
1

三重大学法経論叢　第 36 巻　第 2 号　1―19　2019 年 3 月

目
次

は
じ
め
に

第
一
章　

サ
ン
デ
ル
の
基
本
的
な
立
場

　

第
一
節　

サ
ン
デ
ル
の
立
場
の
特
徴
と
変
遷

　

第
二
節　

市
場
に
対
す
る
考
え
方

第
二
章　

サ
ン
デ
ル
の
「
市
場
の
道
徳
的
限
界
論
」
の
内
容

　

第
一
節　
「
市
場
の
道
徳
的
限
界
論
」
で
検
討
さ
れ
て
い
る
具
体
的
事
例

　

第
二
節　

市
場
が
道
徳
的
限
界
を
も
つ
根
拠

　
　

第
一
項　

不
平
等
に
関
し
て　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
、
本
号
）

は
じ
め
に

　

政
治
に
お
け
る
自
由
と
市
場
に
お
け
る
自
由

―
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
ど

ち
ら
だ
ろ
う
か
。

　

本
来
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
政
治
と
は
、
自
己
統
治
や
自
律
、
自
発
的
・
能

動
的
な
参
加
と
い
う
理
念
、
共
同
で
こ
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
自
由
と
い
う
理
念

と
不
可
分
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
政
治
に
お
け
る
自
由
は
、
市
場
に
お
け

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
「
市
場
の
道
徳
的
限
界
論
」
の
意
義
と
課
題
（
一
）

麻　

野　

雅　

子

る
自
由
、
経
済
活
動
の
自
由
、
消
費
に
お
け
る
自
由
ほ
ど
に
は
実
感
さ
れ
て
い
な

い
。
政
治
が
権
力
者
間
の
闘
争
や
強
者
の
利
害
追
求
行
為
と
理
解
さ
れ
る
な
ら
、

一
般
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
政
治
は
、
強
制
や
義
務
を
意
味
す
る
も
の
に
な
り
、

黙
認
や
服
従
と
い
う
行
為
、
諦
め
や
無
関
心
と
い
う
感
情
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な

ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
政
治
と
自
由
の
隔
た
り
は
大
き
く
な
り
、
自
由
は
、
私
的

な
領
域
、
と
り
わ
け
市
場
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

現
在
政
治
が
忌
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
市
場
は
そ
の
信
頼
を
厚

く
し
て
い
る
。
市
場
で
の
取
引
に
対
し
て
は
、
規
制
を
最
小
限
に
し
、
そ
の
自
由

を
妨
げ
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

「
見
え
ざ
る
手
」
の
議
論
に
あ
る
よ
う
に
、市
場
で
の
自
由
競
争
が
実
現
す
れ
ば
、

価
格
の
自
動
調
節
機
能
に
よ
り
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
適
切
に
分
配
さ
れ
、
公
共
の

利
益
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
び
と
は
、
私
益
を
求
め
て

自
由
に
行
為
し
さ
え
す
れ
ば
、
市
場
を
介
し
て
、
公
共
の
利
益
の
実
現
を
は
か
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
単
純
に
こ
う
し
た
市
場
の
万
能
性
が
信
じ
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
は
い
え
、
市
場
は
効
率
性
と
、
政
治
は
非
合
理
や
非
効

率
、
腐
敗
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
規
制
緩
和
や
民
営
化
、
自
由
化
な
ど
、
市
場
原
理
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に
依
拠
し
た
政
治
手
法
が
広
く
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

実
際
、
市
場
経
済
の
も
と
で
、
質
が
高
く
多
様
性
に
富
ん
だ
商
品
が
提
供
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
人
び
と
は
、
自
分
の
欲
し
い
も
の
を
購
入
で
き
る
消
費
の
自
由

を
謳
歌
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
市
場
で
の
自
由
、
消
費
行
為
で
の

自
由
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
自
由
の
モ
デ
ル
だ
と
み
な
す
よ
う

に
な
り
、
政
治
に
お
い
て
も
、
同
様
の
自
由
を
実
現
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な

る
。
代
議
制
民
主
主
義
を
採
用
す
る
現
代
の
政
治
に
お
い
て
中
核
的
行
為
で
あ
る

投
票
は
、
そ
う
し
た
自
由
観
と
親
和
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
投
票
は
、
投
票
す

る
側
に
、
棄
権
の
自
由
も
含
め
て
、
選
択
の
自
由
を
与
え
て
お
り
、
強
制
や
義
務

の
意
識
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
、
投
票
で
き
る
政
党
や
候
補
者
が

明
示
さ
れ
て
お
り
、
市
場
で
消
費
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト
や
店
頭
に
並

ぶ
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
吟
味
し
購
入
す
る
行
為
と
似
て
い
る
。
票
を
得
よ
う
と
す
る

政
党
や
候
補
者
は
、
市
民
の
意
向
や
嗜
好
を
把
握
す
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
基
づ

い
て
、政
策
を
提
示
す
る
こ
と
で
、自
分
た
ち
が
市
民
の
好
み
に
合
っ
た
「
商
品
」

（
選
択
肢
）
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
加
え
て
、
政
党
や
候
補
者
は
、
高

度
消
費
社
会
の
商
品
の
よ
う
に
、実
現
す
べ
き
政
策
の
効
用
を
説
く
だ
け
で
な
く
、

自
分
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
に
精
を
出
す
。
投
票
行
為
を
消
費
行
為
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
党
や
候
補
者
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
を
進

ん
で
受
け
入
れ
る
素
地
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
政
治
に

お
け
る
選
択
行
為
も
ま
た
、
日
常
的
な
消
費
活
動
で
経
験
す
る
よ
う
な
商
品
の
選

択
行
為
と
近
づ
け
て
い
く
こ
と
を
望
ま
し
い
と
す
る
考
え
方
が
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

消
費
者
の
よ
う
に
政
治
に
関
わ
る
こ
と
は
、
政
党
活
動
や
組
合
活
動
、
地
域
活

動
な
ど
、
直
接
自
己
統
治
や
自
治
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
活
動
と
比
べ
る
と
負
担

は
少
な
い
。も
と
も
と
政
治
活
動
の
多
く
は
、労
働
に
基
礎
を
お
い
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
新
自
由
主
義
の
受
容
が
進
む
現
在
、
雇
用
が
流

動
化
す
る
と
と
も
に
、
非
正
規
を
含
め
雇
用
の
あ
り
方
が
多
様
化
し
、
労
働
は
、

政
治
活
動
の
基
礎
と
し
て
機
能
し
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
モ
ー
ル
の
広
が
り
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
が
、
地
域
の
消
費
を
支
え
て
い

た
商
店
街
の
没
落
を
生
み
、
地
域
の
政
治
の
担
い
手
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ

た
。
政
治
に
積
極
的
・
能
動
的
に
参
加
す
る
こ
と
の
意
義
は
認
め
て
い
て
も
、
ど

う
い
う
立
場
や
利
害
に
基
礎
を
お
い
て
よ
い
の
か
確
信
が
持
て
ず
、
し
り
込
み
す

る
人
も
多
く
な
る
。
ま
た
、
労
働
が
不
安
定
化
す
る
の
に
比
例
し
て
、
消
費
行
為

が
自
由
を
実
現
で
き
る
行
為
と
し
て
そ
の
優
位
性
を
増
し
て
い
く
。
商
品
が
ま
と

う
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
つ
つ
、
自
ら
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
生
活
を
彩
り
、
自
分
ら
し

さ
を
表
現
す
る
私
的
な
営
み
の
な
か
に
、
自
由
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
政
治
思
想
に
は
、
政
治
行
為
と
消
費
行
為
を
区
別
し
、
消
費
行
為
の

影
響
を
排
し
た
独
自
の
行
為
様
式
と
し
て
政
治
行
為
を
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
見

方
も
あ
る
。
自
分
た
ち
の
社
会
を
自
分
た
ち
の
手
で
作
る
と
い
う
政
治
的
自
由
に

価
値
を
置
き
、
消
費
や
労
働
と
い
っ
た
市
場
で
の
行
為
と
は
異
な
る
政
治
行
為
の

意
義
を
示
し
て
、
政
治
の
復
権
を
唱
え
る
諸
議
論
の
中
核
に
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン

ト
の
思
想
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ア
レ
ン
ト
は
、『
人
間
の
条
件
』の
な
か
で
、

人
間
の
行
為
を
「
労
働
」「
仕
事
」「
活
動
」
に
分
類
す
る
。
そ
こ
で
の
「
労
働
」

と
は
、
人
間
が
自
分
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
行
う
活
動
、
消
費
の
た
め
に
必

要
な
物
を
作
る
活
動
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
は
奴
隷
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
。「
仕
事
」
と
は
、
人
間
と
は
独
立
に
存
在
で
き
る
耐
久
性
の
あ
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る
物
を
作
り
だ
す
活
動
、
人
工
的
な
世
界
を
も
っ
と
有
益
で
も
っ
と
美
し
く
し
よ

う
と
す
る
活
動
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
両
者
は
、
自
然
的
か
非
自
然
的
か
、
作
り

だ
さ
れ
る
物
に
耐
久
性
や
永
続
性
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
軸
で
分
類
さ
れ
る
が
、

現
在
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
消
費
財
と
な
り
、
両
者
の
境
界
が
不
明
確
に

な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ア
レ
ン
ト
は
、「
労
働
」
や
「
仕
事
」
を
こ
う
定
義

し
た
う
え
で
、政
治
行
為
で
あ
る
「
活
動
」と
明
確
に
区
別
す
る
。「
活
動
」と
は
、

「
物
あ
る
い
は
事
柄
の
介
入
な
し
に
直
接
人
と
人
の
間
で
行
わ
れ
る
唯
一
の
活
動

力
」
と
定
義
さ
れ
、
多
様
な
人
間
が
集
ま
っ
て
言
論
に
よ
っ
て
自
ら
を
表
現
し
政

治
体
（
世
界
）
を
作
り
だ
す
活
動
で
あ
る
と
と
も
に
、
公
の
光
の
な
か
に
現
れ
る

こ
と
で
自
分
自
身
の
存
在
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
活
動
と
さ
れ
る
。
こ
の
活
動
に

は
、
人
び
と
の
記
憶
に
残
る
と
い
う
方
法
以
外
永
続
性
は
な
い
が
、
ア
レ
ン
ト
に

と
っ
て
こ
の
「
活
動
」
こ
そ
、
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
活
動
」

に
お
い
て
、
人
間
の
条
件
で
あ
る
独
自
性
（
ユ
ニ
ー
ク
さ
）
を
表
現
で
き
る
の
で

あ
り
、
ま
た
、
自
分
自
身
と
世
界
の
存
在
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る（

１
）。

　

こ
の
ア
レ
ン
ト
の
政
治
観
は
、
消
費
や
労
働
と
い
っ
た
市
場
で
の
行
為
が
人
び

と
に
と
っ
て
重
要
性
を
増
す
な
か
で
、
政
治
行
為
の
独
自
性
と
意
義
を
宣
言
す
る

も
の
で
あ
り
、
政
治
思
想
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
が
、
強
制
の
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
市
民
的
公

共
性
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
言
葉
＝
言
論
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
政
治
の
根
幹
に
置
く
考
え
方
を
広
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
れ

は
現
在
、
熟
議
（
討
議
）
民
主
主
義
と
い
う
形
で
深
化
し
、
ま
た
具
体
的
な
政
治

的
実
践
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
熟
議
民
主
主
義
で
は
、
単
純
な
選
好
を
合
計
す
る

だ
け
の
集
計
型
民
主
主
義
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
市
民
が
政
治
的

判
断
に
お
い
て
消
費
者
の
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
へ
の
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
。

物
を
購
入
し
消
費
す
る
と
い
う
行
為
に
お
い
て
基
準
と
な
る
の
は
、
自
分
の
好
み

や
自
分
に
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
政
治
と
い
う
共
同
領
域
に

お
い
て
は
、
他
者
の
立
場
や
主
張
、
そ
の
正
当
化
理
由
を
聴
き
取
り
、
再
度
自
ら

の
立
場
や
意
見
を
検
証
し
て
選
好
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
共
通
の

