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結　

論は
じ
め
に

一　

補
完
性
原
理
（das Subsidiaritätsprinzip od. das Prinzip der Subsidiarität, 

principium
 subsidiaritatis

）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
問
題
が
進
ん
で
い
く
中

で
中
心
的
な
思
想
を
表
わ
す
術
語
と
し
て
浮
上
し
、
我
が
国
で
も
俄
然
注
目
さ

れ
て
き
て
、
現
在
で
は
社
会
科
学
に
携
わ
る
者
の
一
般
教
養
語
と
し
て
完
全
に

市
民
権
を
獲
得
し
た
感
が
あ
る
。
そ
の
間
、
新
聞
で
は
「
権
限
配
分
の
原
理
」

と
か
「
権
限
委
譲
の
原
理
」
と
か
の
訳
語
も
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
確
認
は

し
て
い
な
い
が
、
他
の
訳
語
も
使
わ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
現
在

で
は
、
ほ
ぼ
「
補
完
性
の
原
理
」
又
は
、「
補
完
性
原
理
」
で
定
着
し
て
い
る

と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る

）
1
（

。

二　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
原
理
は
、
実
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
動
き
が
仮
に
見

ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ず
い
ぶ
ん
以
前
か
ら
極
め
て
重
要
な
原
理
と
し

て
、
或
る
学
問
の
世
界
で
は
常
識
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
で
あ

る
。
よ
り
限
定
し
て
言
う
な
ら
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
な
い
し
カ
ト
リ
ッ

ク
社
会
倫
理
学
（katholische Soziallehre bzw

. Sozialethik

）、
或
い
は
伝

統
的
自
然
法
論
（die traditionelle N

aturrechtslehre

）
と
い
っ
て
も
い
い
の

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
補
完
性
原
理
は
人
間
的
な
社
会
建
設
に
と
っ
て
決

定
的
に
重
要
な
原
理
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
る

）
2
（

。
し
か
も
、
そ
こ
で
注
意
さ
れ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
孤
立
し
て
そ
の
原
理
の
み
が
語
ら
れ
る
の
で
は
な

く
、
他
の
重
要
な
社
会
諸
原
理
と
の
緊
密
な
全
体
的
連
関
の
下
に
位
置
づ
け
ら

れ
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
第
三
章
参
照
）
。

三　

本
稿
で
私
が
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
多
少
の

考
察
を
し
て
み
よ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
既
に
邦
語
文
献
で
も
充
実
し
た
内
容

を
提
供
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
が
、
以
上
の
問
題
設

定
の
も
と
、
主
に
ド
イ
ツ
語
文
献
に
よ
り
な
が
ら
、
補
完
性
原
理
に
つ
い
て
の

論
を
以
下
で
は
展
開
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
で
の
具
体
的
な
手
順
と
し
て
、
私
は
先
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
公
式
文
書
に

お
け
る
こ
の
原
理
に
直
接
関
わ
る
重
要
箇
所
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
極

め
て
簡
単
な
解
説
を
与
え
た
後
に
、
そ
れ
を
準
備
し
た
先
行
思
想
を
紹
介
し
、

そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
現
在
ま
で
に
体
系
的
に
補
完
性
原
理
が
ど
の
よ
う
な

位
置
と
意
味
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
重
要

箇
所
を
語
り
始
め
る
に
先
立
っ
て
、
し
か
し
な
が
ら
、
多
少
の
予
備
的
論
述
が

求
め
ら
れ
る
。

第
一
章　

社
会
回
勅
と
補
完
性
原
理

四　

社
会
回
勅（Sozialenzykliken, Sozialrundschreiben

）と
は
、
メ
ス
ナ
ー

門
下
の
一
人
ツ
ィ
フ
コ
ヴ
ィ
ッ
ツZsifkovits

に
よ
れ
ば
、「
全
世
界
規
模
で

の
人
間
社
会
の
再
建
や
秩
序
樹
立
」
を
根
本
関
心
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
教
皇
書

簡
で
あ
る

）
3
（

。

　

そ
の
最
初
の
社
会
回
勅R

erum
 novarum

『
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル

ム
』（
以
下
で
は
R 

N
と
略
記
す
る
）
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
レ
オ
十
三
世
（
一
八
七
八―

一
九
〇
三
年
）
に
よ
っ
て
一
八
九
一
年
五
月
十
五
日
に
、
労
働
者
問
題
に
対
し

て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公
式
の
態
度
を
表
明
す
る
た
め
に
纏
め
ら
れ
公
布
さ

れ
た
。
そ
の
四
十
年
後
に
、
ピ
ウ
ス
十
一
世
（
一
九
二
二―

一
九
三
九
年
）
に
よ
っ

て
一
九
三
一
年
五
月
十
五
日
に
文
字
通
り
の
四
十
周
年
の
社
会
回
勅
、
即
ち
、

Q
uadragesim

o anno

『
ク
ワ
ド
ラ
ジ
ェ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ
』（
以
下
で
は
Q 

A
と
略

記
す
る
）
が
公
布
さ
れ
た
。
ヴ
ィ
ー
ン
在
住
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
重
鎮
ヨ
ハ
ネ
ス
・

シ
ャ
ー
シ
ン
グJohannes Schasching

は
こ
れ
を
「
ピ
ウ
ス
十
一
世
の
原
則

綱
要
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
の
回
勅
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
初
め

て
公
式
の
文
書
に
お
い
て
、「
補
完
性
原
理
」principium

 subsidiaritatis

が

登
場
し
た
。
回
勅
自
体
は
、
全
体
主
義
的
な
世
界
秩
序
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
世

界
情
勢
の
中
、
社
会
秩
序
、
福
音
に
基
づ
く
そ
の
再
建
と
完
成
と
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
我
々
は
先
ず
、
社
会
回
勅
の
嚆
矢
で
あ
る
R 

N
に
つ
い
て
本
稿
に

関
わ
る
限
り
で
の
最
小
限
を
語
っ
て
お
く
の
が
便
利
で
あ
ろ
う

）
4
（

。

Ⅰ　

社
会
回
勅R

erum
 novarum

の
基
本
課
題
と
指
導
原
理

五　

R 

N
は
教
皇
レ
オ
十
三
世
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
。
必
要
性
が
高
ま
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
何
の
必
要
性
か
。
工
業
化
の
進
展
の
中
で
見
ら
れ
る
労

働
者
問
題
の
深
刻
化
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
し
て
対
応
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

よ
り
詳
細
に
述
べ
る
と
、
社
会
の
大
部
分
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
し
、
賃
金
労
働

者
が
社
会
転
覆
の
危
険
に
曝
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
依
拠
が
増
大
し
つ
つ

あ
る
一
方
、
経
済
思
想
及
び
経
済
秩
序
を
自
由
主
義
が
牛
耳
り
、
資
本
所
有
者



共同善と補完性原理

97

が
社
会
勢
力
を
振
る
い
、
自
由
を
主
張
す
る
資
本
主
義
と
特
別
所
有
権
の
廃
棄

を
要
求
す
る
社
会
主
義
が
対
立
す
る
中
で
、
そ
の
両
者
の
い
ず
れ
も
真
の
解
決

を
提
供
し
得
な
い
と
の
観
点
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
を
鮮
明
に
打
ち
出
し

て
、
以
後
の
教
会
の
社
会
理
論
の
基
本
線
の
軌
道
を
敷
い
た

）
5
（

。

　

で
は
、
十
九
世
紀
最
大
の
社
会
問
題
と
さ
れ
た
労
働
者
問
題
並
び
に
労
働
者

階
級
の
生
存
危
機
を
克
服
す
る
と
い
う
目
的
及
び
そ
の
実
現
の
た
め
の
手
段
を

模
索
す
る
上
で
決
定
的
な
出
発
点
と
す
べ
き
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
を
教
皇
は

「
人
間
の
尊
厳
」
に
求
め
た
。
こ
の
基
礎
付
け
に
援
用
さ
れ
た
の
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
、
神
の
似
像
性
で
あ
り
、
又
、
人
間
に
そ
の
本
性
と
共
に
負
わ
さ
れ

た
倫
理
的
義
務
で
あ
っ
た

）
6
（

。「
こ
の
点
で
は
す
べ
て
の
人
が
平
等
で
あ
り
、
富

み
も
貧
し
き
も
、
主
も
僕
も
、
領
主
も
臣
下
も
人
間
の
尊
厳
に
変
わ
り
が
な

い
。
…
…
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
権
力
も
罰
せ
ら
れ
ず
に
は

済
ま
な
い
。」（R

N
, 32

）
レ
オ
十
三
世
は
、
公
権
力
が
配
慮
す
べ
き
配
分
的
正

義
の
実
現
を
怠
り
、
賃
金
労
働
者
が
貧
困
に
あ
る
状
況
を
断
罪
し
た
。
社
会
が

二
階
級
に
分
裂
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
原
因
は
、
公

権
力
の
失
敗
と
生
産
手
段
所
有
者
の
財
力
と
に
あ
る

）
7
（

。

六　

社
会
主
義
の
理
解
で
は
、
分
裂
し
た
二
つ
の
階
級
は
和
解
す
る
こ
と
な
く

闘
争
へ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
レ
オ
十
三
世
は
、
労
働
者
問
題
の
解

決
は
、
し
か
も
そ
の
共
同
善
に
適
っ
た
解
決
方
法
は
、
万
人
の
人
間
の
尊
厳
を

同
等
に
尊
重
す
る
こ
と
と
共
同
利
益
が
そ
れ
を
命
ず
る
の
と
同
様
に
、
協
調
と

協
同
に
お
い
て
の
み
成
立
し
得
る
と
説
い
た
（R

N
, 15

）。

　

労
働
者
問
題
を
、
教
皇
は
、
人
間
の
尊
厳
と
い
う
根
源
か
ら
捉
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
権
を
実
定
法
以
前
の
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
国
法
以
前
の
次
元
か

ら
取
り
組
む
べ
き
視
界
を
導
入
し
得
た
。
即
ち
、
そ
れ
は
「
人
間
に
本
性
か
ら

し
て
帰
属
す
る
」（R

N
, 32

）
人
権
で
あ
り
、
従
っ
て
、
不
可
譲
の
権
利
で
あ
る
。

実
に
国
際
連
合
に
よ
る
一
九
四
八
年
の
世
界
人
権
宣
言
の
半
世
紀
も
前
に
教
皇

は
、
人
間
の
尊
厳
と
権
利
と
が
経
済
及
び
社
会
秩
序
の
合
意
に
左
右
さ
れ
な
い

根
本
規
範
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

　

人
間
の
権
利
、
人
権
、
そ
れ
は
前
国
家
的
な
も
の
で
あ
る

）
8
（

。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
人
権
に
は
個
々
人
の
そ
れ
も
あ
れ
ば
、
家
族
の
そ
れ
も
あ
る
。
従
っ
て
、
国

家
は
こ
れ
を
尊
重
し
、
保
護
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
人
間
が
国
家
よ

り
も
古
い
」（R

N
, 6

）
の
は
勿
論
の
こ
と
、「
家
族
は
如
何
な
る
公
的
団
体
よ

り
も
古
い
」（R

N
, 9

）、
詰
り
、
家
族
は
国
家
よ
り
も
古
い
の
で
あ
る
か
ら
。

七　

レ
オ
十
三
世
教
皇
が
R 

N
に
お
い
て
基
礎
に
置
い
た
の
は
人
間
の
尊
厳

で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
人
間
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
経
済
活
動
の
意
味
で
あ
り
目
的

で
あ
る
、
と
い
う
命
題
が
帰
結
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
時
の
賃
金
労
働
者
は
、

経
済
生
活
に
お
い
て
全
面
的
に
人
間
と
し
て
評
価
さ
れ
る
基
本
権
を
有
す
る
地

位
を
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
労
働
者
問
題
解
決
の
た
め
の
大
方
針

が
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

回
勅
の
中
で
術
語
と
し
て
は
未
だ
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
後
に
「
社

会
的
パ
ル
ト
ナ
ー
シ
ャ
フ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
思
想
が
既
に
提
出
さ
れ
て
い

る
（R

N
, 20, 21

）。
即
ち
、
資
本
無
し
に
は
労
働
が
無
い
よ
う
に
、
労
働
無

し
に
は
資
本
は
存
在
し
得
な
い
（R

N
, 15

）。
こ
れ
は
労
使
協
調
の
思
想
で
あ

り
、
共
同
決
定
法
の
成
立
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
は
更
に

一
九
八
一
年
の
回
勅
『
働
く
こ
と
に
つ
い
て
』L

aborem
 exercens

に
再
登
場

す
る
。
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と
こ
ろ
で
、
労
働
者
問
題
解
決
を
図
る
た
め
に
は
、
生
産
手
段
に
対
す
る
特

別
所
有
権
の
制
度
的
承
認
が
不
可
欠
で
あ
り
、
従
っ
て
、
社
会
主
義
の
主
張
と

は
反
対
に
、
特
別
所
有
権
の
社
会
化
乃
至
国
有
化
は
賃
金
労
働
者
を
害
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
天
賦
の
権
利
を
も
侵
害
す
る
（R

N
, 4, 5, 35

）。

要
す
る
に
、
社
会
化Vergesellschaftung

は
、
労
働
者
か
ら
財
産
形
成
の
可

能
性
を
奪
い
、
相
続
可
能
な
財
産
を
通
じ
て
の
将
来
へ
の
家
族
の
備
え
を
家
族

か
ら
奪
う
も
の
で
し
か
な
い

）
9
（

。

八　

教
皇
の
採
っ
た
立
場
は
、
社
会
主
義
と
の
対
比
で
、
社
会
的
現
実
主
義

Sozialrealism
us

と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う

）
10
（

。
こ
の
立
場
は
、
社
会
主
義

の
悪
平
等
主
義
を
退
け
る
（R

N
, 14

）。
人
間
一
人
一
人
の
素
質
に
相
違
が
あ

り
、
共
同
善
へ
の
各
人
の
寄
与
能
力
に
相
違
が
あ
る
こ
と
は
歴
然
た
る
事
実
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
二
つ
の
階
級
が
和
解
で
き
な
い
闘
争
を
繰
り
広
げ
る

と
い
う
社
会
主
義
思
想
を
も
退
け
る
。
両
階
級
が
協
力
し
て
こ
そ
初
め
て
社
会

の
均
衡
も
平
和
も
も
た
ら
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
（R

N
, 15

）。

　

国
家
に
つ
い
て
教
皇
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
国
家
の
存
在
目
的
は
、
共
同

善
の
実
現
（
乃
至
創
出
）
で
あ
り
、
こ
の
協
同
の
成
果
た
る
共
同
善
に
与
る
資

格
を
国
民
は
有
し
て
お
り
、
賃
金
労
働
者
も
同
様
で
あ
る
（R

N
, 37

）。
更
に

国
家
は
、
社
会
全
般
及
び
個
々
人
の
福
祉
を
追
求
す
べ
き
権
威
あ
る
社
会
で
あ

る
が
、
社
会
主
義
国
家
と
は
異
な
り
、
家
族
成
員
の
将
来
を
配
慮
す
る
と
い
う

両
親
の
役
割
を
尊
重
し
、
家
族
共
同
体
の
絆
を
重
ん
じ
る
。
そ
れ
と
対
照
的

に
、
家
族
が
非
常
困
窮
状
態
か
ら
脱
け
出
せ
な
い
で
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
非

常
事
態
を
是
正
緩
和
す
べ
き
義
務
を
国
家
は
負
っ
て
い
る
（R

N
, 11

）。
し
か

し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、「
国
家
権
力
の
担
い
手
が
為
し
得
る
の
は
そ
こ
ま
で

で
あ
っ
て
、そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
彼
等
に
限
界
を
与
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
」

（R
N

, 11

）。
こ
こ
に
共
同
善
実
現
課
題
を
負
う
国
家
に
対
し
て
、
事
物
の
本
性

か
ら
し
て
補
完
性
原
理
が
妥
当
し
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
尤
も
、「
補
完
性
原
理
」
が
そ
の
定
式
化
を
公
的
に
獲
得
す
る
の
は
、

回
勅
Q 

A
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
R 

N
は
社
会
主
義
の
み
な
ら
ず
自
由
主
義

も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
退
け
る
。
教
皇
は
全
体
と
し
て
の
真
理
に
対
し
て
義

務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
現
実
の
個
別
的
側
面
だ

け
を
見
る
態
度
に
外
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。

　

以
上
で
最
小
限
の
準
備
が
整
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
次
に
、
R 

N
か

ら
四
十
年
の
後
に
ロ
ー
マ
教
皇
の
名
で
発
せ
ら
れ
た
回
勅
を
取
り
上
げ
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ　

社
会
回
勅Q

uadragesim
o anno

に
お
け
る
補
完
性
原
理

九　

本
回
勅
が
公
布
さ
れ
た
時
期
は
、
イ
タ
リ
ア
で
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
が
既
に
政
権
の
座
に
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
ナ
チ
ス
が
擡
頭

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
主
主
義
は
危
機
に

立
た
さ
れ
、
世
界
経
済
の
危
機
も
進
行
中
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
傷
も
癒
え

な
い
状
況
下
、
軍
国
主
義
や
軍
拡
を
伴
う
全
体
主
義
政
治
体
制
を
歓
迎
す
る
空

気
が
立
ち
込
め
て
い
る
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た

）
12
（

。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
補
完

性
原
理
は
正
式
に
姿
を
現
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
方
で
は
全

体
主
義
体
制
が
広
が
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
国
家
社
会
主
義
が
力
を
振
る
う
。
他

方
で
は
生
活
全
般
で
集
中
化
と
官
僚
化
が
進
ん
だ
。
そ
う
し
た
中
、
自
由
主
義

思
想
は
、
個
人
と
国
家
の
間
に
あ
る
中
間
団
体
の
正
当
な
存
在
を
軽
視
す
る
も
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の
で
あ
っ
た
か
ら
、
公
的
領
域
に
お
け
る
国
家
の
全
権
掌
握
に
手
を
貸
し
て
し

ま
っ
た

）
13
（

。
人
間
の
人
格
的
・
社
会
的
自
由
が
こ
う
し
た
様
々
な
脅
威
に
曝
さ
れ

る
中
で
根
本
的
な
回
答
を
求
め
ら
れ
た
教
会
の
声
明
文
書
た
る
Q 

A
に
お
い

て
定
式
化
さ
れ
た
の
が
外
な
ら
ぬ
補
完
性
原
理
で
あ
っ
た
。

一
〇　

如
上
の
精
神
史
的
背
景
を
考
慮
に
入
れ
て
、
補
完
性
原
理
を
語
る
Q 

A

の
次
の
段
落
は
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
近
代
諸
語
訳
を
参

照
し
つ
つ
ラ
テ
ン
語
原
典
か
ら
訳
出
さ
れ
て
い
る
優
れ
た
澤
田
訳
を
引
用
す

る
）
14
（

。つ
ま
り
、
昔
は
小
さ
な
集
団
が
行
な
っ
て
い
た
多
く
の
こ
と
が
、
社
会
状
態
の
も

ろ
も
ろ
の
変
化
の
も
と
で
今
や
大
き
な
集
団
で
な
け
れ
ば
遂
行
で
き
な
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
真
実
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
常
に
確
固
不
動
で
、
変
更
も
牽
強
付
会
も
不
可
能
な
の
は
、

社
会
哲
学
の
あ
の
、
き
わ
め
て
重
要
な
原
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
人
間

が
自
ら
の
努
力
と
創
意
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
を
彼
ら
か
ら
奪
い
取
っ

て
共
同
体
に
委
託
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
同
様
に
、
よ
り
小
さ
く
、
よ
り
下

位
の
諸
共
同
体
が
実
施
、
遂
行
で
き
る
こ
と
を
、
よ
り
大
き
い
、
よ
り
高
次
の
社

会
に
委
譲
す
る
の
は
不
正
で
あ
る
と
同
時
に
、
正
し
い
社
会
秩
序
に
対
す
る
重

大
損
害
か
つ
混
乱
行
為
で
あ
る
。
け
だ
し
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
、
そ
の
権

能
と
本
性
ゆ
え
に
、
社
会
体
の
成
員
た
ち
に
補
助
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
彼
ら

を
破
壊
し
吸
収
す
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（Q
A

, 79

）

し
た
が
っ
て
国
家
の
最
高
権
力
は
、
も
し
自
ら
関
わ
っ
て
い
る
と
本
来
の
任
務
へ

の
精
力
集
中
を
著
し
く
妨
げ
る
よ
う
な
副
次
的
業
務
、
問
題
の
処
理
を
、
よ
り
下

位
の
諸
グ
ル
ー
プ
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
、
最
高
権
力
の
み
に
遂

行
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
最
高
権
力
の
み
に
属
す
る
す
べ
て
の
業
務
を
、
状
況
が

勧
め
必
要
が
迫
る
指
導
、
監
督
、
奨
励
、
抑
制
を
通
じ
て
、
よ
り
自
由
、
よ
り
強

力
、
よ
り
効
率
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
為
政
者
た
ち
に
確

信
し
て
貰
い
た
い
の
は
、
こ
の
補
完
義
務
の
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
様

