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は
じ
め
に

個
人
や
集
団
の
あ
い
だ
の
紛
争
を
解
決
し
、
関
係
を
正
常
化
す
る
過
程
で
必
要
な

こ
と
が
ら
の
一
つ
が
、
一
方
が
他
方
に
与
え
た
損
失
や
被
害
の
存
在
を
確
認
し
、
そ

れ
を
生
じ
さ
せ
た
側
が
そ
の
責
任
を
認
め
、
損
失
や
被
害
を
受
け
た
側
に
対
し
て
、

償
い
の
行
為
を
行
な
う
こ
と
、
そ
し
て
、
損
失
や
被
害
を
被
っ
た
側
も
、
責
任
の
承

認
と
償
い
の
行
為
を
受
け
入
れ
、
双
方
が
、
紛
争
の
解
決
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
、
加
害
の
側
に
よ
る
責
任
の
承
認
と
償
い
、
被
害
の
側
に
よ
る
そ
れ

ら
の
行
為
の
受
け
入
れ
は
、
典
型
的
に
は
、
謝
罪
と
赦
し
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
と

考
え
ら
れ
る
。

西
洋
近
代
の
哲
学
的
伝
統
で
は
、
謝
罪
と
赦
し
は
、
主
に
、
個
人
と
個
人
の
あ
い

だ
の
対
等
で
平
和
的
な
関
係
を
構
築
し
維
持
す
る
行
為
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
と

言
え
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、人
々
が
そ
の
自
己
保
存
の
た
め
に
遵
守
す
べ
き
自
然
法
の
一
つ
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
将
来
の
時
の
配
慮
に
も
と
づ
き
、
人
は
、
過
去
の
加

害
を
な
し
た
人
々
が
悔
い
改
め
（repen

t

）、
赦
し
を
欲
す
る
（desire

）
と
き
は
、
そ

の
加
害
を
赦
す
（pardon

）
べ
き
で
あ
る
。」（L

eviath
an

, P
art 1, C

h
ap. 15, H

obbes 

1996, p. 106

）

対
等
な
諸
個
人
が
共
存
す
る
空
間
を
構
築
し
維
持
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
赦

し
を
位
置
づ
け
る
考
え
方
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
至
る
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い

る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
公
共
的
な
空
間
に
お
け
る
自
由
な
活
動
（action

）
の
欠
点
の

一
つ
と
し
て
、
い
っ
た
ん
な
さ
れ
た
こ
と
を
な
か
っ
た
こ
と
に
で
き
な
い
と
い
う
不

可
逆
性
を
あ
げ
、
赦
し
こ
そ
が
、
そ
の
欠
点
を
救
う
活
動
で
あ
る
と
述
べ
る
。「
不
可

逆
性
の
苦
境
か
ら
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
赦
し
（forgivin

g

）
の
能
力
で
あ

る
。」（A

ren
dt 1998, p. 237

）

こ
こ
で
は
、
人
間
の
行
為
が
他
の
人
間
に
与
え
る
損
失
や
被
害
と
と
も
に
生
じ
る

社
会
的
関
係
の
毀
損
を
修
復
す
る
行
為
と
し
て
、
損
失
や
被
害
を
被
っ
た
側
に
よ
る

赦
し
が
想
定
さ
れ
、
赦
し
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
関
係
と
は
、
対
等
な

個
人
の
あ
い
だ
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
個
人
や
集
団
が
、
自
分
た
ち
の
受
け
た
損
失
や
被
害
を
訴
え
、
そ
れ
に

対
す
る
適
切
な
処
置
を
求
め
る
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
と
、
本
来

的
に
対
等
で
あ
る
べ
き
個
人
の
あ
い
だ
で
の
謝
罪
と
赦
し
と
い
う
モ
デ
ル
で
は
十
分

で
な
い
場
合
が
多
い
。

ま
ず
、
損
失
や
被
害
の
訴
え
を
受
け
止
め
る
べ
き
側
と
し
て
、
損
失
や
被
害
を
与

え
る
行
為
を
実
行
し
た
個
人
が
特
定
で
き
、
被
害
者
と
加
害
者
が
対
等
な
個
人
と
し

て
対
面
し
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
例
と
し
て
は
、
損
失
や

被
害
が
、
国
家
や
企
業
等
の
主
体
に
よ
る
、
集
団
的
・
組
織
的
な
行
為
の
結
果
と
し

て
生
じ
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
被
害
者
と
加
害
者
の
関
係
が
非
対
称
的
で
あ
る
の
は
、
加
害
主
体

が
組
織
や
集
団
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
な
い
。
奴
隷
制
や
植
民
地
支
配
な
ど
、
組
織

謝
罪
と
赦
し
、そ
れ
で
終
わ
る
も
の
と
後
に
残
る
も
の 

あ
る
い
は
償
い
と
継
続
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

伊　

勢　

俊　

彦
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的
な
人
権
侵
害
を
行
な
う
体
制
の
下
で
、
適
法
で
正
当
な
も
の
と
し
て
行
な
わ
れ
た

個
人
の
行
為
が
、
の
ち
に
、
不
当
や
損
失
や
被
害
を
与
え
た
も
の
と
し
て
告
発
さ
れ

る
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
当
初
、
一
方
は
被
害
を
訴
え
る
立

場
に
な
く
、
他
方
は
加
害
の
責
任
を
負
う
立
場
に
な
い
と
み
な
さ
れ
た
両
者
の
関
係

が
、
被
害
を
訴
え
、
加
害
の
責
任
を
負
う
の
に
適
格
な
者
ど
う
し
の
関
係
へ
と
変
化

す
る
。

こ
う
し
た
、
被
害
者
と
加
害
者
の
関
係
の
非
対
称
性
や
、
被
害
者
と
加
害
者
の
地

位
の
変
化
に
伴
う
損
失
や
被
害
に
つ
い
て
の
認
識
の
変
化
の
問
題
は
、
対
等
な
諸
個

人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
公
共
的
空
間
を
前
提
と
す
る
理
論
に
そ
の
ま
ま
収
め
る
こ
と

は
で
き
ず
、
そ
れ
に
い
か
に
対
処
す
る
か
が
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
後
半
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

本
稿
の
前
半
で
は
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
困
難
に
目
を
向
け
る
前
に
す
で
に
現
わ

れ
て
く
る
、
人
に
よ
る
謝
罪
と
、
人
に
よ
る
赦
し
に
伴
う
、
原
理
的
な
問
題
を
検
討

す
る
。
そ
の
こ
と
が
、
迂
遠
な
よ
う
で
あ
る
が
、
謝
罪
や
赦
し
が
可
能
に
な
る
空
間

が
、
継
続
的
な
実
践
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ

ろ
う
。

そ
の
原
理
的
な
問
題
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
加
害
者
が
真
に
悔
い
改
め
、
被
害
者
が

真
に
赦
し
た
こ
と
を
公
共
的
な
し
か
た
で
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
、
い
や
原
理
的
に

不
可
能
で
さ
え
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

謝
罪
と
赦
し
は
、
悔
い
改
め
を
「
表
明
」
し
、
赦
し
を
「
与
え
る
」
と
い
う
言
語

行
為
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
悔
い
改
め
と
赦
し
は
、
人
の
内
面
の
感
情
で
も
あ
り
、

悔
い
改
め
と
赦
し
の
感
情
を
伴
わ
な
い
、
謝
罪
の
言
葉
や
赦
し
の
言
葉
だ
け
で
、
加

害
者
と
被
害
者
の
関
係
が
真
に
修
復
さ
れ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

何
を
も
っ
て
、
悔
い
改
め
と
赦
し
の
感
情
を
真
正
の
も
の
と
認
め
る
基
準
と
な
し
う

る
の
か
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
は
じ
め
英
国
の
古
典

的
社
会
哲
学
に
見
ら
れ
る
、
公
共
的
な
責
任
や
責
務
と
個
人
の
内
面
の
関
係
へ
の
言

及
を
参
照
し
、
公
共
的
な
行
為
と
私
秘
的
な
心
的
作
用
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
は
ら
む
問

題
の
整
理
を
試
み
る
。

こ
れ
ら
の
哲
学
者
の
う
ち
、
言
語
行
為
と
内
心
の
事
実
と
の
関
係
を
主
題
的
に
取

り
上
げ
て
い
る
の
は
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
約
束
と
い
う
言
語
行
為
と

そ
れ
に
よ
る
責
務
の
成
立
基
準
を
、
約
束
を
履
行
す
る
意
志
と
い
う
心
の
作
用
で
は

な
く
、
一
定
の
言
語
形
式
の
使
用
に
お
く
。
言
語
行
為
と
心
的
作
用
と
の
こ
の
関
係

は
、
赦
し
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
約
束
と
赦
し
の
つ
な
が
り
を
見

出
す
た
め
の

は
、
唐
突
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

の
議
論
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
約
束
と
赦
し
は
、
人
間
の
活
動
が
行
な

わ
れ
る
公
共
的
な
空
間
の
継
続
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

議
論
を
、
単
に
一
回
一
回
の
約
束
だ
け
で
な
く
、
約
束
と
い
う
実
践
へ
の
継
続
的
な

参
加
を
視
野
に
入
れ
て
見
直
す
こ
と
で
、
約
束
と
赦
し
と
の
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
が
確

