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危
害
原
理
と
自
己
奴
隷
化
契
約

原

は
じ
め
に

ミ
ル
が

『自
由
論
』
に
お
い
て
、
「個
人
に
対
す
る
強
制
や
処
罰
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
他
者
へ
の
危
害
の
防
止
を
目
的
と
す
る

場
合
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
原
理
を
提
示
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
、
こ
の
原
理
は

「危
害
原
理
」
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
法

（あ
る
い
は
、
法
的
処
罰
）
の
限
界
を
定
め
、
そ
の
濫
用
を
防
ぐ
も
の
と
し
て
一
定
の
評
価
を
受
け
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
「誰
か
に
対
す
る
法
的
処
罰
が
、
他
者
危
害
の
防
止
を
目
的
と
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
当
化
さ
れ
る
場
合
は
あ

る
」
と
論
じ
、
こ
の
原
理
だ
け
で
は
法
の
限
界
を
画
定
で
き
な
い
と
考
え
る
人
も
多
い
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
人
々
は

「危
害
原
理
の

熱
烈
な
支
持
者
で
あ
る
ミ
ル
で
さ
え
、
同
原
理
の
例
外
を
認
め
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
立
場
の
補
強
を
図
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
例
外

へ
の
言
及
と
し
て
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
「自
分
を
奴
隷
と
し
て
売
り
渡
す
契
約
は
無
効
で
あ
る
」
と
い
う

『自
由
論
』
第
五
章
の
中
で
登
場
す
る
主
張
で
あ
る
。

こ
の
主
張
を
危
害
原
理
の
例
外
の
容
認
と
み
な
す
人
々
が
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
「他
者
の
同
意
の
上
で
為
さ
れ
た
こ
と
を
、
そ
の
人
へ
の

危
害
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
ミ
ル
は
考
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
見
方
が
そ
う
い
っ
た
解
釈
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
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四
八

こ
う
し
た
見
方
は
誤
り
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
は
こ
の

「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
い
う
考
え
方
を
支
持
し
て
い
な
い
と
言
っ

て
よ
い
。
さ
ら
に
、
自
己
奴
隷
化
契
約
の
有
効
性
の
否
定
も
、
危
害
原
理
の
例
外
の
承
認
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
同
原
理
に
基
づ
い
た
主

張
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
そ
う
言
早
え
る
論
拠
を
提
示
し
た
上
で
、
危
害
原
理
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
は
論
じ
な
い
ミ

ル
の
立
場
に
、
法
の
限
界
と
い
う
問
題
と
の
関
連
で
、
ど
う
い
っ
た
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以

後
、
次
の
順
序
で
議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
、
第

一
節
に
お
い
て
、
危
害
原
理
と
は
い
か
な
る
原
理
な
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
の
第
二

節
で
は
、
自
己
奴
隷
化
契
約
の
有
効
性
の
否
定
を
、
当
原
理
の
例
外
の
容
認
と
解
す
見
方
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
解
釈
を
採
る
人
々

の
主
張
に
反
し
、
ミ
ル
が

「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
考
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
続
く
第
三
節
に
お
い
て
論
証
さ
れ
る
。
最
後

に
、
結
論
で
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
与
す
る
こ
と
な
く
危
害
原
理
を
肯
定
す
る
彼
の
立
場
の
意
義
を
、
そ
の
両
方
を
支
持
す
る
フ
ァ
イ
ン

バ
ー
グ
の
立
論
と
の
比
較
を
つ
う
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。

第

一
節
　
危
書
原
理
と
は
何
か

ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
『自
由
論
』
の
目
標
は

「文
明
化
さ
れ
た
共
同
体
の
成
員
の
誰
か
に
対
し
、
そ
の
人
の
意
志
に
反
し
て
、
正
当
に
力
を

行
使
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯

一
の
目
的
と
は
、
他
者

へ
の
危
害

含
Ｒ
日
）
の
防
止
で
あ
る
」
と
い
う
原
理
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る

（〓
〓

“
Ｓ
ヽ
Ｎ
∞
／
二
七
頁
）。
彼
自
身
が

「自
由
原
理

（，
ｏ
●
ユ
●
ｏ
ぼ
Ｆ
Ｒ

〓
げ
Ｑ
Ｊ
ま

と
呼
び
、
現
代
で
は
、　
一
般
的
に

「危
害
原

理

含
Ｒ
日

●
〓
目
ε
●
Ｃ
」
と
称
さ
れ
る
原
理
は
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
お
け
る

「力
の
行
使
」
の
形
態
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
の
が
、
「法
的
処
罰
」
と

