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二
〇
〇
八
年
の
初
夏
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
に
は
次
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
示
す
電
気
標
識
が
た
く
さ
ん
見

ら
れ
た
。「
七
月
一
日
か
ら
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
通
話
。
こ
れ
は
法
律
で
す
！
（ItʼsT

heLaw
!

）」
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
運

転
者
は
こ
の
標
識
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
は
そ
の

年
の
そ
れ
以
前
に
、
運
転
中
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
装
置
を
使
わ
ず
に
携
帯
電
話
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
、
新
し
い
法
律

を
制
定
し
た
の
で
あ
る

（
1
）。

む
ろ
ん
こ
れ
ら
の
標
識
自
体
が
法
律
な
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
標
識
は
、
い
わ
ば
「
こ

れ
が
法
律
だ
！
」
と
い
う
こ
と
を
運
転
者
に
教
え
、
思
い
出
さ
せ
た
だ
け
だ
。
こ
れ
は
興
味
深
い
種
類
の
情
報
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
記
述
的
と
指
令
的
と
い
う
二
種
類
の
異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
前
者
の
意

味
で
は
、
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ
の
年
の
そ
れ
以
前
に
州
都
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
起
き
た
あ
る
出
来
事
に
つ
い
て
何
ご

と
か
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
後
者
の
明
確
な
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
仕
方
で
行
動
す
べ
き
で

あ
る
―
―
つ
ま
り
、
今
や
わ
れ
わ
れ
は
運
転
中
に
携
帯
電
話
を
使
お
う
と
望
む
な
ら
ば
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
装
置
を
使
わ
ね

ば
な
ら
な
い
―
―
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
思
い
出
さ
せ
る
。
要
す
る
に
、
今
や
そ
れ
は
法
（thelaw

）
な
の
だ
。

そ
し
て
む
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
両
者
の
意
味
は
因
果
的
に
関
係
し
て
い
る
。
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
装
置
を
用
い
る
べ
し
と
い

う
法
的
責
務
は
、
あ
る
出
来
事
―
―
す
な
わ
ち
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
あ
る
特
定
の
人
々
が
あ
る
場
所
に
集
ま
り
、
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話
し
合
い
、
挙
手
し
、
あ
る
文
書
に
署
名
し
た
、
と
い
っ
た
こ
と
―
―
が
現
実
に
起
き
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
何
ら
か

の
仕
方
で
生
じ
て
い
る
の
だ
。

　

内
容
の
こ
の
二
重
性
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
法
哲
学
が
生
ず
る
。
法
と
い
う
も
の
は
、
大
体
に
お
い
て
、
規
範
の
体

系
［
シ
ス
テ
ム
］
で
あ
る
。
法
の
本
質
的
性
質
は
指
令
的
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
目
的
は
行
為
を
導
き
、
行
動
様
式
を
変

え
、
そ
の
対
象
が
実
践
に
関
し
て
行
う
熟
慮
を
拘
束
す
る
こ
と
に
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
法
の
目
的
は
行
為
の
た

め
の
理
由
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
こ
と
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
す
べ
て
の
法
律
が
責
務
を
課
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

発
展
し
た
法
体
系
の
中
の
大
変
多
く
の
法
律
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
の
権
利
を
与
え
、
他
の
権
利
や
責
務
を
変
更
す
る

法
的
権
能
を
提
供
し
、
そ
れ
ら
の
法
的
な
権
能
や
権
限
を
定
め
る
組
織
を
設
立
す
る
。
だ
が
法
が
含
ん
で
い
る
規
範
の

タ
イ
プ
は
と
て
も
多
様
だ
と
は
い
え
、
お
お
む
ね
法
規
範
は
指
令
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
法
律
は
世
界
の
諸
様
相

を
記
述
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
は
い
な
い
し
、
事
態
の
あ
り
方
に
関
す
る
命
題
か
ら
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
何

ら
か
の
仕
方
で
、
法
律
は
人
々
の
行
動
へ
の
影
響
あ
る
い
は
制
約
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
部
分
の
場
合
、

人
々
に
行
動
の
た
め
の
理
由
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
。
法
の
こ
の
側
面
を
、
そ
の
本
質
的
に
規
範
的
な
性

質
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う

（
2
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
法
の
規
範
は
典
型
的
に
は
人
間
の
創
造
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
か
な
り
ユ
ニ
ー
ク
な
規
範
体
系
で

あ
る
。
例
外
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
体
の
と
こ
ろ
法
は
熟
慮
的
な
人
間
行
動
が
作
り
出
し
た
も
の
だ
。
法
規
範

は
立
法
府
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
の
機
関
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
司
法
的
決
定
を
行
う
裁
判
官
に
よ
っ
て

創
造
さ
れ
る
。
法
は
典
型
的
に
は
意
志
行
為
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
観
察
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は

法
哲
学
者
た
ち
を
悩
ま
せ
て
き
た
主
要
問
題
を
理
解
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
―
―
集
団
あ
る
い
は
諸
個
人
に
よ
っ
て

い
わ
ば
遂
行
さ
れ
る
、
基
本
的
に
人
間
行
動
・
意
志
行
為
で
あ
る
と
こ
ろ
の
時
空
間
内
の
出
来
事
が
持
つ
、
こ
の
ユ
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ニ
ー
ク
な
規
範
的
意
味
を
い
か
に
説
明
す
べ
き
か
？　

ま
た
こ
の
規
範
的
意
味
は
何
に
存
す
る
の
か
？

　

法
哲
学
者
た
ち
は
こ
の
問
題
が
二
つ
の
主
要
な
問
題
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
き
た
。
一
つ
は
合