世
界
を
作
る
う
え
で
は
、
他
者
の
選
好
に
対
す
る
慎
重
な
配
慮
と
尊
重
、
受
容
が

不
可
欠
で
あ
り
、
個
人
の
判
断
の
み
に
基
づ
く
消
費
行
為
と
は
異
質
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
公
民
的
徳
を
重
視
す
る
共
和
主
義
や
共
通
善
の
政
治
を
掲
げ
る
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
（
共
同
体
主
義
）
の
立
場
に
た
つ
論
者
か
ら
も
、
政
治
主
体
と

し
て
の
市
民
が
消
費
者
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
を
選
ぶ
か
の
よ
う
に
政
治
家
や
政
党
を
選
ぶ
こ
と
だ

け
が
市
民
の
役
割
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。例
え
ば
、ベ
ン
ジ
ャ

ミ
ン
・
バ
ー
バ
ー
は
、『
消
費
が
社
会
を
滅
ぼ
す
？

―
幼
稚
化
す
る
人
び
と
と

市
民
の
運
命
』
に
お
い
て
、
消
費
者
と
市
民
を
以
下
の
よ
う
に
対
比
す
る
。「
消

費
者
は
、
世
界
か
ら
提
供
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
・
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
メ
ニ
ュ
ー
や
そ
の
世
界
を
変
え
た
り
、

改
善
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」。つ
ま
り
、消
費
者
と
は
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
参
加
し
変
化
を
も
た
ら
す
力
も
、
公
的
な
判
断
力
も
衰
え
た
、
私
的
な
選
択
者

で
あ
り
、
幼
稚
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
市
民
は
、
選
択
の
環

境
や
選
択
肢
を
決
定
す
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
影
響
を
与
え
る
権
限
（
社
会
的
自
由
）

を
持
つ
公
的
な
選
択
者
で
あ
り
、
大
人
で
あ
る（

２
）。

こ
の
よ
う
に
消
費
者
の
受
動
性

と
市
民
の
能
動
性
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、
積
極
的
な
参
加
を
伴
う
政
治
（strong 
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dem
ocracy

）
の
必
要
性
を
説
く
。

　

ま
た
政
治
に
お
け
る
市
民
の
観
客
化
、
政
治
の
劇
場
化
を
問
題
視
す
る
議
論
も

あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
で
は
、
現
在
多
く
の
人
び
と
が
、
受
動
的
な
観
客
の
位
置

に
押
し
込
め
ら
れ
、
映
画
の
観
客
の
よ
う
に
た
だ
眺
め
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
ず
、

社
会
を
構
築
し
て
い
く
政
治
的
存
在
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
発
揮

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
、
警
告
を
発
し
て
い
る
。

　

以
上
の
指
摘
は
、
消
費
行
為
と
政
治
行
為
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
消
費
行

為
の
影
響
に
よ
っ
て
政
治
行
為
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
す

る
立
場
と
理
解
で
き
る
。
こ
う
し
た
政
治
行
為
の
独
自
性
を
唱
え
る
論
者
に
共
有

さ
れ
て
い
る
の
は
、
政
治
は
、
人
間
が
主
に
言
葉
を
介
し
て
他
者
と
つ
な
が
り
、

自
分
た
ち
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
主
体
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
の

意
義
の
強
調
で
あ
る
。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
政

治
は
か
つ
て
、
人
間
社
会
に
そ
の
運
命
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を
与
え
る
こ
と

の
で
き
る
活
動
と
み
な
さ
れ
て
い
た
」。
と
こ
ろ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
相
ま
っ
て

市
場
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る「
現
在
で
は
、も
の
ご
と
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
よ
う
と
す
る
、
と
り
わ
け
政
治
に
よ
っ
て
も
の
ご
と
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

人
間
の
能
力
に
つ
い
て
、深
刻
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
る（

３
）

」。わ
れ
わ
れ
は
、

そ
う
し
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、運
命
論
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

消
費
行
為
に
お
け
る
自
由
の
享
受
に
満
足
し
て
、
政
治
に
お
け
る
自
由
を
手
放
し

て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
べ
き
地
点
に
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
検
討
す
べ
き
議
論
は
多
数
あ
る
が
、
本
論
で
は
マ

イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
（M

ichael Sandel, 1953

―

）
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
。
サ

ン
デ
ル
は
、
様
々
な
著
書
の
な
か
で
、
す
べ
て
が
売
り
物
と
な
り
つ
つ
あ
る
市
場

社
会
に
お
い
て
人
び
と
の
行
為
の
質
が
変
容
し
て
お
り
、
そ
れ
が
自
己
統
治
を
目

指
す
政
治
の
自
由
の
実
現
を
阻
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
。
本
論
で
は
、
こ
う
し
た

サ
ン
デ
ル
の
市
場
主
義
批
判
を
検
討
し
て
い
く
な
か
で
、
政
治
に
お
け
る
自
由
と

市
場
に
お
け
る
自
由
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
サ
ン
デ
ル

の
基
本
的
立
場
を
確
認
し
、
そ
の
主
張
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ

め
る
。第

一
章　

サ
ン
デ
ル
の
基
本
的
な
立
場

第
一
節　

サ
ン
デ
ル
の
立
場
の
特
徴
と
変
遷

　

サ
ン
デ
ル
が
注
目
を
浴
び
た
き
っ
か
け
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
を

中
心
に
据
え
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
、
い
わ
ゆ
る
「
負
荷
な
き
自
己
」
批
判
で
あ

る
。
サ
ン
デ
ル
は
、
一
九
八
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
自
由
主
義
と
正
義
の
限
界

（Liberalism
 and the Lim

its of Justice

）』
で
、
カ
ン
ト
哲
学
を
基
礎
に
お

く
「
義
務
論
的
自
由
主
義
」
が
、
自
ら
を
取
り
巻
く
環
境
や
道
徳
的
価
値
観
、
社

会
的
立
場
や
利
害
、
自
ら
の
善
の
構
想
か
ら
距
離
を
置
い
た
「
義
務
論
的
自
己
」

の
合
理
的
判
断
に
立
脚
し
て
、
正
義
の
原
理
を
導
出
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
す

る
。
サ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
義
務
論
的
自
己
」
は
、
本
質
的
に
負
荷
が
な

く
、
自
ら
を
構
成
す
る
よ
う
な
愛
着
（
目
的
や
善
）
を
持
た
な
い
、
純
粋
な
選
択

主
体
で
あ
る
。「
義
務
論
的
自
己
」
は
、「
自
然
の
命
令
や
社
会
的
役
割
の
拘
束
力

か
ら
自
由
に
な
っ
て
…
…
主
権
者
と
し
て
就
任
し
、
他
か
ら
影
響
を
受
け
な
い
道
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徳
的
意
味
の
創
造
者
と
し
て
の
地
位
に
就
く
。
目
的
（telos

）
の
な
い
世
界
の

住
民
と
し
て
、
…
…
先
行
し
て
与
え
ら
れ
る
目
的
の
順
位
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な

い
、
正
義
の
原
理
を
構
築
す
る
自
由
が
あ
る（

４
）。」

つ
ま
り
ロ
ー
ル
ズ
は
、
判
断
主

体
と
し
て
の
自
由
と
尊
厳
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
、「
義
務
論
的
自
己
」
か
ら
、

こ
の
世
界
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
具
体
的
な
属
性
を
切
り
離
し
た
の
だ
と
さ
れ

る（
５
）。

　

し
か
し
、
構
成
的
な
愛
着
の
な
い
「
義
務
論
的
自
己
」
と
は
、
道
徳
的
に
脆
弱

な
存
在
で
あ
り
、
正
義
の
原
理
を
導
出
す
る
基
盤
と
は
な
り
え
な
い
と
、
サ
ン
デ

ル
は
指
摘
す
る
。「
義
務
論
的
自
己
」
に
依
拠
す
る
「
義
務
論
的
自
由
主
義
」
は
、

自
ら
の
道
徳
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
何
ら
か
の
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
全
面
的
に
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、「
自
我
と
目
的

の
距
離
を
尊
重
す
る
」
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
厳
格
に
距
離
を

と
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
自
己
は
、
自
ら
を
構
成
す
る
愛
着
（
目
的
や
善
）
や
関

係
性
を
省
み
る
こ
と
に
よ
り
、
道
徳
的
な
深
み
の
あ
る
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
自
ら
が
誰
な
の
か
」
で
は
な
く
、「
何
を
欲
す
る

か
」
と
い
う
欲
求
や
選
好
を
問
う
だ
け
で
、
そ
の
熟
慮
も
希
薄
な
も
の
と
な
り
、

道
徳
的
・
政
治
的
責
務
を
導
き
だ
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
政
治
に
お
い
て
自
己
が

形
成
さ
れ
完
成
さ
れ
て
い
く
可
能
性
や
共
通
善
を
知
り
得
る
可
能
性
も
は
じ
め
か

ら
否
定
さ
れ
て
い
る（

６
）。

選
択
す
る
自
由
だ
け
を
も
つ
自
己
理
解
は
、
他
者
の
自
己

理
解
と
重
な
り
合
う
こ
と
が
な
い
が
ゆ
え
に
、友
情
、忠
誠
な
ど
の
感
情
的
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
を
導
き
だ
す
こ
と
も
な
く
、
と
も
に
善
き
政
治
を
生
み
だ
そ
う
と
す
る

契
機
を
欠
く
。
よ
り
徹
底
し
た
反
省
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
自
己
は
中
心
的

な
熱
望
や
愛
着
に
よ
っ
て
一
部
が
構
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も

そ
う
し
た
構
成
的
要
素
が
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
修
正
可
能
で
発
展
で
き
る

も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、自
己
理
解
の
な
か
に
、単
独
の
個
人
よ
り
広
い
、「
家
族
・

部
族
・
都
市
・
階
級
・
国
家
・
国
民
と
い
っ
た
」
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
要
素
を
含
ん

で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

７
）。

こ
れ
が
サ
ン
デ
ル
の
い
う「
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
己
」

で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
己
」
こ
そ
が
正
義
の
原
理
の
導
出
や

共
通
善
の
政
治
に
ふ
さ
わ
し
い
主
体
と
な
る
。

　

一
方
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
は
、
自
己
利
益
を
合
理
的
に
追
求
す
る
個
人
主
義

的
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
最
も
不
遇
な
人
の
利
益
を
最
大
化

す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
格
差
を
認
め
る
正
義
の
原
理
（「
格
差
原
理
」）
へ
の
同

意
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
点
、
自
ら
が
得
た
所
得
や
資
産
は
、
所
有
す
る
過
程
で

不
正
義
が
な
い
限
り
、
自
ら
の
所
有
物
と
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
権
限
理
論
と
は
立
場
を
異
に
し
、
社
会
的
連
帯
の
基
礎
づ

け
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
格
差
原
理
を
導
出
す
る
点
で
も
「
義
務
論
的
自
己
」

が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
つ
ま
り
、「
義
務
論
的
自
己
」
に
と
っ
て
、
こ
の
世

界
で
得
た
所
得
や
資
産
は
、
あ
ら
ゆ
る
属
性
と
同
様
、
自
然
の
采
配
に
よ
り
偶
然

に
所
有
す
る
だ
け
も
の
と
な
り
、
自
ら
の
資
産
で
は
な
く
、「
共
有
資
産
」
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
「
格
差
原
理
」
の
導
出
の
方
法
に
対
し
て
も
、サ
ン
デ
ル
は
、

異
議
を
唱
え
る
。
こ
の
世
界
で
自
ら
が
得
た
所
得
や
資
産
が
自
ら
の
も
の
で
は
な

い
か
ら
と
い
っ
て
社
会
の
「
共
有
資
産
」
だ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
も
し

社
会
の
「
共
有
資
産
」
と
す
る
な
ら
、
自
己
が
こ
の
社
会
の
他
の
メ
ン
バ
ー
と
何

ら
か
の
共
通
性
を
持
つ
こ
と
、
社
会
と
の
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
本
来
的
に
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
か
け
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る
。
つ
ま
り
、
格
差
原
理
を
基
礎
づ
け
る
共
通
資
産
の
観
念
は
、「
所
有
を
共
有