な
諸
集
団
の
あ
い
だ
の
段
階
的
秩
序
が
よ
り
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
れ
ば
、
社
会
組

織
の
権
威
と
効
率
は
い
っ
そ
う
秀
で
、
国
家
政
体
は
い
っ
そ
う
幸
福
か
つ
豊
か
に

な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（Q

A
, 80

）

Q 

A
第
七
九
番
は
、
そ
の
後
折
り
に
触
れ
、
例
え
ば
、
ピ
ウ
ス
十
二
世
に
よ
っ

て
「
教
会
の
社
会
教
説
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
根
本
命
題
」
と
表
明
さ
れ
、
ヨ
ハ

ネ
ス
二
十
三
世
に
よ
る
回
勅
『
マ
ー
テ
ル
・
エ
ト
・
マ
ジ
ス
ト
ラ
』（M

ater et 

m
agistra, 53

）
に
お
い
て
Q 

A
記
載
の
文
言
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
、
そ
の

意
義
が
説
か
れ
て
い
る
。『
現
代
世
界
憲
章
』（G

audium
 et spes, 86

）
で
も
、

そ
の
意
義
が
国
際
経
済
協
力
の
場
面
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。

一
一　

補
完
性
原
理
（principium

 subsidiaritatis

）
と
い
う
用
語

）
15
（

は
、
支

援
、
救
援
、
補
助
、
補
完
な
ど
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語subsidium

に
由
来

す
る
。
そ
し
て
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
元
来
は
軍
事
用
語
で
あ
っ
て
、「
予
備
軍
」

（subsidiarii cohortes, R
eservekohorten

）
を
意
味
し
て
い
た

）
16
（

。
連
帯
的
結

合
及
び
義
務
に
よ
っ
て
社
会
共
同
体
が
そ
の
成
員
［
よ
り
詳
し
く
は
、
個
々
人
の
成

員
の
み
な
ら
ず
、
大
小
様
々
な
人
間
集
団
を
も
含
む
］
に
与
え
る
べ
き
も
の
は
支
援
、

援
助
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
そ
れ
故
こ
の
原
理
が
関
わ
る
の
は
、

個
々
人
の
活
動
だ
け
で
は
な
く
、
個
々
人
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
が
、
個
々

人
に
解
消
し
得
な
い
独
自
の
存
在
性
を
獲
得
し
そ
れ
相
応
の
作
用
を
示
す
社
会

集
団
で
も
あ
り
得
る
。

補
完
性
原
理
は
、
様
々
な
共
同
体
の
権
限
を
相
互
に
劃
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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こ
の
関
係
を
律
す
る
。
す
べ
て
の
社
会
は
、
家
族
と
か
地
方
自
治
体
と
い
っ
た
よ

り
小
さ
な
社
会
も
、
固
有
の
使
命
を
自
己
の
権
限
で
自
己
の
手
段
を
用
い
て
果
た

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
社
会
は
他
者
に
お
伺
い
を
立
て
た
り
す
る

必
要
な
ど
な
い
。
よ
り
大
き
な
手
段
を
有
す
る
他
の
社
会
と
い
え
ど
も
、
介
入
し

て
、
特
定
課
題
の
実
現
の
仕
方
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い

）
17
（

。

か
く
し
て
、
一
般
的
に
、
よ
り
小
さ
く
よ
り
下
位
の
単
位
（
個
人
又
は
社
会
）
に

対
し
て
補
完
的
支
援
を
行
う
べ
く
よ
り
大
き
く
よ
り
上
位
の
単
位
社
会
は
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
簡
潔
に
述
べ
る
と
、
補
完
性
原

理
は
基
本
的
に
「
自
助
へ
の
支
援
」
を
意
味
し
て
い
る
。

一
二　

国
家
と
呼
ば
れ
る
人
間
の
社
会
集
団
に
補
完
性
原
理
を
適
用
し
て
事
態

を
考
え
て
み
る
と
、
国
家
の
為
し
得
、
且
つ
為
す
べ
き
出
来
る
だ
け
多
く
の
課

題
が
よ
り
下
位
の
単
位
社
会
に
委
譲
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨

で
は
な
い
。
国
家
は
、
国
家
固
有
の
、
詰
り
、
全
体
社
会
或
い
は
総
体
社
会
と

し
て
そ
の
独
自
の
作
用
を
果
た
す
べ
く
存
在
を
獲
得
し
た
そ
も
そ
も
の
課
題
を

洩
れ
な
く
す
べ
て
遂
行
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
補
完
性
原
理

は
、
上
位
単
位
の
絶
え
ざ
る
拡
張
欲
に
対
し
て
は
制
約
を
課
し
、
下
位
単
位
の

生
活
圏
の
活
動
権
を
上
位
社
会
の
侵
害
か
ら
防
禦
す
る
。
そ
の
一
方
、
補
完
性

原
理
は
、
他
の
権
限
領
域
に
属
す
る
問
題
を
当
該
上
位
単
位
社
会
［
こ
こ
で
は

国
家
］
が
背
負
い
込
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
を
も
教
示
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
出
来
る
だ
け
少
な
い
国
家
、
必
要
な
だ
け
の

国
家
」
と
い
う
格
率
の
言
わ
ん
と
す
る
内
容
も
自
ず
と
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
Q 

A
第
八
〇
番
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ

う
。

一
三　

と
こ
ろ
で
、
如
上
の
補
完
性
原
理
は
、
か
つ
て
位
階
秩
序
擁
護
の
カ
ト

リ
ッ
ク
に
の
み
通
用
す
る
原
理
と
非
難
さ
れ
る
時
代
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現

在
で
は
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
一
体
、
補
完
性
原
理
は
特

殊
カ
ト
リ
ッ
ク
的
原
理
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
普
遍
的
原
理
で
あ
る
の

か
。
こ
の
問
題
に
連
関
し
て
よ
く
引
証
さ
れ
る
の
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
の

次
の
言
葉
で
あ
る

）
18
（

。

政
府
は
、
人
々
が
自
ら
で
は
全
く
為
し
得
な
い
か
、
或
い
は
、
自
力
で
頑
張
っ
て

も
左
程
首
尾
よ
く
為
し
得
な
い
こ
と
へ
の
必
要
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
人
々
の
た

め
に
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
々
が
自
分
で
よ
く
遣
り
お
お
せ
る
こ
と
に

は
、
政
府
は
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
提
起
の
意
味
は
、
第
二
章
、
第
三
章
で
よ
り
実
質
的
に
考
察
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
章　

伝
統
的
自
然
法
論
に
よ
る
人
間
観
及
び
社
会
観

Ⅰ　

伝
統
的
自
然
法
論
の
人
間
観

一
四　

本
章
で
は
、
補
完
性
原
理
が
展
開
さ
れ
る
前
提
乃
至
基
盤
と
な
る
伝
統

的
自
然
法
論
に
よ
る
人
間
観
及
び
社
会
観
を
取
り
上
げ
て
論
ず
る
こ
と
に
す

る
。人

間
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
個
人
的
存
在
で
あ
る

こ
と
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
る

）
19
（

。

伝
統
的
自
然
法
論
は
、
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
観
る
。
人
間
が
個
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人
的
・
個
体
的
存
在
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
ら
ば
、
そ
れ
に
尽

き
る
の
か
、
と
更
に
問
う
な
ら
ば
、
決
し
て
然
り
と
は
断
言
で
き
な
い
筈
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
、
誰
し
も
自
分
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
人
間
」
が

個
人
的
存
在
に
尽
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
内
心
で
確
か
に
、「
本
性
適
合
的

に
」connaturaliter

知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を
示
唆
す

る
の
か
。

　

人
間
は
、
そ
の
身
体
的
本
性
か
ら
し
て
も
、
同
時
に
又
、
そ
の
精
神
的
本
性

か
ら
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
社
会
に
深
く
関
係
し
て
い
る

）
20
（

。
換
言
す
る
と
、

人
間
は
文
化
に
深
く
依
存
し
こ
れ
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時

に
又
、
文
化
や
社
会
を
作
り
出
す
の
も
人
間
自
身
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
人

間
は
、
真
に
文
化
的
存
在
で
あ
り
社
会
的
存
在
で
あ
る

）
21
（

。
前
に
引
用
し
た
文
と

こ
の
認
識
を
結
び
付
け
て
、
メ
ス
ナ
ー
は
別
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
る
。

そ
れ
故
、
人
間
は
最
初
か
ら
個
人
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
存
在
で
あ
る
。
そ
の

本
性
か
ら
し
て
個
人
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
劣
ら
ず
同
様
に
社
会
的
存
在
で
あ

る
。
彼
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
の
は
、
文
化
的
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

）
22
（

。

一
五　

こ
こ
で
上
記
の
「
個
人
的
で
も
あ
り
社
会
的
で
も
あ
る
人
間
本
性
」
に

つ
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
も
特
に
ド
イ
ツ
語
文
献
で
目
に
す
る
説
明

を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
一
般
的
に
、
人
間
を
冒
頭
で
「
人
格
」
と
捉
え
、
そ

れ
を
更
に
「
個
人
性
」
と
「
社
会
性
」
に
分
説
す
る

）
23
（

。
し
か
も
、
そ
の
際
、
個

人
性
と
社
会
性
と
が
一
体
的
に
扱
わ
れ
る
点
に
そ
の
共
通
特
色
が
見
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
結
局
は
同
じ
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
等
は
、
人
格
を
構
成
す
る
二
極
を
、「
個

体
性
」individualité

と
「
人
格
性
」personnalité

と
表
現
し
、
現
実
在
す
る

具
体
的
個
々
人
は
両
極
を
含
ん
で
し
か
存
在
し
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二

極
の
間
で
或
る
時
は
一
方
の
極
に
、
又
あ
る
別
の
時
に
は
他
方
の
極
に
存
在
の

様
態
を
傾
斜
さ
せ
な
が
ら
存
在
す
る
悲
劇
的
な
存
在
者
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

そ
れ
は
、
彼
一
流
の
形
而
上
学
乃
至
存
在
論
が
下
敷
き
に
な
っ
た
首
尾
一
貫
し

た
透
徹
し
た
考
察
に
よ
る
も
の
で
、
人
間
的
存
在
を
第
一
質
料
と
い
う
消
極
的

存
在
原
理
と
形
相
で
も
あ
る
霊
魂
と
い
う
積
極
的
原
理
と
の
全
き
合
体
に
よ
っ

て
成
立
す
る
と
見
る
観
方
が
背
景
に
あ
っ
た

）
24
（

。
以
下
の
第
一
七
節
で
検
討
す
る

メ
ス
ナ
ー
の
理
論
は
、
表
現
だ
け
に
囚
わ
れ
る
と
ド
イ
ツ
語
圏
一
般
に
見
ら
れ

る
見
解
と
一
致
し
て
い
る
が
、
実
質
的
に
見
た
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
マ
リ
タ
ン
の
思
想
に
親
和
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

何
れ
に
せ
よ
、
伝
統
的
自
然
法
論
者
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
者
の
間
で

は
、
人
間
は
先
ず
神
の
似
像
と
し
て
人
格
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
人
間
人
格
を
形
成
す
る
契
機
に
「
個
人
性
」
と
「
社
会

性
」
と
が
同
時
に
緊
密
一
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
共
通
理

解
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
故
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ル
ガ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
者
と
社

会
』
の
冒
頭
文
を
見
て
み
よ
う

）
25
（

。

人
間
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
共
同
体
を
志
向
し
て
い
る
。
共
同
体
の
中
に
お
い

て
の
み
彼
は
個
人
的
人
格
性
に
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
あ
り
得
る
の

で
あ
る
。
こ
の
言
わ
ば
逆
説
的
な
本
質
構
造
が
、
人
間
が
自
己
自
身
を
反
省
し

始
め
た
時
か
ら
、
人
間
を
襲
来
し
て
い
る
。
個
人
で
は
あ
る
の
だ
が
、
人
間
は

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
達
が
既
に
確
信
し
て
い
た
よ
う
に
、
本
質
的
にZoon 
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Politikon

、
即
ち
、「
ポ
リ
ス
的
動
物
」
で
あ
る
。

同
様
に
、
個
別
性
と
社
会
性
と
人
格
性
を
正
確
に
説
く
者
と
し
て
宮
川
教
授
の

補
完
性
原
理
に
関
す
る
論
文
か
ら
紹
介
し
て
お
き
た
い

）
26
（

。

人
格
は
自
己
で
あ
る
と
い
う
「
個
別
性
」
と
、
対
他
者
関
係
存
在
で
あ
る
と
い
う

「
社
会
性
」
の
二
面
の
総
合
で
あ
る
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
的
個
別
的
で
理
性
と

意
志
を
備
え
他
の
全
て
の
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
自
存
的
個
別
人
で
あ
る
だ
け
で
は

な
い
。
同
時
に
他
の
人
間
と
の
さ
ま
ざ
ま
の
共
同
体
を
形
成
し
協
力
関
係
の
一
定

秩
序
の
中
で
相
互
に
ま
た
共
同
体
に
対
し
て
責
任
を
負
う
生
き
方
を
す
る
「
社
会

的
」
存
在
で
あ
る
。
…
…
ト
マ
ス
主
義
的
人
格
概
念
に
お
い
て
特
に
強
調
さ
れ
る

の
は
こ
の
社
会
性
と
個
別
性
が
不
可
分
の
統
一
的
相
互
内
在
関
係
の
中
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
勿
論
、
根
源
的
に
は
人
格
の
「
自
我
性
、
責
任
あ
る
自

由
行
為
の
主
体
と
し
て
の
個
別
的
自
存
的
自
己
」
は
絶
対
者
に
よ
る
創
造
行
為
に

由
来
し
、
…
…
現
世
の
現
象
界
に
あ
っ
て
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
初
め
て
人

は
「
自
分
」
で
あ
り
、
具
体
的
な
個
々
の
人
格
の
個
別
性
は
社
会
性
に
内
的
に
浸

透
さ
れ
た
個
別
性
で
あ
り
社
会
性
抜
き
の
個
別
性
は
あ
り
え
な
い
。

一
六　

文
化
の
核
心
を
成
す
の
は
、
社
会
的
生
活
形
式
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
幾

世
代
も
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
蓄
積
継
承
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
集
団
特
有
の
生
き

る
た
め
の
智
慧
の
遺
産
で
あ
る
。
抽
象
的
な
人
間
、
頭
の
中
で
構
想
さ
れ
る
人

間
「
像
」
や
人
間
「
観
」
で
は
な
く
、
具
体
的
な
人
間
を
問
題
に
す
る
な
ら

ば
、「
人
間
が
真
に
人
間
的
な
実
存
を
達
成
し
う
る
の
は
、
た
と
い
そ
れ
が
ど

れ
ほ
ど
未
開
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
及
び
そ
の
社
会
に
固
有
の
文
化
に
お

い
て
で
あ
る

）
27
（

。」
と
い
う
メ
ス
ナ
ー
の
発
言
を
誰
も
が
首
肯
す
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
社
会
生
活
を
営
む
に
際
し
て
は
、
各
人
が
人
間

と
し
て
そ
れ
な
り
に
然
る
べ
く
尊
重
さ
れ
生
存
充
足
の
意
志
を
、
或
い
は
そ
の

利
益
を
追
求
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
平
和
の
秩
序
へ
と
人
間
は
そ
の

本
性
か
ら
し
て
追
い
遣
ら
れ
る
。
詰
り
、
こ
の
事
態
は
、
社
会
契
約
な
ど
の
意

志
的
、
設
計
的
な
も
の
に
由
来
す
る
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
味
で
客
観
的
な
事
柄
で
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
こ
う
言
う
か

ら
と
い
っ
て
、
何
も
細
部
ま
で
人
間
の
社
会
的
意
志
に
依
ら
ず
に
客
観
的
に
定

ま
る
、
と
主
張
す
る
の
で
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
具
体
的
に
歴
史
的
に
登
場

す
る
様
々
な
社
会
制
度
は
、
人
間
の
社
会
的
本
性
に
根
基
し
つ
つ
人
為
の
努
力

に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、

人
間
の
基
本
的
価
値
評
価
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
本
性
の
要
求
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

働
く
た
め
、
存
在
論
的
な
基
礎
づ
け
が
得
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ

は
、
社
会
生
活
上
要
求
せ
ら
れ
る
倫
理
的
責
任
に
基
づ
く
行
為
様
態
へ
の
認
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
生
得
的
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
自
然
法
論
と
啓
蒙
期
の

い
わ
ば
理
性
法
論
と
の
大
き
な
相
違
を
成
す

）
28
（

。
何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
存

在
論
的
基
礎
を
有
す
る
本
性
適
合
的
倫
理
的
意
識
が
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
根
本

秩
序
を
形
成
す
る
具
体
的
場
面
で
働
い
て
い
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
第
三
に
、
社
会
の
平
和
及
び
法
秩
序
を
樹
立
し
て
い
く
に
際
し
て
は
、

本
稿
第
三
章
で
改
め
て
述
べ
る
社
会
諸
原
理
が
方
向
づ
け
を
与
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

一
七　

社
会
の
存
在
根
拠
は
、「
霊
肉
一
体
的
人
間
本
性
の
特
殊
性
」
と
「
人

間
に
お
け
る
霊
肉
の
不
可
分
離
的
統
一
性
」
に
あ
る

）
29
（

。
そ
れ
は
、
精
神
は
質
料

と
一
体
化
す
る
が
故
に
、
質
料
の
制
約
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
は
「
補
完
の
必
要
性
」
に
繋
が
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
個
別
的
人
間
本
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性
は
、
そ
の
質
料
的
本
性
に
基
づ
い
て
「
補
完
の
可
能
性
」
を
も
得
る
。
こ
こ

に
形
而
上
学
的
社
会
的
本
性
へ
の
鍵
が
あ
る
。

人
間
は
、
そ
の
個
別
的
本
性
の
諸
力
が
劃
一
的
で
な
く
、
本
質
的
本
性
に
固
有
な

目
的
が
同
じ
で
あ
る
が
故
に
、
協
同
と
交
流
を
通
じ
て
こ
れ
ら
諸
目
的
に
拘
束
さ

れ
た
十
全
な
人
間
的
実
存
に
到
達
す
べ
く
諸
力
と
諸
能
力
と
を
結
合
す
る
の
で
あ

る
）
30
（

。

人
間
は
、
そ
の
潜
在
能
力
を
能
う
限
り
広
範
に
顕
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己

完
成
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
直
ぐ
上
に
述
べ
た
如
く
、
霊
肉
一
体

的
な
本
性
故
に
、
人
間
は
自
足
的
で
は
あ
り
得
ず
、
他
者
と
の
交
流
と
協
同

（K
om

m
unikation u. K

ooperation

）
へ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

人
間
は
（
自
然
）
本
性
的
に
社
会
［
国
家
を
も
含
む
広
義
の
社
会
］
を
志
向
し
て
い
る
。

伝
統
的
自
然
法
論
は
、
そ
の
中
で
も
特
に
メ
ス
ナ
ー
は
そ
れ
に
注
意
を
促
す
の

で
あ
る
が
、
人
間
は
静
態
的
・
抽
象
的
に
「
理
性
的
動
物
」anim

al rationale

と
把
握
さ
れ
て
足
り
る
も
の
で
は
な
い
。
経
験
現
実
に
開
か
れ
た
態
度
を
保
持

し
続
け
た
メ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
は
、
人
間
は
、
な
る
ほ
ど
そ
の
実
在
的
本
質
定

義
か
ら
す
れ
ば
「
理
性
的
動
物
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
現
実
的
動
態
的
に

は
、「
歴
史
性
を
帯
び
た
文
化
的
存
在
」
で
あ
っ
た

）
31
（

。

　

次
に
、
我
々
は
社
会
の
存
在
理
由
が
共
同
善
の
実
現
に
あ
る
こ
と
を
尋
ね
る

こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ　

伝
統
的
自
然
法
論
の
社
会
観

一
八　

社
会
は
、
以
上
の
考
察
を
前
提
に
す
る
と
、
メ
ス
ナ
ー
に
従
っ
て
、「
実

存
的
諸
目
的
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
十
全
な
人
間
的
存
在
獲
得
を
相
互
に

促
進
す
る
た
め
の
人
間
の
結
成
体

）
32
（

」
と
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

社
会
は
個
別
的
人
間
の
補
完
可
能
性
と
必
要
性
と
に
基
づ
き
、「
交
流
と
協
同
」

に
よ
っ
て
結
合
体
と
し
て
存
在
す
る
。
相
互
補
完
の
う
ち
に
人
間
が
力
を
結
集

し
て
産
み
出
す
も
の
は
、
個
々
人
が
ば
ら
ば
ら
に
活
動
し
た
場
合
の
成
果
の
単

な
る
集
積
を
優
に
超
え
る
。
伝
統
的
自
然
法
論
に
よ
れ
ば
、
社
会
は
「
超
個
人

的
、
永
続
的
な
固
有
の
存
在
」
を
有
し
は
す
る
が
、
そ
れ
は
実
体
的
存
在
（G

. 

