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（
1
）
ル
ソ
ー　

自
由
主
義
的
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主
政
論
者

	

（
ⅰ
）
自
由
主
義
的
民
主
政
の
起
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と
本
質
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ⅱ
）
社
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契
約
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）
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般
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で
あ
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よ
う
に
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制
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と
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葉
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的
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者
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ⅰ
）
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
形
成
の
背
景

	

（
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（
ⅲ
）
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と
一
般
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お
わ
り
に　

日
本
の
現
状
を
ど
う
と
ら
え
る
か
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	〝
自
分
の
自
由
の
放
棄
、
そ
れ
は
人
間
た
る
資
格
、
人
類
の
権
利
並
び
に
義
務
さ
え
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
〟

　
　
　

 

ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』

は
じ
め
に　

問
題
の
所
在

　

I
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
は
、『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
苦
悶
』
で
、「
自
由
主
義
的
民
主
政
（liberal	dem

ocracy

）」
の
命
運
は
一
九

六
八
年
の
「
学
生
反
乱
」
や
旧
左
翼
の
完
全
な
衰
退
を
き
っ
か
け
に
尽
き
、
そ
の
後
「
暗
黒
の
時
代
」
を
迎
え
た
と
い
っ
た
が
）
1
（

、
そ
れ

に
し
て
も
我
々
は
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
が
述
べ
た
暗
黒
の
時
代
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
想
像
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
と

は
同
じ
こ
と
の
反
復
再
生
で
あ
る
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
暗
黒
の
時
代
と
は
自
由
主
義
的
民
主
政
を
破
壊
し
た
二
十
世
紀
初
頭
の
フ

ァ
シ
ズ
ム
時
代
に
も
ど
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
我
々
は
、
そ
れ
を
古
く
な
っ
て
賞
味

期
間
を
過
ぎ
た
か
ら
捨
て
さ
り
、
忘
れ
て
も
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

い
ま
さ
ら
何
を
大
げ
さ
な
、
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
二
十
一
世
紀
初
頭
の
現
在
日
本
は
ヒ
ト
ラ
ー
独
裁
国
家
を
生
み
出
し

て
し
ま
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
最
末
期
の
ド
イ
ツ
に
似
て
い
る
と
囁
か
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
そ
の
よ

う
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
い
ろ
い
ろ
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
特
に
戦
後
七
十
年
目
を
迎
え
た
二

〇
一
五
年
現
在
の
日
本
が
自
由
主
義
的
民
主
政
を
停
止
し
全
体
主
義
的
国
家
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
、「
選
挙
」
を
利
用
し
て
現
れ
る

危
険
性
が
高
い
「
反
自
由
主
義
的
民
主
政
（anti

─liberal	dem
ocracy

）」
つ
ま
り
「
民
主
主
義
と
い
う
名
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
」（
丸
山
真

男
）
国
家
に
向
か
っ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
問
い
た
い
こ
と
を
次
の
唯
一
つ
の
点
、
す
な
わ
ち
ル
ソ
ー
は
果
た
し
て
ナ
チ
ス
の
〈
党
員
番
号2098890

〉
を
も
つ

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（Carl	Schm

itt

）
が
一
九
二
三
年
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』
で
い
っ
た
よ
う
に
、
反
自
由
主
義
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的
民
主
政
論
の
い
し
ず
え
を
つ
く
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
後
の
自
由
主
義
的
民
主
政
と
い
わ
れ
る
政
治
思
想
を
生
み
出
す
理
念

を
先
駆
的
に
も
っ
て
い
た
か
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
思
想
と
比
較
し
な
が
ら
探
る
こ
と
に
絞
る
。「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
墓
掘

り
人
）
2
（

」（
田
中
浩
）
あ
る
い
は
「
ナ
チ
ス
の
桂
冠
法
学
者
」
と
嘲
弄
さ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』

で
、
自
由
主
義
的
民
主
政
国
家
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
を
毛
嫌
い
し
な
が
ら
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
〈
自
己
に
有
利
な
よ
う
に
利
用

す
る
〉
た
め
に
次
の
よ
う
に
要
約
し
た
。「
正
面
入
口
は
自
由
主
義
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
家
の
合
法
性
を
自
由
契
約
に
よ
っ
て
根

拠
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
叙
述
が
進
み
、
本
質
的
概
念
と
し
て
の
一
般
意
志
（volonté	générale

）
の
概
念
が
展
開

さ
れ
る
に
従
っ
て
、
真
の
国
家
は
、
ル
ソ
ー
に
従
え
ば
、
人
民
が
同
質
的
で
あ
り
、
本
質
的
な
諸
点
に
お
い
て
一
致
が
成
り
立
つ
場
合

の
み
、
存
在
す
る
）
3
（

」、
と
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
な
る
ほ
ど
ル
ソ
ー
は
〈
国
家
形
成
の
手
続
き
〉
を
〈
平
等
な
個
人
の
自
由
な
意
志
〉
に
求
め
た
と
き
自
由
主
義
者

で
あ
っ
た
が
、
だ
が
最
終
的
に
は
「
真
の
国
家
」
つ
ま
り
国
家
の
目
的
根
拠
を
〈
一
般
意
志
つ
ま
り
同
質
的
な
も
の
〉
に
仰
い
だ
と

き
、
個
人
の
自
律
的
意
志
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
反
自
由
主
義
的
思
想
家
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
。
し
か
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
政
治
学
』
で
い
っ
た
こ
と
を
踏
襲
し
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
「
単
に
一
つ
の
統
治
形
態
」
あ

る
い
は
「
国
家
運
営
の
方
法
」
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
民
主
政
を
、
自
由
を
否
定
し
て
し
ま
う
装
置
と
し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
た
点
で

〈
反
自
由
主
義
的
民
主
政
主
義
者
〉
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
彼
は
ル
ソ
ー
を
自
分
の
先
駆
者
だ
と
断
言
し
た
。
く
り
か
え
し
述
べ
れ
ば
果

た
し
て
ル
ソ
ー
を
そ
の
よ
う
に
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
「（
2
）
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト　

反

自
由
主
義
的
民
主
政
論
者
」
の
「（
ⅲ
）
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
と
一
般
意
志
」
で
説
明
し
よ
う
。
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（
1
）
ル
ソ
ー　

自
由
主
義
的
民
主
政
論
者

（
ⅰ
）
自
由
主
義
的
民
主
政
の
起
源
と
本
質

　

自
由
主
義
的
民
主
政
の
真
意
は
自
由
と
民
主
に
あ
る
の
で
は
な
く
〈
民
主
政
を
自
由
主
義
化
す
る
〉
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
起
源
と

本
質
を
手
短
に
説
明
す
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
起
源
の
問
題
だ
が
そ
れ
は
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
由
主
義

的
民
主
政
の
目
的
は
民
主
政
の
自
由
主
義
化
に
あ
り
、
C
・
B
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
『
現
代
世
界
の
民
主
主
義
』
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

自
由
主
義
が
十
分
に
発
達
し
た
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
出
現
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
登
場
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
）
4
（

。
十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
革
命
は
「
自
由
」
を
実
現
す
る
〈
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
革
命
〉
で
あ
り
、
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
は

「
平
等
」
を
求
め
る
〈「
民
衆
（peuple
）」
の
革
命
〉
で
あ
っ
た
が
、
十
八
世
紀
末
か
ら
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
シ
テ
ィ
（City

）」
を
中
心

と
す
る
新
興
金
融
資
本
家
層
が
産
業
資
本
を
引
っ
ぱ
る
い
わ
ゆ
る
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
（gentlem

anly	capitalism

）」
の
経

済
体
制
が
固
ま
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
上
で
名
望
家
層
に
よ
る
自
由
主
義
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
が
定
着
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
十
九
世
紀
中
頃
は
、〈
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
〉
や
〈
選
挙
法
改
正
運
動
〉
の
盛
り
上
が
り
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
分
か
る

よ
う
に
、
経
済
的
自
由
を
保
守
し
よ
う
と
す
る
資
本
と
平
等
を
此
の
世
に
打
ち
た
て
よ
う
と
す
る
労
働
が
激
し
く
ぶ
つ
か
り
あ
う
時
代

で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
こ
は
十
七
世
紀
の
〈
妥
協
革
命
〉
を
経
験
し
た
イ
ギ
リ
ス
、
も
と
も
と
気
質
的
に
は
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
あ
っ
た
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
た
た
か
な
資
本
は
革
命
に
走
り
や
す
い
労
働
と
あ
く
ま
で
自
己
に
有
利
な
よ
う
に
妥
協
す
る
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
つ
く
り
ば
ら
ま
い
た
。
そ
れ
が
自
由
主
義
的
民
主
政
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
実
現
す
る
場
が
「
議
会

（parliam
ent

）」
で
あ
っ
た
。

　

次
に
自
由
主
義
的
民
主
政
の
本
質
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
言
で
い
う
と
先
に
も
触
れ
た
が
〈
民
主
主
義
を
自
由
主
義
化
す
る
〉
こ
と
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に
あ
る
。
資
本
の
委
託
を
受
け
た
保
守
的
な
政
治
家
の
自
由
主
義
者
は
労
働
の
側
に
、〈
街
頭
民
主
主
義
〉
を
止
め
「
政
党
」
を
結
成

し
街
頭
か
ら
議
会
に
入
り
、
そ
こ
で
自
ら
の
政
党
の
意
見
を
堂
々
と
自
由
に
述
べ
資
本
と
渡
り
合
い
自
分
た
ち
の
利
害
を
通
せ
と
い
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
自
由
主
義
的
民
主
政
は
別
名
「
議
会
制
的
民
主
政
（parliam

entary	dem
ocracy

）」
と
も
い
わ
れ
た
。
い
わ
ば
そ

れ
は
資
本
と
保
守
的
政
治
家
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
パ
ワ
ー
に
よ
っ
て
民
主
政
を
手
な
ず
け
無
害
化
し
最
後
は
利
用
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ

た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
先
に
触
れ
た
作
品
で
C
・
B
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
述
べ
た
の
だ
が
、
自
由
主
義
的
民
主
政
は
「
権
力
の
体
制
）
5
（

」

で
も
あ
り
、
は
じ
め
か
ら
民
主
政
へ
の
尊
敬
心
な
ど
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
自
由
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
ル
ソ
ー
は
、
む
し
ろ
〈
民
主

政
＝
自
由
の
客
観
体
〉
と
捉
え
た
時
、
自
由
主
義
的
民
主
政
論
者
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
自
由
主
義
的
民
主
政
は
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
の
十
年
代
ま
で
特
に
覇
権
国
家
で
自
由
貿
易
帝
国
主
義
国
家
で
あ
り
経
済
的

繁
栄
を
誇
っ
た
イ
ギ
リ
ス
と
次
の
覇
権
国
家
の
座
を
狙
う
ア
メ
リ
カ
で
は
よ
く
機
能
し
た
が
、
一
九
二
九
年
突
然
起
き
た
世
界
大
恐
慌

を
き
っ
か
け
に
、
特
に
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
三
三
年
の
〈「
戦
間
期
（inter-w

ar	period

）」
に
あ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
型
の
憲
法
を
有
し

た
ド
イ
ツ
の
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
は
、
否
定
あ
る
い
は
呪
詛
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
上
の
点
を
述
べ
た
上
で
こ
れ
か
ら
本

テ
ー
マ
に
入
る
。

（
ⅱ
）
社
会
契
約

　

一
七
八
九
年
の
革
命
勃
発
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
は
総
人
口
の
う
ち
わ
ず
か
上
位
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
租
税
負
担
義
務
を
免
れ
た
貴
族

階
級
が
そ
の
他
の
者
を
足
蹴
に
し
て
い
た
超
格
差
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
自
由
の
実
現
な
ど
到
底
望
む
べ
く
も
な
か
っ

た
。
ま
し
て
そ
の
先
の
自
由
主
義
的
民
主
政
の
実
現
な
ど
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
な
ど
お
よ
そ
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

十
七
、
十
八
世
紀
は
絶
対
王
政
国
家
と
い
う
〈
行
政
国
家
〉
と
戦
う
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
「
古
典
的
な
自
由
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主
義
（classical	liberalism

）」
と
「
古
典
的
な
平
等
主
義
（classical	egalitarianism

）」
が
叫
ば
れ
た
。
前
者
の
自
由
は
国
王
の
〈
行

政
権
力
か
ら
の
自
由
〉
を
後
者
の
平
等
は
〈
法
の
下
の
平
等
〉
を
さ
し
て
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
民
衆
に
よ
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

　

今
触
れ
た
権
力
か
ら
の
自
由
と
法
の
下
の
平
等
の
保
障
も
な
い
時
代
、
ま
し
て
十
九
世
紀
以
降
徐
々
に
制
度
化
さ
れ
る
〈
権
力
へ
の

参
加
〉
を
意
味
す
る
「
近
代
的
な
自
由
主
義
（m

odern	liberalism

）」
と
参
加
の
〈
機
会
の
平
等
〉
を
意
味
す
る
「
近
代
的
な
平
等
主

義
（m

odern	egalitarianism

）」
の
実
現
な
ど
は
ま
だ
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
時
、
ル
ソ
ー
は
、
平
等
な
個
人
の
政
治
参
加
を
と
お
し
主

権
を
握
り
法
を
制
定
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
行
政
権
か
ら
個
人
の
自
由
を
守
る
と
い
う
意
味
で
〈
近
代
的
自
由
・
平
等
主
義
〉
の
中
に

〈
古
典
的
自
由
・
平
等
主
義
〉
を
組
み
込
む
政
治
思
想
を
自
由
主
義
的
民
主
政
論
と
し
て
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
ロ
ッ
ク
を
経
由
し
て
ル
ソ
ー
へ
と
続
く
社
会
契
約
論
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

社
会
契
約
が
「
憲
法
制
定
権
力
（pouvoir	constituant

）
の
主
体
と
し
て
の
「
人
民
」
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
「
憲
法
被
制
定
権
力

（pouvoir	constitué

）」
つ
ま
り
〈
憲
法
の
位
置
〉
を
占
め
る
点
に
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』（
以
下
『
契
約
論
』
と
略
記
す

る
）
の
意
義
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
覆
う
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
を
破
壊
し
新
し
い
体
制
を
つ
く
り
出

す
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
た
国
家
論
の
位
置
を
占
め
る
が
、
で
は
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
〈
革
命
の
主
体
〉
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
。
一
七
八

九
年
ア
ベ
＝
シ
エ
イ
エ
ス
は
『
第
3
階
級
と
は
何
か
』
で
、
現
在
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
の
下
で
は
〈
無
〉
で
し
か
な
い
が
、
第
一
身

分
や
第
二
身
分
を
打
倒
す
れ
ば
や
が
て
は
彼
ら
を
除
い
た
者
つ
ま
り
我
々
第
三
階
級
が
〈
す
べ
て
〉
に
な
る
と
い
っ
た
が
、
そ
の
時
か

な
り
そ
の
主
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
鮮
明
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
）
6
（

。
そ
の
点
で
シ
エ
イ
エ
ス
の
主
体
と
較
べ
れ
ば
ル
ソ
ー
の
そ
れ
の
イ
メ
ー
ジ

は
ま
だ
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
だ
が
主
体
の
そ
れ
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
構
想
さ
れ
た
〈
新
し
い
体
制
像
〉
は
『
契
約
論
』
を

読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
か
な
り
鮮
明
と
な
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
『
政
治
と
歴
史
─
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
・
ル
ソ
ー
・
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
』
で
、
ル
ソ
ー
の
『
契
約

論
』
に
は
「
ズ
レ
（décalage

）」
が
あ
る
と
い
っ
た
が
、
ズ
レ
の
最
た
る
も
の
は
「
個
々
人
（particuliers

）」
と
「
公
共
（public

）」

の
間
の
契
約
で
あ
ろ
う
）
7
（

。
公
衆
と
な
る
以
前
の
群
衆
と
し
て
の
個
々
人
が
、「
社
会
の
真
の
基
盤
」
と
し
て
の
〈
公
衆
と
な
る
行
為
〉

を
社
会
契
約
締
結
後
に
出
現
す
る
は
ず
の
公
衆
と
「
公
共
の
議
決
」（délibération	publique

）」
と
し
て
の
契
約
を
交
わ
す
。
こ
れ
は

土
台
無
理
な
話
で
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は
こ
の
難
問
を
ど
の
よ
う
に
切
り
抜
け
る
と
い
う
の
か
。
ル
ソ
ー
も
こ
の
こ
と
を
察
知
し
て
い
た

の
で
、〈
結
果
が
原
因
と
な
る
〉
つ
ま
り
社
会
契
約
を
締
結
し
政
治
制
度
を
つ
く
る
結
果
生
ま
れ
る
は
ず
の
「
社
会
的
精
神
（ésprit	

social

）」
が
「
政
治
制
度
」
を
引
っ
ぱ
っ
て
い
く
の
が
必
要
だ
と
い
っ
た
）
8
（

。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
が
社
会
契
約
を
通
し
て
国
家
が
創
ら
れ
た

例
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
は
社
会
契
約
か
ら
生
ま
れ
る
は
ず
の
社
会
的
精
神
か
ら
社
会
契

約
に
基
づ
く
国
家
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
神
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
「
立
法
者
（legislateur

）」
の
み
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
今

触
れ
た
ズ
レ
を
取
り
繕
う
た
め
に
立
法
者
な
る
者
を
も
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
社
会
契
約
論
的
国
家
形
成
論
を
最
初
に
唱
え
た
近
代
政
治
思
想
家
は
何
と
い
っ
て
も
ホ
ッ
ブ
ズ
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す

る
が
、
後
の
ル
ソ
ー
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
個
々
人
は
他
者
の
間
で
〈
自
己
の
生
命
の
安
全
を
ま
っ
と
う
す
る
〉
た
め

に
「
他
人
を
殺
す
権
利
」（
H
・
ア
レ
ン
ト
）
を
意
味
す
る
「
自
然
権
（natural	right

）」
を
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
＝one	person	or	

one	assem
bly

）」
に
放
棄
す
る
「
契
約
（covenant

）」
を
考
案
し
た
。
こ
の
契
約
は
あ
く
ま
で
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
と
い
う
「
他
人
の

た
め
に
す
る
契
約
」（
L
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
契
約
締
結
当
事
者
で
は
な
い
の
で
、
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
は
そ
の
契
約

に
は
縛
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
点
ル
ソ
ー
は
違
う
。
ル
ソ
ー
の
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
〈
我
々
の
間
で
我
々
の
た
め
に
す
る
契
約
〉
で

あ
っ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ン
（H

enry	M
aine

）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
中
世
か
ら
近
代
に
移
る
に
つ
れ
て
〈
身
分
か
ら
契
約
に
変
わ

っ
た
〉
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
支
配
者
と
被
支
配
者
双
方
を
縛
る
の
は
〈
保
護
と
服
従
の
交
換
関
係
〉
で
あ
っ
た
点
で
は
中
世
も
近
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代
も
同
じ
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
も
そ
の
線
で
社
会
契
約
論
的
国
家
形
成
論
を
展
開
し
た
と
い
え
る
。

（
ⅲ
）
主
権

　