「世
論
に
よ
る
道
徳
的
強
制
」
で
あ
り

（
匡
ヽ
）
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
当
原
理
は

「個
人
に
対
す
る
法
的
処
罰
が

認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
他
者
危
害
の
防
止
を
目
的
と
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
こ
う
し
た
処
罰
が
ど
こ
ま
で
認



め
ら
れ
る
の
か
を
規
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
原
理
の
要
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
二
つ
の
補
足
説
明
を
行
つ
て
お
′凡

ま
ず
は
、
当
原
理
に
お
け
る

「危
害
」

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
し
ば
し
ば
為
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
、
（殺
人
を
合
む
）
傷
害
、
財
産
の
侵
害
、
さ
ら
に
は
名
誉
毀
損
が
、
そ
の
中
に
合
ま
れ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
『自

由
論
』
の
十
年
後
に
公
表
さ
れ
た

「ソ
ー
ン
ト
ン
に
お
け
る
労
働
者
と
彼
ら
の
要
求
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
行
為

が
法
的
処
罰
の
適
正
な
対
象
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（〓
〓

“
＄
ヽ
３
９
。
さ
ら
に
、
『自
由
論
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た

『功
利
主
義
』
で
は
、
「あ
る
人
の
自
由
に
対
す
る
不
正
な
干
渉
も
他
者
へ
の
危
害
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら

な
い
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る

（〓
〓

“
Ｐ
・
蓼
い
／
三
三
八
一５
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
危
害
原
理
に
お
け
る

（他
者
）
危
害
と
は
、
「殺

人
や
傷
書
」
「財
産
の
侵
害
」
「名
誉
毀
損
」
沢
監
禁
や
拘
束
な
ど
）
各
人
の
自
由
に
対
す
る
不
正
な
干
渉
」、
こ
れ
ら
四
種
の
行
為
を
指
す
、

と
ひ
と
ま
ず
は
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
危
害
原
理
は
そ
う
い
っ
た
行
動
の
実
行
者
を
可
罰
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
他
者
に
危
害
を
加
え
た
人
が
常
に
処
罰
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
も
説
明
し
て
お
く
。
危
害
原
理
が
実
際
に

主
張
し
て
い
る
の
は
、
「誰
か
が
他
者
に
危
害
を
加
え
る
行
動
を
行
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
法
に
よ
つ
て
、
法
が
差
し
士挙
え
な
く
適
用
で
き
な

い
場
合
に
は
、　
一
般
的
否
認

〔＝
世
論
〕
に
よ
つ
て
、
当
人
を
処
罰
す
る

一
応
の

Ｃ
ミ
ミ
ヽ
い
Ｓ
も
理
由
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る

●
口
】
Ｈ器
ｐ
一
潔
／
三
〇
頁
）。
こ
の

「
一
応
の
理
由
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
誰
か
が
別
の
人
に
危
害
を
加
え

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
人
へ
の
処
罰
が
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
場
合
は
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ミ
ル
の
説
明
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
彼
／
彼
女
を
罰
し
な
い
こ
と
で
、
そ
の
人
の
よ
り
よ
い
行
動
が
見
込
め
る
場
合
や
、
刑
罰
に
よ
り
生
み
出

さ
れ
る
悪
影
響
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
防
が
れ
る
害
一患
を
上
回
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る

今
匡
ヽ
・
Ｎ
い
／
三
一
～
三
二
七５
。

こ
こ
ま
で
の
補
足
を
踏
ま
え
つ
つ
述
べ
れ
ば
、
「他
者
危
害
の
防
止
を
目
的
と
し
な
い
法
的
処
罰
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
、
ミ
ル

四
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五
〇

の
提
示
す
る
危
害
原
理
の
要
点
と
二言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
事
柄
を
目
的
と
し
た
刑
罰
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑

わ
れ
る
彼
の
言
明
が
、
『自
由
論
』
内
で
自
己
奴
隷
化
契
約
に
言
及
さ
れ
る
部
分
の
中
に
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
節
を
改
め
て
、
こ
の
箇
所

の
検
討
を
行
う
。

第
二
節
　
自
己
奴
様
化
契
約
と
同
意
原
則

こ
う
し
た
契
約
を
巡
る
議
論
は
、
危
害
原
理
の
適
用
の
あ
り
方
が
扱
わ
れ
る

『自
由
論
』
第
五
章
で
登
場
す
る
。
同
章
に
お
い
て
、
ミ

ル
は

「
一
度
結
ん
だ
契
約
は
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

一
般
的
原
則
を
提
示
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
原
則
に
関
し
、

彼
が
論
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
「お
そ
ら
く
は
全
て
の
国
の
法
律
に
お
い
て
、
そ
う
し
た

