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論

―
社
会
的
実
在
性
に
つ
い
て
考
え
る

―

橋　
　

本　
　

基　
　

弘

　

は
じ
め
に

一
 
八
幡
製
鉄
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
お
け
る
「
社
会
的
実
在
」
論
と
人
権
論

二
 
会
社
の
言
論
に
対
す
る
制
約
に
つ
い
て

　

お
わ
り
に

は
じ
め
に

「
助
教
授
に
な
っ
た
ば
か
り
の
先
生
が
会
社
法
の
判
例
を
一
緒
に
読
ん
で
く
れ
る
と
い
う
の
だ
が
、
君
も
参
加
し
な
い
か
」。
サ
ー
ク
ル

の
先
輩
に
誘
わ
れ
て
、
丸
山
秀
平
先
生
の
研
究
室
を
訪
ね
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
の
五
月
末
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
近
寄
り
が
た

い
秀
才
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
い
く
ぶ
ん
か
構
え
て
い
た
。
研
究
室
の
奥
に
見
付
け
た
の
は
、
穏
や
か
な
笑
顔
を
も
つ
青
年
で
あ
っ
た
。



七
八

「
再
来
週
か
ら
始
め
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、「
会
社
の
権
利
能
力
」、
す
な
わ
ち
八
幡
製
鉄
事

件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
で
あ
っ
た
。
二
週
間
で
い
く
つ
か
の
論
文
を
探
し
て
読
ん
だ
の
は
い
い
が
、
報
告
に
手
ご
た
え
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
テ
ー
マ
が
き
っ
か
け
で
、
な
ぜ
か
、
私
は
会
社
法
に
向
か
わ
ず
憲
法
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
課
題
は
、
私

の
博
士
論
文
に
つ
な
が
り
、
群
馬
司
法
書
士
会
事
件
に
か
か
わ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
も
し
あ
の
と
き
、
あ
の
ま
ま
会
社
法
に
進
ん
で

い
た
ら
今
と
違
う
人
生
が
待
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

丸
山
先
生
の
記
念
論
文
集
へ
の
誘
い
を
受
け
た
と
き
、
私
は
、
四
〇
年
前
に
先
生
か
ら
与
え
ら
れ
た
課
題
を
も
う
一
度
先
生
に
提
出
し

た
い
と
思
っ
た
。
だ
が
、
い
ざ
書
き
始
め
て
み
る
と
、
問
題
の
大
き
さ
に
た
じ
ろ
い
だ
。
社
会
の
中
に
占
め
る
会
社
の
存
在
は
、
あ
ま
り

に
大
き
く
、
多
様
に
な
っ
て
い
る
。
会
社
の
人
権
享
有
主
体
性
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
よ
う
と
、
問
題
は
解
決
で
き
そ
う
に
な
い
こ
と
が

わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
は
、
八
幡
製
鉄
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決（

（
（

（
以
下
「
大
法
廷
判
決
」
と
す
る
（
で
述
べ
ら
れ
た
「
社
会
的
実
在
」
論
を
手
掛
か
り
に

し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
や
合
衆
国
の
学
説
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
私
な
り
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
。
結
論

は
、
き
わ
め
て
平
凡
で
あ
る
。
会
社
と
は
人
々
が
作
り
出
し
た
制
度
で
あ
っ
て
、
そ
の
制
度
の
設
計
は
わ
れ
わ
れ
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

会
社
に
も
言
論
の
自
由
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
限
ら
れ
る
。
社
会
が
会
社
に
期
待
し
て
い
る
役
割
を
超
え
、
あ
る
い
は
こ
れ
を

蹂
躙
す
る
よ
う
な
活
動
が
禁
止
さ
れ
て
も
憲
法
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
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会
社
の
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論
（
橋
本
）

一 

八
幡
製
鉄
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
お
け
る
「
社
会
的
実
在
」
論
と
人
権
論

（
．
憲
法
判
例
と
し
て
の
八
幡
製
鉄
事
件

（
（
（
八
幡
製
鉄
事
件
と
は
何
だ
っ
た
の
か

①
八
幡
製
鉄
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
特
質

八
幡
製
鉄
事
件
ほ
ど
研
究
さ
れ
た
最
高
裁
判
決
は
少
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
判
例
が
法
理
論
の
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
に
位
置
す
る
か
ら
で
あ

る
（
（
（

。大
法
廷
判
決
に
は
、
会
社
の
権
利
能
力
を
画
定
す
る
意
義
が
あ
っ
た
。
営
利
法
人
の
目
的
の
範
囲
に
関
す
る
従
来
の
判
例
理
論
を
確
認

し
、
こ
れ
を
政
治
献
金
に
当
て
は
め
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
法
人
理
論
に
つ
い
て
も
議
論
が
派
生
し
て
い

く
。
会
社
の
人
権
と
い
う
、
憲
法
の
基
礎
理
論
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
問
題
に
も
言
及
す
る
。
さ
ら
に
、
民
主
主
義
に
お
け
る
政
治
献
金

の
問
題
に
も
触
れ
る
。
日
本
社
会
の
あ
り
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
最
高
裁
判
決
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
八
幡
製
鉄
事
件
は
そ
の
中
で
も
最

も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

憲
法
学
説
か
ら
の
評
価
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
人
権
の
享
有
主
体
性
を
拡
張
し
た
点
で
の
プ
ラ
ス
の
評
価
と
会
社
（
会
社
は
多
様
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
株
式
会
社
を
想
定
し
て
論
を
進
め
る
（
の
政
治
献
金
を
追
認
し
た
こ
と
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
評
価
が
入
り
混
じ
る
。

八
幡
製
鉄
事
件
は
、
株
主
代
表
訴
訟
で
あ
っ
て
、
民
事
事
件
に
過
ぎ
な
い
。
判
決
の
結
論
は
、
政
治
献
金
が
会
社
の
目
的
の
範
囲
内
の

行
為
か
ど
う
か
、
政
治
献
金
を
行
う
と
決
め
、
執
行
し
た
役
員
に
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
認
定
す
れ
ば
足
り
る
問
題

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
最
高
裁
は
、
半
ば
原
告
の
主
張
に
引
き
ず
ら
れ
る
形
で
、
歴
史
的
な
憲
法
判
断
を
下
し
た
。「
い
わ
で
も
の
こ
と
を



八
〇

あ
ま
り
に
い
い
す
ぎ
て
い
る
」（

（
（

の
は
間
違
い
な
い
。
付
随
的
違
憲
審
査
制
に
お
け
る
憲
法
判
断
と
し
て
は
、
異
例
の
判
断
で
あ
る（

（
（

。
純
粋

な
民
事
事
件
に
お
け
る
憲
法
判
断
の
む
つ
か
し
さ
を
物
語
る
よ
う
で
あ
る（

（
（

。

大
法
廷
判
決
の
意
味
は
重
い
。
そ
の
後
最
高
裁
は
、
Ⓐ
強
制
加
入
団
体
の
政
治
献
金
の
適
法
性
を
判
断
す
る
根
拠
と
し
て（

（
（

、
Ⓑ
構
成
員

の
協
力
義
務
を
確
定
す
る
指
標
と
し
て（

（
（

、
あ
る
い
は
、
Ⓒ
取
締
役
も
し
く
は
理
事
の
忠
実
義
務
な
い
し
は
善
管
注
意
義
務
違
反
を
判
断
す

る
枠
組
み
と
し
て（

（
（

、
ま
た
、
Ⓓ
政
党
制
が
憲
法
に
内
在
し
て
い
る
要
請
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
理
由
と
し
て（

（
（

、
大
法
廷
判
決
を
引
用
し

て
い
る（

（1
（

。
ま
た
、
会
社
の
政
治
献
金
の
可
否
を
判
断
す
る
下
級
審
判
決
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て
、
今
日
も
な
お
そ
の
先
例
と
し
て
の

力
を
も
ち
続
け
て
い
る（

（（
（

。

②
大
法
廷
判
決
の
骨
子

大
法
廷
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

会
社
は
、
他
面
に
お
い
て
、
自
然
人
と
ひ
と
し
く
、
国
家
、
地
方
公
共
団
体
、
地
域
社
会
そ
の
他
（
以
下
社
会
等
と
い
う
。（
の
構

成
単
位
た
る
社
会
的
実
在
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
し
て
の
社
会
的
作
用
を
負
担
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
つ
て
、
あ
る
行
為
が

一
見
定
款
所
定
の
目
的
と
か
か
わ
り
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
会
社
に
、
社
会
通
念
上
、
期
待
な
い
し
要
請
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
期
待
な
い
し
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
は
、
会
社
の
当
然
に
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
…
…
会
社
が
、
そ
の
社
会
的
役
割
を
果
た
す
た
め
に
相
当
な
程
度
の
か
か
る
出
捐
を
す
る
こ
と
は
、
社
会
通
念
上
、
会
社
と
し
て

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
に
属
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
…
…
こ
れ
ら
の
行
為
が
会
社
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
に
あ
る
と
解
し
て
も
、
な
ん

ら
株
主
等
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。
憲
法
は
、
政
党
の
存
在
を
当
然
に
予
定
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
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り
、
政
党
は
議
会
制
民
主
主
義
を
支
え
る
不
可
欠
の
要
素
な
の
で
あ
る
…
…
し
た
が
つ
て
、
そ
の
健
全
な
発
展
に
協
力
す
る
こ
と

は
、
会
社
に
対
し
て
も
、
社
会
的
実
在
と
し
て
の
当
然
の
行
為
と
し
て
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
協
力
の
一
態
様
と
し
て
政
治

資
金
の
寄
附
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
…
…
会
社
に
よ
る
政
治
資
金
の
寄
附
が
…
…
社
会
の
一
構
成
単
位
た
る
立
場
に

あ
る
会
社
に
対
し
期
待
な
い
し
要
請
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
会
社
に
そ
の
よ
う
な
政
治
資
金
の
寄

附
を
す
る
能
力
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
…
…
要
す
る
に
、
会
社
に
よ
る
政
治
資
金
の
寄
附
は
、
客
観
的
、
抽
象
的
に
観
察

し
て
、
会
社
の
社
会
的
役
割
を
果
た
す
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
会
社
の
定
款
所
定
の
目
的
の

範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
と
す
る
に
妨
げ
な
い
の
で
あ
る
。

③
大
法
廷
判
決
に
お
け
る
「
目
的
の
範
囲
」
と
社
会
的
実
在
論

大
法
廷
判
決
は
、
会
社
が
社
会
的
実
在
で
あ
る
と
述
べ
る
。
同
時
に
、
会
社
が
定
め
ら
れ
た
目
的
の
範
囲
で
活
動
す
べ
く
、
国
家
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
法
制
度
で
あ
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
会
社
が
人
工
物
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
実
在
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
大
法
廷
判
決
は
続
け
て
、
災
害
時
に
お
け
る
寄
付
を
あ
げ
、
社
会
観
念
上
期
待
、
要
請
さ
れ
る
活
動
は
目
的

の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
論
理
は
す
っ
き
り
し
な
い
。
社
会
的
に
期
待
さ
れ
た
り
、
求
め
ら
れ
た
り
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
は
責
務
で
あ
っ
て
、