法
性
、
あ
る
い
は
法
の
効
力
［
妥
当
性
］（legalvalidity

）
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
に
関
す
る
問
題
、
そ
し
て
も
う
一

つ
は
法
の
規
範
性
（legalnorm

ativity

）
と
い
う
概
念
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
度
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
道
路

標
識
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
、
今
や
わ
れ
わ
れ
が
従
う
べ
き
こ
と
が
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
こ
れ

が
法
律
で
す
！
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
前
者
の
法
の
効
力
に
関
す
る
問
題

は
、
こ
の
規
範
的
内
容
（
あ
な
た
が
運
転
中
は
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
装
置
を
使
用
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
）
を
実
際
に
法
た
ら
し

め
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
問
題
だ
。
そ
し
て
後
者
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
規
範
が
指
令
す
る
「
べ
し
」
の
性
質
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

法
の
効
力
と
い
う
概
念
か
ら
始
め
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
「
Ｘ
だ
と
い
う
こ
と
が
法
で
あ
る
」
と
か
「
法
は
あ
な
た
に

Ｘ
を
要
求
し
て
い
る
」
と
か
そ
れ
に
似
た
こ
と
を
言
う
と
き
、
暗
黙
の
う
ち
に
法
の
効
力
と
い
う
観
念
に
依
拠
し
て
い

る
。
い
か
な
る
規
範
的
内
容
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
特
定
の
時
点
の
特
定
の
法
域
（jurisdiction

）
に
お
い
て
法
的
に

有
効
か
、
法
的
に
有
効
で
な
い
か
、
あ
る
い
は
も
し
か
す
る
と
法
的
に
有
効
か
否
か
が
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
り
う
る
。

し
か
し
道
徳
や
論
理
の
効
力
と
違
っ
て
、
法
の
効
力
と
い
う
観
念
は
場
所
と
時
間
に
し
っ
か
り
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
携
帯
電
話
を
使
用
せ
よ
と
い
う
要
請
は
、
今
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
法
的
効
力
が
あ
る
が
、
ネ
ヴ
ァ

ダ
で
は
そ
う
で
な
い
し
（
そ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
法
的
要
請
が
当
て
は
ま
ら
な
い
）、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
今
は
効
力
が
あ

る
が
、
二
年
前
に
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
法
が
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
時
と
場
所
の
問
題
が
重
要
な
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
規
範
的
内
容
を

法
的
に
有
効
な
も
の
た
ら
し
め
る
条
件
が
一
般
的
に
何
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
哲
学
的
説
明
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
広
く
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想
定
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
規
範
的
内
容
が
特
定
の
時
と
場
所
に
お
い
て
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
真
な
ら
し
め
る
も

の
は
何
か
？　

そ
の
こ
と
を
決
定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
の
種
類
は
何
か
？　

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
法
の
効
力
に
関
す

る
哲
学
的
な
問
題
は
こ
う
だ
。

「
Ｘ［
何
ら
か
の
規
範
的
内
容
］
は
Ｃ［
特
定
の
場
所
そ
し
て
／
あ
る
い
は
人
々
］
に
つ
い
て
ｔ
の
時
点
で
法
で
あ
る
」

と
い
う
形
式
の
命
題
を
真
（
あ
る
い
は
偽
）
た
ら
し
め
る
一
般
的
な
条
件
は
何
か
？

　

こ
の
問
題
の
一
般
的
な
性
質
が
何
よ
り
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
ど
ん
な
法
律
家
も
、
た
と
え
ば

何
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
道
路
交
通
法
の
内
容
を
法
的
に
有
効
に
す
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
法
律
は
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
が
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
に
よ
っ
て
正
当
に
制
定
さ
れ
た
、
と
い
う
事

実
だ
。
し
か
し
哲
学
者
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
こ
の
問
題
の
は
る
か
に
一
般
的
な
側
面
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
理

解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
〈
法
の
効
力
と
い
う
観
念
を
構
成
す
る
諸
条
件
は
一
般
的
に
何
か
？
〉
と
い
う
も
の
だ
。

こ
れ
ら
の
条
件
は
、
特
定
の
時
と
場
所
で
起
き
た
行
為
や
出
来
事
の
よ
う
な
社
会
的
事
実
に
と
ど
ま
る
も
の
か
？　

も

し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
他
の
行
為
で
は
な
し
に
こ
れ
ら
の
行
為
だ
け
を
法
的
に
意
味
あ
る
も
の
た
ら
し
め
る
の
は
何

か
？　

ま
た
法
の
効
力
の
条
件
は
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
事
実
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
て
、
ま
だ
何
か
他
に
も
規
範

的
考
慮
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
該
の
規
範
が
創
造
さ
れ
る
に
至
っ
た
仕
方
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
容
も
ま
た

法
の
効
力
に
関
係
す
る
の
か
？　

さ
ら
に
、
法
の
効
力
が
そ
の
規
範
を
創
造
し
た
行
為
や
出
来
事
と
必
然
的
に
結
び
つ

い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
高
名
な
法
哲
学
者
の
中
に
は
、
規
範
の
法
的
効
力
は
時
と
し
て
道

徳
的
推
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
論
じ
て
き
た
人
が
い
る
。
あ
る
規
範
的
内
容
が
法
的
に
効
力
を
持
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つ
の
は
、
そ
れ
が
道
徳
や
他
の
類
似
し
た
考
慮
に
基
づ
く
推
論
に
よ
っ
て
こ
の
状
況
下
で
妥
当
し
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ

が
結
論
づ
け
る
内
容
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
ら
が
、
合
法
性
と
い
う
観
念
自
体
に
関
し
て