一
般
的
原
則
の
例
外
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
て

い
る
」
？
日
】
昴
３
ｔ
螢
）／
二
二
七
頁
）。
そ
し
て
、
こ
う
い
つ
た
例
外
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
自
己
奴
隷
化
契
約
の
有
効
性

の
否
定
で
あ
る
。

そ
う
し
た
例
外
に
関
す
る
ミ
ル
の
言
明
を
見
る
前
に
、
こ
の
自
己
奴
隷
化
契
約
に
お
け
る

「奴
隷
」
と
は
、
ど
う
い
っ
た
存
在
な
の
か

を
明
確
に
し
て
お
く
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る

「奴
隷
」
と
は
、
十
七
～
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
黒
人
奴
隷
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当

時
、
こ
う
し
た
奴
隷
へ
の
暴
力
は
合
法
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ア
ー
ジ
ニ
ア
植
民
地
で
一
六
六
九
年
に
制
定
さ

れ
た
法
律
で
は
、
奴
隷
所
有
者
が
奴
隷
に
体
罰
を
加
え
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
で
奴
隷
が
死
に
至
つ
た
と
し
て
も
、
所
有
者
は
刑

事
上
免
責
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
し
、
ま
た
、
同
じ
く

一
六
七
二
年
に
制
定
さ
れ
た
法
で
は
、
逃
亡
し
た
奴
隷
が
逮
捕
さ
れ
る
こ
と

に
抵
抗
し
た
場
合
は
、
傷
つ
け
る
こ
と
や
殺
す
こ
と
も
合
法
と
さ
れ
た

（株
二
〇
〇
五
、
三
頁
）。
つ
ま
り
、
奴
隷
と
は
、
そ
う
い
つ
た
法

を
背
景
に
、
主
人
の
側
か
ら
、
（死
に
至
る
ほ
ど
の
）
体
罰
や
不
当
な
監
禁
と
い
っ
た
危
害
を
加
え
続
け
ら
れ
て
い
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。



そ
し
て
、
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
分
を
こ
う
し
た
奴
隷
と
し
て
売
り
渡
す
契
約
は
、
多
く
の
国
で
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

人
々
は

〔そ
れ
に
加
わ
っ
て
い
な
い
〕
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な
類
の
契
約
に
拘
束
さ
れ
は
し
な
い
し
、
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
当
事
者
自
身
に
と
つ
て
有
害
な
契
約
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
こ
う
し
た
契
約
か
ら
当
人
た
ち
を
解
放
す
る
十
分
な
理
由
と
考

え
ら
れ
る
場
合
も
時
に
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
国
や
そ
の
他
の
文
明
化
さ
れ
た
国
家
の
ほ
と
ん
ど
に
お
い
て
、
自
分
を
奴
隷
と

し
て
売
り
渡
す
契
約
、
あ
る
い
は
、
自
分
自
身
が
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
る
契
約
は
、
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
法
や
世
論
に
よ
つ
て
、
そ
の
履
行
が
強
要
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
？
目
】
“
い
ｐ
Ｓ
ｏ
／
二
二
七

頁
）

こ
こ
で

「法
や
世
論
に
よ
つ
て
契
約
の
履
行
を
強
要
す
る
」
と
い
う
事
態
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は

「契
約
を

履
行
し
な
か
っ
た
者
を
、
法
や
世
論
に
よ
る
処
罰
の
対
象
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
の
引
用
文
中
で
言
わ

れ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
家
に
お
い
て
、
自
己
奴
隷
化
契
約
の
履
行
は
こ
う
し
た
か
た
ち
で
強
要
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
、　
つ
ま
り
は
、
そ
の
不
履
行
が
可
罰
対
象
と
な
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
が
奴
隷
で
Ｂ
が
主
人
と
い
う

こ
と
で
契
約
が
結
ば
れ
た
と
し
て
、
Ａ
が
契
約
通
り
に
Ｂ
の
奴
隷
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
Ａ
は
処
罰
さ
れ
な
い
し
、
逆
に
、
Ｂ
が

Ａ
を
自
分
の
奴
隷
に
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
Ｂ
は
罰
を
受
け
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
契
約
の
有
効
性
の
否
定
は
、
そ
の
当
事
者

（特
に
主
人
）
に
対
す
る
刑
罰
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
の
点
に
関

し
、
フ
ア
イ
ン
バ
ー
グ
は
ミ
ル
に
よ
る
自
己
奴
隷
化
契
約
反
対
論
を
検
討
す
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
主
人
が
彼
の
為
し
う
る
こ
と
全
て
に
対
す
る
奴
隷
の
側
の
法
的
に
有
効
な
同
意
を
、
前
も
っ
て
取
り
付
け
て
い
る
の
な
ら

