
は
し
が
き

本
書
は
、
自
由
に
つ
い
て
、
筆
者
が
法
哲
学
を
中
心
と
す
る
場
に
身
を
置
き
考
え
て
き
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
自
由
に
つ
い

て
考
え
る
と
い
っ
て
も
諸
々
の
角
度
が
あ
る
。
法
哲
学
的
な
視
角
で
自
由
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、「
個
人
を
尊
重
す

る
」
と
い
う
こ
と
を
、
理
論
的
か
つ
実
践
的
に
真
剣
に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
に
生
き
る
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
尊
重

を
可
能
に
す
る
社
会
を
作
り
、
維
持
し
、
共
存
を
は
か
る
と
い
う
基
本
的
な
も
の
の
考
え
方
（
理
論
）
の
も
と
、
ど
の
よ
う
に
し

て
そ
の
よ
う
な
社
会
が
可
能
に
な
る
の
か
を
、
社
会
に
さ
ま
ざ
ま
に
生
じ
う
る
課
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
応
答
し
、
対
処
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
実
践
的
帰
結
と
常
に
と
も
に
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
社
会
は
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
創
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
点
で
「
あ
る
」
と
こ
ろ
か
ら
の
改
善
改
修
を
は
か
る
、

い
わ
ば
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
船
で
あ
る
。
改
修
の
資
材
の
変
化
は
も
と
よ
り
、
浮
か
ん
で
い
る
海
の
あ
り
よ
う
の
変
化
も
そ
れ
な
り
に

大
き
い
。

社
会
の
な
か
に
生
き
る
個
人
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
の
環
境
は
漸
次
的
に
、
時
に
劇
的
に
変
化
す
る
。
変
化
を
起
こ
す

i



力
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
。
な
か
で
も
、
医
薬
開
発
を
含
む
科
学
技
術
の
進
展
は
こ
れ
ま
で
常
に
、
人
間
の
生
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
な
に
よ
り
そ
れ
は
「
で
き
な
い
こ
と
」
を
「
で
き
る
こ
と
」
へ
と
変
化
さ
せ
る
誘
因
で
あ
っ
た
。
徐
々

に
あ
る
い
は
劇
的
に
、
そ
う
し
た
変
化
は
起
こ
り
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
り
、
現
代
か
ら
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
近
代
は
そ
の
連
続

で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
前
世
紀
の
末
か
ら
今
日
に
い
た
る
期
間
は
、
同
時
代
に
生
き
る
当
事
者
で
さ
え
も
変

化
の
大
き
さ
に
お
の
の
く
ほ
ど
に
、
人
間
の
生
（life

）
の
あ
り
方
に
直
結
す
る
課
題
が
次
々
に
生
じ
、
社
会
は
こ
れ
ら
に
直
面

し
て
き
た
。
い
か
に
生
ま
れ
る
か
。
い
か
に
生
を
締
め
く
く
る
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
が
、
広
く
自
然
の
範
疇
の
問
題
か
ら
自

由
（
選
択
）
の
範
疇
の
問
題
へ
と
そ
の
位
置
づ
け
を
移
し
て
き
た
こ
と
は
、
変
化
の
核
心
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
、
社
会
に
お
け
る
初
期
条
件
の
変
化
と
言
い
う
る
。

生
ま
れ
る
場
面
に
視
点
を
絞
る
と
、
生
殖
補
助
技
術
の
展
開
は
、
生
ま
れ
く
る
子
ど
も
の
生
に
も
、
産
む
女
性
の
生
に
も
、
そ

の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
生
に
も
、
ま
た
当
該
技
術
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
も
直
接
・
間
接
の
影
響
（
力
）
を
及
ぼ
す
。
締
め

く
く
り
の
場
面
で
は
、
人
生
の
最
終
段
階
の
迎
え
方
、
医
療
・
治
療
の
方
針
決
定
に
関
す
る
制
度
設
計
の
推
進
は
、
高
齢
者
に
と

ど
ま
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
個
人
、
そ
の
家
族
や
親
密
な
人
た
ち
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
（
医
療
者
を
含
む
）
人
々
に
ま
で
、
同
様
の