権
利
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
社
会
的
な
責
務
を
果
た
す
た
め
に
は
会
社
の
目
的
の
範
囲
を
広
く
取
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
い
た
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
松
田
二
郎
裁
判
官
の
意
見
が
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
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も
つ
と
も
、
理
論
的
に
考
察
す
る
と
き
、「
定
款
所
定
の
目
的
の
範
囲
」
と
「
権
利
能
力
の
範
囲
」
と
は
、
本
来
別
個
の
問
題
で

あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
判
例
が
か
か
る
理
論
に
泥
む
こ
と
な
く
、
法
人
は
「
定
款
所
定
の
目
的
の
範
囲
内
」
に
お
い
て

「
権
利
能
力
」
を
有
す
る
も
の
と
し
、
会
社
に
つ
い
て
は
そ
の
目
的
の
範
囲
を
き
わ
め
て
広
く
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
会
社
の
権

利
能
力
を
広
範
囲
に
認
め
て
来
た
こ
と
を
、
私
は
意
味
深
く
感
じ
、
判
例
の
こ
の
態
度
に
賛
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
様
に
大
隅
健
一
裁
判
官
意
見
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
会
社
の
目
的
と
権
利
能
力
と
の
関
係
の
問
題
は
、
単
に
会
社
の
法
人
た
る
性
質
か
ら
観
念
的
、
抽
象
的
に
の
み

決
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
つ
て
、
会
社
の
活
動
に
関
連
の
あ
る
諸
利
益
を
比
較
衡
量
し
て
、
こ
れ
を
い
か
に
調
整
す
る
の
が
妥
当
で

あ
る
か
、
の
見
地
に
お
い
て
決
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

営
利
法
人
と
し
て
の
会
社
に
お
い
て
は
、
取
引
の
安
全
の
見
地
か
ら
、
目
的
の
範
囲
は
広
く
解
釈
で
き
る
と
し
た
方
が
わ
か
り
や
す

か
っ
た
。
ま
た
、
今
日
、
多
く
の
会
社
法
学
説
が
唱
え
る
よ
う
に
、
民
法
上
の
目
的
の
範
囲
は
、
会
社
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
た
方
が

よ
か
っ
た（

（1
（

。
要
す
る
に
、
権
利
能
力
の
範
囲
は
定
款
の
目
的
に
よ
っ
て
は
画
定
し
き
れ
な
い
。
同
様
に
、
定
款
の
目
的
は
、
認
め
ら
れ
る

人
権
の
範
囲
と
も
一
致
し
な
い
。
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
法
人
格
を
も
た
な
い
カ
ラ
オ
ケ
サ
ー
ク
ル
に
は
人
権
を
認
め
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

④
会
社
の
言
論
に
お
け
る
二
つ
の
問
題
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と
こ
ろ
で
、
本
来
、
会
社
の
人
権
が
争
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
会
社
が
国
家
か
ら
の

介
入
に
対
し
て
主
張
で
き
る
権
利
、
す
な
わ
ち
防
御
権
の
問
題
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
会
社
が
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
構
成
員
の

権
利
が
侵
害
さ
れ
る
と
き
の
調
整
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
八
幡
製
鉄
事
件
は
、
後
者
の
問
題
を
前
者
の
問
題
に
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と

で
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
り
、
大
法
廷
判
決
以
降
争
わ
れ
た
同
種
の
問
題
も
こ
の
図
式
に
よ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
仮
に
株
主
の
全
員
一
致
で
決
議
さ
れ
、
特
定
政
党
を
支
持
す
る
旨
の
意
見
広

告
を
掲
出
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
場
合
、
構
成
員
の
思
想
良
心
へ
の
侵
害
は
な
い
。
し
か
し
、
会
社
が
政
治
活
動
の
主
体
た
り
得
る
の
か

と
い
う
問
題
は
残
る
。
現
行
の
政
治
資
金
規
正
法
が
定
め
る
会
社
の
政
治
献
金
規
制
（
上
限
規
制
（
が
憲
法
違
反
で
あ
る
旨
争
わ
れ
る
よ

う
な
場
合
に
は
、
会
社
の
防
御
権
が
問
題
と
な
る
。

会
社
の
政
治
的
自
由
が
肯
定
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
構
成
員
の
権
利
侵
害
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
構
成

員
の
権
利
侵
害
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
会
社
の
政
治
的
自
由
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
も
っ
と
も
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、

大
法
廷
の
論
理
か
ら
す
る
と
、
会
社
に
政
治
的
自
由
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
範
囲
に
つ
い
て
は
立
法
裁
量
で
決
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う

で
あ
る（

（1
（

（。
ま
た
、
会
社
に
も
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
と
株
主
の
思
想
良
心
の
侵
害
も
別
問
題
で
あ
る
。
大
法
廷
判

決
は
、
定
款
所
定
の
目
的
の
範
囲
を
憲
法
を
使
っ
て
画
定
す
る
と
い
う
離
れ
業
を
演
じ
て
い
る
。

わ
が
国
で
は
、
司
法
権
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
同
義
で
あ
る
と
さ
れ
、
原
則
と
し
て
、
個
人
の
権
利
侵
害
が
な
け
れ
ば
憲
法
問
題
を

争
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
政
治
資
金
規
正
法
上
の
献
金
規
制
が
憲
法
違
反
で
あ
る
と
争
え
ば
話
は
別
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
で
も
政

治
資
金
の
制
限
は
立
法
政
策
に
委
ね
る
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
会
社
の
言
論
規
制
が
違
憲
で
あ
る
と
さ
れ
る
可
能
性
は
、
限
り
な
く
低

い
。
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し
た
が
っ
て
、
会
社
の
言
論
に
関
す
る
憲
法
論
に
は
、
い
ま
ひ
と
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
が
な
い
。
政
治
資
金
規
正
法
に
は
、
会
社
が
行
え
る

寄
付
の
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
違
憲
な
の
で
は
な
い
か
と
か
、
憲
法
改
正
国
民
投
票
に
お
い
て
、
会
社
が
意
見
広
告
を
掲

載
す
る
こ
と
は
禁
止
で
き
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
議
論
さ
れ
に
く
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
将
来
こ
の
よ
う
な
現
実
の
問
題
が
議
論
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
を
示
し
て
お
く
意
義
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
大
法
廷
判
決
が
大
上
段
に
構
え
た

「
社
会
的
実
在
」
論
か
ら
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
．
大
法
廷
判
決
に
お
け
る
「
社
会
的
実
在
論
」

（
（
（
社
会
的
実
在
と
は
何
か

①
ギ
ー
ル
ケ
と
社
会
的
実
在
論

大
法
廷
判
決
が
い
う
、「
社
会
的
実
在
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
自
然
人
と
ひ
と
し
く
、
国
家
、
地
方
公
共
団

体
、
地
域
社
会
そ
の
他
の
構
成
単
位
た
る
社
会
的
実
在
な
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
説
示
は
、
理
解
す
る
の
に
苦
労
す
る
。
社
会
に
お
い

て
実
在
し
て
い
る
か
ら
権
利
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
な
ら
、
人
と
物
の
二
元
論
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
く
な
る
。「
実
在
し
て
い
る
」

と
い
う
事
実
か
ら
「
権
利
を
認
め
る
べ
き
」
と
い
う
規
範
は
た
だ
ち
に
は
導
き
出
せ
な
い
。

法
律
の
世
界
に
お
い
て
、
実
在
と
は
証
明
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ

で
あ
っ
た
。
法
人
実
在
論
の
唱
道
者
、
Ｏ
・
ギ
ー
ル
ケ
は
、
団
体
が
社
会
的
実
在
で
あ
る
こ
と
を
直
接
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
。
団
体
が
社
会
的
実
在
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
自
然
人
が
社
会
的
実
在
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
と
、
巧
妙
に
挙
証
責
任
を
転
換
す
る
こ
と
以
外
、
こ
の
問
題
に
は
答
え
ら
れ
な
い（

（1
（

。
自
然
人
で
あ
ろ
う
が
、
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会
社
の
言
論
（
橋
本
）

法
人
で
あ
ろ
う
が
、
法
が
作
り
出
し
た
「
人
格
」
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
実
在
す
る
人
格
と
は
ど

う
い
う
概
念
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ギ
ー
ル
ケ
理
論
は
、
Ｗ
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
（W

illiam
 M

aitland

（
に
よ
っ
て
英
国
に
紹
介
さ
れ
た（

（1
（

。
ギ
ー
ル
ケ
理
論
は
、
そ
の
後
、
英

国
に
お
け
る
多
元
主
義
の
理
論
的
な
支
柱
と
な
る
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
を
継
承
し
た
、
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ア
ー
ネ
ス
ト
・
バ
ー
カ
ー

（Sir Ernest Barker
（
は
、
ギ
ー
ル
ケ
理
論
を
掘
り
下
げ
、
人
格
の
社
会
的
実
在
性
は
、
経
験
に
よ
っ
て
し
か
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

（1
（

。
社
会
の
中
で
一
定
の
役
割
を
果
た
す
べ
く
法
に
よ
っ
て
資
格
が
与
え
ら
れ
た
法
的
人
格
（person m

orale

（

と
い
う
意
味
で
は
、
自
然
人
も
法
人
（
団
体
（
も
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る（

（1
（

。
自
然
人
も
会
社
も
「
今
こ
こ
に
あ
る
」
こ

と
を
認
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

②
社
会
的
実
在
と
し
て
の
「
人
格
」

バ
ー
カ
ー
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
ギ
ー
ル
ケ
の
「
人
格
」
に
は
、
物
事
を
感
知
し
、
痛
み
や
喜
び
を
感
じ
る
主
体
と
し
て
の
「
心
理
学
的

人
格
」、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
規
範
を
認
識
し
行
動
で
き
る
「
道
徳
的
人
格
」、
そ
し
て
「
法
的
人
格
」
の
三
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
法

的
人
格
は
、
法
の
世
界
に
お
い
て
活
動
を
行
う
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
わ
が
国
の
通
説
的
な
言
葉
で
言
え
ば
、「
私
法
上
の
権
利
能
力
の
帰

属
主
体
と
な
る
」（
こ
と
を
意
味
し
て
い
る（

（1
（

。

こ
の
う
ち
、「
法
的
人
格
」
は
「
心
理
学
的
人
格
」
と
「
道
徳
的
人
格
」
を
前
提
と
し
な
い
。
あ
く
ま
で
法
の
世
界
で
活
動
で
き
る
資

格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る（

（1
（

。
そ
し
て
、
法
人
が
社
会
的
に
実
在
し
て
い
る
と
は
、
法
的
意
味
で
の
人
格
と
し
て
活
動
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
会
社
に
は
、
痛
み
も
、
喜
び
も
な
い
。
自
分
の
世
界
観
を
表
明
し
、
物
事
の
善
悪
を
判
断
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
多
く
の
憲
法
理
論
が
認
め
る
よ
う
に
、
言
論
の
自
由
と
「
道
徳
的
人
格
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
な
ら
ば
、
会
社
の
言
論
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を
保
障
す
る
に
は
、「
道
徳
的
人
格
」
以
外
の
理
由
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
法
的
人
格
と
し
て
実
在
す
る
た
め
に
必
要

な
自
由
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。

会
社
が
社
会
的
実
在
で
あ
る
こ
と
と
、
会
社
が
人
工
的
に
作
り
出
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
ギ
ー
ル
ケ
自
身
、
会
社

が
人
為
的
な
し
く
み
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る（

11
（

。
そ
の
よ
う
な
し
く
み
が
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
ど
の
程
度
活
動
で
き
る
か
を
決
め
る
の