ば
、　
つ
ま
り
、
言
う
な
れ
ば
、
あ
る
種
の
取
り
消
し
不
可
能
な
裁
量
権
を
得
て
い
る
の
な
ら
ば
、
主
人
の
側
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
犯

五
一



五
二

罪
で
あ
る
よ
う
な
や
り
方
で
、
奴
隷
を
虐
待
す
る
こ
と
へ
の
法
的
特
権
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
奴
隷
契
約
を
有
効
と
認

め
な
い
こ
と
で
、
法
は

（彼
が
奴
隷
を
自
分
の
営
合
に
閉
じ
こ
め
る
の
な
ら
）
不
法
監
禁
や
、
（奴
隷
に
体
罰
を
加
え
る
の
な
ら
）
暴

行
、
さ
ら
に
は

（自
分
の

「所
有
物
」
を
破
棄
す
る
の
な
ら
）
殺
人
の
告
発
に
対
す
る
奴
隷
所
有
者
の
側
の
抗
弁
を
弱
め
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
８
ｏ
Ｆ
げ
ｏ
品

８
８
・
『
じ

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
監
禁
や
体
罰
、
そ
し
て
殺
人
は
、
奴
隷
と
い
う
存
在
者
が
被
る
典
型
的
な
虐
待
行
為
と
言
いえ
る
。
そ
し
て
、
自

己
奴
隷
化
契
約
が
無
効
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
主
人
の
側
が
そ
れ
を
盾
に
こ
う
し
た
虐
待
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
し
た

が
つ
て
、
当
人
は
通
常
の
虐
待
と
同
様
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
は
、
法
的
に
処
罰
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
奴
隷
契
約
の

有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
ミ
ル
は
実
質
的
に
、
「そ
う
し
た
契
約
に
則
っ
て
誰
か
を
奴
隷
と
し
て
扱
っ
た
者
は
、
刑
罰
の
対
象
に
な
り

う
る
」
と
い
う
見
解
に
与
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
で
確
認
し
て
き
た
通
り
、
「自
己
奴
隷
化
契
約
は
無
効
で
あ
る
」
と
彼
は
論
じ
て
い
る
が
、
「自
由
原
理
が

「彼

〔＝
あ
る
人
〕

に
は
自
由
を
捨
て
る
自
由
が
あ
る
」
な
ど
と
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
２
日
】
】曽
ｐ
∞
８
／
二
二
八
頁
）
と
言
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
契
約
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
う
し
た
議
論
は
危
害
原
理
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
監
禁
や
体
罰
、
殺
人
等
、
主
人
の
奴
隷
に
対
す
る
典
型
的
な
扱
い
は
危
害
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
原
理
が
そ
の
防
止

を
図
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奴
隷
契
約
を
有
効
と
認
め
、
そ
の
不
履
行
を
処
罰
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他

者
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
し
た
が
そ
れ
を
止
め
た
人

（
つ
ま
り
、
契
約
通
り
に
主
人
に
な
ら
な
か
っ
た
人
）
や
、
危
害
を
加
え
ら
れ
そ
う

だ
つ
た
が
そ
れ
を
逃
れ
た
人

（奴
隷
に
な
ら
な
か
っ
た
人
）
に
罰
を
科
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
他
者

危
害
の
防
止
を
目
的
と
し
た
刑
罰
で
は
な
く
、
危
害
原
理
に
よ
つ
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。　
一
方
、
契
約
に
沿
っ
て
誰
か
を
奴
隷

に
し
た
人
を
罰
す
る
の
は
、
他
者
危
害
の
防
止
を
目
的
と
し
た
処
罰
と
一言宇
り
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
「自
己
奴
隷
化
契
約
は
無
効
で
あ



る
」
と
い
う
ミ
ル
の
主
張
は
、
彼
も
言
う
よ
う
に
、
危
害
原
理
を
根
拠
に
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
多
く
の
論
者
は
そ
う
し
た
考
え
を
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
為
さ
れ
る
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
う
い
っ

た
見
方
を
採
る
人
々
に
よ
れ
ば
、
ミ
ル
は

「Ｓ
き
ヽ
こ
ｓ
ｓ
ｓ
ヽ
コ
ミ
ヽ
ミ
ｅ

と
い
う
原
則

（以
後

一同
意
原
則
」
と
表
記
）
を
支
持
し
て
い

る

つ
０
〓
げ
０
“

お
”
ヽ
■
Ｏ
ｒ
ｏ
く
０
言
い
ｏ
日
ヽ
Ｓ
ｅ
。
一
般
的
に
、
こ
れ
は

「同
意
の
上
で
為
さ
れ
た
こ
と
は
危
害
で
は
な
い
」
と
い
う
原

則
と
解
さ
れ
て
い
る

（ｒ
ｏ
く
Ｒ
［
一
８
Ｐ
Ｓ
９
。
そ
し
て
、
こ
の

「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
い
う
考
え
方
に
従
う
と
、
両
者
の
合
意
の