ル
ソ
ー
は
、『
契
約
論
』
の
第
一
編
・
第
六
章
で
次
の
よ
う
に
い
っ
た
。
国
家
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
「
各
構
成
員
の
身
体
と

財
産
を
共
同
の
力
の
す
べ
て
を
挙
げ
て
守
り
保
護
す
る
）
9
（

」
よ
う
な
「
結
合
の
一
形
式
（form

e	d’association

）」
を
発
見
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
。
そ
し
て
「
共
同
の
力
の
す
べ
て
」
を
正
当
化
す
る
、
そ
の
よ
う
な
結
合
の
一
形
式
と
は
一
般
意
志
に
基
づ
く
主
権
国
家

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
分
か
る
よ
う
に
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
力
の
行
使
を
正
当
化
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
一
般
意
志
で
あ
る
こ
と
だ
。

　

そ
こ
で
一
般
意
志
の
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
の
問
題
は
次
の
「（
ⅳ
）
一
般
意
志
」
で
説
明

す
る
の
で
、
そ
の
前
に
一
応
か
ん
た
ん
に
主
権
論
の
歴
史
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
政
治
神
学
』
で
、「
現
代

国
家
理
論
の
重
要
概
念
は
、
す
べ
て
世
俗
化
さ
れ
た
神
学
概
念
で
あ
る
）
（1
（

」
と
い
っ
た
が
、
そ
の
意
味
は
、
主
権
論
は
政
治
化
つ
ま
り
神

学
的
言
説
の
政
治
的
言
説
へ
の
変
換
と
い
う
形
で
現
れ
、
主
権
者
は
「
神
」
が
、
主
権
者
の
「
決
断
」
は
神
の
「
恩
寵
（grace

）」
と

し
て
の
「
奇
跡
（m

iracle

）」
が
世
俗
化
さ
れ
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
主
権
者
「
人
民
」
も
神
が

世
俗
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
主
権
概
念
は
J
・
ボ
ダ
ン
の
『
国
家
論
六
巻
（Six	livres	de	la	Republique

）』
に
よ
っ

て
明
確
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
J
．ボ
ダ
ン
の
主
権
論
の
意
義
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
近
代
の
黎
明
期
の
十
六
世
紀
フ
ラ
ン

ス
の
「
レ
・
ポ
リ
テ
ー
ク
（les	politiques

）」
と
い
わ
れ
る
、
相
争
う
新
旧
教
の
双
方
か
ら
距
離
を
と
る
ユ
グ
ノ
ー
の
〈
政
治
的
中
間

派
〉
に
属
し
た
彼
が
、
も
ち
ろ
ん
〈
神
の
法
や
自
然
法
〉
に
抗
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
と
し
て
も
「
主
権
の
本
質
は
至
高
の
力

に
も
と
づ
く
、
支
配
し
殺
す
法
に
あ
る
）
（（
（

」
と
い
い
、
ま
た
現
に
あ
る
〈
人
定
法
や
慣
習
法
〉
の
上
に
立
ち
中
世
封
建
制
国
家
の
多
元
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的
・
重
層
的
権
力
構
造
を
否
定
し
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
「
主
権
（souveraineté

）」
概
念
を
定
立

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
政
治
神
学
』
で
「
主
権
者
と
は
例
外
状
況
に
か
ん
し
て
決
定
を
下
す
者
）
（1
（

」
で
あ
る
と
い
い
、
し
か
も
主
権
概
念
に

「
例
外
」
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
ボ
ダ
ン
だ
と
い
い
、
彼
を
称
賛
し
た
。
し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
し
て
み
れ
ば
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
は
中
途

半
端
に
見
え
そ
れ
ゆ
え
に
不
満
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
ボ
ダ
ン
は
、
今
触
れ
た
よ
う
に
二
つ
の
法
に
よ
っ
て
主
権
者
「
国

王
」
の
権
力
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
法
が
権
威
を
つ
く
る
」
の
で
は
な
く
「
権
威
が
法
を
つ
く
る
」
と
い

う
考
え
に
染
ま
っ
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
概
念
は
い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
ブ
レ
ー
キ
を
完
全
に
外
す
こ
と
に
そ
の
要
点
が
あ
っ
た
。

神
の
奇
跡
あ
る
い
は
恩
寵
に
匹
敵
す
る
主
権
者
の
決
断
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
不
敬
罪
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
、
と
ま

で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ボ
ダ
ン
に
い
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
点
ル
ソ
ー
は
、
神
が
人
間
に
与
え
た
正
義
〈=

公
平
＝
平

等
〉
を
一
般
意
志
を
介
し
実
現
す
る
と
い
っ
た
時
、
既
に
後
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
否
定
し
て
い
た
。

（
ⅳ
）
一
般
意
志

　

一
般
意
志
の
源
流
を
遡
れ
ば
S
．パ
ウ
ロ
や
S
．ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
た
ど
り
つ
く
と
も
い
わ
れ
る
が
、
一
般
意
志
の
概
念
が
明
確

に
現
れ
る
の
は
何
と
い
っ
て
も
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
で
あ
ろ
う
。
一
般
意
志
を
、
人
類
を
救
済
す
る
神
の
意
志
と
い
う

神
学
的
概
念
と
し
て
明
確
化
し
た
の
は
十
七
世
紀
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
ア
ル
ノ
ー
（A

ntoinie	A
rnold

）
で
あ
り
、
そ
れ
を
利
用
し
た

の
は
同
じ
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
で
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
〉
と
呼
ば
れ
た
パ
ス
カ
ル
（Braise	Pascal

）
で
あ
り
、
ま
た

そ
れ
を
自
然
界
と
人
間
世
界
を
貫
く
〈
一
般
的
法
則
〉
と
い
う
形
で
哲
学
的
概
念
に
変
換
し
た
の
は
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
初
頭

に
か
け
て
活
躍
し
た
オ
ラ
ト
リ
ア
ン
の
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
（N

icolas	de	M
alebranche

）
で
あ
っ
た
が
、
最
後
に
十
八
世
紀
に
そ
れ
を
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〈
正
義
＝
平
等
〉
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
政
治
的
概
念
に
変
更
し
て
し
ま
っ
た
の
は
「
左
派
オ
ラ
ト
リ
ア
ン
（left

─w
ing	oratorian

）」

あ
る
い
は
「
過
激
な
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
主
義
者
（radical	m

alebranchist

）
と
も
呼
ば
れ
た
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
ろ
う
）
（1
（

。
先
に
触
れ
た
よ

う
に
ル
ソ
ー
は
、
ア
ル
ノ
ー
や
パ
ス
カ
ル
の
神
学
的
一
般
意
志
の
概
念
そ
し
て
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
哲
学
的
な
一
般
意
志
の
概
念
を
政

治
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
俗
化
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
も
と
も
と
修
道
院
内
部
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
僧
侶
の
言
説
が
修
道
院
の
外
に

持
ち
出
さ
れ
る
の
を
世
俗
化
と
い
っ
た
が
、
ル
ソ
ー
に
至
っ
て
完
全
に
そ
れ
は
世
俗
化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
般
意
志
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
ル
ソ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
神
学
を
ど
の
よ
う
に
政
治
化
す
る
形
で
世
俗
化
し
た
か
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
か
ん
た
ん
に
図
式
的
に
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
①
無
垢

の
状
態
（
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
）
か
ら
②
罪
（
原
罪
）
に
陥
り
③
救
世
主
が
降
臨
し
千
年
王
国
を
つ
く
り
④
最
後
の
審
判
を
下
し
⑤
人
間
を

救
済
す
る
と
い
う
神
学
的
救
済
史
観
の
図
式
を
、
①
を
自
由
と
平
等
な
純
粋
自
然
状
態
に
②
を
不
平
等
社
会
の
形
成
に
③
を
人
民
に
④

を
闘
争
に
そ
し
て
最
後
の
⑤
を
自
由
と
平
等
の
高
次
の
段
階
で
の
復
活
に
置
き
換
え
た
、
と
い
う
意
味
で
そ
れ
を
世
俗
化
し
た
。
①
か

ら
②
ま
で
の
移
行
が
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
を
底
か
ら
、
さ
ら
に
③
か
ら
⑤
ま
で
の
そ
れ
が
『
契
約
論
』
を
底
か
ら
規
定
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
で
は
「
自
由
（
＝
「
自
由
な
能
因
」
あ
る
い
は
「
自
己
完
成
能
力
」）
は
平
等
を
奪
う
も
の
と
し

て
弾
劾
さ
れ
た
が
、『
契
約
論
』
で
は
一
転
し
て
そ
れ
を
再
興
す
る
も
の
と
し
て
賛
美
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
自
由
は
一
般
意
志
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
と
『
契
約
論
』
の
間
に
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
対
立
を
ど
う
解
け
ば
よ
い
の

か
、
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
解
く
ヒ
ン
ト
は
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
主
義
者
か
ら
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
者
を
経
由
し
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
共
和
国
の
牧

師
に
伝
え
ら
れ
た
、〈
ぺ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
〉
と
も
い
わ
れ
る
〈
修
正
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
〉
に
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
説
の
要
諦
は
〈
自
然

と
し
て
の
自
由
〉
は
、
厳
格
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
が
非
難
す
る
の
と
反
対
に
、
決
し
て
汚
れ
て
は
お
ら
ず
善
き
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
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自
由
に
よ
っ
て
自
ら
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
は
ロ
ッ
ク
の
「
白
紙
（tabula	rasa

）」
あ

る
い
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
完
成
能
力
」
と
い
う
「
哲
学
的
自
由
」
に
既
に
あ
っ
た
。
人
間
は
、
た
ま
た
ま
自
由
を
濫
用
し
悪
し
き
歴