は
法
で
あ
る
。
会
社
は
、
そ
の
結
果
法
的
人
格
を
与
え
ら
れ
る
。
会
社
の
人
権
と
は
、
法
が
会
社
に
何
を
担
わ
せ
る
の
か
に
よ
っ
て
決
ま

る
問
題
で
あ
る
。
憲
法
秩
序
を
出
発
点
に
し
た
民
主
的
意
思
決
定
の
規
範
の
み
ら
ず
、
会
社
法
制
や
証
券
取
引
の
制
度
ま
で
含
め
た
法
に

よ
っ
て
、
会
社
の
役
割
が
決
ま
る
。

（
（
（
会
社
の
言
論
と
民
主
的
意
思
決
定
論

①
会
社
の
言
論
と
民
主
的
意
思
決
定
論

会
社
自
体
に
頭
や
口
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
会
社
に
は
思
考
力
も
な
け
れ
ば
、
良
心
と
い
う
も
の
も
な
い
。
会
社
に
「
個
人
の
尊

厳
」
を
観
念
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
個
人
の
尊
厳
に
か
か
わ
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
実
に
は
、
会
社
の
言

論
は
、
会
社
の
背
景
に
い
る
代
表
者
の
言
論
で
あ
る
。
結
局
八
幡
製
鉄
事
件
で
争
わ
れ
た
こ
と
は
、
会
社
の
代
表
者
の
考
え
を
、
会
社
と

い
う
媒
体
と
資
金
を
使
っ
て
、
会
社
の
名
で
表
明
す
る
自
由
が
あ
る
の
か
、
そ
の
自
由
は
、
会
社
内
に
お
け
る
少
数
意
見
者
を
犠
牲
に
し

て
ま
で
も
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
最
高
裁
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
次
の
よ
う
な

理
由
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
は
な
か
ろ
う
か
。



八
七

会
社
の
言
論
（
橋
本
）

会
社
が
、
納
税
の
義
務
を
有
し
自
然
人
た
る
国
民
と
ひ
と
し
く
国
税
等
の
負
担
に
任
ず
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
納
税
者
た
る
立
場

に
お
い
て
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
対
し
、
意
見
の
表
明
そ
の
他
の
行
動
に
出
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
禁
圧
す
べ
き
理
由
は

な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
第
三
章
に
定
め
る
国
民
の
権
利
お
よ
び
義
務
の
各
条
項
は
、
性
質
上
可
能
な
か
ぎ
り
、
内
国
の
法
人
に

も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
会
社
は
、
自
然
人
た
る
国
民
と
同
様
、
国
や
政
党
の
特
定
の
政
策
を
支
持
、
推
進

し
ま
た
は
反
対
す
る
な
ど
の
政
治
的
行
為
を
な
す
自
由
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
政
治
資
金
の
寄
附
も
ま
さ
に
そ
の
自
由
の
一
環
で
あ

り
、
会
社
に
よ
つ
て
そ
れ
が
な
さ
れ
た
場
合
、
政
治
の
動
向
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
自
然
人
た
る
国

民
に
よ
る
寄
附
と
別
異
に
扱
う
べ
き
憲
法
上
の
要
請
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

民
主
主
義
に
お
け
る
意
思
決
定
の
正
当
性
は
、
そ
の
決
定
の
影
響
を
受
け
る
者
を
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
担
保

さ
れ
る
。「
代
表
な
け
れ
ば
課
税
な
し
」
の
原
則
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
。
道
徳
的
判
断
力
と
は
無
縁
の
会
社
に
言
論
の
自
由
を
認
め
る

た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ら
ば
会
社
に
選
挙
権
を
与
え
て
は
ど
う
か
。
大
法
廷
判
決
は
こ
れ
を
否
定
す

る
。
民
主
的
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
理
論
に
よ
っ
て
言
論
の
自
由
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
会
社
に
選
挙
権
を
与
え
る
の
も
む
つ
か

し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
大
法
廷
判
決
は
、「
政
党
へ
の
寄
附
は
、
事
の
性
質
上
、
国
民
個
々
の
選
挙
権
そ
の
他
の
参
政
権
の
行
使
そ
の

も
の
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
ば
か
り
で
な
い
」
と
述
べ
、
選
挙
権
は
国
民
（
自
然
人
（
固
有
の
権
利
に
で
あ
る
と
断
言
す

る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
現
行
法
上
（
一
九
七
〇
年
当
時
（、
会
社
の
政
治
資
金
を
禁
止
す
る
法
律
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
可

能
で
あ
る
」
と
い
え
ば
問
題
が
こ
じ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

②
会
社
の
人
権
共
有
主
体
性
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要
す
る
に
、
大
法
廷
判
決
は
、「
会
社
は
社
会
的
実
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
社
会
で
活
動
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
人
権

の
享
有
主
体
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
政
治
的
自
由
を
認
め
る
の
に
は
、
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
外

国
法
人
で
す
ら
、
社
会
的
実
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
政
治
的
自
由
が
認
め
ら
れ
る
必
要
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
法
廷
判
決
の
論
理
を
突

き
詰
め
る
と
、
外
国
法
人
も
民
主
的
決
定
の
影
響
を
受
け
る
た
め
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は

否
定
さ
れ
て
い
る
。
民
主
的
意
思
決
定
論
に
よ
っ
て
、
内
国
法
人
と
外
国
法
人
の
人
権
共
有
主
体
性
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（

1（
（

。

大
法
廷
判
決
は
、
会
社
の
人
権
、
と
り
わ
け
言
論
の
自
由
に
つ
い
て
、
論
理
的
な
問
題
に
決
着
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
。
問
題
を
生
み

出
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
大
法
廷
判
決
に
対
す
る
憲
法
学
の
微
妙
な
評
価
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
会
社
（
あ
る
い
は
一
般
的
に

団
体
（
の
人
権
享
有
主
体
性
を
否
定
す
る
立
場
が
唱
え
ら
れ
、
会
社
が
享
有
す
る
の
は
（
道
徳
的
人
格
で
あ
る
自
然
人
が
も
つ
（
人
権
で
は
な

く
、
公
共
の
福
祉
や
個
人
の
権
利
の
た
め
に
奉
仕
す
る
「
憲
法
上
の
権
利
」
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
有
力
に
な
っ
た（

11
（

。
む
ろ
ん
、
ど
の
よ

う
な
立
場
を
と
る
に
し
て
も
、
社
会
的
実
在
で
あ
る
会
社
が
ど
の
よ
う
な
言
論
の
自
由
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
題
に
直
接
的
な
答
え
を
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
会
社
の
言
論
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
ち
、
誰
の
い
か
な
る
権
利
や
自
由
と
対
立
す
る
の
か
に
よ
っ

て
答
え
を
探
し
て
い
く
し
か
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
や
学
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
考

え
て
み
よ
う
と
思
う
。

二 

会
社
の
言
論
に
対
す
る
制
約
に
つ
い
て

（
．
合
衆
国
最
高
裁
に
お
け
るCorporate Speech

の
あ
ゆ
み



八
九

会
社
の
言
論
（
橋
本
）

（
（
（
第
一
修
正
の
享
有
主
体
と
し
て
の
会
社

①
合
衆
国
憲
法
に
お
け
るperson

と
言
論
の
自
由

合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
判
例
上
、
会
社
は
実
在
と
し
て
で
は
な
く
、
法
技
術
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た（

11
（

。
英
国
に
お
け
るU

ltra V
ires

法
理
の
影
響
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
会
社
を
自
然
人
と
同
列
に
扱
う
法
解
釈
は
有
力
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、

ダ
ー
ト
マ
ス
カ
レ
ッ
ジ
事
件
に
お
い
て
、
大
学
の
名
称
変
更
（Colledge

か
らU

niversity

（
は
政
府
が
介
入
す
べ
き
事
項
で
は
な
い
と
判

断
し
、
法
人
が
合
衆
国
憲
法
上
に
い
うPerson

で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
認
め
た（

11
（

。
た
だ
し
、
本
判
決
で
マ
ー
シ
ャ
ル
首
席
裁
判
官
法
廷

意
見
は
、
大
学
の
設
立
運
営
は
自
然
人
の
契
約
の
束
で
あ
る
と
し
て
、
法
人
契
約
説
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
会
社
が

第
一
修
正
表
現
の
自
由
の
主
体
で
あ
る
こ
と
は
、
報
道
機
関
に
関
す
る
事
例
を
除
い
て
、
長
く
認
め
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

表
現
の
自
由
に
関
す
る
古
典
的
学
説
は
、
Ａ
・
マ
イ
ク
ル
ジ
ョ
ン
に
し
て
も
、
Ｔ
・
Ｉ
・
エ
マ
ソ
ン
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も
個
人
を
想
定

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
団
体
も
し
く
は
組
織
が
一
個
の
主
体
と
な
っ
て
第
一
修
正
の
権
利
を
行
使
で
き
る
と
は
考
え
て
こ
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
合
衆
国
憲
法
制
定
以
来
の
反
結
社
思
想
（
セ
ク
ト
に
対
す
る
警
戒
感
（
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
も
で
き
る（

11
（

。

こ
の
理
解
が
決
定
的
な
転
換
点
を
迎
え
る
の
は
、
わ
が
国
の
最
高
裁
よ
り
遅
く
、
一
九
七
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
、
会
社
の

営
利
的
言
論
の
自
由
が
、
次
い
で
政
治
的
意
見
表
明
の
自
由
が
第
一
修
正
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

②
営
利
的
言
論
の
自
由
の
展
開

合
衆
国
最
高
裁
は
、
医
薬
品
の
価
格
広
告
が
第
一
修
正
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
の
か
が
争
わ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
薬
事
委
員
会
判
決（

11
（

に

お
い
て
、
こ
れ
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
。
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
の
が
情
報
受
領
者
の
権
利
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
営
利
広
告
の
場

合
、
虚
偽
ま
た
は
詐
欺
的
な
内
容
は
規
制
さ
れ
る
。
こ
れ
は
営
利
広
告
と
政
治
的
表
現
と
の
間
に
あ
る
「
常
識
的
差
異
（com

m
onsense 



九
〇

difference

（」
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
一
九
八
〇
年
に
判
示
さ
れ
た
セ
ン
ト
ラ
ル
ハ
ド
ソ
ン
社
判
決
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ

た
。
本
判
決
に
よ
っ
て
、
営
利
広
告
規
制
の
合
憲
性
は
、
セ
ン
ト
ラ
ル
ハ
ド
ソ
ン
テ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
四
段
階
審
査
基
準
で
審
査
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
①
問
題
と
な
る
表
現
が
違
法
な
活
動
に
か
か
わ
っ
た
り
、
公
衆
を
誤
解
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、
②
主
張
さ
れ
る

政
府
利
益
が
本
質
的
で
あ
り
、
③
規
制
利
益
を
直
接
的
に
促
進
し
、
④
必
要
以
上
に
強
力
で
な
い
と
き
に
営
利
広
告
規
制
が
許
さ
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
以
後
、
合
衆
国
最
高
裁
に
お
け
る
営
利
広
告
規
制
は
こ
の
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。

そ
の
適
用
に
お
け
る
厳
格
さ
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
、
セ
ン
ト
ラ
ル
ハ
ド
ソ
ン
テ
ス
ト
は
若
干
の
紆
余
曲
折
を
見
た
も
の
の
、
か
な
り
高