も
と
で
自
己
奴
隷
化
契
約
が
結
ば
れ
、
あ
る
人
が
別
の
人
を
奴
隷
に
し
た
場
合
、
そ
の
主
人
は
奴
隷
に
危
害
を
加
え
て
は
い
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
他
者
危
害
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
契
約
に
反
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
し
、
さ
ら
に
、
主

人
が
奴
隷
に
危
害
を
加
え
て
い
な
い
以
上
、
そ
う
い
っ
た
危
害
の
防
止
を
目
的
と
し
た
処
罰
を
当
人
に
科
す
こ
と
も
不
可
能
に
な
る
。
多

く
の
論
者
は
こ
う
議
論
し
て
、
ミ
ル
に
よ
る
自
己
奴
隷
化
契
約
へ
の
反
対
論
は
、
危
害
原
理
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
て
い

る
。で

は
、
い
っ
た
い
何
に
依
つ
た
反
対
論
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の
よ
う
に
解
す
る
人
々
に
よ
れ
ば
、
「自
己
奴
隷
化
契
約
は
無
効
で
あ

る
」
と
い
う
ミ
ル
の
主
張
は
、
「リ
ー
ガ
ル
・パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「何
ら
か
の
法
的
禁
止
に
よ
り
、
行

為
者
自
身

へ
の

（身
体
的
、
精
神
的
、
経
済
的
）
危
害
の
防
止
が
見
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
禁
上
を
支
持
す
る

（必
ず
し

も
決
定
的
と
は
限
ら
な
い
が
）
十
分
か
つ
妥
当
な
理
由
で
常
に
あ
る
」
と
い
う
思
想
を
意
味
す
る

Ｏ
ｏ
〓
げ
０“

お
∞
０
じ
。
そ
し
て
、
「同

意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
い
う
考
え
方
に
則
る
の
で
あ
れ
ば
、
「自
己
奴
隷
化
契
約
の
履
行
に
よ
り
、
主
人
は
奴
隷
に
危
害
を
加
え
た
こ
と

に
な
る
」
と
は
言
え
な
く
な
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
「ン）う
し
た
契
約
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
で
、
奴
隷
化
と
い
う
悪
行
の
受
難
に
同
意

し
た
人
は
、
自
分
自
身
に
危
害
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
こ
と
い
う
見
方
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
奴
隷
化
契
約
へ
の
反
対
論

は
、
行
為
者

（奴
隷
）
自
身

へ
の
危
害
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
そ
う
し
た
論
者
た
ち
の
解
釈
で
あ
る
。

五
三
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ま
た
、
主
人
に
対
す
る
処
罰
も
、
奴
隷
に
よ
る
自
分
自
身

へ
の
危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
為
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
者
自
身

へ
の

危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
別
の
人
に
対
す
る
処
罰
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
は
、
「純
粋
で
は
な
い
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
０
て
８
〓
●

Ｈ銘
Ｈヽ
Ｐ
５
，Ｐ
口
）
、
あ
る
い
は

「間
接
的
リ
ー
ガ
ル
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
つ
０
ゴ
ギ
消
”
お
郎
ヽ
Φ
‐口
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
で
見
た
通
り
、
「自
己
奴
隷
化
契
約
は
無
効
で
あ
る
」
と
い
う
ミ
ル
の
主
張
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
根
拠
に
し
た
も
の
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
思
想
を
擁
護
す
る
人
々
は
、
「危
害
原
理
の
熱
烈
な
支
持
者
で
あ
る
ミ
ル
で
さ
え
、
そ
の
例
外
を

認
め
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
妥
当
性
を

（少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
）
認
め
て
い
る
」
と
論
じ
、
彼
の
こ
の
主
張
を
自
分
の
立
場
を
補
強

す
る
も
の
と
見
て
い
る

（ユ
ニ
ン
δ
丼
〓

Ｐ銘
Ｆ
〓
『
〓
Ｐ
く
ｏ
日
“

Ｎ８
Ｐ
Ｎ
ヽ
お
Ｐ９
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
誤
り
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ミ
ル
は

「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
二言
え
る
論
拠
を
次
節
で
提
示
す
る
。