認
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ま
ず
公
共
的
な
空
間
が
存
在
し
て
、
約
束
や
赦
し
が
可
能

に
な
る
と
い
う
よ
り
は
、
約
束
や
赦
し
の
実
践
と
い
う
歴
史
的
行
為
の
継
続
を
つ
う

じ
て
、
公
共
的
な
空
間
が
、
そ
の
都
度
新
た
に
構
築
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。

も
と
も
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
ら
の
議
論
は
、
形
式
上
は
非
歴
史
的
な
自
然
法
論
的
枠
組

み
に
よ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
形
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
革
命
や
内
戦

を
経
た
社
会
の
再
統
合
と
い
う
歴
史
的
問
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て

は
、
国
際
的
な
場
合
も
国
内
的
な
場
合
も
、
武
力
紛
争
や
体
制
転
換
を
経
た
後
の
正

義
を
考
え
る
場
合
、
近
世
の
哲
学
者
が
想
定
し
て
い
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
視
野

に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
被
害
者
と
加
害
者
が

非
対
称
で
あ
る
こ
と
や
、
被
害
者
と
加
害
者
の
相
対
的
地
位
が
変
化
可
能
で
あ
る
こ

と
と
並
ん
で
、
大
規
模
で
組
織
的
な
暴
力
や
人
権
侵
害
が
、
し
ば
し
ば
、
被
害
者
の

尊
厳
を
破
壊
し
、
被
害
者
に
回
復
不
可
能
な
ト
ラ
ウ
マ
を
与
え
る
と
い
う
問
題
が
含
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ま
れ
る
。
発
表
の
後
半
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
す
べ
て
含
む
事
例
と
し
て
、
日
本
軍

「
慰
安
婦
」
問
題
と
言
わ
れ
る
戦
時
性
暴
力
を
取
り
上
げ
、そ
れ
に
つ
い
て
誰
が
ど
の

よ
う
に
責
任
を
負
い
、
被
害
者
の
訴
え
に
答
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
理
論

的
枠
組
み
を
検
討
す
る
。

法
と
人
間
の
内
面
に
つ
い
て
の

ホ
ッ
ブ
ズ
・
ロ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
察

ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
人
々
の
あ
い
だ
の
平
和
と
各
々
の
自
己
保
存
の
た
め
の
自

然
法
は
、
悔
い
改
め
と
赦
し
の
法
を
含
む
。
そ
し
て
、
自
然
法
は
外
的
な
法
廷
で
は

な
く
、
各
人
の
内
心
の
法
廷
に
お
い
て
従
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
悔
い
改

め
と
赦
し
は
、
真
正
の
感
情
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
第
六
の
自
然
法
は
、か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
。「
将
来
の
時
の
配
慮
に
も
と
づ
き
、

人
は
、過
去
の
加
害
を
な
し
た
人
々
が
悔
い
改
め（repen

t
）、赦
し
を
欲
す
る（desire

）①

と
き
は
、そ
の
加
害
を
赦
す
（pardon

）
べ
き
で
あ
る
。」
と
い
う
の
は
、赦
し
と
は
、

平
和
を
認
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
敵
意
を
持
ち
続
け
る
人
々
に
赦
し
を
与
え
る

な
ら
、
そ
れ
は
平
和
で
は
な
く
、
恐
怖
と
な
る
。
し
か
し
、
将
来
の
時
を
配
慮
す
る

人
々
に
赦
し
を
与
え
な
い
の
は
、
平
和
を
嫌
悪
す
る
標
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
然
法

に
反
す
る
。」（L

eviath
an

, P
art 1, C

h
ap. 15, H

obbes 1996, p. 106

）

「
自
然
法
が
責
務
を
課
す
の
は
、
内
な
る
法
廷
に
お
い
て
（in

 foro in
tern

o

）
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
法
は
、
そ
れ
ら
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
欲
求
へ
と
拘

束
す
る
。
一
方
、
外
な
る
法
廷
に
お
い
て
（in

 foro extern
o

）、
つ
ま
り
、
法
を
実
際

に
行
な
う
よ
う
に
、
常
に
拘
束
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
慎
ま
し
く
、

従
順
で
、
ほ
か
の
誰
も
が
約
束
を
実
行
し
な
い
よ
う
な
と
き
や
場
所
で
も
、
自
分
の

約
束
を
す
べ
て
実
行
す
る
人
は
、
自
ら
進
ん
で
ほ
か
の
人
々
の
餌
食
に
な
り
、
自
ら

の
確
実
な
破
滅
を
招
く
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
人
間
存
在
の
保
存
に
資
す
る
と
い

う
自
然
法
の
根
拠
に
反
す
る
の
で
あ
る
。﹇...

﹈

ま
た
、
な
ん
で
あ
れ
、
法
が
内
な
る
法
廷
で
拘
束
す
る
も
の
に
対
す
る
違
反
は
、

法
に
反
す
る
事
実
（fact 

実
行
行
為
）
だ
け
で
な
く
、
事
実
に
お
い
て
は
法
に
従
っ
て

い
て
も
、
反
対
の
考
え
を
持
つ
場
合
に
も
な
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合

の
そ
の
人
の
行
な
い
が
法
に
従
っ
て
い
て
も
、
そ
の
目
的
は
法
に
反
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
責
務
が
内
な
る
法
廷
に
属
す
る
限
り
、
そ
の
行
な
い
は
や
は
り
違
反
な
の
で

あ
る
。」（Ibid., p. 110

）

悔
い
改
め
と
赦
し
の
な
さ
れ
る
前
提
の
一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
加
害
の
行

為
が
、
誰
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
行
為
を

自
分
の
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
の
人
格
の
同
一
性
の
問
題
の
中
心
を

な
す
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
何
を
誰
が
な
し
た
こ
と
と
認
め
る
か
の
最
終
的
な
基
準

は
各
人
の
意
識
に
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
法
廷
は
そ
の
基
準
に
従
う
こ
と
は
で
き

ず
、
外
的
な
証
拠
に
よ
っ
て
行
為
の
責
任
を
帰
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
行
為
の
責
任

の
、
真
の
、
最
終
的
な
帰
属
は
、
最
後
の
審
判
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
の
魂
の
秘

密
が
暴
か
れ
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
法
は
、
こ
れ
ら
（
酔
っ
て
い
る
あ
い
だ
や
眠
っ
て
い
る
あ
い
だ
の
こ
と
を
自
分

の
こ
と
と
意
識
し
て
い
な
い
人
々
）
双
方
を
罰
す
る
が
、そ
れ
は
、そ
れ
ら
の
法
が
物
事

を
知
る
し
か
た
に
相
応
の
正
義
を
も
っ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う

し
た
場
合
に
、
法
は
何
が
真
実
で
何
が
偽
り
か
確
実
に
は
区
別
で
き
ず
、
酔
っ
て
い

て
、
あ
る
い
は
眠
っ
て
い
て
、
自
分
は
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
言
い
訳
と
し
て
認

め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
処
罰
が
加
え
ら
れ
る
の
は
一
個
の
人
物
に
で
あ
り
、
一

個
の
人
物
と
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
の
意
識
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
酔
漢
は
し

た
こ
と
を
意
識
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
司
法
が
こ
の
人
を
罰
す

る
の
は
正
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
の
立
証
は
こ
の
人
の
不
利
に
な
る
が
、
意

識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
て
、
こ
の
人
の
有
利
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
最
後
の
審
判
の
日
に
は
、
す
べ
て
の
心
の
秘
密
が
明
ら
か
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に
な
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
誰
も
自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
わ

さ
れ
ず
、
自
分
の
意
識
が
自
ら
を
有
罪
と
す
る
か
無
罪
と
す
る
か
に
し
た
が
っ
て
裁

き
を
受
け
る
と
考
え
る
の
が
道
理
に
か
な
う
で
あ
ろ
う
。」（E

ssay, B
k. II C

h
ap. 27, 

S
ect. 22, L

ocke 1975, pp. 343f.

）

ロ
ッ
ク
は
ま
た
、
自
然
法
を
侵
害
し
自
分
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
者
か
ら
自

分
を
防
衛
す
る
こ
と
の
正
当
性
に
か
か
わ
っ
て
も
、「
最
後
の
審
判
」
に
言
及
し
て
い

る
。「

そ
れ
に
つ
い
て
は
、私
自
身
が
私
自
身
の
良
心
に
お
い
て
裁
き
手
と
な
り
う
る
の

み
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
私
が
最
後
の
審
判
の
日
に
、
す
べ
て
の
人
間
の
至
高
の
裁
き

手
に
答
え
る
と
お
り
な
の
で
あ
る
。」（T

w
o T

reatises, II, C
h

ap. 3, S
ect. 21, L

ocke 

1988, p. 282

）

ホ
ッ
ブ
ズ
と
ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に
、
法
の
執
行
の
正
し
さ
の
最
終
的
基
準
を
、

人
間
の
内
面
に
お
け
る
事
実
に
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、ロ
ッ
ク
は
、

「
人
間
の
法
」
に
よ
る
裁
き
に
お
い
て
、行
為
の
帰
属
の
基
準
を
厳
密
に
意
識
に
求
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
点
さ
ら
に
踏

み
込
ん
で
、
法
は
社
会
の
利
益
の
た
め
の
考
案
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
執
行
の
適
切
さ