度
な
レ
ベ
ル
の
審
査
基
準
と
し
て
適
用
さ
れ
て
き
た
、
そ
し
て
現
在
で
は
、
実
質
的
に
虚
偽
も
し
く
は
詐
欺
的
広
告
だ
け
が
規
制
で
き
る

状
況
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
営
利
的
言
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
否
定
し
、
営
利
広
告
の
内
容
が
規
制
さ
れ
る
場
合
に
は
、

厳
格
審
査
を
施
す
判
例
も
登
場
し
て
い
る
。
今
日
、
営
利
広
告
で
あ
る
が
ゆ
え
に
特
別
な
規
制
に
服
す
る
と
い
う
よ
う
な
姿
勢
は
維
持
で

き
な
く
な
っ
て
い
る（

11
（

。

②
政
治
的
意
見
表
明
の
自
由

営
利
的
言
論
へ
の
保
障
に
遅
れ
る
こ
と
二
年
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
ベ
ロ
ッ
テ
ィ
判
決（

11
（

に
お
い
て
、
会
社
の
政
治
献
金
が
第
一
修
正
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
自
由
で
あ
る
と
認
め
る
判
断
を
下
し
た
。
法
廷
意
見
を
述
べ
る
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
は
、
会
社
の
行
う
政
治
的
表
現
も

第
一
修
正
の
核
心
部
分
に
位
置
し
、
そ
の
利
益
は
一
般
市
民
の
知
る
権
利
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
旨

は
、
そ
の
後
、
公
益
事
業
者
が
行
う
政
治
的
意
見
表
明
が
争
わ
れ
た
一
九
八
〇
年
の
エ
デ
ィ
ソ
ン
社
判
決（

11
（

や
一
九
八
六
年
の
パ
シ
フ
ィ
ッ

ク
ガ
ス
社
判
決（

1（
（

に
継
承
さ
れ
る
（
い
ず
れ
も
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
の
は
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
で
あ
っ
た
（。



九
一

会
社
の
言
論
（
橋
本
）

そ
の
後
、
こ
の
傾
向
に
は
一
定
の
揺
り
戻
し
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
会
社
の
政
治
献
金
規
制
が
維
持
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
た
。

し
か
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
二
〇
一
〇
年
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
判
決
に
お
い
て
、
会
社
の
行
う
政
治
献
金
規
制
を
実
質
的

に
全
廃
さ
せ
る
よ
う
な
判
断
を
下
し
た（

11
（

。
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
は
、
連
邦
政
府
が
主
張
す
る
政
府
利
益
で
あ
る
「
腐

敗
の
防
止
」
が
政
治
献
金
規
制
と
い
う
手
段
で
は
実
現
で
き
な
い
点
を
指
摘
す
る
。
連
邦
政
府
が
規
制
す
る
政
治
献
金
規
制
は
過
大
包
摂

で
あ
り
、
ま
た
過
少
包
摂
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
判
決
で
は
、
第
一
修
正
は
誰
の
た
め
の
自
由
な
の
か
が
厳
し
く
争
わ
れ
て
い
る
。
反
対
意
見
を
展
開
す

る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
は
、「
自
然
人
と
は
異
な
り
、
会
社
は
そ
の
経
営
者
に
と
っ
て
は
有
限
責
任
を
負
わ
せ
（
る
に
と
ど
め
（、『
永

続
的
な
生
命
』
を
も
ち
、
所
有
と
支
配
が
分
離
さ
れ
、
財
産
の
蓄
積
と
分
配
に
つ
い
て
優
遇
措
置
を
設
け
、
そ
れ
に
よ
り
資
本
を
集
め
、

株
主
の
利
益
に
対
し
て
配
当
を
最
大
化
す
る
こ
と
で
資
源
を
開
発
す
る
能
力
が
強
め
ら
れ
て
い
る
…
…
会
社
に
は
良
心
が
な
く
、
信
念
も

感
情
も
な
い
…
…
会
社
は
憲
法
を
定
め
、
ま
た
そ
の
目
的
で
あ
る
『
わ
れ
わ
れ
人
民
（W

e the People

（』
で
は
な
い
」（

11
（

と
激
し
く
法
廷

意
見
を
批
判
し
て
い
る
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、
二
〇
一
四
年
の
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
判
決
で
も
、
会
社
の
行
う
政
治
献
金
規
制
を
違
憲
と
判
断
す
る
判
決
を
下
し
て
い

る
（
11
（

。
こ
こ
で
は
、
政
治
献
金
の
総
額
規
制
を
定
め
る
連
邦
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
法
廷
意
見
を
述
べ
る
ロ
バ
ー
ツ
首
席

裁
判
官
は
、「
連
邦
議
会
は
、
単
に
政
治
献
金
の
総
額
を
減
ら
し
た
い
と
か
、
他
者
の
相
対
的
な
政
治
的
影
響
力
を
強
め
る
た
め
、
あ
る

者
の
政
治
参
加
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
判
決
同
様
、
連

邦
法
の
規
制
目
的
で
あ
る
腐
敗
防
止
の
利
益
が
広
す
ぎ
る
こ
と
を
排
撃
す
る（

11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
裁
判
官
は
、
政
治
献
金
規
制

に
よ
っ
て
防
止
さ
れ
る
べ
き
腐
敗
は
広
く
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
連
邦
政
府
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
べ
き
旨
反
論
す
る（

11
（

。



九
二

（
（
（
表
現
者
の
平
等
と
受
け
手
の
利
益

①
表
現
の
自
由
の
平
等

こ
の
よ
う
な
判
例
の
展
開
を
促
し
た
理
論
的
支
柱
は
、
表
現
者
は
平
等
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
理
念
と
表
現
の
自
由
な
行
使
に
よ
っ
て

利
益
を
受
け
る
の
は
市
民
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た（

11
（

。
表
現
の
自
由
の
平
等
は
、
表
現
内
容
規
制
へ
の
厳
格
審
査
か
ら
派
生
す
る

原
理
で
あ
る（

11
（

。
表
現
内
容
を
規
制
す
る
こ
と
は
検
閲
に
比
肩
す
る
危
険
性
を
も
つ
。
こ
れ
は
「
何
を
話
す
か
」
の
み
な
ら
ず
、「
誰
が
話

す
か
」
の
規
制
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
表
現
主
体
の
平
等
性
が
求
め
ら
れ
る
。
自
然
人
で
あ
ろ
う
と
会
社
で
あ
ろ
う
と
、

表
現
の
自
由
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
平
等
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

一
方
で
、
表
現
空
間
（
思
想
の
自
由
市
場
と
呼
ん
で
も
よ
い
（
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
内
容
か
つ
多
様
な
話
者
の
表
現
が

覇
権
を
争
い
、
あ
る
い
は
真
理
を
争
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
表
現
の
受
け
手
は
、
こ
の
多
様
性
か
ら
自
分
の
考
え
方
を
形
成
し
、
真
偽

の
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
空
間
に
国
家
が
手
を
入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る（

11
（

。

②
合
衆
国
最
高
裁
に
お
け
る
会
社
の
言
論

今
日
、
会
社
が
言
論
の
自
由
の
主
体
た
り
得
る
こ
と
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
も
確
立
さ
れ
た
法
理
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
調
査
に
よ
る

と
、
合
衆
国
で
争
わ
れ
る
表
現
の
自
由
事
例
の
う
ち
会
社
が
か
か
わ
る
も
の
は
六
〇
％
に
達
し
て
お
り
、
勝
訴
率
は
営
利
的
言
論
の
ケ
ー

ス
で
五
五
％
に
達
し
て
い
る
い
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
の
数
字
が
表
す
よ
う
に
、
今
日
、
言
論
の
自
由
の
主
体
も
し
く
は
担
い
手
と
し
て
、
会

社
は
個
人
を
凌
駕
す
る
存
在
に
な
っ
て
お
り
、
会
社
の
言
論
は
、
今
後
の
第
一
修
正
の
あ
り
方
を
左
右
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
達
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
今
日
、
個
人
で
は
な
く
組
織
が
言
論
の
自
由
の
地
平
を
切
り
開
い
て
い
く
あ
り
さ
ま
をinstitutional turn

と
呼



九
三

会
社
の
言
論
（
橋
本
）

び
、
個
人
を
想
定
し
た
表
現
の
自
由
理
論
か
ら
、
組
織
に
着
目
し
た
理
論
構
築
を
目
指
す
べ
き
だ
と
す
る
学
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る（

1（
（

と
こ

ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
言
論
の
自
由
のinstitutional theory

に
会
社
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
言
論

の
自
由
理
論
の
あ
り
よ
う
自
体
の
変
革
も
し
く
は
再
構
築
は
避
け
ら
れ
な
い
。
言
論
の
自
由
は
、
こ
れ
ま
で
個
人
を
ベ
ー
ス
に
し
て
構
築

さ
れ
て
き
た
。
言
論
の
自
由
を
自
己
統
治
と
結
び
つ
け
、
あ
る
い
は
自
己
実
現
の
手
段
と
し
て
位
置
付
け
、
真
理
を
見
極
め
る
（
あ
る
い

は
真
理
に
つ
い
て
合
意
す
る
（
手
続
と
と
ら
え
て
き
た
、
伝
統
的
表
現
の
自
由
理
論
に
も
修
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
会
社
の
言
論
は
、
こ

の
よ
う
な
問
題
状
況
の
中
で
と
ら
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
。

（
．
会
社
の
言
論
─
ひ
と
つ
の
考
え
方

（
（
（
内
在
的
視
点
と
外
在
的
視
点

①
問
題
の
あ
り
よ
う

大
法
廷
判
決
が
下
さ
れ
て
か
ら
、
今
年
で
ち
ょ
う
ど
五
〇
年
を
迎
え
る
。
す
で
に
、
こ
の
問
題
は
、
会
社
に
は
言
論
の
自
由
が
認
め
ら

れ
る
か
と
い
う
単
純
な
思
考
方
法
で
は
と
う
て
い
太
刀
打
ち
で
き
な
い
難
問
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
、
会
社
の
言
論
の
自
由
を
否
定
し

て
も
、
会
社
が
社
会
に
お
い
て
実
在
し
て
い
る
が
た
め
に
、
そ
の
政
治
的
影
響
力
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
五
〇
年
の
間
に
会
社
の
社
会
的
実
在
の
意
味
も
変
わ
り
、
表
現
の
あ
り
よ
う
も
多
様
化
し
て
い
る
。
政
治
献
金
に
よ
ら
ず
と
も
、

会
社
は
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
と
ツ
ー
ル
を
用
い
て
み
ず
か
ら
の
立
場
を
表
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
会
社
の
社
会
的
責
任
論
が
叫
ば

れ
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
社
会
的
な
認
識
が
高
ま
る
一
方
で
、
社
会
責
任
投
資
に
よ
る
会
社
統
治
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
会
社
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
用
い
た
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
一
方
で
、
各
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
操
作
す
る
こ
と
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で
、
み
ず
か
ら
の
社
会
的
評
価
を
作
り
出
す
技
術
も
高
め
て
い
る
。
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
の
よ
う
な
巨
大
企
業
が
登
場
し
、
世
界
規
模
で
多
く
の

人
々
の
日
常
生
活
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。

他
方
で
、
企
業
規
模
（
会
社
の
規
模
（
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
は
多
様
化
し
、
価
値
観
や
政
治
的
立
場
も
多

様
化
し
て
い
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
会
社
の
社
会
的
影
響
力
が
高
ま
る
ほ
ど
に
会
社
構
成
員
の
思
想
良
心
は
拡
散
し
、
会