史
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
今
後
は
自
己
改
善
能
力
あ
る
い
は
自
由
な
能
因
を
正
し
く
使
う
こ
と
で
善
き
世
界
を
つ
く
り
う
る
と
、

ル
ソ
ー
は
信
じ
た
。
双
方
に
横
た
わ
る
対
立
を
解
く
の
は
自
由
で
あ
っ
た
。

　

先
述
し
た
ア
ル
ノ
ー
と
パ
ス
カ
ル
は
一
般
意
志
を
天
か
ら
突
然
落
ち
て
く
る
雷
の
よ
う
な
神
の
「
決
断
」
と
し
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ

は
そ
れ
を
人
間
界
と
自
然
界
双
方
を
貫
く
一
般
的
法
則
と
し
た
が
、
ル
ソ
ー
は
神
の
一
般
意
志
を
「
正
義
」（
＝
相
互
性
＝
平
等
）」
と

し
、
そ
れ
を
こ
の
世
で
自
由
意
志
に
よ
っ
て
実
践
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
一
般
意
志
に
つ
い
て
説
明
す
る
が
、
そ
の
前
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
一
点
述
べ
る
。
そ
れ
は
ル

ソ
ー
が
あ
く
ま
で
十
八
世
紀
の
人
間
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
言
葉
を
厳
密
に
区
別
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、『
契
約
論
』

の
「
第
六
章　

社
会
契
約
に
つ
い
て
」
で
「
公
的
な
人
格
（person	publique

）」
あ
る
い
は
「
都
市
国
家
（cité

）」
─
こ
れ
は
「
市
民

の
国
家
」
と
訳
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
─
ま
た
あ
る
い
は
も
と
も
と
古
代
ロ
ー
マ
で
は
〈
我
々
の
も
の
〉
を
意
味
し
た
「
共

和
国
（répubilique

）」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
社
会
科
学
が
発
達
し
た
現
代
な
ら
そ
れ
を
た
だ
一
つ
の
言
葉
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
一
般
意
志
を
あ
え
て
ひ
と
こ
と
で
表
現
し
て
み
よ
う
。
ル
ソ
ー
は
、
意
志
の
一
般
性
は
、

「
本
質
」
が
「
対
象
」
と
一
致
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
市
民
全
体
」（
支
配
者
）
の
意
志
が
「
市
民
全
体
」（
被
支
配
者
）
の
意
志
に
一
致

す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
で
分
か
る
よ
う
に
一
般
意
志
と
い
う
言
葉
は
民
主
政
（
的
意
思
）
を
さ
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
も
民
主
政
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ラ
ト
ン
が
レ
ッ
テ
ル
を
張
っ
た
「
暴
民
政
治
」

あ
る
い
は
「
貧
民
政
治
」
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
ル
ソ
ー
は
そ
の
言
葉
を
使
わ
な
か
っ
た
の
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だ
ろ
う
。
だ
が
明
ら
か
に
彼
の
一
般
意
志
は
民
主
政
を
意
味
し
て
い
た
。
た
だ
自
由
を
至
高
の
価
値
と
見
な
し
て
い
た
ル
ソ
ー
は
、
民

主
政
（
＝
支
配
と
服
従
の
自
同
性
あ
る
い
は
相
互
性
）
は
精
神
の
自
律
に
も
見
え
た
の
で
そ
れ
を
「
道
徳
的
自
由
（liberté	m

orale

）」
と

も
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
一
般
意
志
と
は
〈
自
由
＝
平
等
〉
で
あ
り
、
だ
か
ら
後
に
ア
ナ
キ
ス
ト
のJ.

プ
ル
ー
ド
ン
も
「
自
由
と
は
平

等
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
ⅴ
）〈
自
由
で
あ
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
〉
と
い
う
言
葉
の
意
味

　

二
十
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
有
名
な
哲
学
者
B
・
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
り
〈
ヒ
ト
ラ
ー
は
ル
ソ
ー
の
弟
子
で
あ
る
〉
と
ま
で
酷
評
さ
れ
た
ル

ソ
ー
の
か
の
悪
名
高
い
〈
強
制
的
自
由
〉
は
、
特
に
一
九
四
五
年
以
降
今
日
ま
で
間
断
な
く
非
難
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
ル
ソ
ー
を

正
し
く
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
『
契
約
論
』
を
ひ
も
と
こ
う
。

　
〈
自
由
で
あ
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
）
（1
（

〉。
い
っ
た
い
強
制
す
る
の
は
誰
な
の
か
。「
神
権
政
治
（theocracy

）」
な
ら
ば
民
衆
を
強
制
す

る
の
は
神
の
代
理
人
を
騙
る
「
僧
侶
」
で
あ
り
、「
絶
対
王
政
国
家
」
な
ら
ば
〈
国
王
〉
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
国
家
は
自
由
を
弾
圧
す

る
側
で
あ
る
か
ら
し
て
そ
も
そ
も
自
由
を
強
制
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
強
制
的
自
由
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
。
ル
ソ
ー
は
、
自
分
た
ち
「
市
民
（citoyen

）」
全
体
が
制
定
し
た
「
法
（loi

）」
を
市
民
全
体
が
一
転
し
て
「
臣
民
（sujet

）」
の

側
に
回
り
守
る
、
そ
こ
に
こ
そ
〈
民
主
政
が
あ
り
道
徳
的
自
由
が
あ
る
〉
と
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
意
味
は
、
た
ん
に

主
権
者
人
民
は
〈
自
分
た
ち
の
自
由
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
〉
と
い
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
問
題
は
な
ぜ
ル
ソ
ー
の
こ
の

言
葉
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
今
日
ま
で
異
常
な
ほ
ど
の
反
発
を
受
け
て
き
た
か
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
自
由
の
強
制
と
い
う

言
葉
が
、
一
九
三
三
年
政
権
奪
取
し
た
ナ
チ
ス
が
ド
イ
ツ
が
国
民
に
対
し
取
っ
た
自
由
を
禁
圧
す
る
「
強
制
的
同
質
化

（Gleichschaltung

）」
を
思
い
起
さ
せ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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我
々
は
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
は
民
主
政
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
次
の
問
題
と
な
る
の
は
民
主
政

と
し
て
の
一
般
意
志
を
ど
の
よ
う
な
方
法
あ
る
い
は
技
術
に
よ
っ
て
動
か
す
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
ル
ソ
ー
は
、「
人
民
」
が
「
立

法
集
会
」
で
「
公
共
の
討
議
」
を
し
な
が
ら
「
人
民
の
議
決
（délibérations	du	peuple

）」
を
す
る
の
だ
が
、
人
民
の
議
決
そ
れ
自

体
が
正
し
く
な
る
と
は
限
ら
な
い
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
が
〈
投
票
の
結
果
で
は
な
く
投
票
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
〉
を
重
視

し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
人
民
を
構
成
す
る
個
々
の
市
民
は
、
立
法
集
会
で
「
部
分
的
社
会
（société	partielle

）」
と
い
わ
れ
る
グ
ル

ー
プ
を
組
ん
で
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
他
の
そ
れ
と
異
な
る
多
種
多
様
な
意
見
を
持
ち
、
互
い
に
他
の
グ
ル
ー
プ
と

争
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
大
き
な
グ
ル
ー
プ
と
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
あ
る
い
は
大
き
な
グ
ル
ー
プ
と
た
っ
た
一
人
の
人
間

が
対
立
す
る
場
合
も
あ
る
は
ず
だ
し
、
多
人
数
を
抱
え
る
大
き
な
グ
ル
ー
プ
に
少
人
数
あ
る
い
は
た
っ
た
一
人
の
人
間
が
数
の
う
え
で

負
け
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。
そ
こ
で
ル
ソ
ー
は
、
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
あ
る
い
は
一
人
の
人
間
は
、
大
き
な
グ
ル
ー
プ
に
負
け
な
い

た
め
に
自
ら
も
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
双
方
の
間
に
均
衡
点
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
い
っ
た
）
（1
（

。
ル
ソ
ー
は
、〈
数
の
論
理
〉

で
押
し
切
り
議
決
に
も
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
様
々
な
グ
ル
ー
プ
間
の
そ
れ
こ
そ
多
種
多
様
に
し
て
異
な
る
意
見
の
存
在
を
認
め
、

そ
れ
ら
を
公
共
の
討
議
に
付
し
「
多
数
決
原
理
」
を
認
め
な
が
ら
〈
公
共
の
決
議
に
も
っ
て
い
く
〉
政
治
制
度
を
考
案
し
た
が
、
こ
れ

こ
そ
が
民
主
政
を
自
由
主
義
的
な
も
の
に
す
る
方
法
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト　

反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
者

　
「（
1
）
ル
ソ
ー　

自
由
主
義
的
民
主
政
論
者
」
で
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ル
ソ
ー
は
、『
契
約
論
』
を
見

れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
自
由
で
平
等
な
個
人
が
〈
生
命
と
財
産
の
保
存
〉
の
た
め
に
〈
我
々
の
た
め
に
す
る
契
約
〉
を
締
結
し
国
家
を

建
設
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
代
議
政
を
採
用
せ
ず
〈
一
般
意
志
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＝
直
接
民
主
政
〉
を
貫
き
、
そ
れ
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
〈
差
異
と
多
様
性
〉
を
認
め
た
上
で
〈
討
議
と
討
論
に
よ
る
政

治
〉
を
考
案
し
た
点
で
は
、
代
議
政
論
者
ロ
ッ
ク
の
思
想
か
ら
離
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
で
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
の
説
明
は
終
わ
り
、
こ
れ
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
独
裁
へ
の
地
な
ら
し
を
し
て
し
ま
っ
た
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ル
ソ
ー
の
弟
子
と
で
も
い
い
た
げ
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
を
次
の
よ
う
な
順
序
で
説
明
す
る
。
ま
ず