第
二
節
　

ミヽ
ル
に
お
け
る
同
意
原
則

「ミ
ル
は
同
意
原
則
を
支
持
し
て
い
る
」
と
い
う
の
が
、
自
己
奴
隷
化
契
約
の
有
効
性
の
否
定
を
、
危
害
原
理
の
例
外
の
承
認
と
解
す

人
々
の
主
張
で
あ

つ
た
が
、
実
蔭
あ
と
こ
ろ
、
彼
は

『自
由
論
』
の
二
年
後
に
公
表
さ
れ
た

『功
利
主
義
』
第
五
章
の
中
で
、
こ
の
原
則

に
言
及
し
て
い
る
。

ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
原
則
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
か
を
説
明
す
る
。
同
章
の
主
題
は

「正
義

０
●
∽寿
じ
」
で

あ
る
が
、
そ
の
中
の
あ
る
箇
所
に
お
い
て
、
「正
義
に
関
わ
る
問
題
に
お
い
て
意
見
の
対
立
は
存
在
し
得
な
い
」
と
い
う
見
方
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
対
し
、
ミ
ル
は

「何
が
正
し
い

０
●
∽
し

の
か
」
と
い
う
問
題
に
関
す
る
人
々
の
意
見
は
多
種
多
様
で
あ
り
、

現
に
対
立
は
存
在
す
る
、
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
そ
の
誤
り
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
が

（〓
畠

Ｈ錦
ｒ
一
田
／
三
三

一
～
三
二

二
頁
）、
そ
う
い
っ
た
意
見
の
対
立
の
存
在
す
る
問
題
の
一
例
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が
、
「法
的
処
罰
は
正
し
い
か
否
か
」
と
い
う
問
い



で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
意
原
則
に
関
す
る
彼
の
言
明
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
諸
論
者
の
主
張
の
紹
介
の
中
で
登
場
す
る
。
以
後
、
当
該

箇
所
の
検
討
を
つ
う
じ
て
、
同
原
則
に
対
し
、
ミ
ル
が
い
か
な
る
見
方
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
確
認
を
行
う
。

先
述
の
問
い
に
対
す
る
回
答
と
し
て
彼
が
紹
介
す
る
の
は
、
①

「見
せ
じ
め
の
た
め
に
、
誰
か
を
処
罰
す
る
の
は
不
正
で
あ
る
が
、
罰

を
受
け
る
人
自
身
の
利
益
の
増
大
を
目
的
と
し
た
刑
罰
は
正
し
い
」
と
い
う
意
見
と
、
②

「分
別
の
つ
く
年
齢
に
達
し
た
人
を
、
当
人
自

身
の
利
益
の
た
め
に
罰
す
る
の
は
不
正
で
あ
る
が
、
他
者
に
害
悪
が
及
ぶ
の
を
防
ぐ
た
め
の
処
罰
は
正
し
い
」
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
こ

の
②
の
支
持
者
は
①
の
側
に
、
「別
の
人
が
あ
る
人
の
利
益
と
考
え
る
も
の
を
、
そ
の
人
に
押
し
つ
け
る
の
は
不
正
で
あ
る
」
と
い
う
批
判

を
向
け
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
①
の
側
も
②
に
、
「当
人
の
同
意
も
な
く
、
あ
る
人
を
他
者
の
利
益
の
た
め
の
犠
牲
に
す
る
の
は
不
正

で
あ
る
」
と
い
う
論
難
を
加
え
る

Ｏ
Ｌ
ヽ
・
Ｎ
Ｓ
／
三
三
二
～
三
三
二
頁
）。
そ
し
て
、
ミ
ル
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
批
判
に

対
し
て
は
、
い
ず
れ
の
側
に
立
つ
者
も
社
会
契
約
説
に
則
っ
た
応
答
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
と
い
う
も
の
が
始
ま
る
前
に
、

人
々
は
法
に
従
う
と
い
う
契
約
を
結
ん
で
、
（①
に
よ
れ
ば
）
自
分
の
利
益
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
６
）に
よ
る
と
）
他
者
の
利
益
の
た

め
に
、
処
罰
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
不
正
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
意
原
則
に
対
す
る
ミ

ル
の
見
方
が
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
応
答
の
紹
介
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
こ
こ
で
引
用
す
る
。
な
お
、
冒
頭
の

「そ
の

他
の
異
議
」
と
は
先
に
述
べ
た
諸
批
判
を
指
す
。

そ
の
他
の
異
議
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
よ
く
用
い
ら
れ
る
考
案
が
契
約
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
い
つ
な

