
論

説環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー

丸

山

正

次

目

次

は
じ
め
に

一

環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
に
課
さ
れ
る
条
件

二

環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
類
型

お
わ
り
に
か
え
て

は
じ
め
に

自
ら
を
生
態
系
の
一
員
と
み
な
し
た
と
き
に
︑
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
ど
の
よ
う
な
権
利
や
義
務
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
捉
え

る
視
点
の
一
つ
が
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
で
あ
る
︒
こ
の
概
念
の
必
要
性
を
提
唱
し
た
Ｂ
・
ヴ
ァ
ン
・
ス
テ
ィ
ー
ン
ベ
ル
ゲ
ン

は
︑
自
ら
が
編
著
者
と
な
っ
た
﹃
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
条
件
﹄︵
一
九
九
四
年
︶
へ
の
寄
稿
論
文
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
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市
民
を
求
め
て
﹂
の
中
で
︑
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
︒﹁
現
在
の
議
論
は
﹃
二
つ
の
文
化
﹄
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
一
つ
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
環
境
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
は
︑
こ

れ
ら
二
つ
の
文
化
は
交
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
こ
の
章
で
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
な
い
し
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
つ
い
て
考
え
ら
れ
う
る
意
味
︵
よ
り
正
確
に
は
諸
意
味
︶
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
文
化
を
一
つ

の
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
た
い
﹂︵

︶︑
と
︒

Steenbergen,1994：
142

環
境
保
護
へ
の
関
心
と
市
民
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
関
心
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
す
る
彼
の
こ
の
記
述

は
︑
や
や
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑﹃
か
け
が
え
の
な
い
地
球
﹄
を
一
九
七
二
年
の
国
連
人
間
環
境
会
議

の
基
本
指
針
と
し
て
書
い
た
Ｂ
・
ウ
ォ
ー
ド
と
Ｒ
・
デ
ュ
ポ
ス
に
よ
る
と
一
般
に
は
さ
れ
て
い
る
﹁
地
球
的
に
考
え
︑
地
域
的
に
行
動

す
る
T
hink
globally,act
locally﹂
の
標
語
に
は
︑
明
ら
か
に
﹁
地
球
的
市
民
﹂
と
い
う
認
識
が
含
ま
れ
て
い
た
し
︑
そ
も
そ
も

﹁
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
と
い
う
用
語
で
さ
え
︑
Ｂ
・
セ
ル
シ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
︑
カ
ナ
ダ
環
境
省
が
一
九
九
〇
年
に
は
創

作
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
︵

︶
か
ら
で
あ
る
︒

Szerszynski,2006：
75

と
は
い
え
︑
こ
の
概
念
に
つ
い
て
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
考
究
は
︑
少
数
の
例
外
を
除
け
ば
︵
た
と
え
ば
︑
Ｆ
・
ス
テ
ィ
ワ
ー
ド

︵

︶
な
ど
︶︑
た
し
か
に
ス
テ
ィ
ー
ン
ベ
ル
ゲ
ン
が
言
う
よ
う
に
︑
九
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
は
い

Stew
ard,1991

な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
彼
が
上
記
の
よ
う
に
指
摘
し
た
前
後
の
時
期
か
ら
︑
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
︒
ま
ず
︑
自
由
主
義

的
な
緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
を
含
む
Ｔ
・
ヘ
イ
ウ
ォ
ー
ド
の
﹃
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
思
想
入
門
﹄︵H

ayw
ard,

︶
が
公
刊
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
社
会
的
・
政
治
的
評
価
に
お
い
て
占
め
て
き
た
そ
の
中
心
か
ら
人
間
を
退
去
さ
せ
る
と

1995

い
う
一
連
の
仮
説
に
基
づ
い
た
新
し
い
思
考
方
法
﹂︵

︶
を
と
る
の
が
エ
コ
ロ
ジ
ズ
ム
だ
と
主
張
す
る
Ｍ
・
Ｊ
・
ス

Sm
ith,1998：

1
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ミ
ス
が
︑﹃
エ
コ
ロ
ジ
ズ
ム
︱
︱
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
も
と
め
て
﹄︵
一
九
九
八
年
︶
を
公
刊
し
た
︒
さ
ら
に
Ｊ
・

バ
リ
ー
が
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
こ
そ
が
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
だ
と
す
る
﹃
緑
の
政
治
再
考
︱
︱
自
然
︑

美
徳
︑
進
歩
﹄︵

︶
で
こ
の
問
題
へ
の
独
自
の
視
点
を
提
供
し
︑
さ
ら
に
前
記
ス
ミ
ス
が
共
著
﹃
環
境
と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ

B
arry,1999

ッ
プ
︱
︱
正
義
︑
責
任
︑
市
民
参
加
の
統
合
﹄︵

︶
の
中
で
︹
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
か
か
わ
る
︺

Sm
ith
&
P
angsapa,2008

﹁
こ
れ
ら
の
論
争
に
お
け
る
新
た
な
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
﹂
を
示
す
も
の
だ
と
の
高
い
評
価
を
与
え
た
ド
ブ
ソ
ン
の
﹃
環
境
と
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
﹄︵

︶
が
公
刊
さ
れ
︑
そ
の
後
二
〇
〇
五
年
と
二
〇
〇
六
年
に
は
︑
ド
ブ
ソ
ン
が
共
編
者
と
な
っ
た
二

D
obson,2003＝

2006

つ
の
編
著
書
﹃
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
環
境
・
経
済
﹄︵

︶
と
﹃
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹄︵

D
obson

&
Sáiz,2005

D
obson

&

︶
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

B
ell,2006

こ
の
よ
う
に
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
こ
こ
一
五
年
く
ら
い
の
間
に
︑
研
究
蓄
積
が
急
速
に
な
さ
れ
て
き
た

が
︑
こ
の
間
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
︑
あ
る
い
は
緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
に
つ
い
て
は
︑
相
当
異
な
っ
た
構
想
が
あ
り
う
る
こ
と
で
あ

(
)

っ
た
︒
�

本
稿
は
︑
こ
れ
ら
の
構
想
を
い
く
つ
か
の
類
型
に
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒
類
型
化
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
う
る
で

あ
ろ
う
が
︑
こ
こ
で
は
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
に
際
し
て
課
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
社
会
的
条
件
を
基
に
し
て
︑
類
型
化

を
図
る
こ
と
に
し
た
い
︒
そ
こ
で
論
文
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
︒
最
初
に
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
を
強
く
規
定
す

る
条
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
次
に
そ
れ
ら
の
条
件
に
応
え
た
四
つ
の
タ
イ
プ
の
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
特
徴
を
詳
述
す
る
︒

そ
し
て
最
後
に
︑
こ
れ
ら
の
諸
構
想
の
特
徴
を
要
約
し
て
い
き
た
い
︒
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一

環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
に
課
さ
れ
る
条
件

�

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
伝
統

政
治
的
な
概
念
は
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
れ
︑
そ
の
構
想
に
際
し
て
は
︑
当
該
概
念
の
歴
史
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
︒
特
に
﹁
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
概
念
は
︑
西
洋
政
治
史
に
お
い
て
は
非
常
に
古
く
か
ら
の
歴
史
を
抱
え
て
い
る
以
上
︑
そ
う
し
た

歴
史
の
持
つ
重
み
に
は
︑
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
論
家
た
ち
が
語
る
そ
の
多
様
性
は
︑

ま
さ
に
こ
の
歴
史
的
な
古
さ
の
ゆ
え
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
場
合
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
は
︑
ま
ず
こ
の
言
葉
が
社
会
一
般

の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
用
法
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
一
般
的
な
用
法
に
関
し
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
研

究
者
宮
島
喬
は
︑
こ
の
言
葉
が
ほ
ぼ
三
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
︑
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
﹁
シ
ト
ワ
イ
ア
ヌ
テ
﹂
は
︑
多
義
的
な
言
葉
で
あ
る
︒
⁝
が
︑
今
日
で
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ

ッ
プ
と
い
う
語
は
大
ま
か
に
三
つ
の
意
味
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
第
一
に
︑
た
と
え
ば
﹁
ア
メ
リ
カ

ン
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
よ
う
に
︑﹁
国
籍
﹂
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
る
︒
第
二
は
︑
市
民
と

い
う
地
位
︑
資
格
に
結
び
つ
い
た
諸
権
利
を
指
す
用
法
で
あ
る
︒
⁝
以
上
に
対
し
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
第
三
の
意
味
は
︑
人
々
の

行
為
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
に
か
ん
す
る
も
の
で
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
社
会
学
的
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
︒︵
宮
島
︑
二
〇
〇
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四
：
二
︱
三
︶

社
会
学
者
で
あ
る
宮
島
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
﹁
市
民
権
﹂
と
日
本
語
で
表
現
す
る
こ
と
の
狭
さ
を
指
摘
す
る
た
め
に
上
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
が
︑
政
治
理
論
研
究
者
で
あ
れ
ば
︑
上
の
よ
う
な
三
つ
の
用
法
を
規
定
す
る
二
つ
の
伝
統
を
指
摘
す
る
ほ
う
が
む
し
ろ

一
般
的
で
あ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
社
会
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
理
論
を
提
唱
す
る
Ｇ
・
デ
ラ
ン
テ
ィ

は
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
﹁
権
利
︑
義
務
︑
参
加
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
束
か
ら
な
っ
て
い
る
︵
言
い
換
え

る
と
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
の
力
点
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
諸
種
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
構
想
が
で
き
あ
が
る
︶
こ
と
を
指
摘
し

な
が
ら
も
︑
そ
こ
に
二
つ
の
支
配
的
モ
デ
ル
を
識
別
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
ひ
と
つ
は
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
を
形
式
的
︑
法
的
に
制
度
化
さ
れ
た
地
位
で
あ
る
と
す
る
︑
市
場
と
国
家
を
中
心
に
考
え
る
見
方
で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ
は
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
市
民
共
同
体
へ
の
実
際
の
参
加
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
で
あ
る
﹂︵

︶︑
と
︒
あ
る

D
elanty,2000＝

2004：
20

い
は
ま
た
︑
現
代
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
し
て
の
﹁
多
重
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
を
も
視
野
に
入
れ
て
﹃
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

と
は
何
か
﹄
を
公
刊
し
た
Ｄ
・
ヒ
ー
タ
ー
も
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
特
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
伝
統
的
解
釈
を
二
つ
の
潮
流
に

区
別
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め
︑
そ
れ
ら
に
つ
い
て
こ
う
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
第
一
は
︑
市
民
共
和
主
義
的
市
民
権

︵
civic
republic
citizenship︶
で
あ
り
︑
諸
々
の
義
務
に
︑
そ
の
強
調
点
を
お
く
も
の
で
あ
る
︒
第
二
は
︑
自
由
主
義
的
市
民
権

︵
liberalcitizenship︶
で
あ
り
︑
諸
々
の
権
利
に
︑
そ
の
強
調
点
を
お
く
も
の
で
あ
る
﹂︵

︶︑
と
︒

H
eater,1999＝

2002：
6

こ
の
よ
う
に
︑
デ
ラ
ン
テ
ィ
に
し
て
も
ヒ
ー
タ
ー
に
し
て
も
︑
表
現
方
法
は
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
︑
示
し
て
い
る
認
識
は
共
通

し
て
い
る
︒
西
洋
に
お
い
て
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
と
古
代
ロ
ー
マ
共
和
国
の
経
験
に
由
来
す
る
市
民
的
共
和
主
義
の
シ
テ
ィ
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ズ
ン
シ
ッ
プ
と
︑
近
代
の
自
由
主
義
の
中
で
構
想
さ
れ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
の
二
つ
の
伝
統
が
強
固
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

一
般
的
に
﹁
環
境
的
﹂﹁
緑
の
﹂﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
﹂
な
ど
の
形
容
詞
に
比
べ
て
︑
名
詞
で
あ
る
﹁
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
の
ほ
う
が
︑

概
念
の
根
幹
を
形
成
す
る
以
上
︑
こ
の
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
中
心
と
な
る
言
葉
に
つ
い
て
の
こ
の
伝
統
が
︑
概

念
の
構
想
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
で
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
異
な
っ
た
構
想
を
懐
か
せ
る
際
に
も
重
要
な
契
機
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
想
で

き
る
か
ら
で
あ
る
︒

�

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
緑
化

環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
へ
の
近
年
の
注
目
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研
究
一
般
の
近
年
に
お
け
る
高
ま
り

と
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
︒
実
際
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
触
れ
た
ス
テ
ィ
ー
ン
ベ
ル
ゲ
ン
が
︑
一
つ
の
﹁
文
化
﹂
と
し
て
見
て
い
た
の
は
︑

ま
さ
に
こ
の
高
ま
り
で
あ
っ
た
︒
こ
の
高
ま
り
に
つ
い
て
︑
自
ら
﹃
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
の
編
著
者
と
な
っ
た
イ

