
に
せ
よ
、
両
者
は
平
等
な
〈
自
由〉

へ
の
要
求
を
根
本
に
す
え
る
点
で
通
底
し
て
い
る
。

ノ
i
ジ
ッ
ク

や
ロ
ー
ル
ズ
に
限
ら
ず
、
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
家
で
あ
れ
ば
、

〈自
由
〉
が
万
人
に
対
し
て
平
等
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
最
も
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
だ
れ

も
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
家
は
、
本
質
的
に
自
由
主
義
者
な
の
で
あ
る
。

i
l
さ
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

い
ま
我
々
が
考
察
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な

い

の
は
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
る

〈自
由
〉
の
内
実
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
自
由
が
あ
る
が
、
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
の
基
礎
に
お
か
れ
る
べ
き
〈
自
由
〉
と
は
、

い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
各
人
が
平
等
に
持
つ
べ
き
だ
と
さ
れ
る
〈
自
由
〉
と
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
由
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
〈
自
由
〉

へ
の
要
求
を
、

〈
ラ
イ
ト
〉

の
思
想
は
本
当
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
と

〈
自
由
〉
概
念
と
の
関
連
を
問
い
、

そ
こ
に
含
ま
れ
る

問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
本
論
考
の
課
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
、

パ

i
リ
ン
の
『
自
由
諭
』
を
取
り
上
げ
よ
う
。
彼
は

〈自
由
〉
の
意
味
と
し
て
二
つ
の
概
念
を
区
別
し
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
「
消

極
的
自
由
」
(
な
い
し
自
由
の
消
極
的
意
味
)
、
「
積
趨
的
自
由
」
(
な
い
し
自
由
の
積
極
的
意
味
)

と
い
う
呼
称
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
自
由
概
念
は
、
彼
に
よ
れ

ば
、
以
下
の
よ
う
な
異
な
っ
た
二
つ
の
向
い
に
対
応
し
て
い
る
。

(
1
)
「
主
体
l
l
l
一
個
人
あ
る
い
は
個
人
の
集
団
i
l
ー
が、

い
か
な
る
他
人
か
ら
の
干
渉
も
受
け
ず

に
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
し
、
自
分
の
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
放
任
さ
れ
て

い
る
範
囲
、
あ
る

い
は
放
任
さ
れ
て
い
る
べ

き
範
囲
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

か」
l
i
!
こ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
が
、
消
極
的
自
由
概
念
で
あ
る
。
他
方
、

(
2
)
寸或
る
人
が
あ
れ
よ
り
も
と
れ
を
す
る
乙
と
、
あ
れ
よ
り



も
乙
れ
で
あ
る
こ
と
、
を
決
定
で
き
る
統
制
な
い
し
干
渉
の
根
拠
は
何
で
あ
る
か
、

ま
た

だ
れ
で
あ
る
か
」

i
i
i
こ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の

つ
ま
り
、
消
極
的
意
味
に
お
け
る
自
由
と
は
、
「
か
ら
の
自
由
」
、
「
境
界
線
を
こ
え
て
干
渉
を
受
け
な
い
こ
と
」
で
あ
り
、
他
方
、
積
極

へ
1
)

的
意
味
に
お
け
る
自
由
と
は
、
「
へ
の
自
由
¥
「
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

が
、
積
極
的
自
由
概
念
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
パ
l

リ
ン
の
二
分
法
に
準
拠
す
る
な
ら
、
ハ
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
が
基
礎
に
す
え
る
〈
自
由
〉
と
は
、
消
極
的
自
由
、

す
な
わ
ち
寸
か
ら
の
自
由
L

で
あ
る

と
午
一
一
向
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
間
の
〈
ラ
イ
ト
〉
と
し
て
の
自
由
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
人
聞
が
本
来
持
っ
て
い
る
自
由
と
は
、

地
上
の
ど
の
よ
う
な
優
越
し
た
権
力
か
ら
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
意
思
や
立
法
権
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
、

た
だ
規
則
と
し
て
自
然
の
法
だ
け
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る

D

社
会
に
お
け
る
人
間
の
自
由
と
は
、
人
々
の
同
意
に
よ
っ
て
国
家
の
中
に
雌
立
さ
れ
た
立
法
権
以
外
の
ど
の
よ
う
な
権
力
に
も
従
属

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
立
法
部
が
自
分
に
寄
せ
ら
れ
た
信
託
に
従
っ
て
制
定
す
る
も
の
以
外
の
ど
の
よ
う
な
意
思
の
支
配
に
も
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
法

の
拘
束
に
も
従
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
:
:
:
)
絶
対
的
で
勝
手
気
ま
ま
な
権
力
か
ら
の
こ
の
自
由
は
、
人
間
を
保
全
す
る
上
で
き
わ
め
て
必
要
で
あ
り
、
ま
た

(:::)。

L

こ
れ
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

個
々
人
に
は
、
国
家
権
力
や
、
他
の
い
か
な
る
社
会
的
権
威
も
干
渉
す
る
こ
と
が
許
き
れ
な
い
私
的
な
活
動
の
圏
が
あ
り
、
と
の
私
的
な
活
動
の
圏
は
、

だ
れ
に
も
等

し
く
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
ー
ー
ー
そ
う
考
え
る
の
が
、
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
で
あ
る
。
平
等
な
八
自
由
〉
へ
の
要
求
と
は
、
他
者
の
干
渉
を
排
除
す
る
一
定
の
私
的
活

動
の
閣
を
、
各
人
の
〈
ラ
イ
ト
〉
と
し
て
、

つ
ま
り
「
求
め
て
も
当
然
の
乙
と
」
と
し
て
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
要
求
な
の
だ
。
こ
の
見
解
は
、
明
治
期
の
日
本
に
お
い

て
「
権
利
」
の
思
想
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
功
績
の
あ
っ
た
加
藤
弘
之
の
文
章
に
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
君
主
政
府
の
権
力
と
い
え
ど
も
、

た
え
て
公
共
の
交
際
に

利
窓
口
な
き
私
事
を
裁
制
す
る
を
え
ず
。
こ
れ
ら
純
乎
た
る
私
事
に
い
た
り
て
は
、

も
と
よ
り
各
民
の
自
由
に
任
す
べ
き
こ
と
当
然
な
り
。
も
し
君
主
政
府
、
こ
れ
ら
の
私

事
を
も
な
お
裁
制
す
る
を
う
る
と
き
は
、
各
民
自
由
の
権
を
失
う
が
ゆ
え
に
、
け
っ
し
て
安
寧
幸
福
を
求
む
る
あ
た
わ
ざ
る
こ
と
必
然
な
り
。
け
だ
し
自
由
権
は
天
賦
に

(日
}

し
て
、
安
寧
幸
福
を
求
む
る
の
間
取
袈
具
な
れ
ば
な
り
口
」

当
然
の
乙
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
〈
自
由
〉
概
念
を
基
礎
に
す
え
る
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
は
、
専
制
的
政
治
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
思
想
と
し
て
普
及
し
、

そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
現
実
に
機
能
し
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
独
立
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
〈
ラ

イ
ト
〉
の
思
想
を
「
権
理
L

の
思
怨
と
し
て
受
容
し
た
福
沢
諭
吉
は
、
明
治
期
の
日
本
に
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
を
抵
抗
の
思
想
と
し
て
普
及
さ
せ
た
第
一
人
者
で
あ
る
と
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〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
と
自
由
の
問
題

一
一
四

い
え
よ
う
。

『学
問
の
す
〉
め
』
初
編
の
次
の
言
葉
は
、
専
制
に
対
す
る
そ
う
し
た
抵
抗
の
精
神
の
表
明
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
「
人
の
一
身
も
一
国
も
天
の
道
理

に
基
づ
き
て
不
滅
自
由
な
る
も
の
な
れ
ば
、
も
し
こ
の
一
一
回
の
自
由
を
妨
げ
ん
と
す
る
者
あ
ら
ば
世
界
万
国
を
敵
と
す
る
も
恐
る
る
に
足
ら
ず
、
こ
の
一
身
の
自
由
を
妨

げ
ん
と
す
る
者
あ
ら
ば
政
府
の
富
吏
も
悌
る
に
足
ら
ず
。
」

啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
福
沢
の
主
限
は
、
封
建
制
度
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
お
上
に
対
す
る
人
民
の
「
卑
屈
の
気
風
」
を
払
拭
し
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
「
自
由
独
立
の

気
風
」
を
醸
成
す
る
こ
と
に
そ
そ
が
れ
て
い
る
。
彼
が
『
学
問
の
す
〉
め
』
四
編
に
お
い
て
「
学
者
の
職
分
し
に
つ
い
て
論
じ
、
洋
学
者
に
対
し
て
、
官
職
に
就
か
ず
に

「
私
立
す
る
」
こ
と
を
求
め
た
の
も
、
「
官
」
に
対
す
る
抵
抗
の
精
神
を
唱
道
す
る
啓
蒙
家
の
増
加
を
願
つ
て
の
と
と
で
あ
る
。
津
田
真
道
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
力
を

た
と
え
政
府
の
命
と
い
え
ど
も
無
理
な
る
こ
と
は
こ
れ
を
拒
む
権
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
自
主
自
由
の
気
象
を
我
人
民
に
陶

鋳
す
る
」
こ
と
が
福
沢
の
企
図
で
あ
り
、
ま
た
、
福
沢
か
ら
影
響
を
受
け
た
知
識
人
た
ち
の
企
図
で
あ
っ
た
。

尽
く
し
て
人
民
白
、主
の
説
を
主
張
し
て
、

も
っ
と
も
福
沢
の
場
合
、
政
治
権
力
に
対
す
る
と
の
抵
抗
の
精
神
は
、
国
内
の
政
治
体
制
、
明
治
政
府
の
支
配
体
制
に
対
し
て
よ
り
も
、
国
外
の
軍
事
的
圧
力
、
西
洋

列
強
の
ア
ジ
ア
侵
略
の
圧
力
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
、
明
治
政
府
を
、
同
じ
抵
抗
の
精
神
に
よ
っ
て
成
立
し
た

正
当
な
政
府
と
し
て
1

1

国
民
の
自
由
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
、
「
権
理
」
の
思
想
を
体
現
し
た
政
府
と
し
て

l

i
認
識
し
、
是
認
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
抵
抗
の
思

想
で
あ
る
べ
き

〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
が
体
制
肯
定
の
思
想
と
し
て
機
能
し
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
く
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
一
見
奇
妙
に
思
わ
れ
る
が
、
当
時
明
治

政
府
が
封
建
的
幕
藩
体
制
を
打
破
し
た
「
維
新
」
の
政
府
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
、
列
強
の
侵
略
の
脅
威
が
リ
ア
ル
な
危
機
意
識
の
中
で
受
け
と
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
決
し
て
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
。

2 

積
極
的
自
由
の
要
求

牛
ガ
テ

イ
プ

、

、

ポ

ジ

テ
ィ
ブ

と
こ
ろ
で
、
「
か
ら
の
自
由
」
を
「
消
極
的
」
自
由
と
名
づ
け
、

「へ

の
自
由
」
を
「
積
極
的
」
自
由
と
名
づ
け
る
パ

l
リ
ン
の
用
語
法
に
は
、
若
干
の
注
意
が
必
要
で

み
が
テ
イ

プ

ポ

ジ

テ

イ
プ

あ
る
。
パ

i
リ
ン
は
そ
れ
に
よ
っ
て
前
者
に
否
定
的
な
価
値
評
価
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
後
者
に
肯
定
的
な
価
値
評
価
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か

ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
後
者
、
積
極
的
自
由
を
、
全
体
主
義
的
な
専
制
政
治
に
結
び
つ
く
思
想
的
概
念
と
し
て
捉
え
、

こ
の
意
味
で
の
自
由
が
消
極
的
自
由
と
全
く
異
質
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
バ

l
リ
ン
の
見
解
の
特
徴
は
あ
る
。
積
極
的
自
由
、

す
な
わ
ち
「
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
自
由
は
、



民
主
主
義
の
本
質
を
な
す
思
想
的
理
念
で
あ
る
が
、

パ
!
リ
ン
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
自
分
の
行
う
選
択
を
他
人
か
ら
妨
げ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
自
由
、

つ
宇
品

り
消
極
的
自
由
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
り
、
一
向
者
は
む
し
ろ
時
と
し
て
衝
突
せ
ざ
る
を
え
な
い
質
の
も
の
で
あ
る
口
人
々
が
自
分
自
身
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
い
と
願

後
者
の
否
定
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
。
「
人
民
の
主
権
は
個
々
人
の
主
権
を
容
易
に
破
壊
し
う
る
」
と
い
う
見
解
は
正
し
い
、

う
こ
と
、
あ
る
い
は
自
分
の
生
活
が
統
制
さ
れ
る
過
程
に
参
画
し
た
い
と
願
う
こ
と
は
、
行
動
の
自
由
な
圏
を
求
め
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
前
者
は

と
パ

i
リ
ン
は
一
一
一
一
口
う
。

民
主
主
義
の
理
念
的
本
質
を
な
す
(
積
極
的
)
自
由
は
、

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
個
々
人
の

(
消
極
的
)
自
由
の
廃
棄
へ
、
全
体
主
義
的
な
専
制
へ
と
つ
な
が
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
自
由
の
理
念
が
理
性
主
義
!
|
あ
る
い
は
理
性
の
普
遍
性
・
絶
対
性
に
対
す
る
信
仰

l

l
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
各
人
が

「
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
こ
と
」
を
望
ん
だ
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
政
策
に
お
け
る
意
見
の
不
一
致
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
事
態
も
、
統
治
者

が
理
性
主
義
の
立
場
を
と
り
、

理
性
の
普
一過
性
・
絶
対
性
に
訴
え
れ
ば
、
解
決
可
能
な
も
の
に
な
あ
。
「
も
し
も
守
私
が
理
性
的
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
に
と
っ
て
正
し
い

こ
と
は
、
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
私
と
同
じ
く
理
性
的
存
在
で
あ
る
他
の
人
々
に
と
っ
て
も
正
し
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
が
私
と
同
じ
く
ら
い
理
性
的
で

あ
れ
ば
、
彼
ら
は
必
ず
私
に
何
事
思
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

L
i
|
こ
う
し
た
理
性
主
義
的
信
念
に
も
と
づ
い
て
、
普
通
的

l
理
性
的
自
己
が
各
侶
人
の
主
人
と
な
る
べ
き
「
真

の
自
己
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
こ
に
「
理
性
的
な
自
己
支
配
と
し
て
の
自
由
」
と
い
う
理
念
が
う
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
パ
ー
リ
ン
が
強
調
す
る
の
は
、
こ
の
種
の

自
由
の
理
念
の
も
と
で
は
〈
理
性
的
自
己
〉
と
い
う
支
配
者
の
命
令
が
絶
対
的
な
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
命
令
が
課
す
る
強
制
か
ら
の
個
人
の
自
由
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
強
制
の
対
象
に
な
る
の
は
、

あ
く
ま
で
も
理
性
に
反
す
る
非
合
理
的
な
欲
望
や
衝
動
等
々
で
あ
っ
て
、
支
配
者
の
命
令
に
服
従
す
る
こ

と
を
強
制
と
感
じ
る
者
は
、
自
己
の
本
質
で
あ
る
理
性
的
自
己
に
ま
だ
到
達
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
、

と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
に
対
す
る
強
制
は
、
〈
自
由
〉

の
剥
奪
で
は
な
く
、
個
人
を
理
性
的
自
己
に
従
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
個
人
を
自
由
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
解
放
な
の
だ
、

と
し
て
、
強
制
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ

る。
ζ

の
パ

l
り
ン
の
所
説
は
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
共
産
主
義
革
命
の
経
緯
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、
〈
自
由
〉
の
理
念
を
か
か
げ
て
出

発
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
の
独
裁
を
結
果
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
治
的
解
放
を
め
ざ
し
た
ソ
ビ
エ
ト
革
命
が
共
産
党
の
一
党
独
裁
を
結
果
す
る
、

と
い
う
皮
肉
な
推
移
を
、

パ
ー
リ
ン
は
、
積
極
的
自
由
の
理
念
が
も
た
ら
し
た
帰
結
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
積
極
的
自
由
の
浬
念
を
か
か
げ
る
民
主
主
義
が
専
制
を

生
み
出
す

と
い
う
成
り
行
き
は
、

ま
た
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
民
、
主
主
義
』
に
お
い
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
指
摘

哲
学
・
忠
惣
論
集
第
十
八
号

五



ハ
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
と
自
由
の
問
題

一
六

し
た
よ
う
に
、

イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立
を
果
た
し
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
「
多
数
者
の
専
制
」
に
よ
っ
て
少
数
者
の
自
由
が
抑
圧
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
多
数
者
の
意
思
と
い
う
大
き
な
「
自
己
」
が
合
理
的
自
己
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
個
人
を
支
配
す
る
主
人
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

パ
i
リ
ン
の
主
張
は
、
積
極
的
自
由
と
消
極
的
自
由
と
い
う
こ
つ
の
自
由
概
念
を
峻
別
し
、
消
極
的
自
由
に
多
大
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
消
極
的

な
意
味
で
の
自
由
の
擁
護
が
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
の
限
目
を
な
す
と
す
れ
ば
、

パ
!
リ
ン
は
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
の
積
極
的
な
肯
定
論
者
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
o
l
-
-

だ
が
、
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
の
実
現
と
い
う
問
題
関
心
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、
事
態
は
パ

l
リ
ン
が
い
う
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〈
ラ
イ
ト
〉
の

思
想
の
一
信
奉
者
た
ち
が
、
統
治
者
に
対
し
て
個
々
人
の

(
消
極
的
な
意
味
で
の
)
自
由
の
擁
護
を
要
求
し
、
乙
の
要
求
の
実
現
を
は
か
ろ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
思
想
の

信
奉
者
た
ち
は
、
向
時
に
積
極
的
自
由
を
求
め
、

み
ず
か
ら
が
統
治
者
と
な
る
こ
と
を
志
向
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〈
ラ
イ
ト
V

の
思
想
の
信
奉
者
た
ち
が
、
統

冶
者
に
対
し
て
消
極
的
自
由
の
要
求
を
こ
と
さ
ら
に
要
求
と
し
て
か
か
げ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
こ
の
統
治
者
に
よ
る
支
配
が
現
に

彼
ら
に
よ
っ
て
不
当
な
専
制
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
広
お
い
て
、
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
の
信
奉
者
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
要
求
の
実

現
を
め
ざ
す
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
不
可
避
的
に
統
治
者
と
の
闘
争
関
係
に
入
り
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
統
治
者
に
よ
る
支
配
を
不
当
な
専
制
だ
と
感
じ
て
い
る
彼
ら

は
、
自
分
た
ち
の
要
求
を
こ
の
統
治
者
が
そ
の
ま
ま
黙
っ
て
受
げ
入
れ
る
な
ど
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
求
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、

彼
ら
は
こ
の
統
治
者
の
支
配
体
制
を
打
倒
し
て
、
自
分
た
ち
の
自
由
を
〈
ラ
イ
ト
〉
と
し
て
認
め
こ
れ
を
積
極
的
に
保
護
し
て
く
れ
る
よ
う
な
新
た
な
統
治
者
を
、
自
分

た
ち
の
手
で
作
り
出
そ
う
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、

み
ず
か
ら
が
統
治
者
と
な
る
こ
と
を
志
向
せ
ざ
る
を
え
な
い

D

消
極
的
自
由
の
要
求
は
、
こ
う

し
て
積
極
的
自
由
の
要
求
へ
と
転
化
す
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
パ
!
リ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
と
の
間
に
は
論
理
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
君
主
制
の
体
制
下
で
も
、
統
治
者
が

プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
七
大
王
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヨ

l
ゼ
ア
二
世
の
よ
う
な
人
物
で
あ
れ
ば
、
人
民
の
消
極
的
自
由
が
採
綱
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
積

極
的
自
由
を
獲
得
し
な
く
て
も
、
消
極
的
自
由
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
た
し
か
に
可
能
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば

民
主
主
義
の
反
対
物
は
権
威
主
義

的
政
府
で
あ
り
、
自
由
主
義
の
反
対
物
は
全
体
主
義
で
あ
っ
て
、
民
、
五
主
義
と
自
由
主
義
と
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
民
主
主
義
は
必
ず
し
も
全
体
主
義
を
排
除
す
る
も

の
で
は
な
く
、
或
る
民
主
主
義
が
全
体
主
義
的
権
力
を
ふ
り
ま
わ
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
ま
た
逆
に
、
自
由
主
義
は
必
ず
し
も
権
威
主
義
的
政
府
を
排
除
す
る
も
の
で
は



{日
)

な
く
、
或
る
権
威
主
義
的
政
府
が
自
由
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

ー
ー
ー
だ
が
、
権
威
主
義
的
政
府
が
自
由
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
り
、
自
由
主
義
者
の
君
主
の
出
現
を
期
待
す
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
天
に
向

か
つ
て
雨
乞
い
を
す
る
こ
と
に
等
し
い
、

と
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
の
信
奉
者
た
ち
は
考
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
専
制
的
支
配
と
い
う
皐
越
の
状
況
に
お
い
て
、

消
極
的
自
由
の
一
雨
を
確
実
に
手
に
入
れ
よ
う
と
思
え
ば
、
や
は
り
彼
ら
は
同
時
に
積
極
的
自
由
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ア
メ
リ
カ
の
独
立
や
フ
ラ

ン
ス

革
命
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
お
の
ず
か
ら
生
じ
た
袈
求
の
笑
現
な
の
で
あ
る
。

そ
う
で
は
な
い
、
君
主
が
自
由
主
義
者
で
な
く
て
も
人
民
が
消
極
的
自
由
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
考
え
方
も、

決
し
て
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
人
民
が
あ
る
程
度
の
自
由
を
持
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
国
家
と
い
う
組
織
体
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
ず
、
国
家
の
維
持
を

考
え
れ
ば
、
ま
し
て
国
家
の
発
展
を
考
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
統
治
者
で
も
人
民
に
一
定
限
度
の
自
由
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
福
沢
は
消
極
的
自
由
を
「私

権
」
と
呼
び
、
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
。

「
お
よ
そ
世
界
万
国
の
人
民
に
政
権
を
得
ざ
る
者
は
は
な
は
だ
多
し
と

い
え
ど
も
、

な
お
生
民
と
し
て
身
を
立
て
家
に
居
る
べ

し
。
西
洋
に
て
ロ
シ
ア
入
、
ド
イ
ツ
人
の
如
き
、

そ
の
政
府
に
人
民
代
議
の
制
度
完
全
せ
ざ
る
が
た
め
に
政
権
に
参
与
す
る
こ
と
少
な
く
、
あ
る
い
は
全
く
参
与
せ
ざ
る

程
の
次
第
に
し
て
、
東
洋
諸
国
に
お
い
て
は
古
来
国
民
の
身
と
し
て
政
権
参
与
の
事
は
夢
に
だ
も
知
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ど
も
、
国
民
は
す
な
わ
ち
国
民
に
し
て
数
千
百
年