す
る
主
体
」
つ
ま
り
「
間
主
観
的
自
己
」
の
観
念
を
導
き
入
れ
な
け
れ
ば
正
当
化

さ
れ
え
な
い
、
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る（

８
）。

こ
う
し
た
間
主
観
的
次
元
の
導
入
は
、

ロ
ー
ル
ズ
の
個
人
主
義
的
・
義
務
論
的
正
義
論
の
理
論
的
整
合
性
を
崩
す
要
因
で

あ
る
と
と
も
に
、
間
主
観
的
な
自
己
理
解
、
言
い
換
え
れ
ば
、
構
成
的
要
素
と
し

て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
観
念
を
受
け
い
れ
る
自
己
理
解
の
必
要
性
を
示
す
証
拠
で
も

あ
る
。
こ
う
論
じ
て
、
サ
ン
デ
ル
は
、「
義
務
論
的
自
己
」、
い
わ
ゆ
る
「
負
荷
な

き
自
己
」
の
問
題
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
「
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
己
」
の

必
要
性
を
提
示
す
る
。

　

こ
う
し
て
サ
ン
デ
ル
は
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
政
治
哲
学
を
風

靡
し
た
「
リ
ベ
ラ
ル
＝
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
」
の
な
か
で
、
ア
ラ
ス
デ
ア
・

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
ら

と
と
も
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
サ
ン
デ
ル
自
身
、
一
九
八
四
年
論
文
「
道
徳
性
と
リ
ベ
ラ

ル
の
理
想（

９
）

」で
、リ
ベ
ラ
ル
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
主
張
を
、「
負
荷
な
き
自
己
」

対
「
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
己
」、「
権
利
の
政
治
」
と
「
共
通
善
の
政
治
」
と
し
て

対
比
し
、「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
要
求
を
よ
り
十
全
に
表
現

す
る）

10
（

」
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
主
張
こ
そ
、
公
共
生
活
が
衰
退
し
全
体
主
義
の
危

険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
よ
り
意
義
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
菊
池

理
夫
が
こ
の
論
文
を
「
一
般
向
け
の
積
極
的
な
意
味
で
彼
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン

宣
言）

11
（

」
と
評
価
し
て
い
る
の
も
頷
け
る
。
た
だ
、
こ
の
論
文
の
結
論
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ン
の
主
張
に
立
つ
な
ら
、
市
民
的
共
和
主
義
の
可
能
性
（civic 

republican possibilities

）
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
喫
緊
の
道
徳
的
・
政
治
的
課

題
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り）

12
（

、
そ
の
問
題
意
識
は
、
一
九
九
六
年
に
出
版
さ
れ

た
『
民
主
政
の
不
満
（D

em
ocracy ’s D

iscontent: A
m

erica in Search of a 

Public Philosophy

）』
へ
引
き
継
が
れ
、
共
和
主
義
者
と
し
て
の
立
場
を
鮮
明

に
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
『
民
主
政
の
不
満
』
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
和
主
義
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と

い
う
二
つ
の
公
共
哲
学
の
盛
衰
を
描
き
だ
し
た
も
の
で
、「
公
共
哲
学
を
求
め
る

ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
副
題
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
和
主
義
的
公
共
哲
学
の
再

生
を
希
求
す
る
も
の
で
あ
る）

13
（

。
サ
ン
デ
ル
の
い
う
民
主
政
の
不
満
と
は
以
下
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

　

主
意
主
義
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
導
か
れ
た
公
共
的
生
活
は
、
そ
の
成
し

遂
げ
た
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
統
治
へ
の
志
向
を
満
足

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
こ
こ
数
十
年
間
の
個
人
の
権
利
と
資
格

の
拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
生
活
を
支
配
す
る
様
々
な
力
へ
の
自
分

た
ち
の
統
御
力
が
む
し
ろ
弱
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
ア
メ
リ
カ
人
は

欲
求
不
満
を
抱
い
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
政
治
や
憲
法
の
現
実
に
リ
ベ
ラ
ル

な
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
の
刻
印
が
深
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
自
分

た
ち
は
、
自
ら
の
理
解
や
統
御
力
を
は
ね
つ
け
る
非
人
格
的
な
権
力
構
造
に

固
く
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
が
広
が
っ
て
い
る
。
自
由
に
つ
い

て
の
主
意
主
義
的
な
考
え
方
が
勝
利
す
る
と
同
時
に
、
逆
説
的
な
が
ら
、
無

力
感
が
増
大
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
無
力
感
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
と
現
代
の
社
会
・
経
済

生
活
の
組
織
と
が
鋭
い
緊
張
関
係
に
あ
る
」
と
い
う
事
実
か
ら
生
ま
れ
る
。
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…
…
こ
の
状
況
は
、
共
和
主
義
が
問
題
と
し
て
き
た
こ
と
に
新
た
な
説
得
力

を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。「
自
由
と
は
、
そ
れ
自
身
の
運
命
を
統
御
す
る
政

治
共
同
体
の
統
治
に
共
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
共
和
主
義
の
伝
統
は

教
え
て
き
た
。
こ
の
意
味
で
の
自
己
統
治
は
、
自
ら
の
運
命
を
統
御
す
る
政

治
共
同
体
と
、
そ
う
し
た
共
同
体
に
対
し
て
十
分
な
帰
属
意
識
を
持
っ
て
共

通
善
の
観
点
か
ら
考
え
行
動
す
る
市
民
を
必
要
と
す
る）

14
（

。

　

市
民
か
ら
無
力
感
を
取
り
除
き
、
自
由
の
公
民
的
要
素
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め

に
は
、「
い
か
な
る
経
済
的
仕
組
み
が
自
己
統
治
に
親
和
的
か
、
い
か
に
し
て
多

元
的
社
会
の
公
共
的
生
活
が
、
公
民
的
な
関
与
が
要
請
す
る
よ
う
な
豊
潤
な
自
己

理
解
を
市
民
の
あ
い
だ
に
涵
養
し
得
る
か
」
と
い
う
問
い
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い）

15
（

。
ア
メ
リ
カ
の
憲
政
史
と
政
治
経
済
史
を
読
み
解
く
な
か
で
、
こ
う
し

た
問
い
に
答
え
た
の
が
、『
民
主
政
の
不
満
』
の
内
容
で
あ
る
。
自
己
統
治
の
回

復
に
必
要
な
の
は
、
市
民
に
お
け
る
公
民
的
徳
性
の
涵
養
と
道
徳
的
信
条
に
踏
み

込
ん
だ
公
的
議
論
の
再
興
、
自
律
的
な
地
域
経
済
の
活
性
化
と
不
平
等
が
も
た
ら

す
階
級
分
断
的
な
制
度
の
見
直
し
な
ど
で
あ
る）

16
（

。

　

ま
た
本
論
と
の
関
連
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、『
民
主
政
の
不
満
』
で
、
消

費
者
と
し
て
の
市
民
観
が
政
治
的
な
存
在
感
を
増
大
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
懸
念
を

表
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
消
費
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
基
盤
と
す

る
政
治
で
は
、
問
題
自
体
が
変
化
す
る
。「
人
び
と
の
選
好
を
い
か
に
し
て
高
尚

に
し
、
改
善
し
、
あ
る
い
は
抑
制
す
る
か
」
と
い
う
問
い
の
代
わ
り
に
、「
ど
う

す
れ
ば
そ
れ
ら
を
最
も

―
最
も
十
全
に
、
公
平
に
、
そ
し
て
効
率
的
に

―
満

足
さ
せ
ら
れ
る
か
」
を
問
う
の
で
あ
る）

17
（

。
さ
ら
に
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
は
消
費
性
向

の
増
大
を
求
め
る
こ
と
を
経
済
政
策
の
目
的
に
据
え
た
が
、
肝
心
の
消
費
者
の
欲

求
と
願
望
の
内
容
に
関
し
て
、
政
府
は
、
中
立
と
な
り
、
経
済
活
動
の
目
的
の
一

つ
と
し
て
自
己
統
治
に
適
し
た
条
件
を
整
え
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
共
和
主
義
の

伝
統
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
市
民
の
人
格
の
完
成
や
向
上
を
求
め
る

「
強
い
共
和
主
義
」
の
立
場
を
と
る
サ
ン
デ
ル
に
と
っ
て
、
公
民
的
美
徳
の
涵
養

を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
高
揚
し
た
消
費
者
マ
イ
ン
ド
と
そ
れ
に
よ
り
広
範
囲
に

分
配
さ
れ
た
購
買
力
、そ
れ
に
基
づ
く
さ
ら
な
る
消
費
の
拡
大
を
目
指
す
政
治
は
、

望
ま
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い）

18
（

。

　

こ
の
『
民
主
政
の
不
満
』
で
「
多
重
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
己
（m

ultiply-

situated selves

）」論
を
展
開
し
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
共
和
主
義
的
伝
統
は
、

自
己
統
治
が
特
定
の
場
所
や
そ
こ
で
の
生
活
に
忠
誠
心
を
抱
く
市
民
に
よ
っ
て
担

わ
れ
る
と
考
え
て
き
た
が
、
今
日
の
自
己
統
治
は
、
地
域
か
ら
国
家
、
さ
ら
に
は

世
界
全
体
へ
と
至
る
多
層
的
な
場
で
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
求

め
ら
れ
る
の
が
、
特
有
の
公
民
的
美
徳
を
備
え
た
「
多
重
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
自

己
」
で
あ
る
。
こ
の
自
己
は
、
時
に
は
重
な
り
合
い
、
ま
た
時
に
は
対
立
す
る
複

数
の
要
求
を
う
ま
く
調
節
す
る
能
力
、
多
重
の
忠
誠
が
も
た
ら
す
緊
張
関
係
の
な

か
で
生
き
る
能
力
を
備
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
人
格

内
部
で
多
元
性
を
抱
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
原
理
主
義
に
陥
る
、
あ
る
い
は

無
定
形
で
、
う
つ
ろ
い
や
す
く
、
物
語
を
描
い
た
自
己
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
。

特
に
、
物
語
を
紡
ぐ
能
力
の
喪
失
は
、
人
間
主
体
と
し
て
の
究
極
の
権
能
の
喪
失

を
意
味
し
、極
め
て
大
き
な
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、「
物
語
が
な
く
な
れ
ば
、

現
在
と
過
去
の
間
の
連
続
性
も
な
く
な
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
責
任
は
消
滅
し
、
自

己
統
治
を
共
に
実
践
す
る
可
能
性
も
消
え
る
か
ら
で
あ
る）

19
（

」。
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こ
の
よ
う
に
、
サ
ン
デ
ル
は
、「
物
語
る
自
己
」、「
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
己
」

の
政
治
的
重
要
性
に
つ
い
て
繰
り
返
し
述
べ
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン）

20
（

あ
る

い
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
共
和
主
義
者）

21
（

と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
た
だ
、
一
九
九
八
年
出
版
の
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
正
義
の
限
界
』
第
二
版
の

序
「
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
限
界
」
に
お
い
て
、「
私
は
つ
ね
に
コ
ミ
ュ
ニ

タ
リ
ア
ン
の
側
に
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

リ
ベ
ラ
ル
＝
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
論
争
が
個
人
の
自
由
対
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
価

値
を
焦
点
と
す
る
こ
と
も
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
、
権
利
を
、
あ
る

時
代
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
支
配
的
な
諸
価
値
に
拠
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
多
数
決
主
義
の
別
名
と
な
る
な
ら
、
自
ら
の
見
解
と
異
な
る
か
ら
で

あ
る）

22
（

。
サ
ン
デ
ル
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
は
、「
善
き
生
の
い
か
な
る
特
定
の
構

想
も
前
提
と
は
し
な
い
形
で
、
権
利
が
同
定
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
て
い
る
」
こ
と

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
要
求
の
い
ず
れ
に
重

要
性
を
置
く
か
と
い
う
こ
と
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。
小
林
正
弥
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
サ
ン
デ
ル
の
政
治
哲
学
の
軸
心
は
、「
正
義
」
と
「
善
」
の
関
係
を
問
う

こ
と
に
あ
る
」。
サ
ン
デ
ル
は
、「
善
」
と
無
関
係
に
正
義
を
考
え
る
と
い
う
点
で

「
善
な
き
正
義
」
と
言
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
考
え
方
を
批
判
し
、「
善
を
無
視
し

て
は
正
義
を
充
分
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る）

23
（

。

　

サ
ン
デ
ル
は
、
以
上
の
よ
う
な
政
治
哲
学
研
究
と
並
ん
で
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

で
の
講
義
で
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
三
〇
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き

た
有
名
な
政
治
哲
学
の
講
義
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の

話
を
し
よ
う
（Justice: W

hat ’s the R
ight T

hing to do?