シ
ン
と
タ
ー
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研
究
登
場
の
背
景
に
は
︑
明
ら
か
に
︑﹁
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
﹁
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
﹂

と
に
関
連
す
る
よ
り
広
範
な
条
件
が
存
在
し
︑
そ
し
て
ま
た
︑
そ
う
し
た
条
件
の
具
体
的
な
表
れ
で
あ
る
︑
階
級
の
再
構
成
︑
新

し
い
国
際
的
な
政
府
レ
ジ
ー
ム
の
出
現
︑
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
資
本
蓄
積
レ
ジ
ー
ム
の
登
場
︑
新
し
い
社
会
運
動
と
そ
れ
ら
に
よ

る
承
認
と
再
分
配
の
戦
い
が
︑
そ
れ
ら
と
並
ん
で
存
在
し
て
い
る
︵

︶︒

Isin
&
T
urner,2002：

1
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こ
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
へ
の
注
目
は
︑
ポ
ス
ト
近
代
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
︑
歴
史
的
な
政
治
環
境

の
変
化
が
そ
の
背
景
に
存
在
し
て
い
る
︒
伝
統
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
ど
ち
ら
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
れ
︑
基
本
的
に
﹁
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
も
の
﹂
を
前
提
と
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
前
提
と
な
る
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
の
自
明
性
﹂
が
揺
ら
ぎ
だ
し
た
た
め
に
︑

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
捉
え
な
お
す
必
要
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
こ
と
は
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
場
合
︑
特
に
際
立
っ
た
要
請
と
な
る
︒
と
い
う
の
も
︑
環
境
問
題
は
﹁
国
境

線
﹂
に
よ
っ
て
遮
断
で
き
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
り
︑
地
球
温
暖
化
な
ど
で
は
市
民
が
他
者
か
ら
被
害
を
受
け
る
の
で
は
な
く
︑
む
し

ろ
自
ら
が
加
害
者
と
な
っ
て
︑
自
分
た
ち
自
身
や
自
国
の
環
境
的
弱
者
に
対
し
て
︑
さ
ら
に
は
遠
く
離
れ
た
第
三
世
界
の
人
々
に
対
し

て
︑﹁
環
境
的
悪
財
environm
entalbads﹂
の
負
荷
を
押
し
つ
け
る
こ
と
で
引
き
起
こ
し
て
い
る
も
の
が
多
い
︒
ま
た
︑﹁
持
続
可
能

な
発
展
﹂
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
構
想
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
環
境
へ
の
配
慮
は
︑
現
世
代
だ
け
で
は
な
く
遠
い

将
来
の
世
代
に
対
し
て
も
︑
あ
る
い
は
︑
他
の
種
や
生
態
系
全
体
に
対
し
て
も
及
ぶ
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が

っ
て
市
民
は
︑
単
に
問
題
の
告
発
者
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
︑
自
ら
が
問
題
の
解
決
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
︑﹁
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
緑
化
﹂
を
掲
げ
た
Ｈ
・
デ
ィ
ー
ン
の
次
の
指
摘
が
︑
こ
こ
で
求
め
ら

れ
た
課
題
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

緑
の
思
考
は
わ
れ
わ
れ
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
解
に
対
し
て
︑
少
な
く
と
も
三
つ
の
違
っ
た
や
り
方
で
影
響
を
与
え
て
い
る

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
第
一
に
︑
環
境
的
関
心
が
︑
市
民
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
享
受
し
て
い
る
権
利
に
つ
い
て
の

わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
入
っ
て
き
た
︒
第
二
に
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
思
考
と
結
び
つ
い
た
地
球
的
認
識
レ
ベ
ル
の
高
ま
り
が
︑
シ
テ
ィ
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ズ
ン
シ
ッ
プ
の
潜
在
的
な
領
域
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
拡
張
す
る
の
に
役
立
っ
た
︒
第
三
に
︑
登
場
し
て
き
て
い
る
エ

コ
ロ
ジ
ー
的
関
心
が
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
付
随
す
る
責
任
に
つ
い
て
の
複
雑
な
論
争
に
油
を
注
い
で
い
る
︒︵D

ean,

︶

2001：
491

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
︑
環
境
に
関
わ
る
権
利
と
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
作
動
す
る
領
域
︑
そ
し
て
責
任
︑
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
再

考
が
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
課
題
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
以
上
み
て
き
た
条
件
と
課
題
に
応
え
て
︑
ど
の
よ
う
な
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
が
提
唱
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
︒

二

環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
類
型

�

自
由
主
義
に
依
拠
す
る
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

前
章
で
み
た
よ
う
に
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
一
つ
の
強
固
な
伝
統
は
自
由
主
義
に
あ
っ
た
︒
こ
の
自
由
主
義
の
伝
統
を
基
礎
に
し

て
緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
提
唱
し
て
い
る
代
表
は
︑
Ｔ
・
ヘ
イ
ウ
ォ
ー
ド
と
Ｄ
・
ベ
ル
だ
と
思
わ
れ
る
︒
両
者
の
う
ち
︑
特
に
ヘ

イ
ウ
ォ
ー
ド
は
︑
環
境
政
治
理
論
の
世
界
で
は
︑
後
で
検
討
す
る
ド
ブ
ソ
ン
が
﹁
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
と
し
て
の
エ
コ
ロ
ジ
ズ
ム

を
提
唱
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
︑
終
始
一
貫
し
て
︑
啓
蒙
哲
学
の
伝
統
︑
特
に
自
由
主
義
の
伝
統
の
﹁
内
在
的
な
批
判
﹂
に
よ
っ
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て
環
境
問
題
に
応
え
る
こ
と
は
可
能
だ
と
し
て
き
た
論
者
で

(
)

あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
そ
の
理
論
的
な
考
察
は
環
境
政
治
理
論
が
扱
う
多
く

 

の
事
項
に
及
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
限
定
す
れ
ば
︑
両
者
の
主
張
は
ほ
ぼ
#
点
に
要
約
で
き
る
と
思
わ

れ
る
︒

①
穏
健
な
人
間
中
心
主
義
に
よ
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
へ
の
配
慮

第
一
の
論
点
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
問
題
に
配
慮
す
る
に
は
︑﹁
エ
コ
中
心
主
義
﹂
を
取
る
必
要
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
人
間
中
心
主

義
﹂
を
定
義
し
な
お
せ
ば
よ
い
と
す
る
論
点
で
あ
る
︒﹁
エ
コ
中
心
主
義
﹂
は
︑
主
と
し
て
環
境
倫
理
学
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
考
え

方
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
は
︑
人
間
だ
け
が
価
値
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
た
︒
人
間
に
と
っ
て
の
価
値
尺

度
で
環
境
世
界
を
評
価
す
る
こ
と
が
︑
結
局
は
人
間
に
よ
る
環
境
の
﹁
道
具
的
な
利
用
﹂
に
通
じ
て
い
く
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
ヘ
イ
ウ
ォ
ー
ド
は
︑
価
値
に
つ
い
て
の
判
断
は
人
間
だ
け
が
で
き
る
︵
少
な
く
と
も
現
在
の
知
見
の
範
囲
で
は
︶

と
す
る
人
間
中
心
主
義
は
︑
人
間
だ
け
が
固
有
の
価
値
を
も
ち
︑
人
間
だ
け
が
倫
理
的
な
配
慮
の
対
象
と
な
る
﹁
種
差
別
主
義
spe-

ciesism
﹂
や
﹁
人
間
シ
ョ
ー
ビ
ニ
ズ
ム
hum
an
chauvinism
﹂
と
は
区
別
で
き
る
と
す
る
︒
そ
の
根
拠
は
︑
人
間
は
自
ら
の
﹁
自
己

利
益
﹂
に
つ
い
て
啓
蒙
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
︑
か
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
そ
の
基
底
的

な
仮
説
は
︑
も
し
人
間
が
自
ら
の
最
善
の
利
益
に
つ
い
て
十
分
に
啓
蒙
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
︑
人
間
は
人
間
以
外
の
も
の
の
最

善
の
利
益
を
も
追
求
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑﹃
啓
蒙
さ
れ
た
人
間
中
心
主
義
は
︑
世
界
の

善
は
常
に
人
間
自
身
に
と
っ
て
も
っ
と
も
意
味
の
あ
る
善
と
一
致
す
る
︑
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
﹄
の
で
あ
る
﹂︵H

ayw
ard,

︶︒

1995：
60
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こ
の
よ
う
な
関
係
が
了
解
さ
れ
れ
ば
︑
人
間
だ
け
が
﹁
道
徳
的
な
主
体
m
oralagents﹂
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
︑
人
間
以
外
の
存

在
は
﹁
道
徳
的
な
受
苦
者
m
oralpatients﹂
と
し
て
人
間
の
道
徳
的
な
配
慮
の
対
象
と
な
り
え
る
こ
と
に
な
り
︑﹁
穏
健
な
人
間
中

心
主
義
m
oderate
anthropocentrism
﹂
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
問
題
関
心
は
十
分
考
慮
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
︵H

ayw
ard,

︶︒
1995：

59

②
環
境
的
価
値
に
つ
い
て
の
﹁
理
に
か
な
っ
た
多
元
主
義
の
事
実
﹂
の
承
認

人
間
以
外
の
も
の
の
﹁
本
源
的
な
価
値
﹂
や
﹁
固
有
の
価
値
﹂
が
否
定
さ
れ
︑
価
値
判
断
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
︑
価
値
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
に
よ
る
多
様
な
判
断
を
も
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
一
言
で
﹁
環
境

を
守
る
﹂
こ
と
は
﹁
善
﹂
だ
と
い
っ
て
も
︑
守
る
べ
き
自
然
の
価
値
に
つ
い
て
は
︑
天
然
資
源
と
し
て
の
価
値
︑
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
価
値
︑
科
学
的
探
究
対
象
と
し
て
の
価
値
︑
審
美
的
な
価
値
︑
さ
ら
に
は
宗
教
的
な
価
値
な
ど
︑
多
様
な
価
値
が
考
え
ら
れ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
が
言
う
意
味
で
の
﹁
理
に
か
な
っ
た
多
元
主
義
の
事
実
﹂
が
環
境
的
価
値
に
つ
い
て
は
承
認
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
ベ
ル
が
言
う
よ
う
に
︑﹁
政
治
的
自
由
主
義
者
に
と
っ
て
は
︑
民
主
的
社
会
に
お
い
て
理
に
か
な
っ
た
人
々

に
よ
っ
て
抱
か
れ
る
理
に
か
な
っ
た
倫
理
的
教
義
は
︑
多
元
的
だ
と
い
う
事
実
︑
こ
れ
が
理
に
か
な
っ
た
多
元
主
義
の
事
実
で
あ
り
︑

そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
︑
異
論
の
あ
る
倫
理
的
要
求
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
社
会
の
基
本
的
制
度
を
支
配
す
る
よ
う
な
政
治

的
正
義
の
原
理
を
擁
護
す
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
環
境
に
つ
い
て
の
異
論
の
あ
る
形

而
上
学
的
︑
倫
理
的
主
張
や
そ
の
な
か
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
位
置
に
つ
い
て
の
主
張
は
︑
政
治
的
正
義
の
原
理
を
正
当
化
す
る
の
に

使
う
こ
と
は
で
き
な
い
﹂︵

︶︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

B
ell,2005：

28
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③
﹁
基
本
的
ニ
ー
ズ
の
提
供
者
﹂
と
し
て
の
環
境

﹁
倫
理
的
教
義
の
多
元
性
﹂
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
環
境
を
守
る
と
い
う
の
も
︑
一
つ
の
﹁
倫
理
的
教
義
﹂
と
さ
れ
て
︑
結
局
︑

環
境
保
護
と
い
う
善
は
︑
正
義
の
基
底
性
な
い
し
優
先
性
の
前
に
道
を
譲
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
な
ら
な
い
方
法
と
し

て
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
ど
の
よ
う
な
環
境
的
価
値
を
抱
懐
す
る
教
義
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
前
提
と
な
る
基
本
条
件
を
提
示
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
ロ
ー
ル
ズ
で
あ
れ
ば
﹁
重
な
り
合
う
合
意
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
な
も
の
が
︑
環
境
問
題
に
つ
い
て
提
示
で
き
れ

ば
︑﹁
倫
理
的
教
義
の
多
元
性
﹂
を
承
認
し
つ
つ
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
提
唱
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う

な
も
の
が
環
境
問
題
で
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
応
え
た
概
念
が
︑﹁
生
存
survivalと
い
う
基
本
的
ニ
ー
ズ
﹂
を
充
足
さ

せ
て
く
れ
る
環
境
と
い
う
概
念
で
あ
る
︒
こ
の
概
念
に
つ
い
て
︑
ベ
ル
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
基
本
的
な
ニ
ー
ズ
の
提
供