生
ず
る
一
般
的
な
問
題
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
明
確
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
規
範
の
法
的
効
力
を
構
成
す
る
一
般
的

諸
条
件
の
説
明
な
の
で
あ
る
。

　

大
ざ
っ
ぱ
に
言
う
と
、
法
の
効
力
の
条
件
に
関
す
る
一
般
的
諸
問
題
に
対
す
る
回
答
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
主
要
な

学
派
が
生
じ
て
き
た
。
法
実
証
主
義
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
学
派
が
十
九
世
紀
前
半
に
発
生
し

（
3
）、

そ
れ
以
後
か
な
り
の

影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
法
の
効
力
の
条
件
は
社
会
的
な
事
実
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
合
法

性
を
構
成
す
る
も
の
は
、
人
々
の
行
為
と
信
念
と
態
度
に
関
す
る
事
実
の
複
雑
な
集
合
で
あ
り
、
法
の
効
力
の
諸
条
件

は
基
本
的
に
そ
れ
ら
の
社
会
的
事
実
に
尽
く
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
最
初
の
二
つ
の
章
で
見
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
け

る
論
争
の
極
め
て
重
要
な
側
面
は
、
還
元
が
可
能
か
否
か
に
か
か
わ
る
。
つ
ま
り
、
法
の
効
力
の
条
件
は
非
規
範
的
な

タ
イ
プ
の
事
実
に
還
元
で
き
る
の
か
？

　

自
然
法
と
呼
ば
れ
る
、
ず
っ
と
古
く
か
ら
の
伝
統
に
発
す
る
別
の
学
派
に
よ
れ
ば
、
法
の
効
力
の
諸
条
件
は
―
―
時

空
内
の
行
為
と
出
来
事
に
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
は
い
る
が
―
―
法
律
を
作
り
出
す
そ
れ
ら
の
行
為
と
出
来
事
に
よ
っ

て
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
規
範
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
内
容
、
た
い
て
い
は
そ
の
道
徳
的
内
容
も
、

そ
の
法
的
効
力
と
関
係
す
る
。
道
徳
的
受
容
可
能
性
の
最
小
限
の
閾
値
も
満
た
さ
な
い
規
範
的
内
容
は
法
的
に
効
力
を

持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
有
名
な
言
葉
が
言
う
よ
う
に
、lexiniustanonestlex

（
不
正

な
法
は
法
で
は
な
い
）。
こ
の
見
解
は
ト
マ
ス
主
義
自
然
法
の
伝
統
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
き

た
。
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
論
争
の
余
地
の
あ
る
問
題
だ
が
、
私
は
こ
こ
で
詳
し
く
考
え
る
こ
と
は
し
な
い

（
4
）。

ま
た
そ
れ
が
今
で
も
哲
学
的
に
支
持
を
受
け
て
い
る
見
解
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
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法
の
効
力
の
諸
条
件
に
関
す
る
第
三
の
見
解
は
、
自
然
法
の
伝
統
か
ら
い
く
ら
か
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け

て
は
い
る
が
、
そ
れ
と
は
基
本
的
な
点
で
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
道
徳
的
内
容
は
合
法
性
の
必
要
条
件
で
は
な
い

が
十
分
条
件
で
あ
り
う
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
時
と
し
て
道
徳-

政
治
的
推
論
は
、
あ
る
規
範
的
内
容
が

法
的
に
効
力
を
持
ち
、
そ
れ
が
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
法
の
一
部
を
な
す
と
い
う
結
論
を
十
分
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
４
章
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
見
解
に
は
二
つ
の
主
要
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
が
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
伝
統
的
な
法
実
証
主
義
の
か
な
り
の
変
形
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　

法
実
証
主
義
も
そ
れ
に
対
す
る
諸
批
判
も
、
法
の
効
力
に
関
す
る
統
一
理
論
を
形
成
し
て
は
い
な
い
。
法
理
学
の
こ

れ
ら
の
伝
統
の
い
ず
れ
の
中
に
も
、
重
要
な
変
形
や
異
な
る
見
解
が
あ
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
繰
り
返
し
て
生
ず
る
テ
ー

マ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
争
は
〈
法
の
効
力
を
構
成
す
る
諸
条
件
を
、
規
範
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
内

容
評
価
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
か
〉
と
い
う
問
題
を
中
心
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
法
実
証
主
義
は
効
力

の
条
件
が
内
容
か
ら
分
離
で
き
る
と
み
な
す
が
、
こ
の
伝
統
の
批
判
者
た
ち
は
非
分
離
説
を
と
る
。
後
者
の
見
解
に
よ

る
と
、
何
が
法
で
あ
る
か
は
、
あ
る
重
要
な
意
味
に
お
け
る
べ
し
の
意
味
に
お
い
て
法
が
あ
る
べ
き
姿
に
、
部
分
的
に

依
存
し
て
い
る
の
だ
。

　

法
が
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
理
由
を
提
供
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
誰
も
が
同
意
す
る
。
あ
る

い
は
そ
う
思
わ
れ
る
。
法
の
本
質
的
な
規
範
的
性
質
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
深
刻
な
疑
い
も
な
い
。
疑
い
が
存
在
す
る

の
は
、
法
的
規
範
が
い
か
な
る
種
類
の
理
由
を
提
供
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
法
的
責
務

と
い
う
単
純
な
観
念
を
と
っ
て
み
よ
う
。
―
―
あ
る
法
的
規
範
が
「
Ｆ
と
い
う
特
徴
を
持
つ
す
べ
て
の
人
は
、
Ｃ
と
い

う
状
況
下
で
は
φ
す
べ
し
」
と
規
定
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
「
べ
し
」
の
性
質
は
厳
密
に
は
何
か
？　