社
の
政
治
的
活
動
が
構
成
員
の
も
の
の
考
え
方
と
対
立
す
る
可
能
性
は
高
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
と
き
、「
会
社
に
お
け
る
通
常
の
意
思
決

定
手
続
を
経
て
い
る
か
ら
、
少
数
意
見
者
は
黙
れ
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
た
と
え
ば
、
電
力
会
社
に
お
い
て
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働

を
促
進
し
た
い
と
考
え
る
経
営
陣
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
シ
フ
ト
を
志
向
す
べ
き
だ
と
す
る
経
営
陣
が
対
立
し
た
と
き
、
原
子
力

発
電
所
再
稼
働
に
積
極
的
な
政
党
へ
の
政
治
献
金
を
通
常
の
手
続
で
（
取
締
役
会
の
多
数
な
ど
で
（
決
定
す
る
こ
と
は
適
切
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
会
社
に
か
か
わ
る
多
く
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
考
え
方
や
利
益
、
社
会
一
般
の
利
益
と
の
調
整
は
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

②
内
在
的
視
点
と
外
在
的
視
点

こ
の
よ
う
な
難
問
を
前
に
、
憲
法
の
解
釈
論
は
何
を
な
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ひ
と
つ
の
試
論
と
し
て
、
内
在
的
視
点

と
外
在
的
視
点
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

内
在
的
視
点
と
は
、
会
社
と
は
ど
の
よ
う
な
組
織
で
、
会
社
の
言
論
と
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
意
味
す
る
の
か
を
考
え
る
作
業
を
指

す
。
ま
た
、
外
在
的
視
点
と
は
、
そ
の
よ
う
な
会
社
に
言
論
を
認
め
る
こ
と
で
、
社
会
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
の
か
、
民
主
社
会

は
そ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
の
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

🄐
内
在
的
視
点
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会
社
の
言
論
（
橋
本
）

㋐
会
社
の
言
論
と
そ
の
性
質

ま
ず
、
内
在
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
会
社
の
言
論
を
考
え
て
み
よ
う
。
結
社
の
自
由
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
組
織
＝corporation

は
、

個
々
の
自
然
人
が
自
発
的
に
結
合
す
る
行
為
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
社
は
、
自
由
に
設
立
で
き
る
状
況
で
も
、
有
限
責
任
に
ふ
さ

わ
し
い
運
営
を
義
務
付
け
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
保
護
す
る
制
度
を
前
提
に
し
て
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
規
制

に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

ま
た
、
会
社
の
人
権
と
は
、
構
成
員
の
個
別
的
な
人
権
の
総
和
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
も
し
く
は
そ
れ
以
外
の
権
利
な
の
か
と

い
う
問
題
も
あ
る
。
会
社
の
背
景
に
あ
る
自
然
人
の
存
在
を
意
識
す
る
の
か
、
会
社
を
別
個
独
立
の
人
権
主
体
と
し
て
考
え
る
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ベ
ロ
ッ
テ
ィ
判
決
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
首
席
裁
判
官
反
対
意
見（

11
（

、
さ
ら
に
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ユ
ナ
イ

テ
ッ
ド
判
決
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
反
対
意
見（

11
（

は
、
会
社
が
構
成
員
か
ら
独
立
し
た
人
権
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
一

方
で
、
ベ
ロ
ッ
テ
ィ
判
決
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
法
廷
意
見（

11
（

や
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
判
決
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
法
廷
意
見（

11
（

は
、
会
社
が

構
成
員
か
ら
離
れ
た
独
立
の
人
権
主
体
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
会
社
自
体
に
口
は
な
い
。
思
考
力
も
良
心
も
な
い
。
会
社
の
言
論
は
、
会
社
の
代
表
者
の
考
え
を
会
社
と
い
う

媒
体
と
資
金
を
使
っ
て
、
会
社
の
名
で
表
明
す
る
自
由
が
あ
る
の
か
、
そ
の
自
由
は
、
会
社
内
に
お
け
る
少
数
意
見
者
を
犠
牲
に
し
て
ま

で
も
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る（

11
（

。
会
社
の
言
論
と
は
、
会
社
の
執
行
機
関
が
自
ら
の
考
え
を
会
社
を
通
じ
て

発
信
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
会
社
自
体
の
自
己
実
現
の
価
値
を
見
出
だ
す
こ
と
は
論
理
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
会
社
の
言
論

は
、
決
し
て
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠
（essentinal

（
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い（

11
（

。

㋑
思
想
の
自
由
市
場
と
会
社
の
言
論
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会
社
の
言
論
が
真
理
の
発
見
に
寄
与
す
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。
否
定
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る（

11
（

。
会
社
の
目
的
は
利
潤
を
追
求
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
社
会
に
対
し
て
真
理
を
語
る
保
証
は
な
い
。
営
利
的
言
論
法
理
が
、
虚
偽
や
詐
欺
的
な
広
告
の
規
制
を
い
ま
だ
許
し（

11
（

、
証

券
取
引
法
が
会
社
に
一
定
の
事
実
の
公
表
を
義
務
付
け
、
会
社
情
報
を
強
制
的
に
開
示
さ
せ
て
い
る
の
は
、
会
社
が
真
実
を
語
ら
な
い
こ

と
の
裏
返
し
で
あ
る（

1（
（

。

ま
た
、
Ｏ
・
Ｗ
・
ホ
ー
ム
ズ
の
い
う
「
思
想
の
自
由
市
場
」
は
神
話
の
世
界
で
の
み
成
立
す
る
空
間
で
あ
っ
て（

11
（

、
現
実
世
界
を
反
映
し

て
は
い
な
い
と
の
主
張
が
あ
る
。「
思
想
の
自
由
市
場
」
を
ま
っ
た
く
規
制
が
許
さ
れ
な
い
場
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
な
新
古
典
派
経
済

学
的
な
見
方
は
、
経
済
学
の
世
界
で
も
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
言
論
を
市

場
で
戦
わ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
は
、「
頑
固
な
信
念
に
よ
る
も
の
（teaciously

（」
だ
と
の
評
価
も
あ
る（

11
（

。

こ
れ
を
先
に
述
べ
た
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（institutional theory

（
か
ら
説
明
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
言
論
の
自
由
の
担
い
手
と
し

て
の
制
度
に
は
、
報
道
機
関
や
大
学
、
教
会
、
各
種
政
治
団
体
の
よ
う
に
、
憲
法
上
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
憲
法
価
値
の
実
現
が
付
託
さ

れ
て
い
る
組
織
が
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
会
社
に
は
こ
の
よ
う
な
価
値
の
実
現
が
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
政
治
や
市
民
生
活
に
対
す
る

そ
の
影
響
力
は
絶
大
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
く
必
要
が
生
じ
る
。
他
方
で
、
会
社
の
行
う
言
論
活
動
が

市
民
の
意
思
決
定
に
何
ら
か
の
参
考
と
な
る
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
。
そ
の
限
り
で
、
会
社
の
言
論
に
一
定
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
も
可

能
と
な
る
。
会
社
に
認
め
ら
れ
る
言
論
の
自
由
は
、
パ
ー
カ
ー
の
い
う
「
法
的
人
格
」
か
ら
派
生
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
説
明
し
て
も

よ
い
。

㋒
取
締
役
の
責
任

会
社
の
言
論
に
つ
い
て
は
、
誰
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
決
定
し
、
実
施
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
営
利
的
言
論
の
場
合
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会
社
の
言
論
（
橋
本
）

は
、
そ
れ
が
利
潤
獲
得
活
動
と
直
結
し
て
い
る
た
め
、
通
常
の
経
営
判
断
で
行
う
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
営
利
的
言

論
と
は
何
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
か
つ
て
、
自
社
の
海
外
生
産
拠
点
で
、
現
地
の
労
働
者
を
酷
使
し
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
が
横
行
し
て
い
る
と
の
報
道
に
対
し
て
反
論
を
行
う
こ
と
が
営
利
的
言
論
に
当
て
は
ま
る
の
か
が
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ

た
（
11
（

。
こ
れ
が
営
利
的
言
論
に
該
当
す
る
な
ら
セ
ン
ト
ラ
ル
ハ
ド
ソ
ン
テ
ス
ト
が
適
用
さ
れ
、
虚
偽
の
内
容
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
該
当
し
な
い
な
ら
こ
の
制
約
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
営
利
的
言
論
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
裁
判
の
結
論
を
決
す
る
意
味
を
も

つ
。政

治
的
事
項
や
社
会
的
関
心
事
に
対
す
る
言
論
活
動
は
ど
う
か（

11
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
経
営
判
断
と
は
異
な
る
意
思
決
定
手
続

が
必
要
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
あ
ら
か
じ
め
株
主
に
同
意
を
求
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
反
対
株
主
に
反
論
の
機
会
を

与
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
合
衆
国
の
学
説
に
は
、
会
社
の
政
治
献
金
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
争
わ
れ
る
時
代
背

景
と
し
て
、
株
主
権
限
の
低
下
と
代
表
権
限
の
強
化
が
あ
る
と
の
指
摘
に
注
目
し
た
い（

11
（

。
か
つ
て
バ
ー
リ
と
ミ
ー
ン
ズ
が
描
い
た
、
所
有

と
経
営
の
分
離
が
長
い
時
間
を
か
け
、
会
社
の
言
論
に
も
現
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
会
社
の
利
益
に
直
接
関
係
の

な
い
政
治
献
金
に
つ
い
て
は
、
役
員
に
慎
重
な
姿
勢
を
求
め
る
学
説
も
あ
る
が
、
逆
に
会
社
の
利
益
と
直
接
的
関
係
に
立
つ
政
治
献
金

は
、
民
主
過
程
の
廉
直
さ
（integrity

（
を
損
な
う
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

🄑
外
在
的
視
点

次
に
外
在
的
な
視
点
か
ら
会
社
の
言
論
を
考
え
て
み
よ
う
。

㋐
政
治
腐
敗
と
会
社
の
言
論

ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
や
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
バ
フ
ェ
ッ
ト
の
よ
う
な
大
富
豪
な
ら
、
個
人
献
金
で
も
政
治
の
方
向
性
を
変
え
る
ほ
ど
の
力
を
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も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
市
民
は
こ
の
よ
う
な
立
場
に
は
な
い
。
献
金
や
意
見
表
明
の
機
会
が
投
入
で
き
る
資
金

量
に
依
存
す
る
な
ら
ば
（
た
だ
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
発
信
が
世
の
中
を
変
え
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
（、
表
現
の
影
響
力
を
等
し
く
す
る
た
め
に
は
、

個
人
献
金
者
が
団
結
す
る
か
、
会
社
の
言
論
を
制
限
す
る
ほ
か
な
い
。
問
題
は
、
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
判
決
法
廷
意
見
の
中
で
、
ロ
バ
ー
ツ
首

席
裁
判
官
が
述
べ
る
よ
う
に
、
会
社
の
言
論
を
制
約
す
る
こ
と
が
「
他
者
の
影
響
力
を
相
対
的
に
強
め
る
た
め
に
、
あ
る
者
の
政
治
参
加

を
規
制
す
る
こ
と
」（

11
（

を
意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
措
置
は
許
さ
れ
な
い
の
か
に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
政
治
献
金
が
苛
烈
な
誹
謗
中
傷
合
戦
に
用
い
ら
れ
、
政
治
資
金
の
集
金
力
が
大
統
領
選
挙
を
支
配
す
る
状
況
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い（

