
1 － 憲法学における経済秩序についての考察（三）（井上）

第
五
章　

社
会
的
正
義
、
公
共
の
福
祉
と
経
済
秩
序

　
　

第
一
節　

社
会
的
正
義
と
市
場

　

１　

競
争
の
反
・
反
倫
理
性

　

（１）　

主
流
の
憲
法
学
は
、
経
済
秩
序
を
〝
あ
る
べ
き
〞
も
の
へ
と
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
。
こ
こ
で
は
、
経
済
秩
序
は
、
社
会

　
　

憲
法
学
に
お
け
る
経
済
秩
序
に
つ
い
て
の
考
察
（
三
）

井　

上　

嘉　

仁

は
じ
め
に

第
一
章 

憲
法
学
の
想
定
し
て
き
た
経
済
秩
序

第
二
章 

秩
序
、
パ
タ
ン
、
制
度
（
以
上
、
姫
路
法
学
53
号
）

第
三
章 

競
争
、
自
生
的
秩
序
、
企
業
家

第
四
章 

法
の
支
配
と
経
済
秩
序
（
以
上
、
姫
路
法
学
54
号
）

第
五
章 

社
会
的
正
義
、
公
共
の
福
祉
と
経
済
秩
序
（
以
下
、
本
号
）

　

第
一
節　

社
会
的
正
義
と
市
場

　

第
二
節　

市
場
競
争
、
政
治
的
競
争
、
司
法
審
査

第
六
章 

私
的
独
占
、
カ
ル
テ
ル
と
経
済
秩
序

第
七
章 

国
家
に
よ
る
独
占
権
付
与
と
市
場
介
入

お
わ
り
に
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的
正
義
の
観
点
か
ら
整
序
さ
れ
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
公
共
の
福
祉
論
に
お

け
る
社
会
国
家
的
公
共
の
福
祉
概
念
の
な
か
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
公
共
の
福
祉
の
内
実
と
し
て
社
会
的
正
義
を
内

在
さ
せ
て
お
り
、
国
家
が
か
か
る
観
点
か
ら
市
場
経
済
へ
と
介
入
す
る
こ
と
を
容
認
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
要
請
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

経
済
秩
序
が
社
会
的
観
点
か
ら
修
正
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
競
争
に
は
、
負
の
側
面
が
あ
り
、
反
倫
理
的
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、次
の
よ
う
な
反
倫
理
性
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
①〝
競
争
の
困
っ
た
点
は
、誰
か
が
そ
れ
に
勝
つ
こ
と
だ
〞。

②
〝
敗
北
の
う
え
の
勝
利
は
不
公
平
だ
〞。
そ
れ
ゆ
え
、
競
争
の
敗
者
で
あ
る
〝
弱
者
〞
を
保
護
し
、
競
争
の
勝
者
に
よ
る
〝
独
占
形
成
〞

を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ（

186
）。

　

し
か
し
①
に
つ
い
て
は
、
競
争
が
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
以
上
、
競
争
の
結
果
と
し
て
う
ま
く
や
っ
た
者
が
発
見
さ
れ
る
と
同
時
に
、

う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
者
も
ま
た
発
見
さ
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
者
を
保
護
す
る
必
要
性
が
あ
る
か
否
か
は
議

論
の
余
地
が
あ
る
が
、
敗
者
が
生
ま
れ
る
か
ら
反
倫
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
あ
る
者
が
敗
者
と

な
ら
な
い
よ
う
競
争
か
ら
保
護
す
る
こ
と
は
、
人
が
能
動
的
・
知
性
的
で
あ
る
必
要
性
を
失
わ
せ
、
そ
の
者
を
怠
惰
に
し
精
神
的
な
仮
睡

の
状
態
に
す
る
こ
と
に
な
る（

187
）。

こ
の
方
が
よ
ほ
ど
反
倫
理
的
だ
と
い
う
余
地
も
あ
ろ
う
。

　

ま
た
②
に
つ
い
て
は
、〝
競
争
は
独
占
を
形
成
す
る
か
ら
反
倫
理
的
で
あ
る
〞
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
に
、
独
占
を
規

制
す
る
組
織
は
、
独
占
を
目
指
し
て
不
成
功
に
終
わ
っ
た
人
々
の
要
求
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
努
力
を
挫
い
た
市
場
を
妨
害
す
る
た
め
に
存

在
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
か
ら
で
あ
る（

188
）。

こ
の
嫌
が
ら
せ
や
妨
害
活
動
の
方
が
よ
ほ
ど
反
倫
理
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
何
度
も

述
べ
た
よ
う
に
、
競
争
の
結
果
と
し
て
の
独
占
は
、
消
費
者
に
最
も
愛
さ
れ
た
証
左
で
あ
る
。
競
争
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
独
占
状
態
を
維
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持
す
る
に
は
、
絶
え
ず
潜
在
的
参
入
者
と
競
争
を
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

（２）
競
争
は
反
倫
理
的
な
の
で
は
な
く
、
逆
に
社
会
を
改
善
す
る
た
め
の
有
益
な
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
倫
理
的
だ
、
と
の
指
摘
も
あ
る
。

　

た
と
え
ば
あ
る
論
者
は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
競
争
は
人
間
本
性
に
内
在
す
る
自
愛
心
、
活
動
意
欲
、
自
律
、
自
己
実
現
、
自
己
発
展

の
現
れ
で
あ
っ
て
、
社
会
に
と
っ
て
活
力
の
源
泉
で
あ
る
。
自
愛
心
は
社
会
に
自
由
と
活
力
と
効
率
を
保
障
し
、
旧
弊
と
怠
惰
と
放
縦
を

抑
止
し
、
進
歩
と
核
心
へ
の
刺
激
と
し
て
働
く
。
競
争
は
こ
の
自
愛
心
と
い
う
人
間
本
性
に
点
火
し
、
自
愛
心
の
発
揮
を
原
動
力
と
し
て

い
る
。
…
…
競
争
の
基
礎
と
な
る
進
取
、
向
上
、
勤
勉
、
慎
慮
と
い
っ
た
自
愛
心
の
徳
目
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
の
善
で
あ
る
」（

189
）。

　

競
争
が
社
会
改
善
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
競
争
は
反
倫
理
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
倫
理
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

自
由
な
競
争
的
市
場
に
お
い
て
は
、
社
会
は
全
体
と
し
て
裕
福
と
な
る
の
だ
が
、
な
か
に
は
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
者
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
不
愉
快
さ
が
市
場
へ
の
抵
抗
感
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
あ
り
う
る（

190
）。

し
か
し
競
争
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
活
躍
の
場
は
こ
こ
に
は
な

い
と
判
定
さ
れ
た
者
は
、
強
制
的
に
退
場
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
う
え
に
、
能
力
を
活
か
せ
る
場
所
へ
と
新
規
参
入
し
て
い
く
こ
と

が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
能
力
に
応
じ
た
処
遇
を
倫
理
的
と
考
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
い
か
な
る
能
力
に
秀
で
て
い
る
か
は
競
争
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
倫
理
的
判
断
の
前
提
と
し
て
、
や
は
り
競
争
は
不
可
欠
だ
、
と
も
い
え
る
。

　

２　

社
会
現
象
を
手
な
ず
け
る

　
〝
な
に
も
競
争
自
体

0

0

0

0

が
不
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
競
争
が
不
可
欠
だ
と
し
て
も
、
秩
序
の
あ
る

0

0

0

0

0

競
争
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
〞。
経
済
秩
序
へ
の
社
会
的
正
義
の
観
点
か
ら
の
介
入
を
要
請
す
る
者
達
は
、
そ
う
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

社
会
的
正
義
論
が
白
熱
す
る
以
前
の
19
世
紀
的
な
自
由
の
体
系
は
、
不
在
の
体
系
で
あ
っ
た
。
不
在
の
体
系
は
権
力
へ
の
抗
議
を
明
確
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に
表
現
し
て
い
る
。
他
方
で
、
こ
の
体
系
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
者
達
は
、
計
画
経
済
、
社
会
主
義
、
社
会
的
正
義
論
に
よ
っ
て
、
不