ま
た
そ
れ
が
、
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道
徳
的
な
「
べ
し
」
と
も
し
関
係
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
？

　

こ
こ
で
肝
要
な
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
持
ち
う
る
二
種
類
の
異
な
る
関
心
を
区
別
す
る
こ
と
だ
。
一
つ

の
関
心
は
、
法
的
責
務
に
従
う
べ
き
道
徳
的
責
務
の
問
題
に
関
係
す
る
。
法
が
φ
す
べ
き
責
務
を
課
そ
う
と
す
る
と
い

う
事
実
は
、〈
そ
れ
ゆ
え
φ
す
べ
し
と
い
う
道
徳
的
責
務
が
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
含
ま
な
い
。
あ
る
い
は

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
法
的
な
「
べ
し
」
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
を
考
慮
し
た
上
の
「
べ
し
」
で
は
な
い
。
人
が
φ

す
べ
き
法
的
責
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
が
道
徳
的
に
、
あ
る
い
は
す
べ
て
を
考
慮
し
た
上
で
、
φ

す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い

（
5
）。

し
か
し
な
が
ら
〈
法
的
責
務
を
順
守
す
べ
き
道
徳
的
な

責
務
が
あ
る
か
〉
と
い
う
問
題
は
道
徳
的
な
論
点
で
あ
っ
て
、
法
の
性
質
に
関
す
る
論
拠
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
道
徳
的
な
論
点
は
わ
れ
わ
れ
が
法
の
性
質
と
そ
の
規
範
的
性
質

を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
部
分
的
に
依
存
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
法
に
従
う
べ
き
一
般

的
な
道
徳
的
責
務
が
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
い
か
な
る
状
況
下
で
そ
う
な
の
か
は
道
徳
の
問
題
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
な

根
拠
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
。

　

だ
が
法
哲
学
者
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
問
題
は
そ
れ
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
法
的
責
務
（
と
法
的
指
令
の
他
の
タ
イ

プ
）
が
何
に
存
す
る
か
に
関
す
る
問
題
だ
。
法
が
そ
の
対
象
に
課
そ
う
と
す
る
「
べ
し
」
の
性
質
は
厳
密
に
は
何
な
の

か
？　

そ
れ
は
道
徳
的
責
務
の
よ
う
な
も
の
で
、
単
に
そ
れ
を
別
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
見
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

の
か
？　

そ
れ
と
も
あ
る
条
件
下
に
お
け
る
道
徳
的
責
務
の
一
種
な
の
か
？　

そ
れ
と
も
法
的
な
「
べ
し
」
は
〈
も
し

人
が
法
的
責
務
を
順
守
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
あ
る
望
ま
し
か
ら
ざ
る
帰
結
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〉

と
い
う
予
言
的
言
明
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
？

　

法
の
規
範
性
の
性
質
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
哲
学
者
た
ち
が
与
え
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
の
答
え
を
特
定
の
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諸
学
派
の
下
に
区
分
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
。〈
合
法
性
の
概
念
に
関
す
る
別
々
の
学
派
は
、
法
の
規
範
性
の
概

念
の
概
念
に
つ
い
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る
別
々
の
見
解
を
含
ん
で
い
る
〉
と
考
え
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
残
念

な
こ
と
に
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
次
の
よ
う
な
一
般
的
な
関
係
が
あ
る
。
―
―
法
的
責
務
を
道
徳

的
責
務
の
一
種
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
の
も
の
と
み
な
す
傾
向
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
法
の
効
力
と
道
徳
の
分
離

に
抵
抗
す
る
傾
向
も
強
く
な
る
。
つ
ま
り
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
こ
こ
に
は
あ
る
圧
力
が
あ
る
。
―
―
も
し
人
が
法

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
に
道
徳
的
な
行
為
理
由
を
与
え
る
種
類
の
規
範
的
内
容
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
る
な

ら
ば
、
人
は
〈
合
法
性
自
体
が
何
ら
か
の
道
徳
的
内
容
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
〉
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
人
が
そ

れ
と
は
反
対
に
、
合
法
性
の
条
件
が
法
の
道
徳
的
内
容
か
ら
分
離
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、〈
法
は

必
然
的
に
、
あ
る
い
は
典
型
的
に
、
わ
れ
わ
れ
に
道
徳
的
な
行
為
理
由
を
与
え
る
〉
と
い
う
見
解
を
採
る
こ
と
は
難
し

い
。
確
か
に
こ
れ
は
圧
力
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
圧
力
に
抵
抗
す
る
方
法
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
か
ら
い
く
ら
か
詳

し
く
見
る
こ
と
に
な
る
問
題
で
あ
る
。

　

法
の
性
質
に
関
す
る
こ
の
二
つ
の
問
題
―
―
法
の
効
力
の
条
件
と
法
の
規
範
性
に
関
す
る
問
題
―
―
は
、
今
日
の
法

哲
学
の
中
に
別
の
種
類
の
論
争
を
最
近
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
法
哲
学
と
い
う
営
為
自
体
の
性
質
に
関
す
る
も
の
だ
。

も
し
実
際
に
法
の
事
実
的
な
側
面
が
そ
の
規
範
的
な
内
容
か
ら
分
離
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
法
と
は
何
か
に
関
す
る
哲

学
的
な
説
明
は
、
法
に
帰
さ
れ
る
規
範
的
な
内
容
か
ら
分
離
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
非
分
離
説

に
よ
る
と
、
法
哲
学
は
必
然
的
に
規
範
的
な
タ
イ
プ
の
哲
学
―
―
つ
ま
り
、
あ
る
べ
き
法
に
関
す
る
問
題
に
必
然
的
に