（
ⅰ
）「
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
形
成
の
背
景
」
で
そ
れ
が
出
現
し
た
歴
史
的
背
景
を
探
り
、
次
に
（
ⅱ
）「
議
会
主
義
批
判
」
で
シ

ュ
ミ
ッ
ト
が
議
会
主
義
を
な
ぜ
無
能
と
見
た
か
を
、
最
後
の
（
ⅲ
）「
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
と
一
般
意
志
」
で
彼
が
自
由
主
義
的

民
主
政
論
を
否
定
し
、
そ
れ
に
代
え
て
提
起
し
た
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
を
一
般
意
志
と
の
絡
み
で
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
ⅰ
）
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
形
成
の
背
景

　

ま
ず
最
初
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
が
生
ま
れ
た
「
歴
史
的
な
背
景
（historical	context

）」
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
主
義
的
民
主
政
国
家
を
範
と
し
て
ド
イ
ツ
帝
政
崩
壊
直
後
の
一
九
一
七
年
に
つ
く
ら
れ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和

国
は
一
九
三
三
年
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
僅
か
十
四
年
間
で
そ
れ
は
滅
び
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
日
か
ら
考
え
る
と
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
自
由
主
義
的
民
主
政
を
行
う
制
度
と
し
て
の
「
議
会
主
義
」
は
滅
び
る
べ
く
し
て
滅

び
た
、
と
い
う
の
が
実
感
で
は
な
か
ろ
う
か
。
共
和
国
十
四
年
の
間
そ
れ
を
尊
重
し
守
ろ
う
と
す
る
エ
ー
ト
ス
が
ド
イ
ツ
国
民
に
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
共
和
国
ド
イ
ツ
で
は
議
会
主
義
で
は
極
左
を
抑
え
き
れ
な
い
と
い
い
そ
れ
を
否
定
し
そ
れ
に
代
え

「
民
族
主
義
」
と
「
人
種
差
別
主
義
」
を
叫
ぶ
極
右
と
議
会
主
義
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
と
い
い
ロ
シ
ア
革
命
に
刺
激
さ
れ
武
力
闘
争
に
よ

っ
て
「
社
会
主
義
革
命
」
を
起
そ
う
と
す
る
「
革
命
的
指
導
者
」（
オ
ッ
プ
ロ
イ
テ
）
と
K
・
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
や
R
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

グ
の
率
い
る
「
ス
パ
ル
タ
ク
ス
団
」
等
の
極
左
が
対
立
し
衝
突
し
た
が
）
（1
（

、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
議
会
主
義
を
軽
蔑
し
憎
悪
す
る
こ
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と
で
は
両
者
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
不
幸
な
こ
と
に
一
九
二
九
年
ド
イ
ツ
を
襲
っ
た
世
界
恐
慌
の
お
か
げ
で
、
バ
ケ
ツ
の
底
が
抜

け
る
よ
う
に
社
会
の
底
が
抜
け
、
自
由
主
義
的
民
主
政
を
支
え
る
可
能
性
を
も
つ
は
ず
の
穏
健
中
道
主
義
の
道
を
歩
む
と
想
わ
れ
た
中

産
階
級
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。

　

も
と
も
と
〈
極
端
な
権
力
追
求
者
（extrem

e	pow
er	seeker

）〉
と
も
〈
露
骨
な
機
会
便
乗
主
義
者
（barefaced	opportunist

）〉

と
も
揶
揄
さ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』
を
読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
、
マ

ル
ク
ス
主
義
を
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
科
学
性
は
形
而
上
学
で
あ
る
」
で
あ
る
と
し
て
切
り
捨
て
た
が
、
そ
の
と
き
極
右
へ
の
道
を
選
ぶ

危
険
性
は
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
）
（1
（

。

（
ⅱ
）
議
会
主
義
批
判

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
由
主
義
を
守
る
砦
で
あ
る
議
会
主
義
と
民
主
主
義
は
決
し
て
和
解
し
え
な
い
し
、
そ
の
意
味
で
は
早
晩
議
会
主

義
を
見
捨
て
ざ
る
を
得
な
い
と
の
結
論
を
下
す
た
め
に
議
会
主
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
議
会
主
義
に
独
自
の
、
す

べ
て
の
制
度
お
よ
び
規
範
は
、
討
論
と
公
開
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
意
味
を
も
つ
）
（1
（

」
と
。
し
か
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
黴
の
生
え
た
も

の
」
と
嘲
笑
っ
た
「
討
論
に
よ
る
政
治
（governm

ent	by	discussion

））（1
（

」
が
成
立
す
る
に
は
次
の
三
つ
の
条
件
が
必
須
で
あ
る
と
い

っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
目
は
相
手
に
よ
っ
て
説
得
さ
れ
る
こ
と
、
二
つ
目
は
政
党
的
拘
束
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
、
最
後
の
三
つ
目

は
利
己
的
な
利
害
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

　

し
か
し
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
い
う
。「
精
神
的
基
礎
」
と
し
て
の
「
討
論
と
公
開
」
に
よ
る
政
治
は
、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
〈
名
望

家
政
治
〉
が
通
用
す
る
時
代
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
二
十
世
紀
の
「
大
衆
民
主
主
義
の
発
展
」
に
よ
り
崩
れ
去
っ
た
、
と
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
、〈
差
異
性
と
多
様
性
〉
を
内
包
し
ま
た
そ
れ
を
認
め
合
お
う
と
す
る
古
色
蒼
然
た
る
と
こ
ろ
か
ら
成
立
す
る
自
由
主
義
的
議
会
主
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義
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、
危
機
状
態
に
陥
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
は
い
つ
ま
で
も
〈
ダ
ラ
ダ
ラ
と
決
断
で
き
な
い
〉
政
治
を
行
う
し
か
な
い

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
〈
無
秩
序
や
混
乱
〉
を
も
た
ら
す
だ
け
だ
と
い
っ
た
。
確
か
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
現
実

を
冷
静
に
把
握
し
て
い
る
。
無
力
化
し
何
も
決
定
で
き
な
い
議
会
に
代
わ
っ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
初
代
大
統
領
の
座
を
占
め
た
エ

ー
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
い
わ
ば
「
国
家
緊
急
権
（Staatsnotstandsrecht

）」
と
し
て
の
「
大
統
領
緊
急
命
令
（
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
48

条
・
第
2
項
）
つ
ま
り
「
委
任
命
令
」
が
実
に
一
三
六
回
も
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
そ
れ
は
窺
え
る
。
十
八
、
十
九
世
紀
の
〈
立

法
国
家
〉
の
時
代
か
ら
二
十
世
紀
は
〈
行
政
国
家
〉
の
そ
れ
へ
確
実
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
牧
歌
的
で
古
臭
い
立
法

国
家
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
国
家
は
存
亡
の
危
機
に
対
応
で
き
ず
崩
壊
す
る
し
か
な
い
と
考
え
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
劇

を
終
わ
ら
せ
る
に
は
〈
独
裁
か
自
由
主
義
か
い
ず
れ
か
一
方
を
選
ぶ
し
か
な
い
の
だ
〉
と
ド
イ
ツ
国
民
に
迫
っ
た
。

（
ⅲ
）
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
と
一
般
意
志

　

議
会
主
義
の
無
力
化
・
形
骸
化
は
社
会
的
分
裂
分
断
さ
ら
に
は
抗
争
の
結
果
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
悲
劇
を
ど
の
よ

う
に
し
て
克
服
す
る
と
い
う
の
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
独
裁
と
民
主
政
は
対
立
し
な
い
、
対
立
は
自
由
と
独
裁
に
あ
り
、
社
会
に
安
定

と
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
自
由
を
放
棄
し
民
主
政
を
と
お
し
て
独
裁
政
を
敷
く
し
か
な
い
の
だ
と
い
っ
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
極

左
と
極
右
の
両
者
は
共
に
自
由
主
義
は
排
除
し
た
が
民
主
政
は
自
分
の
側
に
引
っ
ぱ
り
込
ん
だ
。
双
方
は
民
主
政
の
取
り
合
い
に
は
熱

心
で
あ
っ
た
。
じ
つ
は
こ
れ
は
不
思
議
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
双
方
と
も
民
主
政
の
支
持
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
国
家
権
力
を
奪
取
で

き
な
い
の
を
察
知
し
た
か
ら
そ
れ
を
自
己
の
側
に
引
き
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
極
右
的
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
独
裁
を
弁
証
す
る
た
め
の
国
家
論
を
構
築
す
る
。
そ
の
と
き
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
第
一
に
〈
政
治
的
な
る
も
の
〉、
第
二
に
〈
民
主
政
〉、
第
三
に
〈
主
権
〉、
そ
し
て
最
後
の
第
四
に
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〈
一
般
意
志
〉
の
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
第
一
の
〈
政
治
的
な
る
も
の
〉
だ
が
、
そ
れ
を
抜
き
差
し
な
ら
な
い
〈「
友
（
同
質
な
者
）」
と
「
敵
（
異
質
な
者
）」〉
の
敵
対

関
係
の
中
で
、
友
を
受
容
し
敵
を
排
除
す
る
行
為
で
あ
る
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
と
ら
え
た
。〈
受
容
─
排
除
〉
を
区
別
す
る
基
準
は
後
に

述
べ
る
が
〈
同
質
か
異
質
か
〉
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
〈
受
容
─
排
除
〉
を
行
う
儀
式
が
第
二
の
民
主
政
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
か
ら