）』
で
あ
る
。
こ
の

著
書
で
は
、
正
義
に
関
わ
る
諸
問
題
を
主
に
三
つ
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
い
る
。

三
つ
の
立
場
と
は
、①
正
義
は
幸
福
の
最
大
化
で
あ
る
と
い
う
立
場（
功
利
主
義
、

結
果
論
）、②
正
義
は（
個
人
の
）自
由
の
尊
重
で
あ
る
と
い
う
立
場（
自
由
主
義
、

義
務
論
）、
③
正
義
は
美
徳
や
善
き
生
の
促
進
を
目
指
す
も
の
と
い
う
立
場
（
目

的
論
）で
あ
る
。
有
名
な
「
暴
走
す
る
路
面
電
車
」の
哲
学
的
問
題
か
ら
始
ま
り
、

「
課
税
に
正
義
は
あ
る
か
」「
徴
兵
と
傭
兵
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
」「
妊
娠
を
外

部
委
託
す
る
こ
と
は
正
し
い
か
」「
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
正
義
か
」

「
同
性
婚
は
承
認
さ
れ
る
べ
き
か
」
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
道
徳
的
・
政
治
的
問
題

を
提
起
し
て
、
三
つ
の
立
場
の
強
み
と
弱
み
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
正
義
を
論
じ

て
い
る）

24
（

。
こ
の
な
か
で
、サ
ン
デ
ル
は
、③
の
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
を
表
明
し
、

共
通
善
に
基
づ
く
政
治
の
必
要
性
を
率
直
に
語
り
か
け
て
い
る
。「
正
義
に
か
な

う
社
会
は
、
た
だ
効
用
を
最
大
化
し
た
り
、
選
択
の
自
由
を
保
障
し
た
り
す
る
だ

け
で
は
、
達
成
で
き
な
い
。
正
義
に
か
な
う
社
会
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
善
き

生
の
意
味
を
わ
れ
わ
れ
が
と
も
に
考
え
、
避
け
ら
れ
な
い
不
一
致
を
受
け
容
れ
ら

れ
る
公
共
の
文
化
を
つ
く
り
だ
さ
な
く
て
は
い
け
な
い）

25
（

」。
善
き
生
に
つ
い
て
と

も
に
語
り
合
う
こ
と
が
正
義
に
か
な
う
社
会
に
は
不
可
欠
と
す
る
サ
ン
デ
ル
に

と
っ
て
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
や
市
民
的
義
務
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
市
場

に
道
徳
的
限
界
は
あ
る
の
か
、
不
平
等
の
拡
大
に
ど
う
向
き
合
う
か
、
政
治
的
言

説
は
道
徳
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
の
熟
議

が
重
要
と
な
る）

26
（

。

　

サ
ン
デ
ル
の
講
義
は
、
日
本
で
も
二
〇
一
〇
年
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
「
ハ
ー
バ
ー
ド

白
熱
教
室
」
と
し
て
放
映
さ
れ
、一
つ
の
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。
こ
の
「
白
熱
教
室
」

は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
講
義
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
気
が
で
て
か
ら
は
、

東
京
大
学
や
東
北
大
学
な
ど
日
本
の
会
場
は
も
と
よ
り
、
中
国
や
イ
ン
ド
、
ブ
ラ
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ジ
ル
な
ど
世
界
で
も
開
か
れ
、
番
組
と
し
て
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
た）

27
（

。
取
り
上
げ
ら

れ
る
道
徳
的
・
政
治
的
題
材
は
、
そ
の
時
々
、
そ
の
場
所
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
最
近
放
映
さ
れ
た
二
〇
一
八
年
の
白
熱
教
室
で
は
、「
移
民
を
拒

む
権
利
は
あ
る
か
」「
Ａ
Ｉ
は
最
適
な
恋
人
を
探
せ
る
か
」、「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
―

何
を
守
り
た
い
」
な
ど
、
緊
急
性
の
高
い
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る）

28
（

。
そ

の
他
、
遺
伝
子
操
作
と
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
の
論
考
も
注
目
さ
れ
て
い

る）
29
（

。

　

世
界
各
地
で
開
か
れ
た
「
白
熱
教
室
」
は
、重
要
な
政
治
的
イ
シ
ュ
ー
を
め
ぐ
っ

て
参
加
者
が
対
等
に
議
論
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
社
会
の
あ
り
方

を
根
本
か
ら
考
え
る
機
会
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
サ
ン
デ

ル
先
生
の
授
業
と
い
う
性
格
を
維
持
し
て
お
り
、
現
実
政
治
の
な
か
で
利
害
を
異

に
す
る
市
民
が
議
論
す
る
よ
う
な
切
迫
感
は
な
く
、
参
加
人
数
や
時
間
の
制
限
か

ら
表
面
を
な
ぞ
る
だ
け
の
対
話
に
な
っ
て
い
る
と
き
も
あ
る
。
た
だ
、
場
所
や
規

模
に
か
か
わ
ら
ず
直
接
対
話
を
促
す
サ
ン
デ
ル
の
姿
勢
は
、
言
語
を
介
し
て
人
び

と
を
つ
な
ぐ
と
い
う
政
治
の
基
本
に
人
び
と
を
立
ち
戻
ら
せ
よ
う
と
す
る
試
み
と

し
て
も
評
価
で
き
、
そ
の
意
味
で
「
あ
の
番
組
か
ら
知
的
な
興
奮
を
得
ら
れ
た
だ

け
で
な
く
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
感
じ
た
り
、
社
会
と

の
関
係
を
回
復
す
る
希
望
を
得
た
方
が
い
た
こ
と
」
も
頷
け
る）

30
（

。「
白
熱
教
室
」

で
は
、
政
治
的
な
問
題
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
、
震
災
時
の
救
助
問
題
、
つ
ま
り

命
を
落
と
し
て
ま
で
も
他
人
を
助
け
る
こ
と
を
優
先
し
た
人
た
ち
の
行
為
を
ど
う

評
価
す
る
か
（「
自
分
の
命
か
職
務
へ
の
使
命
か
？
」）
と
い
っ
た
、
個
人
の
倫
理

観
に
深
く
入
り
込
み
、
言
葉
に
出
し
て
答
え
る
こ
と
さ
え
躊
躇
す
る
よ
う
な
根
源

的
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
も
あ
る）

31
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
人
の
心
に
深
く
入
り
込
む

も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
他
方
で
、
こ
う
し
た
問
い
は
個
人
の
道
徳
的
判
断

の
問
題
で
あ
り
、
正
義
論
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
サ
ン
デ
ル

自
身
が
明
快
な
答
え
を
提
示
し
な
い
こ
と
に
も
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
自
ら
の
良
心
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
問
い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
、
そ
れ

を
語
り
合
う
こ
と
の
必
要
性
を
ゆ
る
ぎ
な
く
示
す
そ
の
姿
勢
は
、
サ
ン
デ
ル
が
政

治
哲
学
で
展
開
す
る
、
公
的
言
説
に
お
い
て
道
徳
的
問
題
を
語
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
と
い
う
主
張
と
一
致
し
て
い
る
。「
白
熱
教
室
」
の
魅
力
は
、
対
話
を
促

し
議
論
を
導
く
卓
越
し
た
能
力
と
と
も
に
、「
善
に
せ
よ
、
正
義
に
せ
よ
、
人
び

と
の
熟
慮
や
議
論
に
よ
っ
て
探
究
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る）

32
（

」
と
い
う
信
念
が
も

た
ら
し
て
い
る
と
い
え
る
。

第
二
節　

市
場
に
対
す
る
考
え
方

　

こ
の
よ
う
に
サ
ン
デ
ル
は
、
道
徳
的
・
倫
理
的
な
問
題
も
含
め
、
多
様
な
テ
ー

マ
を
め
ぐ
っ
て
対
話
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
一
貫
し
て
説
い
て
お
り
、
そ
の
視
線

は
市
場
に
も
向
け
ら
れ
る
。
市
場
の
取
引
に
つ
い
て
、
そ
の
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
信
頼
し
て
自
由
放
任
と
す
る
の
で
は
な
く
、
商
品
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
も
の

と
よ
く
な
い
も
の
を
区
別
し
て
い
く
議
論
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
論
で

は
、
市
場
に
は
道
徳
的
な
限
界
が
あ
り
、
市
民
の
対
話
に
よ
り
市
場
原
理
の
及
ぶ

範
囲
を
制
限
し
て
い
く
べ
き
と
す
る
サ
ン
デ
ル
の
主
張
を
「
市
場
の
道
徳
的
限
界

論
」と
呼
び
、以
下
二
〇
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た『
そ
れ
を
お
金
で
買
い
ま
す
か
？
』

（W
hat M

oney Can ’t Buy: T
he M

oral Lim
its of M

arkets

）
に
依
拠
し
つ

つ
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。

　

サ
ン
デ
ル
は
、
市
場
経
済
と
市
場
社
会
を
区
別
す
る
。
生
産
活
動
を
統
制
す
る
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た
め
の
重
要
な
道
具
で
あ
る
市
場
経
済
は
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
分
配
を
効
率
的
に

行
う
シ
ス
テ
ム
と
し
て
高
い
有
効
性
を
持
つ
も
の
が
ゆ
え
に
、
複
雑
な
現
代
社
会

で
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
、
市
場
経
済
に
お
け
る
行
為
様
式
や
考
え
方

（m
arket-oriented thinking

）
が
人
間
の
営
み
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
浸
透
し
、

あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
を
作
り
直
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
市
場
思
考
の
支
配
が
実

現
し
た
社
会
が
市
場
社
会
で
あ
る
。
現
代
は
、「
市
場
経
済
を
持
つ
状
態
か
ら
、

市
場
社
会
で
あ
る
状
態
へ
陥
っ
て
し
ま
っ
た
」
市
場
勝
利
主
義
の
時
代
（the 

ear of m
arket trium

phalism
）
な
の
で
あ
る）

33
（

。
具
体
的
に
言
え
ば
、
三
〇
年

前
な
ら
、
健
康
、
教
育
、
生
殖
、
家
庭
生
活
、
公
安
、
国
家
の
安
全
保
障
、
刑
事

司
法
、
環
境
保
護
と
い
っ
た
社
会
領
域
に
お
い
て
、
そ
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
分
配

に
市
場
を
利
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
今
日
で
は
、「
そ
の
大
半
が

当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

34
（

」。
つ
ま
り
、
商
品
取
引
と
は
異
質
の
、
人
間

の
本
質
に
か
か
わ
る
よ
う
な
社
会
領
域
に
お
い
て
、
金
銭
を
媒
介
と
し
て
財
や

サ
ー
ビ
ス
を
分
配
し
た
り
、
人
び
と
に
特
定
の
行
為
を
促
し
た
り
、
特
定
の
社
会

関
係
を
形
成
さ
せ
た
り
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
現
代
は
、
市
場
原
理
の
受
容
に
対

し
て
抵
抗
感
が
失
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
効
率
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
望
ま
し
い
と

歓
迎
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
な
の
で
あ
る
。

　

現
状
を
こ
の
よ
う
に
分
析
し
た
う
え
で
、
サ
ン
デ
ル
は
、「
こ
の
社
会
に
お
い

て
市
場
が
演
じ
る
役
割
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
市
場
を
あ
る
べ
き
場
所
に
と

ど
め
て
お
く
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
公
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
議
論

の
た
め
に
、
市
場
の
道
徳
的
限
界
を
考
え
抜
く
必
要
が
あ
る
。
お
金
で
買
う
べ
き

で
は
な
い
も
の
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
問
う
必
要
が
あ
る）

35
（

」
と
主
張
す
る
。
し

か
も
、
こ
う
し
た
「
ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
売
買
さ
れ
る
」
社
会
、「
市
場
お
よ

び
市
場
価
値
が
、か
つ
て
な
い
ほ
ど
生
活
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」社
会
を
、

我
々
は
意
図
的
に
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、「
ば
っ
た
り
と
出
く
わ
し
た
よ
う
な