の
基
準
は
、
そ
う
厳
格
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
約
束
を
論
ず
る
に
さ
い
し
て
、
約
束
の
言
語
表
現
と
そ
れ
が
表
出

す
る
心
の
動
き
に
つ
い
て
、
や
や
込
み
入
っ
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
約

束
は
、
履
行
の
誠
実
な
意
図
が
な
く
て
も
、
言
語
表
現
の
使
用
に
よ
っ
て
履
行
の
責

務
を
生
じ
さ
せ
る
と
し
、
こ
の
点
で
約
束
は
、
宗
教
的
儀
式
と
は
っ
き
り
し
た
対
照

を
な
す
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
聖
職
者
の
叙
任
は
、
儀
式
を
行
な
う
者
の

誠
実
な
意
図
な
し
に
は
無
効
と
な
る
が
、
約
束
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
厳
格
な
基
準

を
想
定
す
る
こ
と
は
、
社
会
に
と
っ
て
と
て
つ
も
な
く
不
都
合
で
あ
る
と
い
う
。

「
明
ら
か
に
、
意
志
が
そ
れ
だ
け
で
責
務
を
生
じ
さ
せ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
誰
に

で
あ
れ
、
意
志
が
束
縛
を
課
す
る
に
は
、
そ
れ
が
言
葉
や
標
に
よ
っ
て
表
現
（
表
出
）

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
表
現
が
ひ
と
た
び
意
志
に
付
き
従
う
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ

る
と
、
そ
れ
は
や
が
て
約
束
の
主
要
な
部
分
に
な
り
、
た
と
え
人
が
自
分
の
意
図
を

密
か
に
異
な
っ
た
方
向
へ
向
け
、
決
意
も
、
責
務
を
負
う
意
志
も
放
棄
し
た
と
し
て

も
、自
分
の
言
葉
に
同
じ
よ
う
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」（T

reatise, 3.2.5, H
u

m
e 

2007, p. 336

）

「
約
束
の
責
務
は
社
会
の
利
益
の
た
め
の
考
案
で
あ
る
か
ら
、そ
の
利
益
が
要
求
す

る
だ
け
の
多
く
の
異
な
っ
た
し
か
た
で
変
形
さ
れ
、
そ
の
目
標
を
見
失
う
く
ら
い
な

ら
、
真
っ
向
か
ら
の
矛
盾
を
犯
し
さ
え
も
す
る
。
し
か
し
、
他
方
の
奇
怪
な
（
宗
教

的
）
教
説
は
、
単
な
る
聖
職
者
の
考
案
で
あ
り
、
公
共
の
利
益
を
視
野
に
入
れ
な
い

か
ら
、
新
た
な
障
害
に
よ
っ
て
進
行
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
な
い
。
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
出
発
点
は
不
合
理
だ
が
、
そ
の
後
は
、
こ
れ
ら
の

教
説
の
方
が
理
性
と
良
識
の
流
れ
に
ま
っ
す
ぐ
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
神
学
者
ら
が

は
っ
き
り
見
て
取
っ
た
こ
と
だ
が
、
言
葉
の
外
的
な
形
式
は
、
単
な
る
音
声
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
効
力
を
持
つ
よ
う
に
す
る
に
は
、
意
図
が
必
要
で
あ
り
、

ひ
と
た
び
こ
の
意
図
が
必
要
な
条
件
と
み
な
さ
れ
た
な
ら
、そ
れ
が
欠
け
て
い
れ
ば
、

同
様
に
、
効
果
は
停
止
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
意
図
の
不
在
が
誠

実
に
公
言
さ
れ
て
い
て
も
、
欺
き
に
よ
っ
て
秘
匿
さ
れ
て
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
彼
ら
が
共
通
し
て
決
定
し
た
の
は
、
聖
職
者
の
意
図
が
秘
蹟
を
成
り
立

た
せ
る
の
で
あ
り
、
聖
職
者
が
意
図
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
自
身
が
重
大
な

罪
を
負
う
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
洗
礼
も
、
聖
体
拝
領
も
、
聖
職
叙
任
も
無
効
と

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
教
説
の
帰
結
は
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
通
用
す
る
妨
げ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。他
方
、約
束
に
つ
い
て
同
様
の
教
説
を
と
っ

た
場
合
の
不
都
合
の
た
め
、そ
う
し
た
教
説
は
確
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」（Ibid., 

336f.

）
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赦
し
と
約
束

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
近
世
英
国
の
哲
学
者
た
ち
の
考
察
の
う
ち
、
直
接
に
赦
し
に

言
及
し
て
い
る
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
議
論
は
、
本
人

（
と
神
）
だ
け
が
知
る
内
面
の
事
実
と
「
人
間
の
法
」
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
指
摘
し
て
い
る

点
が
興
味
深
い
。
約
束
に
か
ん
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は
、「
人
間
の
法
」
に
よ
る
責

務
の
成
立
基
準
を
、
公
共
的
な
言
語
行
為
に
の
み
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
謝
罪
と
赦
し
の
場
合
に
は
、
真
正
の
感
情
が
伴
う
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
単
な
る
言
語
使
用
の
み
に
よ
っ
て
は
有
効
と
な
ら
な
い
と
い
う
強
固
な
直
観

が
存
在
す
る
た
め
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は
赦
し
の
問
題
に
は
関
連
性
を
持
た
な
い
と

考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
赦
し
と
約
束
の
あ
い
だ
に
は
、
実
は
高
い

関
連
性
が
あ
る
。

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
、『
人
間
の
条
件
』
で
、
公
共
的
な
空
間
に
お
け
る
活
動

（
労
働labor

、
仕
事w

ork

、
と
区
別
さ
れ
る
意
味
で
のaction
）
の
欠
点
を
救
済
す
る
特

殊
な
活
動
と
し
て
、
赦
し
と
約
束
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
欠
点
と
は
、
不
可
逆

性
と
予
測
不
可
能
性
で
あ
る
。

「
不
可
逆
性
の
苦
境
か
ら
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
―
そ
の
苦
境
と
は
、
人

は
、
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
知
ら
ず
、
ま
た
知
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
し
た
こ
と
を
な
か
っ
た
こ
と
に
で
き
な
い
と
い
う
も
の
だ

が
―
赦
し
（forgivin

g

）
の
能
力
で
あ
る
。
予
測
不
可
能
性
、つ
ま
り
未
来
の
カ
オ
ス

的
な
不
確
実
性
の
対
策
は
、
約
束
を
し
、
約
束
を
守
る
能
力
の
う
ち
に
あ
る
。」

（A
ren

dt 1998, p. 237

）

こ
う
し
て
、
赦
し
と
約
束
は
、
公
共
的
な
空
間
の
持
続
的
な
存
立
、
そ
の
中
で
の

人
間
の
活
動
の
継
続
を
可
能
に
す
る
の
だ
と
い
う
。（
高
橋1998, pp. 84f.

）

ま
た
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
赦
し
を
、
神
に
よ
る
保
証
を
必

要
と
す
る
宗
教
的
行
為
と
す
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
に

お
い
て
考
察
し
て
い
る
。
い
さ
さ
か
逆
説
的
だ
が
、
彼
女
は
こ
の
主
張
を
イ
エ
ス
の

教
え
に
よ
っ
て
例
証
し
て
い
る
。（
高
橋1998, p. 86

）

「
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
で
決
定
的
な
こ
と
だ
が
、イ
エ
ス
が
「
律
法
学
者
や
パ
リ
サ
イ

人
」
に
反
対
し
て
主
張
し
た
の
は
、
第
一
に
、
神
の
み
が
赦
す
力
を
も
つ
と
い
う
の

は
正
し
く
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
力
は
神
に
由
来
す
る
―
ま
る
で
人
々
で
は
な

く
神
が
、
人
間
の
媒
介
を
つ
う
じ
て
赦
す
と
で
も
い
う
よ
う
に
―
の
で
は
な
く
、
逆

に
、
人
間
に
よ
っ
て
、
お
た
が
い
に
対
し
て
発
動
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て

は
じ
め
て
、
人
は
神
に
よ
っ
て
も
赦
さ
れ
る
と
望
む
こ
と
が
で
き
る
。」（A

ren
d

t 

1998, p. 239

）

し
か
し
そ
の
場
合
、
赦
し
が
適
切
で
あ
り
、
有
効
で
あ
る
こ
と
の
保
証
は
何
に
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
約
束
す
る
」
と
い
う
一
定
の
形
式
の
言

語
の
使
用
に
よ
っ
て
、
約
束
の
責
務
が
成
立
す
る
と
い
う
。
同
様
に
、「
赦
す
」
と
い

う
言
葉
の
使
用
が
「
赦
し
の
主
要
な
部
分
と
な
る
」
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
赦

し
と
約
束
の
対
称
性
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
視
野
を
広
げ
た
考

察
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
約
束
が
破
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
見
て

み
よ
う
。

「
人
が
「
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
」
と
い
う
と
き
、
彼
は
実
際
、
そ
れ
を
実
行
す
る

決
意

4

4

を
表
現
（
表
明
）
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、こ
の
言
葉
の
形
式

4

4

4

4

4

を
使
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
実
行
を
怠
っ
た
場
合
に
、
も
う
二
度
と
信
頼
さ
れ
な
い
と
い
う
罰
を