在
の
体
系
の
空
白
部
分
を
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た（

191
）。

本
来
、
不
在
の
体
系
は
政
府
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
べ
き
役
割
を
積
極
的

に
論
じ
な
い
。
し
か
る
に
、
不
在
の
体
系
を
援
用
し
な
が
ら
既
得
権
保
護
を
主
張
す
る
社
会
的
正
義
論
ま
で
あ
ら
わ
れ（

192
）、

社
会
的
正
義
論

の
登
場
後
、
自
由
論
は
さ
ら
に
混
迷
す
る
。

　

か
つ
て
、
不
在
の
体
系
の
下
、
人
々
は
個
人
の
努
力
を
挫
く
〝
個
人
を
超
え
た
様
々
な
力
〞
を
受
け
入
れ
、
身
を
委
ね
て
き
た（

193
）。

し
か

し
人
類
は
そ
の
英
知
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
そ
の
超
克
に
挑
み
は
じ
め
た
。
自
然
現
象
に
し
て
も
、
社
会
現
象
に
し
て
も
、
合
理
的
設
計

に
よ
り
手
な
ず
け
ら
れ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。

　

社
会
主
義
は
、
そ
う
し
た
〝
個
人
を
超
え
た
諸
力
〞
へ
の
抵
抗
の
な
か
か
ら
醸
成
さ
れ
て
き
た
。
社
会
主
義
は
予
測
不
能
と
思
え
た
経

済
現
象
を
分
析
し
、
計
画
す
る
こ
と
で
、
経
済
・
社
会
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
深
刻
な
不
平
不
満
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
世
界
を
作
り
直
そ
う
と
す
る
衝
動
か
ら
う
み
だ
さ
れ
た
の
が
経
済
分
析
だ
と
論
じ
て
い
る（

194
）。

　

社
会
的
正
義
を
経
済
秩
序
に
導
入
し
、〝
秩
序
を
あ
た
え
る
〞
試
み
は
、
こ
こ
で
の
文
脈
で
言
え
ば
、
不
在
の
体
系
に
い
く
ら
か
の
具

体
性
を
与
え
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
〝
個
人
を
超
え
た
様
々
な
力
〞
を
手
な
ず
け
よ
う
と
す
る
努
力
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ハ
イ
エ
ク
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
努
力
は
、
次
の
よ
う
な
発
想
に
立
つ
の
な
ら
ば
間
違
っ
た
努
力
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

す
べ
て
の
社
会
現
象
は
人
間
の
行
為
が
生
み
出
す
の
だ
か
ら
、
人
間
行
為
に
依
拠
す
る
現
象
は
当
然
、
自
分
た
ち
の
意
図
に
よ
る
も
の
で

あ
る（

195
）、

と
い
う
思
考
で
あ
る
。

　

既
に
み
た
よ
う
に
、
人
間
行
為
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
意
図
の
結
果
で
は
な
い
も
の
と
し
て
で
き
あ
が
っ
た
秩
序
こ
そ
が
経
済
秩
序
で

あ
る
。
こ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
経
済
現
象
を
完
全
に
合
理
的
に
説
明
し
た
り
予
測
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
的
正
義
の
観
点

か
ら
秩
序
を
与
え
よ
う
と
す
る
論
者
は
、
経
済
秩
序
へ
の
合
理
的
介
入
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
し
て
そ
の
限
界
は
想
像
以
上
に
手
前
に
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。

　

３　

社
会
的
正
義
は
憲
法
的
価
値
か

　

社
会
的
正
義
を
憲
法
の
理
念
あ
る
い
は
公
共
の
福
祉
に
読
み
込
も
う
と
す
る
論
者
は
、
２
で
見
た
よ
う
に
、
競
争
そ
れ
自
体
が
反
倫
理

的
な
の
で
は
な
い
と
考
え
た
う
え
で
、
競
争
に
秩
序
を
与
え
る
社
会
的
正
義
の
導
入
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
次
に
、
そ
れ
は
い

か
に
し
て
（
不
）
可
能
な
の
か
を
検
討
し
よ
う
。

　

一
般
論
と
し
て
、国
家
権
力
発
動
の
正
当
化
論
拠
は
、憲
法
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
権
力
が
社
会
的
正
義
の
観
点
か
ら
、

経
済
秩
序
に
介
入
す
る
根
拠
も
同
様
に
、
憲
法
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
介
入
を
要
請
す
る
根
拠
、
抑
制
す
る
根
拠
を
、

憲
法
の
法
的
統
制
力
か
ら
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
憲
法
に
手
が
か
り
は
あ
る
の
か
。

　

国
家
の
経
済
に
対
す
る
存
在
理
由
は
、
近
代
立
憲
主
義
以
降
よ
う
や
く
成
立
し
た
、
と
あ
る
論
者
は
い
う（

196
）。

こ
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
近

代
民
法
典
の
制
定
に
よ
り
、
契
約
当
事
者
の
合
理
的
期
待
の
内
容
は
、
先
例
の
積
み
上
げ
よ
り
も
予
測
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て

国
家
は
実
定
法
を
制
定
す
る
な
か
で
、
国
家
の
側
か
ら
み
た
重
要
事
項
を
正
義
と
称
し
、
そ
の
擁
護
者
を
自
認
し
た
。
か
く
し
て
、
近
代

以
降
は
、
国
家
の
手
に
よ
り
正
義
を
強
制
す
る
実
定
私
法
が
経
済
秩
序
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

近
代
立
憲
主
義
以
降
、
経
済
秩
序
に
介
入
す
る
国
家
権
力
を
統
制
す
る
憲
法
的
価
値
は
な
に
だ
と
解
さ
れ
る
の
か
。
あ
る
論
者
は
、
憲

法
は
時
流
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、
基
底
的
な
市
場
経
済
の
あ
り
方
を
保
障
し
て
い
る
の
だ
と
説
く（

197
）。

そ
の
理
由
と
し
て
、
現
在
は
混
合
経

済
で
あ
っ
て
、
政
府
に
よ
る
介
入
を
要
素
と
し
て
い
る
た
め
、
国
家
の
積
極
的
役
割
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
、
経
済
学
の
議
論
に
の
み
依

拠
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
役
割
を
考
え
る
う
え
で
不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
次
の
疑
問
が
直
ち
に
浮
上
す
る
。
そ
こ
に
い
う
基
底
的
な
市
場
経
済
の
あ
り
方
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ



広島法学　39 巻４号（2016 年）－6

う
か
。
ま
た
経
済
学
で
は
適
切
に
解
き
明
か
せ
な
い
国
家
の
役
割
と
は
な
に
か
。
後
者
は
効
率
だ
け
で
は
な
く
公
正
や
公
平
と
い
っ
た
価

値
の
実
現
も
国
家
の
役
割
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
さ
に
か
か
る
価
値
を
内
蔵
さ
せ
た
市
場
こ
そ
基
底
的
な

市
場
経
済
だ
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
市
場
に
お
け
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
消
費
者
は
、
同
時
に
公
共
的
価
値
の
担
い
手
で
あ
る
市
民
で

も
あ
る
。
市
民
に
よ
る
民
主
主
義
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
、
市
場
に
公
共
的
価
値
が
実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
、
憲
法
は
保
障
し
よ
う

と
し
て
い
る
、
と
い
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い（

198
）。

　

も
っ
と
も
、
基
底
的
な
市
場
経
済
の
あ
り
方
や
公
共
的
価
値
は
、
憲
法
典
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
憲
法
学
説
に
は
、
社
会

的
正
義
に
関
す
る
一
定
の
偏
り
が
存
在
す
る
と
も
思
え
る
。
あ
る
論
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
見
え
な
い
憲
法
」（