11
（

。
わ
が
国
の
場
合
も
、
大
法
廷
判
決
の
後
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
が
起
き
、
金
権
政
治
に
対
す
る
批
判
が
高

ま
っ
た
こ
と
も
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
Ｊ
・
コ
ー
ツ
は
、
腐
敗
防
止
の
た
め
の
政
治
資
金
規
制
が
無
効
と
さ
れ
続
け
る
と
、
ア
メ
リ
カ

社
会
が
ロ
シ
ア
化
す
る
と
警
告
す
る
。
政
治
資
金
を
通
じ
た
レ
ン
ト
シ
ー
キ
ン
グ
が
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

自
分
の
も
つ
資
金
は
自
分
が
使
途
を
決
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
持
す
る
政
党
や
候
補
者
に
ど
れ
ほ
ど
費
や
す
か
は
自
己
決
定
の

領
域
に
属
す
る
と
考
え
る
な
ら
、
会
社
で
あ
れ
個
人
で
あ
れ
、
政
治
献
金
規
制
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
介
入
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
発
言
力
の
あ
る
著
名
な
人
物
と
一
般
市
民
が
等
し
く
政
治
に
参
加
す
る
に
は
、
連
帯
し
て
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
合
理
性
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
献
金
を
完
全
に
禁
止
す
る
こ
と
に
は
慎
重
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
う
え
で
、
会
社
の
政
治
献
金
に
上
限
規
制
を
設
け
た
り
、
使
途
制
限
を
課
し
た
り
、
さ
ら
に
は
政
治
献
金
の
出
資
プ
ロ
セ
ス
を
透

明
化
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
立
法
政
策
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
憲
法
違
反
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
会
社
の
政
治
的
自
由
は
法
の
選
択
の
中
で
の
み
許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
思
想
の
自
由
市
場
」
が
健
全
に
作
用
す
る
た
め
に
は
、

言
論
に
費
や
さ
れ
る
資
金
の
規
制
が
求
め
ら
れ
る
。「
言
論
に
は
言
論
で
対
抗
す
べ
き
（m

ore speech

（」
と
の
考
え
方
も
土
俵
そ
の
も
の



九
九

会
社
の
言
論
（
橋
本
）

が
等
し
く
開
か
れ
て
い
な
い
限
り
機
能
し
な
い
。

㋑
対
抗
言
論
と
し
て
の
会
社
の
言
論

一
方
、
市
民
団
体
や
消
費
者
団
体
か
ら
行
わ
れ
る
批
判
に
対
し
て
、
会
社
と
し
て
応
答
す
る
権
利
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

原
子
力
発
電
所
の
ケ
ー
ス
で
は
、
原
発
に
対
す
る
理
解
を
求
め
、
そ
の
政
策
上
の
適
切
さ
を
社
会
に
発
信
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ

い
。
わ
が
国
で
よ
く
行
わ
れ
る
会
社
の
謝
罪
会
見
と
正
反
対
に
、
経
営
方
針
を
社
会
に
伝
え
、
一
定
の
弁
明
を
行
う
権
利
も
言
論
の
自
由

に
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
論
は
、
一
般
市
民
に
対
し
て
会
社
の
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
的
議
論
へ
の
素
材
を
提
供
す

る
か
ら
で
あ
る
。

言
論
空
間
に
お
け
る
支
配
（dom

ination

（
を
避
け
る
た
め
に
は
、
会
社
の
資
金
や
影
響
力
に
よ
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
や
言

論
機
会
の
（
実
際
上
の
（
制
約
か
ら
一
人
ひ
と
り
の
参
加
を
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
会
社
の
言
論
は
制
約
を
受
け
る
。

も
ち
ろ
ん
、
思
想
の
自
由
市
場
へ
の
参
入
は
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
財
力
に
よ
っ
て
聞
か
れ
る
べ
き
意
見
や
立
場
が
駆
逐

さ
れ
る
こ
と
に
も
警
戒
が
い
る（

1（
（

。
民
主
過
程
に
お
け
る
参
加
の
自
由
と
平
等
の
要
請
の
調
和
は
、
立
法
府
に
任
せ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

㋒
少
数
株
主
保
護
と
会
社
の
言
論

少
数
株
主
は
ど
う
保
護
さ
れ
る
か
。
少
数
株
主
保
護
は
会
社
の
内
部
問
題
に
と
ど
ま
り
、
国
家
が
会
社
の
言
論
を
規
制
で
き
る
か
と
い

う
問
題
と
は
無
関
係
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
通
常
の
経
営
判
断
で
は
足
り
ず
、
特
別
な
保
護
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の

法
規
制
は
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
す
る
解
釈
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る（

11
（

。
会
社
構
成
員
の
思
想
は
多
様
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
見
解
に
対
し

て
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
も
む
つ
か
し
い
が
、
少
な
く
と
も
、
会
社
業
務
の
廉
直
性
を
損
な
う
よ
う
な
寄
付
に
つ
い
て

は
、
役
員
の
善
管
注
意
義
務
違
反
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。



一
〇
〇

株
式
会
社
は
株
式
を
譲
渡
す
れ
ば
会
社
の
決
定
に
従
わ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
方
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
会
社
の
言

論
を
考
え
る
う
え
で
は
補
助
的
な
意
味
を
も
つ
に
と
ど
ま
る
。
株
式
を
譲
渡
す
る
コ
ス
ト
は
抽
象
的
に
は
判
断
で
き
な
い
し
、「
嫌
な
ら

や
め
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
姿
勢
は
、
会
社
の
社
会
的
責
任
か
ら
は
真
逆
の
姿
勢
だ
か
ら
で
あ
る
。
会
社
に
と
ど
ま
り
、
会
社
の
あ
る
べ
き

姿
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
株
主
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
会
社
の
社
会
的
責
任
が
実
現
で
き
る
。

結
局
、
外
在
的
視
点
か
ら
見
た
と
き
、
会
社
の
言
論
で
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
中
に
巨
大
な
富
の
集
積
セ
ン
タ
ー
を
ど

う
位
置
付
け
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
民
主
主
義
の
型
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
う（

11
（

。
合
衆
国
最
高
裁
の
よ
う
に
、
敵
対
的
民

主
主
義
を
極
端
ま
で
追
求
し
て
い
く
方
が
よ
い
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
会
社
に
、
表
現
の
自
由
を
用
い
た
私
的
利
益
の
最
大
化
を
許
さ

な
い
方
途
を
選
ぶ
の
か
の
選
択
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

丸
山
先
生
の
ゼ
ミ
か
ら
四
〇
年
が
経
過
し
た
今
、
会
社
の
言
論
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
が
ま
っ
た
く
新
た
な
フ
ェ
ー
ズ
に
入
っ
て
い
る
こ

と
を
痛
感
す
る
。
先
に
述
べ
た
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
の
よ
う
な
、
あ
る
面
で
は
国
家
を
し
の
ぐ
影
響
力
と
富
の
集
積
を
有
す
る
企
業
体
が
多
く
の

人
類
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
あ
る
い
は
支
配
力
を
行
使
す
る
今
日
、
会
社
の
言
論
も
ま
た
、
あ
ら
た
な
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
富
に
よ
る
支
配
（dom

ination

（
を
避
け
、
す
べ
て
の
市
民
が
等
し
く
公
共
善
と
は
何
か
を
論
じ
あ
い
、

追
求
で
き
る
社
会
を
い
か
に
構
想
す
る
か
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
一
部
の
敵
対
的
民
主
主
義
を
主
張
す
る
憲
法
学
者
の
よ
う

に
、
国
家
は
言
論
空
間
に
指
一
つ
触
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
な
ら
と
も
か
く
、
会
社
が
政
治
に
関
わ
る
こ
と
そ
の
も
の
の
是
非
を
含



一
〇
一

会
社
の
言
論
（
橋
本
）

め
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
多
い
。
会
社
は
、
私
た
ち
に
利
益
を
提
供
す
る
し
く
み
と
し
て
、
私
た
ち
が
作
り
出
し
た
「
制

度
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
独
り
歩
き
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

図
　
会
社
の
言
論
と
そ
の
考
察
ポ
イ
ン
ト

内
在
的
視
点

外
在
的
視
点

会
社
の
言
論
の
性
質

取
締
役
の
責
任

少
数
株
主
保
護

民
主
過
程
へ
の
影
響

政
治
腐
敗
防
止
、
政
治
過
程
の
健
全
性

（
（
（
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
。

（
（
（
大
法
廷
判
決
を
扱
う
文
献
は
膨
大
な
数
に
上
る
。
こ
こ
で
は
、
最
近
の
も
の
の
み
を
掲
げ
る
。
毛
利
透
「
法
人
の
基
本
権
享
有
主
体
性
」
長
谷

部
恭
男
・
石
川
健
治
・
宍
戸
常
寿
『
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
［
第
七
版
］』（
二
〇
一
九
年
（
一
八
頁
、
小
泉
良
一
「
法
人
と
人
権
」
大
石
眞
・
石
川
健

治
『
憲
法
の
争
点
』（
二
〇
〇
八
年
（
七
八
頁
、
川
口
恭
弘
「
会
社
の
政
治
献
金
」
岩
原
伸
作
・
神
作
裕
之
・
藤
田
友
敬
『
会
社
法
判
例
百
選
［
第

三
版
］』（
二
〇
一
六
年
（
八
頁
、
泉
田
栄
一
「
会
社
の
政
治
献
金
」
江
頭
憲
治
郎
・
岩
原
伸
作
・
神
作
裕
之
・
藤
田
友
敬
『
会
社
法
判
例
百
選

［
第
二
版
］』
八
頁
（
二
〇
一
一
年
（。

（
（
（
鈴
木
竹
雄
「
政
治
献
金
事
件
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
」
商
事
法
務
研
究
五
三
一
号
一
一
四
頁
。

（
（
（
実
際
に
は
、
最
高
裁
判
事
の
多
く
は
、
わ
が
国
の
違
憲
審
査
制
が
ア
メ
リ
カ
流
の
司
法
審
査
制
度
と
は
異
な
り
、
一
般
的
抽
象
的
な
憲
法
判
断

を
下
し
た
り
、
主
文
を
導
く
中
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
一
般
的
な
憲
法
判
断
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
八
幡
製
鉄
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
暗
黙
の
理
解
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
間
違
っ
た
憲
法
解
釈
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
（
（
判
決
主
文
に
対
す
る
理
由
を
判
例
と
す
る
な
ら
ば
、
大
法
廷
判
決
の
場
合
、
会
社
の
人
権
享
有
主
体
性
に
か
か
わ
る
説
示
は
判
例
と
し
て
の
意

味
を
も
た
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
高
橋
和
之
「
団
体
の
人
権
主
張
適
格
」
藤
田
宙
靖
・
高
橋
和
之
編
『
憲
法
論
集
』（
二
〇
〇
四
年
（

二
五
頁
。



一
〇
二

（
（
（
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
（
南
九
州
税
理
士
会
事
件
（
民
集
一
七
八
号
八
八
九
頁
、
最
判
平
成
五
年
五
月
二
七
日
（
大
阪
合
同
税
理
士
会
事

件
（
民
集
一
六
九
号
五
七
頁
。

（
（
（
最
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
、
民
一
一
六
号
五
九
九
頁
（
国
労
広
島
地
区
本
部
事
件
（。