者
と
し
て
の
環
境
と
い
う
概
念
は
︑
理
に
か
な
っ
た
多
元
主
義
と
調
和
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
理
に
か
な
っ
た
い
か
な
る
包
括
的
教
義

も
︑
そ
う
し
た
概
念
の
事
実
的
あ
る
い
は
規
範
的
な
要
素
の
ど
ち
ら
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
︒
ど
の
よ
う
な
理
に
か
な
っ
た

教
義
も
︑
人
間
の
生
存
が
物
理
的
な
環
境
︵
大
気
︑
水
︑
食
料
︑
住
居
︶
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
︑
認
め
る
で
あ
ろ
う
︒
同
様
に
︑

理
に
か
な
っ
た
い
か
な
る
教
義
も
︑
生
存
を
善
と
し
て
︑
つ
ま
り
︑
ほ
か
の
善
を
追
及
す
る
前
提
条
件
と
み
な
す
で
あ
ろ
う
﹂︵B

ell,

︶︑
と
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
環
境
的
価
値
﹂
の
内
容
に
つ
い
て
の
相
違
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
環
境
が
人
間
の
基
本
的
ニ
ー
ズ

2005：
28

の
供
給
源
の
一
つ
だ
と
い
う
﹁
事
実
﹂
は
拒
否
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
︑
環
境
保
護
の
根
拠
を
求
め
る
の
で
あ
る
︒

④
憲
法
上
の
人
権
と
し
て
の
環
境
権
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前
項
の
よ
う
な
﹁
基
本
的
ニ
ー
ズ
﹂
が
確
認
で
き
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
﹁
環
境
権
﹂
と
し
て
の
﹁
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
﹂
が
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
︑
予
想
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
実
際
︑
ベ
ル
も
ヘ
イ
ウ
ォ
ー
ド
も
と
も
に
﹁
環
境
権
﹂
を
提
案

し
て
い
る
が
︑
こ
の
権
利
の
規
範
的
な
重
要
性
に
つ
い
て
は
︑
特
に
ヘ
イ
ウ
ォ
ー
ド
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
︒
彼
は
︑
一
九
九
七
年
の

時
点
で
お
よ
そ
三
〇
カ
国
が
憲
法
に
環
境
権
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
︑
こ
う
問
題
を
設
定
し
て
い
る
︒﹁
何
ら
か
の
所

与
の
国
家
︑
少
な
く
と
も
近
代
立
憲
民
主
制
の
特
徴
を
備
え
た
国
家
は
︑
環
境
権
を
憲
法
に
組
み
入
れ
る
べ﹅

き﹅

で﹅

あ﹅

ろ﹅

う﹅

か﹅

﹂

︵

強
調
は
ヘ
イ
ウ
ォ
ー
ド
︶︑
と
︒
こ
の
普
遍
主
義
を
指
向
し
た
疑
問
に
対
し
て
︑
彼
は
次
の
よ
う
に
応
え
て

H
ayw
ard,2005：

3.

い
る
︒﹁
こ
の
疑
問
へ
の
肯
定
的
な
解
答
︱
︱
そ
れ
は
私
が
最
終
的
に
定
式
化
す
る
よ
う
に
な
る
も
の
だ
が
︱
︱
の
核
心
に
は
︑
以
下

の
よ
う
な
基
本
的
な
議
論
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
自﹅

ら﹅

の﹅

健﹅

康﹅

と﹅

福﹅

祉﹅

に﹅

と﹅

っ﹅

て﹅

の﹅

適﹅

切﹅

な﹅

環﹅

境﹅

へ﹅

の﹅

各﹅

人﹅

の﹅

権﹅

利﹅

は
︑
基

本
的
な
人
権
で
あ
る
﹂︵

強
調
は
丸
山
︶︑
と
︒

H
ayw
ard,2005：

3.

こ
の
応
答
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ヘ
イ
ウ
ォ
ー
ド
の
主
張
の
核
心
は
︑
環
境
権
を
﹁
健
康
と
福
祉
に
と
っ
て
適
切
な
環
境
へ
の

権
利
﹂
と
い
う
実
質
的
な
権
利
と
し
て
︑
そ
し
て
そ
れ
が
普
遍
的
な
人
権
と
し
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒

実
質
的
な
権
利
は
︑
実
際
の
権
利
保
障
の
場
面
で
︑
具
体
的
な
文
脈
に
よ
っ
て
は
異
論
が
生
じ
う
る
が
︑
そ
の
こ
と
は
︑
実
質
的
な
権

利
と
し
て
の
﹁
環
境
権
﹂
の
意
義
を
失
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
﹁︹
環
境
権
と
い
う
︺
権
利
の
内
容
が
表
明
さ
れ
る
個
々

の
条
件
に
つ
い
て
は
不
可
避
的
に
異
論
の
余
地
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
が
︑
し
か
し
︑
こ
の
点
で
は
︑
こ
の
権
利
は
︑
宣
言
的
制
定
に
よ

る
他
の
人
権
と
何
ら
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
﹂︵

︶
か
ら
と
い
う
の
が
︑
ヘ
イ
ウ
ォ
ー
ド
の
立
場
な
の
で
あ
る
︒

H
ayw
ard,2005：

31

⑤
公
私
区
分
と
限
定
的
な
義
務
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最
後
に
触
れ
る
べ
き
論
点
は
︑
環
境
的
市
民
の
義
務
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
点
で
は
︑
本
節
の
①
で
見
た
﹁
政
治
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
﹂

と
﹁
道
徳
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
﹂
の
区
別
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
資
格
の
要
件
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
こ
で
求
め
ら

れ
る
責
務
に
違
い
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
公
的
義
務
と
私
的
責
任
を
峻
別
す
る
姿
勢
が
看
て
取
れ
る
と
思
わ
れ
る
︒

実
際
︑
ベ
ル
は
明
確
に
両
者
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
自
由
主
義
的
な
環
境
的
市
民
は
︑
地
球
的
な
環
境
的
正
義
の
促
進
に
寄
与

す
る
で
あ
ろ
う
個
人
的
な
選
択
personalchoice
を
す
る
義
務
は
も
っ
て
は
い
な
い
︒
か
れ
ら
の
公
正
な
取
り
決
め
を
促
進
す
る
義

務
は
︑
公
正
な
取
り
決
め
を
促
進
す
る
た
め
に
政
治
的
に
行
動
す
る
act
politically
義
務
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
他
の
人
々
の
環
境
権

を
保
障
す
る
た
め
に
既
存
の
不
正
義
な
取
り
決
め
の
内
部
で
個
人
的
に
行
動
す
る
act
privately
義
務
で
は
な
い
﹂︵B

ell,2005：

︶︒
こ
の
峻
別
か
ら
す
れ
ば
︑
仮
に
自
家
用
車
に
乗
る
機
会
を
制
限
す
る
よ
う
な
法
律
が
公
正
な
取
り
決
め
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
た

34な
ら
ば
︑
諸
個
人
は
こ
の
法
律
に
従
う
義
務
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
う
で
な
い
状
況
下
で
自
家
用
車
の
使
用
を
抑
制
す
る
責
務

は
生
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
す
る
か
ど
う
か
は
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
自
主
性
﹂
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒﹁
自
由

主
義
的
な
環
境
的
市
民
は
︑
地
球
的
な
環
境
的
正
義
の
推
進
に
努
め
る
が
︑
多
く
の
事
柄
は
他
の
人
に
委
ね
る
︒
彼
ら
に
あ
ま
り
多
く

の
こ
と
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
﹂︵

︶︑
と
義
務
を
限
定
し
︑
公
的
＝
政
治
的
義
務
以
上
の
過
大
な
要
求
を
し
な
い
の

B
ell,2005：

34

が
︑
こ
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
︒

�

市
民
的
共
和
主
義
に
依
拠
す
る
緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

一
章
で
み
た
よ
う
に
︑
自
由
主
義
よ
り
も
古
く
か
ら
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
の
は
︑
共
和
主
義
で
あ
っ
た
︒
そ

こ
で
︑
市
民
的
共
和
主
義
に
依
拠
し
て
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
構
想
す
る
論
者
が
存
在
す
る
︒
そ
の
中
で
は
︑
Ｊ
・
バ
リ
ー
が
︑
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も
っ
と
も
明
快
に
こ
の
伝
統
と
の
連
続
性
を
表
明
し
て
い
る
論
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

彼
は
自
ら
の
理
論
構
築
に
際
し
て
の
方
針
に
関
し
て
こ
う
表
明
し
て
い
る
︒﹁
私
は
︑
緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
可
能
な
実
践
を

探
究
す
る
た
め
に
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
共
和
主
義
的
な
伝
統
と
概
念
を
利
用
す
る
︒
緑
の
共
和
主
義
の
視
点
を
採
用
す
る
の
は
︑

積
極
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
も
っ
と
も
強
靭
で
長
年
続
い
て
き
た
政
治
的
伝
統
に
そ
れ
が
な
っ
て
い
る
か
ら

だ
け
で
は
な
く
︑
美
徳
に
基
礎
を
置
い
た
道
徳
的
・
政
治
的
m
oral/political視
点
に
対
し
て
そ
れ
が
開
か
れ
て
も
い
る
か
ら
で
あ

る
﹂︵

︶︑
と
︒

B
arry,2006：

22

で
は
︑
こ
の
市
民
的
共
和
主
義
の
視
点
の
採
用
は
︑
ど
の
よ
う
な
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
を
生
み
出
す
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ

こ
で
は
︑
"
点
ほ
ど
の
論
点
で
ま
と
め
て
み
た
い
︒

①
実
践
と
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

緑
の
政
治
理
論
に
お
い
て
は
︑
民
主
主
義
と
環
境
保
護
と
を
媒
介
す
る
概
念
と
し
て
熟
議
民
主
主
義
が
し
ば
し
ば
要
請
さ
れ
て

(
)

い
る
︒
!

バ
リ
ー
も
︑
そ
う
し
た
例
に
洩
れ
ず
こ
の
問
題
に
関
心
を
示
し
て
い
る
︒﹁
持
続
可
能
性
の
概
念
は
本
質
的
に
不
確
定
で
規
範
的
な
性

格
を
持
っ
て
い
る
以
上
︑
そ
れ
は
︑
権
威
的
に
﹃
賦
与
さ
れ
る
﹄
も
の
と
し
て
で
は
な
く
︑
討
議
的
に
﹃
生
み
出
さ
れ
る
﹄
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
﹂︵

︶︒
こ
の
よ
う
に
︑
持
続
可
能
性
と
討
議
と
を
結
び
付
け

B
arry,1996：

116

よ
う
と
す
る
場
合
︑
重
要
な
の
は
︑
討
議
で
は
各
人
が
も
つ
願
望
の
強
さ
や
生
活
様
式
へ
の
希
求
の
強
さ
で
物
事
が
判
断
さ
れ
る
の
で

は
な
く
︑
そ
れ
ら
に
与
え
ら
れ
る
﹁
理
由
﹂
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
世
界
認
識
の
も
と
で
は
︑
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
関
係
し
て
い
る
︑
と
さ
れ
る
︒
各
人
の
生
活
は
︑
他
の
人
の
生
活
に
広
範
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
︒
だ
と
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す
れ
ば
︑
各
人
の
暮
ら
し
に
関
わ
る
選
択
は
︑
理
由
の
表
明
が
迫
ら
れ
︑
公
共
的
な
正
当
性
が
求
め
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
結

果
︑
こ
う
し
た
﹁
正
当
性
の
テ
ス
ト
﹂
に
耐
え
ら
れ
た
理
由
が
﹁
正
し
い
理
由
﹂
と
し
て
納
得
さ
れ
︑
各
人
は
﹁
市
民
﹂
と
し
て
の
視

点
か
ら
︑
持
続
可
能
性
に
関
わ
る
問
題
に
対
処
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
民
主
的
市
民
の
役
割
の
側
面
か
ら
︑﹁
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
︑
個
人
と
社
会
の
制
度
的
な
レ
ベ
ル
と
を
つ
な
げ
る
媒
介
的
な
実
践
と
し
て
︑
さ
ら
に
ま
た
︑
そ
れ
以
外
の
点
で

は
共
通
性
の
な
い
諸
個
人
を
︑
共
通
利
益
を
そ
な
え
た
集
合
体
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
て
い
く
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
com
-

m
on
identity
と
し
て
︑
理
解
さ
れ
る
﹂︵

︶
の
で
あ
る
︒

B
arry,1996：

123

②
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
﹁
美
徳
﹂
の
涵
養

今
み
た
よ
う
に
︑
こ
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
で
は
︑﹁
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
を
も
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
︑
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
バ
リ
ー
の
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
美

徳
﹂
論
が
手
掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒

バ
リ
ー
は
緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
︒﹁
私
が
注
目
し
た
い
の
は
︑
倫
理
的
な
観

点
か
ら
す
る
と
︑﹃
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
美
徳
﹄
の
実
践
が
︑
こ
の
緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

概
念
の
重
要
性
は
︑
次
の
点
に
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
実
践
を
過
程
と
し
て
︱
︱
そ
こ
に
お
い
て
個
人
の
選

好
が
︑
省
察
︑
正
当
化
︑
論
争
の
結
果
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
美﹅

徳﹅

が﹅

選﹅

好﹅

を﹅

教﹅

育﹅

し﹅

洗﹅

練﹅

す﹅

る﹅

が﹅

ゆ﹅

え﹅

に﹅

︑
修
正
さ
れ
て
い
く
可
能

性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
過
程
と
し
て
︱
︱
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
﹂︵

強
調
は
丸
山
︶︑
と
︒
選
好
の
変

B
arry,1999：

65.