直
接
・
間
接
の
影
響
（
力
）
を
及
ぼ
す
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
場
合
、
公
権
力
の
関
与
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
法
・
制
度
的
対
応
が
望
ま
れ
て
い

る
。
そ
う
し
た
社
会
状
況
の
な
か
で
、
個
人
の
尊
重
と
い
う
近
代
が
見
出
し
た
自
由
を
基
底
と
す
る
普
遍
的
価
値
を
確
保
す
る
た

め
に
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

随
分
と
壮
大
な
テ
ー
マ
な
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
課
題
を
理
論
的
実
践
的
検
討
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
制
度
設
計
の
あ
り
方
を

考
え
る
と
い
う
喫
緊
の
課
題
が
、
眼
前
に
存
在
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
、
具
体
的
に
考
え
て
き

ii



た
。
こ
の
個
別
具
体
的
取
り
組
み
と
、
理
論
的
検
討
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
真
剣
に
考
え
る
こ
と
、
な
の
だ
ろ
う
。

本
書
の
基
礎
を
な
す
論
文
は
、
非
公
表
の
も
の
を
含
め
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
今
回
本
書
を
構
成
す
る
に
あ
た
り
、

タ
イ
ト
ル
を
含
め
大
幅
に
内
容
を
追
記
・
修
正
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
た
る
ま
で
随
分
と
長
い
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

と
と
も
に
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
具
体
的
課
題
へ
の
取
り
組
み
と
と
も
に
考
え
る
と
い
う
積
み
重
ね
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
事

実
お
よ
び
文
献
等
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
及
ん
で
い
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
は
、
大
き
な
反
省
で
あ
る
。
た
だ
筆
者
が
そ
こ
に
見
出

し
た
課
題
、
考
え
る
意
図
と
方
針
に
つ
い
て
は
、
変
更
が
な
い
。

序
　
章
　�「
関
係
性
の
権
利
を
考
え
る
た
め
に
―
―
「
関
係
性
」
と
「
権
利
」
の
関
係
」
日
本
法
哲
学
会
編
『
法
哲
学
年
報

二
〇
〇
四
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
）
一
三
七
―
一
四
五
頁

第
一
章
　�「〈
個
人
の
尊
重
〉
と
〈
他
者
の
承
認
〉
―
―
新
型
出
生
前
検
査
か
ら
考
え
る
」『
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
』
五
三

号
（
同
志
社
大
学
ア
メ
リ
カ
研
究
所
、
二
〇
一
七
）
一
九
一
―
二
〇
九
頁

第
二
章
　�「
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
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
）
八
七
―
一
一
四
頁

第
三
章
　�「
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
ノ
水
書
房
、
二
〇
一
三
）
二
四
九
―
二
七
三
頁

第
四
章
　�「
第
一
章
　「
平
等
」
の
議
論
と
「
差
異
」
の
議
論
」
学
位
論
文
「
法
は
人
間
の
「
生
」
を
い
か
に
把
握
す
べ
き
か

―
―
マ
ー
サ
・
ミ
ノ
ウ
の
「
関
係
性
の
権
利
論
」
を
手
が
か
り
と
し
て
」（
二
〇
〇
一
年
九
月
、
千
葉
大
学
提
出
）

第
五
章
　�「
特
別
関
係
に
基
づ
く
義
務
と
責
任
」
日
本
法
哲
学
会
『
法
哲
学
年
報
二
〇
〇
〇
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
）
一
八

はしがき
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一
―
一
八
七
頁

終
　
章
　�「
規
範
的
関
係
論
・
序
説
」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
二
九
巻
一
・
二
号
（
千
葉
大
学
法
学
会
、
二
〇
一
四
）
一
四
九

―
一
七
四
頁

補
　
論
　�「
ケ
ア
の
倫
理
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
―
―
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（
生
殖
）
を
め
ぐ
る
視
角
か
ら
」
大
阪
府
立
大
学
女

性
学
研
究
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
八
年
度
第
二
二
期
女
性
学
講
演
会
「
ケ
ア
の
倫
理
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
―
―
依
存
、
生

殖
、
家
族
」
に
お
け
る
講
演
（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
六
日
大
阪
府
立
大
学
女
性
学
研
究
セ
ン
タ
ー
）