の
国
を
立
て
た
り
。
こ
れ
に
反
し
て
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
そ
の
人
民
の
私
権
を
重
ん
ぜ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
か
、
私
有
生
命
栄
誉
共
に
危
く
し
て
は
な
は
だ
し
き
は
弱

肉
強
食
の
惨
状
を
口
正
し
、

一
日
も
立
国
の
体
を
成
さ
ざ
る
べ
し
。
」
(
『
私
権
論
』

た
し
か

に
、
支
配
者
以
外
の
大
多
数
の
国
民
が
全
く
自
由
を
認
め
ら
れ
ず
、
家
畜
同
然
の
扱
い
を
受
け
る
よ
う
な
国
家
は
存
在
し
え
な
い
。
存
在
し
た
と
し
て
も、

そ

の
よ
う
な
国
家
は
決
し
て
一
長
続
き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
の
立
場
か
ら
す
る
と
き
、
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

の
は
、
国
民
に
対
し
て
一
認

め
ら
れ
る
〈
自
由
〉
の
質
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
統
治
者
が
自
由
主
義
者
で
な
い
場
合
、
国
民
に
対
し
て
一認
め
ら
れ
る
自
由
は
、

つ
ね
に
制
限
の
つ
い
た
自
由
で
あ
り
、

し
か
も
こ
の
自
由
は
、
国
民
に
対
し
て
平
等
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
由
を
ど
の
階
層
に
ど
の
程
度
認
め
る
か
、

と
い
う
匙
加
減
の
技
術

に
よ
っ
て
、
統
治
者
は
自
ら
の
支
配
体
制
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
統
治
の
都
合
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
自
由
、
そ
う
し
た
自

出
が
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
の
求
め
る
自
由
で
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
自
由
で
も
、
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
が
求
め
る
堅
固
な
自
由
へ
と
そ
れ
を
変
え
て
い
く
乙
と
は
不
可
能
で
は
な
い
、

と
い
う
見
解
も
あ
る
。
中
江
兆

民
の
『
三
酔
人
経
給
問
答
』
に
お
け
る
「
南
海
先
生
」
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
南
海
先
生
は
、
「
専
制
か
ら
一
挙
に
民
主
制
に
入
る
な
ど
と
い
う
の
は
政
治
社
会
の
進
行

の
順
序
で
は
な
い
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
民
権
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
、
「
恢
復

[
1回
復
〕
的
民
権
」
と
「
恩
賜
的
民
権
」
と
い
う
二
種
類
の
民
権
が
あ

る
口
回
復
的
民
権
と
は
、
人
民
が
下
か
ら
す
す
ん
で
獲
得
す
る
権
初
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
恩
賜
的
民
権
と
は
、
上
か
ら
人
民
に
恵
み
与
え
ら
れ
る
権
利
で
あ
る
。
回

復
的
民
権
は

λ
民
が
自
ら
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
分
量
の
多
少
は
人
民
が
随
意
に
決
め
る
と
と
が
で
き
る
が
、
恩
賜
的
民
権
は
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、

そ
の
分
量
の
多
少
は
人
民
の
意
の
ま
ま
に
は
な
ら
な
い
。
回
復
的
民
権
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
民
権
で
あ
る
が
、
乙
れ
ら
の
国
々
に
お
い
て
回
復
的
民
権
が

獲
得
さ
れ
た
理
由
は
、
国
王
や
宰
相
が
権
力
に
訴
え
て
自
由
の
権
利
を
人
民
に
返
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、
人
民
の
不
満
が
高
じ
、
動
乱
が
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
も
し
反
対
に
、
君
主
や
宰
相
が
時
勢
を
見
き
わ
め
て
人
民
の
意
向
に
従
い
、
人
民
の
知
識
水
準
に
適
す
る
政
策
を
す
す
め
て
、
自
由
の
権
利
を
人
民
に
恵
み
与
え
、

そ

の
分
間
基
が
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
政
府
に
と
っ
て
も
人
民
に
と
っ
て
も
こ
れ
以
上
に

め
で
た
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
恩
賜
的
民
権
を
も
ら
っ
た
者
が
そ
れ
を
た
だ
ち
に
回
復
的
民
権
に
変
え
よ
う
な
ど
と
思
う
の
は
愚
か
な
こ
と
で
し
か
な
い
。
危
険

を
お
か
し
命
を
捨
て
て
千
金
の
利
を
手
に
入
れ
る
よ
り
も
、

そ
の
ま
ま
で
十
金
を
も
ら
う
ほ
う
が
よ
い
に
き
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
恩
賜
的
民
権
の
分
量
が
い
か
に
少
な

い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
本
質
は
回
復
的
民
権
と
少
し
も
奥
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
我
々
人
民
が
こ
れ
を
尊
重
し
て
、
道
徳
と
い
う
元
気
、
学
術
と
い
う
滋
養
液
で
養
っ

て
や
る
な
ら
ば
、
時
勢
が
ま
す
ま
す
進
む
に
従
っ
て
と
の
民
権
は
徐
々
に
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
て
、

な
い
。
こ
れ
が
進
化
の
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
1
1
0

や
が
て
回
復
的
民
権
と
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
に
な
る
に
ち
が
い

乙
の
南
海
先
生
の
見
解
は
、
基
本
的
に
は
福
沢
の
見
解
と
変
わ
ら
な
い
。
君
主
が
適
切
な
範
囲
の
自
由
を
人
民
に
認
め
な
け
れ
ば
、
人
民
の
不
満
が
高
じ
、
イ
ギ
リ
ス

や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
革
命
を
紹
来
し
て
政
権
の
崩
壊
を
ま
ね
く
か
ら
、
君
主
は
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
人
民
の
意
向
に
従
い
、
人
民
に
適
切
な
範
囲
の
自
由
を
認
め

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
由
は
、
形
式
と
し
て
は
「
恩
賜
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
人
民
自
身
が
勝
ち
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
初

は
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
民
は
み
ず
か
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
拡
大
し
て
い
く
と
と
が
で
き
る
。
だ

i

か
ら
民
主
制
を
と
ら
な
く

て
も
人
民
は
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
南
海
先
生
は
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
君
主
と
人
民
と
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
乙
の
よ
う
な
自
由
は
、

そ
の
性
格

上
、
君
主
と
人
民
と
の
問
の
力
関
係
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

や
は
り
〈
ラ
イ
ト
V

の
思
想
が
求
め
る
自
由
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
人
民
が



堅
固
で
不
動
の
自
由
に
し
か
満
足
せ
ず、

し
か
も
人
民
の
力
が
君
主
の
力
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
君
主
も
そ
の
よ
う
な
自
由
を
人
民
に
対
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
人
民
の
力
が
強
大
な
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
細
心
の
注
意
を
払
い
、
人
民
の
行
動
に
さ
ま
、
ざ
ま
な

制
約
を
課
す
る
の
が
専
制
的
支
配
の
技
術
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
専
制
の
も
と
で
人
民
の
自
由
が
た
え
ず
厳
し
い
制
限
を
受
け
る
の
は
、

つ
ね
に
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら

で
は
な
い
か
。

南
海
先
生
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
、
実
は
立
憲
君
主
制
へ
の
期
待
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
。
憲
法
が
制
定
さ
れ
、

議
会
が
設
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
君
主
が
統
治
者

で
あ
る
場
合
で
も
、
人
民
の
消
極
的
自
由
は
最
小
限
保
障
さ
れ
る
、
だ
か
ら
人
民
は
こ
の
自
由
を
足
掛
か
り
に
し
て
み
ず
か
ら
の
力
を
た
く
わ
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
の
が
南
海
先
生
の
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
君
、
王
の
制
定
す
る
憲
法
が
ど
の
よ
う
な
憲
法
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
治
憲
法
は
、

そ
の
第
二

輩
「
臣
民
権
利
義
務
」
に
お
い
て
、
住
居
移
転
の
自
由
、
逮
捕

・
臨
禁

・
審
問

・
処
罰
に
対
す
る
法
的
保
障
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
保
降
、
信
霊
園
の
秘
密
の
保
護
、
一
前

有
権
の
保
瞬
、
信
教
の
自
由
、

言
論
・
出
版
・
集
会
・
結
社
の
自
由
な
ど
を
明
記
し
て
い
る
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
の
条
文
に
「
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
と
い
う
制
限

を
付
け
て
い
る
。

つ
ま
り
こ

こ
で
は
、

自
民
の
権
利
は
、

J
広
律
」
し
だ
い
で
そ
の
実
質
が
ど
の
よ
う
に
で
も
変
わ
り
う
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
明
治
憲
法
は
、
議
会
の
法
律
案
提
出
権
を
認
め
、
ま
た
、
「
す
べ
て
法
律
は
、
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
る
を
要
す
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
議
会
は
貴
族
院
、
衆
議

院
の
両
院
か
ら
な
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
衆
議
院
は
国
民
の
公
選
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
議
員
か
ら
組
織
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
法
律
の
制
定
に
は
国
民
の
意

思
が
反
映
さ
れ
、

そ
の
限
り
で
は
|
|
国
民
が
自
己
の
権
利
の
保
護
を
望
め
ば

i

i
国
民
の
諸
権
利
も
国
民
自
身
の
意
思
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
明
治
憲
法
は
、

ま
た
国
民
の
公
選
に
よ
ら
な
い
貴
族
院
と
政
府
と
の
法
律
案
提
出
権
を
も
認
め
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
法
律

案
の
成
否
は
天
皇
の
裁
可
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
明
治
憲
法
に
お
い
て
は
、
ー
ー
ー
そ
の
第
五
条
が
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
|
|
・
立
法
権
を
持

つ
の
は
あ
く
ま
で
も
君
主
で
あ
る
天
皇
な
の
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
限
り
国
民
の
諸
権
利
は
、

や
は
り
天
皇
(
を
中
心
と
す
る
一
部
の
人
々
)

の
意
思
に
よ
っ
て
ど
う
に

で
も
増
減
変
更
が
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

君
主
の
意
思
次
第
で
増
減
変
更
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
「
権
利
」
が
、
「
回
復
的
民
権
」
と
同
一
質
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
明
治
憲
法
が
発
布
さ
れ
る
や

否
や
、
兆
民
は
南
海
先
生
の
見
解
の
誤
り
を
思
い
知
ら
さ
れ、

憲
法
改
正
を
意
図
し
て
、
精
力
的
な
活
動
を
展
開
し
て

い
る
。
兆
民
が
考
え
出
し
た
憲
法
改
正
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
憲
法
第
四
十
九
条

(
「
両
議
院
は
、
各
々
天
皇
に
上
奏
す
る
こ
と
を
得
」
)
を
盾
に
と

っ
て
、
翌
年
に
開
設
予
定
の
第
一
回
帝
国
議
会
で
天
皇
に
憲
法
改
正
の
要
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求
を
提
出
し
、
第
七
十
三
条
(
「将
来
こ
の
憲
法
の
条
項
を
改
正
す
る
の
必
要
あ
る
と
き
は
、
勅
命
を
も
っ
て
、
議
案
を
帝
国
議
会
の
議
に
付
す
べ
し
」
)

に
も
と
づ
く
憲

法
改
正
を
実
現
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
「
憲
法
点
関
」
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
、
す
ぐ
さ
ま
政
府
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
政
府
は
、
「
国
会
に
上
奏
し
て
策
法
を
点
関
す
る
こ
と
」
を
禁
止
す
る
措
置
を
と
り
、
こ
れ
に
対
抗
し
た
の
で
あ
る
。