自
ら
に
科
す
の
で
あ
る
。」（T

reatise, 3.2.5, H
u

m
e 2007, p. 335

）

人
が
互
い
に
約
束
を
交
わ
す
関
係
に
あ
る
あ
い
だ
は
、「
約
束
す
る
」
と
い
う
言
葉

の
形
式
に
よ
っ
て
、
約
束
の
責
務
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
責
務
が
果
た
さ
れ

な
い
場
合
は
、
た
が
い
に
約
束
を
交
わ
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
条
件
自
体
が
崩

れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
論
述
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
そ
の
条
件
と
は
、
な
か
ん
ず
く
、
た
が
い
の
「
信
頼
」
で
あ
る
。
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ヒ
ュ
ー
ム
は
、
約
束
の
責
務
を
含
む
、
人
間
社
会
の
基
本
的
秩
序
が
、
人
間
の
人

為
に
依
存
す
る
と
認
め
な
が
ら
、
そ
の
秩
序
を
、
人
類
社
会
に
普
遍
的
な
も
の
と
し

て
、「
自
然
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。
一
方
、
こ
の
自
然
法
へ
の
違
背
に
よ
っ
て
人
間
ど

う
し
の
関
係
が
損
な
わ
れ
た
さ
い
に
、
そ
の
修
復
が
い
か
に
し
て
行
な
わ
れ
る
べ
き

か
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
少
な
く
と
も
『
人
間
本
性
論
』
の
正
義
論
の
文
脈
で
は

何
も
語
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
過
去
の
加
害
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
人
間
関
係

を
修
復
し
、
加
害
者
と
被
害
者
が
自
然
法
の
下
で
共
存
で
き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

行
為
と
し
て
、
悔
い
改
め
と
赦
し
を
構
想
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
が
書
か
れ
た
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
状
況
を
考
え
る
と
、
ホ
ッ

ブ
ズ
の
議
論
は
、
革
命
や
内
戦
の
後
の
、
社
会
再
統
合
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
み

な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。（
神
崎 2017, D

yzen
h

au
s 2012

）
ホ
ッ
ブ
ズ
に
比
べ
る
と
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
時
代
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
ン
王
朝
の
も
と
で
比
較
的
な
政
治
的
安
定
を
享
受

し
て
い
た
と
言
え
る
が
、名
誉
革
命
に
よ
る
王
位
継
承
の
正
統
性
に
対
す
る
疑
義
や
、

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
支
持
派
の
反
乱
の
危
険
は
、
け
っ
し
て
過
去
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
し
て
み
る
と
、
約
束
に
か
ん
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
も
、
約
束
を
可
能
に
す
る

人
間
関
係
の
持
続
を
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
前
提
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人

間
関
係
が
損
な
わ
れ
る
事
態
を
一
方
で
視
野
に
置
き
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
約
束

と
そ
の
履
行
と
い
う
実
践
を
つ
う
じ
て
そ
れ
を
維
持
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う

規
範
的
含
意
を
持
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は
、「
約
束
す
る
」
と
い
う
一
定
の
形
式
の
言
語
の
使

用
に
よ
っ
て
約
束
の
責
務
が
成
立
す
る
と
い
う
事
実
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で

は
な
い
。
約
束
の
不
履
行
は
、
不
誠
実
な
約
束
を
な
し
た
者
が
、
実
は
約
束
を
交
わ

し
合
う
と
い
う
人
間
関
係
に
は
い
る
に
は
不
適
格
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
約
束
は

実
は
有
効
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
そ
の
人
が
約
束
を
な

し
た
責
任
を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
、「
二
度
と
信
頼
さ
れ
な
い

と
い
う
罰
」
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
罰
を
受
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
罪
が
償
わ
れ
、
こ
の
人
が
も
う
一
度
約
束
を
な
す
の
に
適
格
と
な
る
わ
け

で
は
な
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
よ
う
に
、
約
束
の
不
履
行
が
も
た
ら
す
直
接
の
害
に
加
え
て
、

約
束
の
不
履
行
が
、約
束
を
交
わ
し
合
う
関
係
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
、

よ
り
深
い
レ
ヴ
ェ
ル
の
害
を
視
野
に
収
め
て
い
た
。
一
方
、
約
束
を
交
わ
し
合
う
関

係
は
、
人
間
社
会
に
普
遍
的
な
基
本
的
秩
序
で
あ
り
、
人
は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た

ま
ま
で
人
と
し
て
生
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
損
な
わ
れ

た
人
間
関
係
を
修
復
す
る
行
為
と
し
て
、
悔
い
改
め
と
赦
し
が
必
要
と
な
る
。
こ
う

し
た
し
か
た
で
、
約
束
に
か
ん
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
と
、
悔
い
改
め
と
赦
し
の
問

題
と
が
接
続
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
赦
し
の
限
界

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
悔
い
改
め
と
赦
し
に
か
ん
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
、

革
命
や
内
戦
の
あ
と
の
社
会
再
統
合
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
悔
い
改
め
、
赦
し
を
与
え
る
主
体
は
、
基
本
的
に
対
等
な
個
人
で
あ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
、
体
制
の
転
換
や
植
民
地
支
配
か
ら
の
独
立
、
内
戦
、

対
外
戦
争
等
の
後
に
、
い
か
に
旧
体
制
下
や
武
力
紛
争
の
過
程
で
生
じ
た
人
権
侵
害

に
よ
る
被
害
を
償
い
、
秩
序
を
回
復
な
い
し
確
立
す
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に

は
、
対
等
な
個
人
ど
う
し
の
謝
罪
と
赦
し
と
い
う
枠
組
み
で
は
十
分
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
は
、
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
国
家
や
武
装
集
団

の
集
団
的
・
組
織
的
行
為
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
独
裁
的
な
体
制
や
植
民
地

支
配
が
崩
壊
し
た
の
ち
に
は
、
旧
体
制
に
お
け
る
支
配
従
属
関
係
の
も
と
で
適
法
で

正
当
と
さ
れ
て
い
た
行
為
が
、
不
法
な
人
権
侵
害
と
し
て
告
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
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う
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
お
け
る
集
団
的
・
組
織
的
な
人
権
侵
害
に
よ
る

被
害
は
、
単
に
そ
こ
で
生
じ
た
損
失
に
対
す
る
補
償
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
は
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
し
か
た
で
、
被
害
者
の
生
命
や
尊
厳
へ
の
侵
害
を

含
ん
で
い
る
場
合
が
あ
る
。
今
日
、
国
際
司
法
の
場
で
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
と
規

定
さ
れ
る
行
為
か
ら
生
じ
た
被
害
が
そ
れ
に
あ
た
る
。「
人
道
に
対
す
る
罪
」
に
は
、

組
織
的
に
、
政
策
推
進
過
程
で
行
わ
れ
た
殺
人
、
殲
滅
、
奴
隷
化
等
と
並
ん
で
、「
性

奴
隷
制
と
し
て
の
人
道
に
対
す
る
罪
」が
含
ま
れ
る
。（
前
田 2016, pp. 182, 188

）「
人

道
に
対
す
る
罪
」
に
つ
い
て
「
赦
し
」
を
語
る
こ
と
は
は
た
し
て
適
切
、
い
や
、
そ

も
そ
も
可
能
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

実
際
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
根
源
悪
（radical evil

）」
と
呼
ば
れ
る
加
害
に
つ
い
て
、

こ
う
述
べ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
の
は
た
だ
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う

な
加
害
を
罰
す
る
こ
と
も
赦
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
は
人
間
の

あ
い
だ
の
こ
と
が
ら
の
領
域
と
人
間
の
力
の
潜
在
的
可
能
性
を
超
越
し
て
お
り
、
こ

の
2
つ
は
両
方
と
も
、
そ
れ
ら
の
加
害
が
姿
を
現
わ
す
と
こ
ろ
で
は
、
根
源
的
に
破

壊
さ
れ
る
の
だ
。」（A

ren
dt 1998, p. 241

）

こ
こ
で
「
根
源
悪
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
ナ
チ
ズ
ム
体
制
、
お
よ
び
ス
タ
ー
リ
ニ

ズ
ム
体
制
に
よ
る
組
織
的
な
暴
力
と
人
命
の
抹
殺
で
あ
る
。（
高
橋 1998 pp. 88f.
）さ

ら
に
、「
赦
し
う
る
こ
と
」
の
次
元
を
超
え
た
巨
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
組
織
的
な

暴
力
や
人
権
侵
害
の
事
例
は
、
こ
の
二
つ
に
限
ら
れ
な
い
。
二
〇
世
紀
後
半
に
お
け

る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や
民
族
浄
化
の
事
例
と
し
て
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
が
直
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
法
廷
お

よ
び
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
法
廷
に
お
い
て
は
、「
人
道
に
対
す
る
罪
」
の
有
罪
判
決
が

数
多
く
下
さ
れ
た
。（
前
田 2016, p. 182

）
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
法
廷
で
も
、
旧
政
権
幹

部
ら
に
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
の
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
例
を

前
に
、
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
被
害
か
ら
の
人
間
の
回
復
の
条
件
を
、
い
か
に
構
想

す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ー
レ
ン
ト
、
ロ
ッ
ク
、
最
後
の
審
判

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
人
間
に
よ
る
赦
し
の
限
界
を
超
え
た
も
の
に
つ
い
て
、
イ
エ
ス