199
）で

あ
る
。「
見
え
な
い

憲
法
」
と
は
、
ド
イ
ツ
流
の
社
会
的
公
平
や
正
義
の
実
現
と
い
っ
た
特
定
の
価
値
観
を
か
ぶ
せ
ら
れ
た
経
済
秩
序
、
社
会
的
経
済
秩
序
の

こ
と
を
い
う
と
さ
れ
る
。
同
論
者
に
よ
れ
ば
、
日
本
社
会
は
戦
後
も
一
貫
し
て
自
由
競
争
の
経
済
モ
デ
ル
や
国
家
観
を
と
っ
て
こ
な
か
っ

た
の
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
見
え
な
い
憲
法
に
、
公
平
・
公
正
を
折
り
込
ん
だ
基
底
的
な
市
場
経
済
や
公
共
的
価
値
が
読
み
込
ま
れ
、

憲
法
的
法
力
を
も
っ
て
市
場
を
統
制
で
き
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
、か
か
る
見
え
な
い
憲
法
が
、諸
個
人
の
生
に
と
っ
て
の
共
通
基
盤
で
あ
る
な
ら
ば
、憲
法
的
価
値
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

問
題
は
そ
う
い
え
る
か
、
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
論
じ
方
が
あ
る
。〝
自
由
な
生
き
方
と
い
え
ど
も
、
殺
人
や
麻
薬
は
禁
じ
う
る
。
か
よ

う
に
、
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
ど
の
程
度
個
人
の
選
択
に
委
ね
る
か
は
、
組
織
と
し
て
の
国
家
が
決
定
し
あ
る
い
は
承
認
す
べ
き
問
題
で

あ
る
。
国
家
の
成
員
で
あ
る
と
い
う
共
通
基
盤
に
立
っ
て
提
起
さ
れ
る
、
国
家
の
大
き
な
理
念
、
方
向
で
あ
れ
ば
、
私
的
目
的
が
捨
象
さ

れ
て
い
る
だ
け
に
成
員
に
と
っ
て
共
有
可
能
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
福
祉
の
理
念
や
方
向
性
も
共
有
可
能
と
な
る
〞（

200
）。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
成
立
し
が
た
い
と
私
は
考
え
る
。
憲
法
典
制
定
以
前
か
ら
、
人
間
行
為
は
厳
然
と
し
て
存
在
し
、
そ
の

行
為
は
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
（
あ
る
い
は
制
度
）
を
形
成
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
憲
法
典
の
制
定
は
、
そ
の
制
定
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
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制
度
を
制
度
と
し
て
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
二
九
条
一
項
が
財
産
権
を
絶
対
的
に
保
障
し
て
い
る
こ

と
に
現
れ
て
い
る
。

　

ま
た
公
共
的
価
値
は
市
場
取
引
で
は
実
現
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
共
的
価
値
の
内
容
は
曖
昧
で
あ
る
。
公
共
的

と
称
す
る
価
値
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
力
に
劣
る
が
政
治
力
に
勝
る
個
人
に
よ
る
私
的
権
益
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
マ
ン
デ
ビ

ル
で
あ
れ
ば
、私
益
こ
そ
が
公
益
で
あ
る
と
い
う
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
い
う
私
益
は
、〝
政
治
的
手
段
〞
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
も
の
で
は
な
く
、

〝
経
済
的
手
段
〞
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い（

201
）。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
殺
人
の
禁
止
が
承
認
さ
れ
る
の
は
、
国
家
が
組
織
で
あ
り
、
組
織
的
命
令
に
成
員
で
あ
る
国
民
が
服
従
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
ひ
と
言
で
い
え
ば
、
殺
人
は
、
自
己
所
有
権
と
い
う
誰
も
が
否
定
し
が
た
い
大
前
提
か
ら
、
演
繹
的
に
、
自

由
の
体
系
か
ら
除
外
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
ゆ
え
に
殺
人
の
禁
止
を
個
人
に
強
制
で
き
る
こ
と
を
も
っ
て
、
国
家
を
目
的
的
組
織
と
と
ら

え
国
民
に
命
令
す
る
権
限
が
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
家
と
国
民
の
関
係
を
組
織
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
、
カ
タ
ラ
ク
シ
ー

と
い
う
ノ
モ
ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
テ
シ
ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

基
底
的
な
市
場
経
済
を
憲
法
が
保
障
し
て
い
る
こ
と
の
論
証
は
成
功
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
理
性
の
限
界

を
意
識
し
な
が
ら
、
理
性
に
も
と
づ
く
真
摯
な
考
察
が
必
要
で
あ
り
、
市
場
経
済
秩
序
が
生
み
出
す
問
題
に
対
処
す
る
試
行
錯
誤
を
続
け

る
し
か
な
い
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い（

202
）。

　

こ
れ
は
論
者
の
意
図
と
は
違
う
意
味
で
、
正
し
い
側
面
を
も
つ
。
た
し
か
に
人
間
の
理
性
に
は
限
界
が
あ
る
。
市
場
全
体
に
秩
序
を
与

え
る
理
性
は
存
在
せ
ず
、
真
摯
な
考
察
は
、
現
場
の
諸
個
人
が
固
有
の
知
識
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
で
お
こ
な
う
。
市
場
経
済
秩
序
が
生

み
出
す
問
題
の
多
く
は
、
政
府
が
生
み
出
し
て
い
る
可
能
性
を
反
省
し
、
市
場
へ
の
介
入
強
化
で
は
な
く
、
規
制
の
緩
和
・
撤
廃
を
し
て

い
く
試
行
錯
誤
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。
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４　

市
場
経
済
に
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
た
社
会
的
正
義

　

社
会
的
正
義
の
観
点
か
ら
経
済
を
秩
序
化
す
る
見
方
に
は
、
社
会
的
正
義
抜
き
に
し
て
は
市
場
経
済
が
成
り
た
た
な
い
と
す
る
主
張
も

あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
市
場
経
済
に
は
社
会
的
正
義
が
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
が
可
能
だ

ろ
う
か
。
次
の
主
張
を
み
て
み
よ
う
。

　
〝
市
場
取
引
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
欠
だ
が
、
参
加
者
間
の
著
し
い
格
差
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
を
困
難
に

し
か
ね
な
い
。
ゆ
え
に
格
差
は
あ
る
程
度
以
下
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
格
差
拡
大
は
市
場
経
済
秩
序
自
体
を
不
安
定
化
さ

せ
、
大
き
な
所
得
格
差
は
市
場
経
済
に
大
き
な
コ
ス
ト
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
場
経
済
は
一
定
の
再
分
配
を
不

可
避
な
も
の
と
し
て
内
蔵
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〞（

203
）。

　

こ
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
再
分
配
を
し
て
い
く
か
が
次
に
問
題
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
再
分
配
の
や
り
方
に
も

種
々
あ
る
が
、
市
場
経
済
と
調
和
的
な
手
法
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
公
共
調
達
や
公
共
事
業
を
つ
う
じ
て
、
再
分
配

に
よ
る
社
会
的
正
義
の
実
現
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る（

204
）。

公
共
調
達
は
入
札
に
よ
る
競
争
と
は
相
容
れ
な
い
価
値
観
で
お
こ
な
わ
れ
る

場
合
が
あ
る
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、公
共
調
達
に
よ
っ
て
中
小
企
業
を
保
護
・
育
成
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
公
共
事
業
は
、

雇
用
の
下
支
え
を
し
て
お
り
、
そ
の
効
果
は
社
会
的
に
無
視
で
き
な
い
と
も
指
摘
さ
れ
う
る
。

　

上
記
の
主
張
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
市
場
経
済
に
介
入
す
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
自
由
競
争
に
反
す
る
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
市
場
経
済
に
は
社
会
的
正
義
が
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
上
記
の
手
法
で
の
介
入
は
市
場

経
済
と
整
合
的
な
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
自
由
競
争
と
は
反
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
規
制
の
対
象
と
な
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い