3 

消
極
的
自
由
を
守
る
た
め
の
積
極
的
自
由

明
治
慾
法
と
い
う
欽
定
憲
法
の
下
で
、
人
民
の
自
由
が
実
際
に
ど
の
程
度
侵
害
さ
れ
た
か
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
、
本
論
考
の
目
的
で
は
な
い
。
立
憲
制
を
と
れ
ば
、
君

主
の
統
ー治
下
で
も
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
の
要
求
は
実
現
で
き
る
、
と
す
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
誤
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
れ
で
充
分
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

君
主
が
自
由
主
義
者
で
あ
れ
ば
、

そ
の
国

・
そ
の
時
代
の
人
民
の
自
由
は
守
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
君
、
王
の
意
思
次
第
で
人
民
の
自
由
が
守
ら

れ
た
り
守
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

積
極
的
自
由
と
消
極
的
自
由
と
は
同
じ
も
の
で
は
な

い
が
、

自
己
の
消
極
的
自
由
を
確
笑
な
も
の
と
し
て

手
に
入
れ
よ
う
と
思
え
ば
、
人
民
は
や
は
り
同
時
に
積
極
的
自
由
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
消
極
的
自
由
の
問
題
、
つ
ま
り

「
統
治
者
の
個
人
に
対
す
る

干
渉
は
ど
の
程
度
ま
で
許
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
に
対
す
る
答
え
方
は
、
統
治
者
が
だ
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
消
極
的
自
由
の

問
題
は
、
「
だ
れ
が
私
を
統
治
す
る
か
」
と
い
う
向
い
と

l
i
つ
ま
り
積
極
的
自
由
が
問
題
に
な
る
問
い
の
領
域
と

l

i
決
し
て
無
関
係
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
で

ホ
ウ
令
。し

か
し、

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
ジ

ャ
コ
パ

シ
派
の
独
裁
を
結
果
し、

ア
メ
り
カ
の
民
主
主
義
が

寸多
数
者
の
専
制
」

を
結
果
し
た
よ
う
に
、

人
民
の
積
極
的
自
由
の
笑
現

し
て
そ
の
廃
棄
を
も
た
ら
す
、

が
消
極
的
自
由
の
廃
棄
を
結
果
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
皮
肉
な
乙
と
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
消
極
的
自
由
の
実
現
を
求
め
る
要
求
が
、
結
果
と

は
た
し
て
必
然
的
に
個
々
人
の

と
い
う
自
己
矛
盾
的
な
事
態
が
こ
こ
に
は
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
積
極
的
自
由
の
笑
現
は
、

消
極

的
)
自
由
の
廃
棄
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
個
々
人
の
自
由
の
廃
棄
を
伴
わ
な
い
よ
う
な
積
極
的
自
由
の
実
現
の
方
途
が
別
に
存
在
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ

で
我
々
は
考

J

祭
を
再
び
明
治
期
の
日
本
に
一
民
し
、
自
由
民
権
運
動
と、

こ
の
運
動
に
対
す
る
福
沢
の
評
価
と
に
つ
い

て
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
権
の
拡
張
、
す
な
わ
ち
人
民
の

寸権
理
し
の
拡
張
を
要
求
と
し
て
か
か
げ
、
明
治
政
府
と
の
闘
争
関
係
の
中
で
展
開
さ
れ
た
こ
の
運
動
に
対
し
て
、



福
沢
は
か
な
り
否
定
的
な
見
方
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

J
大
下
の
事
物
、

そ
の
局
処
に
つ
い
て
論

ず
れ
ば
、

一
と
し
て
是
な
ら
ざ
る
も
の
な
し
、

一
と
し
て
非
な
ら
ざ
る
も
の
な
し
。
(
:
:
:
)
国
体
論
の
頑
臨
な
る
は
民
権
の
た
め
に
大
い
に
不
便
な
る
が
ご
と
し
と
い
え

ど
も
、
今
の
政
治
の
中
心
を
定
め
て
行
政
の
順
序
を
維
持
す
る
が
た
め
に
は
ま
た
大
い
に
便
利
な
り
。
民
権
興
起
の
粗
暴
論
は
立
君
治
国
の
た
め
に
大
い
に
害
あ
る
が
ご

と
く
な
れ
ど
も
、
人
民
卑
屈
の
泊
悪
習
を
一
掃
す
る
の
術
に
用
い
れ
ば
ま
た
は
な
は
だ
便
利
な
り
。
L

つ
ま
り
、
(
裏
返
し
に
読
め
ば
)
民
権
論
の
主
張
は
、
人
民
の
お
上

に
対
す
る
勺
卑
屈
の
気
風
L

を
払
拭
す
る
の
に
は
役
立
つ
も
の
の
、
治
国
の
た
め
に
は
有
害
な
「
粗
暴
論
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ー
l
i
も
っ
と
も
こ
の
主
張
の
数
か
月

後
に
は
、
彼
は
『
国
権
可
分
之
説
』
を
冊
一
一
回
き
、

そ
と
で
は
民
権
派
の
主
張
を
擁
護
す
る
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
福
沢
の
自
由
民
権
運
動
に
対
す
る
対
応

は

(
1
1
政
局
の
流
動
的
な
情
勢
と
の
か
ら
み
も
あ
り

il)決
し
て
一
様
の
も
の
で
は
な
い
が
、

ひ
と
つ
確
か
な
と
と
と
し
て
言
え
る
の
は
、
こ
の
運
動
応
対
す
る
彼

の
そ
う
し
た
姿
勢
の
揺
ら
ぎ
そ
の
も
の
が
、
こ
の
運
動
の
主
張
内
容
を
自
己
の
立
場
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
彼
の
見
方
か
ら
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

福
沢
は
自
由
民
権
運
動
を
、
自
己
の
「
権
理
L

の
思
想
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
は
み
な
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
彼
の
「
権
理
」
の
思
想
が
消
極
的

自
由
の
擁
護
を
主
限
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
由
民
権
運
動
の
主
張
は
、
積
極
的
自
由
の
獲
得
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
自
由
民
権
運
動
は
、
征
韓
論
争
に
敗
れ
て
下
野
し
た
板
垣
退
助
ら
前
参
議
四
名
が
、
愛
国
公
党
を
創
設
し
、
党
員
八
名
の
連
名
で
民
選
議
院
設
立
の

建
白
書
を
政
府
に
提
出
し
た
企
て
に
端
を
発
し
て
い
る
。
運
動
の
発
端
と
な
っ
た
民
選
議
院
設
立
の
建
白
書
は
、
統
治
の
現
状
を
、
有
司

(
H
H
役
人
)

が
も
っ
ぱ
ら
政
権

を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
「
有
司
の
専
裁
」
と
規
定
し
、
こ
の
現
状
を
改
め
る
た
め
に
、
人
民
の
政
治
参
与
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
建
白
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
そ
れ
人
民
、
政
府
に
対
し
て
秘
税
を
払
う
の
義
務
あ
る
者
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
政
府
の
事
を
与
知
可
否
す
る
の
権
理
を
有
す
。
こ
れ
天
下
の
通
論
に
し
て
、

臣
ら
の
こ
れ
を
資
一
一
一
一
閃
す
る
を
ま
た
ざ
る
も
の
な
見
。

L

ま
た
喋
々

建
白
書
の
提
出
者
た
ち
が
人
民
の
よ
他
理
」
と
し
て
求
め
た
の
は
、
「
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
と
と
」
と
し
て
の
自
由
で
あ
り
、

つ
ま
り
積
極
的
自
由
で
あ
っ
た
。
政

府
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ
の
袋
求
を
、
福
沢
が
自
己
の
主
張
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
た
と
き
、
彼
は
消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
と
い
う
こ
つ
の
自
由
概

念
の
区
別
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
区
別
を
彼
は
「
私
権
」
と
「
政
権
L

と
の
区
別
と
し
て
捉
え
、

や
が
て
『
日
本
国
会
縁
起
』

に
お
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
「
今
我
日
本
国
人
の
気
鼠
は
積
年
の
習
慣
に
養
わ
れ
、
(
:
:
:
)

そ
の
私
権
を
放
却
す
る
こ
と
は
な
は
だ
し
く
、
自
重
自
尊
の
一
義
に
至

て
は
こ
れ
を
西
洋
国
人
に
比
す
れ
ば
著
し
き
相
違
に
し
て
、
(
:
・
・
:
)
い
や
し
く
も
宮
吏
と
あ
れ
ば
そ
の
大
小
を
問
わ
ず
人
民
は
こ
れ
に
対
し
て
平
身
低
頭
、

ま
た
顔
色
あ

哲
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〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
と
自
由
の
問
題

一
一一一一

る
こ
と
な
し
。
人
と
人
と
の
関
係
か
く
の
如
く
な
れ
ば
、
政
治
上
の
関
係
も
ま
た
か
く
の
如
く
、

い
や
し
く
も
政
府
の
筋
の
命
令
ま
た
説
諭
と
あ
れ
ば
や
や
も
す
れ
ば
道

理
の
外
に
行
わ
れ
て
有
形
無
形
に
私
権
を
害
す
る
こ
と
は
な
は
だ
多
し
。
そ
も
そ
も
社
会
の
生
民
に
固
有
す
る
私
権
と
政
権
と
い
ず
れ
が
軽
重
と
尋
ぬ
れ
ば
、
私
権
の
重

き
も
と
よ
り
論
を
ま
た
ず
口
私
権
ま
ず
聞
く
し
て
、
し
か
る
後
に
政
権
の
沙
汰
に
及
ぶ
べ
き
は
誠
に
当
然
の
順
序
な
る
に
、
我
日
本
国
民
は
ま
だ
私
権
の
重
き
を
知
ら
切
。
」

乙
の
文
章
か
ら
も
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
福
沢
は
、
人
民
が
政
権
を
獲
得
す
る
こ
と
を
、

つ
ま
り
積
極
的
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
を
非
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

人
民
の
私
権
の
保
護
は
ど
の
よ
う
な
政
体
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
が
可
能
に
な
る
か
ど
う
か
は
人
民
が
み
ず
か
ら
「
私
権
の
重
き
」
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か

に
か
か
っ
て
い
る
、

と
す
る
福
沢
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
ま
た
彼
は
、
「
人
民
の
便
利
の
為
」
を
考
え
れ
ば
「
立
憲
代
議
政
体
」
が
と
ら
れ
、
人
民
が
政
治
に
参
与
し
て
「
自

分
の
法
を
以
て
自
分
を
支
・
配
し
、
自
分
の
思
う
と
こ
ろ
を
以
て
自
分
に
命
ず
る
」
と
い
っ
た
状
況
が
訪
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、

と
考
え
て
い
山
る
(
『
私
権
論
』
)
口
彼
が
非

と
す
る
の
は
、
人
民
が
「
私
権
の
重
き
」
を
充
分
に
認
識
し
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
、
人
民
の
政
治
参
与
だ
け
が
叫
ば
れ
る
乙
と
で
あ
る
。
た
と
え
自
由
民
権
派
の
主

張
が
通
り
、
人
民
の
政
治
参
与
が
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
人
民
の

(
消
極
的
)
自
由
は
守
ら
れ
え
な
い
。
立
憲
代
議
政
体
が
人
民
の
私
権
を

保
護
す
る
政
体
と
し
て
機
能
す
る
の
は
、
主
権
者
と
な
る
人
民
自
身
、

そ
し
て
主
権
者
の
統
治
を
受
け
る
者
と
し
て
の
人
民
自
身
が
「
私
権
の
重
き
L

を
充
分
に
知
っ
て

い
る
限
り
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
条
件
を
欠
け
ば
、
立
憲
代
議
政
体
は
所
詮
は
絵
に
描
い
た
餅
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
政
体
の
も
と
で
も
人
民
の
私
権

l
自
由
は
容
易
に
侵
害

さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
個
々
人
の

(
消
極
的
)
自
由
の
擁
護
に
と
っ
て
肝
要
な
の
は
、
人
民
自
身
が
私
権
尊
重
の
思
想
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
「
私
権