の
か
は
不
明
な
、
あ
る
期
間
の
う
ち
に
、
社
会
の
成
員
は
皆
、
法
に
従
う
と
い
う
契
約
を
結
び
、
そ
れ
に
服
従
し
な
け
れ
ば
罰
せ
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
契
約
は
そ
れ
が
な
け
れ
ば
保
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
類
の
権
利
、
す
な
わ
ち
、
〔罰

を
受
け
る
人
〕
自
身
の
利
益
あ
る
い
は
社
会
の
利
益
の
た
め
に
、
人
々
を
処
罰
す
る
と
い
う
権
利
を
為
政
者
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
巧
妙
な
考
え
は
難
点
を
全
て
取
り
除
き
、
受
容
さ
れ
て
い
る
別
の
正
義
の
格
率
に
よ
つ
て
、
懲
罰
を
正
当
化
す
る
も
の

五
五
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と
思
わ
れ
た
。
そ
の
格
率
と
は
電
や
ヽ
工
ｓ
ｓ
ヽ
ヽ
こ
ミ
ミ
ミ
ヽ
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
つ
て
危
害
を
被

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
の

同
意
を
も

っ
て
為
さ
れ
た
こ
と
は
不
正
で
は
な
い
、
と
い
う
格
率
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
の
合
意
が
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な

い
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
格
率
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
別
の
格
率
に
、
権
威
と
い
う
点
で
優
越
す
る

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
言
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
正
義
の
格
率
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
い
い

加
減
で
不
規
則
な
発
達
の
仕
方
の
見
本
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
点
で
我
々
が
参
照
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
法
廷
は
時
折
、
精
密
な
判

断
を
下
そ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
、
も

っ
と
大
き
な
害
悪
の
せ
い
で
、
大
変
不
正
確
な
推
定
で
あ

っ
て
も
満
足
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
こ
の
特
定
の
格
率
が
そ
う
し
た
急
を
要
す
る
事
態
で
の
助
け
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
、

と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
廷
で
さ
え
、
こ
の
格
率
に

一
貫
し
て
執
着
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
は
詐
欺
や
時
に
は
単
な
る
誤
認
ゆ
え
に
、
占鼻
策
胆
契
約
が
無
効
に
な
る
と
い
う
こ
と
み
〓認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
ｇ
ｅ

いヽ
い
い
い
い
∞
／

三
三
三
～
三
二
四
頁
）

こ
こ
で
、
同
意
原
則
は
社
会
契
約
と
い
う

（現
実
に
為
さ
れ
た
の
で
は
な
い
）
仮
想
的
な
同
意
と
の
関
連
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
引
用
の
後
半
部
で
は
、
現
実
に
行
わ
れ
た
自
発
的
契
約
を
問
題
と
す
る
法
廷
と
い
う
場
で
の
、
当
原
則
の
扱
い
が
論
じ
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
同
意
原
則
は
、
こ
う
い
っ
た
自
発
的
契
約
の

一
形
態
で
あ
る
自
己
奴
隷
化
契
約
に
お
い
て
も
適

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
そ
し
て
、
本
稿
の
議
論
と
の
関
連
で
、
特
に
強
調
す
べ
き
は
、
右
の
引
用
文
中
で
、
こ
の
原
則
が

「同
意
の
上
で
為
さ
れ
た
こ
と
は
危
害
で
は
な
い
」
で
は
な
く
、
「危
害
を
被
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
の
同
意
を
も

つ
て
為
さ
れ
た
こ

と
は
不
正
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
空
谷
を
持
つ
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ル
の
考
え
る
と
こ
ろ

だ
と
、
当
原
則
は

「危
害
で
あ
る
か
否
か
」
で
は
な
く
、
「そ
の
危
害
は
不
正
か
否
か
」
と
い
う
問
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

同
意
原
則

へ
の
こ
う
し
た
捉
え
方
を
見
る
限
り
、
被
害
者
の
同
意
の
有
無
が
、
「当
人
に
対
す
る
特
定
行
為
が
危
害
で
あ
る

（ま
た
は
、
危



害
で
は
な
い
と

と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
要
因
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
を
ミ

ル
の
見
方
と
解
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
彼
は
そ
う
い
っ
た
考
え
方
を
否
定
し
、
ヨ

般
的
に
あ
る
人
へ
の
危
害
と
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
同
意
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
も
危
害
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
認
識
に
従
え
ば
、
誰
か
を
奴
隷
に
し
た
人
は
、
た
と
え
奴
隷
の
側
の
同
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
人
に
危
害
を

加
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
主
人
に
対
す
る
処
罰
は
他
者
危
害
の
防
止
と
い
う
目
的
に
合
致
し
た
も
の
と
二言
え
る
。
ま