の
だ
。
市
場
経
済
は
再
分
配
抜
き
に
し
て
は
成
立
し
な
い
の
だ
か
ら
。
現
に
、
競
争
原
理
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
適
者
生
存
と
い
う
考
え
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方
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
企
業
慣
行
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
市
場
経
済
に
社
会
的
正
義
が
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
分
か
る
は
ず
だ（

205
）。

　

し
か
し
、
市
場
経
済
に
社
会
的
正
義
が
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
も
成
立
し
が
た
い
と
、
私
は
み
る
。

　

ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
所
得
格
差
が
開
く
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
が
困
難
と
な
る
と
い
う
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明

ら
か
で
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
語
義
の
曖
昧
性
も
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
よ
う
。
と
も
あ
れ
市

場
取
引
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
市
場
に
お
け
る
競
争
プ
ロ
セ
ス
は
、
企
業
家
精
神
に
働
き

か
け
、
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
機
敏
に
行
為
す
る
よ
う
市
場
参
加
者
に
促
す
だ
ろ
う
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
市
場
に
お
い

て
う
ま
く
や
り
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
格
差
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
す
る
と
い
う
な
ら
、
阻
害
要
因
を
取

り
除
く
よ
う
な
行
為
を
し
な
け
れ
ば
、
市
場
プ
ロ
セ
ス
で
う
ま
く
や
り
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
競
争
が
明
ら
か
に
す
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
場
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
阻
害
要
因
（
こ
こ
で
は
格
差
）
を
取
り
除
く
よ
う
な
パ
タ
ン
が
、
自
生
的
に
形

成
さ
れ
る
と
期
待
で
き
る
。

　

も
し
も
市
場
経
済
に
お
い
て
格
差
を
取
り
除
く
よ
う
な
パ
タ
ン
が
形
成
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
パ
タ
ン
が
な
く

と
も
市
場
経
済
は
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
再
分
配
は
市
場
経
済
に
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ

て
い
る
と
い
う
主
張
を
疑
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
格
差
が
存
在
し
、
そ
れ
を
取
り
除
く
よ
う
な
パ
タ
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
、
そ
の
形
成
を
抑
止
す
る
よ
う
な
、〝
法
規
制
〞
が
存
在
す
る
疑
い
が
濃
厚
だ
と
警
戒
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、〝
市
場
経
済
は
再
分
配
抜
き
に
は
成
立
し
な
い
〞、
と
の
主
張
に
賛
同
す
る
前
に
、
検
討
す
べ
き
事
柄
が
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

実
際
に
は
、
た
と
え
ば
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
同
感
を
通
じ
た
相
互
援
助
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
慈
善
団
体
を
組
織
し
た
り
、
募
金
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活
動
を
お
こ
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
人
間
行
為
の
パ
タ
ン
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
市
場
経
済
と
調
和
的
な
手
段
に
み
え
る
公
共
調
達
等
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
お
こ
な
わ
れ
た
は
ず
の
経
済
活
動
の
芽
を
摘
む
こ

と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
共
事
業
に
よ
る
雇
用
の
増
加
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
お
こ
な
わ
れ
た
は
ず
の
別
の
労
働
が
失
わ
れ

る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
失
わ
れ
た
労
働
に
よ
っ
て
、
何
が
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
か
を
誰
も
正
確
に
把
捉
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
軽
視
し
て
再
分
配
を
計
画
す
る
こ
と
は
考
慮
す
べ
き
事
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

最
後
に
、
自
由
競
争
原
理
を
適
者
生
存
と
表
現
す
る
こ
と
は
誤
導
的
で
あ
る
。
市
場
競
争
は
生
物
学
的
な
生
死
を
か
け
た
闘
争
で
は
な

い
。
社
会
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
物
は
何
か
を
市
場
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
競
争
が
明
ら
か
に
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
つ
う
じ
て
適

材
が
適
所
に
配
置
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
、
市
場
経
済
を
表
現
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　

５　

市
場
プ
ロ
セ
ス
と
社
会
的
正
義

　

（１）　

市
場
プ
ロ
セ
ス
の
所
産
で
あ
る
経
済
秩
序
を
社
会
的
正
義
の
観
点
か
ら
整
序
す
る
べ
き
だ
と
す
る
論
者
は
、
市
場
プ
ロ
セ
ス
の
所

産
を
不
正
な
も
の
、
す
な
わ
ち
正
義
に
反
す
る
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
み
な
す
こ
と
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

の
ハ
イ
エ
ク
の
見
解
は
次
の
よ
う
で
あ
る（

206
）。

　

正
あ
る
い
は
不
正
の
名
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
間
の
行
為
だ
け
で
あ
る
。
何
人
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
実
や
状
態
に

対
し
て
は
、
善
、
悪
の
語
で
語
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
正
、
不
正
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
状
況
の
み
が
、
正
や
不
正
の
語
で
語
り
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
生
的
秩
序
の
内
容
は
、
誰
か
が
意
図
し
た
り
予
測
し
た
り
し
た
結
果

で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
正
で
も
不
正
で
も
あ
り
得
な
い
。

　

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
正
義
と
は
、
不
正
を
防
止
す
る
ル
ー
ル
の
下
で
各
人
が
自
己
の
選
ん
だ
目
的
を
追
求
し
、
か
つ
他
人
の
同
様
な
権
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利
を
侵
害
し
な
い
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
市
場
機
構
と
い
う
制
度
、
プ
ロ
セ
ス
が
も
た
ら
す
結
果
を
何
人
も
意
図
し
な
か
っ

た
し
、
予
見
も
し
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
正
義
を
求
め
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
お
か
し
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
正
義
は
一
般
的
ル
ー
ル
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、

と
い
う（

207
）。

そ
し
て
、
市
場
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
は
正
義
と
は
無
関
係
だ
か
ら
、
結
果
が
不
正
で
あ
り
、
誰
か
が
そ
の
責
任
負
う
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

208
）。

　

（２）　

正
義
は
人
間
が
意
図
し
た
り
、
予
見
し
た
り
し
た
結
果
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
競
争
の
結
果
と
し
て

で
き
あ
が
る
秩
序
に
対
す
る
社
会
的
正
義
の
主
張
は
内
的
な
矛
盾
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

社
会
的
正
義
は
優
先
充
足
事
項
を
順
序
づ
け
、
最
善
の
配
分
を
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
、
論
理
的
に
い
っ
て
、

決
定
者
（
機
関
）
は
、
価
値
の
序
列
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
る
こ
と
が
で
き
、
誰
に
何
が
必
用
な
の
か
を
事
前
に
知
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
社
会
的
正
義
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
基
準
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、実
の
と
こ
ろ
、そ
の
優
先
充
足
事
項
を
、わ
れ
わ
れ
は
事
前
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、

各
人
の
競
争
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
な
に
が
優
先
的
に
充
足
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
市
場
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
競
争
を
つ
う
じ
て
、

自
生
的
に
で
き
あ
が
る
序
列
と
し
て
事
後
的
に
の
み
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

　

社
会
的
正
義
は
、
こ
の
意
味
で
、
真
の
意
味
で
の
競
争
と
折
り
合
わ
な
い
。
真
の
競
争
は
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
知
ら
な
い
こ
と
を
発
見

す
る
手
続
き
な
の
で
あ
る（

209
）。

社
会
的
正
義
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
基
準
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。

　

社
会
的
正
義
を
擁
護
す
る
論
者
は
、
本
稿
の
擁
護
す
る
自
生
的
秩
序
と
し
て
の
経
済
秩
序
で
は
な
く
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
し
て
の
経
済
秩

序
を
信
じ
て
い
る
。
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
、
目
的
に
対
し
て
最
善
の
手
段
を
選
択
す
る
よ
う
な
合
理
的
意
志
の
産
物
で
あ
る
。
エ
コ
ノ
ミ
ー
の