容
は
︑
討
論
を
し
さ
え
す
れ
ば
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
選
好
の
変
容
を
受
け
入
れ
る
前
提
条
件
と
し
て
の
内
面
的
な
態
度
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が
必
要
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
美
徳
で
あ
る
︒
市
民
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
備
え
た
市
民
た
る
所
以
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
美
徳
﹂

を
備
え
て
い
る
が
故
な
の
で
あ
る
︒

だ
が
︑
こ
れ
だ
け
で
は
﹁
市
民
的
美
徳
﹂
で
は
あ
っ
て
も
︑﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
﹂
と
は
ま
っ
た
く
言
え
な
い
︒
で
は
︑﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー

的
﹂
と
呼
べ
る
美
徳
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
バ
リ
ー
は
︑﹁
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
﹂
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
具
体
的
な
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
用
語
を
使
え
ば
︑
美
徳

と
は
︑
個
人
と
そ
の
人
の
利
害
と
そ
の
人
が
住
む
︵
社
会
的
及
び
自
然
的
な
︶
環
境
と
の
間
に
最
善
の
﹁
適
応
状
態
﹂
を
見
出
す
の
を

手
助
け
す
る
性
格
特
性
︑
存
在
様
式
︑
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒
緑
の
立
場
に
と
っ
て
美
徳
の
意
義
は
︑
長
期
的
な
︵
つ
ま
り
持
続

可
能
な
︶
幸
福
が
短
期
的
な
自
己
利
益
を
充
足
さ
せ
た
い
と
す
る
欲
求
に
よ
っ
て
犠
牲
に
さ
れ
た
り
︑
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
り
し
な

い
よ
う
に
す
る
に
は
︑
自
制
︑
賢
慮
︑
先
見
の
明
が
必
要
と
な
る
こ
と
に
あ
る
︒
こ
の
こ
と
こ
そ
︑
本
書
の
全
体
を
通
し
て
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
の
本
質
で
あ
る
﹂︵

︶︒
こ
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
バ

B
arry,1999：

35

リ
ー
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
は
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
こ
の
よ
う
な
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
を
備
え
た
市
民
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
が
︑
こ
の
理
念
は
理
念
で
ま
た
そ
の
原
基
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
西
洋
に
お
け
る
﹁
良
き
農
民
﹂
の
倫
理
で
あ
る
︒

﹁
道
徳
的
理
想
と
し
て
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
は
︑
こ
の
倫
理
的
伝
統
が
発
展
し
て
き
た
場
で
あ
る
農
業
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
︑

最
も
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
農
業
的
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
は
︑﹁
良
き
農
民
﹂
が
育
み
た
い
と
望
む
で
あ
ろ
う
一
連
の
相
互
に

連
関
し
た
性
格
的
特
徴
を
表
し
て
い
る
﹂︵

︶︒

B
arry,1999：

255

自
営
で
農
業
を
営
む
農
民
は
︑
直
接
的
・
短
期
的
な
誘
惑
に
抗
っ
て
︑
将
来
を
見
越
し
た
長
期
的
な
利
益
を
も
た
ら
す
農
地
の
﹁
賢

明
な
利
用
w
ise
use﹂
に
努
め
︑
家
畜
に
対
し
て
も
﹁
工
場
畜
産
﹂
の
よ
う
な
単
な
る
﹁
食
料
資
源
﹂
と
し
て
の
関
わ
り
で
は
な
い
飼
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育
に
努
め
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
濫
用
abuse﹂
を
回
避
し
て
﹁
利
用
の
倫
理
ethics
ofuse﹂
を
保
持
す
る
こ
と
︑
こ
れ
が
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー

的
美
徳
の
原
基
と
な
り
︑
そ
の
よ
う
な
美
徳
の
涵
養
に
努
め
て
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
と
呼
べ
る
性
格
特
性
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
内
容
と
な
る
の
で
あ
る
︒

③
私
生
活
ま
で
を
含
め
た
責
任
と
し
て
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

美
徳
の
涵
養
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
中
核
と
な
り
︑
し
か
も
現
代
社
会
の
大
多
数
の
人
々
が
農
業
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
生
活
し
て

い
る
と
い
う
現
実
か
ら
す
る
な
ら
︑
こ
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
ど
こ
で
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
古
典
的
な
共
和
主
義
は
︑

﹁
自
由
﹂
の
領
域
で
あ
る
公
的
領
域
に
比
べ
て
︑﹁
必
要
﹂
の
領
域
で
あ
る
私
的
な
領
域
を
軽
視
し
て
い
た
︒
し
か
し
バ
リ
ー
に
よ
れ

ば
︑
現
代
社
会
に
お
い
て
は
︑
市
民
の
大
半
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
注
が
れ
る
の
は
︑
公
的
領
域
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
私
的
領
域
で
あ
る
︒

私
的
領
域
も
労
働
生
活
︑
家
族
や
家
庭
で
の
生
活
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
中
で
バ
リ
ー
が
注
目
す
る
の
は

消
費
で
あ
る
︒﹁
市
場
化
さ
れ
た
商
品
と
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
と
使
用
と
い
う
意
味
で
の
消
費
は
︑
家
庭
的
領
域
と
公
式
の
経
済
領
域
と

に
ま
た
が
っ
て
展
開
し
て
い
る
が
︑
環
境
破
壊
へ
の
そ
の
寄
与
の
観
点
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
要
な
現
代
的
形
態
の
観
点
と
の
両

者
に
お
い
て
中
心
的
な
も
の
な
の
で
︑
そ
れ
独
自
に
扱
わ
れ
る
に
値
す
る
﹂︵

︶︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

B
arry,2006：

38

こ
こ
で
︑
彼
が
消
費
を
特
に
取
り
出
し
て
い
る
の
は
︑
環
境
政
治
理
論
の
世
界
で
は
︑
環
境
的
に
持
続
可
能
な
社
会
を
作
り
出
す
た

め
に
は
︑
人
々
が
﹁
消
費
者
と
し
て
の
関
心
か
ら
市
民
と
し
て
の
関
心
を
も
つ
こ
と
﹂
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
重
要
な
論
点
だ
と
し

た
︑
Ｍ
・
サ
ゴ
ッ
フ
の
議
論
︵

︶
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
バ
リ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
あ

Sagoff,1988

れ
か
こ
れ
か
の
二
元
論
﹂
的
思
考
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
美
徳
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
︒﹁
消
費
の
領
域
と
消
費
者
と
し
て
の
存
在
様
式
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と
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
美
徳
の
実
践
の
た
め
の
場
と
な
り
う
る
﹂︵

︶
し
︑
さ
ら
に
言
え
ば
︑﹁
消
費
者
︑
両
親
︑

B
arry,2006：

38
家
庭
人
︑
生
産
者
︑
労
働
者
︑
と
し
て
可
能
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
美
徳
が
存
在
す
る
﹂︵

︶
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

B
arry,2006：

38

﹁
緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
の
内
に
存
在
す
る
﹃
市
民
的
美
徳
﹄
は
︑
市
民
で
あ
る
こ
と
の
義
務
が
︑
形﹅

式﹅

的﹅

な﹅

政﹅

治﹅

的﹅

領﹅

域﹅

を﹅

超﹅

え﹅

て﹅

進﹅

む﹅

と
い
う
こ
と
意
味
し
て
い
る
﹂︵

強
調
は
丸
山
︶
の
で
︑
私
的
領
域
に
お
け
る
責
任
を
も
引
き
受
け

B
arry,1996：

126.

る
も
の
と
し
て
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

④
緑
の
国
家
に
よ
る
﹁
美
徳
﹂
の
教
化

最
後
の
論
点
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
美
徳
﹂
を
ど
の
よ
う
に
し
て
身
に
つ
け
る
か
で
あ
る
︒
一
九
九
九
年
の
著
作
で
バ
リ
ー
は
︑
共
和

主
義
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
お
い
て
は
︑
自
由
主
義
以
上
に
責
任
あ
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
求
め
る
た
め
に
︑
あ
る
程
度
の

﹁
強
制
﹂
の
契
機
が
そ
こ
に
含
ま
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
︒﹁
自
由
主
義
的
な
議
論
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
も

の
よ
り
も
大
き
な
責
任
を
持
っ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
擁
護
す
る
共
和
主
義
の
議
論
の
中
に
は
︑
一
定
程
度
の
強
制
が
含
ま
れ
て
い

る
︒
共
和
主
義
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑﹃
純
粋
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
と
っ
て
適
切
な
道
徳
的
エ
ー
ト
ス
は
︑
そ
れ
自
身
で
生
ま
れ

て
く
る
も
の
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
権﹅

威﹅

的﹅

に﹅

教﹅

え﹅

込﹅

ま﹅

れ﹅

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹄﹂︵

強
調
は
バ
リ
ー
︶︒

B
arry,1999：

233.

﹃

﹄
の
中
の
引
用
文
は
一
九
九
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
他
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研
究
者
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
︑
引
用
中
に
わ
ざ
わ

ざ
バ
リ
ー
が
強
調
を
加
え
た
よ
う
に
︑
共
和
主
義
が
求
め
る
﹁
美
徳
﹂
は
自
然
に
任
せ
て
お
い
て
身
に
着
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
こ
の
時
点
で
は
︑
緑
の
政
治
が
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
進
む
か
は
︑
経
験
的
な
条
件
に
よ
る
と
し
︑
環
境
問
題
の
深
刻

さ
に
対
す
る
社
会
的
な
切
迫
の
認
識
が
強
ま
れ
ば
︑﹁
緑
の
市
民
の
強
制
的
な
創
出
を
擁
護
す
る
エ
コ
権
威
主
義
的
議
論
﹂︵B

arry,
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︶
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
き
も
来
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
た
︒

1999：
233

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
関
心
は
︑
二
〇
〇
六
年
の
論
文
で
は
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
こ
で
は
︑
兵
役
と
同
じ
よ
う

な
形
態
と
し
て
﹁
持
続
可
能
性
と
い
う
目
標
の
た
め
の
︵
国
家
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
︶
強
制
的
役
務
﹂
が
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ

は
︑
汚
れ
た
海
や
川
の
清
掃
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
で
の
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
で
の
作
業
︑
貧
困
地
域
で
の
社
会
活
動
︑
社
会
的
不
平
等

を
軽
減
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
の
協
力
︑
環
境
教
育
へ
の
参
加
︑
海
外
へ
の
開
発
援
助
や
人
権
擁
護
活
動
へ
の
参
加
な
ど
︑﹁
す
べ
て

の
市
民
が
持
続
可
能
性
の
諸
活
動
の
領
域
に
関
与
す
る
た
め
に
︑
自
分
た
ち
の
時
間
の
一
部
を
割
く
と
い
う
形
態
を
と
る
﹂︵B

arry,

︶
も
の
で
あ
る
︒

2006：
29

バ
リ
ー
は
︑
こ
う
し
た
提
案
が
保
守
主
義
や
右
翼
と
の
連
想
で
︑
特
に
緑
の
運
動
家
や
思
想
家
か
ら
忌
避
さ
れ
る
こ
と
は
承
知
し
て

い
る
し
︑
ま
た
こ
う
し
た
﹁
異
論
の
多
い
﹂
考
え
方
だ
け
を
推
奨
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
︑
と
断
っ
て
は
い
る
︒
し
か
し
︑
あ

る
種
の
緑
的
な
原
則
に
そ
れ
が
一
見
し
て
反
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
よ
う
な
︑
ま
と
も
に
考
え
る
こ
と
さ
え
拒
絶
す
る
姿
勢
に
は
厳
し

い
警
告
を
与
え
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
提
案
が
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
条
件
を
考
察
し
︑
国
家
自
体
が

﹁
緑
的
に
な
っ
て
い
る
﹂︑
つ
ま
り
持
続
可
能
性
を
目
指
す
国
家
の
命
令
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
︒﹁
こ
う
し
た
異
論
の
多
い
︑
義