本
書
の
研
究
の
始
ま
り
は
、
学
部
学
生
で
あ
っ
た
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
さ
か
の
ぼ
る
。

当
時
、
わ
が
国
で
は
脳
死
・
臓
器
移
植
法
の
制
定
に
向
け
た
議
論
が
進
ん
で
い
た
。
三
年
次
か
ら
所
属
し
て
い
た
家
族
法
の
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
（
中
川
良
延
千
葉
大
学
名
誉
教
授
）
は
、
穏
や
か
な
雰
囲
気
な
が
ら
、
真
剣
か
つ
自
由
な
発
表
や
議
論
の
場
で
あ
っ
た
。

筆
者
は
こ
の
と
き
、
臓
器
移
植
法
制
化
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
発
表
す
る
準
備
の
た
め
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

の
日
本
の
状
況
と
法
制
化
に
向
け
た
議
論
状
況
お
よ
び
国
外
の
制
度
等
を
知
る
べ
く
、
各
所
で
開
催
さ
れ
て
い
た
脳
死
・
臓
器
移

植
問
題
お
よ
び
法
制
定
に
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
議
論
検
討
が
な
さ
れ
る
場
に
参
加
し
、
法
整
備
に
向
け
て
議
論
す
る
各
種
関
係

当
事
者
の
方
々
（
ド
ナ
ー
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
経
験
者
、
そ
の
候
補
者
と
も
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
た
方
々
、
ご
家
族
や
ご
遺
族
、
医
療

者
、
有
識
者
等
）
の
姿
を
目
に
し
、
彼
ら
の
声
を
耳
に
し
た
。
立
法
に
際
し
て
の
課
題
は
各
種
あ
っ
た
が
、
特
に
、
脳
死
臓
器
移

植
実
施
要
件
と
し
て
の
意
思
の
問
題
と
、
そ
の
正
統
性
に
か
か
る
議
論
に
着
目
し
て
ゼ
ミ
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。
人
間
の
生
と
死

に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
が
、
誰
か
の
―
―
そ
し
て
そ
こ
に
家
族
が
登
場
す
る
―
―
意
思
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
仕
組
み
を
法
律
で

作
る
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
な
ぜ
そ
う
あ
り
う
る
の
か
、
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
を
当
時
、
き
ち
ん
と
言
葉

iv



で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
報
告
を
終
え
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
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序

　章

　関
係
性
の
権
利
を
考
え
る
た
め
に 

―
―「
関
係
性
」
と
「
権
利
」
の
関
係

一
　関
係
性
と
い
う
言
葉

「
関
係
性
」
と
い
う
概
念
は
今
日
、
法
学
に
限
ら
ず
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
登
場
し
、
語
ら
れ
、
多
様
な
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
。
多
様
な
意
味
を
も
つ
「
関
係
性
」
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く
ら
か
検
討
す
べ
き
課
題
が
浮
上
し
て
き
た
。
本
書
は
、
個
人
の
尊

重
を
支
え
る
環
境
と
い
う
観
点
か
ら
個
人
と
特
定
の
関
係
を
有
す
る
者
と
の
あ
い
だ
の
「
関
係
性
」
に
焦
点
を
当
て
、
個
人
の
尊

重
を
基
盤
と
す
る
規
範
理
論
に
お
け
る
関
係
性
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
「
関
係
性
」
と
い
う
言
葉
は
、「
何
か
」
と
「
何
か
」
と
の
か
か
わ
り
を
表
す
語
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
関

係
す
る
者
と
さ
れ
る
者
と
が
「
誰
」
と
「
誰
」
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
合
い
が
「
関
係
性
」
と
い
う
言
葉

で
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
か
ぎ
り
、「
関
係
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
問
題
に
さ
れ

1



て
い
る
内
容
も
論
点
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
書
は
こ
の
よ
う
な
理
解
に
も
と
づ
き
、
関
係
性
概
念
を
法
学
の
領
域
に
お
い
て
、
規
範
理
論
の
も
と
で
論
じ
る
こ
と
を
課
題

と
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
自
由
な
社
会
が
成
立
す
る
た
め
の
基
本
要
素
は
な
ん
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、「
関
係
性
」