W
. Fr. H

egel

）
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
偶
有
的
存
在
で
あ
り
、
あ
く
ま
で

も
そ
れ
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
確
か
に
独
自
の
存
在
性
を

有
す
る
。
こ
の
社
会
が
そ
れ
相
応
に
存
在
を
充
足
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
こ

に
そ
れ
相
応
に
充
足
し
た
共
同
善
が
創
出
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
ス
コ
ラ
的

に
表
現
す
れ
ば
次
の
通
り
。E

ns et bonum
 convertunt （u

33r

）. 

一
九　

社
会
の
存
在
根
拠
及
び
目
的
が
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
既
に

共
同
善
の
存
在
及
び
内
容
が
、
少
な
く
と
も
含
蓄
的
に
且
つ
基
本
的
に
、
了
解

さ
れ
て
い
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
大
本
さ
え
押
え
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
概
念
的
把
握
は
様
々
で
あ
り
得
る

）
34
（

。
メ
ス
ナ
ー
自
身
、
存
在
論
的
、

倫
理
学
的
、
静
態
的
及
び
動
態
的
、
ベ
ン
サ
ム
公
式
の
修
正
的
、
文
化
倫
理
学

的
、
そ
し
て
価
値
秩
序
的
観
点
か
ら
定
義
を
下
し
て
い
る
程
で
あ
る

）
35
（

。
こ
こ
で

は
存
在
論
的
定
義
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

共
同
善
と
は
、
各
人
の
本
性
に
印
刻
さ
れ
た
個
人
的
且
つ
社
会
的
生
存
使
命
を
自

己
の
責
任
に
お
い
て
果
た
す
た
め
に
、
社
会
成
員
の
社
会
結
合
か
ら
生
み
出
さ
れ

る
援
助
0

0

で
あ
る

）
36
（

。

　

共
同
善
は
、
二
つ
の
根
本
機
能
を
有
す
る
。
第
一
に
、
消
極
的
根
本
機
能
と
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し
て
の
「
平
和
秩
序
の
樹
立
」、
第
二
に
積
極
的
な
そ
れ
と
し
て
の
「
福
祉
秩

序
の
樹
立
」
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
近
代
社
会
の
幕
開
け
に
お
い
て
は
第
一
機
能

に
力
点
が
置
か
れ
た
。
法
的
に
は
形
式
的
法
治
国
家
思
想
な
い
し
夜
警
国
家
思

想
で
あ
り

）
37
（

、
経
済
的
に
は
自
由
放
任
社
会
で
あ
る
。
や
が
て
、
時
代
の
変
遷
と

社
会
情
況
の
変
化
を
う
け
て
実
質
的
法
治
国
家
思
想
な
い
し
社
会
国
家
思
想
が

唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
経
済
的
に
は
単
な
る
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
思
想
を

乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る

）
38
（

。
何
れ
に
せ
よ
、
歴
史
に
登
場
し
た
諸
国

家
は
、
共
同
善
の
根
本
二
機
能
の
内
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
、
尚
且
つ
そ
れ
を
よ

り
十
全
に
或
い
は
よ
り
不
完
全
に
果
た
し
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。

二
〇　

共
同
善
の
価
値
内
容
に
着
目
し
た
場
合
、
そ
こ
で
は
少
な
く
と
も
二
重

の
層
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
実
質
を
成
す
価
値
善
益W
ertgüter

と
そ
れ
を
保

障
す
る
制
度
的
な
も
のdas Institutionelle

と
の
区
別
で
あ
る
。
こ
の
位
置
付

け
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
見
ら
れ
、
そ

れ
に
一
部
応
じ
て
用
語
上
の
相
違
も
み
ら
れ
る

）
39
（

。
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
説
明
に
よ
る
と

）
40
（

、
ト
マ
ス
主
義
を
任
ず
る
神
学
者
の
中
に
共
同

善bonum
 com

m
une

を
多
少
な
り
と
も
委
曲
を
尽
く
し
網
羅
的
に
数
え
上
げ
、

そ
の
全
体
で
「
共
同
善
」G

em
eingut

を
構
成
す
る
一
定
の
諸
価
値
及
び
価
値

表
象
を
内
容
的
に
語
ろ
う
と
す
る
者
が
あ
り
、
他
方
で
は
ス
ア
レ
ス
主
義
者
の

よ
う
に
、bonum
 com

m
une

を
組
織
化
の
価
値O

rganisationsw
ert

と
表
現

し
、
こ
れ
をG

em
eingut

に
対
比
さ
せ
る
者
も
見
ら
れ
る

）
41
（

。
共
同
善
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
次
元
か
ら
、
例
え
ば
、
存
在
論
的
次
元
、
形
而
上
学
的
次
元

）
42
（

、
倫
理

的
次
元
、
法
的
次
元
、
政
治
的
次
元
、
経
済
的
次
元
、
政
策
的
次
元
な
ど
の
諸

次
元
か
ら
、
こ
れ
を
眺
め
る
こ
と
も
勿
論
で
き
る
訳
で
あ
る

）
43
（

。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
指
摘
す
る
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

社
会
の
存
在
の
充
実
度
が
そ
の
ま
ま
共
同
善
の
価
値
充
実
度
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
共
同
善
秩
序
を
体
現
す
る
典
型
を
我
々
は
何
に
お

い
て
見
出
す
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
は
国
家
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
国
家

に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅲ　

伝
統
的
自
然
法
論
の
国
家
観

二
一　

そ
も
そ
も
国
家
は
、
メ
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、「
一
定
の
地
域
に
定
住
し

た
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
そ
し
て
最
高
の
支
配
権
力
を
備
え
た
共
同
体

で
あ
っ
て
、
そ
の
共
同
善
の
全
面
的
な
充
足
を
目
的
と
す
る
も
の

）
44
（

」
と
定
義
さ

れ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
社
会
的
・
国
家
的
本
性
に
根
ざ
し
て
お
り
、
そ
の
社

会
目
的
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
人
は
自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
社

会
的
協
同
へ
と
結
集
し
、
そ
の
生
存
使
命
や
文
化
使
命
を
果
た
そ
う
と
す
る
。

そ
う
し
た
使
命
達
成
を
可
能
に
す
る
包
括
的
統
合
的
共
同
体
が
国
家
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
は
「
人
間
本
性
の
完
成
の
た
め
に
必
要
な
諸
々
の
社
会
的
基
本

作
用
の
、
詰
り
共
同
体
の
自
己
防
衛
と
か
、
そ
の
法
秩
序
や
一
般
的
福
祉
を
保

証
す
る
こ
と
と
い
っ
た
作
用
の
、包
括
的
な
全
面
的
な
達
成

）
45
（

」
を
目
的
と
す
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
的
協
同
全
般
を
築
き
上
げ
、
促
進
し
、
規
制
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
人
間
本
性
の
完
成
に
必
要
な
諸
条
件
を
、
こ
れ
を
要
す
る
に
共
同

善
を
創
出
す
る
こ
と
こ
そ
が
国
家
の
作
用
で
あ
り
、
課
題
で
あ
る
。
国
家
の
本

質
と
使
命
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
歴
史
学
者
が
言

う
と
お
り
、
何
も
そ
れ
は
国
民
国
家
と
い
う
形
式
を
と
る
必
然
性
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
国
家
観
は
、
歴
史
に
埋
没
し
て
し
ま
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う
特
殊
性
の
次
元
で
把
握
さ
れ
た
国
家
次
元
を
超
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

国
家
必
ず
し
も
国
民
国
家
た
る
必
要
な
し
、
と
い
う
命
題
が
成
り
立
つ
訳
で
あ

る
。
又
、
ポ
リ
ス
と
い
う
名
の
国
家
形
態
も
歴
史
上
存
在
し
た
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
が
法
的
団
体
で
あ
る
こ
と
に
は
些
か
の
変
更
も
な
い
だ
ろ
う
。
又
、
秩
序

を
樹
立
す
る
こ
と
が
人
間
の
社
会
生
活
、
国
家
生
活
に
と
っ
て
最
重
要
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
も
異
論
は
あ
る
ま
い
。
更
に
、
国
家
は
実
力
を
伴
っ
た
法
団
体

で
あ
る
か
ら
に
は
、
単
な
る
実
力
に
も
解
消
で
き
な
け
れ
ば
、
同
じ
く
単
な
る

法
規
範
に
も
解
消
で
き
な
い
。
血
肉
を
備
え
た
平
均
的
な
人
間
の
集
合
す
る
と

こ
ろ
で
は
、
現
実
的
に
事
柄
を
把
握
し
そ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
、
結
局
は
人

間
の
共
同
生
活
、
そ
れ
も
少
し
で
も
「
善
き
生
活
」
を
送
る
た
め
に
適
合
す
る

よ
う
な
共
同
生
活
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で

は
、
伝
統
的
自
然
法
論
乃
至
自
然
法
倫
理
学
が
説
い
て
き
た
方
向
で
最
も
よ
く

実
現
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
空
想
に
走
ら
ず
現
実
か
ら
学
び
、

楽
観
主
義
に
も
悲
観
主
義
に
も
陥
ら
ず
、
ど
こ
ま
で
も
社
会
改
革
を
目
指
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
、
社
会
倫
理
学
が
本
質
的
に
、
社
会
生
理
学
、
社
会

病
理
学
、
応
用
自
然
法
論
と
し
て
の
社
会
改
良
論
か
ら
成
り
立
つ
所
以
で
あ

る
）
46
（

。

　

次
章
で
は
、
社
会
の
存
在
の
充
足
が
共
同
善
創
出
の
業
で
あ
り
意
味
で
あ
る

が
故
に
、
そ
れ
を
生
み
出
す
た
め
の
方
途
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
い
わ
ゆ
る

社
会
構
成
原
理
の
問
題
で
あ
る
。

第
三
章　

伝
統
的
自
然
法
論
に
よ
る
社
会
構
成
原
理

二
二　

ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
は
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
ト
マ
ス
哲
学
、
と
り

わ
け
て
そ
の
社
会
哲
学
・
法
哲
学
の
徹
底
的
包
括
的
研
究
で
傑
出
し
た
業
績
を

上
げ
た
代
表
的
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
論
者
で
あ
る

）
47
（

。
そ
の
彼
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク

社
会
理
論
と
は
何
か
」
と
い
う
論
文
で
、
私
が
本
章
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る

主
題
に
関
連
し
て
示
唆
に
富
む
説
明
を
与
え
て
い
る
。
し
ば
ら
く
そ
れ
に
従
お

う
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
（
乃
至
社
会
倫
理
学
）
の
学
問
的
位
置
づ
け
を
行
う
た

め
に
は
、
誰
も
が
そ
の
構
成
要
素
の
夫
々
を
吟
味
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
で
あ

ろ
う
（
尚
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
」
に
就
い
て
は
第
五
六
節
以
下
を
参
照
）
。
そ
こ
で
先
ず
「
社

会
理
論
」
に
つ
い
て
。

Ⅰ　

社
会
理
論
の
二
つ
の
課
題

二
三　

社
会
理
論
と
は
、「
社
会
的
協
同
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
人
間
的

諸
価
値
に
関
す
る
教
説

）
48
（

」
で
あ
る
。
別
言
す
る
と
、「
人
格
の
如
何
な
る
価
値

と
目
標
と
が
共
同
体
の
課
題
（
共
同
善
）
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
問
い

）
49
（

」

に
対
す
る
学
問
的
応
答
で
あ
る
。
そ
の
試
み
は
、
社
会
理
論
に
お
け
る
第
一
課

題
と
し
て
の
価
値
統
一
に
関
す
る
問
い
と
、
第
二
課
題
と
し
て
の
組
織
原
理
に

関
わ
る
問
い
に
及
ぶ
。
第
一
主
題
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

二
四　

ウ
ッ
ツ
は
言
う

）
50
（

。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
此
岸
的
存
在
に

過
ぎ
ず
、
従
っ
て
、「
人
間
は
そ
の
人
生
に
お
い
て
社
会
的
な
も
の
へ
の
統
合

を
実
現
し
た
な
ら
ば
、
自
己
の
人
生
の
意
味
を
も
充
足
し
た
こ
と
に
な
る
」。
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こ
の
理
解
に
従
え
ば
、
死
と
は
当
該
個
人
の
社
会
全
体
へ
の
組
み
入
れ
が
終
了

し
た
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
人
間
が
、
若
し
も
彼
岸
を
期
待
す
る
存

0

0

0

0

0

0

0

0

在0

で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
者
に
と
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
人
間
観
、
社
会
観
、

国
家
観
は
誤
謬
に
立
脚
し
、
そ
れ
を
強
要
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
の

装
置
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
宗
教
を
「
阿
片
」
と
見
る
所
以
で
あ
る
。
マ

ル
ク
ス
主
義
は
国
家
権
力
乃
至
共
産
党
最
高
機
関
或
い
は
執
行
部
の
決
定
を
凌

駕
す
る
よ
う
な
個
人
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
宗
教

的
心
情
の
持
ち
主
は
、「
唯
物
論
者
と
い
う
社
会
構
成
員
と
し
て
」
し
か
生
き

て
い
く
外
な
い
。
た
と
い
私
事
と
し
て
宗
教
が
認
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
実
質
的

自
由
は
そ
こ
に
存
し
な
い
。

　

こ
の
例
が
示
し
て
い
る
の
は
、
社
会
理
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
「
社
会
の

共
同
善
に
数
え
ら
れ
る
諸
価
値
」
で
あ
る
と
ウ
ッ
ツ
は
教
示
す
る

）
51
（

。

二
五　

他
方
、
自
由
主
義
に
と
っ
て
社
会
は
価
値
中
立
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
自
由
主
義
社
会
は
多
数
者
の
自
由
を
な
る
べ
く
障
害
せ
ず
に
こ
れ
ら
に
秩

序
を
与
え
る
役
割
を
負
う
。
こ
の
考
え
に
従
え
ば
、
道
徳
規
範
は
「
個
人
の
感

じ
方
の
結
果
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
道
徳
の
位
置
づ
け
に
関
し

て
は
、
自
由
主
義
的
社
会
主
義
も
自
由
主
義
と
異
な
ら
な
い
。
勿
論
、
自
由
の

理
解
の
仕
方
に
お
い
て
区
別
さ
れ
は
す
る
。
そ
し
て
、
よ
り
重
要
な
区
別
は
そ

の
世
界
観
的
基
礎
に
あ
る
。

自
由
主
義
が
、
個
人
の
自
由
は
社
会
秩
序
な
し
に
は
衝
突
す
る
と
い
う
功
利
主
義

的
な
観
点
か
ら
個
々
人
の
社
会
へ
の
統
合
を
眺
め
る
の
に
対
し
て
、
自
由
主
義
的

社
会
主
義
に
あ
っ
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
由
来
す
る
残
響
が
あ
る
。
即
ち
、
個
々

人
が
私
事
と
し
て
社
会
秩
序
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
道
徳
領
域
に
お
い
て
拘
束
さ

れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
政
策
並
び
に
経
済
政
策
の
基
本
観

念
に
お
い
て
、
個
人
は
社
会
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
歴
史
的
に

生
成
す
る
社
会
規
範
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
自
由
主
義
と
自
由
主
義
的
社
会
主

義
の
社
会
理
論
の
相
違
は
、
と
り
わ
け
私
的
所
有
秩
序
へ
の
見
解
に
、
延
い
て
は

経
済
へ
の
国
家
介
入
及
び
生
産
手
段
の
国
有
化
に
対
す
る
見
解
に
明
瞭
に
現
わ
れ

る
）
52
（

。

二
六　

社
会
理
論
を
特
色
づ
け
る
問
題
は
、
ウ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
先
述
の
如
く
、

二
次
元
乃
至
二
層
に
分
か
た
れ
る
。
第
一
次
元
は
、
個
人
と
社
会
に
関
す
る
も

の
で
、
共
同
善
の
内
容
（
共
同
善
概
念
）
に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
。
如
何
な
る
価

値
と
目
標
が
共
同
体
の
実
現
価
値
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い

で
あ
る
。
第
二
次
元
は
、
第
一
次
元
で
受
容
さ
れ
た
価
値
実
現
の
課
題
が
そ
の

実
現
に
際
し
て
依
拠
す
べ
き
組
織
原
理
へ
の
問
い
で
あ
る
。

　

自
由
主
義
に
つ
い
て
は
、
こ
の
第
二
次
元
の
課
題
は
単
純
明
瞭
で
あ
る
。
自

由
を
な
る
べ
く
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
組
織
化
が
図
ら
れ
る
べ
き
こ

と
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
由
主
義
的
社
会
主
義
、
マ
ル
ク

ス
主
義
は
、
共
同
体
課
題
と
し
て
引
き
受
け
実
現
す
る
責
め
を
負
っ
て
い
る
物

質
的
福
祉
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
強
力
で
容
赦
な
い
国
家

権
力
の
動
員
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

か
く
し
て
、
第
二
次
元
の
課
題
が
社
会
理
論
を
、
社
会
体
系
と
か
経
済
体
系

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
仕
上
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
自
由
主
義
社
会
の
価
値
中

立
性
と
い
う
第
一
次
元
の
価
値
は
、「
自
由
の
調
整
」
を
要
求
す
る
。
我
が
国

の
公
共
福
祉
論
で
、
公
共
の
福
祉
と
は
「
自
由
の
調
整
原
理
」
或
い
は
「
人
権

の
調
整
原
理
」
と
表
明
さ
れ
る
場
合
、
基
本
的
に
は
こ
の
見
解
に
立
つ
訳
で
あ
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る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
自
由
主
義
経
済
体
制
が
帰
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
的
共
同
善
価
値
は
、
社
会
成
員
に
全
体
の
経
済
目
標

に
厳
格
に
順
応
す
る
こ
と
を
要
求
す
る

）
53
（

。

　

で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
メ

ス
ナ
ー
の
文
献
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
立
場
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ　

伝
統
的
自
然
法
論
に
お
け
る
共
同
善
理
解

二
七　

既
に
我
々
は
、
人
間
が
個
人
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
存
在
で

あ
る
こ
と
を
見
た
（
第
一
四
、
第
一
五
節
参
照
）
。
一
体
、
人
間
は
ど
の
程
度
社
会

の
一
部
で
あ
っ
て
、
又
、
ど
の
程
度
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
本

性
に
予
め
印
刻
さ
れ
た
実
存
目
的
そ
れ
も
超
社
会
的
実
存
目
的
と
て
、
そ
の
実

現
に
就
い
て
み
る
な
ら
ば
、
人
間
は
自
己
の
素
質
を
完
全
に
展
開
す
る
た
め
に

社
会
的
結
合
を
欠
か
し
え
な
い
の
だ
か
ら
、
社
会
に
も
又
0

0

制
約
さ
れ
て
い
る

）
54
（

。

そ
の
意
味
で
は
「
社
会
全
体
は
個
人
に
先
立
つ
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
個
々
人
は
自
立
的
固
有
存
在
で
あ
り
、
超
社
会
的
目
的
を
有
す
る
と
い

う
意
味
で
は
、「
個
人
こ
そ
が
社
会
全
体
に
先
立
つ
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
両
命
題
は
、
要
す
る
に
、「
人
格
と
し
て
の
人
間
」
に
帰
着
す
る
。

二
八　

そ
こ
で
、
社
会
は
何
の
た
め
に
存
在
す
る
の
か
、
そ
の
社
会
目
的
を
考

え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
社
会
の
存
在
根
拠
と
存
在
秩
序
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ

る
。社

会
の
目
的
は
、
実
存
的
諸
目
的
に
根
基
す
る
生
存
使
命
を
自
己
の
責
任
に
お
い

て
果
た
す
た
め
に
万
人
が
必
要
と
す
る
援
助
［
を
与
え
る
こ
と
］
で
あ
る
。
こ
う

し
た
援
助
は
、
社
会
的
統
一
体
の
全
成
員
の
結
合
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
し
か

し
又
他
方
に
お
い
て
は
、
万
人
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
同

善
と
か
共
通
利
益
、
或
い
は
社
会
善
（
社
会
福
祉
）
と
呼
ば
れ
る

）
55
（

。

共
同
善
と
は
、
か
く
し
て
、
社
会
の
存
在
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
一
に
、
社

会
に
よ
っ
て
個
々
人
に
も
た
ら
さ
れ
る
援
助
0

0

で
あ
る
。
第
二
に
、
共
同
善
は
存

在
に
定
礎
さ
れ
た
客
観
的
現
実

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
即
ち
、
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
い
。

勿
論
、
こ
れ
は
共
同
善
実
現
の
た
め
の
計
画
、
手
段
、
方
法
、
適
用
等
の
社
会

の
意
思
の
関
与
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。
第
三
に
、
共
同
善
は
、
そ
の
根0