信
奉
者
は
、
市
場
秩
序
を
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
捉
え
、
社
会
的
正
義
の
目
的
に
対
す
る
最
善
の
配
置
と
な
る
よ
う
に
優
先
順
位
を
付
け
、
種
々
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の
要
求
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
社
会
的
正
義
の
た
め
に
、
価
格
と
所
得
を
政
策
的
に
修
正
し
よ
う
と

さ
え
す
る
の
で
あ
る（

210
）。

　

そ
の
傾
向
は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
増
幅
さ
れ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
批
判（

211
）を

言
い
直
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
社
会
的
正

義
に
し
た
が
っ
て
、
価
格
や
所
得
を
統
制
す
る
権
限
が
政
府
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
よ
う
。
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
政
府
は
有
権

者
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
選
挙
区
や
支
持
団
体
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
そ
の
責
任
は
法
的
な
も
の
で
は
無
い
が
、
全
国
民

の
代
表
で
あ
る
純
粋
代
表
で
あ
っ
て
も
、
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
価
格
や
所
得
を
統
制
す
る
政
府
権
限
は
、
そ
の
よ
う
な
責
任
を

果
た
す
た
め
に
、
す
な
わ
ち
大
衆
の
願
望
や
偏
見
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
拡
大
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　

社
会
的
正
義
は
、
民
主
主
義
的
市
場
社
会
に
お
い
て
、
政
府
権
限
の
悪
し
き
拡
大
傾
向
を
み
せ
る
一
方
で
、
そ
れ
は
小
さ
な
部
族
社
会

に
お
い
て
で
あ
れ
ば
、
成
り
た
ち
う
る
。
た
と
え
ば
利
他
主
義
、
連
帯
、
共
同
目
的
の
尊
重
な
ど
の
道
徳
規
準
に
そ
っ
て
、
優
先
充
足
事

項
に
配
分
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
少
数
の
部
族
社
会
で
あ
る
か
ら
可
能
で
あ
り
得
る
の
だ
。

　

し
か
し
多
様
な
未
知
の
目
的
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
大
き
な
社
会
、
す
な
わ
ち
相
互
を
匿
名
の
存
在
と
し
て
あ
つ
か
う

市
場
社
会
で
は
、
社
会
的
正
義
は
成
り
た
た
な
い
。
少
数
の
部
族
社
会
で
成
り
た
つ
社
会
的
正
義
を
現
在
の
大
き
な
社
会
に
適
用
す
る
こ

と
を
、
ハ
イ
エ
ク
は
〝
部
族
社
会
へ
の
先
祖
返
り
〞
だ
と
批
判
し
、
社
会
を
崩
壊
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
説
い
た（

212
）。

　

市
場
社
会
・
自
生
的
秩
序
を
人
為
的
に
廃
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
、
正
義
に
反
す
る
人
間
行
為
で
あ
ろ
う
。
自
生
的
秩
序
は
無
知
へ

の
対
応
か
ら
生
ま
れ
た
。
各
人
各
様
の
多
様
な
未
知
の
目
的
を
最
大
限
実
現
で
き
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
制
度
が
、
市
場
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る

経
済
秩
序
・
自
生
的
秩
序
で
あ
る
。
人
々
は
無
知
で
あ
る
か
ら
、
競
争
と
い
う
発
見
の
手
続
を
利
用
し
て
、
う
ま
く
生
活
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
政
府
を
通
じ
た
人
為
は
、
社
会
的
正
義
と
称
し
て
特
定
の
結
果
を
達
成
す
る
努
力
に
で
は
な
く
、
未
知
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

の
機
会
を
す
べ
て
の
人
に
保
障
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
の
い
わ
ん
と
す
る
の
は
、
こ
れ
こ
そ
が
正
義
の
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は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う（

213
）。

す
な
わ
ち
、
正
義
は
一
般
的
抽
象
的
な
全
般
的
秩
序
の
保
障
に
つ
い
て
、
語
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
自
生
的
秩
序
を
社
会
的
正
義
に
か
な
っ
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
無
益
で
あ
る
ば
か
り
か
、
自
生
的

秩
序
を
損
傷
す
る
。
社
会
的
正
義
は
市
場
経
済
に
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
自
由
な
社
会
と
は
矛
盾
す
る
の
で
あ
る（

214
）。

　
　

第
二
節　

市
場
競
争
、
政
治
的
競
争
、
司
法
審
査

　

１　

政
治
領
域
に
お
け
る
競
争

　

政
治
領
域
に
お
い
て
も
〝
競
争
〞
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
は
ず
だ
、
競
争
が
発
見
の
過
程
で
あ
る
な
ら
ば
、
政
治
領
域
に
お
け
る
競
争

の
結
果
と
し
て
決
定
さ
れ
た
社
会
的
正
義
実
現
の
た
め
の
法
規
制
も
、
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
主
張
も
あ

る
。
Ｇ
・
タ
ロ
ッ
ク
（G

ordon Tullock
）
は
、
企
業
家
が
人
為
的
な
障
壁
を
作
り
出
す
た
め
に
政
府
に
ロ
ビ
ー
す
る
こ
と
を
、〝
競
争
〞

の
語
を
用
い
て
論
じ
た
こ
と
で
、
学
界
に
一
石
を
投
じ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
で
は
、
政
治
領
域
に
お
け
る
競
争
は
、
政
治
的
手
段
を
発

見
し
、
あ
る
べ
き
配
分
を
発
見
し
、
秩
序
を
形
成
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（Edw

in C
hadw

ick
）
は
、
領
域
内
で
の
競
争
と
領
域
獲
得
に
向
け
た
競
争
を
区
別
し
た（

215
）。

す
な
わ

ち
売
手
の
顧
客
獲
得
に
向
け
た
競
争
と
、
売
手
の
他
者
を
排
除
す
る
手
段
獲
得
に
向
け
た
競
争
と
の
間
に
明
確
な
線
を
引
く
の
で
あ
る
。

　

前
者
を
市
場
競
争
、
後
者
を
政
治
的
競
争
と
換
言
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
両
者
の
区
別
に
は
賛
成
で
き
る
。
し
か
し
、
後
者
を
市
場
に

お
け
る
競
争
と
同
じ
〝
競
争
〞
の
語
を
も
ち
い
て
論
ず
る
こ
と
は
誤
導
的
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
独
占
価
格
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
独
占
は
法
的
独
占
、
す
な
わ
ち
政
府
か
ら
の
特
権
以
外
に
な
い
。

政
治
的
な
競
争
は
、
法
的
独
占
の
獲
得
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
は
市
場
に
お
け
る
競
争
と
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
経
済
市
場
で
の
勝
利
者
が
、
政
治
的
領
域
で
も
勝
利
す
る
と
信
じ
る
理
由
は
な
い
。
政
治
の
世
界
で
成
功
す
る
た
め
の
技
能
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は
経
済
で
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
に
嘆
願
す
る
人
は
、
市
場
に
お
い
て
自
分
の
目
標
を
達
成
し
損
な
っ
た
人
で

あ
る
こ
と
が
多
い
と
の
指
摘（

216
）は

先
に
も
触
れ
た
。

　

た
と
え
ば
、
ア
ン
チ
・
ト
ラ
ス
ト
立
法
史
研
究
に
よ
る
と
、
反
ト
ラ
ス
ト
関
連
の
制
定
法
は
、
市
場
の
シ
ェ
ア
を
、
新
規
の
、
よ
り
企

業
家
的
で
、
か
つ
よ
り
効
率
的
な
企
業
に
奪
い
取
ら
れ
た
生
産
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

217
）。

要
す
る
に
、

市
場
競
争
に
よ
っ
て
最
も
消
費
者
に
愛
さ
れ
た
生
産
者
の
努
力
を
、
市
場
競
争
に
敗
れ
た
生
産
者
が
、
独
禁
法
と
い
う
政
治
的
ツ
ー
ル
を