従
事
す
る
タ
イ
プ
の
哲
学
―
―
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
法
哲
学
の
性
質
に
関
す
る
論
争
に
至
っ
た
。

―
―
そ
れ
は
何
か
を
記
述
し
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
述
べ
る
こ
と
だ
け
を
め
ざ
す
種
類
の
理
論
な
の
か
、
そ
れ
と
も

物
事
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
関
す
る
何
ら
か
の
見
解
を
必
然
的
に
含
む
種
類
の
哲
学
な
の
か
？　

法
哲
学
の
性
質
に



9



関
す
る
こ
の
方
法
論
的
論
争
は
今
日
の
法
哲
学
の
中
で
中
心
的
な
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
っ
て
き
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
で

は
な
い
が
、
法
の
事
実
的
側
面
と
規
範
的
側
面
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
非
分
離
説
を
と
る
人
々
は
、
法
哲
学
の
記
述
的

要
素
と
評
価
的
要
素
に
つ
い
て
も
非
分
離
説
を
と
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
非
分
離
説
が
必
然
的
に
結

び
つ
い
て
い
る
か
、
ま
た
そ
う
だ
と
し
た
ら
厳
密
に
は
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
は
、
本
書
の
別
々
の
部
分
で

取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
難
問
だ
。

　

こ
の
二
つ
の
主
要
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
事
実
と
規
範
の
関
係
と
、
実
体
と
方
法
の
関
係
と
が
、
本
書
の
主
要
な
議
論

に
浸
透
し
て
い
る
。
実
体
と
方
法
の
両
方
に
お
け
る
分
離
の
可
能
性
、
そ
し
て
両
者
間
の
微
妙
な
関
係
に
関
す
る
論
争

が
前
世
紀
の
法
哲
学
の
理
論
活
動
の
多
く
に
浸
透
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
示
し
た
い
。
私
は
ま
た
、
こ
れ
ら

の
論
争
の
か
な
り
の
部
分
は
還
元
の
可
能
性
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
示
し
た
い
。

　

第
１
章
に
お
い
て
、
私
は
法
の
「
純
粋
」
理
論
［
純
粋
法
学
］
を
提
示
し
よ
う
と
い
う
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響

力
あ
る
試
み
と
、
そ
の
失
敗
の
理
由
を
論
じ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
は
、
方
法
と
実
質
の
両
方
に
お
け
る
完
全
な

分
離
説
の
最
も
め
ざ
ま
し
い
―
―
そ
し
て
多
く
の
点
で
、
今
で
も
最
も
興
味
深
い
―
―
擁
護
論
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

を
私
は
示
し
た
い
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
失
敗
の
主
た
る
理
由
は
、
そ
れ
が
分
離
説
を
反
還
元
主
義
と
同
一
視
し
た

こ
と
に
あ
る
、
と
私
は
論
ず
る
。
つ
ま
り
ケ
ル
ゼ
ン
は
〈
法
の
性
質
に
関
す
る
理
論
は
、
法
的
事
実
を
他
の
い
か
な
る

タ
イ
プ
の
事
実
に
も
―
―
社
会
的
事
実
に
も
道
徳
的
事
実
に
も
―
―
還
元
し
て
は
な
ら
な
い
〉
と
考
え
て
い
た
の
だ
。

　

第
２
章
に
お
い
て
、
私
は
法
哲
学
へ
の
H
・
L
・
A
・
ハ
ー
ト
の
貢
献
の
い
く
つ
か
を
示
す
。
ハ
ー
ト
の
『
法
の
概

念
』
は
二
十
世
紀
の
法
哲
学
へ
の
単
一
の
貢
献
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
広
く
み
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の

と
こ
ろ
、
私
は
ハ
ー
ト
の
理
論
が
法
と
法
哲
学
に
お
け
る
分
離
説
の
展
開
の
最
も
首
尾
一
貫
し
た
試
み
で
あ
り
、
そ
れ

は
徹
底
的
に
還
元
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
。
だ
が
こ
こ
で
私
は
ま
た
別
の
分
離
を
導
入
す
る
こ
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と
に
な
る
。
そ
れ
は
ハ
ー
ト
の
理
論
が
試
み
た
が
私
見
で
は
そ
れ
ほ
ど
成
功
し
な
か
っ
た
も
の
で
、
法
と
国
家
主
権
と

の
分
離
だ
。
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
十
九
世
紀
の
主
要
な
実
証
主
義
者
に
至
る
法
実
証
主
義
の
伝
統
は
、
法
を
政
治
的
主
権
の

道
具
と
し
て
見
て
き
た
。
そ
れ
は
近
代
国
家
の
誕
生
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
法

は
政
治
的
主
権
者
の
命
令
か
ら
な
っ
て
い
る
。
法
と
国
家
主
権
と
の
こ
の
同
一
視
は
根
本
的
に
間
違
っ
た
発
想
で
あ
る

と
示
そ
う
と
し
て
ハ
ー
ト
は
苦
労
し
た
。
実
際
、
ハ
ー
ト
は
伝
統
的
な
法
実
証
主
義
が
こ
こ
で
方
向
を
誤
っ
た
と
論
じ

た
。
法
は
政
治
的
主
権
か
ら
発
生
す
る
の
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
政
治
的
主
権
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
観
念
自
体
が
部
分

的
に
法
規
範
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
、
わ
れ
わ
れ
の
法
の
理
解
を
主
権
概
念
か
ら
分
離

さ
せ
よ
う
と
す
る
ハ
ー
ト
の
試
み
は
部
分
的
に
し
か
成
功
し
て
い
な
い
、
と
論
ず
る
。
わ
れ
わ
れ
は
法
と
国
家
の
間
に