本
使
命

0

0

0

と
し
て
「
平
和
秩
序
の
樹
立
」
と
い
う
消
極
的
機
能
と
、「
福
祉
秩
序

樹
立
」
と
い
う
積
極
的
機
能
を
有
す
る

）
56
（

。

二
九　

共
同
善
に
は
根
源
的
二
機
能
が
認
め
ら
れ
る
（
第
一
九
節
）
。
そ
の
第
一

機
能
は
、「
全
人
間
的
実
存
に
と
っ
て
の
前
提
条
件
と
な
る
共
同
生
活
秩
序
を
、

人
間
本
性
の
よ
り
低
い
傾
動
素
質
に
よ
っ
て
脅
か
す
妨
害
か
ら
防
衛
す
る

）
57
（

」
こ

と
の
う
ち
に
あ
る
。
個
人
主
義
的
な
自
由
主
義
国
家
観
・
社
会
観
に
よ
れ
ば
、

社
会
目
的
は
こ
の
機
能
に
尽
き
る
。
そ
の
理
念
は
「
諸
利
益
の
調
和
」
で
あ
り
、

法
制
度
は
そ
の
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
経
験
は
そ
の
虚
偽
性
を
露
呈

し
た
。
共
同
善
の
第
二
機
能
は
福
祉
秩
序
の
樹
立
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
生

存
使
命
、
自
己
完
成
乃
至
自
己
充
足
を
果
た
す
べ
く
、
社
会
的
本
性
に
促
さ
れ

て
社
会
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
社
会
は
、
個
々
人
の
自
己
完
成
を
援
助

す
る
こ
と
を
以
て
自
己
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
の
存
在
目
的
た
る

共
同
善
が
福
祉
機
能
を
担
う
の
は
、
実
は
極
め
て
当
然
で
あ
る
。

三
〇　

共
同
善
を
別
の
角
度
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。
共
同
善
は
、
社
会
の
現
実

在
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
も
ま
た
個
別
善
の
単
な
る
集
積
と
は
異
な
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る
「
一
つ
の
新
し
い
現
実
在
」
で
あ
り
、「
超
個
人
的
、
持
続
的
な
固
有
存
在
」

で
あ
る

）
58
（

。
そ
し
て
、
こ
の
固
有
存
在
で
あ
る
共
同
善
に
二
つ
の
層
、
即
ち
、
社

会
全
体
の
価
値
善
益
そ
れ
自
体
と
そ
れ
自
体
共
同
善
の
一
部
を
成
す
も
の
で
は

あ
る
が
下
位
の
価
値
領
域
に
属
す
る
が
故
に
「
共
同
善
に
仕
え
る
手
段
」
と
呼

ば
れ
得
る
も
の
と
が
見
ら
れ
る
（
第
二
〇
節

）
59
（

）
。
こ
れ
に
は
、
法
制
度
、
公
的
教

育
制
度
、
病
院
や
研
究
所
を
含
め
て
の
公
的
公
衆
衛
生
機
関
、
福
祉
施
設
、
軍

隊
、
警
察
、
交
通
網
、
交
通
手
段
の
整
備
、
上
下
水
道
、
電
気
供
給
、
等
が
列

挙
さ
れ
得
る
。
そ
れ
ら
の
重
要
な
役
割
を
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ

れ
で
も
手
段
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
使
え
る
べ
き
目
的
、
即
ち
、
価

値
善
益
が
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
価
値
善
益W

ertgüter

と
は

何
か
と
い
う
と
、
メ
ス
ナ
ー
に
よ
る
と
、「
社
会
の
平
和
と
秩
序
、
社
会
成
員

の
自
由
の
保
障
、
自
己
責
任
と
自
己
努
力
に
よ
る
本
質
的
生
存
生
命
達
成
を
万

人
に
可
能
に
す
る
こ
と
、社
会
全
体
の
良
好
な
衛
生
状
態
、将
来
及
び
子
々
孫
々

の
た
め
に
す
る
経
済
的
生
活
基
盤
の
保
障

）
60
（

」
で
あ
る
。

三
一　

共
同
善
に
就
い
て
は
尚
最
小
限
語
っ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は

「
秩
序
と
し
て
」
の
共
同
善
、
共
同
善
の
「
作
用
因
」、
共
同
善
の
「
補
助
的
地

位
」
で
あ
る
。

　

共
同
善
は
、
当
該
社
会
成
員
の
自
己
完
成
へ
の
援
助
で
あ
り
、
自
己
完
成
は

実
存
的
諸
目
的
に
よ
っ
て
各
人
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
の
達
成
に
あ
る
。そ
れ
故
、

共
同
善
は
、
本
来
人
間
本
性
に
印
刻
さ
れ
た
目
的
秩
序
に
奉
仕
す
べ
き
性
格
を

有
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
〇
節
で
見
た
よ
う
に
、
共
同
善
に

は
二
層
乃
至
二
側
面
が
あ
っ
た
。
価
値
善
益
と
し
て
の
共
同
善
と
制
度
と
し
て

の
共
同
善
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
秩
序
と
い
う
観
点
か
ら
価
値
善
益
と
し
て

の
共
同
善
に
注
目
す
る
と
、「
人
格
と
し
て
の
完
全
な
人
間
存
在
に
と
っ
て
基

礎
的
自
由
」
こ
そ
が
最
も
主
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
共
同
善
秩
序
は
何
よ
り
も

先
ず
「
自
由
の
秩
序
」
で
あ
る

）
61
（

。
そ
し
て
、
倫
理
一
般
に
位
階
秩
序
が
見
出
さ

れ
る
よ
う
に
、
共
同
善
秩
序
に
も
位
階
秩
序
が
見
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

社
会
の
文
化
は
、
包
括
的
意
味
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
領
域
に
伸
張
す
る

共
同
善
の
現
実
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
人
は
そ
も

そ
も
本
性
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
文
化
的
存
在
に
、
即
ち
、
社
会
と
共
同
体

と
が
そ
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
奉
仕
す
べ
き
完
全
な
人
間
的
実
存
と
名
付
け
ら
れ

た
も
の
に
成
る
の
で
あ
る

）
62
（

。

三
二　

共
同
善
は
、
個
別
善
の
単
な
る
集
積
と
は
異
な
る
「
一
つ
の
新
し
い
現

実
在
」
で
あ
る
（
第
三
〇
節
）
。
そ
れ
は
超
個
人
性
と
永
続
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
何
世
代
、
否
何
十
世
代
に
も
亙
る
人
間
の
思
惟
、
努
力
、

勤
勉
、
創
意
工
夫
、
労
働
、
経
験
が
蓄
積
さ
れ
て
、
霊
知
的
、
精
神
的
、
倫
理

的
創
造
と
し
て
結
晶
化
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い

）
63
（

。
即
ち
、
共
同
善
に
外
な
ら

な
い
文
化
と
は
、
過
去
に
向
か
っ
て
は
多
く
の
先
行
世
代
の
生
の
収
穫

0

0

0

0

、
未
来

世
代
に
と
っ
て
は
生
の
基
盤

0

0

0

0

と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
。

三
三　

価
値
善
益
と
い
う
側
面
で
は
必
ず
し
も
十
分
意
識
化
自
覚
化
さ
れ
な
い

と
し
て
も
、
制
度
面
で
は
共
同
善
は
、
そ
れ
が
外
的
な
事
柄
に
関
わ
っ
て
い
る

が
故
に
、
意
識
に
上
り
や
す
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
事
物
の
価
値
善

益
乃
至
物
質
財
を
事
と
す
る
経
済
的
、
社
会
的
事
象
は
、
日
常
の
労
働
に
密
着

し
て
い
る
が
た
め
に
、
意
識
の
舞
台
に
容
易
に
登
場
す
る
。

社
会
成
員
は
社
会
的
協
同
を
意
識
的
に
経
験
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
社
会
的
協
同
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は
二
重
の
自
己
利
益
関
心

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
即
ち
、
自
己
の
労
苦
の
軽
減
と
労
働
成
果
の
増
大
と

結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

）
64
（

。

か
く
し
て
、
共
同
善
は
「
比
例
性
の
秩
序
」eine O

rdnung der Verhältnism
äßigkeit

と
な
る
。
社
会
的
協
同
が
ど
れ
ほ
ど
の
実
を
結
ぶ
か
は
、
社
会
成
員
の
能
力
の

供
出
と
努
力
の
傾
注
の
度
合
い
に
懸
か
っ
て
い
る
。
比
例
性
の
秩
序
と
し
て
把

握
さ
れ
る
共
同
善
秩
序
は
、「
動
態
的
発
展
の
秩
序
」
で
も
あ
る
。
他
の
動
物

と
人
間
が
相
違
す
る
本
質
的
特
徴
は
、「
理
性
」
或
い
は
「
言
語
」（
ギ
リ
シ
ャ

語
で
は
同
一
語
）
、
メ
ス
ナ
ー
に
よ
る
と
「
伝
統

）
65
（

」
或
い
は
「
価
値
追
求

）
66
（

」
に
求

め
ら
れ
る
。

　

人
間
は
、「
善
き
生
活
」
を
求
め
て
の
そ
の
長
い
歴
史
を
通
じ
て
、
様
々
な

分
野
で
発
展
を
遂
げ
て
来
た
。
創
造
的
発
展
を
可
能
と
し
た
媒
介
は
、「
社
会

的
協
同
」
が
こ
れ
を
果
た
し
た
。

こ
う
し
た
協
同
の
諸
力
や
諸
成
果
は
変
化
す
る
。
故
に
、
共
同
善
も
ま
た
、
移
り

変
わ
る
個
々
の
集
団
の
寄
与
と
社
会
的
協
同
全
体
の
生
産
性
に
応
じ
て
社
会
的
協

同
の
成
果
を
分
有
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
、
比
例
性
を
不
断
に
更
新
し
て
樹
立

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
実
化
さ
れ
る

）
67
（

。

か
く
し
て
、
共
同
善
秩
序
は
「
力
動
的
発
展
の
秩
序
」
で
も
あ
る
。

三
四　

共
同
善
の
諸
原
因
に
つ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

は
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
こ
う
。

そ
の
作
用
因
は
「
個
々
人
の
努
力
」
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
共
同
善
は
個
々
人
が
そ
の
持
て
る
力
を
な
る
べ
く
妨
げ
ら
れ
な

い
仕
方
で
協
同
の
業
に
投
入
で
き
る
と
き
、
最
も
よ
く
現
実
化
さ
れ
る
。
そ
れ

故
、
自
己
利
益
追
求
が
承
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
補
完
性
原
理
に
繋
が
る
。
他
方
、

個
々
人
の
自
己
利
益
追
求
が
調
和
せ
し
め
ら
れ
共
同
善
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る

よ
う
形
相
因
が
働
く
。
そ
の
形
相
因
と
は
「
社
会
の
秩
序
権
力
」
で
あ
る
。
秩

序
権
力
は
、「
個
々
人
や
団
体
の
自
由
な
活
動
の
上
に
、
監
督
的
に
、
指
導
的

に
、
鼓
舞
的
に
、
そ
し
て
援
助
的
に
、
そ
の
影
響
を
及
ぼ
す

）
68
（

」。

三
五　

共
同
善
に
就
い
て
考
察
し
て
き
た
以
上
の
論
述
は
、
既
に
、
そ
の
本
質

的
な
「
補
助
的
」
地
位
を
随
処
で
語
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
就
い
て
、
こ
こ

で
少
し
纏
め
て
お
き
た
い
。

　

共
同
善
は
、
人
間
の
自
己
完
成
・
自
己
充
足
に
資
す
べ
き
善
益
で
あ
っ
て
、

自
己
目
的
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
「
人
間
が
、
自
己
の
実
存
的
目
的
に
根

基
す
る
生
存
使
命
を
実
現
す
る
た
め
に
社
会
的
協
同
か
ら
獲
得
す
る
援
助
」
で

あ
る

）
69
（

。
正
し
く
は
、
共
同
善
は
補
助
的
地
位
を
有
す
る
の
み
。
し
か
し
、
そ
の
地
位
は
人

間
的
実
存
の
全
領
域
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
人
間
は
自
己
の
実
存

的
目
的
に
印
刻
さ
れ
た
生
存
使
命
を
遂
げ
る
た
め
に
こ
そ
、
社
会
的
協
同
を
必
要

と
す
る
の
で
あ
る
か
ら

）
70
（

。

　

共
同
善
の
補
助
的
地
位
（
補
完
的
地
位
）
か
ら
し
て
、
実
存
的
諸
目
的
の
中
に

印
刻
さ
れ
た
人
間
的
位
格
の
発
展
を
犠
牲
に
し
て
共
同
善
の
拡
張
が
企
図
さ
れ

る
限
り
共
同
善
は
存
在
し
得
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
更
に
、
共
同
善
は
、

存
在
論
的
に
み
て
人
間
の
実
存
的
目
的
に
根
基
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
0

0

秩
序
の
枠
内
に
お
い
て
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

現
実
在
た
り
得
る
。
人
格
は
決
し
て
共
同
善
の
単

な
る
手
段
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

）
71
（

。
従
っ
て
、「
低
い
位
階
秩
序
の
目
的
の
領

域
に
お
い
て
す
ら
、
介
入
が
共
同
善
を
損
わ
ず
に
実
施
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
方
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法
に
よ
っ
て
し
か
よ
り
高
い
秩
序
の
善
益
に
奉
仕
す
る
共
同
善
の
補
助
機
能
が

確
保
で
き
な
い
と
い
う
場
合
に
限
ら
れ
る

）
72
（

」。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
共
同
善
の
補
助
的

0

0

0

0

0

0

0

・
補
完
的
地
位
は

0

0

0

0

0

0

、
社
会
の

0

0

0

、
そ
し
0

0

て
共
同
善
の
存
在
論
的
地
位
に
由
来
す
る
必
然
的
帰
結
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

Ⅲ　

社
会
構
成
諸
原
理

三
六　

人
間
の
社
会
集
団
、
こ
と
に
国
家
の
共
同
善
課
題
を
論
ず
る
に
際
し
て

は
、
共
同
善
原
理
と
補
完
性
原
理
（
補
助
性
原
理
）
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

社
会
よ
り
発
し
社
会
と
関
連
す
る
行
為
が
倫
理
的
拘
束
的
性
格
を
獲
得
す
る

の
は
、
社
会
成
員
の
自
己
完
成
に
資
す
べ
き
共
同
善
に
基
づ
い
て
い
る

）
73
（

。
共
同

善
は
、
社
会
権
威
の
基
礎
付
け
を
行
う
が
故
に
、
社
会
及
び
国
家
の
最
高
原
理

で
あ
る
。
教
皇
レ
オ
十
三
世
は
、「
共
同
善
は
、
神
に
次
ぐ
、
社
会
の
始
源
的

且
つ
終
極
的
法
則
と
さ
れ
て
い
る
」
と
簡
潔
に
語
っ
た

）
74
（

。
即
ち
、
共
同
善
は
、

社
会
権
威
の
権
限
を
基
礎
付
け
る
と
同
時
に
、
そ
の
限
界
を
も
劃
す
る

）
75
（

。

三
七　

共
同
善
原
理
は
、
第
一
に
、
客
観
的
内
実
を
伴
っ
た
原
理
で
あ
る
（
第

二
八
節
参
照
）
。
第
二
に
、
共
同
善
原
理
は
法
［
＝
権
利
］
原
理
で
も
あ
る
。
こ
れ

は
、
社
会
全
体
（
例
え
ば
、
国
家
）
及
び
社
会
成
員
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
属
せ
し
め
ら

れ
る
べ
き
「
各
人
の
も
の
」
に
関
わ
る
。
そ
れ
は
、
自
由
の
範
域
、
共
同
善
へ

の
貢
献
と
分
有
に
関
わ
る
（
第
三
〇
、
三
三
節
参
照
）
。
第
三
に
、
共
同
善
原
理
は
、

そ
の
義
務
付
け
に
関
し
て
、
立
法
者
に
対
し
て
は
共
同
善
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ

る
法
規
制
を
行
う
よ
う
義
務
付
け
、
他
方
国
民
に
対
し
て
は
権
威
へ
の
服
従
を

要
求
す
る
。
第
四
に
、
共
同
善
原
理
は
、
優
位
原
理
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
共

同
善
は
個
別
善
に
優
位
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
優
位
原
理
が
妥
当
す
る

の
は
、
同
一
の
位
階
秩
序
に
属
す
る
諸
善
益
（
諸
価
値
）
の
間
に
お
い
て
の
み

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
物
的
犠
牲
で
済
む
場

面
で
敢
え
て
人
格
的
自
由
の
犠
牲
を
社
会
成
員
に
要
求
す
る
こ
と
は
共
同
善
原

理
か
ら
し
て
正
当
化
さ
れ
な
い
。
給
付
提
供
で
済
む
と
こ
ろ
を
生
命
の
犠
牲
を

要
求
で
き
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
良
心
の
決
断
が
犠
牲
に
さ
れ
て
な
ら
な
い

の
は
、
そ
れ
が
「
人
間
の
倫
理
的
全
人
格

）
76
（

」
に
、「
超
社
会
的
生
存
目
的

）
77
（

」
に

密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
八　

さ
て
、
法
秩
序
は
共
同
善
秩
序
で
あ
っ
て
、
共
同
善
原
理
は
、
全
社
会

成
員
が
実
存
的
目
的
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
、
そ
れ
故
に
自
己
責
任
に
お
い
て

為
さ
れ
る
べ
き
生
存
使
命
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
、
そ
れ
に
必
要
で
あ

り
、
且
つ
社
会
的
協
同
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
援
助
が
正
し
く
提
供
さ

れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
こ
で
、
補
助
性
・
補
完
性
原
理
が
意
味
す
る
の
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

共
同
善
は
、
個
々
人
や
部
分
社
会
が
自
力
で
行
い
得
る
事
柄
に
関
し
て
、
何
ら
の

権
限
も
資
格
を
も
社
会
に
付
与
し
な
い

）
78
（

。

こ
こ
か
ら
解
る
よ
う
に
、
共
同
善
原
理
と
補
完
性
原
理
と
は
同
一
事
態
、
存
在

論
的
倫
理
的
現
実
の
二
つ
の
側
面
を
表
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ピ
ウ
ス

十
一
世
は
補
完
性
原
理
を
全
く
正
当
に
も
、「
最
高
の
社
会
哲
学
上
の
原
理
」

と
呼
び
得
た
の
で
あ
る
（
尚
、
こ
の
訳
語
と
解
釈
の
問
題
に
就
い
て
は
、
結
論
に
お
い

て
再
度
検
討
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
）
。
そ
し
て
又
、
両
原
理
を
一
命
題
で
表
現
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
メ
ス
ナ
ー
が
発
言
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。

共
同
善
は
本
性
か
ら
し
て
援
助
で
あ
る
。
し
か
も
、
あ
く
ま
で
も
、
社
会
成
員―
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個
々
人
及
び
部
分
社
会―

が
自
己
の
使
命
を
果
た
す
上
で
の
援
助
な
の
で
あ
る

）
79
（

。

三
九　

補
完
性
原
理
も
事
物
に
即
応
し
た
客
観
的
原
理
で
あ
る
。

共
同
善
の
全
現
実
は
、
実
存
的
諸
目
的
に
基
づ
い
た
諸
使
命
に
奉
仕
す
べ
き
補
助

的
地
位
を
尊
重
す
べ
き
と
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
故
、
社
会
的
権
限
の
劃

定
原
理
と
し
て
の
補
完
性
原
理
は
存
在
原
理
で
あ
る
。
し
か
も
、
共
同
善
の
存
在

秩
序
に
属
す
る
の
で
、
そ
れ
は
共
同
善
原
理
に
劣
ら
ず
存
在
原
理
な
の
で
あ
る
。

と
言
う
の
は
、
補
完
性
原
理
は
、
人
間
の
人
格
的
社
会
的
本
性
の
統
一
に
根
差
し
、

そ
こ
に
書
き
記
さ
れ
た
目
的
秩
序
の
お
蔭
で
内
容
の
規
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ

る
か
ら

）
80
（

。

補
完
性
原
理
は
、
存
在
秩
序
と
目
的
秩
序
に
根
拠
を
有
す
る
が
故
に
、
全
く
特

定
さ
れ
た
比
較
的
狭
い
社
会
単
位
、
例
え
ば
、
家
族
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
近
隣

共
同
体
や
職
業
共
同
体
に
、
内
容
的
に
全
く
特
定
さ
れ
た
責
任
、
権
限
、
権
利

を
割
り
当
て
る
。
そ
れ
故
、
補
完
性
原
理
は
特
定
内
容
を
有
す
る
正
義
原
理
で

も
あ
る
。
別
の
箇
所
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

補
完
性
原
理
は
社
会
の
基
礎
的
構
造
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
人
間
の
本
性
は
そ
の
完
全
な

展
開
を
遂
げ
る
た
め
多
様
な
社
会
的
結
合
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
補

完
性
原
理
は
内
容
的
に
特
定
し
た
具
体
的
な
社
会
秩
序
の
構
造
原
理
で
あ
っ
て
、

決
し
て
単
に
形
式
的
で
し
か
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

）
81
（

。

四
〇　

補
完
性
原
理
は
法
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
責
任
領
域
に
根
拠
を
有
す