務
を
基
礎
と
す
る
／
強
制
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
実
践
が
な
ん
ら
か
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
可
能
性
な
い
し
含
意
を
も
つ
か
は
︑
あ
る

点
で
は
︑
こ
う
し
た
義
務
的
労
働
な
い
し
時
間
を
要
求
し
強
要
す
る
国
家
が
緑
的
な
い
し
緑
化
し
て
い
る
国
家
で
あ
る
か
否
か
に
依
存

し
て
い
る
﹂︵

︶︒
兵
役
と
の
連
想
だ
け
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
︑
求
め
ら
れ
て
い
る
﹁
緑
的
な
必
要
労
働
﹂
の

B
arry,2006：

30

内
容
及
び
︑
そ
う
し
た
命
令
が
出
さ
れ
る
民
主
主
義
的
な
正
当
性
で
考
え
る
べ
き
だ
︑
と
い
う
の
が
バ
リ
ー
の
主
張
で
あ
る
︒
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�

エ
コ
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
立
つ
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

現
代
の
環
境
運
動
は
︑
近
代
社
会
の
基
本
的
な
前
提
に
疑
問
を
投
じ
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
疑
問
の
一
つ
に
は
︑
西
洋

近
代
に
お
け
る
人
間
中
心
主
義
的
で
個
人
主
義
的
な
存
在
論
が
あ
る
︒
こ
の
存
在
論
に
疑
問
を
投
じ
る
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
の
視
点
は
﹁
エ

コ
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
﹂
と
規
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
大
森
秀
臣
に
よ
る
﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア

ン
﹂
論
争
の
簡
潔
な
整
理
に
よ
れ
ば
︑﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
﹂
論
争
の
論
争
点
は
三
点
に
集
約
で
き
︑
そ
れ
ら
の
コ
ミ

ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
側
の
立
場
は
︑
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
に
も
当
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
大
森
に
よ
れ
ば
︑

論
争
点
の
第
一
は
︑﹁
自
我
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
︵
原
子
論
的
自
我
か
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
我
か
︶﹂
を
め
ぐ
る
人
間
に
つ
い

て
の
﹁
存
在
論
﹂
的
な
相
違
︑
第
二
は
︑﹁
ど
の
よ
う
な
社
会
が
最
も
望
ま
し
い
か
︵
道
具
的
な
共
同
体
か
︑
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
一
部
と
な
る
構
成
的
な
共
同
体
か
︶﹂
を
め
ぐ
る
理
想
的
社
会
像
の
相
違
︑
第
三
は
︑﹁︵
共
通
︶
善
を
優
先
さ
せ
る
の
か
︑
そ

れ
と
も
正
義
を
優
先
さ
せ
る
の
か
﹂
と
い
う
倫
理
的
に
優
先
さ
れ
る
規
範
の
相
違
で
あ
る
と
い
う
︵
大
森
︑
二
〇
〇
六
：
二
八
︱
三

二
︶︒
エ
コ
ロ
ジ
ズ
ム
の
提
唱
者
の
多
く
は
︑
人
間
共
同
体
を
超
え
た
自
然
世
界
な
い
し
自
然
物
と
人
間
と
の
連
接
的
な
共
同
性
を
重

視
し
︑
生
態
系
の
健
康
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
そ
の
な
か
で
も
特
に
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
議
論
を
展
開
し
て

い
る
Ｄ
・
カ
ー
テ
ィ
ン
︑
Ｍ
・
ト
マ
シ
ョ
ウ
︑
Ｆ
・
マ
シ
ュ
ー
ズ
︑
Ｍ
・
ス
ミ
ス
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
し
て
︑
エ
コ
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ

ア
ン
の
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
を
ま
と
め
て
み
た
い
︒

①
関
係
的
自
我
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エ
コ
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
を
自
称
し
て
い
る
Ｆ
・
マ
シ
ュ
ー
ズ
は
︑
独
立
し
た
個
人
の
自
由
と
自
己
統
治
self-rule
を
目
標
と
す

る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
シ
ス
テ
ム
を
﹁
自
由
民
主
主
義
﹂
と
命

(
)

名
し
︑
少
な
く
と
も
二
つ
の
相
互
に
関
連
し
あ
っ
た
理
由
か
ら
︑
そ
れ
が
エ

"

コ
中
心
的
な
見
方
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
︒
そ
の
二
つ
の
理
由
と
は
︑
第
一
が
道
徳
性
m
orality
で

あ
り
︑
第
二
は
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
︵

︶︒

M
athew

s,1996：
68

彼
女
に
よ
れ
ば
︑
自
由
民
主
主
義
で
は
︑
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
自
律
性
に
対
す
る
公
平
無
私
な
尊
重
と
い
う
道
徳
は
存
在
し
て
い
る
が
︑

そ
れ
は
実
際
に
は
︑
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
道
徳
的
な
い
し
利
他
的
な
コ
ミ
ッ
ト
を
求
め
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
︒
各
人
は
︑
自
己
統
治

す
る
こ
と
へ
の
関
心
だ
け
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
︑
他
者
に
対
す
る
無
関
心
を
正
当
化
で
き
て
し
ま
う
︒
こ
の
こ
と
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
的

な
配
慮
を
求
め
る
政
治
に
と
っ
て
の
障
害
に
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
私
も
私
の
子
ど
も
も
︑
決
し
て
人
間
以
外
の
も
の
に
は
な
り
え
な

い
以
上
︑
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
自
ら
の
自
律
性
を
守
ろ
う
と
す
る
私
の
関
心
は
︑
人
間
以
外
の
も
の
に
自
律
性
を
付
与
す
る
よ
う

に
は
私
を
導
か
な
い
で
あ
ろ
う
﹂︵

︶
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
︒

M
athew

,1996：
69

も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
は
︑
自
由
民
主
主
義
で
は
︑
エ
コ
中
心
的
な
価
値
を
抱
懐
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い

し
︑
も
し
そ
の
価
値
を
実
現
す
る
政
治
を
実
現
し
た
い
な
ら
︑
そ
う
し
た
価
値
観
を
抱
い
た
人
々
が
他
の
人
々
を
説
得
す
れ
ば
よ
い
だ

け
の
こ
と
だ
と
反
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
彼
女
に
よ
れ
ば
︑
そ
う
し
た
説
得
は
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
得
な
い
の
が
︑

自
由
民
主
主
義
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
一
つ
に
は
︑
そ
う
し
た
﹁
エ
コ
中
心
的
な
関
心
﹂
は
そ
れ
を
﹁
抱
い
て
い
る
人
﹂
の
も
の
で

し
か
な
い
︑
と
他
の
関
心
と
同
列
の
も
の
と
し
て
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
︑
そ
う
し
た
関
心
は
﹁
心
理
的
﹂
な
い
し
﹁
審
美

的
﹂
な
も
の
で
︑﹁
パ
ン
と
バ
タ
ー
﹂
の
よ
う
な
よ
り
直
接
的
な
物
質
的
関
心
よ
り
も
﹁
軽
い
﹂
も
の
と
み
ら
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
︒

だ
が
︑
そ
れ
ら
よ
り
も
さ
ら
に
重
大
な
理
由
が
他
に
あ
る
︑
と
彼
女
は
言
う
︒
そ
れ
が
先
に
二
番
目
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
﹁
ア

261 環境的シティズンシップのタイポロジー

― 261 ―



イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
で
あ
る
︒

彼
女
が
言
う
﹁
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
と
は
︑
自
己
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
か
を
指
す
言
葉
で
あ
る
︒
こ
の
自
己
認

識
で
彼
女
が
問
題
視
す
る
の
は
﹁
個
人
主
義
﹂
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑﹁
自
由
主
義
的
な
個
人
の
側
に
お
け
る
他
者
へ
の
内
在
的
な

い
し
決
定
的
な
関
心
の
欠
如
は
︑
ま
さ
に
そ
の
個
人
主
義
に
よ
る
働
き
に
あ
る
﹂︵

︶
か
ら
で
あ
る
︒

M
athew

,1996：
71

彼
女
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
個
人
主
義
に
よ
っ
て
人
々
は
人
間
的
自
然
を
﹁
利
己
的
な
も
の
﹂
と
し
て
捉
え
る
し
︑
社
会
制
度
も
こ
の
人

間
観
を
基
礎
に
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
︒
個
人
間
の
競
争
を
支
え
る
社
会
的
な
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
が
作
ら
れ
︑
個
人
は
常
に
流
動

性
の
な
か
に
投
げ
込
ま
れ
る
︒
社
会
は
原
子
論
的
な
個
人
か
ら
な
る
集
積
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
︑
個
人
は
あ
た
か
も
﹁
一
人
で
立
っ
て

い
ら
れ
る
﹂
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
︒
世
界
は
個
別
単
位
で
理
解
さ
れ
︑
理
性
の
身
体
へ
の
優
位
︑
人
間
の
自
然
に
対
す
る
優
位
な

ど
の
二
元
論
的
な
序
列
化
が
進
行
し
て
い
く
︒

こ
う
し
た
事
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
︑
何
が
カ
ギ
と
な
る
の
か
︒
そ
こ
で
提
出
さ
れ
る
解
答
が
﹁
関
係
的
自
我
﹂
観
で
あ
る
︒
彼

女
は
次
の
よ
う
に
こ
の
概
念
を
説
明
し
て
い
る
︒

人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
態
が
︑
他
者
か
ら
の
独
立
性
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
他
者
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て

定
義
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
︑
自
由
主
義
的
な
個
人
主
義
が
提
供
す
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
︑
エ
コ
中
心
的
な
政
治
体
に
と
っ

て
よ
り
適
切
な
存
在
論
的
基
盤
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
自
由
主
義
の
﹁
切
り
離
さ
れ
た
自
我
﹂
で
は
な

く
︑﹁
関
係
的
自
我
relationalself﹂
で
あ
る
︒
⁝
﹁
関
係
的
自
我
﹂
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
は
︑
シ
ス
テ
ム
的
な
い
し
関
係
的
な

原
理
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
関
係
的
な
視
角
か
ら
す
れ
ば
︑
現
実
は
︑
単
位
に
分
割
で
き
な
い
︒
現
実
は
む
し
ろ
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シ
ス
テ
ム
な
い
し
関
係
の
ウ
ェ
ブ
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
事
態
に
お
い
て
は
︑
諸
個
人
は
︑
ほ
か
の
個
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
関
係
こ
そ
が
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
個
人
は
も
は
や
孤
立
し
え
な

い
︒
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
論
理
的
に
︑
ほ
か
の
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
噛
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
︵M

athew
,

︶︒
1996：

74

②
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
コ
モ
ン
ズ
を
経
て
共
通
善
へ

自
我
が
こ
の
よ
う
に
関
係
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
︑
関
心
自
体
が
自
分
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑
共
同
的
な
事
項
へ
の

関
与
ま
で
は
生
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
自
己
か
ら
共
同
性
ま
で
を
結
び
付
け
る
媒
介
的
な
概
念
が
コ
モ
ン
ズ
で
あ
る
︒
こ
の
点
に

関
し
て
︑
関
係
的
自
我
認
識
を
﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
と
呼
ぶ
Ｍ
・
ト
マ
シ
ョ
ウ
は
︑
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

﹁
環
境
主
義
者
に
と
っ
て
は
︑
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
エ
コ
ロ
ジ

ー
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
コ
ミ
ュ
テ
ィ
生
活
と
を
結
び
つ
け
︑
し
た
が
っ
て
政
治
参
加
の
た
め
の
文
脈
と
し
て
役
立
つ
︑
重
要
な
概

念
で
あ
る
︒
⁝
人
々
は
︑
コ
モ
ン
ズ
へ
の
共
有
さ
れ
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
基
礎
を
置
い
て
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
て

い
る
︒
こ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
生
活
の
接
着
剤
と
な
り
︑
私
的
関
心
と
公
共
的
関
心
と
の
融
合
を
表
し
て
い
る
﹂︵T

hom
ashow

,

︶︑
と
︒

1996：
92

コ
モ
ン
ズ
は
井
上
真
が
自
己
の
定
義
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
天
然
資
源
の
共
同
管
理
制
度
及
び
︑
そ
の
共
同
管
理
の
対
象
と
な
る

天
然
資
源
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
︵
井
上
︑
二
〇
〇
四
：
五
一
︶︒
対
象
物
と
同
時
に
対
象
へ
の
共
通
の
関
心
と
共
通
の
参
加
︑
決

定
ま
で
も
包
摂
す
る
こ
の
概
念
が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
基
本
と
な
る
共
通
の
関
心
へ
と
つ
な
い
で
い
く
の
で
あ
る
︒
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さ
ら
に
ま
た
︑
こ
う
し
た
コ
モ
ン
ズ
の
認
識
は
︑
地
球
的
レ
ベ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
と
い
う