ま
ず
国
く
し
て
、

し
か
る
後
に
政
権
の
沙
汰
に
及
ぶ
べ
き
」
だ
と
彼
は
述
べ
る
の
で
あ
る

D

福
沢
に
よ
れ
ば
、
自
由
民
権
運
動
は
「
無
事
に
苦
し
む
士
族
の
流
が
一
時
の

戯
に
民
権
論
の
技
を
演
じ
た
る
も
の
し
で
あ
っ
て
、
決
し
て
人
民
の
意
思
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
こ
と
」
を
求
め
る
こ
の
運
動
は
、

人
民
自
身
の

(
消
極
的
)
自
由
の
要
求
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
以
上
、
彼
は
こ
の
運
動
を
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

福
沢
の
見
解
は
、
人
民
個
々
人
の
自
由
主
義
的
自
覚
が
適
正
な
民
主
制
を
実
現
す
る
た
め
の
必
要
条
件
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
民
選
議
院
設
立
の
建
白
書
が
提
出
さ

れ
た
直
後
に
、
加
藤
や
西
が
展
開
し
た
尚
早
論
も
、
福
沢
と
ほ
ぽ
同
様
の
見
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
ζ

と
が
で
き
る
。
民
選
議
院
の
設
立
要
求
に
対
し
て
、

加
藤
は
次
の
よ
う
に
論
難
し
て
い
る
。
議
院
を
設
立
す
る
の
は
、
国
家
治
安
の
基
礎
で
あ
る
制
度
や
憲
法
を
制
定
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
や
憲
法
は
、
「
邦
国
今

日
の
世
態
人
情
L

に
適
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
わ
が
国
は
「
開
化
未
全
」
の
国
で
あ
り
、
人
民
は
ま
だ
「
権
利
」
が
何
で
あ
る
か
も
、
「
義
務
」
が

何
で
あ
る
か
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
と
い
う
の
が
笑
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
民
選
議
院
が
設
立
さ
れ
、
人
民
が
「
大
い
に
自
由
の
権
を
得
る
」
よ
う
な



こ
と
に
な
れ
ば
、
無
知
不
学
の
人
民
は
「
自
暴
自
棄
」
に
陥
つ
で
、
密
家
の
治
安
は
損
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、

と
。
民
選
議
院
を
開
設
し
、
憲
法
を
制
定
す
る
の
は
、

そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
条
件
が
整
っ
た
後
で
の
こ
と

i
i
i
つ
ま
り
、
「
権
利
」
の
思
想
に
関
す
る
人
民
の
自
覚
が
深
ま
っ
た
後
で
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

で
あ
る
。

と
い
う
の

加
藤
が
民
選
議
院
設
立
の
必
要
条
件
と
み
な
し
た
の
は
、
人
民
が
「
権
利
」
の
思
想
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
持
つ
ご
と
で
あ
り
、
こ
の
正
し
い
知
識
と
は
、
〈
「
権
利
」

の
主
張
に
は
、
「
義
務
」
の
遵
守
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
加
藤
が
恐
れ
た
の
は
、
こ
の
知
識
を
持
た
な
い
人
民
、
が
無
制
限
の
自
由
を

i
i

福
沢
の
い
う
「
我
侭
」
を
|
|
公
然
と
要
求
し
て
、

そ
の
結
果
、
社
会
を
ア
ナ
ー
キ
ー
状
態
に
焔
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
恐
れ
を
み
ず
か
ら
の
尚
早
論

の
論
拠
と
す
る
点
で
は
、
加
藤
は
、
人
民
に
自
由
主
義
的
自
覚
を
求
め
た
福
沢
と
は
明
ら
か
に
見
解
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
適
正
な
民
主
制
を
実
現
す
る
た
め
の

条
件
を
人
民
自
身
の
意
識
の
質
に
求
め
た
点
で
は
、
彼
ら
の
見
解
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
こ
の
条
件
さ
え
充
た
さ
れ
れ
ば
、

は
た
し
て
適
正
な
民
主
制
は
実
現
さ
れ
、
個
々
人
の
消
極
的
自
由
は
確
実
に
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
検
討
し
な

一
け
れ
ば
な
ら
訟
い
の
は
司
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

4 

民
主
制
と
自
由

社
会
の
成
員
が
そ
れ
ぞ
れ
充
分
な
自
由
主
義
的
自
覚
を
持
つ
と
き
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
民
主
制
を
形
成
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ロ
!
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
は

そ
の

形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
仮
想
モ
デ
ル
に
よ
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
原
初
状
態
に
お
い
て

の
二
原
理
」
を
選
択
し
た
「
自
由

で
合
理
的
な
人
々
」
は
、
以
下
の
三
つ
の
段
階
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
ま
ず
彼
ら
は
、
正
義
の
二
原
理
を
た
ず
さ
え
て
憲
法
制
定
会
議
に
の
ぞ
む
。
彼
ら
は
こ
こ
で
、
す

で
に
選
択
さ
れ
た
正
義
の
二
原
理
|
|
特
に
第
一
原
理
で
あ
る
平
等
な
自
由
の
原
理

i
i
に
従
っ
て
、
政
府
の
権
力
や
市
民
の
基
本
的
権
利
を
規
定
す
る
憲
法
を
構
想

し
、
最
も
有
効
で
正
義
に
か
な
っ
た
憲
法
を
採
択
す
る
。
採
択
さ
れ
る
憲
法
は
、
良
心
の
自
由
、
思
想
の
自
由
、
'
身
体
の
自
由
、
平
等
な
政
治
的
自
由
と
い
っ
た
諸
自
由

を
保
護
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
彼
ら
は
、
立
法
の
段
階
に
向
か
う
。
こ
こ
で
制
定
さ
れ
る
法
律
は
、

正
義
の
二
原
理
に
か
な
う
だ
け
で
な
く
、
す
で
に

採
択
さ

の
規
定
に
も
合
致
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
法
の
段
階
を
経
て
、
最
後
に
彼
ら
は
、
裁
判
官
や
行
政
官
に
よ
る
特
殊
事
例
へ
の
ル
ー
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(
山
口
}

ル
の
適
用
と
、
市
民
に
よ
る
ル
ー
ル
の
遵
守
と
い
う
段
階
に
到
達
す
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
体
制
、

す
な
わ
ち
立
憲
民
主
制

K
お
い
て
、
個
々
人
の
自
由
は
ど
の
程
度
守
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
充
分
に
守
ら
れ
る
、

と
期

待
で
き
る
相
当
の
理
由
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
消
極
的
な
意
味
で
の
自
由
が

l

l
ロ
!
ル
ズ
に
従
っ
て
言
え
ば
拘
束
か
ら
の
解
放
が

l

l
体
制
全
体
を
規
定
す
る
根
本

原
理
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
明
治
憲
法
が
基
本
的
諸
自
由
の
保
護
を
語
い
な
が
ら
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
の
条
文
に
「
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
と
い
う
制
限
条
項

を
付
け
た
の
と
は
違
っ
て
、
『
正
義
論
』
の
仮
想
的
憲
法
は
、
続
的
に
基
本
的
諮
自
由
一
の
保
護
を
か
か
げ
、
法
律
は
む
し
ろ
こ
の
憲
法
と
正
義
の
二
原
理
の
制
約
を
受
け
る

べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

「
自
由
の
制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
自
由
そ
れ
自
体
の
た
め
に
、
事
態
を
い
っ
そ
う
悪
化
さ
せ
る
よ
う
な
自
由
の
侵
害
を
防
ぐ
た

め
に
、
必
要
と
さ
れ
る
と
き
だ
け
で
あ
泌
し
と
い
う
理
念
的
要
請
が
、
こ
の
体
制
の
隅
々
に
ま
で
貴
か
れ
て
い
る
。
じ
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
「
社
会
的
利
益
の
増
大
の
た

め
に
」
と
い
っ
た
功
利
主
義
的
な
理
由
か
ら
個
人
の
自
由
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
統
治
者
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
は
排
除
さ
れ
る
。
「
自
由
は
た
だ
自
由
の
た
め
に
だ
け

制
限
さ
れ
う
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
体
制
に
お
い
て
も
個
々
人
の
自
由
は
全
く
無
制
限
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
個
々

人
の
自
由
が
制
限
を
受
け
る
場
合
、
|
|
そ
れ
は
、
自
由
の
制
限
が
「
自
由
の
侵
害
を
防
ぐ
た
め
に
」
必
要
と
さ
れ
る
措
置
で
あ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
公
共
の
秩
序
の
維
持
の
た
め
」
と
い
う
理
由
で
な
ら
、
個
々
人
の
自
由
の
制
限
は
正
当
化
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
公
共
の
秩
序
は
、
個
々
人
の
自
由
そ
れ
自
体
の
存
立

の
基
盤
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ

の
体
制
は
、
或
一
る
種
の
拘
束
(
た
と
え
ば
兵
役
の
義
務
づ
け
)
を
正
当
な
も
の
と
し
て
個
々
人
に
課
す
る
と
と
が
あ
る
。
他

国
の
侵
略
に
よ
っ
て
自
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
自
由
が
侵
害
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
徴
兵
に
よ
っ
て
こ
の
侵
略
の
危
機
に

対
処
す
る
こ
と
は
、
「
自
由
の
侵
害
を
紡
ぐ
た
め
に
」
必
要
と
さ
れ
る
措
置
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
正
義
論
』

が
提
示
す
る
仮
想
的
憲
法
は

い
さ
さ
か
具
体
性
応
欠
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
自
由
主
義
的
理
念
に
立
脚
し
な
が
ら
、

か
な
り
の
具
体

性
を
も
っ
て
起
革
さ
れ
た
憲
法
草
案
を
、
我
々
は
明
治
期
の
日
本
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
福
沢
の
「
権
理
」

の
思
想
か
ら
多
大
の
影
響
を
受
け
、
自
由
民

権
運
動
の
理
論
的
指
導
者
と
な
っ
た
植
木
校
獲
の
憲
法
草
案
で
あ
る
。
植
木
の
構
想
す
る
憲
法
が
欽
定
憲
法
で
な
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、

」
の
憲
法
草
案
と
明

治
憲
法
と
の
相
違
は
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
憲
法
草
案
は
、

ま
ず
「
恩
家
大
別
お
よ
び
権
限
し
を
定
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
国
家
の
大
則
に
つ
い
て
、



「
日
本
留
は
日
本
国
憲
法
に
し
た
が
い
て
こ
れ
を
立
て
こ
れ
を
持
す
」
と
述
べ
た
あ
と
で
、
霞
家
の
権
限
に
関
し
て
、
「
日
本
の
国
家
は
日
本
各
人
の
自
由
権
利
を
殺
減
す

る
規
則
を
作
り
て
こ
れ
を
行
う
を
得
ず
」
と
譲
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
国
民
の
「
自
由
権
利
」
が
、
国
家
権
力
の
行
使
の
限
界
を
確
定
す
る
原
理
と
し
て
提
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
口
具
体
的
な
国
民
の
「
自
由
権
利
」
に
関
し
て
は
、
「
日
本
国
民
お
よ
び
日
本
人
民
の
自
由
権
利
」
の
項
で
そ
の
規
定
が
な
さ
れ
、