獲
得
す
る
こ
と
で
、
打
ち
砕
こ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
意
味
で
は
、
政
治
過
程
に
経
済
界
の
代
表
を
参
画
さ
せ
、
経
済
政
策
に
か
か
わ
ら
せ
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
指
摘（

218
）は

、
一
考
に

値
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
指
摘
は
、
経
済
の
プ
ロ
で
は
あ
っ
て
も
政
治
の
プ
ロ
で
は
な
い
財
界
人
が
、
自
ら
参
加
す
る
ゲ
ー
ム
の
ル
ー

ル
を
作
成
す
る
こ
と
の
問
題
点
を
あ
げ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
焦
点
と
は
合
致
し
て
い
な
い
。
真
の
問
題
点
は
、
政
治
的
手
段
が
市

場
競
争
を
阻
害
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

２　

政
治
的
競
争
と
司
法
審
査

　

市
場
で
の
シ
ェ
ア
を
争
う
競
争
と
、
政
治
領
域
で
の
権
益
を
獲
得
す
る
た
め
の
競
争
と
を
区
別
す
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
民
主
政
の
プ

ロ
セ
ス
を
〝
競
争
〞
的
に
み
る
多
元
主
義
的
理
解
に
も
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

あ
る
論
者
は
、
民
主
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
を
多
様
な
利
益
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
有
利
な
政
策
決
定
を
獲
得
す
べ
く
妥
協
す
る
過
程

と
考
え
、
そ
の
う
え
で
、
業
界
を
保
護
す
る
立
法
は
利
害
調
整
の
結
果
だ
か
ら
、
裁
判
所
が
立
ち
入
っ
た
審
査
を
せ
ず
と
も
よ
い
、
と
論

ず
る（

219
）。

市
場
競
争
が
、
そ
の
ま
ま
政
治
領
域
に
お
け
る
権
益
獲
得
の
た
め
の
競
争
と
な
っ
て
お
り
、
む
き
出
し
の
利
害
関
係
が
白
日
の
下

に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
真
の
目
的
を
詮
索
せ
ず
と
も
よ
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
民
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主
政
の
プ
ロ
セ
ス
と
市
場
競
争
と
を
関
連
づ
け
な
が
ら
、
司
法
審
査
を
緩
や
か
に
お
こ
な
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
見
解
は
、
市
場
競
争
と

政
治
的
競
争
と
を
区
別
す
る
観
点
か
ら
は
、
妥
当
で
な
い
。

　

両
者
の
区
別
の
観
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
民
主
政
の
プ
ロ
セ
ス
が
市
場
に
お
け
る
競
争
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
逆
に
、
立

ち
入
っ
た
司
法
審
査
を
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
契
機
を
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
市
場
競
争
に
お

け
る
勝
利
者
が
、
政
治
的
競
争
す
な
わ
ち
民
主
政
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
勝
利
者
で
あ
っ
た
場
合
、
勝
利
者
と
し
て
の
地
位
を
法
的
に

固
定
化
し
よ
う
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
済
市
場
に
悪
し
き
法
的
独
占
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
通
常
、
市
場
競
争
に
お
い
て
独
占
的
地
位
を
得
た
も
の
は
、
最
も
消
費
者
に
愛
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
地
位
は
、
絶
え
ず
、

潜
在
的
な
新
規
参
入
者
と
の
競
争
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
競
争
と
独
占
は
対
義
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
民

主
政
の
プ
ロ
セ
ス
を
つ
う
じ
て
法
的
独
占
を
獲
得
す
れ
ば
、法
的
強
制
力
の
効
果
と
し
て
、こ
の
潜
在
的
な
競
争
は
霧
消
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
市
場
に
お
け
る
勝
利
者
が
民
主
政
に
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
勝
利
す
る
だ
ろ
う
と
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
市
場
競
争
を
法
的
独
占
に

変
質
さ
せ
る
だ
ろ
う
こ
と
も
予
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
が
市
場
競
争
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
競
争
の
自

由
に
対
す
る
弊
害
を
除
去
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
、
裁
判
所
は
立
ち
入
っ
て
司
法
審
査
し
、
自
生
的
秩
序
で
あ
る
市
場
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る

競
争
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
経
済
市
場
に
お
け
る
敗
者
が
民
主
政
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
政
治
的
競
争
の
勝
者
と
な
っ
た
場
合
、
市
場
競
争
に
お
い
て
消

費
者
に
奉
仕
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
生
産
者
に
、
経
済
市
場
に
お
い
て
生
き
残
る
た
め
の
法
的
手
段
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
本
来
、

当
該
分
野
で
の
競
争
に
よ
り
劣
っ
た
生
産
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
者
は
当
該
分
野
か
ら
退
場
し
、
新
た
な
分
野

で
能
力
を
活
か
す
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
民
主
政
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
勝
利
し
た
、
市
場
に
お
け
る
敗
者
で
あ
る
生
産
者
は
、
弱
者

保
護
や
社
会
的
正
義
な
ど
を
旗
印
と
し
て
、
み
ず
か
ら
を
保
護
す
る
法
律
を
政
治
的
に
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
憲
法
が
発
見
の



広島法学　39 巻４号（2016 年）－ 16

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
競
争
を
保
障
し
て
い
る
と
考
え
た
場
合
、
こ
の
競
争
プ
ロ
セ
ス
の
機
能
の
阻
害
を
、
裁
判
所
は
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な

い
。
や
は
り
立
ち
入
っ
て
審
査
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
主
政
の
プ
ロ
セ
ス
を
多
元
主
義
的
に
理
解
す
る
立
場
の
帰
結
に
は
納
得
で
き
な
い
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

く
わ
え
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ
る
。
多
元
主
義
的
理
解
は
、
経
済
市
場
に
お
け
る
利
害
対
立
が
政
治
的
調
整
の
場
に
再
現
さ
れ
る

こ
と
を
想
定
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
立
法
段
階
で
は
新
規
参
入
者
が
顕
在
化
し
て
お
ら
ず
、
消
費
者
と
の
妥
協
が
想
定
で
き
な
い
で

は
な
い
か（

220
）。

　

た
し
か
に
市
場
に
お
け
る
競
争
と
政
治
領
域
に
お
け
る
競
争
の
相
違
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
市

場
競
争
と
政
治
的
競
争
が
同
質
か
否
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
仮
に
全
く
同
じ
競
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
政
治
領
域
に

お
け
る
獲
得
物
は
、
政
治
的
手
段
、
す
な
わ
ち
法
的
独
占
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
法
的
独
占
こ
そ
、
自
生
的
秩
序
に
と
っ
て
最
も

警
戒
す
べ
き
真
の
独
占
な
の
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
経
済
秩
序
は
法
の
支
配
と
か
か
わ
る
き
わ
め
て
重
大
な
憲
法
的
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
民
主
政
の
プ
ロ
セ
ス
が
、

経
済
秩
序
ひ
い
て
は
法
の
支
配
と
対
向
す
る
と
き
、
裁
判
所
が
取
る
べ
き
態
度
は
後
者
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
政
治
領

域
で
も〝
競
争
〞が
あ
る
こ
と
や
民
主
政
プ
ロ
セ
ス
が
市
場
競
争
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
、自
生
的
な
経
済
秩
序
や
法
の
支
配
か
ら
み
て
、

民
主
的
決
定
を
擁
護
す
る
理
由
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
次
の
指
摘
は
的
を
射
て
い
る
。

　
「
政
府
が
民
主
主
義
的
に
構
成
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
特
定
の
目
的
・
利
益
に
積
極
的
に
応
え
て
い
こ
う
と
す
る
。
議
会
多
数
派

は
無
数
の
小
集
団
の
特
殊
利
益
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
、
権
力
を
保
持
す
る
。
民
主
主
義
は
も
は
や
一
般
的
ル
ー
ル
の
多
数
に
よ
る
承
認

で
は
な
く
、
特
殊
利
益
へ
の
奉
仕
を
多
数
が
承
認
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
こ
れ
は
茶
番
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」（

221
）。

　