る
権
限
」
を
規
制
す
る
か
ら
で
あ
る

）
82
（

。
こ
の
原
理
は
、
法
秩
序
を
規
律
す
る
自

然
法
的
根
本
原
理
で
も
あ
る
。
権
利
が
そ
も
そ
も
支
配
力
の
一
種
で
あ
る
よ
う

に
、
社
会
乃
至
国
家
的
権
威
の
有
す
る
権
利
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
、
こ

の
支
配
力
は
、補
完
性
原
理
に
よ
っ
て
本
質
的
に
制
限
を
受
け
る
。
か
く
し
て
、

補
完
性
原
理
は
、「
社
会
に
お
け
る
権
限
配
分
の
原
理
」
と
も
な
る
。

補
完
性
原
理
は
、
団
体
に
対
し
て
も
国
家
に
対
し
て
も
全
権
力
の
掌
握
の
要
求
を

拒
絶
す
る
。
補
完
性
原
理
は
、
全
権
掌
握
を
要
求
す
る
国
家
に
対
し
て
、
自
然
本

性
的
に
し
て
自
由
な
諸
団
体
の
固
有
の
権
利
を
保
護
す
る
。
か
か
る
理
由
か
ら
し

て
、
そ
れ
は
多
元
社
会
の
構
造
法
則

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
機
能
法
則

0

0

0

0

で
あ
る
。
補
完
性
は
、

国
家
の
全
能
要
求
を
行
う
全
体
主
義
に
反
対
す
る
。
補
完
性
原
理
は
、「
国
家
」

と
区
別
さ
れ
る
「
社
会
」
の
固
有
性
を
保
護
す
る
と
こ
ろ
の
自
由
社
会
体
制
の
自

然
法
的
根
本
法
則
で
あ
る

）
83
（

。

国
家
と
社
会
の
区
別
を
踏
ま
え
た
多
元
社
会
論
が
右
の
引
用
文
か
ら
明
瞭
に
窺

わ
れ
る
。
但
し
、
国
家
の
完
全
社
会
性
乃
至
全
体
社
会
性
と
一
体
化
し
た
多
元

的
社
会
論
で
あ
り
、
国
家
と
他
の
社
会
集
団
を
機
能
に
お
い
て
の
み
相
違
す
る

と
見
立
て
た
上
で
の
多
元
的
国
家
論
と
は
異
な
る
。

四
一　

補
完
性
原
理
の
お
蔭
で
国
家
や
よ
り
大
き
な
集
団
の
介
入
か
ら
守
ら
れ

た
個
々
人
や
よ
り
小
さ
な
集
団
の
権
限
並
び
に
権
利
は
、
強
力
に
行
使
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
面
で
の
補
完
性
原
理
は
、次
の
よ
う
に
変
換
さ
れ
る
。

「
出
来
る
だ
け
多
く
の
自
由
、
必
要
な
だ
け
の
国
家
」
と
。
又
、
言
い
換
え
て

次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
得
よ
う
。「
出
来
る
だ
け
多
く
の
自
己
責
任
、
必
要

な
だ
け
の
国
家
要
求
」、
或
い
は
、「
出
来
る
だ
け
多
く
の
自
己
援
助
、
必
要
な

だ
け
の
国
家
援
助
」
と
。

四
二　

共
同
善
原
理
と
補
完
性
原
理
に
連
関
し
て
掻
い
摘
ん
で
述
べ
て
き
た
内

容
を
前
提
す
る
と
、
国
家
と
社
会
の
区
別
、
及
び
そ
の
意
義
が
明
ら
か
と
な

る
。
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全
体
と
し
て
の
社
会
は
、
個
々
人
及
び
部
分
社
会
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
国
家
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
国
家
は
、
共
同
善

原
理
と
補
完
性
原
理
と
に
基
づ
い
て
、
爾
余
の
す
べ
て
の
社
会
か
ら
区
別
さ
れ

る
。
国
家
の
目
的
は
、
人
間
本
性
の
完
成
に
必
要
な
諸
々
の
社
会
的
基
本
機
能

の
包
括
的
全
面
的
な
充
足
に
あ
る
（
第
二
一
節
参
照
）
。

国
家
の
課
題
は
補
助
的
で
あ
る
の
み
。
よ
り
小
さ
な
共
同
体
に
は
固
有
の
責
任
と

固
有
の
権
利
の
広
大
な
領
域
が
存
す
る
。
即
ち
、
固
有
の
力
に
基
づ
い
て
、
そ
れ

故
、
国
家
の
援
助
に
俟
た
ず
し
て
実
存
的
固
有
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
の
可
能
な

全
範
囲
に
及
ぶ
領
域
が
存
す
る
。
社
会
的
共
同
生
活
並
び
に
社
会
的
協
同
の
こ
う

し
た
部
分
は
「
国
家
」
と
区
別
し
て
「
社
会
」
と
呼
ば
れ
る

）
84
（

。

社
会
と
は
、
特
殊
目
的
の
実
現
を
目
指
す
国
内
的
並
び
に
超
国
家
的
共
同
体
で

あ
る
。
前
者
に
は
、
社
会
の
細
胞
た
る
家
族
を
始
め
、
近
隣
共
同
体
、
職
業
共

同
体
、
任
意
の
諸
団
体
、
民
族
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
後
者
に
は
、
国
際
共
同
体
、

教
会
が
数
え
ら
れ
る
。
国
家
と
は
、
或
る
特
定
地
域
内
で
の
、
基
礎
的
な
社
会

目
的
の
実
現
を
目
指
し
た
共
同
体
で
あ
る
。
共
同
善
の
全
面
的
な
実
現
を
目
指

す
共
同
体
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
国
家
は
万
人
の
協
同
を
通
じ
て
果

た
さ
れ
る
べ
き
生
存
使
命
に
基
づ
く
人
々
の
社
会
生
活
の
統
一
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
社

会
は
個
々
人
、
集
団
、
共
同
体
が
そ
れ
ぞ
れ
に
負
う
て
い
る
生
存
使
命
に
基
づ

く
人
々
の
社
会
生
活
の
多
様
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
多
元
的
構
造
体

0

0

0

0

0

0

）
で
あ
る

）
85
（

」
と
言
え
る
。

四
三　

国
家
は
、
よ
り
小
さ
な
共
同
体
、
社
会
、
要
す
る
に
部
分
社
会
か

ら
成
り
立
つ
一
種
の
社
会
で
あ
る
。
メ
ス
ナ
ー
は
、
そ
れ
を
「
社
会
団
体
」

G
em

einschaftsverband

と
も
表
現
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
よ
り
大
き
な
共

同
体
と
の
関
係
で
み
る
と
、
国
家
は
そ
の
構
成
員
で
あ
る
。

　

即
ち
、
国
家
は
、
内
に
対
し
て
は
、
部
分
社
会
が
始
原
的
に
有
す
る
諸
権
利

を
尊
重
し
こ
れ
を
保
障
す
る
責
め
を
負
い
、
外
に
向
か
っ
て
は
、
国
際
共
同
体

に
対
し
て
自
然
法
上
の
諸
義
務
を
負
う
。
こ
う
し
た
観
点
を
も
た
ぬ
近
代
の
個

人
主
義
が
、
そ
し
て
集
合
主
義
が
大
衆
社
会
の
出
現
を
、
そ
し
て
全
体
主
義
の

擡
頭
を
準
備
し
た
の
で
あ
る

）
86
（

。

四
四　

伝
統
的
自
然
法
倫
理
学
で
は
、
共
同
善
原
理
、
補
完
性
原
理
を
語
っ
た

後
、
更
に
、
連
帯
性
原
理
を
語
り
、
メ
ス
ナ
ー
門
下
の
ル
ー
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
イ

ラ
ー
は
、
自
由
原
理
、
参
加
原
理
を
論
じ
て
い
る

）
87
（

。
メ
ス
ナ
ー
自
身
の
『
社
会

問
題
』
で
は
、
自
由
原
理
が
共
同
善
原
理
に
先
置
さ
れ
て
い
る
が
、
最
も
一
般

的
に
挙
げ
ら
れ
る
、
共
同
善
原
理
、
補
完
性
原
理
、
連
帯
性
原
理
の
三
原
理
の

論
述
の
順
序
を
見
る
と
、
メ
ス
ナ
ー
学
派
、
ウ
ッ
ツ
学
派
で
は
共
同
善
原
理
が

最
初
に
登
場
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
北
ド
イ
ツ
学
派
と
仮
に
名
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
教
授
で
後
の

ケ
ル
ン
大
司
教
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ヘ
フ
ナ
ー
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
教
授
ヴ
ィ
ル
ヘ

ル
ム
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

）
88
（

、
イ
エ
ズ
ス
会
ネ
ル
＝
ブ
ロ
イ
ニ
ン
グ
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ

ル
ク
大
学
教
授
フ
ラ
ン
ツ
・
ク
リ
ュ
ー
バ
ー

）
89
（

、
そ
し
て
政
治
倫
理
学
者
と
し
て

著
名
な
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ズ
ー
ト
ル

）
90
（

は
、
連
帯
性
原
理
か
ら
社
会
原
理
の
論
述

を
開
始
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
結
論
の
部
で
再
度
関
説
し
よ
う
。
何
れ
に

せ
よ
、
こ
こ
で
簡
単
に
連
帯
性
原
理
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

四
五　

社
会
秩
序
形
成
の
た
め
の
指
針
と
し
て
の
社
会
原
理
の
一
つ
で
あ
る

「
連
帯
性
原
理
」das P

rinzip der Solidarität, Solidaritätsprinzip

は
、
自
由

主
義
と
も
社
会
主
義
と
も
異
な
る
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
を
特
徴
づ
け
る
「
連
帯

主
義
」Solidarism

us

に
由
来
す
る
名
称
で
あ
る
。
連
帯
性
原
理
は
、
存
在
の
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原
理
と
い
う
観
点
と
当
為
の
原
理
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
う
る
。
こ
こ
で

は
ズ
ー
ト
ル
に
拠
る
。

四
六　

存
在
原
理
と
し
て
見
ら
れ
た
連
帯
性
原
理
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
人

格
の
社
会
性
乃
至
社
会
志
向
性
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
社
会
性Sozialität

は
人
格
に
と
っ
て
何
か
外
在
的
で
附
加
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
自
ら
に
と
っ

て
本
質
的
な
根
本
特
徴
の
一
つ
」
で
あ
る

）
91
（

。

諸
々
の
人
格
は
お
互
い
を
必
要
と
し
合
う
。
諸
人
格
は
歴
史
的
・
社
会
的
生
活
を

送
る
最
中
に
お
い
て
自
己
を
展
開
す
る
。
…
…
社
会
は
、
そ
れ
故
、
外
面
的
に

様
々
な
利
益
を
実
現
す
る
た
め
の
目
的
団
体
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。社
会
は
、

寧
ろ
、
協
同
し
て
価
値
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
空
間
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
人

格
の
展
開
の
た
め
の
可
能
根
拠
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
い
わ
ば
、
運
命
的
に

相
互
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
幸
福
は
、
他
者
の
幸
福
と
連
関
し

て
い
る

）
92
（

。

尤
も
、
こ
う
し
た
結
合
の
度
合
い
は
、
こ
れ
ま
た
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
が
、
濃
淡
緊
密
希
薄
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
、
技
術

進
歩
の
も
た
ら
し
た
新
し
い
世
界
状
況
下
で
は
旧
来
の
図
式
を
単
純
に
維
持
す

る
だ
け
で
は
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
存
在
に
即
し
た
全
人
類
の
連
帯
を
語
ら
ね

ば
な
ら
な
い
時
代
が
、
そ
し
て
実
践
せ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
が
既
に
到
来
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、「
い
よ
い
よ
狭
く
な
る
地
球
で
人
類
が
生
き
延

び
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
我
々
全
員
に
関
わ
る
問
題
の
解

決
に
必
要
な
限
度
で
の
共
同
性
を
発
揮
す
る
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う

）
93
（

」。

四
七　

当
為
原
理
と
し
て
の
連
帯
性
原
理
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
相
互
依
存
と

い
う
人
間
存
在
の
構
造
か
ら
、
相
互
義
務
が
帰
結
す
る
。
そ
れ
も
、
個
々
人
及

び
集
団
相
互
間
の
義
務
、個
々
人
及
び
集
団
の
全
体
性
（
全
体
社
会
）
へ
の
義
務
、

全
体
社
会
の
個
々
人
及
び
集
団
へ
の
義
務
、
と
い
う
三
つ
の
方
向
で
そ
れ
は
問

題
に
な
る
。
共
同
体
の
各
成
員
は
、
共
同
善
の
実
現
の
た
め
に
共
に
責
任
を
負

う
反
面
、
共
同
体
は
各
成
員
の
幸
福
の
た
め
に
こ
れ
ま
た
責
任
を
負
う
。
個
別

善
と
共
同
善
は
相
互
に
条
件
し
合
う
。
と
言
う
こ
と
は
、「
同
じ
船
に
乗
っ
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

尤
も
、
こ
れ
は
連
帯
性
原
理
が
、
個
別
的
な
（
個
人
的
な
）
利
益
へ
の
権
利

を
放
棄
せ
よ
と
要
求
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
説
明
を
聞
い
て
く

る
と
、
こ
れ
は
、
共
同
善
を
語
り
、
共
同
善
原
理
を
補
完
性
原
理
に
先
行
さ
せ

て
き
た
グ
ル
ー
プ
が
主
張
し
て
い
た
こ
と
と
実
質
的
に
重
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
。
実
際
、
ズ
ー
ト
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

連
帯
性
は
、
紛
争
が
生
じ
て
い
る
正
に
そ
こ
に
お
い
て
も
尚
、
共
同
性
を
要
求
す

る
。
…
…
連
帯
性
は
人
格
的
な
自
己
主
張
の
放
棄
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。

人
格
は
集
合
体
に
埋
没
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
帯
性
は
特
殊
利

益
の
利
己
主
義
的
隔
離
と
容
赦
な
い
貫
徹
と
を
禁
ず
る
。
連
帯
性
は
我
々
が
共
同

善
と
呼
ぶ
一
般
利
益
の
次
元
に
お
い
て
秩
序
付
け
ら
れ
た
利
益
の
擁
護
・
実
現
を

配
慮
す
る
よ
う
義
務
付
け
る

）
94
（

。

か
く
し
て
、
我
々
は
、
共
同
善
の
現
実
在
と
共
同
善
原
理
に
こ
こ
で
も
逢
着
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

四
八　

カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
な
い
し
伝
統
的
自
然
法
論
で
社
会
の
構
成
原

理
の
一
つ
「
自
由
原
理
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
い
た
。

こ
こ
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

自
由
は
、
自
由
主
義
が
考
え
た
よ
う
な
「
か
ら
の
」
自
由Freiheit ” von“

、
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即
ち
消
極
的
な
自
由
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
理
解
の
下
で
は
、
そ
れ

故
、
伝
統
的
自
然
法
論
に
お
い
て
も
何
か
積
極
的
な
自
由
、
即
ち
、「
へ
の
」

自
由Freiheit ” zu“

で
あ
る

）
95
（

。
自
由
が
人
間
の
尊
厳
、
人
格
性
と
の
連
関
で
考

え
ら
れ
る
以
上
、
そ
れ
は
内
容
を
具
体
的
に
含
ん
だ
も
の
で
し
か
本
来
あ
り
得

な
い
の
で
あ
る

）
96
（

。

自
由
は
、
人
間
に
と
っ
て
人
格
的
に
も
社
会
的
に
も
、
理
性
的
本
性
を
通
じ
て
そ

の
倫
理
的
責
任
に
任
さ
れ
た
本
質
的
生
存
使
命
に
関
す
る
自
己
決
定
の
能
力
の
う

ち
に
存
す
る
。
人
格
の
側
面
か
ら
は
こ
の
自
己
決
定
は
責
任
秩
序
に
拘
束
さ
れ
て

お
り
、
社
会
的
側
面
か
ら
は
そ
の
行
使
の
保
障
と
な
る
社
会
秩
序
に
拘
束
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
倫
理
的
責
任
に
基
づ
く
自
由
の
解
釈
は
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
社
会

観
に
拠
る
も
の
で
、
自
由
に
積
極
的
な
意
味

0

0

0

0

0

0

が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
何
か
で
あ

る
こ
と
へ
の
0

0

自
由
、
即
ち
、
本
性
を
通
じ
て
人
間
に
予
め
印
刻
さ
れ
た
本
質
的
生

存
目
的
の
実
現
へ
の
0

0

自
由
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
自
由
は
そ
の
確
固
た
る
基
礎
付

け
と
同
時
に
明
瞭
な
限
界
を
も
獲
得
す
る

）
97
（

。

こ
れ
に
よ
り
、拘
束
の
な
い
（
無
制
約
の
）
自
由
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
が
判
る
。

人
間
が
自
由
で
あ
る
の
は
、
社
会
共
同
生
活
に
お
い
て
そ
の
倫
理
的
使
命
を
実

現
す
る
た
め
で
あ
る

）
98
（

。
自
由
の
本
来
の
意
味
は
、
人
間
と
し
て
の
存
在
目
的
を

自
発
的
に
実
現
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
自
己
実
現
」
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
最
勝
義
の
意
味
は
、ト
ミ
ス
ト
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ

ク
・
マ
リ
タ
ン
も
い
う
よ
う
に
、
か
よ
う
な
物
質
的
・
精
神
・
道
徳
的
な
多
様
な

諸
事
物
の
適
切
な
、
つ
ま
り
自
然
法
適
合
的
な
追
及
の
な
か
で
遂
げ
ら
れ
る
自
ら

の
「
存
在
の
充
足
」、
自
己
完
成
の
状
態
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ま
た
「
幸
福
」
と
い
う
こ
と
の
真
の
意
味
で
あ
る

）
99
（

。

四
九　

自
由
原
理
と
の
連
関
で
、
メ
ス
ナ
ー
は
い
わ
ゆ
る
意
思
の
自
由

0

0

0

0

0

に
つ
い

て
も
紙
幅
を
割
い
て
い
る
が
、
今
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
キ
リ
ス

ト
教
的
社
会
改
革
と
の
連
関
で
自
由
原
理
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
附
言
し
て
お

き
た
い
。
自
由
原
理
は
、
自
己
責
任
と
自
己
創
造
的
な
人
格
の
展
開
に
基
礎
付

け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
優
る
と
も
劣
ら
ず
、
こ
の
人
格
の
展

開
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
共
同
善
と
補
完
性
の
原
理
は
「
秩
序
づ
け
ら
れ
た
自
由

の
最
大
可
能
性
」
を
要
求
す
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
自
由
が
社
会

に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
程
度
は
、
倫
理
的
力
が
ど
れ
程
活
き
活
き
し
て
い
る

か
に
掛
か
っ
て
い
る
。
詰
り
、
社
会
改
革
を
考
え
る
上
で
、「
気
風
の
改
革
」

G
esinnungsreform

が
重
要
課
題
と
な
る
。こ
れ
は
直
ぐ
さ
ま
「
状
況
の
改
革
」

Zuständereform

を
想
起
さ
せ
る
（Q

A
, 77

）。
尚
、
そ
の
外
の
重
要
問
題
と

し
て
、
補
完
性
原
理
と
の
関
連
で
い
わ
ゆ
る
「
私
的
所
有
制
度
」、「
私
有
財
産

制
」
の
論
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
か
な
り
詳
細
な
考
察
を
別
稿

で
展
開
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
の
ご
参
照
を
乞
う

）
100
（

。

結　

論

五
〇　

以
上
、
伝
統
的
自
然
法
論
の
観
点
か
ら
、
社
会
構
成
諸
原
理
の
内
で
も

最
近
特
に
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
補
完
性
原
理
に
関
連
す
る
幾
つ

か
の
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
共
同
善
と
の
連
関
で
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
、
補

完
性
原
理
に
つ
い
て
賦
与
さ
れ
る
評
価
語
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
つ
い
て
多
少

と
も
私
な
り
の
考
察
を
施
し
て
み
た
い
。
先
ず
、
Q 

A
第
七
九
番
に
登
場
す
る

一
文
を
再
度
引
用
し
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
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つ
ま
り
、
昔
は
小
さ
な
集
団
が
行
な
っ
て
い
た
多
く
の
こ
と
が
、
社
会
状
態
の
も

ろ
も
ろ
の
変
化
の
も
と
で
今
や
大
き
な
集
団
で
な
け
れ
ば
遂
行
で
き
な
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
真
実
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
常
に
確
固
不
動
で
、
変
更
も
牽
強
付
会
も
不
可
能
な
の
は
、

社
会
哲
学
の
あ
の
、
き
わ
め
て
重
要
な
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
人
間

が
自
ら
の
努
力
と
創
意
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
を
彼
ら
か
ら
奪
い
取
っ

て
共
同
体
に
委
託
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
同
様
に
、
よ
り
小
さ
く
、
よ
り
下