そ
こ
で
は
生
存

権
、
物
件
使
用
の
権
利
、
刑
罰
・
逮
捕
・
拘
留
・
林
一
部
恒
・
喚
問
等
に
対
す
る
法
的
保
障
、
死
刑
・
拷
問
の
禁
止
、
思
想
・
信
教
の
自
由
、
一
一
一
一
口
論
・
出
版
・
集
会
・
結
社
の

自
由
、
住
居
移
転
の
自
由
、
信
輩
出
の
秘
密
の
保
護
、
所
有
権
等
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
の
大
部
分
は
明
治
憲
法
も
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
荷
者
に
お
け

る
権
利
の
実
質
は
全
く
異
む
っ
て
い
る
。
明
治
憲
法
で
は
、
国
民
の
諸
権
利
は
、
法
律
に
よ
っ
て
ど
う
に
で
も
増
減
変
更
が
可
能
な
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

植
木
の
ー
憲
法
案
で
は
、
国
民
の
諸
権
利
は
、
戦
時
以
外
に
は
、
法
律
に
よ
る
い
か
な
る
制
約
を
も
受
け
な
い
も
の
と
し
て
、

そ
れ
ゆ
え
ま
た
法
律
を
制
約
す
る
基
本
理
念

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
植
木
の
憲
法
案
は
、
勺
政
府
怒
に
国
憲
に
背
き
援
に
人
民
の
自
由
権
利
を
侵
害
し
建
国
の
旨
趣
を
妨
ぐ
る
と
き
は
日
本
国
民
は
と
れ
を
覆
滅
し
て

新
政
府
を
建
設
す
る
こ
と
を
得
」
と
し
て
、
国
民
の
抵
抗
権
を
も
認
め
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
植
木
の
憲
法
案
は
、
他
方
で
行
政
権
、
統
帥
権
を
「
皇
帝
」
に
委
ね
る
な
ど
、
時
代
に
よ
る
制
約
を
免
れ
な
い
側
面
を
持
つ
て
は
い
る
。
し
か
し
こ
の
憲
法

案
は
同
時
に
、
人
民
の
権
利
に
か
か
わ
る
事
柄
に
関
し
て
は
、
皇
帝
の
専
行
を
認
め
や
す
、
乙
れ
に
関
す
る
事
柄
は
必
ず
「
立
法
院
の
議
」
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
い
〉
つ

規
定
を
設
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
立
法
院
は
人
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
、
立
法
権
は
人
民
全
体
に
属
す
る
も
の
と
じ
て

い
る
か
ら
、
こ
う
し
た
規
定
に
よ
っ
て
皇
帝
の
実
質
的
な
権
限
は
人
民
の
意
思
に
よ
る
大
き
な
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
人
民
の
「
自
由
権
利
」
を
擁
護

す
る
と
い
う
理
念
が
、
権
力
を
抑
止
す
る
原
理
と
し
て
の
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
植
木
の
い
う
「
自
由
権
利
¥

そ
れ
は
パ

l
リ
ン
の
言
葉
で
い
え
ば
消
趨

的
自
由
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
植
木
の
構
想
し
た
憲
法
は
、
国
民
姻
々
人
の
消
極
的
自
由
の
保
護
に
主
眼
を
お
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
自
由
民
権
運
動
の
指
導
者
た

ち
は
、
福
沢
が
そ
う
解
し
た
よ
う
に
、

も
っ
ぱ
ら
積
極
的
自
由
の
獲
得
だ
け
を
め
ざ
し
て
消
極
的
自
由
の
擁
護
に
は
弓
を
向
け
な
か
っ
た
、

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る
。し

か
し
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
人
の
自
由
が
本
当
に
守
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ロ
ー
ル
ズ
や
植
木
の

う
な
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
の
憲
法
に
も
と
づ
い
て
諸
々
の
法
律
が
制
定
さ
れ
れ
ば
、
政
治
権
力
が
個
々
人
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
適
正
な
民
主
制
が

実
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
々
人
は
そ
れ
ぞ
れ
共
同
体
の
一
員
と
し
て
生
活
す
る
が
、
平
等
な
自
由
の
原
理
に
も
と
づ
く
こ
の
民
主
制
は
、
共
同
体
の
意
思
決
定
の
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方
式
を
、
「
一
人
一
票
」
の
原
則
に
則
っ
た
多
数
決
ル
!
ル
に
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
な
れ
ば
、
こ
の
意
思
決
定
の
偲
別
的
ケ
!
ス
に
は
、
利
害
に
お
い
て
一
致
し

た
多
数
者
の
意
思
が
反
映
さ
れ
、
少
数
者
の
意
思
は
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
多
数
者
の
意
思
を
体
現
し
た
政
治
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
、

少
数
者
の
利
益
が
、

さ
ら
に
は
少
数
者
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
も
生
じ
う
る
こ
と
に
な
る
。
立
憲
民
主
制
が
多
数
、
決
ル
!
ル
に
も
と
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
限
り
、

そ
こ
に
「
多
数
者
の
専
制
」
が
生
じ
る
可
能
性
は
つ
ね
に
存
在
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
事
態
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
こ
の
体

制
は
、

Z
タ
数
者
の
専
制
」
へ
と
向
か
う
み
ず
か
ら
の
動
性
を
阻
止
す
る
よ
う
な
制
度
を
、

み
ず
か
ら
の
う
ち
に
内
在
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
或
る
政
策
が

少
数
者
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、

そ
し
て
、
少
数
者
が
こ
れ
を
不
当
だ
と
し
て
政
策
の
変
更
を
訴
え
た
場
合
、
少
数
者
の
こ
の
訴
え
を
制
度
と
し
て
受
け

入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
体
制
が
、
求
め
ら
れ
る
民
主
制
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
換
え
れ
ば
、
こ
の
体
制
は
、

ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
「
市
民
的
不
服
従
」
を
正
当
な
も

の
と
し
て
-
認
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
続
き
的
に
は
合
法
的
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
体
制
の
根
本
的
理
念
で
あ
る
自
由
主
義
的
理
念
に
違
反
す
る
よ
う
な
政
策

決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、

7

」
の
決
定
を
覆
す
ぺ
く
市
民
的
不
服
従
の
手
段
に
訴
え
る
こ
と
は
正
当
な
行
為
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
自
由
主
義
的
理
念
を
貫
徹
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
こ
の
体
制
は
、
市
民
的
不
服
従
を
〈
ラ
イ
ト
〉
と
し
て
個
々
人
に
認
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
体
制
下
で
な
ら
、
は
た
し
て
個
々
人
の
自
由
は
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
う
か
。
そ
も
そ
も
と
の
体
制
は
、
〈
自
由
を
た
だ
自
由
の
た
め
に
だ
け
制
限
す
る
〉

と
い
う
理
念
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ー
l
こ
の
よ
う
な
懐
疑
的
な
疑
問
を
提
出
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、

(
初
}

ズ
批
判
が
、
無
視
で
き
な
い
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

H
-
L
・
A
-
ハ
l
ト
に
よ
る
ロ

1
ル

ハ
ー
ト
は
、

ロ
la--

ル
ズ
の
「
自
由
は
た
だ
自
由
の
た
め
に
だ
け
制
限
さ
れ
う
る
」

と
す
る
考
え
方
に
批
判
の
矢
を
向
け
、

ロ
ー
ル
ズ
の
こ
の
考
え
方
は
成
り
立
た
な
い
と
し
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
、
「
自
由
を
た
だ
自
由
の
た
め
に
だ
け
制
限
す
る
、
と
は
何

を
意
味
す
る
の
か
」
と
問
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
、

ロ
ー
ー
ル
ズ
が
提
出
し
た
一
つ
の
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
口
こ
の
例
と
は
、
討
論
の
際
に
順
番
の
ル

i
ル
を
導
入
す

る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
と
の
ル
ー
ル
を
導
入
す
れ
ば
、
我
々
の
つ
好
き
な
と
き
に
し
た
い
こ
と
を
す
る
自
由
」
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

も
し
こ
の
制
限
が
行

わ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
有
益
な
討
論
は
成
り
立
た
ず
、
我
々
の

J
Z一
一
口
の
自
由
」
は
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
種
の
制
限
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
、

と

い
う
の
が
口

i
ル
ズ
の
論
旨
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
討
論
に
際
し
て
順
番
の
ル

i
ル
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
「
(
よ
り
大
き
な
、
ま
た
は
よ
り
広
範
な
)

自
由
の
た
め
に
L

求
め
ら
れ
る
、
正
当
で
必
要
な
措
置
な
の
で
あ
る
口

l
ii
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
、
と
ハ

i
ト
は
言
う
。
こ
の
ル

l
ル
の
導
入
が
正
当
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
に
ζ

こ
で
持
ち
出
さ
れ
て
い



る
基
準
は
、
「
(
よ
り
大
き
な
、
ま
た
は
よ
り
広
範
な
)
自
由
の
た
め
に
」
と
い
う
正
義
論
の
原
則
で
は
な
く
、

実
は
「
有
益
な
討
論
」
に
価
値
を
お
く
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の

価
値
評
価
の
観
点
な
の
だ
。
こ
の
価
値
評
価
は
、

正
義
論
の
体
系
に
と
っ
て
外
在
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
以
上
、

ζ

の
ル

i
ル
の
導
入
を
是
と
す
る
判
断
の
正

し
さ
を
、
正
義
論
の
体
系
は
基
礎
づ
け
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
向
様
に
、
正
義
論
の
体
系
は
、
こ
の
ル
!
ル
の
導
入
を
非
と
す
る
判
断
を
、

正
し
く
な
い
も
の
だ
と

し
て
退
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
「
好
き
な
と
き
に
し
た
い
こ
と
を
す
る
自
由
」
と
「
発
言
の
自
由
」
と
い
う
こ
つ
の
自
由
が
衝
突
し
て
い
る
が
、
寸
好
き
な
と

き
に
し
た
い
こ
と
を
す
る
」
こ
と
に
よ
り
大
き
な
価
値
を
見
出
し
て
い
る
人
々
は
、
こ
の
ル
ー
ル
の
導
入
を
非
と
し
、
「
好
き
な
と
き
に
し
た
い
こ
と
を
す
る
自
由
」
を
確

保
す
る
た
め
に
は
「
発
言
の
自
由
」
が
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
も
や
む
を
え
な
い
、

と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
制
限
も
「
自
由
の
た
め
に
」
な
さ
れ
る
制
限
で

あ
る
か
ら
、
正
義
論
は
彼
ら
の
決
定
を
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
ル
!
ル
の
導
入
の
是
非
に
関
し
て
、

「
(
よ
り
大
き
な
、

ま
た
は
よ
り
広

範
な
)
自
由
の
た
め
に
」
と
い
う
正
義
論
の
原
則
、だ
け
で
は
決
定
的
な
答
え
を
得
る
乙
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
の
が
ハ
!
ト
の
見
解
で
あ
る
。

「
(
よ
り
大
き
な
、
ま
た
は
よ
り
広
範
な
)
自
由
の
た
め
に
L

と
い
う
正
義
論
の
原
則
が
役
に
立
た
な
い
の
は
、
こ
の
ケ

l
ス
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

或
る
土
地
の
所
有
者
が
こ
の
土
地
に
関
し
て
有
ナ
る
排
他
的
な
使
用
の
自
由
と
、
彼
以
外
の
者
が
持
つ
通
行
の
自
由
と
は
衝
突
す
る
が
、
こ
の
場
合
、

ど
ち
ら
の
自
由
が

ど
ち
ら
の
自
由
の
た
め
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
正
義
論
の
原
則
は
や
は
り
決
定
的
な
答
え
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
答
え
を
得
ょ
う
と