学
び
、
民
主
政
を
客
観
的
に
「
た
ん
な
る
形
式
」
あ
る
い
は
「
国
家
経
営
の
方
法
」
と
押
さ
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
〈
君
主
制
的
民

主
政
〉
も
あ
り
う
る
と
い
う
ぐ
あ
い
に
何
と
で
も
く
っ
つ
き
う
る
と
い
っ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
も
ま
た
『
民
主
主
義
の
本
質
と
価
値
』
で
、

民
主
政
を
「
社
会
秩
序
を
生
み
出
す
一
つ
の
形
式
、
一
つ
の
方
法
」
で
あ
る
と
い
っ
た
と
き
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
じ
考
え
で
あ
っ
た
が
、

あ
く
ま
で
民
主
政
は
自
由
（
＝
多
元
性
や
差
異
性
の
承
認
）
を
実
現
す
る
た
め
の
政
治
制
度
で
あ
る
と
い
っ
た
時
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
離

れ
ル
ソ
ー
に
接
近
し
て
い
っ
た
。
そ
の
点
で
最
初
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
に
惹
か
れ
て
い
た
が
、
死
を
間
近
か
に

し
ナ
チ
ス
の
危
険
性
を
目
前
に
見
た
ヘ
ル
マ
ン
．ヘ
ラ
ー
（H

elm
ann	H

eller

）
も
ま
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
袂
を
分
か
ち
、
社
会
的
民
主
政

を
意
味
す
る
「
社
会
的
法
治
国
家
」
の
道
を
選
ん
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
反
自
由
主
義
的
民
主
政
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
く
者
が
第
三
の
主
権
者
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
政
治
神
学
』
で
主
権
者

を
「
例
外
状
況
に
か
ん
し
て
決
定
を
く
だ
す
者
」
と
規
定
し
た
が
、
こ
れ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
「
例
外
状
況
」（
＝
国
家
存
亡
の
危

機
）
に
際
し
て
何
一
つ
「
決
断
」
─
と
は
い
っ
て
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
場
合
決
断
の
内
容
は
つ
い
ぞ
分
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
が
─
で

き
な
い
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
況
を
乗
り
越
え
る
強
力
な
国
家
権
力
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト

に
よ
れ
ば
天
か
ら
突
然
降
っ
て
く
る
理
性
を
超
え
た
非
合
理
的
な
そ
れ
ゆ
え
に
例
外
的
な
恩
寵
と
し
て
の
「
奇
跡
（m

iracle

）」
が
世

俗
化
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
神
に
匹
敵
す
る
主
権
者
の
決
断
で
あ
っ
た
。
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最
後
に
第
四
の
問
題
と
し
て
の
一
般
意
志
に
関
し
て
は
若
干
詳
し
く
説
明
す
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、〈
拍
手
喝
采
に
よ
る
民
主
政
運

営
を
と
お
し
た
独
裁
政
へ
〉
の
道
の
み
が
存
亡
の
危
機
に
あ
る
ド
イ
ツ
民
族
を
救
え
る
の
だ
と
考
え
た
が
、
そ
の
よ
う
な
想
い
込
み
を

正
当
化
す
る
た
め
に
、
ル
ソ
ー
の
民
主
政
論
と
一
般
意
志
論
を
自
分
の
側
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
読
み
込
み
引
っ
ぱ
り
込
ん
だ
。
だ
が

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
読
み
込
み
方
が
い
か
に
正
し
く
な
い
か
を
、
次
の
二
点
を
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
。

　

ま
ず
一
点
目
で
あ
る
。
政
治
学
者
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
民
主
政
を
統
治
の
一
つ
の
形
態
と
看
做
し
、
ま
た
民
主
政
を
独
裁
を
導
出
す
る

「
方
法
」
あ
る
い
は
「
技
術
」
と
し
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
、
ル
ソ
ー
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
民
主
政
＝
一
般
意
思
（
＝

支
配
と
服
従
の
相
互
性
＝
平
等
）」
を
「
道
徳
的
自
由
」
と
シ
ノ
ニ
ム
と
看
做
し
、
ま
た
今
触
れ
た
意
味
で
の
平
等
を
内
在
す
る
民
主
政

を
た
ん
に
手
段
と
し
て
で
は
な
く
普
遍
的
価
値
を
も
つ
目
的
と
し
て
提
起
し
た
点
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
そ
れ
と
大
い
に
異
な
る
。
ル
ソ

ー
に
と
っ
て
民
主
政
は
至
高
の
価
値
で
あ
っ
た
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
り
そ
れ
は
利
用
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
二
点
目
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
一
般
意
志
を
決
し
て
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
「
超
越
論
的
な
価
値
（transcendental	value

）」

を
有
し
た
理
念
と
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
今
触
れ
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
一
般
意
志
を
〈
同
質
性
あ
る
い
は
同
種
性
〉

で
あ
る
と
規
定
し
た
の
に
対
し
、
ル
ソ
ー
は
一
般
意
志
を
、
あ
く
ま
で
〈「
主
権
者
（souverain

）」
と
「
臣
民
（sujet

）」
の
自
同
性

＝
民
主
政
で
あ
る
と
し
た
点
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
対
立
と
抗
争
に
よ
り
い
や
ま
し
に
分
裂
の
度
合
い
を
深
め
て
い
く
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ド
イ
ツ
社
会

を
分
裂
か
ら
救
い
出
し
〈
社
会
的
統
合
（sociale	integration

）〉
に
ま
で
も
っ
て
い
く
た
め
に
ル
ソ
ー
を
ど
の
よ
う
に
利
用
あ
る
い
は

悪
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
く
ど
い
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
く
り
か
え
し
述
べ
よ
う
。
そ
れ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
自
由
主
義
的
民
主
政
を

破
壊
し
民
主
政
を
通
し
独
裁
政
権
を
つ
く
ろ
う
と
試
み
た
が
、
そ
の
と
き
彼
が
民
主
政
の
本
質
を
い
っ
た
い
ど
う
と
ら
え
た
の
か
、
と

い
う
問
題
に
な
ろ
う
。『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
と
価
値
』
を
読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
、
民
主
政
の
本
質
を
自
由
に
求
め
た
上
で
「
多
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数
決
原
理
）
11
（

」
を
認
め
た
ケ
ル
ゼ
ン
は
か
な
り
ル
ソ
ー
の
『
契
約
論
』
の
主
旨
に
近
い
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
民
主
政
の
本
質
を
「
同
質
性

（Gleichartigkeit

）」
あ
る
い
は
「
血
統
の
共
通
性
」
つ
ま
り
「
同
種
性
（A
rtgleichkeit

）」
に
求
め
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
同
質
性
あ
る

い
は
同
種
性
こ
そ
が
一
般
意
志
だ
と
い
い
放
っ
た
と
き
、
明
ら
か
こ
れ
は
ル
ソ
ー
か
ら
の
逸
脱
で
は
な
く
一
般
意
志
の
完
全
な
悪
用
で

あ
ろ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ド
イ
ツ
国
民
の
間
に
同
質
性
な
ど
存
在
し
な
い
の
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
空
虚
な
〈「
同
質
性
」
や

「
同
種
性
」〉
な
る
も
の
を
で
っ
ち
あ
げ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

お
わ
り
に　

日
本
の
現
状
を
ど
う
と
ら
え
る
か

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
基
本
的
に
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
一
点
で
あ
ろ
う
。
生
涯
に
渡
っ
て
何
よ
り
も
自
由

を
大
事
に
し
た
十
八
世
紀
の
人
間
ル
ソ
ー
は
、
絶
対
王
政
国
家
が
人
間
の
自
由
を
抑
圧
弾
圧
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る

と
見
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
へ
の
対
抗
思
想
と
し
て
〈
支
配
と
服
従
の
相
互
性
〉
と
い
う
意
味
で
平
等
を
内
部
に
含
ん
だ
一
般
意
志
つ
ま

り
民
主
政
論
を
構
築
し
、
そ
の
民
主
政
を
自
由
な
討
議
と
討
論
に
よ
っ
て
自
由
主
義
化
し
て
い
く
こ
と
で
守
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
、
自

由
主
義
的
民
主
政
論
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
民
主
政
を
た
ん
な
る
飾
り
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
自
由
主
義
者
よ
り
も
、
言
葉
の
本

来
的
意
味
で
ル
ソ
ー
は
自
由
主
義
的
民
主
政
論
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
逆
に
二
十
世
紀
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
の
自
由
こ
そ
が
ド
イ

ツ
民
族
の
統
一
を
乱
す
一
大
元
凶
に
思
え
た
か
ら
こ
そ
、
自
由
を
切
り
捨
て
る
反
自
由
主
義
的
民
主
政
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

く
り
か
え
せ
ば
こ
の
よ
う
な
民
主
政
を
さ
す
一
般
意
志
を
と
お
し
多
種
多
様
な
意
見
を
も
っ
た
諸
集
団
が
自
由
な
公
共
の
討
議
を
し

な
が
ら
最
終
的
に
は
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
公
共
の
議
決
に
も
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
ル
ソ
ー
は
自
由
主
義
的
民
主
政
論
を
先
駆

的
に
つ
く
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
一
方
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
社
会
的
な
分
裂
と
分
断
そ
し
て
混
乱
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
産
業
資
本
と
軍

部
に
支
持
さ
れ
た
極
右
政
治
家
と
社
会
主
義
政
権
樹
立
を
企
て
る
極
左
が
武
力
衝
突
も
辞
さ
な
い
と
い
う
局
面
下
で
、
自
由
主
義
的
民
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主
政
は
最
早
た
ん
な
る
〈
御
喋
り
の
機
関
〉
に
堕
し
て
し
ま
い
、
何
ら
問
題
を
解
決
す
る
力
も
発
揮
で
き
な
い
代
物
と
看
做
し
自
由
主