位
の
諸
共
同
体
が
実
施
、
遂
行
で
き
る
こ
と
を
、
よ
り
大
き
い
、
よ
り
高
次
の
社

会
に
委
譲
す
る
の
は
不
正
で
あ
る
と
同
時
に
、
正
し
い
社
会
秩
序
に
対
す
る
重
大

損
害
か
つ
混
乱
行
為
で
あ
る
。
以
下
略
。

引
用
文
中
傍
点
を
附
し
た
箇
所
の
原
文
は” in philosophia sociali 

gravissim
um

 illud principium
“

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ラ
テ
ン
語
原
文
を
訳

出
す
る
場
合
に
、
澤
田
訳
の
よ
う
に
「
社
会
哲
学
の
あ
の
、
き
わ
め
て
重
要
な

原
理
」
と
訳
出
す
る
こ
と
は
固
よ
り
可
能
で
あ
り
正
し
く
も
あ
る
。
他
方
で
は

し
か
し
、
宮
川
論
文
で
「
だ
が
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
、
無
視
も
変
更
も
決
し
て

許
さ
れ
な
い
か
の
社
会
哲
学
の
最
重
要
な
根
本
原
則
は
依
然
確
固
不
動
の
効
力

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る

）
101
（

。」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
か
の
社
会
哲
学
の
最
重

要
な
根
本
原
則
」
と
訳
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
詰
り
、
こ
こ
で

の
問
題
は
、gravissim

um
 illud principium

のgravissim
um

を
ど
の
よ
う

に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
方
と
も
成
り
立
つ
の
か
。
何
れ
か
が

正
し
い
の
か
。
一
見
些
細
に
思
わ
れ
る
こ
の
一
語
の
理
解
は
、
私
の
見
る
と
こ

ろ
、
実
は
社
会
諸
原
理
の
構
造
的
な
理
解
と
一
体
的
で
あ
る
が
故
に
、
手
短
に

で
は
あ
っ
て
も
検
討
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

五
一　

直
ち
に
参
照
に
値
す
る
と
期
待
さ
れ
る
の
は
、
回
勅
の
起
草
に
関
与
し

た
者
の
発
言
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
一
人
、
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ネ

ル
＝
ブ
ロ
イ
ニ
ン
グ
は
、
あ
る
箇
所
で
註
記
し
て
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い

る
）
102
（

。回
勅
を
こ
こ
に
訳
文
に
て
復
刻
す
る
に
当
り
、
最
終
的
に
第
七
九
番
の
「
最
上

の
」oberst

と
い
う
語
を
変
更
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
「
極
め
て
重
要
な
」höchst 

gew
ichtig

に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
が
ラ
テ
ン
語
のgravissim

um

に
よ
り
忠
実
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
補
完
性
原
理
が
社
会
哲
学
の
最
高
原
理
で

あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
避
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

回
勅
起
草
当
事
者
に
よ
る
こ
の
発
言
が
あ
る
以
上
、
我
々
は
「
最
重
要
な
社
会

哲
学
上
の
原
理
」
と
訳
出
す
る
と
誤
り
を
犯
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ど
う
も
そ
う
と
は
速
断
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
そ
れ

は
、
有
力
な
社
会
倫
理
学
者
が
多
く
の
箇
所
で
、
繰
り
返
し
、” jener oberste 

sozialphilosophische G
rundsatz“  

と
ド
イ
ツ
語
で
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
、
ラ
テ
ン
語
を
自
由
に
読
ん
だ
メ
ス
ナ
ー
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。

ラ
ウ
シ
ャ
ー
然
り

）
103
（

、
フ
ル
ガ
ー
然
り

）
104
（

。
メ
ス
ナ
ー
に
せ
よ
、
ウ
ッ
ツ
に
せ
よ
、

ネ
ル
＝
ブ
ロ
イ
ニ
ン
グ
が
起
草
原
案
を
練
っ
た
事
実
、
そ
の
後
の
彼
自
身
及
び

彼
に
近
い
論
者
の
発
言
を
知
ら
な
い
筈
は
あ
る
ま
い
。
何
か
が
そ
こ
に
あ
る
筈

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、
こ
の
訳
語
を
め
ぐ
る
問
題
を
ど
う
解
釈
す
る

か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
次
に
そ
れ
を
少
し
検
討
し
て
み
た
い
。

五
二　

カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
の
学
者
間
で
社
会
諸
原
理
の
一
つ
と
し
て
補
完

性
原
理
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
以
上
に
出
て
、
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多
く
の
論
者
間
で
、
共
同
善
原
理
、
連
帯
性
原
理
の
承
認
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
は
略
完
全
な
一
致
が
見
ら
れ
よ
う
。
更
に
、
論
者
に
よ
っ
て
は
、
人

格
原
理
、
自
由
原
理
、
参
加
原
理
を
説
く
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
人
格

原
理
は
、
原
理
と
銘
打
た
れ
な
く
と
も
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
の
出
発
点
に

常
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
全
く
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

五
三　

前
に
見
た
よ
う
に
、
社
会
諸
原
理
を
論
ず
る
に
際
し
て
論
者
に
よ
っ

て
、
そ
の
論
述
の
展
開
の
順
序
に
違
い
が
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
意

味
を
再
検
討
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
ヘ
フ
ナ
ー
や
ネ
ル

＝
ブ
ロ
イ
ニ
ン
グ
、
ズ
ー
ト
ル
等
は
、
連
帯
性
原
理
か
ら
説
き
起
こ
し
、
共
同

善
原
理
、
更
に
補
完
性
原
理
へ
と
説
き
及
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
メ

ス
ナ
ー
や
ウ
ッ
ツ
等
は
、
先
ず
共
同
善
原
理
を
論
じ
、
そ
の
後
で
補
完
性
原

理
、
連
帯
性
原
理
へ
と
詳
説
す
る
。
特
徴
を
敢
え
て
明
言
す
る
な
ら
ば
、
カ

ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
者
に
は
大
別
し
て
、
連
帯
性
原
理
か
ら
思
考
を
開
始

す
る
グ
ル
ー
プ
と
共
同
善
原
理
か
ら
開
始
す
る
グ
ル
ー
プ
と
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
実
は
こ
れ
はbonum

 com
m

une
を
独
訳
す
る
場

合
、
価
値
実
質
に
つ
い
て
はG
em

eingut

と
い
う
訳
語
を
、
組
織
価
値
に
つ

い
て
はG

em
einw

ohl

の
訳
語
を
当
て
る
論
者

）
105
（

と
、
両
価
値
内
容
を
同
一
用
語

G
em

einw
ohl

で
包
括
的
に
表
現
す
る
論
者

）
106
（

と
の
区
別
に
略
対
応
す
る
。
そ
し

て
更
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
の

伝
統
の
中
で
も
格
別
に
共
同
善
の
独
自
の
存
在
性
格
と
作
用
と
を
強
調
し
て
、

社
会
倫
理
学
が
学
問
と
し
て
そ
も
そ
も
存
立
す
る
位
置
を
闡
明
な
ら
し
め
よ
う

と
努
力
し
た
論
者
で
も
あ
っ
た

）
107
（

。

五
四　

我
々
は
、
先
に
（
第
三
八
節
参
照
）
、
例
え
ば
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の

自
然
法
論
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
共
同
善
原
理
と
補
完
性
原
理
と
は
同
一
事

態
を
二
つ
の
側
面
か
ら
言
及
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
み
た
。
そ
れ
ば
か

り
で
な
く
、
一
つ
の
命
題
に
集
約
で
き
る
と
い
う
見
解
も
紹
介
し
た
。
尤
も
、

言
語
的
表
現
と
し
て
我
々
が
意
識
的
に
あ
る
事
態
を
取
り
上
げ
る
場
合
、
そ
れ

相
応
の
根
拠
も
あ
る
筈
で
、
今
の
場
合
、
両
原
理
が
完
全
に
符
合
す
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
も
そ
こ
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
両
原

理
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
事
態
に
着
目
す
る
限
り
、
そ
れ
は
同
一
事
態
で
あ

る
と
考
え
る
。
参
考
ま
で
に
、
別
の
著
作
か
ら
関
連
す
る
箇
所
を
抜
粋
し
て
お

こ
う
。

時
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
補
完
性
原
理
は
基
礎
的
倫
理
的
・
法
的
秩
序

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

原
理
及
び
社
会
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
共
同
善
原
理
に
或
る
意
味
で
対
立
す
る
と
考
え
る
な

ら
ば
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
上
述
し
た
所
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
共
同
善

原
理
と
補
完
性
原
理
は
根
本
に
お
い
て
同
一
事
態
の
両
側
面
で
あ
る
。
こ
の
事
態

は
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
得
る
。
即
ち
、
共
同
善
は
援
助
0

0

で
あ
り
、
し
か

も
援
助
0

0

で
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
作
用
様
態
は
本
質
的
に
補
助
的
な

も
の
で
あ
る
。
両
原
理
が
根
本
に
お
い
て
一
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
社
会
の
一
本
質
作
用
を

そ
の
規
定
の
側
面
と
そ
の
制
約
の
側
面
か
ら
表
し
て
い
る
が
故
に
、
レ
オ
十
三
世

は
そ
の
共
同
善
を
「
社
会
の
始
原
的
且
つ
終
局
的
法
則
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、

ピ
ウ
ス
十
一
世
と
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
三
世
は
補
完
性
原
理
を
「
社
会
哲
学
の
あ
の
堅

固
で
揺
る
ぎ
な
い
極
め
て
重
要
な
根
本
法
則
」
と
呼
び
得
た
の
で
あ
っ
た

）
108
（

。

社
会
全
体
か
ら
眺
め
ら
れ
た
場
合
「
分
肢
の
秩
序

0

0

0

0

0

」
と
し
て
現
れ
る
も
の
が
、
よ

り
小
さ
な
単
位
の
固
有
の
共
同
善
や
諸
権
利
に
関
し
て
は
、
社
会
の
「
構
築
の
秩

0

0

0

0

序0

」
で
あ
る
こ
と
が
、
即
ち
、
よ
り
大
き
な
社
会
に
補
助
の
地
位
だ
け
を
割
り
当

て
る
「
補
完
性
原
理
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
故
、
分
肢
秩
序
と
構
築

秩
序
に
お
い
て
社
会
の
［
同
じ
］
一
つ
の
存
在
秩
序
と
社
会
秩
序
と
が
あ
る
。
一
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方
は
言
わ
ば
上
か
ら
、
他
方
は
下
か
ら
見
ら
れ
る
と
言
う
形
で
。
全
体
か
ら
は
共0

同
善
秩
序

0

0

0

0

、
部
分
か
ら
、
即
ち
、
社
会
の
肢
体
か
ら
は
補
完
性
秩
序

0

0

0

0

0

と
し
て
、
要

す
る
に
、
責
任
の
優
先
、
権
限
の
優
先
、
法
の
優
先
、
そ
れ
ら
の
秩
序
と
し
て
現

れ
る
の
で
あ
る

）
109
（

。

五
五　

以
上
の
簡
単
な
考
察
を
通
じ
て
、
先
に
提
起
さ
れ
た
問
題
に
就
い
て
私

は
次
の
よ
う
に
答
え
よ
う
。
何
れ
の
訳
語
を
採
る
か
は
論
者
の
自
由
に
任
さ
れ

て
お
り
、
何
れ
も
成
立
し
得
る
。
但
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
採
用
し
た
訳
語
を
成

り
立
た
せ
る
背
景
と
の
整
合
性
に
裏
打
ち
さ
れ
て
の
話
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
い

の
み
を
分
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
不
毛
で
あ
る
。
尚
、
最
後
に
補
完
性
原
理
は

普
遍
性
を
有
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
こ
の
原
理
が
承
認
さ
れ
た

の
は
、
或
い
は
公
式
に
表
明
定
式
化
さ
れ
た
の
が
比
較
的
に
最
近
の
こ
と
で
あ

る
と
し
て
も
、
又
、
歴
史
的
条
件
が
揃
う
必
要
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ

け
で
普
遍
性
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
寧
ろ
、
メ
ス

ナ
ー
等
の
考
察
に
従
う
な
ら
ば
、
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
の
基
本
的

な
思
想
に
従
っ
て
首
尾
一
貫
し
て
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、人
間
の
人
格
性
を
、

そ
れ
故
、
人
間
の
尊
厳
を
出
発
点
に
置
き
、
そ
の
存
在
論
的
な
構
造
か
ら
共
同

体
の
必
然
的
存
在
理
由
、
そ
の
目
的
、
そ
の
作
用
の
基
本
的
内
容
及
び
態
様
を

大
枠
に
お
い
て
定
め
る
の
が
所
謂
社
会
構
成
原
理
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は

歴
史
性
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
補
完
性
原
理
は
普
遍

的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
、
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
が
そ
れ
を
準
備
し
定
式
化

し
、
牽
引
車
と
し
て
普
及
に
努
力
し
た
歴
史
的
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
そ
れ
で
大
い
に
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
補
完
性
原
理
の
普
遍
性
が
減
殺
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
私
は
考
え
る

）
110
（

。

五
六　

尚
、
前
に
予
告
は
し
た
も
の
の
、
未
だ
検
討
し
て
い
な
い
課
題
が
残
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
三
章
冒
頭
の
第
二
二
節
で
指
摘
し
た
こ
と
で
、
カ
ト

リ
ッ
ク
社
会
理
論
（
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
）
の
「
社
会
理
論
」
に
就
い
て
は

第
二
三
節
以
下
で
検
討
し
た
が
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
」
と
い
う
形
容
詞
に
照
準

を
合
わ
せ
た
検
討
が
為
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
簡
単
に
、
カ
ト

リ
ッ
ク
社
会
理
論
に
は
神
学
的
な
社
会
理
論
と
哲
学
的
な
社
会
理
論
と
が
あ
る

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
自
然
理
性
の
光
の
下
で
営
ま
れ
る
哲
学
的
な
社
会
理

論
の
有
力
な
思
想
と
し
て
「
伝
統
的
自
然
法
論
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
先
ず

確
認
し
て
お
き
た
い
。
世
俗
化
が
進
ん
だ
、
そ
し
て
世
界
観
的
多
元
主
義
の
現

代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
メ
ス
ナ
ー
が
自
己
の
使
命
と
し
て
受
け
止
め
て

実
践
し
た
「
哲
学
的
な
」
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
の
存
在
理
由
は
大
き
い
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い

）
111
（

。
そ
し
て
、
メ
ス
ナ
ー
は
、
こ
の
立
場
を
好
ん
で
「
伝
統

的
自
然
法
論
」
と
か
「
伝
統
的
自
然
法
倫
理
学
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
は
、
異
な
る
立
場
を
表
明
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
学
者
も
勿
論
い
る
訳

で
、
実
際
メ
ス
ナ
ー
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
論
争
ま
で
行
っ
て
い
る
。
誤
解
を

最
小
限
避
け
る
べ
く
次
の
文
を
引
用
し
て
お
く
。

人
間
の
本
質
に
就
い
て
人
間
の
理
性
認
識
に
接
近
可
能
で
な
い
も
の
を
キ
リ
ス
ト

教
的
啓
示
は
何
ら
語
ら
な
い
。
た
だ
、
啓
示
は
、
理
性
の
光
で
人
間
が
認
識
す
る

事
柄
に
つ
い
て
の
明
瞭
さ

0

0

0

と
確
実
さ

0

0

0

と
を
人
間
に
与
え
る

）
112
（

。

五
七　

そ
の
思
想
が
歴
史
的
事
実
（
の
問
題
）
と
し
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
界

で
保
存
さ
れ
豊
饒
に
さ
れ
伝
達
さ
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
思
想
内
容
の
妥

当
性
は
畢
竟
人
間
の
存
在
構
造
に
定
礎
さ
れ
そ
れ
に
由
来
し
て
い
る
限
り
で
自
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然
理
性
に
よ
っ
て
十
分
検
討
さ
れ
得
る
内
実
の
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
人

類
一
般
に
通
用
す
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
「
伝
統
的
自
然
法
論
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
は
十
分
理
由
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
カ
ト

リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
と
殆
ど
重
な
る
学
問
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
）
113
（

。
メ
ス
ナ
ー
門
下
で
ヴ
ィ
ー
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
者
の
代
表
者
の

一
人
で
あ
る
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ク
ロ
ー
ゼ
博
士
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
に

と
っ
て
自
然
法
的
な
基
礎
付
け
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
以
上
、
こ
れ

に
即
し
て
み
る
限
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
は
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
更
に
以

前
に
遡
る
と
ま
で
主
張
し
て
い
る

）
114
（

。

　

信
仰
厚
い
研
究
者
は
こ
れ
に
如
何
反
応
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
信
仰

者
を
対
象
と
し
た
神
学
的
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
は
厳
然
と
存
在
す
る
の
で

あ
っ
て
、
案
ず
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
寧
ろ
、
倫
理
学
の
危
機
の
時
代
、
特
定
の

教
義
・
信
仰
を
前
提
と
し
な
い
次
元
に
お
い
て
万
人
が
「
自
然
的
理
性
の
光
の

下
に
」
そ
の
所
論
の
当
否
を
論
議
し
得
る
哲
学
的
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
の
存

在
意
義
は
益
々
高
ま
る
も
の
と
私
は
信
ず
る
者
で
あ
る

）
115
（

。
嘗
て
ク
リ
ュ
ー
バ
ー

教
授
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
は
、
哲
学
的
な
方
法
に
基
づ
い
て
「
自
然
法
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
か
ら
自
己
の
認
識
を
獲
得
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

啓
示
か
ら
自
己
を
根
拠
付
け
る
の
で
は
な
く
、
哲
学
的
・
自
然
法
的
に
自
己
の
根

拠
付
け
を
行
う
。
…
…
信
仰
は
、人
間
的
な
解
決
や
改
革
へ
と
導
く
霊
感
を
与
え
、

動
機
付
け
る
力
と
な
る
が
、
社
会
倫
理
の
規
範
の
源
泉
に
は
な
ら
な
い

）
116
（

。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
」
と
い
う

形
容
詞
の
意
味
は
、
自
然
法
論
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
は
そ
の
原
理

や
規
範
に
関
し
て
殊
更
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
構
成
要
素
（
詰
り
、
他
の
社
会
理
論

に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
に
の
み
見
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
構
成

要
素
）
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
歴
史
的
に
こ
の
理
論
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
精
神
的
状
況
の
中
で
保
存
さ
れ
発
展
し
、教
授
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、

や
は
り
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
は
正
当
で
あ

る
と
い
う
事
態
を
指
し
て
い
る

）
117
（

。

註
（
1
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
の
連
関
で
は
、
澤
田
昭
夫
「
補
完
性
原
理T

he P
rinciple of 

Subsidiarity: 

分
権
主
義
的
原
理
か
集
合
主
義
的
原
理
か
？
」『
E 

C
統
合
の
深
化

と
拡
大
』（
日
本
E 

C
学
会
年
報　

第
十
二
号
、
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
が
推
奨

さ
れ
る
。
尚
、
刑
法
学
で
は
或
る
特
定
論
題
（
緊
急
避
難
）
に
関
し
て
多
く
の
論
者

に
よ
っ
て
「
補
充
（
性
）
の
原
則
」
と
い
う
用
語
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
思
想

を
よ
り
一
般
的
に
取
り
入
れ
て
論
ず
る
も
の
に
、
梅
崎
進
哉
、
宗
岡
嗣
郎
『
刑
法
学

原
論
』（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。
実
定
法
で
は
そ
の
外
、
社
会
保
障
法
、

行
政
法
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
2
）　

補
完
性
原
理
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
語
基
本
文
献
は
、
巻
末
参
照
文
献
欄
を
参
照
。

尚
、
宮
川
俊
行
「『
補
完
性
原
理
』
の
ト
マ
ス
主
義
社
会
倫
理
学
的
考
察
」『
法
の

理
論
17
』（
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
末
尾
の
文
献
欄
も
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の

他
、
桜
井
健
吾
「
補
完
性
原
理
の
萌
芽―

ケ
テ
ラ
ー
と
テ
ュ
ー
ジ
ン
グ
の
論
争

（
一
八
四
八
年
）―

」
水
波
朗
・
稲
垣
良
典
・
阿
南
成
一
編
『
自
然
法
と
宗
教
Ⅰ
』

創
文
社
、
一
九
九
八
年
。
最
近
の
も
の
と
し
て
、
マ
イ
ケ
ル
・
シ
ー
ゲ
ル
「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
補
完
性
の
原
理
」『
社
会
と
倫
理
』
第
十
三
号
、
南
山
大
学
社
会
倫
理
研

究
所
、
二
〇
〇
二
年
。
尚
、
補
完
性
（
補
助
性
）
原
理
は
、
我
が
国
に
お
い
て
、
水

波
朗
・
野
尻
武
敏
・
栗
城
壽
夫
共
訳
に
よ
る
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
著
『
自
然
法
』

が
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
か
ら
出
版
さ
れ
、公
衆
に
接
近
可
能
と
な
っ
た
。一
九
五
七
年（
昭

和
三
二
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
水
波
教
授
が
諸
論
考
を
通
じ
て
精
力
的
に
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補
完
性
原
理
の
紹
介
・
導
入
を
図
っ
た
。
一
篇
を
挙
げ
る
。
水
波
朗
「
福
祉
国
家
の

法
理―

社
会
国
家
・
補
完
性
原
理
・
扶
養
国
家―

」『
公
法
研
究
』
第
二
十
八
号
、

一
九
六
六
年
。

（
3
）　

Valentin Zsifkovits, Sozialenzykliken, in: A
. K

lose, W
. M

antl, V. Zsifkovits
（H

rsg.
）, K

atholisches Soziallexikon, 2. A
ufl., 1980.