と
い
う
視
角
か
ら
論
じ
る
可
能
性
を
求
め
て
い
る
。
多
分
に
文
脈
に
依
存
す
る
関
係
性
と
い
う
概
念
を
、
正
義
を
基
底
と
し
て
普

遍
性
を
標
榜
す
る
法
（
哲
）
学
の
領
域
内
、
す
な
わ
ち
規
範
理
論
の
な
か
で
論
じ
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、「
関
係
性
の
権
利
」
と
い
う
多
義
的
な
概
念
を
整
理
し
、
そ
の
な
か
で
も
「
関
係
性
の
な
か
の
権
利
」
に
注
目
す

る
。
そ
し
て
こ
の
権
利
が
義
務
的
内
容
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
こ
の
理
解
に
対
す
る
批
判
に
応
え
る
。

二
　「関
係
性
の
権
利
」
分
析

「
関
係
性
」
と
は
、
関
係
当
事
者
を
伴
う
状
況
で
解
決
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か
を
捉

え
る
う
え
で
、
当
該
の
問
題
を
分
節
化
す
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る（（
（

。
し
か
し
、
法
理
論
上
の
概
念
と
し
て

「
関
係
性
」
を
位
置
づ
け
理
解
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
規
範
理
論
の
も
と
で
論
じ
る
こ
と
は
、
こ
の
概
念
が
非
常
に
文
脈
依
存
的

で
あ
る
ゆ
え
に
困
難
を
伴
う（（
（

。
関
係
性
は
、
個
人
と
個
人
、
個
人
と
集
団
、
あ
る
い
は
ま
た
個
人
と
国
家
な
ど
、
人
と
他
存
在
と

の
か
か
わ
り
合
い
全
般
を
指
し
、
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
お
の
お
の
の
文
脈
に
お
け
る
「
関
係
性
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
意

味
は
、
文
脈
依
存
的
・
個
別
的
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
、
内
容
や
意
味
、
機
能
は
異
な
る
。

さ
て
本
書
で
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
を
支
え
る
基
盤
を
探
究
し
て
い
く
。
そ
こ
で
序
章
で
は
関
係
性
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
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の
基
点
を
示
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
関
係
性
を
、
個
人
の
尊
重
に
不
可
欠
な
環
境
の
あ
り
方
を
問
う
視
角
を
獲
得
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
捉
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
多
様
な
関
係
性
の
、
ど
の
文
脈
を
、
ど
の
よ
う
に
法
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
取

り
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
法
の
も
つ
普
遍
性
と
い
う
特
性
の
観
点
か
ら
、
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（（
（

。

　章　関係性の権利を考えるために
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五
　規
範
的
関
係
論
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
―
―
本
書
の
構
成

以
上
の
よ
う
な
観
点
に
も
と
づ
い
て
本
書
は
構
成
さ
れ
る
。

本
構
想
に
お
い
て
、
個
人
の
尊
重
を
考
え
る
う
え
で
の
基
点
を
、
出
生
と
死
と
い
う
「
生
の
両
端
」
に
お
く
。
そ
こ
か
ら
法
理

論
を
構
想
す
る
こ
と
が
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。
加
え
て
、
従
前
の
法
理
論
上
の
思
考
方
法
に
新
た
な
視
角
を
与
え
る
可
能
性
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
第
一
に
、
以
下
の
点
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
書
補
論
で
論
じ
る
と
お
り
、
本
構
想
で
は
、
従
前
の
法
理
論

が
す
で
に
内
包
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
社
会
の
実
践
の
な
か
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
の
再
検
討
を
試
み
る
。
こ
れ
ま
で
そ

れ
ら
を
論
じ
る
法
的
な
言
葉
が
十
分
に
は
な
く
、
説
明
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
ら
に
少
し
で

も
光
を
当
て
る
べ
き
で
あ
る
、
ま
た
そ
の
必
要
性
が
ま
さ
に
眼
前
に
あ
る
と
い
う
理
解
に
も
と
づ
き
、
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
は
常
に
、
理
論
と
実
践
と
の
相
互
交
通
を
念
頭
に
お
い
た
論
述
を
お
こ
な
う
。
理
論
と
実
践
と
の
あ
い
だ
で
相