経
済
秩
序
・
法
の
支
配
と
民
主
政
と
の
優
先
関
係
を
考
え
る
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
新
聞
の
再
販
禁
止
の
例
外
の
憲
法
的
価
値
を
擁
護
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す
る
論
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、再
販
を
禁
止
し
て
価
格
競
争
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
、消
費
者
が
得
る
利
益
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

こ
の
わ
ず
か
な
利
益
の
た
め
に
低
廉
な
新
聞
宅
配
サ
ー
ビ
ス
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
競
争
政
策
の
強
化
と
い
う
独
禁
法

か
ら
す
れ
ば
、
新
聞
再
販
制
度
や
特
殊
指
定
は
合
理
性
が
疑
わ
し
い
。
し
か
し
、
憲
法
の
観
点
か
ら
は
、
そ
れ
を
な
す
べ
き
合
理
的
理
由

が
あ
る（

222
）。

　

こ
の
立
論
は
、
新
聞
は
、
民
主
政
を
支
え
る
重
要
な
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
を
手
厚
く
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
か
ら
、

民
主
政
治
の
観
点
か
ら
市
場
競
争
を
制
限
す
る
こ
と
も
妥
当
だ
と
論
ず
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
本
稿
の
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
新
聞
の
再
販
禁
止
の
例
外
が
、
民
主
政
治
に
ど
れ
だ
け
奉
仕
し
よ
う
が
、
民
主
政
治
の
所
産

が
自
生
的
秩
序
、
法
の
支
配
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
擁
護
で
き
な
い
。
再
販
売
価
格
の
禁
止
の
例
外
は
、
業
界
団
体
の
既
得
権

保
護
で
あ
る
可
能
性
は
高
く
、
民
主
政
の
プ
ロ
セ
ス
が
悪
し
き
法
的
独
占
を
実
現
し
て
い
る
例
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
再

販
売
価
格
の
禁
止
そ
の
も
の
も
、
市
場
に
お
け
る
敗
者
が
政
治
に
訴
え
て
獲
得
し
た
ル
ー
ル
で
あ
る
可
能
性
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
裁
判
所
は
、
首
尾
一
貫
し
て
、
自
生
的
秩
序
が
法
律
に
よ
り
人
為
的
に
歪
め
ら
れ
て
は
い
な
い
か
、
法
律
が
ノ
モ
ス
や
カ
タ
ラ
ク
シ
ー

と
整
合
的
な
一
般
的
・
抽
象
的
ル
ー
ル
で
あ
る
か
否
か
、
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

３　

民
主
主
義
的
制
度
の
欠
点

　

政
治
に
お
け
る
競
争
が
、
民
主
的
決
定
に
よ
る
市
場
介
入
を
正
当
化
し
な
い
こ
と
を
み
た
。
で
は
、
民
主
政
は
、
市
場
に
お
い
て
い
っ

た
い
何
を
な
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ハ
イ
エ
ク
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
呈
す
る
。
民
主
的
な
政
府
が
、
現
前
す
る
痛
み
を
排
除
す
る
た
め
に
、
事
態
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る

ば
か
り
か
将
来
の
行
動
の
自
由
ま
で
縛
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
一
時
凌
ぎ
の
鎮
痛
剤
に
頼
ら
な
い
で
す
ま
す
と
い
う
、
経
済
的
英
知
の
真
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髄
と
も
い
え
る
方
策
を
選
べ
る
だ
ろ
う
か（

223
）。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
民
主
主
義
的
制
度
の
性
質
か
ら
い
っ
て
、
ま
こ
と
に
疑
わ

し
い
。

　

社
会
的
正
義
を
掲
げ
る
民
主
主
義
的
規
制
に
よ
る
経
済
市
場
へ
の
介
入
は
、
そ
れ
が
思
っ
た
よ
う
な
成
果
を
上
げ
な
い
理
由
と
し
て
、

民
主
主
義
的
制
度
の
次
の
性
質
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
主
主
義
的
制
度
は
、
政
治
の
消
費
者
の
一
部
の
声
し
か
反
映
し
な
い
、
こ

れ
で
あ
る
。
市
場
は
１
円
ご
と
に
投
票
権
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
は
民
主
主
義
で
あ
る
。
逆
に
、
民
主
主
義
的
憲
法
は
、
市
場
に
お
け

る
消
費
者
主
権
と
同
様
の
主
権
を
国
民
に
与
え
た
、
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
民
主
主
義
は
多
数
派
に
投
じ
ら
れ
た
票
の
み
が
、

事
態
の
方
向
決
定
に
有
効
な
の
に
対
し
て
、
市
場
で
は
ど
の
１
円
も
生
産
過
程
に
作
用
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
点
が
異
な
る（

224
）。

こ
の
指
摘

は
正
鵠
を
得
て
い
る
。

　

ま
た
、
政
治
の
消
費
者
が
政
策
や
政
治
家
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
こ
と
も
、
民
主
主
義
的
制
度
の
性
質
が
、
経
済
市
場
へ
の
介
入
を
よ

り
い
っ
そ
う
悪
く
す
る
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
が
妥
当
と
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。〝
市
場
に
お
け
る
財
の
購
入
に
さ
い
し
て
、
消
費
者
の
無
知
は
問
題
だ
。
ゆ
え
に
、
消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
民
主
プ
ロ

セ
ス
を
つ
う
じ
て
立
法
さ
れ
た
法
律
が
必
用
だ
。〞
仮
に
そ
れ
が
正
し
い
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
も
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。〝
よ
く
知
ら
な

い
政
治
家
や
政
策
に
賛
成
し
た
り
反
対
し
た
り
す
る
選
挙
人
の
無
知
も
、民
主
主
義
に
お
け
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
。〞
さ
ら
に
実
際
に
は
、

市
場
に
お
け
る
取
引
は
、
購
入
し
た
財
と
満
足
・
不
満
足
と
が
直
結
す
る
た
め
、
財
の
購
入
に
あ
た
っ
て
は
消
費
者
は
慎
重
に
査
定
を
す

る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
政
治
家
や
政
策
へ
の
投
票
は
、
成
功
・
失
敗
が
不
明
確
で
あ
り
、
満
足
・
不
満
足
が
測
定
し

が
た
い（

225
）。

消
費
者
の
無
知
の
問
題
は
、
民
主
主
義
的
制
度
に
お
い
て
よ
り
深
刻
と
い
え
る
。

　

要
約
す
れ
ば
、民
主
主
義
的
制
度
は
、一
部
の
声
し
か
反
映
せ
ず
、し
か
も
そ
の
声
は
無
知
な
選
挙
民
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

社
会
実
態
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
た
め
、
民
主
的
決
定
に
よ
る
市
場
介
入
は
正
当
化
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
欠
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
派
は
個
々
の
集
団
の
利
害
調
整
の
実
現
に
取
り
組
も
う
と
す
る
。
そ
の
取
り
組
み

は
さ
ら
に
深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
行
政
機
構
す
な
わ
ち
官
僚
の
権
力
と
比
重
の
加
速
度
的
増
大
と
い
う
帰
結
で
あ
る
。
種
々
の
集

団
の
利
害
の
調
整
を
官
僚
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
人
々
の
生
活
の
細
部
に
わ
た
っ
て
権
力
的
な
介
入
を
許
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、

人
々
は
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
、
市
場
に
お
い
て
い
っ
そ
う
努
力
す
る
よ
り
も
、
政
治
的
縁
故
に
は
た
ら
き
か
け
る
ほ
う
が
有
利
だ

と
気
づ
く
だ
ろ
う（

226
）。

市
場
と
異
な
り
民
主
主
義
は
、
消
費
者
の
声
を
反
映
せ
ず
、
消
費
者
の
深
刻
な
無
知
問
題
に
直
面
し
、
な
お
か
つ
人
々