思
え
ば
、
我
々
は
二
般
的
福
祉
の
増
大
の
た
め
に
」
と
い
っ
た
観
点
を
そ
こ
に
持
ち
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
通
行
の
自
白
を
無
制
限
に
認
め
れ
ば
、
農
地
が

荒
ら
さ
れ
、
食
糧
の
供
給
が
減
る
が
、
土
地
所
有
者
の
排
他
的
な
自
由
を
認
め
て
も
と
り
た
て
て
大
き
な
不
都
合
は
生
じ
な
い
、

と
充
分
な
根
拠
を
も
っ
て
言
う
こ
と
が

で
き
れ
ば
、

一
般
的
福
祉
の
増
大
と

い
う
観
点
か
ら
、
通
行
の
自
由
は
制
限
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
結
論
に
な
る
。
し
か
し
ロ

I
ル
ズ
の
原
則
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
の

持
ち
込
み
を
聞
く
拒
む
。
こ
の
原
則
は
、
「
自
由
は
社
会
的
ま
た
は
経
済
的
な
利
益
の
た
め
に
で
は
な
く
、

た
だ
自
由
の
た
め
に
だ
け
制
限
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ロ
I
s--

ル
ズ
的
原
則
に
ま
つ
わ
る
不
都
合
は
、

そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
の
原
則
に
従
え
ば
、

さ
ら
に
、
環
境
保
護
の
た
め
に
自
動
車
の
使
用
制
限
を
行
う
、

と
い
っ
た
政
策
の
決
定
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
j
を
侵
害
す
る
よ
う
な
出
版
物
の
発
行
を
禁
止
す
る
と
い
っ
た
政
策
の
決
定
は
正
し
い
決
定
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
決
定
は
、
私
有
財
産
を
使
用
す
る
自
由
を
「
環
境
保
護
の
た
め
に
」
と
い
う
理
由
か
ら
制
限
し
た
り
、
ユ
一
一
口
論

・
出
版
の
自
由
を

「プ
ラ
イ
バ
シ

i

の
保
護
の
た
め
に
」
と
い
う
理
由
か
ら
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
寸
自
由
の
た
め
に
自
由
を
制
限
す
る
」
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

哲
学

・
思
想
論
集
第
十
八
号
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〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
と
自
由
の
問
題

一
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多
数
者
の
専
制

こ
う
し
た
口

i
ル
ズ
批
判
に
よ
っ
て
ハ
!
ト
が
言
お
う
と
す
る
こ
と
、

そ
れ
は
、
自
由
の
制
限
が
問
題
に
な
る
場
合
、

そ
の
解
決
の
た
め
に
は
「
自
由
」
以
外
の
観
点

が

l

l
「
利
益
」
の
観
点
が
|
l
i
要
求
さ
れ
る
、

と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
或
る
自
由

(
A
)
と
も
う
一
つ
の
自
由

(
B
)
が
衝
突
す
る
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
か
の
自
由
を

制
限
す
る
よ
う
に
決
定
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

い
ず
れ
の
決
定
も
「
自
由
の
た
め
に
自
由
を
制
限
す
る
L

も
の
で
あ
る
点
で
は
変
わ
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、

い
ず
れ

の
決
定
が
是
と
さ
れ
る
べ
き
か
の
判
断
は
、

い
ず
れ
の
決
定
が
我
々
に
と
っ
て
よ
り
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
か
、

と
い
う
功
利
主
義
的
な
見
地
か
ら
な
さ
れ
ざ
る
を
え

戸
入
、
J

O

+
ん
M
E
V

一
方
の
自
白

(
A
)
が
制
限
さ
れ
れ
ば
、

そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
は
一
定
の
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
る
が
、

も
う
一
方
の
自
由

(
B
)
を
手
に
入
れ
る
乙
と
で
得

ら
れ
る
利
益
が
こ
の
不
利
益
を
上
ま
わ
る
な
ら
ば
、
こ
の
自
由

(
A
)
の
制
限
は
妥
当
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
逆
に
下
ま
わ
る
な
ら
ば
、
こ
の
制
隈
は
不
当
な
も
の
と
み

な
さ
れ
る
、

と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
益
・
不
利
益
の
考
量
を
退
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
ロ
lea

・
ル
ズ
の
理
論
の
欠
陥
は
あ
る
、

と
ハ
!
ト
は
言
う
。

こ
の
ハ

l
ト
の
見
解
は
自
由
主
義
の
理
念
に
反
す
る
も
の
だ
、

と
い
う
非
難
は
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
見
解
が
八
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
に
反
す
る
も

の
だ
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
口
そ
も
そ
も
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
は
、
各
人
の
〈
利
〉
の
追
求
を
正
当
な
と
と
と
し
て
認
め
、
〈
利
〉
の
追
求
に
対
す
る
干
渉
を
不
当
な

こ
と
と
み
な
す
思
想
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
利
益
・
不
利
益
の
考
量
を
基
準
に
し
て
自
由
の
衝
突
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
〈
ラ
イ
ト
V

の
思
想
に
反
し
な

い
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
こ
の
思
想
の
趣
旨
に
沿
い
う
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、

ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
が
い
う
「
自
由
で
合
理
的
な
人
々
」

で
さ
え
も
、
こ
の
ハ

i
卜
の
見
解
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
由
で
合
理
的
な
人
々
が
正
義
の
二
原
理
を
選
択
す
る
の
は
、

ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
「
原

初
状
態
」
に
お
い
て
で
あ

f

る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
原
初
状
態
」
と
は
、
彼
ら
が
「
無
知
の
ヴ
ェ

i
ル
」
を
か
け
ら
れ
た
ま
ま
、
相
互
に
利
害
関
心
を
持
つ
こ
と
な
く
、

皆
平
等
に
自
己
の
利
益
の
増
大
を
は
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
の
状
態
に
お
い
て
彼
ら
が
自
己
の
利
益
の
増
大
を
は
か
ろ
う
と
し
、
そ
の
結
果
選
択
す
る

こ
と
に
な
る
の
が
、
「
平
等
な
自
由
の
原
理
」
を
第
一
原
理
と
す
る
あ
の
正
義
の
二
原
理
な
の
で
あ
る
。
正
義
の
二
原
理
が
、
や
が
て
不
可
避
的
に
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る

利
害
の
対
立
を
回
避
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
調
整
原
理
で
あ
り
、
「
適
切
な
分
配
上
の
取
り
分
に
つ
い
て
の
向
意
を
取
り
つ
け
る
た
め
の
諸
原
理
い
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
平
等
な
自
由
の
原
理
」
の
選
択
は
、
あ
く
ま
で
も
自
己
の
利
益
の
増
大
を
は
か
ろ
う
と
す
る
合
理
的
な
人
々
の
意
図
か
ら
出
た
も
の

在
の
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
以
上
、
利
益
・
不
利
益
の
考
量
を
自
由
の
考
量
の
基
準
に
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
意
図
に
合
致
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
利
益
・
不
利
益
の
考
量
が
自
由
の
考
量
の
基
準
に
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
民
主
制
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
。
こ
の
民
主
制
は
、
勺
多
数
者
の
専

制
」
を
許
す
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
或
る
自
由
を
優
先
さ
せ
る
乙
と
で
得
ら
れ
る
利
益
は
、
決
し
て
一
律
の
も
の
で
は
な
く
、
人
に
よ
っ

て
異
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
・
と
し
て
、
秘
教
的
な
教
義
を
信
仰
し
実
践
し
て
い
る
少
数
者
の
集
団
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
宗
派
の
人
々
の
信
教
の
自
由
は
、
真

実
を
取
材
し
報
道
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
自
由
と
衝
突
す
る
。
彼
ら
が
信
じ
て
い
る
教
義
は
、
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
さ
て
こ
の
場
合
、

ど
ち
ら
の
自
由
が

制
限
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
の
教
義
を
信
奉
す
る
人
々
は
、
報
道
の
自
由
が
制
限
さ
れ
、
信
教
の
自
由
が
守
ら
れ
る
ほ
う
が
得
ら
れ
る
利
授
は
大
き
い
、

と
考
え
、
報

道
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
べ
き
だ
と
、
王
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
じ
、
公
教
的
な
教
義
を
信
仰
し
て
い
る
か
、
無
宗
教
で
あ
る
多
数
の
人
々
は
、
報
道
の
自
由
が
守
ら
れ

る
ほ
う
が
得
ら
れ
る
利
益
は
大
き
い
と
考
え
、
秘
教
的
教
義
を
信
仰
す
る
者
の
自
由
は
そ
の
た
め
に
制
限
さ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
、

と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら

の
主
張
を
是
と
す
る
か
を
多
数
決
ル
!
ル
で
決
定
し
た
と
す
れ
ば
、
結
果
は
明
ら
か
で
あ
る
。
多
数
者
の
、
王
張
が
是
と
さ
れ
、
秘
教
的
教
義
を
信
奉
す
る
少
数
者
の
信
教

の
自
由
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
信
者
た
ち
が
「
こ
の
決
定
は
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
だ
」
と
言
っ
て
市
民
的
不
服
従
の
手
段
に
訴
え
た
と
し
て
も
、
こ
の
訴
え
が

通
る
見
込
み
は
な
い
。
信
者
た
ち
の
訴
え
を
認
め
、
決
定
を
覆
し
た
と
す
れ
ば
、
今
度
は
報
道
の
自
由
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
合
で
も
自
由
の
侵
害
は
生

じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

自
由
間
の
衝
突
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
由
の
侵
害
も
避
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
う
で
あ
る
以
上
、

ど
ち
ら
の
自
由
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
か
を

決
定
す
る
判
断
の
基
準
は
、
利
益
・
不
利
益
の
考
量
に
求
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
そ
う
な
れ
ば
、
利
害
に
お
い
て
一
致
し
た
多
数
者
の
意
見
が
通
り
、
少
数
者
の

自
由
は
損
な
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
こ
の
民
主
制
は
、
「
多
数
者
の
専
制
」
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
由
主
義
を
貫
く
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
が
要
求
す
る
積
極
的
'
自
由
は
、
こ
の
思
想
の
も
う
一
つ
の
よ
り
根
源
的
な
要
求
で
あ
る
消
極
的
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

自
由
と
縮
突
す
る
の
は
、
何
も
自
由
だ
け
で
は
な
い
。
或
る
自
由
と
或
る
利
益
と
が
衝
突
す
る
ケ
ー
ス
は
も
っ
と
多
い
。
好
き
な
と
き
に
し
た
い
こ
と
を
す
る
自
由
が

有
益
な
討
論
を
望
む
人
々
の
利
益
と
衝
突
し
、

ニ
一
一
口
論
・
出
版
の
自
由
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
大
切
に
す
る
人
々
の
利
益
と
衝
突
す
る
よ
う
に
、
暴
走
運
転
の
自
由
は
効
率
的

か
つ
安
全
な
通
行
を
望
む
大
多
数
の
人
々
の
利
益
と
衝
突
し
、
巨
大
商
業
資
本
の
庖
舗
拡
大
の
自
由
は
多
数
の
弱
小
小
売
癌
の
庖
主
た
ち
の
利
益
と
衝
突
す
る
。
利
益
・

不
和
益
の
考
量
が
惟
一
絶
対
的
な
判
断
の
基
準
で
あ
る
と
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
自
由
の
制
限
も
正
当
な
こ
と
だ
と
い
う
と
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
多
数
者
の

哲
学
・
思
想
論
集
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十
八
号
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利
益
の
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
の
自
由
が
制
限
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
利
益
・
不
利
益
の
考
量
を
自
由
の
考
量
の
基
礎
に
お
く
以
上
、
〈
一
フ
イ
ド
V