の
教
え
に
拠
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

「
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
神
に
よ
っ
て
、
最
後
の
審
判
の
日
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
裁
き
は
地
上
の
生
で
は
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
し
、
最
後
の
審

判
の
特
質
は
、
赦
し
で
は
な
く
、
正
し
い
報
い
（retribu

tion

）
な
の
で
あ
る
。」

（A
ren

dt 1998, p. 240

）

し
か
し
、
二
〇
世
紀
の
歴
史
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や
民
族
浄
化
な
ど
「
人
道
に
対

す
る
罪
」
を
、
人
間
の
司
法
に
よ
っ
て
裁
き
、
罰
す
る
こ
と
を
不
可
避
に
し
、
そ
の

帰
結
と
し
て
、
裁
き
う
る
も
の
の
限
界
を
拡
張
し
て
こ
う
し
た
事
態
に
対
処
す
る
国

際
司
法
の
実
践
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
も
ま
た
、
ア
イ

ヒ
マ
ン
の
裁
判
に
か
か
わ
っ
て
は
、「
人
道
に
対
す
る
罪
」
を
裁
く
国
際
法
廷
の
必
要

を
認
め
て
い
る
。（A

ren
dt 1977, p. 269

）

ア
ー
レ
ン
ト
が
、
公
共
的
な
空
間
に
お
け
る
人
間
の
行
為
の
適
切
さ
の
根
拠
を
、

あ
く
ま
で
人
間
の
手
の
届
く
領
域
に
求
め
る
の
に
対
し
、
ロ
ッ
ク
は
し
ば
し
ば
、
最

終
的
に
神
だ
け
が
知
り
う
る
よ
う
な
、
個
人
の
意
識
や
良
心
の
事
実
に
訴
え
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ロ
ッ
ク
が
言
う
よ
う
に
、
意
識
や
良
心
の
事
実
と
い
う
基
準
に
照
ら

せ
ば
、「
人
間
の
司
法
」
は
誤
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
議
論
の
た
め
に
よ
り
重

要
な
の
は
、
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
の
司
法
が
、
酔
漢
が
、
自
分
の
し
た
こ
と
と
は
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
を
罰
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
の

方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
な
に
ゆ
え
に
そ
れ
は
正
当
な
の
か
。

こ
の
よ
う
な
司
法
の
あ
り
方
が
正
当
な
の
は
、
司
法
の
実
践
の
継
続
性
を
可
能
に
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す
る
に
は
、
確
証
不
可
能
な
私
秘
的
な
事
実
に
正
当
性
の
基
準
を
置
く
こ
と
は
で
き

ず
、
公
共
的
に
確
認
で
き
る
こ
と
が
ら
の
み
を
根
拠
と
し
て
人
を
罰
す
る
以
外
に
な

い
た
め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
思

わ
れ
る
。
必
要
な
の
は
、到
達
不
可
能
な
絶
対
的
確
実
性
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
、

人
間
に
到
達
し
う
る
限
り
の
蓋
然
性
の
範
囲
で
、
人
間
的
に
可
能
な
実
践
を
継
続
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
人
間
が
相
互
に
行
為
す
る
公
共
的
な
空
間
の
持
続

性
を
確
保
す
る
上
で
も
必
要
な
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
が
、
約
束
と
宗
教
的
儀
式
を
対
比
し
て
い
る
議
論
も
、
こ
の
観
点
か
ら

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
宗
教
上
の
秘
蹟
は
神
の
業
で
あ
り
、そ
の
有
効
性
は
、

最
終
的
に
、儀
式
を
執
り
行
な
う
聖
職
者
の
魂
の
秘
密
を
知
る
神
の
力
に
依
存
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
約
束
は
人
間
の
業
で
あ
り
、
そ
の
有
効
性
の
基
準
は
、
あ
く
ま
で

公
共
的
な
空
間
の
う
ち
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
約
束
を
な
す
も
の
の
内
心
の
事
実

が
、
公
共
的
な
し
か
た
で
確
認
し
得
な
い
以
上
、
約
束
の
有
効
性
は
、
暫
定
的
に
、

一
定
の
言
語
の
使
用
と
い
う
公
共
的
な
行
為
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

暫
定
的
に
、
と
言
う
の
は
、
約
束
が
破
ら
れ
た
場
合
、
偽
り
の
約
束
を
な
し
た
者
は
、

公
共
の
場
に
お
い
て
約
束
を
な
す
資
格
を
失
い
、
約
束
の
実
践
か
ら
排
除
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
人
に
約
束
に
よ
る
責
務
が
な
か
っ
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
責
務
が
果
た
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
も
と
の
約
束
は
、
事

後
的
に
、
約
束
と
し
て
適
格
で
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
逆
に
、
約
束
に
よ
る
責
務
を

果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
、
約
束
と
い
う
実
践
に
参
加
す
る
者
と
し
て
適
格
だ

と
い
う
証
し
を
立
て
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
も
、そ
う
し
て
証
し
を
立
て
る
こ
と
は
、

一
回
限
り
で
す
む
こ
と
で
は
な
く
、
約
束
の
実
践
に
継
続
的
に
参
加
す
る
中
で
、
人

は
、
繰
り
返
し
、
自
ら
の
適
格
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
約

束
と
い
う
実
践
の
行
な
わ
れ
る
公
共
的
な
空
間
の
継
続
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
、「
内
な
る
法
廷
」
と
「
外
な
る
法
廷
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で

あ
ろ
う
。
自
然
法
の
支
配
す
る
公
共
的
な
空
間
は
、
自
然
法
の
実
行
に
よ
っ
て
確
立

さ
れ
る
と
同
時
に
、
自
然
法
の
継
続
的
な
実
行
を
可
能
に
す
る
。
人
は
、
公
共
的
な

空
間
を
維
持
す
る
真

な
意
志
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
内
な
る
法
廷
に
お

け
る
責
務
の
内
容
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
外
形
的
に
法
に
従
う
こ
と

は
、
そ
れ
が
、
公
共
的
な
空
間
を
維
持
す
る
意
志
に
よ
ら
ず
、
単
に
法
を
自
己
利
益

の
た
め
に
利
用
す
る
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
な
す
者
は
、
公

共
的
な
空
間
に
お
け
る
行
為
者
と
し
て
の
適
格
を
持
た
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
を

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
自
ら

法
に
従
い
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
の
実
行
を
可
能
と
す
る
公
共
的
な
空
間
を
維

持
す
る
意
志
の
存
在
を
、
個
人
の
心
の
内
を
覗
き
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と

い
う
不
可
能
な
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
志
は
、
法
に
従

う
継
続
的
な
実
践
に
人
が
参
加
し
続
け
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
示
さ
れ
る
の
み
な
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
公
共
的
な
空
間
の
持
続
的
な
存
立
、
そ
の
中
で
の
人
間
の
活
動
の

継
続
と
い
う
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
ば
ら
ば
ら
に
見
え
る
ホ
ッ
ブ

ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
の
う
ち
に
、
共
通
の
モ
チ
ー
フ
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
唐
突
に
見
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

赦
し
と
約
束
に
つ
い
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
、
こ
れ
ら
の
哲
学
者
た
ち
を
論
じ

る
文
脈
で
取
り
上
げ
た
理
由
で
も
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
見
て
と
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
こ
と
は
、
道
徳
的
責
任
、
赦
し
や

裁
き
の
問
題
を
、
人
間
の
心
、
な
い
し
魂
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
や
、
神
の
裁
き
を

め
ぐ
る
神
学
の
議
論
か
ら
解
放
し
、
社
会
に
お
け
る
実
践
の
う
ち
で
取
り
扱
う
と
い

う
方
向
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
と
で
取
り
上
げ
る
ピ
ー
タ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の

議
論
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
論
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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和
解
に
よ
っ
て
確
立
維
持
さ
れ
る
べ
き
公
共
的
な
空
間
と
は

ホ
ッ
ブ
ズ
の
赦
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
約
束
に
か
ん
す
る
議
論
を
、
公
共
的
な
空
間
の

持
続
的
存
立
と
活
動
の
継
続
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し

て
も
、
彼
ら
が
生
き
て
い
た
時
代
に
、
再
統
合
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
べ
き
公
共
的
な

空
間
と
し
て
具
体
的
に
想
定
さ
れ
る
の
は
、
ほ
ぼ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
に
限
ら

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
場
合
、
革
命
や
内
戦
の
あ
と
の
対
立
す
る
党
派

の
和
解
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
法
で
、
悔
い
改
め
や
赦
し

の
直
接
の
対
象
に
な
る
の
は
、
個
人
の
個
人
に
対
す
る
加
害
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の

場
合
も
、
名
誉
革
命
体
制
の
正
統
性
へ
の
疑
義
、
党
派
対
立
の
危
険
性
が
意
識
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
、
直
接
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
個
人
と
個
人
と
の
あ
い
だ
の
約

束
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
に
お
い
て
、
謝
罪
と
そ
の
承
認
を
つ
う
じ
た
和
解
が
問
題

に
な
る
の
は
、
必
ず
し
も
個
人
と
個
人
の
あ
い
だ
ば
か
り
で
は
な
く
、
和
解
に
よ
っ

て
確
立
維
持
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
関
係
も
、
国
境
で
区
切
ら
れ
た
単
位
の
社
会
内
部