の
も
︑
関
係
的
自
我
認
識
は
︑
小
さ
な
エ
コ
シ
ス
テ
ム
か
ら
エ
コ
シ
ス
テ
ム
相
互
を
束
ね
た
地
球
大
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
ま
で
切
れ
目
な

く
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
は
︑
地
方
的
お
よ
び
地
球
的

な
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
寄
与
す
る
︒
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ー
ク
ル
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
モ
ン
ズ
は
地
方
的
な
隣
人
性
と
な
る
﹂︵

︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒

T
hom
ashow

,1996：
101

③
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
エ
コ
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
は
︑
エ
コ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
と
し
て
の
自
己
認
識
こ
そ
が
︑

す
べ
て
の
議
論
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑

﹁
土
地
に
根
差
し
た
倫
理
﹂
を
自
著
︵

︶
で
主
張
し
て
い
る
Ｄ
・
カ
ー
テ
ィ
ン
は
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
つ

C
urtin,1999

い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
自
由
主
義
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
何
者
で
あ
る
か
か
ら
切
り
離
す
よ
う
に

主
張
す
る
が
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
︑
道
徳
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
感
情
的
で
あ
る
と
同
時
に
構
成
的
で
も

あ
る
伝
統
へ
の
継
続
的
な
参
加
に
よ
っ
て
涵
養
さ
れ
る
の
だ
︑
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
に
依
存
し
て
い
る
︒
要
す
る
に
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ

ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
︑
わ
れ
わ
れ
は
何
者
で
あ
る
か
を
あ
る
点
で
は
規
定
し
て
い
る
公
共
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
実
践
の
な
か
で

機
能
す
る
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
発
展
さ
せ
る
能
力
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
﹂︵

︶︑
と
︒

C
urtin,2002：

299

こ
こ
で
︑
彼
が
﹁
感
情
的
で
あ
る
と
同
時
に
構
成
的
で
も
あ
る
伝
統
﹂
と
し
て
い
る
の
は
︑
地
域
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
︑
一
方
で
は
﹁
感
情
的
な
絆
﹂
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
︑
同
時
に
︑
そ
う
し
た
伝
統
は
不
断
の
問
い
直
し
に
よ
っ
て
反
省
さ
れ
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﹁
構
成
﹂
さ
れ
直
し
て
い
く
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
の
良
き
市
民
が
問
題
と
な
る
と
き
に
は
︑
こ

の
両
面
で
の
道
徳
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑
カ
ー
テ
ィ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
感
情
的
に
捉
え
ら
れ

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ほ
う
が
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
︑
よ
り
基
底
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
感
情
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
︑
世
界
に
対
す
る
ケ
ア
の
初
発
の
条
件
で
あ
る
︒
も
し
わ
れ
わ
れ
が
何
か
に
つ
い
て
ケ
ア
で
き
な
い
な
ら
︑
単
な
る
事
実
と

し
て
︑
構
成
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
要
求
は
わ
れ
わ
れ
の
耳
に
届
き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
﹂︵C

urtin,2002：

︶
か
ら
︒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
感
情
的
な
ケ
ア
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
こ
そ
が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
要
求
に
応
え
る
源
に
な

299る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

④
公
私
区
分
な
い
し
政
治
的
共
同
体
と
道
徳
的
共
同
体
の
区
別
の
不
可
能
性

す
で
に
②
の
コ
モ
ン
ズ
へ
の
関
わ
り
に
も
表
れ
て
い
た
が
︑
エ
コ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
責
任
に
公
私
の

区
別
は
存
在
し
な
い
︒
生
命
を
維
持
す
る
エ
コ
シ
ス
テ
ム
は
︑
非
常
に
大
き
な
複
雑
さ
と
相
互
連
関
性
︑
そ
し
て
人
間
の
理
解
能
力
を

超
え
た
不
確
定
性
を
備
え
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
人
間
の
行
動
に
関
し
て
︑
こ
こ
ま
で
は
公
的
な
責
任
で
︑
こ
こ
か
ら
は
私

的
な
も
の
だ
と
す
る
よ
う
な
責
任
の
区
分
は
意
味
の
な
い
も
の
に
な
る
︒
エ
コ
ロ
ジ
ズ
ム
を
提
唱
す
る
Ｍ
・
ス
ミ
ス
が
言
う
よ
う
に
︑

﹁
こ
れ
ま
で
は
不
可
侵
と
み
な
さ
れ
て
き
た
多
く
の
基
本
的
な
個
人
的
選
択
は
︑
異
議
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の

こ
と
は
︑
公
的
︱
私
的
境
界
に
お
け
る
さ
ら
な
る
シ
フ
ト
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
れ
は
︑
区
別
そ
れ
自
体
の
消

滅
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
﹂︵

︶︒

Sm
ith,1998：

99

彼
が
こ
の
よ
う
に
語
る
の
は
︑
環
境
に
対
す
る
責
務
の
追
及
は
︑
問
題
や
そ
の
表
れ
方
と
い
う
特
殊
な
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
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く
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
水
質
汚
染
の
問
題
は
現
世
代
と
子
孫
へ
の
責
任
の
問
と
水
生
生
物
へ
の
影
響
の
問
題
を
喚
起
す
る
が
︑

核
廃
棄
物
の
処
理
や
保
管
の
問
題
は
︑
遠
い
将
来
世
代
へ
の
責
任
の
問
題
を
喚
起
す
る
︒
責
務
を
負
う
べ
き
対
象
が
異
な
れ
ば
︑
そ
の

責
務
を
負
う
よ
う
に
な
る
根
拠
も
変
わ
っ
て
い
く
︒
そ
こ
で
︑
緑
の
運
動
か
ら
の
声
と
し
て
︑
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
︒

﹁
緑
の
運
動
︹
の
立
場
︺
に
立
つ
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
提
唱
者
た
ち
は
︑
政
治
的
分
析
と
倫
理
的
な
研
究
と
の
間

の
砂
に
明
確
な
線
を
引
く
必
要
性
に
疑
問
を
感
じ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
た
と
え
こ
の
線
が
引
か
れ
た
と
し
て
も
︑
依
然
と
し
て
ど
ち

ら
の
側
に
も
砂
が
残
る
か
ら
で
あ
る
︒
特
に
︑
こ
の
区
別
は
︑
戦
略
的
思
考
を
禁
止
し
︑
求
め
ら
れ
て
い
る
変
革
の
種
類
は
倫
理
・
政

治
的
ethico-politicalな
変
革
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
な
く
し
て
し
ま
う
︒
⁝
わ
れ
わ
れ
が
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
﹂
に
暮
ら
す
時
に

は
︑
わ
れ
わ
れ
は
同
時
に
市
民
で
あ
り
︑
人
間
で
あ
り
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
何
が
問
題
に
な
る
か
は
︑
い
か

に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
定
義
さ
れ
︑
ど
の
よ
う
な
責
務
を
人
間
が
︵
異
邦
人
か
ら
エ
コ
ロ
ジ
ー
シ
ス
テ
ム
ま
で
の
︶
他
者
に
対
し
て

持
つ
か
に
よ
る
の
で
あ
る
﹂︵

︶︑
と
︒

Sm
ith
&
P
angsapa,2008：

77-78

�

︵
ポ
ス
ト
︶
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
立
つ
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

近
年
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
に
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
現
実
に
応
え
よ
う
と
す
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
︑
す
な
わ
ち

グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
な
い
し
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
存
在
す
る
︒
こ
う
し
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
論
で
は
︑
そ
の
必
要
性
の
根
拠
と
し
て
地
球
レ
ベ
ル
で
の
環
境
問
題
の
深
刻
化
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
課
題
を
環
境

政
治
理
論
の
側
で
果
た
そ
う
と
す
る
の
が
︑
こ
の
視
点
で
あ
り
︑
こ
こ
に
は
最
近
の
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研
究
の
中
心
に
位
置

す
る
Ａ
・
ド
ブ
ソ
ン
が
存
在
す
る
︒
ド
ブ
ソ
ン
は
︑
今
ま
で
見
て
き
た
!
種
類
の
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
問
題
関
心
や
議
論
の
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あ
る
部
分
で
は
重
な
り
な
が
ら
も
︑
独
自
の
視
点
を
も
打
ち
出
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
異
同
を
中
心
に
か
れ
の
論
点
を
ま

と
め
て
み
た
い
︒

①
自
由
主
義
的
な
権
利
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
だ
け
で
は
不
足

ド
ブ
ソ
ン
は
ま
ず
︑
広
義
の
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
う
ち
︑
自
由
主
義
的
な
観
点
か
ら
そ
れ
を
捉
え
る
も
の
を
﹁
環
境
的
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
と
呼
び
︑
自
ら
が
提
案
す
る
狭
義
の
﹁
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
と
区
別
し
た
用
語
と
す
る
こ
と

を
求
め
る
︒
そ
の
上
で
︑
こ
う
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
環

境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
よ
り
も
政
治
的
に
価
値
が
あ
る
と
か
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
政
治
的
な
観
点

か
ら
す
れ
ば
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
異
な
る
領
域
で
組
織
化
さ
れ
て
い
る
が
︑
同

一
の
目
標
︑
す
な
わ
ち
持
続
可
能
な
社
会
︑
を
目
指
す
も
の
と
し
て
両
者
と
も
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
︑
相
互
補
完

的
な
も
の
だ
と
私
は
み
な
し
て
い
る
﹂︵

︶︒
こ
こ
で
は
﹁
政
治
的
﹂
と
い
う
理
解
が
ポ
イ
ン
ト
と

D
obson,2003＝

2006：
89＝

113

な
っ
て
い
る
︒
現
実
の
政
治
世
界
は
︑
自
由
主
義
制
度
が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
持
っ
て
い
る
以
上
︑
そ
れ
に
準
拠
す
る
﹁
環
境
的
シ
テ

ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
は
政
治
的
に
は
有
意
義
な
の
で
あ
る
︒

で
は
な
ぜ
︑
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
﹁
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
を
提
唱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
そ
の
理
由
を

ド
ブ
ソ
ン
は
二
つ
挙
げ
て
い
る
︒
一
つ
は
︑﹁
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
い
う
権
利
を
基
礎
と
し
た
見
方
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

と
環
境
と
の
関
係
を
描
き
き
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
﹂︵

︶
だ
か
ら
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
︑

D
obson,2003＝

2006：
94＝

119

こ
れ
と
も
重
な
る
が
︑﹁
環
境
と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
の
遭
遇
が
自
由
主
義
的
な
偏
差
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
し
︑
描
き
き
れ
る
﹂
と
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す
る
た
め
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
伝
統
を
超
え
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
︵

︶
こ
と
で
あ
る
︒
ド

D
obson,2003＝

2006：
90＝

114
ブ
ソ
ン
は
︑﹁
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
が
こ
れ
ま
で
の
﹁
伝
統
を
超
え
出
て
行
く
と
こ
ろ
﹂
に
︑
そ
の
考
究
の
意
義

を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

②
市
民
的
共
和
主
義
で
も
不
足

ド
ブ
ソ
ン
は
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
伝
統
を
自
由
主
義
と
市
民
的
共
和
主
義
の
二
類
型
に
分
け
る
見
方
を
取
っ
て
い
る
︒
で
は
︑

後
者
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
伝
統
に
つ
い
て
は
︑
ど
う
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
ず
彼
は
︑
自
由
主
義
と
市
民
的
共
和
主
義
の
二
つ
の
伝
統
の
間
で
は
︑
後
者
の
ほ
う
が
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
と
の
共
振
性
が
高
い

こ
と
を
認
め
て
い
る
︒
そ
の
共
振
性
と
し
て
か
れ
が
認
め
る
要
素
は
︑
!
点
ほ
ど
あ
る
︒﹁
共
通
善
へ
の
注
目
と
そ
れ
と
関
連
し
た
権

利
よ
り
も
責
任
を
称
揚
す
る
点
︑
政
治
的
美
徳
の
力
説
︑
そ
し
て
積
極
的
な
市
民
と
い
う
考
え
方
﹂︵

︶
で
あ
る
︒

D
obson,2006：

222

持
続
可
能
性
と
い
う
社
会
的
目
標
は
共
通
善
と
み
な
せ
る
し
︑
そ
の
た
め
の
責
任
を
果
た
す
美
徳
は
称
賛
さ
れ
︑
積
極
的
な
参
加
は
環

境
問
題
解
決
の
た
め
の
必
須
条
件
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
点
で
は
︑
市
民
的
共
和
主
義
の
伝
統
は
︑﹁
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
を
構
想
す
る
上
で
︑
大
変
強
力
な
武
器
庫
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
彼
は
そ
こ
に
重
大
な
欠
陥
が
二
つ
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
一
つ
は
︑
伝
統
的
な
市
民
的
共
和
主
義
で
捉
え
ら
れ
て