も
の
」
な
の
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
、「
こ
ん
な
生
き
方
が
し
た
い
の
か
ど
う
か

を
問
う
」
こ
と
で
あ
る）

36
（

。
現
在
、「
市
民
た
る
者
、
公
の
場
に
で
る
と
き
に
は
道

徳
的
信
条
を
棚
上
げ
す
べ
き
」
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
要
請
が
幅
を
き
か
せ
て
い
る

が
、
そ
う
し
た
「
善
き
生
を
め
ぐ
る
議
論
を
政
治
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
な
い
姿

勢
が
、
市
場
勝
利
主
義
と
、
市
場
の
論
理
の
温
存
に
つ
な
が
っ
た）

37
（

」。
こ
う
し
た

姿
勢
を
改
め
、
道
徳
的
信
条
も
含
め
た
討
論
を
行
う
こ
と
で
、
公
共
生
活
も
活
気

づ
く
は
ず
だ
と
主
張
す
る
。

　

こ
う
し
た
信
念
に
基
づ
い
て
、サ
ン
デ
ル
は
、様
々
な
著
作
や
講
義
の
な
か
で
、

具
体
的
な
事
例
を
取
り
上
げ
、
市
場
で
の
取
引
を
許
容
す
べ
き
か
ど
う
か
、
市
場

原
理
に
ゆ
だ
ね
て
よ
い
か
ど
う
か
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
事
例
は
、
お
お
よ

そ
、
①
身
体
や
生
命
に
関
す
る
事
例
（
売
血
、
臓
器
売
買
、
金
銭
の
提
供
を
伴
う

自
殺
ほ
う
助
な
ど
）、
②
生
殖
に
関
す
る
事
例
（
精
子
や
卵
子
の
販
売
、
金
銭
の

提
供
を
伴
う
代
理
出
産
な
ど
）、
③
市
民
の
権
利
や
義
務
に
関
す
る
事
例
（
兵
役

へ
の
報
酬
な
ど
）、
④
公
共
施
設
や
公
共
の
制
度
に
関
す
る
事
例
（
公
共
施
設
の

命
名
権
や
運
営
の
民
営
化
な
ど
）、
⑤
環
境
へ
の
配
慮
に
関
す
る
事
柄
（
二
酸
化

炭
素
排
出
権
の
売
買
な
ど
）、⑥
金
銭
欲
や
射
幸
心
、悪
し
き
欲
望
を
煽
る
事
例（
宝

く
じ
販
売
や
カ
ジ
ノ
の
開
設
、
児
童
ポ
ル
ノ
や
自
殺
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
の
販
売
な

ど
）、
⑦
金
銭
提
供
に
よ
る
優
先
権
獲
得
に
関
す
る
事
例
（
遊
園
地
、
議
会
、
病

院
な
ど
で
行
列
に
割
り
込
む
権
利
や
寄
付
に
よ
る
大
学
入
学
な
ど
）
に
分
け
ら
れ

る
。
で
は
引
き
続
き
、『
そ
れ
を
お
金
で
買
い
ま
す
か
』
に
お
い
て
描
か
れ
て
い

る
市
場
社
会
の
姿
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
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第
二
章　

サ
ン
デ
ル
の
「
市
場
の
道
徳
的
限
界
論
」
の
内
容

第
一
節　
「
市
場
の
道
徳
的
限
界
論
」
で
検
討
さ
れ
て
い
る
具
体
的
事
例

　

こ
の
『
そ
れ
を
お
金
で
買
い
ま
す
か
？
』
は
、
実
際
に
売
買
さ
れ
て
い
る
も
の

や
お
金
を
稼
ぐ
方
法
の
奇
抜
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
売
買
の
具
体

的
例
と
し
て
は
、「
刑
務
所
の
独
房
の
格
上
げ
（
一
晩
八
二
ド
ル
）」、「
イ
ン
ド
の

代
理
母
に
よ
る
妊
娠
代
行
サ
ー
ビ
ス
（
六
二
五
〇
ド
ル
）」、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

へ
移
住
す
る
権
利
（
五
〇
万
ド
ル
）」、「
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
ク
ロ
サ
イ
を
撃

つ
権
利
（
一
五
万
ド
ル
）」、「
主
治
医
の
携
帯
電
話
の
番
号
（
年
一
五
〇
〇
ド
ル

か
ら
）、「
一
ト
ン
の
二
酸
化
素
を
大
気
中
に
排
出
す
る
権
利
（
一
三
ユ
ー
ロ
、
約

一
八
ド
ル
）」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
お
金
を
稼
ぐ
具
体
的
例
と
し
て
は
、「
額
（
あ

る
い
は
体
の
ど
こ
か
ほ
か
の
部
分
）の
ス
ペ
ー
ス
を
広
告
用
に
貸
し
出
す（
七
七
七

ド
ル
）」、「
議
会
の
公
聴
会
に
出
席
し
た
い
ロ
ビ
イ
ス
ト
の
席
を
と
る
た
め
、
連

邦
議
会
議
事
堂
の
行
列
に
徹
夜
で
並
ぶ
（
一
時
間
一
五
〜
二
〇
ド
ル
）」、「
あ
な

た
が
ダ
ラ
ス
の
成
績
不
振
校
の
二
年
生
で
本
を
一
冊
読
む
（
二
ド
ル
）」、「
あ
な

た
が
肥
満
体
で
、
四
カ
月
で
一
四
ポ
ン
ド
（
約
六
・
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
痩
せ
る

（
三
七
八
ド
ル
）」、「
病
人
や
高
齢
者
の
生
命
保
険
を
買
っ
て
、
彼
ら
が
生
き
て
い

る
あ
い
だ
は
年
間
保
険
料
を
払
い
、死
ん
だ
と
き
に
死
亡
給
付
金
を
受
け
取
る（
保

険
内
容
に
よ
る
が
こ
と
に
よ
る
と
数
百
万
ド
ル
）」
な
ど
が
あ
る）

38
（

。
読
者
の
好
奇

心
や
探
究
心
を
喚
起
す
る
具
体
例
を
題
材
に
し
て
議
論
を
は
じ
め
る
の
は
、
サ
ン

デ
ル
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
文
で
は
よ
り
多
様
な
事
例
が
紹

介
さ
れ
て
、「
ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
売
買
さ
れ
る
」
よ
う
に
な
っ
た
市
場
社
会

の
有
様
を
描
き
だ
し
て
い
く
。
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
み
て
い
こ
う
。

　

サ
ン
デ
ル
が
重
要
視
し
て
い
る
第
一
の
範
疇
は
、
お
金
を
払
っ
て
行
列
に
割
り

込
む
あ
る
い
は
優
先
権
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

事
例
で
は
、「
早
い
者
順
」
と
い
う
平
等
主
義
的
な
行
列
の
倫
理
が
、お
金
と
時
間
・

手
間
と
の
自
由
な
交
換
を
推
奨
す
る
市
場
の
倫
理
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
行
列
の
倫
理
は
、
幼
少
時
か
ら
人
び
と
に
、
権
力
や
お
金
が
万
能
で
な
い

こ
と
を
教
え
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
い
ま
や
そ
れ
は
非
効
率
な
時
代
遅
れ

の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る）

39
（

。こ
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
具
体
的
な
事
例
と
し
て
は
、

空
港
の
手
荷
物
検
査
所
に
で
き
る
長
い
行
列
に
割
り
込
め
る
権
利
、
テ
ー
マ
パ
ー

ク
の
行
列
に
割
り
込
む
権
利
、
エ
ン
パ
イ
ア
・
ス
テ
ー
ト
・
ビ
ル
の
展
望
台
へ
向

か
う
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
行
列
に
割
り
込
む
権
利
、
高
速
道
路
で
流
れ
の
速
い
高
速

車
線
に
入
る
権
利
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、自
ら
が
先
頭
に
割
り
込
む
の
で
は
な
く
、

誰
か
を
雇
っ
て
代
わ
り
に
並
ば
せ
る
行
為
も
含
ま
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
劇
場
の

「
並
び
屋
」
や
議
会
の
公
聴
会
や
裁
判
所
で
の
行
列
代
行
（
会
社
）、
中
国
で
見
ら

れ
る
病
院
で
の
行
列
代
行
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
転
売
に
よ
り
通
常
よ
り
高
額
で

権
利
を
買
い
取
る
行
為
（
い
わ
ゆ
る
「
ダ
フ
屋
」
と
の
売
買
行
為
）
に
つ
い
て
も

含
ま
れ
る
。
具
体
的
に
は
、ヨ
セ
ミ
テ
国
立
公
園
の
キ
ャ
ン
プ
場
の
予
約
権
転
売
、

ロ
ー
マ
教
皇
の
ミ
サ
の
チ
ケ
ッ
ト
転
売
、
ブ
ル
ー
ス
・
ス
プ
リ
ン
グ
ス
テ
ィ
ー
ン

の
コ
ン
サ
ー
ト
チ
ケ
ッ
ト
転
売
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
年
会
費
を
支
払
い
、
待
ち

時
間
な
し
の
診
察
や
携
帯
電
話
に
よ
る
相
談
の
機
会
を
得
る「
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
・

ド
ク
タ
ー
」
制
度
も
、
お
金
の
支
払
い
に
よ
る
優
先
的
処
遇
の
権
利
を
得
る
行
為

と
し
て
そ
の
是
非
を
問
い
か
け
て
い
る）

40
（

。
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次
に
サ
ン
デ
ル
が
注
目
す
る
第
二
の
範
疇
は
、
お
金
を
払
っ
て
他
者
に
あ
る
行

為
を
促
す
こ
と
に
関
す
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
報
奨
金
や

罰
金
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
お
金
に
よ
る
誘
導
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
学
者

の
支
持
を
得
て
急
速
に
社
会
に
広
ま
っ
て
い
る
手
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
最

初
に
挙
げ
て
い
る
例
は
、
薬
物
中
毒
の
女
性
に
対
し
て
、
不
妊
手
術
か
長
期
の
不

妊
処
置
を
施
す
こ
と
と
引
き
換
え
に
現
金
を
与
え
る
民
間
団
体
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
あ
る
。
渡
さ
れ
る
現
金
は
三
〇
〇
ド
ル
で
、
三
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
女
性
が
申

し
出
に
応
じ
た
と
さ
れ
て
い
る）

41
（

。
ま
た
、
共
通
テ
ス
ト
で
好
成
績
を
収
め
た
子
ど

も
や
授
業
態
度
の
よ
い
子
ど
も
、
読
書
し
た
子
ど
も
や
礼
状
を
書
い
た
子
ど
も
へ

の
報
奨
金
、
健
康
管
理
（
服
薬
、
禁
煙
、
肥
満
解
消
な
ど
）
に
成
功
し
た
人
へ
の

報
奨
金
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
難
民
や
移
民
の
受
け
入
れ
促
進
の
た
め
の
「
報
奨

金
」
あ
る
い
は
受
け
入
れ
枠
の
売
買
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
範
疇
に

は
、道
徳
的
制
裁
の
意
味
を
持
つ
「
罰
金
」
を
単
な
る
費
用
負
担
で
あ
る
「
料
金
」

に
変
え
る
事
例
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
サ
ン
デ
ル
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
道
徳

的
意
味
を
問
わ
な
い
市
場
的
思
考
の
現
れ
と
理
解
さ
れ
る
。「
罰
金
」か
ら「
料
金
」

へ
の
意
味
変
化
が
み
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
店
で
の
延
滞
料
金
、

速
度
超
過
の
支
払
金
、
出
産
許
可
書
の
売
買
（
一
人
っ
子
政
策
か
ら
の
転
換
）、

環
境
保
護
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
権
（
汚
染
許
可
証
）
の
売
買
な
ど
を
挙

げ
て
い
る）

42
（

。

　

さ
ら
に
、
第
三
の
範
疇
と
し
て
、
従
来
商
品
と
し
て
は
取
引
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
も
の
に
値
段
を
つ
け
て
商
品
化
す
る
事
例
を
多
数
挙
げ
て
い
る
。具
体
的
に
は
、

友
情
や
名
誉
と
い
っ
た
価
値
（
善
）
を
お
金
で
手
に
入
れ
る
行
為
、具
体
的
に
は
、

結
婚
式
で
の
挨
拶
を
お
金
で
買
う
事
例
、
大
学
の
名
誉
学
位
を
寄
付
金
で
付
与
す

る
事
例
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
生
命
や
健
康
、
死
に
関
す
る
取
引
も