（
4
）　

本
回
勅
に
は
、
元
々
章
節
番
号
は
附
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
後
に
引
用
の
都
合
上

賦
与
さ
れ
た
も
の
で
、
ド
イ
ツ
語
版
と
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
で
は
相
違
す
る
。
こ
こ

で
は
、
ド
イ
ツ
語
版
の
番
号
に
拠
る
。V

gl. K
A

B

（H
rsg.

）, Text zur katholischen 

S
oziallehre. D

ie sozialen R
undschreiben der P

äpste und andere kirchliche 

D
okum

ente, m
it E

inführung von O
sw

ald von N
ell-B

reuning SJ u. Johannes 

Schasching SJ, 8. erw
eiterte A

uflage, K
evelaer 1992, S. 40 u. 121― 122.

（
5
）　

Johannes M
essner, D

ie M
agna C

harta der Sozialordnung, 90 Jahre R
erum

 

novarum
, K

irche und G
esellschaft N

r. 76, K
öln 1981. 

橋
本
昭
一
「
社
会
回

勅
の
一
一
〇
年
」『
社
会
と
倫
理
』
第
十
三
号
（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、

二
〇
〇
二
年
）
は
、
ロ
ー
マ
教
会
と
近
代
社
会
と
の
和
解
と
い
う
観
点
か
ら
R 

N
の

歴
史
的
意
義
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。

（
6
）　

J. M
essner, D

ie M
agna C

harta der Sozialordnung, S. 6.

（
7
）　

J. M
essner, D

ie M
agna C

harta der Sozialordnung, S. 6.

（
8
）　

我
が
国
の
憲
法
学
の
教
科
書
、
基
本
書
、
体
系
書
と
呼
ば
れ
る
著
作
の
中
で
は
、

（
基
本
的
）
人
権
［
正
確
に
は
人
権
思
想
］
の
歴
史
と
分
類
、
特
に
後
者
に
関
し
て

必
ず
、「
前
国
家
的
」（
基
本
的
）
人
権
と
「
後
国
家
的
」（
基
本
的
）
人
権
が
紹
介

さ
れ
る
。
し
か
し
、そ
の
自
覚
的
基
礎
付
け
を
周
到
に
行
っ
た
も
の
は
皆
無
に
近
い
。

多
少
の
学
問
的
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
な
が
ら
も
法
に
つ
い
て
の
強
制
説
を
基
本
的

に
承
認
し
、
実
定
法
上
の
権
利
が
語
ら
れ
、
こ
れ
に
先
行
し
国
家
以
前
の
存
在
論
的

な
権
利
の
実
在
を
積
極
的
に
説
く
た
め
の
方
法
を
有
し
な
い
論
者
に
は
、
そ
も
そ
も

そ
れ
を
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
訳
で
あ
る
。
否
、
語
ろ
う
と
欲
し
て
語
る
と
、
そ
れ

は
勢
い
「
意
思
」
に
還
元
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
趨
勢
の
中
で
、
独
自
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知―

ト
マ
ス
主
義

法
哲
学
・
国
法
学
遺
稿
集―

』
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
。

（
9
）　

J. M
essner, D

ie M
agna C

harta der Sozialordnung, S. 9.

（
10
）　

Johannes M
essner, D

as N
aturrecht. H

andbuch der G
esellschaftsethik, 

Staatsethik und W
irtschaftsethik, 5. neubearbeitete  u. w

esentlich erw
eiterte 

A
ufl., Innsbruck-W

ien 1966, S. 125, 479. 

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
生
涯

と
著
作
」、
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
『
社
会
と
倫
理
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
五

年
、
一
〇
二―

一
〇
三
頁
。

（
11
）　

J. M
essner, D

ie M
agn

a C
harta der S

ozialordn
u

n
g, S

.6; ders., D
as 

N
aturrecht, S. 24.

（
12
）　

R
udolf W

eiler, D
ie soziale B

otschaft der K
irche. E

in
fü

hru
n

g in
 die 

katholische Soziallehre, W
ien 1993, S. 24.

（
13
）　

A
nton R

auscher, Personalität, S
olidarität, S

ubsidiarität. K
atholische 

Soziallehre in Text und K
om

m
entar, K

öln 1975, S. 38.

（
14
）　

澤
田
昭
夫
「
補
完
性
原
理T

he P
rinciple of Subsidiarity: 

分
権
主
義
的
原
理
か

集
合
主
義
的
原
理
か
？
」
三
七―

三
八
頁
。
尚
、
ド
イ
ツ
語
版
に
即
し
た
同
箇
所
の

拙
訳
は
、
ア
ン
ト
ン
・
ラ
ウ
シ
ャ
ー
「
人
格
性
・
連
帯
・
補
完
性
」『
社
会
と
倫
理
』

第
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
）、
一
五
〇
、
一
五
一
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）　

尚
、
宮
川
教
授
の
指
摘
に
あ
る
通
り
、
Q 

A
の
原
文
中
に
は“ servato hoc 

subsidiarii officii principio”  

と
あ
り
、「
こ
の
補
完
義
務
の
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
守
る
こ
と
に

よ
っ
て
」
と
か
「
こ
の
補
完
責
務
の
原
理
に
忠
実
に
」
と
か
訳
せ
る
で
あ
ろ
う
。

詰
り
、
厳
密
に
言
う
と
、「
補
完
性
原
理
」
と
い
う
こ
の
ま
ま
の
形
で
の
術
語
は

見
ら
れ
な
い
。
該
当
箇
所
の
ド
イ
ツ
語
訳
は ” durch strenge B

eobachtung des 

P
rinzips der Subsidiarität“

と
な
っ
て
い
る
の
で
、「
補
完
性
原
理
を
厳
格
に
守
る

こ
と
に
よ
っ
て
」
と
訳
出
で
き
る
。
因
み
に
、
後
の
回
勅
の
な
か
で
は
、「
補
完
性

の
原
理
」principium

 subsidiaritatis

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
文
脈
に
よ
っ
て
主
格

以
外
の
格
変
化
形
で
登
場
す
る
の
で
は
あ
る
が
。

（
16
）　

Johannes M
essner, D

as N
aturrecht, S. 298 A

nm
. 4.

「
予
備
軍
」
と
は
、
そ
の

主
力
部
隊
が
そ
の
第
一
次
的
義
務
を
自
分
た
ち
だ
け
の
力
で
遂
行
し
得
な
い
場
合

に
、
投
入
さ
れ
る
軍
を
意
味
す
る
。

（
17
）　

A
nton R

auscher, Personalität, Solidarität, Subsidiarität, S. 40.

（
18
）　

L
othar Schneider, Subsidiäre G

esellschaft- E
rfolgreiche G

esellschaft, 3. 

ergänzte A
ufl., Paderborn 1983, S. 18. D

ort heißt es: ” T
he legitim

ate object 
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of governm
ent is to do for a com

m
unity of people w

hatever they need to 

have done but cannot do at all, or cannot so w
ell do for them

selves in their 

separate and individual capacities. In all that the people can individually do 

as w
ell as for them

selves, governm
ent ought not to interfere.“

（
19
）　

” D
er M

ensch ist von N
atur ebensosehr ein gesellschaftliches w

ie ein 

E
inzelw

esen.“

（J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 149.

）
こ
の
一
文
は
、
近
代
思

考
に
特
有
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
外
な
ら
な
い
個
人
主
義
な
い
し
個
体
主
義
が
前
提
さ

れ
た
と
こ
ろ
、
即
ち
、
い
わ
ゆ
る
先
進
諸
国
で
通
用
力
を
も
つ
個
体
主
義
的
存
在
理

解
が
前
提
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
て
い
る
（V

gl. J. M
essner, D

as N
aturrecht, 

S. 118

）。
尚
、
秋
葉
悦
子
訳
著
『
ヴ
ァ
チ
カ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
生
命
倫
理―

ヒ
ト
胚
の
尊
厳
を
め
ぐ
っ
て―
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
と
く
に
三
二―

三
五
頁
。

（
20
）　

V
gl. W

alter K
erber, Sozialethik, Stuttgart-B

erlin-K
öln 1998, S. 31― 34.

（
21
）　

M
ichael L

andm
ann, P

hilosophische A
nthropologie, B

erlin 1976, bes. S. 

172ff.

（
22
）　

J. M
essner, D

as G
em

einw
ohl, S. 37.

（
23
）　

Joseph K
ardinal H

öffner, C
hristliche G

esellschaftslehre, 8. A
ufl., K

evelaer 

1983; W
olfgang O

ckenfels, K
leine K

atholische Soziallehre, E
ine E

inführung - 

nicht nur für M
anager, 4. A

ufl., Trier 1992; B
ernhard Sutor, Politische E

thik: 

G
esam

tdarstellung auf der B
asis der C

hristlichen G
esellschaftslehre, Paderborn 

2. A
ufl., 1992.

（
24
）　

詳
細
は
、
水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知
』
第
一
章
、
及
び
第
九
章
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
25
）　

F
ranz Furger, C

hrist und G
esellschaft, E

lem
ente zu einer christlichen 

Sozialethik, Freiburg Schw
eiz 1978, S. 12. 

尚
、
最
も
よ
く
読
ま
れ
た
書
物

の
一
つ
に
、
上
掲J. H

öffner, C
hristliche G

esellschaftslehre

が
あ
る
。
そ
の

他
、A

lfred K
lose, D

ie K
atholische Soziallehre, G

raz 1979, Franz K
lüber, D

er 

U
m

bruch des D
enkens in der katholischen Soziallehre, K

öln 1982. O
sw

ald von 

N
ell-B

reuning, G
erechtigkeit und Freiheit, G

rundzüge katholischer Soziallehre, 

W
ien 1980. R

udolf W
eiler, E

inführung in die katholische Soziallehre, E
in 

system
atischer A

briß, G
raz-W

ien-K
öln 1991. K

lüber

（S. 30― 31

）
は
、
簡
に
し

て
要
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
訳
出
し
て
お
こ
う
。「
人
間
は
、
自
立

的
に
存
在
す
る
と
同
時
に
対
面
的
に
存
在
す
る
。
孤
立
的
に
存
在
す
る
と
同
時
に
社

会
と
共
に
存
在
す
る
、そ
う
し
た
生
き
方
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
あ
り
方
は
、

個
人
的
本
性
並
び
に
社
会
的
本
性
の
二
重
性
な
い
し
二
極
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
人
格
性
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
。
人
間
はens individuale 

並
び
に

ens sociale 

の
緊
張
統
一
の
う
ち
に
実
存
す
る
。
つ
ま
り
、
独
一
的
で
且
つ
社
会
志

向
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
人
格
性
は
こ
う
し
た
二
要
素
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
個
別
的
本
性
の
お
蔭
で
、
人
間
は
他
の
被
造
物
の
因
果
的
法
則
性
か
ら
解
放
さ

れ
て
お
り
、
自
己
の
洞
察
と
決
定
に
基
づ
い
て
自
由
に
行
為
す
る
。
人
間
は
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
ア
ウ
タ
ル
ク
［
自
足
的
］
な
、
つ
ま
り
自
分
だ
け
で
充
足
し
て

い
る
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
本
性
故
に
、
他
の
同
朋
と
共
に
生
き

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
人
格
性
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。」
尚
、
次
の
一
文
を
参

照
の
こ
と
。” Person ist aber nicht nur Selbstand, sie ist vielm

ehr Selbstand 

im
 G

egenüberstand zu anderen Personen.“

（W
ilhelm

 W
eber, Person in 

G
esellschaft, Paderborn 1978, S. 11.

）

（
26
）　

宮
川
俊
行
「『
補
完
性
原
理
』
の
ト
マ
ス
主
義
社
会
倫
理
学
的
考
察
」
一
三
頁
。

（
27
）　

J. M
essner, D

as G
em

einw
ohl, S. 40.

（
28
）　

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
良
心
論―

良
心
の
構
造
と
機
能
を
め
ぐ
っ

て―

」（『
自
然
法―

反
省
と
展
望
』
創
文
社
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。V

gl. J. 

M
essner, D

as N
aturrecht, S. 102, 314. 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
こ
の

見
解
を
支
持
し
て
い
る
。W

ilhelm
 W

eber, D
er soziale L

ehrauftrag der K
irche, 

K
atholische Soziallehre in Text und K

om
m

entar, K
öln 1975, S. 22. 

尚
、
附
言

し
て
お
く
と
、
伝
統
的
自
然
法
論
の
中
に
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
み
ら
れ
る
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
う
ち
の
概
念
演
繹
的
・
理
性
主
義
的
色
彩
の
濃
厚
な
も
の

をN
euscholastik bzw

. N
euthom

ism
us

（
新
ス
コ
ラ
主
義
、
新
ト
マ
ス
主
義
）
と

呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。

（
29
）　

秋
葉
悦
子
「
自
己
決
定
権
の
限
界
」（『
法
の
理
論
』
第
17
号
、
成
文
堂
、

一
九
九
七
年
）、
一
〇
五―

一
一
一
頁
。

（
30
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 153.
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（
31
）　

従
っ
て
、
メ
ス
ナ
ー
の
立
場
か
ら
は
、
文
化
と
自
然
と
に
つ
き
、
両
者
を
対
立
概

念
と
み
る
通
念
と
は
根
本
的
に
異
な
り
、
む
し
ろ
こ
れ
を
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
歴
史
的
思
惟
産
物
と
見
る
。
文
化
こ
そ
人
間
の
「
自
然
」
状
態
で
あ
る
。V

gl. J. 

M
essner, K

ulturethik, S. 336― 344. 

尚
、
こ
こ
で
人
間
の
社
会
的
本
性
、
自
然
法
、

共
同
善
を
考
察
す
る
に
際
し
て
伝
統
的
自
然
法
論
で
殊
の
ほ
か
重
視
さ
れ
て
き
た
家

族
共
同
体
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
我
々

人
間
が
、
と
に
も
か
く
に
も
現
代
に
い
た
る
ま
で
様
々
な
問
題
を
常
に
孕
み
な
が
ら

も
生
き
長
ら
え
て
き
て
い
る
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
全
面
的
に
認
め
る
と
こ
ろ
か

ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
そ
れ
は
人
間
の
基
本
的
存
在
単
位
と

し
て
「
家
族
（
共
同
体
）」
が
常
に
存
在
し
、
そ
れ
に
固
有
の
働
き
を
果
た
し
て
き

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。伝
統
的
自
然
法
論
で
は
、そ
れ
も
と
く
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー

に
お
い
て
は
、
人
間
の
共
同
生
活
一
般
に
お
け
る
家
族
共
同
体
の
全
人
間
的
次
元
に

対
し
て
深
く
寄
与
し
て
い
る
様
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
先
駆
と
し
て
メ
ス
ナ
ー

は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
伝
統
的
自
然
法
論
に
よ
っ

て
存
在
論
的
形
而
上
学
的
に
探
求
さ
れ
て
き
た
人
間
論
が
昨
今
の
自
然
人
類
学
や
霊

長
類
学
等
の
い
わ
ゆ
る
経
験
諸
科
学
に
よ
っ
て
も
基
本
的
に
支
持
さ
れ
補
強
さ
れ
て

い
る
事
態
を
私
は
興
味
深
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
R 
N
で
も
最
初
か
ら
家
族
の
意

義
が
強
調
さ
れ
て
い
た
（
本
稿
第
六
、
第
八
節
参
照
）。

（
32
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 156. D

ie G
esellschaft ist ” das Verbundensein 

von M
enschen zur gegenseitigen F

örderung in der E
rreichung des durch 

die existentiellen Zw
ecke geforderten vollm

enschlichen Seins“ . 
こ
こ
で
上

記
社
会
の
定
義
中
に
登
場
し
た
実
存
的
諸
目
的die existentiellen Zw

ecke
（J. 

M
essner, D

as N
aturrecht, S. 43ff.

）
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
を
施
す
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
「
ス
ベ
テ
ノ
事
物
ノ
本
性
ハ
、
ソ
ノ
働

キ
カ
ラ
明
ラ
カ
ニ
ナ
ル
。」（N

atura enim
 uniuscuiusque rei ex eius operatione 

ostenditur.

）
と
言
っ
た
（Sanctus T

hom
as de A

quino, Sum
m

a theologiae, I, 

qu. 76, a. 1.

）。
確
か
に
、
あ
る
事
物
の
作
用
様
態
は
、
そ
の
実
体
と
存
在
と
を
示

す
。
科
学
は
、
一
般
に
生
命
の
な
い
自
然
や
自
然
の
法
則
を
捉
え
る
に
当
た
っ
て
、

そ
の
事
物
の
う
ち
に
作
用
し
て
い
る
諸
力
を
観
察
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
同
様

に
、
生
命
の
あ
る
自
然
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ
の
行
為
の
仕
方
、
と
り
わ
け
て
そ

の
環
境
へ
の
応
答
の
仕
方
を
観
察
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
と
す
れ
ば
、
人
間
の

本
性
や
人
間
に
固
有
な
行
為
法
則
を
尋
ね
る
場
合
に
も
他
の
方
法
が
あ
る
訳
で
は
な

い
。
従
っ
て
、我
々
は
、人
間
の
中
に
働
い
て
い
る
と
知
ら
れ
る
諸
力
や
諸
傾
動
（
傾

向Triebe

）
を
究
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
る
と
、
直
ち
に
次
の
も
の
が
観

察
さ
れ
る
。
自
己
維
持
、栄
養
摂
取
本
能
、生
計
保
障
へ
の
傾
動
（
未
来
へ
の
配
慮
）、

性
的
衝
動
、
両
親
の
子
供
へ
の
愛
、
家
族
生
活
へ
の
傾
動
、
社
交
へ
の
傾
動
、
経
験

や
知
識
を
広
め
よ
う
と
す
る
傾
動
、
美
へ
の
傾
動
、
他
人
か
ら
尊
重
さ
れ
た
い
と
願

う
傾
動
、
最
高
存
在
と
の
正
し
い
関
係
に
入
ろ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
傾
動
、
そ
の
他

一
切
の
目
的
を
含
め
て
幸
福
へ
の
傾
動
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
観
察
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。

　
　
　

こ
れ
ら
今
列
挙
し
た
も
の
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
内
の
若
干
は
動
物
と
共
通

し
、
又
他
の
も
の
は
相
違
し
て
い
る
。
人
は
、
自
己
内
の
傾
動
を
理
解
し
、
そ
の
傾

動
と
傾
動
内
在
的
目
的
と
の
連
関
を
［
例
え
ば
、
栄
養
本
能
が
個
人
の
生
命
や
健
康

維
持
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
を
］
把
握
し
得
る
。
更
に
、
そ
の
傾
動
を
充
た
し
て
そ

の
目
的
を
遂
げ
る
こ
と
が
適
切
か
否
か
、
又
そ
の
際
問
題
に
な
り
う
る
と
し
て
そ
の

程
度
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
こ
う
し
た
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
部

分
的
に
は
（
人
間
と
し
て
の
）
自
己
自
身
に
、
そ
の
自
己
決
定
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
飲
食
に
即
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
摂
取
方
法
、
及
び
、
摂

取
量
は
、
自
己
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
適
量
に
控
え
る
場
合
に

の
み
「
理
性
的
本
性
に
適
っ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、そ
し
て
そ
れ
が
責
任
に
適
っ

て
い
る
こ
と
を
人
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
［
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
プ

ロ
ネ
ー
シ
ス
、
思
慮
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
］。
そ
し
て
こ
う
し
た
責
任
と
一
致

し
た
行
為
を
行
う
こ
と
へ
の
「
一
種
の
内
的
な
傾
動
」
を
、
即
ち
、
義
務
の
必
然
性

を
、
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
人
は
、
他
の
人
間
に
も
直
ち
に
同

じ
理
性
的
本
性
を
認
め
、
そ
れ
と
共
に
、
他
人
に
求
め
も
す
れ
ば
、
又
他
人
か
ら
求

め
ら
れ
も
す
る
特
定
の
諸
行
為
態
様
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
、
倫
理
及
び
法
の
存

在
論
的
基
盤
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
う
し
た
メ
ス
ナ
ー
の
方
法
論
に
批
判
的
な
カ
ト

リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
者
が
い
な
い
訳
で
は
な
い
。
同
じ
自
然
法
論
者
で
あ
っ
て
も
別

の
立
場
を
採
る
者
に
、Franz M

artin Schm
ölz, E

berhard Schockenhoff, M
artin 

R
honheim

er
等
が
見
ら
れ
る
。
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（
33
）　

拙
稿
「
自
然
法
論
的
認
識
論―

メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
一
貢
献―

」（『
法
と

国
家
の
基
礎
に
あ
る
も
の
』
創
文
社
、
一
九
八
九
年
）
二
七
四―

二
七
五
頁
。

（
34
）　

こ
の
認
識
主
体
の
本
性
に
融
合
し
た
ま
ま
で
の
「
本
性
適
合
的
認
識
」
と
、
反
省

化
し
対
象
化
す
る
「
概
念
化
的
認
識
」
に
つ
い
て
は
、水
波
朗
「
指
月
の
譬
え
」『
創

文
』
第
四
三
二
号
（
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
が
示
唆
的
で
あ
る
。

（
35
）　

J. M
essner, D

as G
em

einw
ohl, S. 91― 94.