の
も
の
と
は
限
ら
な
い
。

内
戦
や
体
制
転
換
に
か
か
わ
っ
て
は
、
実
際
に
加
害
行
為
を
行
な
っ
た
個
人
だ
け

で
な
く
、
権
力
機
構
や
集
団
の
責
任
、
ま
た
、
被
害
側
と
し
て
も
、
民
族
、
宗
教
等

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
集
団
と
し
て
の
告
発
や
訴
え
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ

う
。
戦
争
や
植
民
地
支
配
下
で
の
暴
力
や
人
権
侵
害
に
つ
い
て
は
、
加
害
者
、
被
害

者
と
し
て
の
個
人
に
加
え
て
、
政
府
と
政
府
、
政
府
と
個
人
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
加
害
者
と
被
害
者
の
多
様
な
あ
り
方
と
関
係
を
網
羅
的
に

整
理
す
る
枠
組
み
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
代
え
て
、
具
体
的
な
事
例
に

即
し
て
、
被
害
の
訴
え
の
性
質
、
そ
の
訴
え
が
差
し
向
け
ら
れ
る
べ
き
加
害
者
、
あ

る
い
は
加
害
責
任
を
継
承
す
る
者
の
性
格
、
問
題
の
解
決
に
よ
っ
て
当
事
者
の
間
に

確
立
さ
れ
る
べ
き
関
係
が
い
か
な
る
も
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

「
慰
安
婦
」
問
題

二
〇
一
五
年
一
二
月
に
発
表
さ
れ
た
「
慰
安
婦
」
に
つ
い
て
の
日
韓
合
意②
に
つ
い

て
、
被
害
者
の
一
人
、
吉
元
玉
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。

「
心
か
ら
謝
罪
し
、
法
的
に
賠
償
し
て
は
じ
め
て
真
正
な
お
詫
び
（
サ
グ
ァ 

謝
過
）

と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
の
お
詫
び
な
ら
、百
億
（
ウ
ォ
ン
）
だ
ろ
う
と
一
千
億

だ
ろ
う
と
、
補
償
金
を
受
け
取
ら
な
い
。」（
吉
澤 2016, pp. 10f.

）

戦
後
、
日
韓
両
政
府
の
間
の
関
係
の
法
的
枠
組
み
を
確
定
し
た
の
は
、
一
九
六
五

年
に
締
結
さ
れ
た
日
韓
基
本
条
約
（
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
基
本
関
係
に
か
ん
す

る
条
約
）、お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
諸
協
定
で
あ
り
、こ
こ
に
日
韓
請
求
権
協
定
（
財

産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と

の
間
の
協
定
）
も
含
ま
れ
て
い
る③
。
こ
の
協
定
に
お
い
て
、日
韓
両
国
お
よ
び
そ
の
国

民
の
あ
い
だ
の
財
産
、
権
利
、
お
よ
び
利
益
、
な
ら
び
に
請
求
権
の
問
題
が
、「
完
全

か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
こ
と
を
確
認
す
る
」と
規
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
、日
本
政
府
が
「
慰
安
婦
」
問
題
や
徴
用
工
問
題
に
つ
い
て
と
っ
て
い
る
「
解

決
済
み
」
論
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条
約
や
協
定
に
よ
っ
て
、
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
を
は
じ
め
、

植
民
地
支
配
と
戦
争
の
被
害
に
か
か
わ
る
「
過
去
の
克
服
」
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
、
条
約
締
結
直
後
か
ら
被
害
者
や
支
援
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
と
く
に
韓
国

の
政
治
的
民
主
化
以
降
は
、
被
害
者
や
支
援
者
に
よ
る
真
実
究
明
や
補
償
を
求
め
る

運
動
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
る
。

韓
国
政
府
は
、
従
来
基
本
的
に
「
解
決
済
み
」
論
に
立
っ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
五

年
、
盧
武
鉉
政
権
が
、「
日
本
軍
慰
安
婦
問
題
な
ど
日
本
政
府
と
軍
隊
な
ど
日
本
の
国

家
権
力
が
関
与
し
た
反
人
道
的
不
法
行
為
は
請
求
権
協
定
で
解
決
し
た
と
み
な
す
こ
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と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
公
式
見
解
を
発
表
し
、
植
民
地
支
配
・
戦
争
被
害
の
問
題

に
政
府
自
ら
取
り
組
ん
で
い
く
姿
勢
を
示
し
た
。（
太
田 2016, pp. 25f.

）

一
九
九
一
年
、
加
藤
紘
一
官
房
長
官
は
、
定
例
記
者
会
見
で
、「
慰
安
婦
」
問
題
へ

の
日
本
軍
の
関
与
を
認
め
、「
衷
心
よ
り
お
詫
び
と
反
省
の
気
持
ち
」
を
表
明
し
た
。

ま
た
こ
の
時
期
以
降
、
歴
代
の
政
府
首
脳
は
、
一
九
九
五
年
の
村
山
談
話
を
は
じ
め

と
し
て
「
植
民
地
支
配
責
任
」
を
認
め
る
発
言
を
繰
り
返
し
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
日
本
政
府
は
、
被
害
に
対
す
る
補
償
の
問
題
は
、
請
求
権
協
定
に
よ
っ
て

す
べ
て
「
解
決
済
み
」
と
い
う
立
場
を
崩
し
て
い
な
い
。

二
〇
一
五
年
の
日
韓
合
意
に
お
い
て
も
、
日
本
政
府
は
依
然
「
解
決
済
み
」
の
立

場
に
立
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
合
意
さ
れ
た
日
本
政
府
か
ら
の
資
金
の
拠
出
は
、
賠
償

と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、安
倍
首
相
が
表
明
し
た
「
日
本
政
府
の
責
任
」
も
、

法
的
責
任
で
は
な
く
、
道
義
的
責
任
で
し
か
な
い
。（
金 2016, pp. 85ff.

）

被
害
者
が
求
め
る
「
真
正
な
お
詫
び
（
サ
グ
ァ 
謝
過
）」
と
は

日
韓
両
政
府
の
あ
い
だ
に
は
日
韓
条
約
と
請
求
権
協
定
の
解
釈
を
め
ぐ
る
相
違
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
考
察
し
た
い
の
は
そ
の
問
題
で
は
な
い
。
先
に
引
用
し
た
被
害
者

の
発
言
で
、「
真
正
な
お
詫
び
（
サ
グ
ァ 

謝
過
）」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
何
か
。
被
害

者
が
求
め
る
正
義
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
検
討
し
た
い
。

岡
野
は
、
二
〇
一
五
年
の
日
韓
合
意
に
先
立
つ
一
九
九
五
年
の
「
ア
ジ
ア
女
性
基

金
」
に
つ
い
て
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ア
ー
バ
ン
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
議
論
を
引
き
な
が

ら
、
同
じ
論
点
が
日
韓
合
意
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
し
て
、
日
韓
合
意
の
失
敗

の
原
因
を
三
点
に
ま
と
め
て
い
る
。（
岡
野 2018, W

alker 2010, p. 23ff.

）そ
れ
は
、第

一
に
、
性
奴
隷
制
と
い
う
被
害
の
本
質
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、

被
害
者
と
の
直
接
対
話
を
忌
避
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
、「
最
終
的
解
決
」

の
名
の
も
と
に
、
被
害
の
事
実
を
記
憶
に
止
め
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
忘
却
へ
の
道
を

開
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

道
徳
的
関
係
へ
の
参
加
と
道
徳
的
な
傷
つ
け
ら
れ
や
す
さ

ウ
ォ
ー
カ
ー
の
議
論
の
理
論
的
枠
組
み
を
な
す
の
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ソ

ン
が
示
し
た
、
道
徳
的
関
係
へ
の
参
加
つ
い
て
の
考
え
方
で
あ
る
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
誰
か
を
非
難
し
た
り
、
責
任
を
問
う
た
り
す
る
行
な

い
は
、
そ
の
人
に
対
す
る
「
参
加
者
と
し
て
の
反
応
的
態
度
」
を
前
提
と
す
る
。

（S
traw

son
 1974, p. 9

）
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、
人
と
人
と
の
道
徳
的
な
関
係
へ
の
参

加
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
道
徳
的
な
共
同
体
と
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
か
ら
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
描
像
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
、
人
間
の
活
動
の
場
と
し
て
の
公
共
的

空
間
の
描
像
に
も
親
和
性
が
あ
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
参
加
者
と
し
て
の
反
応
的
態

度
を
出
発
点
に
、「
道
徳
的
な
償
い
な
い
し
回
復
（m

oral repair

）」
を
論
じ
て
い
る
。

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
あ
る
個
人
あ
る
い
は
集
団
の
不
当
な
行
為
に
よ
っ
て
他
の
個
人

あ
る
い
は
集
団
の
受
け
た
損
失
や
被
害
の
責
任
の
所
在
を
確
認
し
、
そ
れ
に
対
す
る

謝
罪
や
補
償
を
経
て
、
そ
れ
ら
個
人
や
集
団
ど
う
し
の
あ
い
だ
に
公
正
な
関
係
を
確

立
す
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を m

oral repair 

と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
謝
罪
や

補
償
に
よ
っ
て
完
結
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、m

oral repair

は
、
そ
れ
ら
の
個

人
や
集
団
ど
う
し
の
あ
い
だ
に
最
初
か
ら
平
等
で
公
正
な
関
係
が
存
在
し
、
そ
れ
を

修
復
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
体
系
的
な
支
配
や
抑
圧
の
関
係
を
廃
棄
し
て
平
等

で
公
正
な
関
係
を
作
り
出
す
場
合
を
想
定
に
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
単

純
に
「
償
い
」
と
か
「
修
復
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
こ
こ
で
は
、
十
分
で

は
な
い
が
、「
償
い
な
い
し
回
復
」
と
い
う
言
い
回
し
を
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。

体
系
的
な
不
平
等
の
関
係
か
ら
公
正
な
関
係
へ
の
移
行
を
必
要
と
す
る
事
例
と
し

て
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
組
織
的
な
性
暴
力
、
奴
隷
制
や
植
民
地
支
配
、
人
種
差
別
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や
性
差
別
な
ど
歴
史
的
な
不
正
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
大
半
の
社
会
的
・
道
徳
的
な
秩
序
に
お
い
て
、
社
会
的
・
道
徳
的
関
係
の
「
参
加

者
」
が
す
べ
て
平
等
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。﹇...