重
視
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
売
血
、
用
務
員
保
険
、
生
命
保
険
の
買
い
取

り
、
他
人
の
死
亡
や
テ
ロ
を
予
測
す
る
賭
け
な
ど
が
あ
る
。
最
後
は
、
公
共
施
設

や
子
ど
も
の
命
名
権
の
販
売
、
刑
務
所
や
学
校
で
の
広
告
な
ど
を
問
題
に
し
て
い

る）
43
（

。第
二
節　

市
場
に
道
徳
的
制
限
を
課
す
べ
き
根
拠

　

こ
の
よ
う
に
現
在
の
市
場
社
会
で
は
、
お
金
を
支
払
う
こ
と
で
、
三
〇
年
前
に

は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
他
の
人
よ
り
も
多
額
の
お
金
を
支
払
う
こ
と
で
、
よ
り
簡

単
に
、
よ
り
良
質
の
も
の
を
、
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
市
場
原

理
の
拡
大
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
も
た
ら
す
の
か
。
サ
ン
デ
ル
は
、
一
つ
が
不

平
等
に
か
か
わ
る
も
の
、
も
う
一
つ
が
腐
敗
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
内

容
を
説
明
し
て
い
る）

44
（

。

第
一
項　

不
平
等
に
関
し
て

　

サ
ン
デ
ル
は
、
市
場
原
理
が
多
く
の
社
会
的
領
域
に
浸
透
す
る
こ
と
で
、
お
金

の
多
寡
に
よ
る
不
平
等
が
深
刻
化
す
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
。
す
べ
て
が
売
り
物

と
な
る
社
会
で
は
、
貧
し
い
人
た
ち
の
ほ
う
が
生
き
て
い
く
の
が
大
変
な
の
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
お
金
で
買
え
る
も
の
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
裕
福
で
あ

る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
増
す
。「
裕
福
で
あ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
、
ヨ
ッ
ト
や

ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
を
買
っ
た
り
、
優
雅
な
休
暇
を
過
ご
せ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
だ
け

な
ら
、
収
入
や
富
の
不
平
等
が
現
在
ほ
ど
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
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が
、
ま
す
ま
す
多
く
の
も
の

―
政
治
的
影
響
力
、
す
ぐ
れ
た
医
療
、
犯
罪
多
発

地
域
で
は
な
く
安
全
な
地
域
に
住
む
機
会
、
問
題
だ
ら
け
の
学
校
で
は
な
く
一
流

校
へ
の
入
学
な
ど

―
が
お
金
で
買
え
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
収
入
や
富
の
分

配
の
問
題
は
い
や
が
う
え
に
も
大
き
く
な
る
。
価
値
あ
る
も
の
が
す
べ
て
売
買
の

対
象
に
な
る
と
す
れ
ば
、
お
金
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る

違
い
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
」。
こ
う
し
た
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
、「
お
金
の

重
要
性
が
増
し
、
不
平
等
の
刺
す
よ
う
な
痛
み
が
い
っ
そ
う
ひ
ど
く
な
っ
た
」
と

指
摘
す
る）

45
（

。

　

裕
福
な
人
が
贅
沢
品
や
優
雅
な
休
暇
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
サ
ン
デ
ル
は
不
平
等
を
完
全
に
否
定
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
ル
派
の
論
者
の
よ
う
に
、
ど

の
程
度
の
不
平
等
が
許
容
範
囲
な
の
か
と
い
っ
た
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
も
し
て

い
な
い
。
サ
ン
デ
ル
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
そ
う
で
は
な
か
っ
た
社
会

領
域
に
市
場
原
理
が
入
り
込
む
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
質
の
異
な
る
新
た
な
不

平
等
が
発
生
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
行
列
と
い
う
「
早
い
者

順
」
と
い
う
素
朴
な
平
等
主
義
に
よ
っ
て
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
分
配
さ
れ
て
い
た
領

域
で
、
お
金
を
払
っ
て
、
行
列
に
割
り
込
む
あ
る
い
は
優
先
権
を
手
に
入
れ
る
こ

と
と
い
う
の
は
、
サ
ン
デ
ル
の
問
題
意
識
を
理
解
す
る
の
に
適
し
た
事
例
と
い
え

る
。

　

サ
ン
デ
ル
は
、
行
列
の
倫
理
か
ら
市
場
の
倫
理
へ
と
い
う
変
化
が
許
さ
れ
る
領

域
と
許
さ
れ
な
い
領
域
が
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
お
金
を
支
払
い
、
フ
ァ
ー
ス

ト
ク
ラ
ス
や
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
で
快
適
な
広
い
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
は
認
め
る

が
、
空
港
の
手
荷
物
検
査
所
に
で
き
る
長
い
行
列
に
割
り
込
め
る
権
利
を
購
入
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
手
荷
物
検
査
が
国
防
に
関
わ

る
市
民
の
義
務
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
議
会
や
裁
判
所
で
の
傍
聴
や
病
院
で
の

診
察
を
優
先
的
に
受
け
ら
れ
る
権
利
を
販
売
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
呈
す
る
が
、

そ
の
理
由
は
、
議
会
や
裁
判
を
傍
聴
す
る
の
は
市
民
に
平
等
に
認
め
ら
れ
る
べ
き

権
利
で
あ
り
、
ま
た
診
察
は
健
康
と
い
う
人
間
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

サ
ン
デ
ル
は
、「
市
場
は
行
列
に
優
越
す
る
と
い
う
主
張
に
は
二
つ
の
論
拠
が

あ
る
」
と
い
う
。
一
つ
は
個
人
の
自
由
の
尊
重
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
福
祉
、
す
な
わ
ち
社
会
的
効
用
の
最
大
化
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
政

治
哲
学
の
文
脈
で
捉
え
る
な
ら
、
前
者
が
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立
場
、
後
者
が

功
利
主
義
の
立
場
で
あ
る
。

　

リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
主
張
に
よ
れ
ば
、「
人
び
と
は
、
他
人
の
権
利
を
侵
さ
な
い

限
り
で
何
で
も
自
由
に
売
り
買
い
す
べ
き
」
と
な
る
。
そ
れ
は
、
売
春
や
臓
器
売

買
と
同
様
、
行
列
の
代
行
や
ダ
フ
屋
行
為
に
も
あ
て
は
ま
る
。
こ
う
し
た
行
為
を

禁
止
す
る
法
律
を
作
る
こ
と
は
、「
同
意
し
た
成
人
の
選
択
を
妨
害
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
個
人
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
考
え
て
い
る
」
の
で
あ
る）

46
（

。
リ
バ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
の
こ
う
し
た
自
由
観
に
対
し
て
サ
ン
デ
ル
は
一
貫
し
て
反
対
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
個
人
の
選
択
を
絶
対
視
す
る
こ
と
で
、
健
全
な
民
主
主
義
に
は
不

可
欠
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
連
帯
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
意
義
を
捉
え
損
ね
、
公

民
的
美
徳
を
傷
つ
け
、
共
通
善
を
見
出
そ
う
と
す
る
機
会
を
失
わ
せ
る
か
ら
で
あ

る）
47
（

。

　

も
う
一
方
の
功
利
主
義
は
、
市
場
方
式
を
擁
護
す
る
論
拠
と
し
て
広
く
一
般
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
と
り
わ
け
経
済
学
者
に
は
な
じ
み
深
い
も
の
で
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あ
る
。
功
利
主
義
は
、「
市
場
取
引
が
売
り
手
と
買
い
手
に
同
じ
よ
う
に
利
益
を

も
た
ら
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
の
集
団
的
福
利
、
す
な
わ
ち
社
会
的
効

用
を
向
上
さ
せ
る）

48
（

」
と
し
て
、
市
場
方
式
の
優
位
性
を
主
張
す
る
。
行
列
の
並
び

屋
を
例
に
み
て
み
よ
う
。
並
び
屋
を
認
め
た
場
合
、
効
用
計
算
と
い
う
観
点
か
ら

す
る
と
、
並
ば
な
い
で
お
金
を
払
う
方
も
、
並
ん
で
お
金
を
稼
ぐ
方
も
、
そ
れ
ぞ

れ
自
ら
が
望
ん
だ
取
引
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
の
に
対
し
て
、
行

列
は
強
制
的
に
時
間
を
奪
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
社
会
的
効
用
を
増
大
さ
せ

る
望
ま
し
い
選
択
肢
は
並
び
屋
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
並
び
屋
へ
の
支

払
額
は
、
並
ぶ
時
間
の
価
値
を
適
正
に
測
っ
て
お
り
、
自
由
市
場
は
財
を
適
切
か

つ
効
率
的
に
分
配
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
、「
経
済
学
者
に

と
っ
て
は
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
長
い
行
列
を
つ
く
る
の
は
無

駄）
49
（

」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

サ
ン
デ
ル
は
、
財
の
分
配
を
行
列
に
委
ね
る
か
市
場
に
委
ね
る
か
と
い
う
選
択

に
関
し
て
、
行
列
が
「
自
由
時
間
を
多
く
持
っ
て
い
る
人
を
え
こ
ひ
い
き
す
る
」

を
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
市
場
が
最
も
お
金
を
持
っ
て
い
る
人
を
「
え
こ

ひ
い
き
す
る
」
の
と
同
じ
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
市
場
は
、
支
払
い
能
力
と
意
志
に

基
づ
い
て
、
行
列
は
並
ん
で
待
つ
能
力
と
意
志
に
基
づ
い
て
、
財
を
分
配
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
踏
ま
え
る
べ
き
は
、
あ
る
財
に
お
金
を
支
払
お
う
と
す
る

意
志
に
着
目
す
る
ほ
う
が
、
行
列
に
並
ん
で
待
と
う
と
す
る
意
志
に
着
目
す
る
よ

り
も
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
を
よ
り
正
確
に
測
れ
る
と
考
え
る
理
由
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ダ
フ
屋
は
、
最
高
入
札
者
に
コ
ン
サ
ー
ト
の
チ
ケ
ッ
ト
を
渡

す
が
、本
当
に
観
た
い
の
は
最
高
値
を
付
け
た
人
だ
と
証
明
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
サ
ン
デ
ル
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
野
球
場
で
高
額
な
席
に
座
っ
て
い
る
人
び

と
ほ
ど
、
遅
く
来
て
早
く
帰
る
傾
向
が
あ
る
そ
う
だ
が
、
実
際
、
高
い
値
段
を
支

払
っ
た
人
が
、そ
の
額
よ
り
安
い
値
段
で
購
入
し
た
人
よ
り
も
、試
合
を
見
た
が
っ

て
い
る
と
は
言
い
難
く
、チ
ケ
ッ
ト
の
値
段
と
功
利
が
比
例
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

だ
と
す
る
と
、
支
払
い
能
力
に
よ
る
分
配
が
常
に
社
会
全
体
の
福
祉
を
最
大
化
す

る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
要
す
る
に
、
行
列
よ
り
も
市
場
を
支
持

す
る
功
利
主
義
的
な
議
論
は
、
偶
然
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
の
だ
。
財
を
最
も

高
く
評
価
す
る
人
に
、
市
場
が
そ
れ
を
渡
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
行
列
が
そ
う
す
る

こ
と
も
あ
る
。」
サ
ン
デ
ル
は
、
こ
う
指
摘
し
て
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
分
配
を
よ

り
適
切
に
果
た
す
の
が
、
市
場
な
の
か
行
列
な
の
か
は
、
功
利
主
義
が
想
定
す
る

よ
う
な「
抽
象
的
な
経
済
的
推
論
に
よ
っ
て
事
前
に
解
決
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
」

と
す
る）

50
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
財
の
分
配
方
法
は
、
行
列
と
市
場
だ
け
で
は
な
く
、
能
力
に
応
じ

て
分
配
さ
れ
る
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
る
場
合
、
さ
ら
に
、
く
じ
や
運

に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
実
際
に
は
事
例
ご
と
に
特
定
の
方
法
が
採

用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
法
自
体
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
。