の
市
場
に
お
け
る
生
産
性
を
低
下
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
的
制
度
は
大
き
な
欠
点
を
複
数
か
か
え
て
い
る
こ
と
は
、
政
治
学
や
経
済
学
の
領
域
で
は
常
に
強
調
さ
れ
て

き
た
が
、
憲
法
学
に
お
い
て
も
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
民
主
主
義
的
制
度
に
期
待
さ
れ
る
役
割
は
、
通
常
予
想
さ

れ
る
よ
り
も
、
ず
っ
と
小
さ
い
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い（

227
）。

（
186
） 　

デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（
森
村
進
ほ
か
訳
）『
自
由
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
四
〇
頁
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル

を
引
用
し
な
が
ら
批
判
を
し
て
い
る
。
ま
た
楠
、
前
掲
注
（
44
）
一
七
頁
。

（
187
） 　

楠
、
同
書
三
頁
は
、
塩
野
谷
祐
一
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
を
引
用
し
な
が
ら
、
競
争
を
嫌
う
論
者
に
よ
る
競
争
の
理
解
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

（
188
） 　

フ
リ
ー
ド
マ
ン
、
前
掲
注
（
186
）
四
〇
頁
の
議
論
を
参
照
。

（
189
） 　

塩
野
谷
祐
一
『
経
済
と
倫
理　

福
祉
国
家
の
哲
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
一
七
〇
頁
。
ま
た
楠
、
前
掲
注
（
44
）
三
頁
。

（
190
） 　

楠
、
前
掲
注
（
44
）
一
〇
六
頁
。

（
191
） 　

萬
田
、
前
掲
注
（
45
）
八
二
頁
。
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（
192
） 　

山
中
、
前
掲
注
（
43
）
一
五
九
頁
。

（
193
） 　

山
中
、
同
書
三
一
頁
。

（
194
） 　

ハ
イ
エ
ク
、
前
掲
注
（
51
）
訳
書
七
頁
。

（
195
） 　

ハ
イ
エ
ク
、
同
訳
書
七
頁
。

（
196
） 　

棟
居
、
前
掲
注
（
15
）
一
〇
三
頁
。

（
197
） 　

須
網
、
前
掲
注
（
12
）
四
七
頁
。

（
198
） 　

宮
井
雅
明
「
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
原
点
」
正
田
彬
先
生
古
稀
祝
賀
「
独
占
禁
止
法
と
競
争
政
策
の
理
論
と
展
開
」（
三
省
堂
、一
九
九
九
年
）
一
〇
三
頁
、愛
敬
、

前
掲
注
（
24
）
一
九
頁
。

（
199
） 　

棟
居
、
前
掲
注
（
11
）
五
五
頁
。
社
会
的
経
済
秩
序
は
、
純
粋
な
自
由
競
争
を
至
上
の
価
値
と
は
考
え
ず
、
既
得
権
保
護
の
た
め
に
自
由
競
争
の
プ
ロ
セ

ス
を
歪
め
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
、
と
い
う
。

（
200
） 　

萬
田
、
前
掲
注
（
45
）
一
八
八
-一
八
九
頁
。

（
201
） 　

ロ
ス
バ
ー
ド
、
前
掲
注
（
171
）
五
九
頁
注
（
4
）
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
の
次
の
言
説
を
紹
介
し
て
い
る
。「
生
き
て
い
く
た
め
の
手
段
を

必
要
と
す
る
人
間
が
、
自
分
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
手
段
を
手
に
入
れ
る
手
段
に
は
、
二
つ
の
根
本
的
に
対
立
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は

働
く
こ
と
と
盗
む
こ
と
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
労
働
と
、
他
の
人
々
の
労
働
の
強
制
的
略
奪
で
あ
る
。
…
…
自
分
自
身
の
労
働
、
及
び
自
分
自
身
の
労
働
を

他
の
人
々
の
労
働
と
等
価
交
換
す
る
こ
と
を
、
必
要
な
も
の
の
満
足
の
た
め
の
『
経
済
的
手
段
』
と
呼
び
、
他
の
人
々
の
労
働
を
一
方
的
に
取
り
上
げ
る
こ

と
を
『
政
治
的
手
段
』
と
呼
ぶ
こ
と
を
私
は
提
案
す
る
」。

（
202
） 　

須
網
、
前
掲
注
（
12
）
六
〇
頁
。

（
203
） 　

須
網
、
同
論
文
四
九
-五
〇
頁
。

（
204
） 　

郷
原
信
郎
『
独
占
禁
止
法
の
日
本
的
構
造　

制
裁
・
措
置
の
座
標
軸
的
分
析
』（
清
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
五
八
-一
五
九
頁
。
資
本
主
義
の
基
礎
の
上

に
福
祉
国
家
の
建
設
を
目
指
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
独
占
禁
止
政
策
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、
欧
米
先
進
国
の
趨
勢
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

江
上
勲
「
独
占
禁
止
法
改
正
試
案
の
問
題
点
と
批
判
―
―
と
く
に
憲
法
と
の
関
連
に
お
い
て
―
―
」
駒
澤
大
学
法
学
部
研
究
紀
要
三
三
号
二
五
頁
。

（
205
） 　

郷
原
、
同
書
一
六
一
-一
六
二
頁
。

（
206
） 　

ハ
イ
エ
ク
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
萬
田
、
前
掲
注
（
45
）
二
六
四
-二
七
九
頁
が
う
ま
く
要
約
し
て
い
る
。
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（
207
） 　

楠
、
前
掲
注
（
143
）
六
五
頁
。

（
208
） 　

萬
田
、
前
掲
注
（
45
）
二
六
八
頁
。

（
209
） 　

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ
「
解
説
―
―
ハ
イ
エ
ク
思
想
の
核
心
と
し
て
の
経
済
学
」（
ハ
イ
エ
ク
、
前
掲
注
（
51
）
所
収
）
二
三
九
頁
。

（
210
） 　H

ayek, supra note 51, at 17. 

訳
書
一
九
六
頁
。

（
211
） 　H

AY
EK

, SU
PR

A
 N

O
TE 50, at 107. 

訳
書
一
五
〇
頁
。

（
212
） 　

萬
田
、
前
掲
注
（
45
）
七
頁
。

（
213
） 　

山
﨑
、
前
掲
注
（
53
）
二
五
一
頁
。

（
214
） 　

萬
田
、
前
掲
注
（
45
）
六
-七
頁
。

（
215
） 　See, M

acK
enzie, supra note 141, at 86.

（
216
） 　

オ
ド
リ
ス
コ
ル
＝
リ
ッ
ツ
ォ
、
前
掲
注
（
83
）
一
八
六
頁
。

（
217
） 　D

onald B
oudreaux, "A

ntitrust", in supra note 14, at 16.  D
iLorenzo, Thom

as J. "The O
rigin of A

ntitrust: A
n Interest-G

roup Perspective." 
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 of Law
 and Ecoom
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5 (January 1985): 73-90.

（
218
） 　

樋
口
、
前
掲
注
（
31
）
一
〇
一
頁
。

（
219
） 　

た
と
え
ば
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
』（
新
世
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
四
七
-二
五
二
頁
参
照
。

（
220
） 　

中
島
、
前
掲
注
（
23
）
八
七
-八
八
頁
。

（
221
） 　

萬
田
、
前
掲
注
（
45
）
一
一
二
頁
。

（
222
） 　

愛
敬
、
前
掲
注
（
28
）
二
四
-二
五
頁
。

（
223
） 　

ハ
イ
エ
ク
、
前
掲
注
（
51
）
八
四
頁
。

（
224
） 　

ミ
ー
ゼ
ス
、
前
掲
注
（
18
）
三
〇
五
頁
。

（
225
） 　

ロ
ス
バ
ー
ド
、
前
掲
注
（
46
）
六
六
三
-六
六
四
頁
。

（
226
） 　

萬
田
、
前
掲
注
（
45
）
一
一
二
-一
一
三
頁
。

（
227
） 　

萬
田
、
同
書
一
一
八
-一
二
〇
頁
。