﹈
償
い
や
回
復
（repair

）
は
、原

状
へ
の
復
帰
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
り
得
ず
、
道
徳
的
に
損
な
わ
れ
、
破
壊
さ
れ
た

関
係
を
道
徳
的
に
十
分
な
か
た
ち
に
近
づ
け
る
こ
と
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。」

（W
alker 2006, pp. 26f.

）

「
道
徳
的
な
償
い
や
回
復
の
課
題
は
、人
間
ど
う
し
の
あ
い
だ
に
明
ら
か
に
道
徳
的

と
見
て
と
れ
る
関
係
を
保
つ
基
礎
的
な
要
素
を
修
復
あ
る
い
は
安
定
化
し
、
そ
し
て

あ
る
場
合
に
は
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。」（O

p. cit., p. 23

）

し
か
し
、
こ
う
し
た
公
正
な
道
徳
的
な
関
係
へ
の
要
求
は
時
に
は
退
け
ら
れ
、
被

害
者
た
ち
は
、
公
正
な
関
係
へ
の
参
加
者
と
し
て
の
地
位
を
否
定
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
要
求
の
却
下
、
地
位
の
否
定
の
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
る
状
態
を
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は

「
道
徳
的
な
傷
つ
け
ら
れ
や
す
さ（m

oral vu
ln

erability
）」と
呼
ぶ
。（W

alker 2014, 

p. 112

）
こ
の
よ
う
な
却
下
、
否
定
は
被
害
者
に
対
す
る
侮
辱
、
さ
ら
な
る
被
害
に
つ
な
が

る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
「
慰
安
婦
」
被
害
者
に
起
こ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

植
民
地
支
配
の
責
任
は
「
解
決
済
み
」
か

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
の
名
称
が
、「
女
性
た
ち
の
受
け
た
ひ
ど

い
虐
待
の
実
際
の
性
格
を
ま
っ
た
く
認
め
そ
こ
な
っ
た
婉
曲
語
法
」
で
あ
る
と
指
摘

し
、こ
う
述
べ
る
。「
こ
の
名
称
は
「
ア
ジ
ア
の
女
性
」
の
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
を

目
標
に
し
た
慈
善
事
業
を
思
わ
せ
る
が
、
そ
れ
が
無
視
し
て
い
る
の
は
、
被
害
者
の

大
多
数
が
朝
鮮
半
島
の
女
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、こ
の
無
視
は
偶
然
で
は
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
問
題
と
並
行
し
て
、
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
化
し
す
る
歴
史
の

上
で
行
な
わ
れ
た
残
虐
行
為
と
隷
従
化
を
日
本
が
執
拗
に
否
定
し
て
き
た
こ
と
を
め

ぐ
る
長
く
続
い
て
き
た
闘
争
を
よ
り
深
刻
な
も
の
に
し
て
い
る
。」（W

alker 2010, p. 

24

）戦
時
性
暴
力
は
、
そ
れ
自
体
、
被
害
者
の
尊
厳
を
破
壊
し
、
深
い
ト
ラ
ウ
マ
を
残

す
行
為
で
あ
る
。「
慰
安
婦
」
問
題
の
場
合
は
、
こ
こ
に
さ
ら
に
、
植
民
地
支
配
に
お

け
る
系
統
的
な
人
権
侵
害
の
被
害
が
重
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、「
慰
安
婦
」
問
題

の
否
定
は
、
多
く
の
場
合
、
植
民
地
支
配
と
侵
略
戦
争
の
責
任
の
否
定
と
結
び
つ
い

て
い
る
。
日
本
政
府
は
、
植
民
地
支
配
に
対
す
る
責
任
の
問
題
は
、
韓
国
政
府
と
の

関
係
で
は
、
日
韓
基
本
条
約
と
日
韓
請
求
権
協
定
で
、
法
的
に
「
解
決
済
み
」
と
い

う
立
場
を
と
り
、
植
民
地
支
配
下
で
生
じ
た
個
人
へ
の
被
害
に
つ
い
て
の
請
求
を
退

け
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
慰
安
婦
」
問
題
に
つ
い
て
「
ア
ジ
ア
女
性
基
金
」
な
ど
の

限
定
的
な
対
応
を
行
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
植
民
地
支
配
の
責
任
の

問
題
を
最
初
か
ら
回
避
し
て
い
る
点
で
、
被
害
者
が
訴
え
る
被
害
の
本
質
を
認
め
た

も
の
と
は
言
え
な
い
。
植
民
地
支
配
下
の
戦
時
性
暴
力
の
被
害
を
現
に
背
負
っ
て
い

る
当
事
者
が
求
め
て
い
る
の
は
、
植
民
地
支
配
の
責
任
を
現
在
も
続
く
問
題
と
し
て

受
け
止
め
た
上
で
の
謝
罪
で
あ
ろ
う④
。

一
人
一
人
の
被
害
者
の
声
を
聴
く

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
続
い
て
述
べ
る
。「
最
近
に
な
っ
て
、性
暴
力
は
国
際
法
の
下
で
の

重
大
な
犯
罪
で
あ
り
、
実
際
、
組
織
的
で
広
範
な
場
合
は
、
人
道
に
対
す
る
罪
で
あ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。」
そ
れ
に
伴
っ
て
、償
い
と
回
復
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
中
で
ま
す
ま
す
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
一
つ
と
し

て
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
医
療
処
置
や
経
済
的
補
償
と
並
ん
で
あ
げ
る
の
が
、「
被
害
者
の

ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
被
害
者
と
話
し
合
う
こ
と
」
で
あ
る
。（W

alker 2010, p. 24

）

被
害
者
が
、
被
害
の
事
実
の
確
認
を
求
め
、
償
い
を
要
求
す
る
場
の
必
要
性
は
、
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「
道
徳
的
な
傷
つ
け
ら
れ
や
す
さ
」
に
関
係
し
て
い
る
。「
道
徳
的
な
傷
つ
け
ら
れ
や

す
さ
」
は
、被
害
を
訴
え
る
側
に
と
っ
て
、訴
え
が
受
け
止
め
ら
れ
、加
害
側
に
よ
っ

て
そ
の
責
任
が
引
き
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
自
体
が
不
確
実
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な

場
合
、
被
害
に
対
す
る
償
い
が
な
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
被
害
の
訴
え
が
聴
か
れ
る

場
の
確
保
か
ら
始
ま
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
性
暴
力
に
つ
い
て
は
、
被
害
の
訴
え
が
聴
か
れ
る
場
の
確
保
自
体
が
困

難
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
家
父
長
制
と
女
性
に
対
す
る
構
造
的
な
差
別

に
よ
っ
て
、
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
ス
テ
ィ
グ
マ
と
さ
れ
、
そ
れ
を
知
ら
れ
る
こ
と

が
恥
と
さ
れ
る
。
戦
時
性
暴
力
の
場
合
、
こ
の
困
難
は
い
っ
そ
う
大
き
い
。
東
ア
ジ

ア
の
戦
争
に
伴
う
戦
時
性
暴
力
の
犠
牲
者
は
、
朝
鮮
半
島
出
身
の
「
慰
安
婦
」
に
と

ど
ま
ら
ず
、
日
本
を
含
む
他
の
地
域
出
身
の
「
慰
安
婦
」、「
慰
安
所
」
と
は
別
の
か

た
ち
で
の
日
本
軍
の
性
暴
力
被
害
者
、
戦
後
の
日
本
人
女
性
の
性
暴
力
被
害
者
等
、

多
数
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国
を
中
心
に
、
相
当
の
数
の
「
慰
安
婦
」
被

害
者
が
名
乗
り
出
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
戦
時
性
暴
力
被
害
者
が
、
自
分
の

受
け
た
被
害
を
明
ら
か
に
し
た
事
例
は
ま
れ
で
あ
る
。（
上
野
・
蘭
・
平
井
編
著 2018

）

韓
国
に
お
い
て
「
慰
安
婦
」
問
題
が
、
社
会
運
動
と
も
結
び
つ
い
た
大
き
な
広
が

り
を
持
つ
端
緒
を
開
い
た
の
は
、
一
九
九
一
年
、
金
学
順
氏
が
被
害
者
と
し
て
名
乗

り
出
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
後
も
多
数
の
被
害
者
が
自
ら
被
害
を
訴
え
始
め
た
が
、