サ
ン
デ
ル
が
問
題
に
す
る
の
は
、
現
代
に
お
い
て
、
非
市
場
的
な
分
配
方
法
に
市

場
的
な
分
配
方
法
が
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
つ
い
て
人

び
と
が
十
分
に
意
識
を
向
け
ず
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

51
（

。
そ
も
そ
も
、
財

や
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
側
は
、
供
給
の
見
返
り
に
金
銭
を
受
け
取
る
こ
と
を
歓

迎
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
ら
か
の
歯
止
め
が
な
い
限
り
、
市
場
原
理
の
導
入
は
進

ん
で
い
き
、
功
利
主
義
は
そ
れ
を
後
押
し
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
事
例
、
そ

の
領
域
に
お
け
る
財
の
分
配
方
法
が
市
場
方
式
で
適
切
な
の
か
ど
う
か
、
道
徳
的

判
断
に
踏
み
込
ん
だ
市
民
に
よ
る
対
話
や
討
論
で
検
討
し
、
歯
止
め
を
設
定
す
る
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こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
に
、
お
金
を
払
っ
て
他
者
に
あ
る
行
為
を
促
す
、
金
銭
的
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
平
等
に
つ
い
て
論
じ
て
い
こ
う
。
こ

れ
は
自
由
や
自
律
の
理
念
と
関
係
す
る
。

　

金
銭
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
関
し
て
、
サ
ン
デ
ル
が
挙
げ
る
最
初
の
例
は
、
薬

物
中
毒
の
女
性
に
対
し
て
不
妊
手
術
か
長
期
の
避
妊
処
置
と
引
き
換
え
に
現
金
を

与
え
る
民
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
当
然
な
が
ら

権
力
や
暴
力
に
よ
る
強
制
は
な
く
、
女
性
の
側
に
契
約
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
市
場
の
原
理
に
適
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
、貧
困
地
域
に
住
む
弱
い
立
場
の
、お
金
を
必
要
と
し
て
い
る
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
金
銭
的
見
返
り
が
魅
力
的
す
ぎ
て
、
事
実
上

の
「
強
制
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
で
る
の
も
当
然
で
あ
る）

52
（

。
金
銭
的
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
富
や
所
得
の
不
平
等
が
あ
る
社
会
で
、
と
り
わ
け
所
持
金
が

少
な
い
、
あ
る
い
は
必
要
と
す
る
お
金
が
多
い
と
い
っ
た
事
情
を
抱
え
る
契
約
者

の
側
の
、
自
発
的
選
択
、
自
律
、
自
由
を
危
険
に
さ
ら
す
。「
ひ
ど
く
貧
し
か
っ

た
り
公
正
な
条
件
で
交
渉
す
る
力
が
な
か
っ
た
り
す
る
人
が
い
れ
ば
、
市
場
に
お

け
る
選
択
は
自
由
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
市
場
に
お
け
る
選
択

が
自
由
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
、
社
会
の
背
景
条
件
の
い
か
な

る
不
平
等
が
、
本
当
の
意
味
で
の
同
意
を
損
な
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い）
53
（

」。
こ
こ
で
市
場
は
、「
見
え
ざ
る
手
」
で
は
な
く
、「
強
制
す
る
手
」
と
な
っ

て
い
る）

54
（

。

　

こ
う
し
た
市
場
に
よ
る
「
強
制
」
が
経
済
的
弱
者
か
ら
自
律
を
奪
い
社
会
の
公

正
さ
を
損
な
う
と
い
う
批
判
は
、平
等
を
重
ん
じ
る
左
派
か
ら
の
も
の
が
多
い
が
、

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
太
り
す
ぎ
の
人
が
痩
せ
る
こ
と
で
お
金
（
報

奨
金
）
を
得
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
事
例
で
は
、
体
重
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
本

来
自
律
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
対
し
て
お
金
を
支
払
う
の
は
、
む
し
ろ
不
健

康
を
放
置
し
て
い
る
怠
慢
な
人
に
報
奨
金
を
支
払
う
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
、
自

由
を
重
ん
じ
る
右
派
か
ら
も
批
判
が
出
る
。「
あ
る
人
に
お
金
を
払
っ
て
悪
習
を

捨
て
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
過
保
護
国
家
の
精
神
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
自

分
の
健
康
へ
の
責
任
を
い
っ
さ
い
免
除
し
て
し
ま
う
」
悪
し
き
政
策
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る）

55
（

。
左
派
に
と
っ
て
も
右
派
に
と
っ
て
も
、
自
律
は
自
由
社
会
を
基
礎

づ
け
る
理
念
で
あ
り
、
金
銭
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
そ
れ
を
脅
か
す
。

　

最
後
に
、
そ
の
他
の
事
例
か
ら
生
じ
る
不
平
等
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
こ
こ
で

サ
ン
デ
ル
が
重
視
し
て
い
る
の
が
公
的
施
設
の
利
用
方
法
で
あ
る
。
野
球
フ
ァ
ン

の
サ
ン
デ
ル
に
よ
る
と
、「
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
に
見
ら
れ
る
行
事
の
な
か
で
、

野
球
、
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
ほ
ど
、
社
会

の
一
体
感
と
市
民
の
誇
り
の
源
に
な
る
も
の
は
な
い
」。「
ス
タ
ジ
ア
ム
は
わ
れ
わ

れ
市
民
宗
教
の
大
聖
堂
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
と
階
層
の
人
び
と
が
、
失
望

と
期
待
、
の
の
し
り
と
祈
り
か
ら
な
る
儀
式
に
集
う
公
共
の
場
だ
」。
し
か
し
、

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
は
、
市
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
当

然
な
が
ら
ビ
ジ
ネ
ス
で
も
あ
り
、
興
行
収
入
を
多
く
す
る
た
め
に
、
サ
イ
ン
ボ
ー

ル
や
グ
ッ
ズ
だ
け
で
な
く
、
ス
タ
ジ
ア
ム
の
命
名
権
ま
で
も
販
売
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
豪
華
な
ス
カ
イ
ボ
ッ
ク
ス
（
特
別
席
）
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、あ
っ
と
い
う
間
に
普
及
し
そ
の
数
は
激
増
し
た
。
サ
ン
デ
ル
に
よ
る
と
、

こ
う
し
た
「
フ
ィ
ー
ル
ド
を
は
る
か
に
見
下
ろ
す
ス
カ
イ
ボ
ッ
ク
ス
・
ス
イ
ー
ト

の
登
場
に
よ
っ
て
、
富
裕
階
級
や
特
権
階
級
と
、
下
の
ス
タ
ン
ド
に
い
る
庶
民
が



論　説 ●

16

隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」。
平
等
は
損
な
わ
れ
、
階
級
分
離
が
進
む
と
と
も
に
、

そ
こ
で
育
ま
れ
る
べ
き
社
会
的
な
絆
や
市
民
感
情
も
失
わ
れ
た）

56
（

。
ス
タ
ジ
ア
ム
は

公
共
の
場
か
ら
球
団
の
私
物
へ
と
変
質
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
商
業
主

義
は
共
通
性
を
損
な
う
。
お
金
で
買
え
る
も
の
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
異
な

る
職
種
や
階
層
の
人
た
ち
が
互
い
に
出
会
う
機
会
は
減
っ
て
い
く）

57
（

。」
サ
ン
デ
ル

の
不
満
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

格
差
が
広
が
り
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
が
市
場
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
懐
の

豊
か
な
人
と
そ
う
で
な
い
人
が
ま
す
ま
す
か
け
離
れ
た
生
活
を
送
る
」
こ
と
に
な

る
。
人
び
と
は
、
懐
具
合
に
よ
っ
て
、
別
々
の
場
所
で
暮
ら
し
、
働
き
、
買
い
物

を
し
、
遊
ぶ
。
子
ど
も
た
ち
は
別
々
の
学
校
に
通
う
。
ま
さ
に
こ
れ
は
「
ア
メ
リ

カ
人
の
生
活
の
ス
カ
イ
ボ
ッ
ク
ス
化
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
変
化
で
あ
り
、
民
主
主

義
に
と
っ
て
よ
く
な
い
し
、
満
足
で
き
る
生
き
方
で
も
な
い
。「
民
主
主
義
に
は

完
璧
な
平
等
が
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
市
民
が
共
通
の
生
を
分
か
ち
合
う
こ

と
が
必
要
な
の
は
間
違
い
な
い
。
大
事
な
の
は
、
出
自
や
社
会
的
立
場
の
異
な
る

人
た
ち
が
日
常
生
活
を
送
り
な
が
ら
出
会
い
、
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
が
た
が
い
に
折
り
合
い
を
つ
け
、
差
異
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
学
ぶ
方

法
だ
し
、
共
通
善
を
尊
ぶ
よ
う
に
な
る
方
法
だ
か
ら
だ）

58
（

」。
こ
う
述
べ
て
、
サ
ン

デ
ル
は
、
市
場
社
会
に
お
け
る
社
会
的
分
断
の
危
険
を
指
摘
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
サ
ン
デ
ル
は
、
不
平
等
の
拡
大
、
自
由
や
自
律
の
侵
害
、
社
会

的
分
断
と
い
う
点
で
市
場
社
会
に
警
告
を
発
し
て
い
る
が
、市
場
社
会
の
問
題
は
、

不
平
等
と
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
も
し
市
場
社
会
の
問
題
が

不
平
等
に
起
因
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
富
や
所
得
の
差
が
な
く
な
る
か
、
そ
の
差
が

意
味
の
な
い
程
度
に
縮
小
す
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
サ
ン
デ
ル
は
、
そ

れ
で
は
問
題
は
解
決
し
な
い
と
い
う
。「
権
力
や
富
の
不
正
な
格
差
が
な
い
社
会

で
あ
っ
て
も
お
金
で
買
う
べ
き
で
な
い
事
物
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
市
場
が
単

な
る
仕
組
み
で
は
な
い
か
ら
だ
。
市
場
は
あ
る
一
定
の
価
値
を
体
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
と
き
と
し
て
市
場
価
値
は
、
大
切
に
す
べ
き
非
市
場
的
規
範
を
締
め
出

し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
だ）

59
（

。」
そ
の
意
味
で
、
不
平
等
よ
り
も
よ
り
深
刻
な

市
場
社
会
の
問
題
、
そ
れ
が
腐
敗
で
あ
る
。
不
平
等
が
状
態
を
表
す
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
腐
敗
は
価
値
判
断
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
サ
ン
デ
ル

に
と
っ
て
は
よ
り
重
要
な
課
題
と
な
る
。
以
下
検
討
し
て
い
こ
う
。
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） Ibid., p. 203.

﹇
同
上
書
、
一
〇
二
頁
。﹈

（
16
） 

大
森
秀
臣
は
、
サ
ン
デ
ル
の
「
陶
冶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
、
道
徳
的
条
件
す
な
わ
ち
「
徳

性
の
再
燃
」
と
経
済
的
条
件
す
な
わ
ち
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
政
治
経
済
学
」
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
を
さ
ら
に
三
つ
の
条
件
に
分
け
て
い
る
。
大
森
が
指
摘
す
る
の
は
、
道
徳
的
条
件

と
し
て
、
①
共
通
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
制
度
的
に
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
②
宗

教
的
・
道
徳
的
言
語
を
公
的
議
題
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
③
人
格
形
成
や
道
徳

教
育
を
行
う
よ
う
に
共
同
体
を
組
織
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
経
済
的
条
件

と
し
て
、
④
地
域
経
済
を
活
性
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
⑤
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
に

対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
⑥
階
級
混
合
制
度
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
。
大
森
秀
臣
、『
共
和
主
義
の
法
理
論
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
二
六
―

一
二
九
頁
。

（
17
） Sandel, D

em
ocracy ’s D

iscontent: A
m
erica in Search of a Public Philosophy, 

pp. 124

―130.

﹇『
民
主
政
の
不
満
―
公
共
哲
学
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
（
下
）』、一
二
八
頁
。﹈

（
18
） Ibid., pp. 268

―269.

﹇
同
上
書
、
一
八
〇
―
一
八
一
頁
。﹈

（
19
） Ibid., pp. 349

―351.