あ
ま
り
に
も
緊
密
な
関
係
を
作
り
上
げ
る
の
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
ハ
ー
ト
は
正
し
い
。
し
か
し
ジ
ョ

ゼ
フ
・
ラ
ズ
が
示
し
た
よ
う
に
、
法
と
権
威
の
間
に
は
本
質
的
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
同
じ
よ
う
に
重
要
だ
。

法
の
本
質
的
に
権
威
的
な
性
質
の
分
析
、
そ
し
て
そ
れ
を
社
会
的
ル
ー
ル
に
基
づ
く
ハ
ー
ト
の
法
の
捉
え
方
と
調
停
さ

せ
る
試
み
が
、
第
３
章
の
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
。
こ
の
章
に
お
い
て
私
は
法
の
性
質
に
関
す
る
ハ
ー
ト
の
主
要
な
洞
察
の

い
く
つ
か
と
ラ
ズ
の
洞
察
を
一
緒
に
し
て
、〈
法
の
基
礎
を
慣
習
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
、
こ
の
二
人
の
最
善
の

洞
察
を
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
―
―
少
な
く
と
も
い
く
ら
か
の
変
更
を
加
え
れ
ば
〉
と
論
ず
る
。

　

第
４
章
に
お
い
て
、
私
は
法
の
性
質
に
関
す
る
実
体
的
非
分
離
説
の
今
日
の
諸
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
考
察
す
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
見
解
は
二
つ
の
主
要
な
形
を
と
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
影
響
力
あ
る
理
論
に
よ
る
と
、
法
の

内
容
は
規
範
的
考
慮
か
ら
決
し
て
分
離
で
き
な
い
。
何
が
法
で
あ
る
か
は
―
―
常
に
、
そ
し
て
必
然
的
に
―
―
法
が
い

か
に
あ
る
べ
き
か
に
関
す
る
、
あ
る
評
価
的
考
慮
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
非
分
離
説
の
も
っ
と
穏
健
な
一
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
に
よ
る
と
、
法
の
内
容
が
規
範
的
考
慮
か
ら
分
離
で
き
る
か
否
か
は
偶
有
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
る
法
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シ
ス
テ
ム
の
中
で
た
ま
た
ま
通
用
し
て
い
る
規
範
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
非
分
離
説
は
少
な
く
と
も
時
と
し
て
真
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
章
の
主
要
な
議
論
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
両
方
と
も
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
も
の

だ
。
し
か
し
こ
こ
で
の
議
論
が
完
結
す
る
の
は
最
終
章
に
な
っ
て
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
前
の
第
５
章
に
お
い
て
、

私
は
非
分
離
説
の
方
法
論
的
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
考
察
す
る
。
こ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
よ
る
と
、
法
の
性
質
に
関
す
る
い

か
な
る
哲
学
理
論
も
、
法
実
証
主
義
も
含
め
て
、
あ
る
べ
き
法
に
関
す
る
何
ら
か
の
規
範
的
見
解
を
必
然
的
に
含
意
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
主
張
に
は
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
私
は
そ
れ
ら
を
区
別
し
て
、
こ
の
タ
イ
プ
の

非
分
離
テ
ー
ゼ
の
あ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
実
際
に
は
ハ
ー
ト
の
法
哲
学
の
記
述
主
義
の
意
図
と
衝
突
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
衝
突
す
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
そ
れ
自
体
と
し
て
欠
点
が
あ
る
、
と
論
ず
る
。
適
切
に
理
解
す
れ
ば
、
ハ
ー
ト
の
方

法
論
的
分
離
説
は
擁
護
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

第
６
章
は
法
の
内
容
の
理
解
に
お
け
る
言
語
と
解
釈
の
役
割
に
焦
点
を
あ
て
る
。
こ
の
議
論
を
動
機
づ
け
た
の
は
、

わ
れ
わ
れ
は
解
釈
な
し
に
は
法
の
言
う
こ
と
を
決
し
て
理
解
で
き
な
い
と
い
う
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
議
論
だ
。
彼
の
論
ず

る
と
こ
ろ
で
は
、
解
釈
と
い
う
も
の
は
部
分
的
に
、
と
は
い
え
必
然
的
に
、
評
価
を
含
む
の
で
、
法
が
何
を
要
求
し
て

い
る
か
の
理
解
は
必
ず
何
ら
か
の
評
価
的
考
慮
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
章
で
、
法
の
指
令
を

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
の
は
、
言
語
と
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
あ
る
誤
解
に

基
づ
い
て
い
る
と
論
ず
る
。
法
が
言
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
論
的
・
語
用
論
的
側
面
の
い
く
つ
か
を
解
明
し
よ
う
と
す

る
試
み
が
、
こ
の
章
の
主
た
る
目
標
で
あ
る
。
一
つ
の
目
的
は
、
適
切
な
仕
方
で
言
語
学
的
考
慮
を
取
り
入
れ
れ
ば
、

解
釈
は
法
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
標
準
的
形
態
で
は
な
く
て
逆
に
例
外
だ
と
わ
か
る
、
と
い
う
こ
と

を
示
す
こ
と
だ
。
こ
の
章
の
別
の
目
的
は
、〈
発
話
状
況
の
理
解
の
特
定
の
語
用
論
的
側
面
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
れ

ば
、
法
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
と
解
釈
す
る
こ
と
と
の
間
の
相
違
を
明
確
に
で
き
る
か
〉
を
示
す
こ
と
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だ
。
そ
し
て
こ
の
最
終
章
は
、
方
法
と
実
体
の
両
方
に
お
け
る
、
法
の
性
質
に
関
す
る
か
な
り
強
い
分
離
説
の
擁
護
を