き
た
美
徳
の
内
容
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
︑
勇
気
︑
指
導
力
︑
自
己
犠
牲
︑
軍
務
な
ど
︑
い
わ
ゆ
る
戦
闘
に
必
要
な
﹁
男
性
的
美
徳
﹂
で

あ
る
︒
し
か
し
︑
ド
ブ
ソ
ン
か
ら
す
る
と
︑﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
文
脈
で
言
わ
れ
る
美
徳
は
︑
ケ
ア
︑
関
心
︑
共
感
で
あ
る
﹂︵D

obson,

︶
と
い
う
︒
後
者
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
注
目
し
て
い
る
美
徳
で
あ
り
︑
基
本
的
に
﹁
私
的
﹂
と
さ
れ
て
き
た
領
域
で
有
効

2006：
226
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な
美
徳
で
あ
る
︒
現
代
の
環
境
問
題
に
お
け
る
私
的
領
域
の
重
要
性
と
︑
環
境
に
対
す
る
﹁
良
き
行
動
﹂
の
多
様
な
理
由
を
考
え
る
と
︑

こ
の
﹁
私
的
領
域
﹂
と
﹁
女
性
的
な
美
徳
﹂
へ
の
関
心
の
欠
如
と
い
う
点
で
︑
市
民
的
共
和
主
義
に
は
欠
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
も
う
一
つ
問
題
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
伝
統
が
領
土
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
あ
る
︒
多
く
の
環
境
問
題

︵
地
球
温
暖
化
︑
オ
ゾ
ン
層
破
壊
︑
酸
性
雨
な
ど
︶
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
国
際
的
な
問
題
で
あ
り
︑
こ
の
問
題
特
性
は
︑
国
境
を
そ

も
そ
も
無
効
に
す
る
特
性
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
か
り
に
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
何
ら
か
の
意
味
あ
る
も
の

に
な
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
現
代
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
も
っ
と
も
標
準
的
に
結
び
つ
い
て
き
た
領
域
︑
す
な
わ
ち
国
民
国
家
︑

の
外
側
で
し
か
︑
そ
う
な
り
え
な
い
﹂︵

︶︒
権
利
を
力
説
す
る
自
由
主
義
と
同
様
に
︑
義
務
を
力

D
obson,2003＝

2006：
97＝

122

説
す
る
共
和
主
義
で
も
︑
特
定
の
領
土
と
の
結
び
付
き
は
非
常
に
堅
固
に
な
っ
て
い
る
︒
む
し
ろ
︑
こ
の
領
域
性
か
ら
離
れ
た
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
こ
そ
が
︑
環
境
問
題
で
は
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

③
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
不
十
分
性

こ
う
し
た
環
境
問
題
の
国
際
性
と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
伝
統
や
︑
近
年
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
台

頭
を
考
え
る
と
︑
こ
こ
で
次
に
考
慮
す
べ
き
は
︑
現
代
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
︒
実
際
︑
ド
ブ
ソ
ン
は
こ
れ
に
つ
い
て
も

詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
も
問
題
に
す
る
の
は
︑
こ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
ニ
ズ
ム
の
不
十
分
性
で
あ
る
︒
彼
が
問
題
に
す
る

の
は
︑
主
に
次
の
 
点
で
あ
る
︒

一
つ
は
︑
現
代
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
︑
特
に
Ｄ
・
ヘ
ル
ド
の
そ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
単
な
る
相
互
性
の
視
点
か
ら
み
た
相
互
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依
存
性
で
と
ら
え
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
ド
ブ
ソ
ン
は
︑
Ｖ
・
シ
ヴ
ァ
の
﹁
北
だ
け
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に

存
在
し
て
い
て
︑
南
は
ロ
ー
カ
ル
に
し
か
存
在
で
き
な
い
﹂
と
い
う
指
摘
を
正
当
な
も
の
と
評
価
す
る
︒
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
︑
グ

ロ
ー
バ
ル
化
は
結
果
と
し
て
の
不
平
等
を
引
き
起
こ
す
だ
け
で
な
く
︑
過
程
自
体
が
す
で
に
﹁
非
対
称
性
﹂
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
︵

︶︒
こ
の
﹁
い
つ
も
す
で
に
﹂
生
ま
れ
て
い
る
﹁
非
対
称
性
﹂
の
現
実
を
︑
こ
の
種
の
コ
ス
モ

D
obson,2003＝

2006：
13＝

16

ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
認
識
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒

第
二
の
批
判
点
は
︑
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
間
の
結
び
付
き
の
説
明
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
ド
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑

﹁
開
か
れ
た
対
話
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
﹂
を
提
唱
す
る
﹁
対
話
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹂
も
︑
国
際
的
な
分
配
的
正
義
に
関
心
を

よ
せ
る
点
で
は
評
価
で
き
る
﹁
分
配
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹂
も
と
も
に
︑﹁
共
通
の
人
間
性
﹂
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
共
同
体
の
絆
を

求
め
て
い
る
︒
こ
う
し
た
絆
は
︑
道
徳
的
な
人
格
理
論
に
負
っ
て
い
て
︑
精
神
的
な
も
の
で
し
か
な
く
︑
彼
の
判
断
で
は
﹁
薄
い
﹂
も

の
で
し
か
な
い
と
い
う
︒
こ
う
し
た
根
拠
で
は
国
際
的
な
政
治
的
責
務
の
源
泉
と
し
て
は
弱
い
︒
む
し
ろ
﹁
精
神
的
な
活
動
に
よ
っ
て

創
り
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
不
平
等
で
非
対
称
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
く
世
界
に
お
け
る
日
常
生
活
の
物
質
的
な
生
産
と
再
生
産

に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
︑
共
同
体
の
絆
に
つ
い
て
の
厚
い
物
質
的
な
説
明
﹂︵

︶
が
︑
必
要
だ
と
い
う

D
obson,2003＝

2006：
30＝

37

の
で
あ
る
︒

④
ポ
ス
ト
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

こ
う
し
て
よ
う
や
く
彼
が
提
案
す
る
独
自
の
視
点
が
見
え
て
く
る
︒
こ
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
︑
ま
ず
︑
私
的
領
域
の
重
要
性
を

そ
の
出
発
点
と
し
て
い
る
︒﹁
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
︑
少
な
く
と
も
あ
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
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市
民
的
共
和
主
義
や
そ
の
現
代
的
表
明
か
ら
遠
く
離
れ
る
と
い
う
責
務
を
負
っ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
で
あ
る
︒
⁝
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
日
常
生
活
の
す﹅

べ﹅

て﹅

に﹅

関﹅

わ﹅

っ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

﹂︵

強
調
は
ド
ブ
ソ
ン
︶
と
い
う

D
obson,2003＝

2006：
138＝

176.

の
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
彼
が
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
︑
現
代
で
は
︑
環
境
に
関
わ
る
各
人
の
行
動
は
︑
固
有
の
意
味
で
の
﹁
私
性
﹂
が
な
く
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
環
境
的
観
点
か
ら
す
る
と
︑
あ﹅

ら﹅

ゆ﹅

る﹅

行
為
が
公
共
的
含
意
を
も
っ
て
い
る
︒
生
活
を
す
れ
ば
︑
環
境
的

資
源
に
依
存
し
︑
環
境
的
廃
棄
物
を
残
す
こ
と
に
な
る
︒
人
間
と
い
う
動﹅

物﹅

と
し
て
︑
こ
れ
は
不
可
避
で
あ
る
﹂︵D

obson,2007：

強
調
は
ド
ブ
ソ
ン
︶︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
は
︑
私
的
な
特
性
を
も
つ
の
で
は
な
く
︑
公

281.

共
的
な
特
性
は
保
持
し
た
ま
ま
私
的
領
域
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
ド
ブ
ソ
ン
の
見
解
で
あ
っ
た
︒

で
は
︑
ド
ブ
ソ
ン
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
公
共
的
特
性
に
こ
だ
わ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
市
民
と
し
て
の
﹁
政
治

的
責
任
﹂
と
︑
人
間
と
し
て
の
﹁
道
徳
的
責
任
﹂
と
を
区
別
し
︑
前
者
に
関
わ
る
こ
と
こ
そ
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
だ
と
彼
が
見
て
い

る
か
ら
で
あ
る
︒
彼
は
地
球
的
規
模
で
の
責
務
に
つ
い
て
二
つ
の
責
務
を
区
別
す
る
︒﹁
私
は
﹃
道
徳
的
な
﹄
責
務
観
を
善
き
サ
マ
リ

ア
人
の
責
務
と
し
て
特
徴
付
け
︑﹃
歴
史
的
な
﹄
責
務
観
を
善
き
市
民
の
責
務
と
し
て
特
徴
づ
け
た
﹂︵D

obson,2003＝
2006：

98＝

︶︒
こ
こ
で
︑
か
れ
が
﹁
道
徳
的
﹂
責
務
と
し
て
い
る
の
は
︑
相
手
の
現
状
に
対
す
る
原
因
を
自
ら
は
作
っ
て
い
な
い
が
︑
相
手
の

123苦
境
に
対
し
て
何
ら
か
の
手
助
け
を
す
る
責
務
の
こ
と
で
︑
い
わ
ゆ
る
慈
善
に
あ
た
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
歴
史
的
責
務
﹂
と
い
う

の
は
︑
何
ら
か
の
先
行
的
な
原
因
︑
合
意
︑
関
係
を
自
ら
が
作
っ
た
が
ゆ
え
に
相
手
を
苦
境
に
落
と
し
入
ら
せ
た
場
合
の
責
務
で
︑
こ

の
場
合
に
は
私
に
責
任
が
あ
る
の
で
︑
そ
れ
を
果
た
す
の
は
﹁
慈
善
﹂
で
は
な
く
﹁
正
義
﹂
に
な
る
︒
こ
の
二
つ
を
区
別
す
る
の
は
︑

﹁﹃
慈
善
を
し
な
い
not
do
charity﹄
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
︑﹁
正
義
を
果
た
さ
な
い
not
do
justice﹂
こ
と
は
た
し
か
に
可
能
だ
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が
︑
た﹅

と﹅

え﹅

あ﹅

な﹅

た﹅

が﹅

正﹅

義﹅

を﹅

果﹅

た﹅

さ﹅

な﹅

く﹅

て﹅

も﹅

︑
正﹅

義﹅

を﹅

果﹅

た﹅

す﹅

責﹅

務﹅

は﹅

残﹅

り﹅

続﹅

け﹅

る﹅

﹂︵

強
調
は
ド
ブ
ソ

D
obson,2007：

281.
ン
︶
か
ら
で
あ
る
︒

こ
う
な
る
と
︑
最
後
は
こ
の
歴
史
的
責
務
を
わ
れ
わ
れ
が
誰
に
対
し
て
負
う
か
が
問
題
に
な
る
︒
こ
こ
で
ド
ブ
ソ
ン
が
注
目
す
る
の

が
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
と
い
う
︑
あ
る
定
ま
っ
た
人
口
や
そ
の
物
質
水
準
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
環
境
資
源
や
吸

収
資
源
を
必
要
な
土
地
︵
水
域
︶
面
積
に
換
算
し
て
表
示
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
︒
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
か
ら
す
る
と
︑
過
剰
な
フ
ッ

ト
プ
リ
ン
ト
を
残
す
人
々
は
︑
そ
れ
だ
け
で
他
の
人
々
の
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ

ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
﹁
空
間
﹂
と
は
し
た
が
っ
て
︑
国
民
国
家
と
い
う
境
界
線
や
欧
州
連
合
な
ど
の
超
国
家
的
組
織
と
い
っ
た
境
界
線
︑

あ
る
い
は
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
と
い
う
想
像
上
の
領
土
と
い
う
境
界
線
に
よ
っ
て
与﹅

え﹅

ら﹅

れ﹅

る﹅

も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
そ
れ
は
︑
個
々
人

と
そ
の
環
境
と
の
代
謝
的
及
び
物
質
的
関
係
に
よ
っ
て
創﹅

造﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

の
で
あ
る
︒
こ
の
関
係
こ
そ
が
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ッ
ト
プ
リ

ン
ト
を
生
み
出
し
︑
こ
の
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
が
結
果
と
し
て
影
響
を
受
け
る
も
の
と
の
関
係
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
﹂︵D

obson,

強
調
は
ド
ブ
ソ
ン
︶︒
こ
う
し
て
︑
道
徳
的
共
同
体
で
は
な
く
政
治
的
共
同
体
の
一
員
と
し
て
の
責
務
と

2003＝
2006：

106＝
134.