義
を
放
り
投
げ
、
極
右
の
側
に
身
を
置
き
終
に
は
〈
選
挙
民
主
政
〉
に
よ
っ
て
「
独
裁
政
（autocracy

）」
を
敷
く
こ
と
に
な
る
ヒ
ト

ラ
ー
独
裁
を
弁
護
す
る
類
い
の
国
家
論
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
）
1（
（

。

　

こ
れ
を
も
っ
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
二
十
一
世
紀
初
頭
の
日
本
政
治
の
現
状
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
お
き
た

い
こ
と
が
あ
る
。
も
し
近
未
来
の
X
年
に
日
本
が
戦
争
を
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
一
九
四
五
年
か
ら
X
年
ま
で
を
「
長
い

戦
間
期
（long	interw

ar	period

）」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
ま
さ
か
そ
の
よ
う
な
危
機
は
こ
な
い
だ
ろ
う
と
高
を
く
く
っ
て
よ

い
も
の
か
ど
う
か
一
度
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
る
ほ
ど
戦
後
日
本
は
頭
上
に
日
本
国
新
憲
法
を
戴
く
自
由
主
義

的
民
主
政
国
家
に
「
国
の
形
」
つ
ま
り
「
国
体
」
を
変
更
し
、
民
主
政
を
議
会
に
よ
り
運
営
し
自
由
を
守
る
国
家
と
な
っ
た
。
こ
れ
は

①
戦
前
の
帝
国
議
会
が
天
皇
の
協
賛
機
関
に
す
ぎ
ず
ま
た
②
大
日
本
帝
国
憲
法
に
よ
り
国
民
は
自
由
と
平
等
を
奪
わ
れ
ひ
た
す
ら
「
臣

民
」
の
地
位
に
甘
ん
ず
る
他
な
く
さ
ら
に
③
軍
閥
が
跳
梁
跋
扈
し
戦
争
に
駆
り
立
て
る
よ
う
な
「
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
」
に
較
べ

れ
ば
格
段
の
進
歩
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
現
在
新
憲
法
に
よ
っ
て
〈
国
家
権
力
か
ら
個
人
の
自
由
を
守
る
〉
こ
と
に
そ
の
本
旨
が
あ
る
「
自
由
主
義
的
立
憲
主
義

（liberal	constitutionalism

）」
の
政
治
体
制
が
崩
さ
れ
る
危
険
性
が
出
て
き
た
。
な
る
ほ
ど
日
本
は
、
僅
か
十
四
年
弱
で
滅
び
た
ヴ
ァ

イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
よ
う
な
極
端
な
経
済
大
恐
慌
に
現
在
見
舞
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
し
、
バ
ケ
ツ
の
底
が
抜
け
る
よ
う
に
社

会
の
底
が
抜
け
中
産
階
級
が
完
全
に
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
ま
た
さ
ら
に
極
左
と
極
右
が
前
面
衝
突
す
る
悲
劇

的
状
況
に
は
な
い
。

　

だ
が
二
〇
一
五
年
現
在
「
極
左
（ultra	left

）
は
い
な
い
が
「
極
右
（ultra	right

）」
の
安
倍
晋
三
が
政
権
を
と
り
「
解
釈
改
憲
」

に
よ
っ
て
徐
々
に
現
憲
法
を
窒
息
さ
せ
我
々
か
ら
自
由
を
奪
い
戦
前
の
国
体
に
も
ど
そ
う
と
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
が
、
彼
は
一
種
の
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〈
ス
テ
ー
ト
ジ
ャ
ッ
カ
ー
（state	jacker

）〉
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
渡
さ
れ
た
戦
後
の
「
国
体
（
＝
新
憲
法
体
制
）」
を
戦
前
の
国
体

に
も
ど
そ
う
と
す
る
点
で
「
反
体
制
エ
リ
ー
ト
」（
坂
野
潤
治
）」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
戦
後
の
国
体
を
つ
く
っ
た
戦
勝
国
の
ヤ
ル
タ

協
定
、
ポ
ッ
ダ
ム
宣
言
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
対
し
反
逆
を
企
て
て
い
る
と
見
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
人
物
は
二
・
二
六
事
変
の
決
起
将
校
で
も
な
っ
た
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
と
い
う
虎
の
し
っ
ぽ
を
踏
み
続
け
れ
ば
日

本
の
政
権
担
当
者
に
ど
う
い
う
運
命
が
待
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
う
い
う
の
で
は
な
い
か
。〈
お
前
ら
ど
う
な
る
か
分
か
っ
て
い

る
だ
ろ
う
な
。
傀
儡
の
分
際
で
つ
け
あ
が
る
な
、
調
子
に
の
る
と
フ
セ
イ
ン
、
ビ
ン
＝
ラ
デ
ィ
ン
の
運
命
が
待
っ
て
い
る
ぞ
〉、
と
。

　

と
こ
ろ
で
白
井
聡
は
『
永
続
敗
戦
論
─
戦
後
日
本
の
核
心
）
11
（

』
で
、
敗
戦
か
ら
七
十
年
経
っ
た
今
日
安
倍
首
相
が
さ
か
ん
に
「
戦
後
レ

ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
を
日
本
人
に
振
り
ま
く
が
、
実
は
戦
後
七
十
年
間
そ
の
よ
う
な
脱
却
を
し
た
た
め
し

は
な
い
、
む
し
ろ
逆
に
「
永
続
敗
戦
の
純
化
」
─
私
に
は
永
続
敗
戦
を
「
永
続
対
米
従
属
」
あ
る
い
は
「
対
米
従
属
の
永
続
化
」
と
い

う
言
葉
に
置
き
換
え
た
方
が
分
か
り
や
す
い
と
思
え
る
が
─
を
推
し
進
め
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
で
は
七
十
年
間
続
い
た

「「
戦
後
」
の
根
本
の
レ
ジ
ー
ム
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
白
井
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
は
日
本
の
敗
戦
を
認
め
な
い

こ
と
、
さ
ら
に
は
今
触
れ
た
よ
う
に
対
米
従
属
を
永
遠
に
続
け
る
こ
と
、
を
さ
す
。

　

白
井
が
述
べ
る
と
お
り
戦
前
の
「
国
体
」
が
天
皇
制
で
あ
っ
た
の
に
対
し
戦
後
の
「
国
体
」
は
〈
永
続
対
米
従
属
〉
─
そ
の
象
徴
が

「
日
米
安
保
条
約
」
─
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
保
守
党
政
権
は
七
十
年
間
こ
の
事
実
を
国
民
に
隠
し
、
下
か
ら
湧
き
上
が
る
戦
後
レ
ジ
ー

ム
か
ら
の
脱
却
の
動
き
を
〈
否
定
し
続
け
て
き
た
〉。
な
る
ほ
ど
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
お
題
目
そ
れ
自
体
は
確
か

に
悪
く
な
い
。
だ
が
〈
ア
メ
リ
カ
に
永
遠
に
服
従
す
る
か
ら
戦
前
の
国
体
に
も
ど
る
の
を
ど
う
か
認
め
て
欲
し
い
〉
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
「
属
国
（client	state

）
あ
る
い
は
「
衛
星
国
（satlite	state
）」
の
宗
主
国
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
日
本
の
錯
覚
以
外
の
何

も
の
で
も
な
い
。
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前
述
し
た
よ
う
に
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
リ
ベ
ラ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
を
消
極
的
に
し

か
評
価
し
な
か
っ
た
と
述
べ
た
が
、
二
〇
一
五
年
現
在
の
状
況
下
で
は
む
し
ろ
そ
れ
を
逆
に
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
由

を
守
る
精
神
的
砦
と
し
て
の
憲
法
は
民
主
政
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
い
と
き
そ
の
効
力
は
全
く
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
民
主
政
は
憲
法

に
よ
っ
て
絶
え
ず
監
視
さ
れ
な
い
と
き
暴
走
し
自
由
を
弾
圧
す
る
「
民
主
主
義
と
い
う
名
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
走
り
か
ね
な
い
。
緊
急

の
課
題
は
、
立
憲
主
義
に
逆
ら
う
極
右
政
権
が
「
衆
愚
政
治
」
か
ら
「
暴
民
政
治
」
へ
傾
き
か
ね
な
い
民
主
政
を
自
分
の
側
に
引
っ
ぱ

り
込
み
利
用
で
き
な
い
よ
う
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
依
然
と
し
て
自
由
主
義
的
民
主
政
に
運
命

を
託
す
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
十
七
世
紀
の
市
民
革
命
か
ら
二
十
一
世
紀
の
今
日
ま
で
自
由
主
義
的
民
主
政
の
存
在

根
拠
は
〈
権
力
に
対
す
る
抵
抗
〉
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
で
「
古
典
的
自
由
・
平
等
主
義
」
の
役
割
は
ま
だ
ま
だ
終
わ
っ
て
は

い
な
い
と
い
え
よ
う
。〈
近
代
的
自
由
・
平
等
主
義
〉
の
な
か
に
古
典
的
自
由
・
平
等
主
義
を
包
み
込
む
政
治
思
想
を
構
成
し
た
ル
ソ

ー
の
自
由
主
義
的
民
主
政
論
の
利
用
価
値
は
現
在
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
1
）　

I
．ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
ィ
ン
（
小
野
瞭
訳
）『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
苦
悶
』，
阿
吽
社
，
二
九
─
三
五
頁
．

（
2
）　

田
中
浩
，［『
田
中
浩
集
』，
未
来
社
，
特
に
「
第
1
章　

シ
ュ
ミ
ッ
ト　

全
体
国
家
論
の
思
想
構
造
」
を
参
照
，

（
3
）　

カ
ー
ル
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
稲
葉
素
之
訳
）『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』	（
一
九
二
六
年
の
第
二
版
），
み
す
ず
書
房
，
二
〇
頁
．