互
の
反
照
を
お
こ
な
う
際
に
は
、
規
範
理
論
上
の
義
務
と
実
践
的
な
帰
結
と
の
あ
い
だ
で
、
た
だ
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
に
は
と

ど
ま
ら
な
い
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
あ
ら
か
じ
め
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
知
識
の
不
完

全
性
）
な
か
で
、
も
の
ご
と
に
つ
い
て
、
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
判
断
し
行
動
す
る
。
事
実
と
規
範
と
の
あ
い
だ
に
は
、
ど
こ
か
に

序　章　関係性の権利を考えるために
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断
絶
が
あ
り
な
が
ら
も
し
か
し
、
常
に
実
践
的
帰
結
と
あ
る
べ
き
思
考
と
の
あ
い
だ
の
接
続
を
模
索
す
る
こ
と
が
、
法
哲
学
的
思

考
に
お
い
て
は
求
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
（
（（
（

る
。

こ
う
し
た
理
解
か
ら
、
第
一
章
は
、
喫
緊
の
制
度
設
計
上
の
課
題
を
は
ら
む
出
生
前
検
査
と
い
う
実
践
的
課
題
に
取
り
組
み
、

本
構
想
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
思
考
と
主
張
に
接
続
し
う
る
の
か
を
示
し
た
い
。
生
の
起
点
と
し
て
の
生
殖
に
つ
い
て
、
高
度

に
私
的
で
あ
り
か
つ
公
共
的
な
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う
に
個
人
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
私
的

な
関
係
を
取
り
結
ぶ
局
面
に
立
つ
者
と
し
て
の
課
題
と
、
生
殖
に
対
す
る
公
権
力
の
関
与
（
支
援
と
介
入
）
の
あ
り
方
と
い
う
課

題
と
を
接
続
す
る
と
い
う
視
角
を
提
供
す
る
。

第
二
章
と
第
三
章
は
、
一
対
を
な
す
内
容
と
な
る
。
本
書
が
構
想
す
る
「
関
係
性
の
権
利
」
と
い
う
考
え
方
を
基
軸
と
す
る
規

範
的
関
係
論
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
の
範
疇
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
従
前
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
に
対
し
て
は
さ
ま
ざ

ま
な
批
判
も
あ
る
。
な
か
で
も
特
に
意
義
あ
る
批
判
と
し
て
ケ
ア
の
正
義
論
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ケ
ア
の
正
義
論
は
、
自
律
的
個
人

が
個
人
で
あ
る
た
め
の
そ
の
前
提
と
な
る
、
ケ
ア
し
ケ
ア
さ
れ
る
関
係
性
を
維
持
し
こ
れ
を
最
良
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
ケ
ア
の
倫
理
を
、
規
範
理
論
と
し
て
構
築
し
よ
う
と
す
る
主
張
で
あ
（
（（
（

る
。
こ
の
ケ
ア
の
正
義
論
か
ら
の
批
判
を
、
二
つ
の
観
点

か
ら
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
第
二
章
で
は
、
ケ
ア
関
係
の
構
造
の
確
認
と
評
価
を
試
み
る
。
ケ
ア
関
係
は
、
ケ
ア
の
正
義
論
が
依

拠
す
る
ケ
ア
の
倫
理
が
そ
の
核
心
を
支
え
て
お
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
が
依
拠
す
る
正
義
の
倫
理
は
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
排
除

す
る
構
造
を
有
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
批
判
の
意
義
は
積
極
的
に
評
価
し
つ
つ
、
一
方
で
個
人
の
尊
重
の
観
点

か
ら
、
ケ
ア
関
係
を
基
軸
と
す
る
規
範
理
論
の
困
難
を
指
摘
す
る
。
次
に
第
三
章
で
は
、
法
的
主
体
と
い
う
観
点
に
も
と
づ
い
て
、

ケ
ア
の
正
義
論
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
と
を
対
比
的
に
論
じ
る
。
ケ
ア
の
正
義
論
に
お
け
る
関
係
的
な
主
体
と
い
う
捉
え
方
の
意