（
（
（
最
判
平
成
六
年
七
月
四
日 

税
務
訴
訟
資
料
二
〇
三
号
一
九
〇
五
頁
。

（
（
（
最
判
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
〇
日
、
民
集
一
五
五
号
四
〇
五
頁
、（
政
党
か
ら
の
党
員
の
除
名
と
司
法
審
査
の
可
否
（、
最
判
昭
和
五
六
年
六
月

一
一
五
日
刑
集
刑
事
二
二
二
号
六
五
頁
な
ど
。

（
（0
（
た
だ
し
、
会
社
の
人
権
享
有
主
体
性
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
の
最
高
裁
判
例
の
中
で
大
法
廷
判
決
が
引
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
本
判
決

が
憲
法
判
例
と
し
て
の
先
例
価
値
を
失
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
参
照
毛
利
前
掲
注（
（
（
一
九
頁
。

（
（（
（
福
井
地
判
平
成
一
八
年
八
月
三
〇
日
判
例
集
未
搭
載
（
な
お
、Lex/D

B

文
献
番
号
二
八
一
三
〇
〇
〇
三
（
熊
谷
組
政
治
献
金
等
株
主
代
表
訴

訟
事
件
（、
同
控
訴
審
名
古
屋
高
判
平
成
一
九
年
四
月
二
五
日
判
例
集
未
搭
載
（
な
おLex/D

B

文
献
番
号
二
八
一
三
〇
〇
〇
三
（。

（
（（
（
学
説
状
況
に
つ
い
て
は
、
浜
田
道
代
「
定
款
所
定
の
目
的
と
会
社
の
権
利
能
力
」
浜
田
道
代
・
岩
原
伸
作
編
『
会
社
法
の
争
点
』
一
二
頁
（
二

〇
〇
九
年
（
を
参
照
し
た
。
英
国
に
端
を
発
す
るU

ltra V
ires

の
考
え
方
が
解
釈
に
よ
っ
て
空
文
化
さ
れ
た
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
参
照
、
前

田
重
行
「
会
社
の
能
力
と
目
的
の
範
囲
」
鴻
常
夫
・
落
合
誠
一
・
江
頭
憲
治
郎
・
岩
原
伸
作
『
会
社
判
例
百
選
［
第
六
版
」
六
頁
（
一
九
九
八

年
（；

北
村
雅
史
「
会
社
の
権
利
能
力
と
目
的
の
範
囲
」
岩
原
伸
作
・
神
作
裕
之
・
藤
田
友
敬
『
会
社
法
判
例
百
選
［
第
三
版
］』
七
頁
（
二
〇
一

六
年
（。

（
（（
（
法
廷
意
見
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
さ
ら
に
豊
富
潤
沢
な
政
治
資
金
は
政
治
の
腐
敗
を
醸
成
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
指
摘
す

る
よ
う
な
弊
害
に
対
処
す
る
方
途
は
、
さ
し
あ
た
り
、
立
法
政
策
に
ま
つ
べ
き
こ
と
で
あ
つ
て
、
憲
法
上
は
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、

会
社
と
い
え
ど
も
政
治
資
金
の
寄
附
の
自
由
を
有
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
を
も
つ
て
国
民
の
参
政
権
を
侵
害
す
る
と
な
す
論
旨
は
採
用

の
か
ぎ
り
で
な
い
」。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
会
社
の
政
治
献
金
規
制
は
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

（
（（
（
ア
ー
ネ
ス
ト
・
バ
ー
カ
ー
『
近
代
自
然
法
を
め
ぐ
る
二
つ
の
概
念　

社
会
・
政
治
理
論
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
型
と
ド
イ
ツ
型
』（
一
九
八
八
年
（

一
〇
八
頁
参
照
。

（
（（
（O

tto Gierke, Political T
heories of T

he M
iddle A

ge, T
ransraled w

ith an introduction by F. M
aitland （（（（（

（.

（
（（
（
バ
ー
カ
ー
前
掲
注（
（（
（
一
一
三
頁
以
下
参
照
。



一
〇
三

会
社
の
言
論
（
橋
本
）

（
（（
（
法
人
をperoson m

orale, m
oral person

と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
法
人
に
道
徳
的
人
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
法
的
に
与
え
ら
れ
た
権
限
も
し
く
は
資
格
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
そ
の
際
の
道
徳
的
人
格
に
は
、
な
ん
ら
倫
理
的
な

意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」。
バ
ー
カ
ー
前
掲
注（
（（
（
一
〇
一
頁
。

（
（（
（
バ
ー
カ
ー
前
掲
注（
（（
（
一
〇
〇
頁
。
我
妻
栄
・
有
泉
亨
・
川
井
健
『
民
法
第
三
版
①
』
六
三
頁
（
二
〇
〇
八
年
（。

（
（（
（
団
体
（
法
人
（
が
社
会
的
実
在
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
実
在
が
人
工
的
に
作
ら
れ
た
し
く
み
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
自
然
人
に
よ
っ
て

作
り
出
さ
れ
、
法
に
よ
っ
て
活
動
が
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
活
動
は
、
自
然
人
と
同
じ
く
社
会
的
な
作
用
を
営
み
、
し
た
が
っ
て
実
在
で

あ
る
と
す
る
こ
と
は
何
ら
差
し
支
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
（0
（
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
第
一
巻
ド
イ
ツ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
法
史
第
四
分
冊
』（
庄
司
良
男
訳
（
三
五
八
頁

（
二
〇
一
五
年
（
お
よ
び
バ
ー
カ
ー
前
掲
注（
（（
（
一
二
三
頁
。

（
（（
（
ち
な
み
に
、
大
法
廷
判
決
は
、
人
権
の
享
有
主
体
性
に
つ
い
て
、
内
国
法
人
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
こ
れ
を
認
め
、
そ
の
種
類
や
範
囲
に
つ
い

て
は
性
質
説
を
と
り
、
外
国
法
人
に
は
こ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
外
国
法
人
に
対
す
る
著
し
く
差
別
的
な
課
税

が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
、
こ
の
課
税
の
無
効
性
を
争
う
外
国
法
人
が
憲
法
一
四
条
一
項
の
法
の
下
の
平
等
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。

（
（（
（
長
谷
部
恭
男
『
憲
法　

第
七
版
』
一
二
六
頁
（
二
〇
一
八
年
（。

（
（（
（
合
衆
国
に
お
け
る
法
人
理
論
に
つ
い
て
は
、D

avid M
illon, T

heories of Corporation, （（（0 D
uke L. J. （0（

に
詳
し
い
。
邦
語
文
献
と

し
て
は
、
早
川
禮
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
の
法
人
論
の
展
開
」
藤
田
宙
靖
・
高
橋
和
之
編
『
憲
法
論
集
』（
二
〇
〇
四
年
（
六
三
頁
。
ま

た
、
拙
稿
『
近
代
国
家
に
お
け
る
個
人
と
人
権
』
一
六
四
頁
以
下
も
参
照
願
い
た
い
。
た
だ
し
、
合
衆
国
に
お
い
て
、
法
人
理
論
が
会
社
の
人
権

の
問
題
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
の
か
疑
問
視
す
る
意
見
も
あ
る
。A

dam
 W

inklert, Corporate Personhood and the Rights of 
Corporate Speech （0 Seattle L. Rev. （（（ at （（（

（（00（

（.

（
（（
（T

rustees of D
artm

outh College v. W
oodw

ard, （（ U
.S. （（ W

heat.
（ （（（ （（（（（

（.

（
（（
（
合
衆
国
に
お
け
る
団
体
の
人
権
享
有
主
体
性
に
つ
い
て
は
、
木
下
智
史
『
人
権
総
論
の
再
検
討　

私
人
間
に
お
け
る
人
権
保
障
と
裁
判
所
』（
二

〇
〇
七
年
（
二
一
〇
頁
以
下
に
詳
細
か
つ
包
括
的
な
研
究
が
あ
る
。

（
（（
（V

irginia Stete Board of Pharm
acy vs V

irginia Citizens Consum
er Council, （（（ U

S （（（ （（（（（

（.



一
〇
四

（
（（
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
表
現
の
自
由
─
理
論
と
解
釈
』（
二
〇
一
四
年
（
五
一
頁
以
降
参
照
。
ま
た
、
拙
稿
「
営
利
的
な
広
告
の
自
由

の
規
制
」
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
［
第
六
版
］（
長
谷
部
恭
男
・
石
川
健
治
・
宍
戸
常
寿
編
（
一
二
六
頁
お
よ
び
「
営
利
的
言
論
の
自
由
」
憲
法
の
争

点
（
大
石
眞
・
石
川
健
治
編
、
二
〇
〇
八
年
（
一
二
四
頁
な
ど
を
参
照
願
い
た
い
。

（
（（
（
拙
稿
「
営
利
広
告
規
制
と
情
報
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
法
学
新
報
一
二
四
巻
七
・
八
号
七
七
頁
（
二
〇
一
八
年
（。

（
（（
（First N

ational Bank of Boston vs Bellotti （（（ U
S （（（ （（（（（

（.

（
（0
（Consolidated Edison Co. of N

Y
. vs Public Service Com

m
ission of N

Y
, （（（ U

S （（0 （（（（0

（.

（
（（
（Pacific Gas &

 Electric Co. vs Public U
tility Com

m
ission of California, （（（ U

S （ （（（（（

（.

（
（（
（Citizens U

nited vs FCC, （（（ U
S （（0 

（（0（0

（.　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
村
山
健
太
郎
「
政
治
資
金
の
支
出
制
限
と
文
面
審
査
」
戸
松

秀
典
編
『
続
・
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』
四
〇
頁
（
二
〇
一
四
年
（
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。
な
お
、
拙
稿
「
政
治
資
金
規
制
と
司
法
審
査
の
役
割
」

比
較
法
雑
誌
四
九
巻
一
号
一
頁
（
二
〇
一
五
年
（
参
照
。

（
（（
（（（（ U

S （（（.

（
（（
（M

cCutcheon vs FCC, （（（ S. Ct. （（（（（ 

（（0（（

（.　

こ
の
判
例
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
落
合
俊
行
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
選
挙
資
金
法
制
に

お
け
る
寄
付
総
額
規
制
の
憲
法
学
的
考
察M

cCutcheon v. Federal Election Com
m

ission

事
件
連
邦
最
高
裁
違
憲
判
決
（
二
〇
一
四
年
（

の
法
理
」『
法
経
論
集
』（
愛
知
大
学
（
二
〇
四
号
七
三
─
一
二
八
頁
（
二
〇
一
五
年
（。

（
（（
（Id. at （（（（.

（
（（
（Id. at （（（（.　