い
う
見
地
か
ら
し
て
︑
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
を
過
剰
に
利
用
で
き
て
し
ま
う
人
々
に
は
﹁
正
義
﹂
を
果
た
す
責
務
が
生
じ
︑
そ
れ
が
﹁
エ

コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
ド
ブ
ソ
ン
は
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
市
民
の
共
同
体
が
根
本
的
に
は
︑﹁
人
間
の
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
﹂
を
根
拠
と
し
た
正
義
の

共
同
体
で
あ
る
以
上
︑﹁
人
間
以
外
の
存
在
と
は
︑
市
民
的
関
係
と
は
反
し
た
︑
道
徳
的
な
関
係
で
し
か
あ
り
え
な
い
﹂︵D

obson,

︶
と
み
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
エ
コ
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
よ
う
に
両
者
を
区
別
し
な
い
こ
と
に
は
賛
同

2003＝
2006：

113＝
143

し
て
い
な
い
︒
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お
わ
り
に
か
え
て

本
稿
は
類
型
化
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
︑
上
述
し
て
き
た
特
徴
点
を
踏
ま
え
て
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
の
"
つ

の
構
想
を
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
最
後
に
相
互
比
較
し
て
お
き
た
い
︒
表
�
が
そ
れ
で
あ
る
︒
こ
の
表
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
︑

紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
は
差
し
控
え
る
が
︑
表
中
の
﹁
責
務
﹂
に
つ
い
て
は
あ
る
種
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
︑
そ
れ
に
つ
い
て
最

後
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒
こ
の
傾
向
を
考
え
る
上
で
特
に
参
考
に
な
る
の
は
︑
ド
ブ
ソ
ン
と
バ
リ
ー
と
の
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

の
構
想
を
め
ぐ
る
論
争
だ
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
論
争
は
︑
バ
リ
ー
の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
契
機
と
し
て
い
る
︒﹁
ド
ブ
ソ
ン
が
﹃
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹄
に
と

っ
て
重
要
だ
と
認
定
し
て
い
る
特
徴
の
一
つ
は
︑
そ
の
非
相
互
的
な
特
性
で
あ
る
︒
⁝
︹
他
の
種
や
将
来
世
代
に
対
す
る
︺
こ
う
し
た

共
感
の
非
相
互
的
意
識
は
明
ら
か
に
立
派
な
も
の
で
あ
る
が
︑
ド
ブ
ソ
ン
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
市
民
は
︑
将
来
世
代
︑
人
間
以
外
の
も

の
の
世
界
︑
そ
し
て
世
界
の
他
の
場
所
に
い
る
見
知
ら
ぬ
人
々
に
私
心
の
な
い
関
心
を
示
す
点
で
︑
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
天
使
に
等
し
い
よ

う
な
も
の
で
あ
る
﹂︵

︶︒

B
arry,2002：

145-6

こ
の
バ
リ
ー
の
指
摘
は
︑
実
は
ド
ブ
ソ
ン
の
未
公
刊
の
︑
し
か
も
初
期
に
構
想
さ
れ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
︵
バ
リ
ー
論
文
の
注

に
も
あ
る
が
︑
そ
れ
は
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
︶
に
対
す
る
も
の
で
︑
本
稿
で
見
た
も
の
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ

て
︑
こ
の
指
摘
は
︑
ド
ブ
ソ
ン
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
構
想
の
特
徴
を
示
す
と
は
い
え
な
い
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
れ
を
取
り

上
げ
た
の
は
︑
そ
の
後
の
ド
ブ
ソ
ン
の
反
論
が
両
者
の
構
想
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
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ド
ブ
ソ
ン
の
反
論
は
︑
公
刊
さ
れ
た
も
の
に
掲
載
さ

れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
ド
ブ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
自
説
の

修
正
を
語
っ
て
い
る
︒﹁
私
の
現
在
の
定
式
に
つ
い
て

は
︑
次
の
点
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
つ

ま
り
︑
た
し
か
に
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
市
民
の
責
務
は
非

相
互
的
で
非
対
称
的
な
性
格
を
も
っ
て
は
い
る
が
︑
そ

れ
は
無
制
限
で
は
な
い
の
だ
︒
そ
の
責
務
は
︑
エ
コ
・

ス
ペ
ー
ス
の
正
義
に
か
な
っ
て
い
な
い
分
配
の
ゆ
え
に

課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
不
均

衡
が
処
理
さ
れ
れ
ば
︑
終
了
す
る
の
で
あ
る
﹂

︵

︶︒
そ
し

D
obson,

2003＝
2006：

121＝
154-155

て
さ
ら
に
︑
逆
に
バ
リ
ー
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
ス
チ
ュ
ワ

ー
ド
シ
ッ
プ
論
こ
そ
︑
求
め
る
責
務
が
無
限
定
だ
と
し

て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒﹁
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
市
民
の

責
務
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
バ
リ
ー
の
ま
っ
た
く
異

論
の
余
地
の
な
い
適
切
な
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
バ

リ
ー
は
こ
う
し
た
も
の
が
彼
自
身
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
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国際的社会正義

の責務

権利尊重義務契

約（他者の環境

権侵害回避）

権利（環境権）シティズンシ

ップの中心

自由主義政治思想的基

盤

シティズンシ

ップの主たる

局面

資格

（ポスト）コス

モポリタン環境

的シティズンシ

ップ

コスモポリタニ

ズム

責務の根拠

人間エージェンシ

ー

自由主義的環境

的シティズンシ

ップ

類型

共通善への参加

（生命圏平等主

義、生態圏の健

康維持）

態度・活動活動

エココミュニテ

ィへのアイデン

ティティ

スチュワードシ

ップの責務

コミュニタリア

ニズム

市民的共和主義

エココミュニタ

リアン環境的シ

ティズンシップ

共和主義的環境

的シティズンシ

ップ

Hayward, T.代表的論者

態度・活動

不正義の補償

（エコロジカ

ル・フットプリ

ントの補償）

先進国の市民

Dobson, A.

責務契約（利用

と濫用の峻別）

Smith, M.J.

人間・自然濫用できる人間

Barry, J.

表� 欧米の環境的シティズンシップの類型化



プ
で
は
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
︑
何
の
説
明
も
提
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
﹂︵

︶︑
と
︒

D
obson,2003＝

2006：
121＝

155

こ
の
論
争
が
示
し
て
い
る
の
は
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
︑﹁
私
的
生
活
﹂
を
も
責
務
の
対
象
と
し
︑
さ
ら
に
自
然
へ
の
責

務
や
将
来
世
代
へ
の
責
務
を
で
き
る
か
ぎ
り
視
野
に
入
れ
よ
う
と
す
る
と
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
そ
の
﹁
道
徳
的
特
性
﹂
を
強
め
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒﹁
善
き
市
民
﹂
で
い
る
道
徳
に
限
界
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
点
で
︑
自
由
主
義
の
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
が
﹁
公
的
世
界
﹂
に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
限
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
︑
こ
う
し
た
﹁
過
大
な
道
徳
的
負
荷
﹂
が
ま
さ
に

自
由
主
義
の
基
本
原
理
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

他
方
︑
市
民
的
共
和
主
義
と
エ
コ
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
は
︑
そ
う
し
た
限
定
は
存
在
し
て
い
な
い
︒
市
民
的
共
和
主
義
の
環
境
的

な
﹁
市
民
的
美
徳
﹂
は
︑
私
的
な
生
活
に
お
い
て
も
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
し
︑
エ
コ
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
は
︑
エ
コ
ロ

ジ
ー
共
同
体
の
一
員
と
し
て
の
責
務
に
は
公
私
の
区
別
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

で
は
︑
ド
ブ
ソ
ン
の
ポ
ス
ト
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
は
︑
地
球
的
規
模
で
生
じ
て
い
る

エ
コ
・
ス
ペ
ー
ス
の
不
均
衡
が
﹁
不
正
義
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
不
正
義
を
矯
正
す
る
こ
と
が
正
義
だ
と
し
て
︑
い
わ
ば
﹁
正
義
と
し
て
の

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
ド
ブ
ソ
ン
は
そ
れ
が
﹁
政
治
的
な
責
務
﹂
で
あ
っ
て
︑﹁
善
き
サ
マ
リ
ア
人
﹂

の
慈
善
に
み
ら
れ
る
﹁
道
徳
的
な
責
務
﹂
と
は
異
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ド
ブ
ソ
ン
の
言
う
不
正
義
を
矯
正
す
る
責
務
は
︑

先
進
国
に
住
む
豊
か
で
強
い
人
々
に
生
じ
る
片
務
的
な
義
務
で
あ
り
︑
逆
説
的
な
が
ら
地
球
上
の
す
べ
て
の
市
民
の
平
等
な
シ
テ
ィ
ズ

ン
シ
ッ
プ
で
は
な
い
︒
し
か
も
︑
こ
の
不
正
義
は
︑
地
球
規
模
で
の
市
場
経
済
の
発
展
と
い
う
い
わ
ば
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
注
目
す
る
が
ゆ
え
に
不
正
義
の
矯
正
は
個
人
化
さ
れ
て
い
く
︒
そ
の
結
果
は
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
く
︒﹁
共
通
の
善
と
い
う
政
治
的
文
脈
に
態
度
の
変
革
に
つ
い
て
の
規
範
的
な
熱
中
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
︑
シ
テ
ィ
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ズ
ン
シ
ッ
プ
を
主
と
し
て
持
続
可
能
性
を
達
成
す
る
た
め
の
﹃
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
﹄
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
を
含
意
す
る
︒
あ
る
部
分

で
は
︑
こ
の
こ
と
は
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
言
説
空
間
と
み
な
す
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
は
諸
個
人
は
態
度
を
涵
養
し
︑

こ
の
態
度
が
個
人
を
し
て
﹃
自
己
の
分
を
は
た
す
﹄
こ
と
に
よ
っ
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
に
責
任
あ
る
仕
方
で
行
動
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
で

あ
ろ
う
︒
り
サ
イ
ク
ル
︑
緑
の
製
品
の
購
入
︑
消
費
の
削
減
︑
近
隣
で
の
休
日
の
過
ご
し
方
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
環
境
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

へ
の
参
加
等
々
﹂︵

︶︒

L
atta,2007：

380

こ
の
ラ
ッ
タ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
︑﹁
正
義
﹂
と
い
う
政
治
的
な
問
題
が
個
人
化
さ
れ
︑
結
局
は
︑
私
的
生
活
に
お
け
る
市
民
的

美
徳
の
追
求
に
向
か
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
﹁
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
﹂
の
変
更
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
の
問

い
は
こ
う
な
っ
て
い
る
︒﹁
も
し
あ
な
た
が
環
境
主
義
者
な
ら
ば
︑
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
環
境
に
や
さ
し
く
な
い
振
る
舞
い
を
す
る
の

か
﹂︵

︶︑
と
︒
こ
れ
は
文
字
通
り
︑
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
道
徳
化
す
る
問
い
︵
偽
善
性
を
問
題
に
し
て
い

N
euteleers,2010：

502

る
か
ら
︶
だ
と
言
え
る
︒
公
私
の
区
分
︑
国
境
区
分
な
ど
の
﹁
境
界
を
超
え
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
の
構
想
が
︑
結
果
的
に
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
の
公
的
特
性
を
奪
い
︑
か
え
っ
て
︑
責
務
が
﹁
私
事
化
﹂
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
︑
注
意
し
て
お
く
べ
き
問
題

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注︵
�
︶

緑
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
︑
環
境
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
︑
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
に
つ
い
て
は
︑
論
者
に
よ

っ
て
︑
基
本
的
に
同
じ
だ
と
す
る
も
の
と
︑
明
白
に
異
な
っ
て
い
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
す
べ
て
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
環
境
的
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
使
う
︒

︵
 
︶

彼
の
そ
う
し
た
対
抗
姿
勢
は
︑
ド
ブ
ソ
ン
の
﹃
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
環
境
﹄
に
対
す
る
徹
底
し
た
批
判
論
文
︵

︶
に
も
き
わ
め

H
ayw
ard,2006
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て
強
く
表
れ
て
い
る
︒

︵
!
︶

典
型
的
に
は
Ｊ
・
ド
ラ
イ
ゼ
ク
︵

︶︒

D
ryzek,1987：

215
︵
"
︶

マ
シ
ュ
ー
ズ
は
︑
こ
の
よ
う
な
規
定
に
関
連
し
た
注
に
お
い
て
︑
自
由
主
義
を
国
家
に
限
定
す
る
も
の
と
み
な
し
︑
社
会
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
外
の

立
場
を
認
め
る
よ
う
な
視
点
と
し
て
Ｗ
・
キ
ム
リ
ッ
カ
を
あ
げ
︑
そ
う
し
た
理
論
は
︑
こ
こ
で
の
考
察
の
対
象
外
と
な
る
し
︑
ま
た
︑
自
分
の
立
場
に

近
い
も
の
で
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
︒︵

︶

M
athew

s,1996：
96,n.4.
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