義
は
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
経
験
的
事
実
に
も
と
づ
く
脆
弱
な
主
体
を
当
該
関
係
的
な
主
体
の
基
礎
に
す
る
こ
と
に
よ
る
規
範
理
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論
上
の
困
難
が
あ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
主
体
の
構
成
方
法
（
抽
象
化
と
い
う
擬
制
）
が
も
つ
意
義
と
困
難

を
検
討
し
、
個
人
の
尊
重
に
む
け
た
法
的
主
体
理
解
の
可
能
性
を
論
じ
る
。

つ
づ
く
第
四
章
は
、
本
構
想
の
着
想
の
基
礎
を
な
す
「
関
係
性
の
権
利
論
」
を
展
開
し
た
マ
ー
サ
・
ミ
ノ
ウ
の
議
論
の
骨
格
と

な
る
論
点
を
取
り
上
げ
る
。
つ
ま
り
、
従
前
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
学
に
お
い
て
取
り
扱
い
の
難
し
い
個
々
人
間
の
差
異
と
、
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
法
学
を
支
え
る
平
等
の
理
念
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
ジ
レ
ン
マ
を
示
し
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
生
み
出
す
暗
黙
の
五
つ
の

想
定
を
明
示
す
る
。
ミ
ノ
ウ
が
論
じ
る
「
関
係
性
の
権
利
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
え
る
正
義
の
原
理
は
家
族
法
分
野
に
最
も
現
わ

れ
、
こ
の
あ
り
よ
う
は
近
代
法
体
系
の
再
考
を
可
能
に
す
る
、
と
の
視
角
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
。

第
五
章
で
は
規
範
的
関
係
の
基
盤
と
な
る
、
特
別
（
特
定
）
の
関
係
性
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
片
務
的
負
担
と
い
う
特
性

に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
親
子
関
係
、
介
護
関
係
と
い
っ
た
相
互
に
非
対
等
な
関
係
性
に
着
目
す
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係

性
の
内
部
に
措
定
さ
れ
る
、
相
互
に
対
等
な
い
わ
ゆ
る
契
約
的
合
意
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
、
非
対
等
な
お
の
お
の
に
独
立
の
互

酬
的
（
片
務
的
）
な
負
担
に
つ
い
て
、
従
前
の
積
極
・
消
極
義
務
、
完
全
・
不
完
全
義
務
の
整
理
を
見
直
す
契
機
を
得
る
。

以
上
を
論
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
終
章
に
お
い
て
は
先
の
互
酬
的
（
片
務
的
）
負
担
を
「
関
係
性
の
権
利
」
を
基
盤
と
す
る
規

範
的
関
係
の
理
論
構
想
と
し
て
発
展
的
に
提
示
し
た
。

議
論
が
行
き
つ
戻
り
つ
し
、
重
複
が
多
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
本
節
冒
頭
に
示
す
と
お
り
、
従
前
の
法
理
論
が
内
包
し
、

前
提
と
し
て
き
た
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
（
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
現
行
法
制
度
内
に
規
定
が
存
在
す
る
）、
斬
新
な
主
張
と
は
言
い
が

た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
言
葉
の
尽
く
さ
れ
な
い
部
分
が
、
本
書
で
い
く
ら
か
言
及
す
る
、
生
と
死
と
い
う
生
の
両
端

領
域
に
か
か
る
課
題
―
―
そ
し
て
そ
れ
は
医
薬
科
学
技
術
を
伴
う
医
療
と
、
そ
の
制
度
設
計
に
か
か
る
課
題
で
あ
る
―
―
に
取
り

組
む
に
あ
た
り
、
大
き
な
課
題
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
否
め
な
い
。
こ
う
し
た
実
践
的
な
状
況
を
念
頭
に

序　章　関係性の権利を考えるために
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お
い
て
、
本
書
は
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
講
演
の
機
会
を
得
た
際
の
内
容
を
補
論
と
し
て
加
え
た
。
講
演
に
は
あ
ら
か
じ
め
一
定

の
テ
ー
マ
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
終
章
に
い
た
る
ま
で
の
本
書
全
体
を
内
包
す
る
か
た
ち
で
論
じ
た
内
容
で
あ
る
た
め
、
補
論

と
し
た
。
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