﹇
同
上
書
、
二
八
五
―
二
八
六
頁
。﹈

（
20
） 

菊
池
理
夫
は
、サ
ン
デ
ル
を
「
現
代
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
」
で
あ
り
「
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ン
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
菊
池
理
夫
、『
共
通
善
の
政
治
』（
勁
草
書
房
、

二
〇
一
一
年
）、
二
〇
二
頁
、
菊
池
理
夫
、「
第
二
章　

現
代
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
諸

相
」
菊
池
理
夫
・
小
林
正
弥
編
著
、『
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
世
界
』（
勁
草
書
房
、

二
〇
一
三
年
）、一
一
八
頁
。
菊
池
理
夫
、「
第
六
章 

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
政
府
―
「
共

通
善
」
を
求
め
て
―
」、
菊
池
理
夫
・
有
賀
誠
・
田
上
孝
一
編
著
、『
政
府
の
政
治
理
論
』（
晃

洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
）、
一
〇
三
頁
な
ど
も
参
照
。

（
21
） 

小
林
正
弥
、『
サ
ン
デ
ル
の
政
治
哲
学
―〈
正
義
〉と
は
何
か
』（
平
凡
社﹇
平
凡
社
新
書
﹈、

二
〇
一
〇
年
）、
一
五
三
頁
及
び
三
三
七
―
三
三
九
頁
、
小
林
正
弥
、「
第
四
章 

日
米
の
公

共
哲
学
と
民
主
政
―
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
共
和
主
義
を
め
ぐ
っ
て
」、
菊
池
理
夫
・

小
林
正
弥
編
著
、『
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
世
界
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
）、

二
一
四
―
二
二
四
頁
。

（
22
） Sandel, Liberalism

 and the Lim
its of Justice, second edition, pp. ix

―x.

﹇「
第

二
版
へ
の
序
：
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
限
界
」『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
正
義
の
限
界
：
原

著
第
二
版
』
v
―

vi
頁
。﹈
た
だ
し
こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
林
正
弥
監
修
の
も
と
で
行
わ
れ
た

対
話
の
中
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
共
通
善
、
埋
め
込
ま
れ
た
自
己
（em

bedded self

）
な
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ど
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
理
解
さ
れ
る
な
ら

ば
、コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
小
林
正
弥
監
修
等
全
般
、

「
付
録　

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
及
び
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
と
の
質
疑
応
答
」、
マ
イ
ケ

ル
・
サ
ン
デ
ル
著
、
小
林
正
弥
監
訳
、『
民
主
政
の
不
満
―
公
共
哲
学
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ

（
上
）』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）、
二
一
七
―
二
一
八
頁
。

（
23
） 

小
林
正
弥
、『
サ
ン
デ
ル
の
政
治
哲
学
―〈
正
義
〉と
は
何
か
』（
平
凡
社﹇
平
凡
社
新
書
﹈、

二
〇
一
〇
年
）、
二
四
頁
。

（
24
） 

笹
倉
秀
夫
は
、
サ
ン
デ
ル
が
『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
』
で
正
義
に
関

わ
る
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
テ
ー
マ
を
七
つ
の
観
点
か
ら
分
類
し
て
い
る
。
一
つ
目

が
（
a
）
公
平
で
あ
り
、
兵
役
負
担
の
問
題
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
二
つ
目
が
（
b
）
そ
の

人
に
か
れ
が
値
す
る
も
の
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
金
融
危
機
下
で
の
保
険
会
社
の

Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
対
す
る
多
額
の
ボ
ー
ナ
ス
給
付
の
問
題
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
三
つ
目
が
（
c
）

権
利
の
尊
重
で
あ
り
、リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
自
由
論
に
関
す
る
議
論
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。

四
つ
目
が
（
d
）
社
会
の
美
徳
で
あ
り
、
代
理
母
契
約
の
問
題
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
五
つ

目
が
（
e
）
事
物
の
も
つ
論
理
で
あ
り
、
パ
ー
プ
ル
ハ
ー
ト
勲
章
の
付
与
対
象
者
の
問
題
を

例
に
挙
げ
て
い
る
。
六
つ
目
が
（
f
）
政
策
の
妥
当
性
で
あ
り
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア

ク
シ
ョ
ン
の
問
題
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
七
つ
目
が
（
g
）
生
命
・
財
産
・
名
誉
等
を
奪
う

こ
と
で
あ
り
、
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号
事
件
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
類
を
踏
ま
え
、

サ
ン
デ
ル
の
正
義
論
は
、
社
会
の
美
徳
や
事
物
の
も
つ
論
理
が
正
義
論
と
し
て
表
に
出
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
笹
倉
秀
夫
、『
法
へ
の
根
源
的
視
座
』（
北
大
路
書
房
、二
〇
一
七
年
）、

一
四
―
一
七
頁
。

（
25
） M

ichael J. Sandel, Justice: W
hat ’s the R

ight T
hing to D

o, (Farrar Straus 

&
 Giroux, 2009 ), p. 261.

﹇
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
著
、
鬼
澤
忍
訳
、『
こ
れ
か
ら
の
「
正

義
」の
話
を
し
よ
う
―
い
ま
を
生
き
延
び
る
た
め
の
哲
学
』（
早
川
書
房﹇
ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
﹈、

二
〇
一
〇
年
）、
四
〇
七
頁
。﹈

（
26
） 

サ
ン
デ
ル
は
、
①
「
市
民
権
、
犠
牲
、
奉
仕
」、
②
「
市
場
の
道
徳
的
限
界
」、
③
「
不
平

等
、
連
帯
、
市
民
道
徳
」、
④
「
道
徳
に
関
与
す
る
政
治
」
と
四
つ
の
テ
ー
マ
を
挙
げ
て
、
共

通
善
の
政
治
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
い
る
。Ibid., pp. 263

―269.

﹇
同
上
書
、
四
一
一
―

四
一
九
頁
。﹈

（
27
） 

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
著
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
」
制
作
チ
ー
ム
、
小
林

正
弥
＋
杉
田
晶
子
訳
、『
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
講
義
録
＋
東
大
特
別
授
業
〔
上
〕〔
下
〕』（
早

川
書
房
﹇
ハ
ヤ
カ
ワ
・
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
庫
﹈、
二
〇
一
二
年
）、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ

ル
著
、
小
林
正
弥
監
修
・
解
説
、
鬼
澤
忍
訳
『
日
本
で
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
〔
Ｄ
Ｖ
Ｄ

ブ
ッ
ク
〕
サ
ン
デ
ル
教
授
の
特
別
授
業
』（
早
川
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン

デ
ル
著
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
」
制
作
チ
ー
ム
訳
、『
５
０
０
０
人
の
白
熱
教

室
―
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ブ
ッ
ク
』（
早
川
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

（
28
） 「
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
の
白
熱
教
室
二
〇
一
八
」
の
紹
介
は
、
下
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
る
。https://w

w
w
.nhk.or.jp/docudocu/program

/92899/2899074/index.htm
l

（
29
） M

ichael J. Sandel, T
he C

ase against P
erfection: E

thics in the A
ge of 

G
enetic E

ngineering (H
arvard U

niversity Press, 2007 ). 

﹇
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル

著
、
林
芳
紀
・
伊
吹
友
秀
訳
、『
完
全
な
人
間
を
目
指
さ
な
く
て
も
よ
い
理
由
―
遺
伝
子
操

作
と
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
倫
理
―
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。﹈

（
30
） 

小
林
正
弥
、『
サ
ン
デ
ル
の
政
治
哲
学
―
〈
正
義
〉
と
は
何
か
』、
三
五
頁
。

（
31
） 

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
白
熱
教
室
製
作
チ
ー
ム
、『
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室　

世
界
の
人
た
ち
と
正
義
の
話
を
し
よ
う
＋
東
北
大
特
別
講
義
』（
早
川
書
房
、二
〇
一
三
年
）、

一
九
九
―
二
〇
九
頁
。

（
32
） 

小
林
正
弥
、『
サ
ン
デ
ル
の
政
治
哲
学
―
〈
正
義
〉
と
は
何
か
』、
三
五
三
頁
。

（
33
） M

ichael J. Sandel, W
hat M

oney Can ’t Buy: T
he M

oral Lim
its of M

arkets 
(Farrar, Straus and Giroux; Reprint

版, 2012 ), p. 10.

﹇
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
著
、

鬼
澤
忍
訳
、『
そ
れ
を
お
金
で
買
い
ま
す
か
―
市
場
主
義
の
限
界
』（
早
川
書
房
﹇
ハ
ヤ
カ
ワ

文
庫
﹈、
二
〇
一
四
年
）、
二
四
頁
。﹈

（
34
） Ibid., p. 8.

﹇
同
上
書
、
二
一
頁
。﹈

（
35
） Ibid., p. 7.
﹇
同
上
書
、
一
九
―
二
〇
頁
。﹈

（
36
） Ibid., p. 5.
﹇
同
上
書
、
一
七
―
一
八
頁
。﹈
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（
37
） Ibid., p. 14.

﹇
同
上
書
、
二
八
頁
。﹈

（
38
） Ibid., pp. 3

―5.

﹇
同
上
書
、
一
三
―
一
七
頁
。﹈

（
39
） Ibid., p. 39.

﹇
同
上
書
、
六
三
頁
。﹈

（
40
） Ibid., pp. 17

―39.

﹇
同
上
書
、
三
二
―
六
二
頁
。﹈

（
41
） Ibid., pp. 43
―44.

﹇
同
上
書
、
六
八
―
七
〇
頁
。﹈

（
42
） Ibid., pp. 51
―91.
﹇
同
上
書
、
七
九
―
一
三
五
頁
。﹈

（
43
） Ibid., pp. 93

―203.
﹇
同
上
書
、
一
三
八
―
二
九
二
頁
。﹈

（
44
） Ibid., p. 8.

﹇
同
上
書
、
二
一
頁
。﹈

（
45
） Ibid., pp. 8

―9.

﹇
同
上
書
、
二
一
―
二
二
頁
。﹈

（
46
） Ibid., p. 29.

﹇
同
上
書
、
四
八
頁
。﹈

（
47
） Sandel, Public philosophy: essays on m

orality in politics, p. 155.

﹇『
公
共
哲

学
―
政
治
に
お
け
る
道
徳
を
考
え
る
』、
二
一
八
頁
。﹈

（
48
） Sandel, W

hat M
oney Can ’t Buy: T

he M
oral Lim

its of M
arkets, p. 29.

﹇『
そ

れ
を
お
金
で
買
い
ま
す
か
―
市
場
主
義
の
限
界
』、
四
九
頁
。﹈

（
49
） Ibid., p. 21.

﹇
同
上
書
、
三
七
頁
。﹈
サ
ン
デ
ル
は
こ
の
点
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
経

済
学
者
に
と
っ
て
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
長
い
行
列
を
つ
く
る
の
は
無
駄

に
し
て
非
効
率
で
あ
り
、
価
格
シ
ス
テ
ム
が
需
要
と
供
給
を
調
整
し
そ
こ
な
っ
た
証
拠
で
あ

る
。
空
港
、
遊
園
地
、
高
速
道
路
で
、
お
金
を
払
っ
て
よ
り
早
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
す
れ
ば
、
人
び
と
は
自
分
の
時
間
に
値
を
つ
け
ら
れ
る
の
で
、
経
済
効
率
が
向
上
す

る
の
だ
。」

（
50
） Ibid., p. 32.

﹇
同
上
書
、
五
三
頁
。﹈

（
51
） Ibid., p. 41.

﹇
同
上
書
、
六
五
頁
。﹈

（
52
） Ibid., p. 43.

﹇
同
上
書
、
六
九
頁
。﹈

（
53
） Ibid., p. 112.

﹇
同
上
書
、
一
六
五
頁
。﹈

（
54
） Ibid., p. 86.

﹇
同
上
書
、
一
二
九
頁
。﹈

（
55
） Ibid., pp. 57

―58.

﹇
同
上
書
、
八
八
―
八
九
頁
。﹈

（
56
） Ibid., pp. 172

―174.

﹇
同
上
書
、
二
四
九
―
二
五
二
頁
。﹈

（
57
） Ibid., p. 202.

﹇
同
上
書
、
二
九
一
頁
。﹈

（
58
） Ibid., p. 203.

﹇
同
上
書
、
二
九
二
頁
。﹈

（
59
） Ibid., p. 127.

﹇
同
上
書
、
一
六
五
―
一
六
六
頁
。﹈