（
4
）　

C
．B
．マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
（
栗
田
賢
三
訳
）『
現
代
世
界
の
民
主
主
義
』，
岩
波
書
店
，
一
五
頁
．

（
5
）　

同
書
，「
第
4
講　

権
力
の
体
制
と
し
て
の
自
由
主
義
的
─
民
主
主
義
」
を
参
照
．

（
6
）　

シ
エ
イ
エ
ス
（
大
岩
誠
訳
）『
第
3
階
級
と
は
何
か
』，
岩
波
書
店
．

（
7
）　

ル
イ
．
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
（
西
川
長
夫　

阪
上
孝
共
訳
）『
政
治
と
歴
史
─
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
・
ル
ソ
ー
・
へ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
』，

紀
伊
國
屋
書
店
，
特
に
「
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
に
つ
い
て
」
の
一
四
五
─
一
四
七
頁
を
参
照
．



23 ルソー対カール．シュミット（90）

（
8
）　

ル
ソ
ー
（
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
）『
社
会
契
約
論
』，
岩
波
書
店
，
三
三
頁
，「
第
七
章　

主
権
者
に
つ
い
て
」
を
参
照
．
ま
た

ル
ソ
ー
，
同
書
の
第
二
編
「
第
七
章　

立
法
者
に
つ
い
て
」
を
参
照
．

（
9
）　

ル
ソ
ー
，
同
書
，
二
九
頁
．

（
10
）　

C
．シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
田
中
浩
・
原
田
武
雄
共
訳
）『
政
治
神
学
』，
未
来
社
，
四
九
頁
．

（
11
）　

ヘ
ル
マ
ン
．ヘ
ラ
ー
（
大
野
達
司
他
訳
）『
主
権
論
』，
三
五
頁
．
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
に
つ
い
て
は
拙
著
『
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
の
構
造

的
特
質
─
新
し
い
体
制
原
理
の
構
築
と
実
践
そ
し
て
そ
の
現
代
的
意
義
』（
御
茶
の
水
書
房
），
三
一
九
頁
、
ま
た
同
書
の
一
八
〇
頁
を
参

照
．

（
12
）　

C
．シ
ュ
ミ
ッ
ト
，『
政
治
神
学
』，
一
一
頁
．

（
13
）　

神
学
的
一
般
意
志
の
概
念
か
ら
哲
学
的
な
そ
れ
を
経
由
し
て
政
治
的
な
一
般
意
志
の
概
念
に
変
化
す
る
な
か
で
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
の

概
念
が
出
て
き
た
こ
と
に
関
し
て
は
次
の
拙
稿
を
参
照
．「
パ
ス
カ
ル
か
ら
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
そ
し
て
ル
ソ
ー
へ
─
神
学
的
一
般
意
志
か
ら

政
治
的
一
般
意
志
へ
の
変
換
」，『
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
』（
第
27
巻
第
1
．2
号
），
二
〇
一
四
年
．

（
14
）　

ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』，
三
五
頁
．

（
15
）　

同
書
、
四
八
頁
．

（
16
）　

林
健
太
郎
、『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
─
ヒ
ト
ラ
ー
を
出
現
さ
せ
た
も
の
』，
中
公
新
書
，
二
四
頁
．

（
17
）　

カ
ー
ル
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
，『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』，
七
〇
頁
．

（
18
）　

カ
ー
ル
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
，
同
書
，
六
頁
．

（
19
）　

カ
ー
ル
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
，
同
書
，
一
二
頁
．

（
20
）　

エ
リ
ー
ト
支
配
を
肯
定
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
『
ク
リ
ト
ン
』
に
よ
れ
ば
「
多
数
決
原
理
」
を
要
件
と
す
る
民
主
政
は
ア
ウ
ト
ロ
ー
に
よ
る

「
多
数
の
専
制
」
に
転
落
し
や
す
い
。
そ
れ
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
ケ
ル
ゼ
ン
も
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
と
価
値
』
で
い
っ
て
い

る
よ
う
に
「
多
数
決
原
理
」
を
民
主
政
の
「
宿
命
」
と
い
い
認
め
る
と
「
ピ
ラ
ト
主
義
」
が
起
き
る
。
で
は
ピ
ラ
ト
主
義
と
は
何
か
。
ユ
ダ

ヤ
教
保
守
派
の
「
サ
ド
カ
イ
派
」
集
団
が
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
エ
ジ
プ
ト
提
督
ポ
ン
テ
ィ
ウ
ス
．ピ
ラ
ト
の
前
に
イ
エ
ス
を
突
き

出
し
、
こ
の
男
は
ロ
ー
マ
に
対
し
謀
反
を
企
て
た
の
だ
か
ら
磔
刑
に
処
し
て
欲
し
い
と
訴
え
た
時
、
ピ
ラ
ト
は
、
こ
の
男
は
何
も
悪
い
こ
と
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を
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
死
刑
に
処
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
答
え
た
が
、
そ
れ
で
も
集
団
は
〈
死
刑
に
〉
と
強
訴
し
た
の
で
、

そ
れ
で
は
お
前
た
ち
多
数
の
者
の
意
見
に
従
う
と
い
っ
た
。
集
団
の
多
数
の
者
が
死
刑
に
と
い
っ
た
の
で
、
イ
エ
ス
は
磔
刑
に
処
せ
ら
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
多
数
決
に
従
う
こ
と
を
「
ピ
ラ
ト
主
義
」
と
い
う
（
ハ
ン
ス
．ケ
ル
ゼ
ン
，
同
書
，「
第
一
〇
章　

民
主
主
義
と
世
界
観
」

を
参
照
．）。
な
お
「
多
数
決
原
理
」
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
利
光
三
津
夫
・
森
征
一
・
曽
根
泰
教
，『
満
場
一
致
と
多
数
決
』（
も

の
の
決
め
方
の
歴
史
），
日
経
新
書
．
余
談
で
は
あ
る
が
イ
エ
ス
は
「
民
族
解
放
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
」
で
あ
り
ロ
ー
マ
帝
国
へ
の
屈
服
を
良

し
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
保
守
派
の
「
サ
ド
カ
イ
派
」
を
攻
撃
し
た
た
め
に
弾
劾
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
イ
エ
ス
は
〈
ユ
ダ

ヤ
教
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
と
い
わ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
教
左
派
の
「
エ
ッ
セ
ネ
派
」
の
「
ク
ム
ラ
ン
教
団
」
か
ら
出
て
き
て
〈
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教

改
革
運
動
〉
を
展
開
し
た
人
間
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
こ
れ
は
事
実
な
の
だ
ろ
う
か
。

（
21
）　

ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
の
第
四
編
・
第
六
章
「
独
裁
に
つ
い
て
」
で
「
最
高
の
首
長
」（
一
人
）
つ
ま
り
「
独
裁
官
（dictature

）」

は
、
自
由
を
破
壊
す
る
よ
う
な
「
最
高
の
危
機
」
が
迫
っ
た
時
、
あ
く
ま
で
人
民
の
「
委
託
（com

m
ission

）」
の
下
で
、「
公
共
の
秩
序

（ordre	public

」
を
「
実
力
」
に
よ
っ
て
防
衛
す
る
た
め
に
「
在
職
期
間
（
最
長
6
カ
月
）
を
区
切
っ
た
上
で
そ
の
職
に
就
く
、
と
い
っ

た
。
こ
れ
は
立
法
権
の
「
停
止
」
で
あ
り
「
廃
止
」
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
共
和
政
ロ
ー
マ
か
ら
後
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
独
裁
』

の
「
委
任
独
裁
」
ま
で
つ
な
が
る
。
安
倍
首
相
に
よ
っ
て
「
閣
議
決
定
」
さ
れ
た
「
集
団
的
自
衛
権
」
は
憲
法
違
反
で
あ
る
か
ら
認
め
ら
れ

な
い
が
、
仮
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ル
ソ
ー
の
「
総
会
」
に
匹
敵
す
る
国
会
が
閣
議
決
定
に
先
立
ち
討
議
し
、
国
家
に
緊
急
事
態

が
発
生
し
た
の
を
認
め
た
後
、
内
閣
総
理
大
臣
に
国
家
緊
急
権
と
し
て
の
独
裁
を
委
任
し
た
時
の
み
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
手
続
き
規
定
は

日
本
に
あ
る
の
か
。「
内
閣
法
」
に
も
な
い
。
議
会
制
的
民
主
政
の
破
壊
を
も
た
ら
す
よ
う
な
閣
議
決
定
は
許
さ
れ
る
筈
が
な
い
。
近
代
憲

法
は
〈
国
民
が
国
家
を
縛
る
た
め
に
存
在
す
る
〉
は
ず
な
の
に
安
倍
政
権
は
逆
に
そ
れ
を
〈
国
家
が
国
民
を
縛
る
た
め
の
道
具
〉
に
変
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
の
形
を
根
本
か
ら
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
立
憲
主
義
的
自
由
主
義
を
否
定
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
つ
い

て
は
次
の
論
文
を
参
照
。W

illiam
	E.	Scheuerm

an,	Carl	Schm
itt’s	Critique	of	Liberal	Constitutionalism

,	in	T
he	Review

	of	
Politics,	V

ol.	58		Spring	1996,	N
o.	2.

（
22
）　

白
井
聡
『
永
続
敗
戦
論
─
戦
後
日
本
の
核
心
』，
大
田
出
版
，
特
に
「
第
3
章　
「
国
体
」
と
し
て
の
永
続
敗
戦
」
を
参
照
．