の
思
想

は
、
こ
れ
ら
の
自
由
が
そ
れ
で
も
擁
護
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ハ
!
ト
も
指
摘
し
て
い
る
或
る
極
端
な
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
乙
の
民
主
制
が
自
己
自
身
を
否
定
し
て
し
ま
う
可
能
性

夜
変
ご
h
H
L
7

、
ま、

吾
ア
?
?
v
d占
、
〆

3t

で
あ
る
。
仮
に
、
国
民
の
消
極
的
自
由
を
で
き
る
だ
け
制
限
し
、
社
会
的
統
制
を
強
臨
な
も
の
に
す
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
国
民
総
生
産
が
上
昇
し
、
個
々
人
に
と
っ
て
よ
り

大
き
な
経
済
的
利
益
が
確
実
に
も
た
ら
さ
れ
る
、

と
充
分
な
根
拠
を
も
っ
て
一
一
=
口
う
こ
と
が
で
き
る
状
況
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
利
益
・
不
利
益
の
考
量
を
自
由
の
考
量
よ

り
も
優
先
さ
せ
る
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
国
民
が
み
ず
か
ら
の
自
由
の
徹
底
的
な
制
限
を
、
社
会
的
統
制
の
強
化
を
選
択
し
、
こ
の
選
択
を
政

策
決
定
す
る
こ
と
は
充
分
に
合
理
的
な
判
断
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
決
定
は
自
由
主
義
に
反
す
る
が
、
自
由
主
義
に
も
と
づ
く
民
主
制
は
、
こ
の
決
定
を
不
当
な

も
の
と
し
て
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
主
義
者
が
「
こ
の
決
定
は
個
人
の
自
由
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
無
効
で
あ
る
」
と
抗
議
し
て
も
、
乙
の
抗
議
は
有
意

味
的
な
批
判
官
と
は
な
り
え
な
い
。
こ
の
決
定
は
、
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
国
民
個
々
人
の
自
由
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

自
由
主
義
的
民
主
制
の
も
と
で
、
乙
の
よ
う
な
決
定
が
下
さ
れ
る
可
能
性
に
関
し
て
、
「
国
民
が
自
由
主
義
者
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
選
択
を
行
う
こ
と
自
体

が
あ
り
え
な
い
は
ず
だ
」
と
す
る
異
論
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
選
択
しを
行
う
国
民
も
、

や
は
り
自
由
主
義
者
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
己
の
経
済
的
利

益
を
追
求
す
る
自
由
を
、
他
の
諸
自
由
よ
り
も
優
先
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
。
物
質
的
貧
困
が
支
配
す
る
社
会
で
は
、
国
民
が
み
ず
か
ら
そ
の
よ
う
な
選
択
を
行
う
可
能
性

は
つ
ね
に
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
社
会
の
国
民
が
〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
を
信
奉
し
、
充
分
な
自
由
主
義
的
自
覚
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く

ま
で
も
可
能
性
で
あ
り
、
極
端
な
可
能
性
で
は
あ
る
が
、
全
く
考
え
ら
れ
な
い
可
能
性
で
は
な
い
。

《
注
》

(
1
〉
こ
こ
で
私
が
え
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
」
と
呼
ぶ
の
は
、
ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
唱
道
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
や
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
(
「
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣

一
一
一
一
向
」
)
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
考
え
方
の
こ
と
で
あ
る
。

(
2
)
(「

C
ケ
ロ
見
川
口
三

ω
・
〉

H
，
FmwO内
山
、
。
内
』

2
2庁内
Y
E
m
M門戸、山門〔
{
C
Zぐ
ゆ
門

ω
R
V
1
?・mwωωu
巴
一
-HW
℃・
ω
C
N

・

(3)
問
。

σ
2門
Z
o
立
の

F
〉
ロ
山
門
わ
甘
い
ご

ω門
戸
門
戸
山
口
巳
口
門

O℃
一
戸

C
M
m
o
E
J

∞
ωω
ニ
∞
古
己
2
ぐ
巳

f
s司
江
口
円
。
門
戸
巴
∞

c-
円)・

5
c
'

(
4
)
の
町
山
ユ

g

、HJmq一
o
ア
JJNYEuω
巧
門

O
D問
委

芹

y
z
o
m
m広
守
mw
戸
日
常

q
J
5
ロ
m戸
〈
広
三
日

mw門
(O門戸・)・
H
L
Z門けて
(
C
M円
向
。
三
・

0
え
o
三

巴

E

S
門
ω{門叱

p
g
ω
噌

5
2
)
・

C
-
H
t
i
s
-



(
ω
)
 
R
a
w
l
s
，
 op.cit.

，
 p.302 

(
∞
)
 
Ibid. 

(
ト
)

Isaiah Berlin
，

 Fo
u
r
 E
s
s
a
y
s
 
0
れ
Liberty

，
O
x
f
o
r
d
，

 Ox
f
o
r
d
 University Press

，1969
，

 p.121-34. 

(
∞
)
 
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
，

 
T
w
o
 Treatises of G

o
v
e
r
n
m
e
n
t
，

 in T
h
e
 W
o
r
k
s
 of J

o
h
n
 L
o
c
k
e
，

 
L
o
n
d
o
n
，

 1963
，

 p.351 

(
∞
)
真
誌
童
話
N

l
f
'
回
栓
窯
緩
ピ
ベ
田
盗
鰍
君
!
護

T異
鑑
定
員
N
わく抑

dl
掠

i
網，

ng:~41rrヨヨ援，
1
 ~-
h
O

与す，
I
 I
 I
 

iく
情
。

(
日
)

W~~蛇
緩
畑
中

i時
』
域

11)殺
ù'

髄
蛍
~
部
;
詩
r

)
-
h
同
長
崎
，

1111]-11)lllf眠。

(
口
)
穀
田
判
明
「
朴
将
窪
寺
ミ
緯

'¥1肱
/

:r罫
1く

ま
雲
市
む
掠

I
1
 

rr1r' 
1111眠。

(
口
)

Berli
れ，

op. 
cit. 

p.163. 

(
ロ
)

F. A
.
 H
a
y
e
k
，

 T
h
e
 Constitution of Libe

てty
，
L
o
n
d
o
れ，

1960
，

 p.I03 

(
苫
)

r-Eト
J;::l梨üli<

r
i
単
位
∞
』
三
~
*
1
1
I
N
令
垣
曝
，

"
T
同
穏
締
坦
，

]
-
h
<
亘
社
，

I
 Hく

I
-
I
I
K
1
]
問。

(
出
)

w陪
惑
を
縫
担
併
場
経
』
掠
盟
誕
l
'

I
 1] 

]回。

(
芦
)

!LITII宙
科
長
<
J
l
語
手
足
)
?
再
認
舗
道
主

r
j同会話制

mi宝，
]
-
h
同
与

J与す，
-hO

I
収。

(
巳
)

I
T
'
躍
斑
緩
畑
中
i戦

』
掠

十
I
1

 
~知，

1
1
1
]
-
1
1
1
1l回。

(
~
)
 
f
(
'
但
部
択
も
<
J
l

-
h
平
岡
ミ
ト
。

(
ヨ
)

R
a
w
l
s
，

 op_ 
ci

t.， 
PP.195-201 

(
足
)

R
a
w
l
s
，

 op. 
ci

t.， 
p.215. 

(
点
)

R
a
w
l
s
，

 op. 
cit.

，
 PP.380-381 

(~) 
r理

科
彰
台
語
学
長

J
減
{
く
殺
f

悩
r尚

111
詮
主
主
!
葉

r
喫

揺
師

四
r

I
 -h-h 1

社
r

-
f
引
く
]

)1)1
回。

(
~
)
 
R
a
w
l
s
，

 op.ci
仁，

p
p

‘371-377 .
 

(
お
)

H
.
 L. A

.
 H
a
r
t
，

 Essays in 
J
 

llrisprlldence a
n
d
 Philosophy

，
 Ox

f
o
r
d
，

 
C
l
a
r
e
n
d
o
n
 Press

，
 1983

，
 Pp. 223-247 

(
お
)
ト
J
Q

I-J
-\J笠

F
却
装
混
と
~
0
ニ
ド
Q
ロ
ト
"
，
Q
芸
部
詮

E41罫
:
g
'
~
部
長
い
二
時
。

-
<
~
Q

く
11'\ヤム>

-}ふ
J
I"
:
?
;
記
京
窓
聴
器
千

_)1守
的
部
議
~
~
話
~
モ
gt咲いト(ð.，d)

Q
よ
Jt毛
布
ド
ロ
ト
モ
、
当

f

トJ
Q
i回
お
土

tI~
r
川
西
苦
手

J留
ま
若
手
書
!
と
特
例
栓
+
(
<
J
~
*
甘
美
Q
~
濡
ど
人

j紳
'V-，:j)Q

 J
よ
J__)

ド
早
川
ド
二
時
。

Jo
h
n
 L
o
c
k
e
，

 Op. 
cit.

，
 p. 370 

(
詩
)

R
a
w
l
s
，

 op. 
cit.

，
 p.126 

(
お
)

H
a
r
t
，
 op. 

cit.
，
 PP.243-247 

部
ミ
小
.
f
f
i
0
緊
31呈
戦
法
十
く

rr~ì
1 

1 
1 

1 



Rights-Theory and Problem of Liberty 

〈
ラ
イ
ト
〉
の
思
想
と
自
由
の
問
題

Yutaka SASAZAWA 

There is an idea that sodal choice is to be based on account of individual right to the equal 

Jiberties. At the level of theory， we find this idea in the liberal theories of J ohn Locke， Robert 

Nozick and John Ra¥vls， elnd at the level of practice， il1 the constitutional innovations of the 

American and French I¥evolutions. Tbis idea 1S to be regarded as important， accordiJ1g to 

which governments must be set up and COl1stitutions struUured in such a ¥vay tbat it becomes 

impossible for jndividual rigbt to the equal Jiberties to be put aside for the sake of the private 

interests of particular people or even in pursuit of other social goa]s. 1n this paper 1 am 

concerned with the question whether this idea can be defended in tbe political actuality. As to 

the liberty， Isaiah Berlin distinguished 'negativピlibertyfrom the liberty in 'positive' sense in 

his essay '1'wo Concepts of Liberty'. While the 'positive' liberty 1S the liberty Wh1ch consists in 

being one's own master， the ‘negative' liberty is the liberty which consists il1 not being 

prevented from choosing as 1 do by other men. Berlin explained that the ‘positive' and 

'negative' notions of freedom historical1y came into direct conflict with each otber. And he 

pointed out that liberty in 'positive' sense can easily destroy too many ofthe 'negative' liberties 

which they beld sacred. l'he sovereignty of the people ca11 easily destroy that of indivjduals. 

Can the 'negativぜlibertiesbe defended jf liberty is given a priority over a11 other advantages， 

so that it 111a)' be restricted or unequally distributed on1y for tbe sal..;:e of 1iberty and not for any 

utber喝 formof social or economic advantage ? According to H. L. A. Hart， we must investi-

gate Rawls's conception that liberty may only be limited for the sake of liberty and not for the 

sake of uther social and economic advantages. Hart pointed out that some criterion of the 

value of different liberties ml1st be involved in the resolution of confricts between them. 

1'hough Rawls speaks as if the system of basic liberties were self-contained， and confricts 

within it were adjusted without appeal to any other value besides liberty and its extent， he fails 

to recognize sufficiently that a weighing of advantage and disadvantage must always be 

required to determine ¥vhether the general distribution of any specific liberty is in a 111an's 

interest. If so， we cannot but conc1ude that the general defence of the 'negative' ]iberties is 

impossible even in tbe democratic community. 
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