こ
れ
を
可
能
に
し
た
条
件
の
一
つ
は
、
韓
国
の
政
治
的
民
主
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま

で
語
る
機
会
を
奪
わ
れ
て
い
た
過
去
の
政
治
的
暴
力
の
被
害
が
、改
め
て
認
知
さ
れ
、

語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
状
況
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
政
治
的
状
況
の
な

か
で
の
意
味
づ
け
は
別
と
し
て
も
、「
慰
安
婦
」
被
害
の
実
態
が
具
体
的
に
明
ら
か
に

な
っ
た
の
は
、被
害
者
一
人
一
人
と
身
近
に
接
し
な
が
ら
の
聴
き
取
り
作
業
に
よ
る
。

（
山
下 2018

）

戦
時
性
暴
力
被
害
の
訴
え
が
公
的
に
聞
き
届
け
ら
れ
る
ま
で
の
過
程
は
、
ロ
ー
カ

ル
な
状
況
で
の
被
害
者
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、
被
害
が
語
り
う
る
も
の
、
語
る
べ
き

こ
と
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
始
ま
り
、
そ
の
語
り
が
人
を
動
か
す
こ
と
を
つ
う

じ
て
、
加
害
責
任
が
公
的
に
認
め
ら
れ
る
状
況
が
作
ら
れ
、
償
い
が
約
束
さ
れ
る
と

い
う
道
筋
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
。「
慰
安
婦
」
被
害
者
の
訴
え
は
、多
く
の
人
々
を
動

か
し
、
政
治
的
な
力
と
な
っ
て
い
る
が
、
加
害
責
任
を
問
わ
れ
る
側
が
、
一
人
一
人

の
被
害
者
に
直
に
応
答
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
被
害
者
た
ち
は
、
訴
え
が
聞
き

取
ら
れ
た
と
い
う
納
得
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
言
え
る
。

「
最
終
的
解
決
」
か
、
継
続
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
か

ウ
ォ
ー
カ
ー
の
論
述
は
続
く
。「
償
い
の
行
為
は
、過
去
の
不
正
義
を
認
め
る
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
健
全
な
関
係
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
意
す
る
も
の
と

見
ら
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
一
回
限
り
の
や
り
と
り
と
な
る
。﹇...

﹈
償
い
に
向
か
う

身
振
り
は
、
被
害
者
と
、
責
任
を
負
う
相
手
方
と
の
関
係
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
の

関
係
は
、
将
来
に
向
け
て
、
信
頼
の
新
た
な
基
礎
を
作
り
出
す
種
類
の
も
の
で
あ
る

必
要
が
あ
る
。
不
正
が
な
さ
れ
た
状
況
で
は
、
ま
さ
に
こ
れ
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ

る
。」（W

alker 2010, p. 25

）「
償
い
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
意
し
、
約
束
を
な
す
」

（O
p. cit., p. 26

）
岡
野
が
言
い
た
の
は
、
日
韓
合
意
の
掲
げ
る
「
最
終
的
解
決
」
は
、

こ
の
将
来
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
欠
い
た
、
一
回
限
り
の
や
り
と
り
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

日
韓
合
意
を
発
表
し
た
日
韓
外
相
の
共
同
記
者
会
見
で
、
日
本
の
岸
田
文
雄
外
務

大
臣
は
、問
題
の
「
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
」
解
決
に
言
及
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、

日
韓
合
意
に
先
立
つ
、
安
倍
晋
三
首
相
の
「
戦
後
七
〇
年
談
話
」
に
お
け
る
、「
あ
の

戦
争
に
は
何
ら
か
か
わ
り
の
な
い
、
私
た
ち
の
子
や
孫
、
そ
し
て
そ
の
先
の
世
代
の

子
ど
も
た
ち
に
、
謝
罪
を
続
け
る
宿
命
を
負
わ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
発
言

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
九
三
年
の
「
河
野
談
話
」
が
「
歴
史

研
究
、
歴
史
教
育
を
つ
う
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
永
く
記
憶
に
止
め
、
同
じ
過
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ち
を
決
し
て
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
固
い
決
意
」
を
表
明
し
た
こ
と
か
ら
の
後
退
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
金 2016, pp. 88ff.

）

こ
れ
に
対
し
て
、
被
害
者
の
求
め
る
「
真
正
な
お
詫
び
（
サ
グ
ァ 

謝
過
）」
は
、
将

来
に
向
か
う
継
続
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
示
し
、
被
害
の
訴
え
に
応
答
す
る
継
続

的
責
任
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

結
論

本
稿
の
前
半
で
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
ア
ー
レ
ン
ト
に
い
た
る
「
赦
し
」
を
め
ぐ
る

議
論
を
、
公
共
的
空
間
を
絶
え
ず
形
成
し
直
し
維
持
す
る
継
続
的
な
実
践
と
い
う
概

念
を
軸
に
整
理
し
た
。
そ
こ
で
維
持
さ
れ
る
べ
き
公
共
的
空
間
は
、
た
が
い
に
対
等

な
立
場
に
あ
る
諸
個
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

現
代
に
お
い
て
、
体
制
の
転
換
や
植
民
地
支
配
か
ら
の
独
立
、
内
戦
、
対
外
戦
争

を
経
て
、
過
去
の
人
権
侵
害
を
償
い
、
人
々
の
あ
い
だ
に
安
定
し
た
関
係
を
確
立
し

よ
う
と
す
る
活
動
も
ま
た
、公
共
的
空
間
を
形
成
し
直
し
維
持
す
る
試
み
と
言
え
る
。

た
だ
し
こ
の
場
合
、
最
初
か
ら
対
等
な
個
人
ど
う
し
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
被
害
を
訴
え
る
よ
う
と
す
る
人
々
は
、
し
ば
し
ば
訴
え
の
資

格
を
否
定
さ
れ
、
訴
え
の
差
し
向
け
ら
れ
る
相
手
側
は
、
応
答
責
任
を
拒
絶
す
る
。

訴
え
が
責
任
者
に
聞
き
届
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
被
害
を
訴
え
る
当
事
者
と
、
身
近

に
あ
っ
て
そ
の
訴
え
に
耳
を
傾
け
る
人
々
の
協
同
し
た
活
動
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の

置
か
れ
た
社
会
的
道
徳
的
立
場
を
変
化
さ
せ
、
訴
え
の
適
格
性
を
認
め
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
状
況
の
一
事
例
と
し
て
、
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
制
度
に
対
す

る
被
害
の
訴
え
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
問
題
が
、
と
く
に
、
日
本
政
府
の
責
任
が
問

わ
れ
る
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
た
の
は
、
上
述
の
よ
う
に
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
、
被
害
者
に
は
、
被
害
を
訴
え
る
資
格
自
体
認
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
に
必
要
な
の
は
、
一
回
限
り
の
処
置
と

し
て
の
経
済
的
補
償
で
は
な
く
、
被
害
者
の
、
尊
厳
あ
る
社
会
的
道
徳
的
地
位
の
確

立
で
あ
り
、
そ
の
地
位
を
補
償
す
る
公
共
的
空
間
の
維
持
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
過
程
を
通
じ
た
被
害
者
の
社
会
的
道
徳
的
地
位
の
確
立
は
、
他

の
多
く
の
組
織
的
な
人
権
侵
害
の
事
例
に
お
い
て
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

注①　
こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
悔
い
改
め
る
（repen

t

）」「
欲
す
る
（desire

）」
と
い
う
、

必
ず
し
も
言
語
に
よ
る
表
出
を
伴
わ
な
い
内
心
の
動
き
を
記
述
す
る
言
葉
を
用
い
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
内
心
の
動
き
が
赦
し
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
言
語
に
よ

る
表
出
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、こ
と
が
ら
自
体
と
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。

②　

日
韓
合
意
時
の
日
韓
両
外
相
共
同
記
者
発
表
の
内
容
等
は
、日
本
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。h

ttp
s://w

w
w

.m
ofa.go.jp

/m
ofaj/a_o/n

a/k
r/

page4_001664.h
tm

l

③　

日
韓
基
本
条
約
、
請
求
権
協
定
の
全
文
は
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
と

も
に
、
吉
澤
編
著 2016 

の
巻
末
に
資
料
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

④　

植
民
地
支
配
と
そ
の
下
で
生
じ
た
加
害
へ
の
責
任
を
追
求
す
る
動
き
は
、一
九
九
〇

年
代
以
降
世
界
の
各
地
で
顕
著
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
の
画
期
と
な
っ
た
の
が
、

二
〇
〇
一
年
の
「
人
種
主
義
、
人
種
差
別
、
排
外
主
義
、
お
よ
び
関
連
す
る
不
寛
容
に

反
対
す
る
世
界
会
議
」（「
ダ
ー
バ
ン
会
議
」）
で
あ
る
。
こ
の
会
議
の
宣
言
文
書
は
奴

隷
制
と
奴
隷
貿
易
を
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
と
規
定
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で

現
在
形
の
一
般
論
で
あ
り
、
植
民
地
旧
宗
主
国
は
、
過
去
の
植
民
地
支
配
の
責
任
を
現

在
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
、過
去

形
で
語
ら
れ
る
の
は「
悲
劇
で
あ
っ
た
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
永
原 2009 pp. 9f.

）
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