（
36
）　

” D
as G

em
einw

ohl besteht in der aus der gesellschaftlichen Verbundenheit 

der G
esellschaftsglieder erw

achsenden H
ilfe für die eigenverantw

ortliche 

E
rfüllung der ihnen in ihrer N

atur vorgezeichneten persönlichen und 

gesellschaftlichen L
ebensaufgaben.“

（J. M
essner, D

as G
em

einw
ohl, S. 92

）

尚
、他
の
箇
所
（J. M

essner, E
thik. K

om
pendium

 der G
esam

tethik, 1954, S.456

）

で
は
簡
潔
に
「
人
間
本
性
の
充
足
的
展
開
と
な
る
前
提
を
全
面
的
に
創
り
出
す
社
会

目
的
」
を
共
同
善
と
す
る
。

（
37
）　

公
法
と
私
法
の
形
式
的
区
分
論
は
、
と
り
わ
け
近
代
社
会
の
成
立
と
、
言
い

換
え
れ
ば
、
国
家
と
市
民
社
会
と
の
区
別
（U

nterschied vom
 Staat und der 

G
esellschaft

）
と
関
連
し
て
い
る
。
団
藤
重
光
『
法
学
の
基
礎
』（
有
斐
閣
、

一
九
九
六
年
）
八
八
頁
以
下
。

（
38
）　

自
然
法
、
殊
に
伝
統
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら
み
た
自
然
法
と
経
済
社
会
体
制
の

問
題
に
つ
い
て
、
野
尻
武
敏
『
転
換
期
の
政
治
経
済
倫
理
序
説―
経
済
社
会
と
自

然
法―

』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）「
第
8
章　

経
済
社
会
体
制
と
自

然
法
思
想
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
39
）　

A
llgem

ein
in

teresse u
. A

llgem
ein

w
oh

l bzw
. In

dividu
alism

u
s u

. 

K
ollektivism

us

に
つ
い
て
略
記
し
て
お
こ
う
。
一
般
利
益
と
一
般
善
と
訳
語
を
与

え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
両
者
は
同
義
語
と
し
て
使
う
こ
と
も
出
来
る
。
し
か
し
、
一

般
利
益
が
個
人
の
利
益
や
集
団
の
利
益
の
「
均
衡
」A

usgleich

の
結
果
で
し
か
な

い
と
し
た
ら
（
我
国
の
憲
法
学
者
の
理
解
に
よ
る
「
公
共
の
福
祉
」
と
は
正
に
こ
の

「
諸
権
利
の
調
整
」
と
し
か
見
な
い
）、
そ
れ
は
異
義
語
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
は
物
質
的
利
益
へ
の
傾
斜
が
見
ら
れ
が
ち
で
、
利
益
調
整
の
た
め
の
民
主
主

義
的
権
力
獲
得
が
主
要
関
心
事
と
な
る
。
そ
れ
は
正
義
の
全
面
的
な
実
現
と
し
て
の

共
同
善
原
理
に
悖
る
。
個
体
主
義
に
は
更
に
唯
名
論
が
附
着
す
る
。
す
る
と
、
例
え

ば
、「
同
じ
人
間
の
尊
厳
」、「
同
じ
人
間
の
権
利
」
と
い
う
も
の
す
ら
、
そ
れ
が
「
共

通
の
も
の
」「
一
般
的
な
も
の
」
で
あ
る
以
上
「
虚
構
」
と
さ
れ
、
基
礎
が
剥
奪
さ

れ
て
し
ま
う
。
以
上
は
個
体
主
義
の
帰
結
で
あ
る
が
、対
極
に
立
つ
集
合
主
義
で
は
、

事
態
は
改
善
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
弊
害
は
余
り
に
も
明
白
と
な
っ
た
。「
我
々

の
結
論
は
、
そ
れ
［
＝
共
同
善
］
は
超
個
人
的
な
独
自
の
現
実
在
で
あ
り
、
し
か

も
、
人
間
は
超
社
会
的
な
独
自
の
現
実
在
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。」（J. 

M
essner, D

as G
em

einw
ohl, S. 119.

）

（
40
）　

W
ilhelm

 W
eber, Person in G

esellschaft, Paderborn 1978, S. 29f. V
gl. auch 

B
ernd K

ettern, Sozialethik und G
em

einw
ohl, B

erlin 1992, S. 120― 123.

（
41
）　

O
sw

ald von N
ell-B

reuning, G
erechtigkeit u

n
d F

reiheit. G
ru

n
dzü

ge 

katholischer Soziallehre, W
ien 1980, S. 34― 36.

（
42
）　

例
え
ば
、
共
同
善
を
形
而
上
学
的
観
点
か
ら
論
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
メ
ス
ナ
ー

は
、
英
米
圏
で
耳
に
し
な
い
中
欧
独
特
の
表
現
を
三
つ
取
り
上
げ
て
そ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
性
を
告
発
し
て
い
る
。
そ
の
三
つ
の
表
現
と
し
て
、「
世
界
観
的
多
元
主
義
」

w
eltanschaulicher P

luralism
us

、「
新
し
い
寛
容
の
理
念
」die neue Idee der 

Toleranz

、「
政
治
の
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
」die E

ntideologisierung der Politik

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
用
語
だ
け
を
聞
け
ば
何
ら
違
和
感
を
覚
え
な
い
こ
れ
ら
の
語

句
は
、
メ
ス
ナ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
反
形
而
上
学
的
人
間
観
、
社
会
観
、
共
同
善
観

を
有
す
る
政
党
の
「
反
形
而
上
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
隠
蔽
す
る
用
語
」、
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
所
謂
「
説
得
定
義
」persuasive definition

に
外
な

ら
な
い
。
結
局
、
こ
う
し
た
反
形
而
上
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
現
実
に
対
す
る

人
々
の
目
を
晦
ま
し
、
現
実
在
の
本
質
的
特
徴
へ
の
通
路
を
遮
蔽
し
て
し
ま
う
。
同

様
の
欺
瞞
は
、生
命
倫
理（
学
）の
分
野
で
も
着
実
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
エ
ン
リ
ケ
・

プ
ラ
ー
ト
（E

. H
. P

rat, S. 62.

）
に
よ
れ
ば
、「
胎
児
の
殺
害
」
を
「
妊
娠
の
中
断
（
中

絶
）」
と
言
い
換
え
、「
自
殺
（
自
己
殺
害
）」
を
「
自
由
死
」
と
言
い
換
え
、
そ
し

て
「IV

F

用
に
と
っ
て
あ
っ
た
が
最
早
不
要
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ヒ
ト
胚
の
殺
害
」

を
「
余
剰
胚
を
そ
の
運
命
に
委
ね
る
」
な
ど
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
実

を
隠
蔽
す
る
風
潮
が
見
ら
れ
る
。更
に
、一
般
的
に
は
見
逃
さ
れ
て
い
る
が
、従
来「
安

楽
死
」E

uthanasie 

と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
、
昨
今
我
が
国
の
生
命
刑
法
学
で

は
、「
臨
死
介
助
」
と
い
う
訳
の
分
ら
ぬ
、
少
な
く
と
も
不
適
切
な
訳
語
を
与
え
て
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深
い
考
慮
な
し
に
導
入
す
る
向
き
が
あ
る
。
原
語
の Sterbehilfe 

に
つ
い
て
す
ら
、

そ
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
で
あ
る
。V

gl. G
ünther P

öltner, 

G
rundkurs M

edizin-E
thik, W

ien 2002, S. 251― 262.
（
43
）　

J. M
essner, D

as G
em

einw
ohl, S. 103― 247.

（
44
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S.727. ” D

er Staat ist die m
it höchster 

H
errschaftsgew

alt ausgestattete G
em

einschaft eines auf bestim
m

tem
 

G
ebiete seßhaften Volkes zur allseitigen B

egründung seines G
em

einw
ohls.“

（
45
）　

V
gl. J. M

essner, D
as N

aturrecht, S. 725. ” D
ieser Zw

eck ist die um
fassende 

und allseitige E
rfüllung der von der Vollw

irklichkeit der m
enschlichen 

N
atur geforderten gesellschaftlichen G

rundfunktionen des Selbstschutzes 

der G
em

einschaft sow
ie der Sicherung ihrer R

echtsordnung und ihrer 

allgem
einen W

ohlfahrt.“

（
46
）　

拙
稿
「
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
に
お
け
る
自
然
法
の
意
義―

カ
ト
リ
ッ
ク
社
会

理
論
入
門―

」『
社
会
倫
理
研
究
』
第
四
号
、
一
九
九
六
年
、
一
八―

二
一
頁
。

（
47
）　

A
rthur F

ridolin U
tz O

P, R
echt und G

erechtigkeit. T
hom

as von A
quin: 

T
heologische S

um
m

e II-II, F
ragen 57― 79. N

achfolgefassung von B
d. 18 

der D
eutschen T

hom
asausgabe. N

eue Ü
bersetzung von J. F. G

roner. 

A
nm

erkungen, sow
ie vollständig überarbeiteter und ergänzter K

om
m

entar 

von A
. F. U

tz, B
onn 1987. 

社
会
倫
理
学
体
系
全
五
巻D

ie Sozialethik

（1. Teil, 

D
ie P

rinzipien der G
esellschaftslehre; 2. Teil, R

echtsphilosophie; 3. Teil, D
ie 

soziale O
rdnung; 4. Teil, W

irtschaftsethik; 5. Teil, D
ie politische E

thik
）
は
、
メ

ス
ナ
ー
『
自
然
法
』
と
並
ぶ
、
最
高
級
の
社
会
倫
理
学
大
全
で
あ
る
。
又
、カ
ト
リ
ッ

ク
社
会
倫
理
学
の
重
要
資
料
（
社
会
倫
理
学
全
般
の
文
献
目
録
、
教
会
文
書
、
教
皇

回
勅
、ピ
ウ
ス
十
二
世
教
皇
の
社
会
大
全
等
）
の
編
纂
で
も
大
変
な
功
労
が
あ
っ
た
。

ウ
ッ
ツ
に
つ
い
て
は
、
野
尻
武
敏
訳
『
第
三
の
道
の
哲
学
』（
新
評
論
、
一
九
七
八

年
）、
島
本
美
智
男
訳
『
経
済
社
会
の
倫
理
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）、
島
本

美
智
男
「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
ウ
ッ
ツ
の
経
済
秩
序
倫
理
学
」（『
社
会
と
倫
理
』
第
十

号
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
48
）　

A
rthur F

ridolin U
tz, W

as ist katholische S
oziallehre?, K

irche und 

G
esellschaft N

r. 46, K
öln 1978, S. 3.

（
49
）　

A
. F. U

tz, W
as ist katholische Soziallehre?, S. 5.

（
50
）　

A
. F. U

tz, W
as ist katholische Soziallehre?, S. 3.

（
51
）　

A
. F. U

tz, W
as ist katholische Soziallehre?, S. 3.

（
52
）　

A
. F. U

tz, W
as ist katholische Soziallehre?, S. 4.

（
53
）　

A
. F. U

tz, W
as ist katholische Soziallehre?, S. 2.

（
54
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 179.

（
55
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 189.

（
56
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 190― 191.

（
57
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 190.

（
58
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 193.

（
59
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 193f.

（
60
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 194.

（
61
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 196.

（
62
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 196.

（
63
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 197.

（
64
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 197. 

引
用
文
中
の
傍
点
は
、
メ
ス
ナ
ー
に
よ
る

強
調
。

（
65
）　

J. M
essner, K

ulturethik, S. 346.

（
66
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 154, 198.

（
67
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 199.

（
68
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 200.

（
69
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 212. 

註
（
36
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
70
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 212. 

ベ
ル
ギ
ー
の
法
哲
学
者
ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン

は
、
同
じ
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
公
共
善
（
国
家
的
共
同
善
）
は
「
完
全
な

人
間
的
善
」le bien hum

ain com
plet

に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の

世
の
生
活
と
諸
価
値
の
次
元
で
人
間
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
共
善
に
無
縁
で

あ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
の
素
材
・
質
料
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
公
共
善
は
、
こ

の
世
の
一
切
の
事
物
を
含
ん
で
い
る
。
公
共
善
の
質
料
的
対
象
は
こ
の
世
の
一
切
の

事
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
現
実
に
公
共
善
の
内
容
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
の

は
、「
形
相
的
」
対
象
と
の
連
関
に
お
い
て
で
あ
る
。
即
ち
、
形
相
的
対
象
と
し
て
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ダ
バ
ン
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
四
観
点
に
よ
っ
て
汲
み
上
げ
ら
れ
る
限
り
に
お
い

て
、
こ
の
世
の
一
切
の
事
物
が
、
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
、
即
ち
、

具
体
的
公
共
善
へ
と
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
。Jean D

abin, L
’É

tat ou le politique. 

E
ssai de définition, D

alloz Paris 1957, p. 94.

（
71
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 213.

（
72
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 213.

（
73
）　

V
gl. J. M

essner, D
as N

aturrecht, 1. A
ufl., Innsbruck-W

ien 1950, S. 197.

（
74
）　

A
u m

ilieu, B
reue an den französischen K

lerus, 16. 2. 1892, zitiert aus J. 

M
essner, D

as G
em

einw
ohl, S. 10 sow

ie J. M
essner, D

ie soziale Frage, S. 365.

（
75
）　

憲
法
学
で
は
、
一
般
的
に
、
憲
法
規
範
が
一
方
で
は
「
授
権
」
規
範
で
あ
り
、
他

方
で
は
「
制
限
」
規
範
で
あ
る
と
い
う
。

（
76
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, 5. A

ufl., S. 294.

（
77
）　

J. M
essner, E

thik, S. 267.

（
78
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 295.

（
79
）　

J. M
essner, E

thik, S. 267.

（
80
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 296.

（
81
）　

Johannes M
essner, D

ie soziale Frage, 7. neubearbeitete und erw
eiterte 

A
uflage m

it dem
 U

ntertitel: Im
 B

lickfeld der Irrw
ege von gestern, der 

Sozialkäm
pfe von heute, der W

eltentscheidung von m
orgen, 1964, S. 377.

（
82
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 298.

（
83
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 298f.

（
84
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 503.

（
85
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 503.

（
86
）　

水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知
』、
三
四
四
頁
。

（
87
）　

R
udolf W

eiler, E
inführung in die katholische Soziallehre. E

in system
atischer 

A
briß, G

raz W
ien K

öln, 1991, S. 40― 41.

（
88
）　

W
ilhelm

 W
eber, Person in G

esellschaft, Schöningh-Verlag Paderborn 1978, 

S. 28ff.

（
89
）　

Franz K
lüber, K

atholische Soziallehre und dem
okratischer Sozialism

us, 

B
onn- B

ad G
odesberg 1974, S. 11― 26.

（
90
）　

B
ernhard Sutor, Politische E

thik. G
esam

tdarstellung auf der B
asis der 

C
hristlichen G

esellschaftslehre, S. 32― 39.

（
91
）　

B
ernhard Sutor, Politische E

thik, S. 32.

（
92
）　

B
ernhard Sutor, Politische E

thik, S. 32.

（
93
）　

B
ernhard Sutor, Politische E

thik, S. 32f.

（
94
）　

B
ernhard Sutor, Politische E

thik, S. 33.

（
95
）
神
原
和
宏
「
共
和
主
義
の
お
け
る
自
由
の
概
念
に
つ
い
て
」
三
島
淑
臣
教
授
古
希

祝
賀
『
自
由
と
正
義
の
法
理
念
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
96
）　

宗
岡
嗣
郎
「
自
由
の
法
理
」
三
島
淑
臣
教
授
古
希
祝
賀
『
自
由
と
正
義
の
法
理
念
』

参
照
。

（
97
）　

J. M
essner, D

ie soziale Frage, S. 353.

（
98
）　

R
udolf W

eiler, E
inführung in die katholische Soziallehre, S. 40.

（
99
）　

水
波
朗
『
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）

九
二
頁
。

（
100
）　

拙
稿
「『
百
周
年
回
勅
』
の
今
日
的
意
義
（
二
）―

法
哲
学
的
観
点
か
ら―

」

『
社
会
倫
理
研
究
』
第
二
号
、
社
会
倫
理
研
究
所
、
一
九
九
三
年
、
九
七―

一
二
七
頁
。

（
101
）　

宮
川
俊
行
「『
補
完
性
原
理
』
の
ト
マ
ス
主
義
社
会
倫
理
学
的
考
察
」
二
頁
。

（
102
）　

K
A

B

（H
rsg.

）, Text zur katholischen Soziallehre, S. 121. B
ernhard Sutor, 

Politische E
thik, S. 37.

（
103
）　

A
nton R

auscher, Personalität, Solidarität, Subsidiarität, S. 39.

（
104
）　

Franz Furger, C
hrist und G

esellschaft, S. 41.

（
105
）　

O
sw

ald von N
ell-B

reuning, G
erechtigkeit und Freiheit, S. 34― 35.

（
106
）　

Franz Furger, C
hrist und G

esellschaft, S. 36.

（
107
）　

拙
稿
「
共
同
善―

伝
統
的
自
然
法
論
な
い
し
社
会
倫
理
学
に
お
け
る
そ
の
概
念

と
機
能
を
め
ぐ
っ
て―

」
経
済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』X

X
V

I,

現

代
書
館
、
二
〇
〇
四
年
、
六
七―

七
九
頁
。

（
108
）　

J. M
essner, D

ie soziale Frage, 7. A
ufl., 1964, S. 368― 369.

（
109
）　

J. M
essner, D

ie soziale Frage, S. 377.

（
110
）　

水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知
』
三
三
九
頁
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。「
観
念
的

に
事
を
考
え
る
こ
と
に
慣
ら
さ
れ
た
大
方
の
日
本
人
は
、『
補
完
性
の
原
理
』と
い
っ
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た
言
葉
を
聞
く
と
、
こ
れ
を
何
か
補
完
性
原
理
思
想
・
観
念
・
概
念
と
捉
え
て
、
こ

れ
が
現
実
に
各
国
家
内
に
働
き
存
在
す
る
存
在
論
的
現
実
在
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し

な
い
。
し
か
し
正
し
く
は
補
完
性
は
国
家
を
あ
ら
し
め
て
い
る
国
家
的
本
性
法
則

（
自
然
法
法
則
）
の
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
で
、
そ
の
国
家

作
用
が
こ
れ
に
従
っ
て
働
い
て
い
る
限
り
で
の
み
諸
々
の
社
会
集
団
の
多
種
多
様
な

共
同
善
の
現
実
化
が
、
そ
の
総
体
と
し
て
の
国
家
的
公
共
善
の
現
実
化
が
あ
り
、（
公

共
善
は
即
ち
国
家
の
固
有
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
）
国
家
の
存
在
が
あ
る
の
で

あ
る
。」

（
111
）　

例
え
ば
、
秋
葉
悦
子
訳
著
『
ヴ
ァ
チ
カ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
生
命
倫
理
』
一
〇

頁
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
本
書
で
多
く
の
セ
ラ
論
文
を
取
り
上
げ
た
理
由
の
一

つ
は
、
博
士
の
論
文
が
、
高
度
に
専
門
的
な
最
先
端
の
自
然
科
学
の
知
識
を
扱
う
も

の
で
あ
り
な
が
ら
、
自
然
科
学
に
従
事
す
る
人
ば
か
り
で
な
く
、
臨
床
医
に
も
、
倫

理
学
者
に
も
、
一
般
の
人
々
に
も
十
分
理
解
で
き
る
よ
う
に
細
心
の
配
慮
が
払
わ
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
知
識
を
持
た
な
い
人
々
の
た
め
に
、
神

学
的
記
述
は
最
低
限
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
。」

（
112
）　

J. M
essner, D

ie soziale Frage, S. 334. 

水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知
』
二
九
八―

三
一
三
頁
。

（
113
）　

拙
稿
「
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
の
現
代
的
意
義―
出
会
い
と
そ
の
発
展
相

及
び
射
程
に
つ
い
て―

」
高
橋
広
次
編
『
現
代
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
論
』

一
九
九
八
年
、
一
九
三
頁
。

（
114
）　

A
lfred K

lose, D
ie K

atholische Soziallehre, S. 11f., 19ff. u. 25.

（
115
）　

水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知
』
三
一
三
頁
。

（
116
）　

Franz K
lüber, D

er U
m

bruch des D
enkens in der katholischen Soziallehre, 

K
öln 1982, S. 10f.

（
117
）　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 310f.
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