完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

法
哲
学
は
本
書
で
論
じ
た
種
類
の
論
点
だ
け
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
哲
学
の
仕
事
の
か
な
り
の
部
分
は
、
不

法
行
為
や
契
約
や
刑
事
責
任
や
刑
罰
や
法
律
と
憲
法
の
解
釈
や
そ
の
他
の
多
く
の
個
々
の
法
領
域
に
関
係
す
る
。
本
書

は
法
の
一
般
的
性
質
に
関
す
る
哲
学
的
論
争
に
焦
点
を
あ
て
た
。
不
法
行
為
の
哲
学
や
契
約
の
哲
学
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ

で
一
冊
の
入
門
書
に
値
す
る
。
さ
ら
に
、〈
法
の
性
質
に
関
す
る
哲
学
的
な
理
解
が
、
い
か
な
る
特
定
の
法
分
野
の
性

質
の
哲
学
的
探
究
の
た
め
に
も
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
な
ど
と
主
張
し
た
ら
、
そ
れ
は
僭
越
だ
ろ
う
。

刑
法
や
不
法
行
為
法
や
契
約
法
と
い
っ
た
分
野
の
中
で
哲
学
者
の
興
味
を
引
く
論
点
の
多
く
は
、
特
定
の
法
的
ド
ク
ト

リ
ン
の
基
礎
に
あ
る
正
当
化
に
関
す
る
道
徳
的
論
点
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
そ
れ
ら
の
論

点
は
法
の
一
般
的
性
質
に
関
す
る
い
か
な
る
特
定
の
理
解
に
も
本
当
は
依
存
し
て
い
な
い
。
法
の
効
力
は
社
会
的
事
実

に
還
元
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
本
書
は
い
く
ら
か
詳
し
く
論
ず
る
わ
け
だ
が
、
単
純
に
そ
れ
は
、
刑
法
で
用
い

ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
責
任
観
念
を
ど
う
し
た
ら
一
番
う
ま
く
説
明
で
き
る
か
と
か
、
不
法
行
為
法
の
主
要
な
ド
ク
ト
リ

ン
は
矯
正
的
正
義
に
よ
っ
て
理
解
す
る
の
が
最
善
か
と
い
っ
た
問
題
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
こ
れ
ら
の
探
求
は
互
い

に
全
く
独
立
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
法
理
学
や
本
書
で
論
じ
た
種
類
の
問
題
に
間
接
的
に
で
も
依
存
す
る
よ
う
な
、
哲
学
的
に

興
味
あ
る
主
題
は
い
く
つ
も
あ
る
。
第
４
章
と
第
６
章
で
見
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
法
令
解
釈
の
性
質
に
関
す
る
主

要
問
題
の
中
に
は
、
法
の
性
質
や
そ
の
最
善
の
説
明
方
法
に
関
す
る
主
要
問
題
と
密
接
に
か
ら
ま
り
合
っ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
法
の
支
配
―
―
そ
し
て
そ
の
美
徳
―
―
も
ま
た
、
法
の
性
質
に
関
す
る
一
般
的
な
哲
学
的
見
解
に
も
依
存
す

る
論
点
で
、
文
献
に
お
い
て
広
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
法
の
支
配
に
つ
い
て
書
く
人
た
ち
―
―
哲
学
者
、
法
律
家
、
政
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治
学
者
―
―
の
ほ
と
ん
ど
は
、
法
に
よ
る
支
配
（rulebylaw

）
に
は
何
か
特
別
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
そ

れ
が
望
ま
し
い
統
治
形
態
な
の
だ
と
想
定
し
て
い
る
。
だ
か
ら
彼
ら
は
、
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
は
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
る
点

で
善
い
も
の
で
あ
り
評
価
に
値
す
る
、
と
想
定
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
い
か

な
る
見
解
も
、
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
に
関
す
る
何
ら
か
の
捉
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
に
違
い
な
い
。
―
―
つ
ま
り

そ
れ
は
、
法
と
は
一
般
に
何
で
あ
る
か
、
ま
た
何
が
法
を
社
会
統
制
の
特
別
の
手
段
た
ら
し
め
て
い
る
か
に
、
少
な
く

と
も
あ
る
程
度
ま
で
は
依
存
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　

本
書
は
過
去
約
一
世
紀
半
の
間
に
法
の
性
質
に
関
す
る
哲
学
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
主
要
な
論
点
の
い
く
つ
か
に
焦
点

を
あ
て
て
い
る
。
本
書
は
こ
の
限
定
さ
れ
た
焦
点
に
お
い
て
も
包
括
的
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
し
、
法
に
関

心
を
持
っ
て
い
る
哲
学
者
た
ち
が
論
じ
て
い
る
論
点
の
ほ
と
ん
ど
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
本
書
は
報
告

書
で
は
な
く
、
特
定
の
立
場
を
擁
護
す
る
議
論
と
し
て
書
か
れ
た
。
私
の
同
僚
の
多
く
は
こ
の
立
場
と
意
見
を
異
に
す

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
哲
学
が
め
ざ
す
も
の
は
真
理
で
あ
っ
て
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
は
な
い
。
実
り
豊
か
な
見
解

の
相
違
が
、
人
が
望
み
う
る
最
善
の
も
の
で
あ
る
。

　

私
は
原
稿
に
コ
メ
ン
ト
し
て
く
れ
た
友
人
と
同
僚
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
ス
コ
ッ
ト
・
ソ
ー
ム
ズ
と
ギ
デ
オ
ン
・

ヤ
ッ
フ
ェ
は
親
切
に
も
全
体
を
読
ん
で
計
り
知
れ
な
い
価
値
が
あ
る
コ
メ
ン
ト
と
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
ジ
ョ
ゼ