な
お
、
拙
稿
「
政
治
資
金
規
制
と
司
法
審
査
の
役
割
」
前
掲
注（
（（
（
一
七
頁
。

（
（（
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
表
現
の
自
由　

理
論
と
解
釈
』
前
掲
注（
（（
（
一
六
九
頁
以
降
参
照
。

（
（（
（
表
現
の
自
由
の
平
等
と
は
、「
表
現
規
制
に
は
内
容
規
制
と
内
容
に
関
わ
ら
な
い
規
制
が
あ
る
こ
と
、
表
現
規
制
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い

こ
と
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
、一
九
七
二
年
の
モ
ズ
レ
イ
判
決
（Police D

epartm
ent of Chicago vs M

osley, （0（ U
S （（ （（（（（

（

サ
ー
グ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
法
廷
意
見
に
端
を
発
し
、
ケ
ネ
ス
・
カ
ー
ス
ト
（K

enneth K
arst, Equality in the First A

m
endm

ent, 
（（ U

. Chi. L. Rev. （0 

（（（（（

（（
や
ジ
ョ
フ
リ
ー
・
ス
ト
ー
ン
（Geoffrey R.Stone, Restrictions of Speec because of its Content: 
Peculior Case of Subject M

atter Restrictions, （（ U
. Chi. L. Rev. （（ 

（（（（（

（、
さ
ら
に
は
マ
ー
テ
ィ
ン
・
レ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
（M

artin 
H

.Redsish, Content D
istinction, （（ Stan, L, Rev. （（（

（（（（（

（
な
ど
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
、
今
日
で
は
確
立
さ
れ
た
憲
法
理
論
に
な
っ



一
〇
五

会
社
の
言
論
（
橋
本
）

て
い
る
。

（
（（
（
様
々
に
対
立
す
る
意
見
を
自
由
に
表
明
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
者
の
政
治
参
加
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
「
敵
対
的
民
主
主
義
」
と
呼

ぶ
。
こ
の
観
点
か
ら
合
衆
国
最
高
裁
の
判
断
を
是
認
す
る
も
の
と
し
て
、M

artin H
. Redish, T

he A
dvisary First A

m
endm

ent, 

（（0（（

（; 
M

oney T
alks,（（00（

（.

や
視
点
は
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
く
合
衆
国
最
高
裁
の
傾
向
に
賛
同
す
る
も
の
と
し
て
、Larry Ribstein, Corporate 

Political Speech , （（ W
ash. &

 Lee L. Rev. （0（ （（（（（

（.

（
（0
（John C. Coates, IV

, “Corporate Speech and the First A
m

endm
ent: H

istory, D
ata, and Im

plications, "H
arvard Law

 School, 
February （0（（.

（
（（
（
そ
の
代
表
た
る
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
組
織
的
言
論
に
会
社
を
含
ま
せ
て
は
い
な
い
。Frederick Schauer, T

ow
ards an 

Institutional First A
m

endm
ent, （（ M

inn. L. REV
. （（（（ （（00（

（.　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
の
明
言
は
な
い
が
、
多
種
多
様
な
組
織
の
う
ち
、

第
一
修
正
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
区
別
を
ど
う
行
う
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。D

ale 
Carpenter, T

he V
alue of Institutions and the V

alues of Free Speech, （（ M
IN

N
. L. REV

. （（0（ （（00（

（.　

一
方
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
の

考
え
方
を
会
社
に
適
用
し
、
会
社
に
対
す
る
証
券
取
引
法
上
の
制
約
が
憲
法
上
許
さ
れ
る
と
考
え
る
も
の
に
、M

ichael R. Siebecker, 
Corporate Speech, Securities Regulation, and an Institutional A

pproach to the First A
m

endm
ent, （（ W

m
. &

 M
ary L. Rev. 

（（（ 

（（00（

（
が
あ
る
。
ま
た
、
ポ
ー
ル
・
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
は
、
会
社
に
も
公
的
議
論
に
一
定
の
寄
与
を
す
る
可
能
性
が
る
が
、
そ
れ
は
教
会
や
大

学
、
政
治
組
織
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。Paul H

orw
itz, First A

m
endm

ent Insutitutions, （（（

（（0（（

（.　

一
方
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ブ
ロ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
会
社
の
営
利
活
動
に
関
わ
る
言
論
は
第
一
修
正
の
う
え
で
重
要
な

役
割
を
演
じ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。Joseph Blocher, Institutions in T

he M
arketplace of Ideas, （（ D

uke L. J. （（（ （（00（

（.

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
制
度
の
観
点
か
ら
表
現
の
自
由
理
論
を
組
み
な
お
そ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阪
本
昌
成
『
表
現
権
理
論
』

（
二
〇
一
一
年
（
が
あ
る
。
阪
本
は
、
こ
れ
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
表
現
の
自
由
理
論
、
と
く
に
そ
の
基
礎
付
け
と
し
て
の
思
想
の
自
由
市
場
論

を
問
い
直
す
（
四
一
頁
（。
様
々
な
言
論
が
真
理
の
探
究
を
目
指
し
て
競
争
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
正
し
く
な
く
、
思
想
に
真
偽
な
ど
な
い
と
い
う
立

場
か
ら
、idea

を
「
思
想
」
で
は
な
く
、「
知
識
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
（
四
四
頁
（。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
会
社
の
言
論

も
思
想
の
自
由
市
場
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
同
様
な
視
点
に
立
つ
も
の
と
し
て
、Jonathan 

W
einberg, O

n Com
m

ercial—
and Corporate—

Speech, （（ M
arq. L. Rev. （（（ at （（（ （（0（（

（.



一
〇
六

（
（（
（W

ayne Batchis, Citizens U
nited and the Paradox of "Corporate Speech": From

 Freedom
 of A

ssociation to Freedom
 of 

T
he A

ssociation, （（ N
.Y

.U
. of Law

 and Social Change （ 

（（0（（

（
は
、
結
社
の
自
由
が
個
人
の
自
由
と
し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
判
決
は
、
結
社
に
よ
る
自
由
へ
と
改
変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

（
（（
（（（（ U

S （（（.

（
（（
（（（（ U

S （（（.

（
（（
（（（（ U

S （（（.

（
（（
（（（（ U

S （（（.

（
（（
（
お
そ
ら
く
同
様
な
問
題
意
識
に
立
つ
も
の
と
し
て
、Carl E. Schneider, Free Speech and Corporate Fredom

: A
 Com

m
ent on 

First N
atioal Bank of Boston vs Bellotti, （（ S. Cal. L. Rev. （（（（, at（（（（

─（ 

（（（（（

（.　

ま
た
、
バ
ッ
チ
ス
は
、
そ
も
そ
も
会
社
に
は

「
言
論
」
行
為
を
観
念
で
き
な
い
と
す
る
立
場
も
あ
る
と
い
う
。
会
社
に
言
論
を
観
念
で
き
る
と
す
れ
ば
、
適
当
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
て
、
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
た
も
の
を
言
論
と
呼
ぶ
の
に
等
し
い
と
述
べ
る
。Batchis,supra note （（. at （.

（
（（
（D

aniel J. H
. Greenw

ood, Essential Speech: W
hy Corporate Speech Is N

ot Free, （（ Iow
a L. Rev. （（（ （（（（（

（.

（
（（
（Batchis, supra note （（, at （（.

（
（0
（
か
つ
て
エ
ド
ウ
ィ
ン
Ｃ
・
ベ
イ
カ
ー
は
、
市
場
の
論
理
に
支
配
さ
れ
た
言
論
は
第
一
修
正
に
よ
っ
て
は
保
護
さ
れ
な
い
と
述
べ
た
。
利
益
追
求

の
動
機
に
駆
ら
れ
、
自
由
な
討
論
に
奉
仕
し
な
い
言
論
は
第
一
修
正
が
想
定
す
る
言
論
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
会
社
の
言
論
が

結
局
の
と
こ
ろ
自
己
利
益
の
拡
大
に
の
み
関
心
を
寄
せ
、
冷
静
なpublic discourse

と
は
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
　
　

C. Edw
in Baker, H

um
an Liberty and Freedom

 of Speeech

（（（（（

（.　

同
様
な
議
論
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ポ
ス
ト
のPublic 

discourse

理
論
に
も
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。Robert C. Post, T

he Constitutional Status of Com
m

ercial Speech, （（ U
CLA

 L. 
Rev. （ 

（（000

（.　

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
掲
注（
（（
（『
表
現
の
自
由
─
理
論
と
解
釈
』
五
一
頁
以
下
を
参
照
願
い
た
い
。
た
だ
し
、

ベ
イ
カ
ー
は
、
営
利
目
的
の
言
論
が
会
社
だ
け
に
限
ら
れ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

（
（（
（Siebecker, supra note （（, at （（（.　

は
、
な
ぜ
証
券
取
引
法
上
の
情
報
開
示
が
強
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
義
務
付
け
が

消
極
的
表
現
の
自
由
に
違
反
し
な
い
の
か
を
論
証
し
て
い
る
。

（
（（
（Stanley Ingber, T

he M
arketplace of Ideas: A

 Legitim
izing M

yth, （（（（ D
U

K
E L.J. （, （ n. （.



一
〇
七

会
社
の
言
論
（
橋
本
）

（
（（
（Joseph Blocher, Institutions in the M

arketplace of Ideas, （（ D
U

K
E L. J. （（（ at （（（ 

（（00（

（.　

た
だ
し
、
思
想
の
自
由
市
場
論

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
情
報
の
受
け
手
に
傾
斜
し
た
理
論
で
あ
っ
て
、
誰
も
が
自
由
、
平
等
に
討
論
に
参
加
で
き
る
こ
と
を
重
く
見
る
理
論

で
は
な
い
。

（
（（
（
こ
こ
で
制
度
（institution

（
と
組
織
（organization

（
は
と
く
に
区
別
せ
ず
用
い
て
い
る
が
、
制
度
は
組
織
が
機
能
す
る
た
め
の
土
壌
あ
る

い
は
ル
ー
ル
で
あ
っ
て
、
組
織
は
そ
の
う
え
で
役
割
を
演
じ
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。Blocher, supra note （（ at （（（.

（
（（
（N

ike vs K
aseky, （（（ S. Ct. （（（（ （（00（

（.　

な
お
、
拙
稿
前
掲
『
表
現
の
自
由
─
理
論
と
解
釈
』
一
二
五
頁
以
下
を
参
照
願
い
た
い
。

（
（（
（
川
口
前
掲
九
頁
。

（
（（
（K

arl M
. F. Locckhart, A

 Corporate D
em

ocracy?: Freedom
 of Speech and the SEC, （0（ va. L. Rev. （（（（, at （（00 （（0（（

（.

（
（（
（（（（S. Ct. （（（（.

（
（（
（
さ
し
あ
た
り
、
参
照
、
渡
辺
靖
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
逆
説
』
四
八
頁
（
岩
波
新
書
・
二
〇
一
〇
年
（。

（
（0
（Coates, supra note （0, at （（.

（
（（
（Frederick Schauer, Judicial Review

 of the D
evice of D

em
ocracy, （（ Colum

. L. Rev. （（（（, at （（（（ （（（（（

（.

（
（（
（Lucian A

. Bebchuk and Robert J. Jackson, Jr. Corporate Political Speeh: W
ho decides? D

iscussion Paper N
o. （（（ （/（0（0, 

Revised（. （0 /（0（0　

http://w
w

w
.law

.harvard.edu/program
s/olin_center/　

わ
が
国
に
お
い
て
も
同
様
な
意
見
が
あ
る
。
近
藤
光
男

「
会
社
の
寄
付
と
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
」
商
事
法
務
一
六
六
三
号
一
三
頁
、
一
九
頁
。

（
（（
（
そ
の
意
味
で
、
会
社
法
制
が
あ
っ
て
憲
法
秩
序
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
憲
法
秩
序
の
中
に
会
社
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

上
村
達
男
「
企
業
法
制
と
憲
法
学
」
戸
波
江
二
編
『
企
業
の
憲
法
的
基
礎
』
二
八
頁
（
二
〇
一
〇
年
（。

（
本
学
法
学
部
教
授
（