フ
・
ラ
ズ
は
い
く
つ
か
の
章
へ
の
コ
メ
ン
ト
で
極
め
て
役
に
立
っ
て
く
れ
た
。
カ
イ
ム
・
ガ
ン
ズ
と
マ
ー
ク
・
シ
ュ

ロ
ー
ダ
ー
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
フ
ィ
ン
レ
イ
と
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
出
版
会
の
査
読
者
た
ち
に
も
コ
メ
ン
ト
と
建
設
的

示
唆
に
つ
い
て
感
謝
す
る
。
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訳
者
解
説

伊
藤
克
彦

1　

経　

歴

　

ア
ン
ド
レ
イ
・
マ
ー
モ
ー
（
一
九
五
九
―
）
は
、
英
語
圏
を
中
心
に
広
く
活
躍
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
出
身
の
法
哲
学
者

で
あ
り
、
道
徳
哲
学
・
政
治
哲
学
・
言
語
哲
学
と
の
隣
接
領
域
に
も
強
い
関
心
を
持
つ
。
マ
ー
モ
ー
は
、
出
身
地
で
あ

る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
テ
ル
ア
ビ
ブ
大
学
の
修
士
課
程
を
優
秀
な
成
績
で
修
了
し
た
後
、
英
国
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

に
留
学
し
、
著
名
な
法
哲
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
ズ
の
指
導
の
下
、
博
士
号
（D

. Phil.

）
を
取
得
し
て
い
る
。
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
学
位
を
取
得
し
た
後
は
、
母
校
で
あ
る
テ
ル
ア
ビ
ブ
大
学
に
戻
り
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
が
、

二
〇
〇
三
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
に
移
り
、
同
大
学
に
所
属
す
る
言
語
哲
学
者
で
あ
っ
た

ス
コ
ッ
ト
・
ソ
ー
ム
ズ
と
共
同
研
究
を
行
い
、
お
互
い
に
学
術
的
な
影
響
下
に
あ
っ
た
。
二
〇
一
五
年
か
ら
は
、
コ
ー

ネ
ル
大
学
で
、Jacob Gould Schurm

an 

教
授
に
就
任
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
精
力
的
な
研
究
活
動
を
行
な
っ
て
い

る
。

　

代
表
的
な
著
作
と
し
て
は
、Interpretation and Legal T

heory

（
初
版
：
一
九
九
二
年；

第
二
版
二
〇
〇
五
年
）、

Positive Law
 &

 O
bjective V

alues

（
二
〇
〇
一
年
）、Law

 in the A
ge of Pluralism

（
二
〇
〇
七
年
）、Social 

Conventions 

（
二
〇
〇
九
年
）、T

he Language of Law
 

（
二
〇
一
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
作
と
し
て
社
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会
存
在
論
と
制
度
的
事
実
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
たFoundations of Institutional R

eality

が
二
〇
二
二
年
に
出

版
さ
れ
た
。

2　

三
つ
の
主
た
る
関
心
分
野

　

マ
ー
モ
ー
の
業
績
は
幅
広
く
、
近
年
の
主
た
る
関
心
分
野
と
し
て
は
、「
ハ
ー
ド
な
実
証
主
義
の
擁
護
」、「
コ
ン
ヴ

ェ
ン
シ
ョ
ン
論
」「
法
解
釈
と
言
語
哲
学
の
接
点
」、
の
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き）

1
（

、
本
書
で
は
、
こ
の
三
つ
の
ト
ピ

ッ
ク
に
対
す
る
マ
ー
モ
ー
の
主
張
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
説
で
は
、
本
書
の
内
容
も
振
り
返
り
な
が
ら
、
彼
の

研
究
関
心
と
主
張
を
２-
１
節
以
下
で
説
明
す
る
。

　

マ
ー
モ
ー
に
関
す
る
国
内
の
議
論
状
況
も
振
り
返
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
マ
ー
モ
ー
の
議
論
を
包
括
的
に
検
討

し
た
本
邦
の
研
究
書
と
し
て
、
濱
真
一
郎
の
『
法
実
証
主
義
の
現
代
的
展
開
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ

る
。
ま
た
、
憲
法
学
者
の
長
谷
部
恭
男
は
マ
ー
モ
ー
の
議
論
に
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
注
目
し
て
お
り
、
本
書
の
第
６

章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
「
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
に
は
解
釈
が
必
要
な
わ
け
で
は
な
く
、
解
釈
に
は
一
定
の
限
界
が
あ

る
」
と
い
う
見
解
や
「
意
味
論
と
語
用
論
の
区
別
は
、
法
解
釈
に
も
一
定
程
度
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

主
張
を
肯
定
的
に
紹
介
し
て
い
る）

2
（

。
長
谷
部
は
、
マ
ー
モ
ー
の
議
論
の
意
義
の
大
き
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
内
で
は

マ
ー
モ
ー
の
議
論
に
近
年
注
目
が
集
ま
り
に
く
か
っ
た
従
来
の
状
況
に
対
し
て
、「
エ
ン
デ
ィ
コ
ッ
ト
や
マ
ル
モ
ア

［
原
文
マ
マ
］
等
、
法
の
基
礎
理
論
に
対
す
る
英
米
系
の
こ
う
し
た
議
論
の
紹
介
が
、
日
本
で
は
そ
の
意
義
に
比
し
て

過
小
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る）

（
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
法
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
マ
ー
モ
ー
の
議

論
を
、
法
哲
学
研
究
者
の
側
か
ら
紹
介
で
き
る
機
会
を
大
変
嬉
し
く
思
う
次
第
で
あ
る
。
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