た
、
自
己
奴
隷
化
契
約
の
有
効
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
危
害
を
容
認
す
る
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
危
害
原
理
を
支
持
す
る

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
と
う
て
い
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
２́

こ
の
よ
う
に
、
「自
分
を
奴
隷
と
し
て
売
り
渡
す
契
約
は
無
効
で
あ

る
」
と
い
う
ミ
ル
の
主
張
は
、
危
害
原
理
の
例
外
の
承
認
で
は
な
く
、
そ
の
原
理
に
則
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

結
論こ

こ
ま
で
の
議
論
で
見
て
き
た
通
り
、
「自
己
奴
隷
化
契
約
は
無
効
で
あ
る
」
と
い
う
ミ
ル
の
主
張
を
、
危
害
原
理
の
例
外
の
承
認
と
捉

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
主
張
は
同
原
理
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
は
考
え
な
い
彼
の
立

場
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
立
場
の
法
の
限
界
と
い
う
問
題
に
お
け
る
意
義
は
何
で
あ
ろ
う
か
。　
一
言
で
一一言
え
ば
、
同
意
殺
人
や
同
意
傷
害
の
加

害
者
に
対
す
る
処
罰
の
妥
当
性
を
確
証
す
る

一
方
で
、
こ
の
種
の
犯
罪
に
関
係
し
た
法
の
濫
用
を
防
ぐ
と
い
う
点
に
、
そ
の
意
義
は
見
出

さ
れ
る
。
以
降
で
、
こ
の
よ
う
な
意
義
の
所
在
を
、
ミ
ル
と
は
異
な
り
、
危
害
原
理
と

「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
い
う
見
方
の
両
方

を
肯
定
す
る
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
の
議
論
の
検
討
を
つ
う
じ
て
解
明
し
、
そ
れ
を
も
つ
て
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

彼
の
論
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
あ
る
人
が
別
の
人
に
そ
の
同
意
の
上
で
危
害
を
加
え
る
こ
と
を
、
「他
者
危
害
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
七
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ゆ
え
に
、
当
人
に
対
す
る
刑
罰
は
危
害
原
理
で
は
な
く
、
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
が
否
定
す
る
間
接
的
リ
ー
ガ
ル
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る

Ｏ
ｏ
〓
げ
ｏ
品

Ｈ８
９
〓
）。
こ
う
し
た
立
論
の
問
題
は
、
我
が
国

を
合
め
、
多
く
の
国
で
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
同
意
殺
人
や
同
意
傷
害
を
処
罰
す
る
根
拠
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
を
可
罰
対
象
に
し
な
い
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
ニ
ー
ル
も
言
う
よ

う
に
、
「人
々
が
時
に
、
大
変
受
け
入
れ
難
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
行
為
に
、
さ
ら
に
は
、
彼
ら
に
深
刻
な
危
害
を
加
え
た
り
、
抑
圧
し
た

り
、
品
位
を
貶
め
る
よ
う
な
行
為
に
さ
え
、
心
か
ら
同
意
す
る
と
い
う
証
拠
は
あ
ま
り
に
も
多
い
」
か
ら
で
あ
る

（〇
）Ｚ
Ｏ
〓
い
ｏ
８
ヽ
“
０
。

そ
う
い
っ
た
危
険
が
あ
る
以
上
、
「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
い
う
考
え
方
を
否
定
す
る
こ
と
で

（少
な
く
と
も
、
そ
れ
を
絶
対
的
原
則

と
し
な
い
こ
と
で
）
、
同
意
の
上
で
の
危
害
も
処
罰
の
対
象
と
な
る
余
地
を
残
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
ミ
ル
の
議
論
は
ま
さ
に
こ
の
方
向

で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
支
持
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
危
害
に
対
す
る
刑
罰
を
リ
ー
ガ
ル
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
正

当
化
す
る
、
と
い
う
道
も
あ
る
だ
ろ
う
．。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
方
向
で
行
く
と
、
「同
意
危
害
と
い
う

事
例
に
お
い
て
、
そ
の
加
害
者
だ
け
を
処
罰
す
る
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

も
し
、
こ
の
よ
う
な
危
害
の
被
害
者
を

「自
分
自
身
に
危
害
を
加
え
て
い
る
人
」
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
人
を
そ
の
加
害
者
と
共
に
罰

す
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
行
為
者
自
身
に
対
す
る
危
害
の
き
わ
め
て
有
効
な
抑
止
手
段
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な

処
罰
の
存
在
に
よ
り
、
「他
の
人
か
ら
危
害
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
同
意
し
よ
う
」
と
思
っ
て
い
る
人
の
意
欲
は
、
大
き
く
そ
が
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
リ
ー
ガ
ル
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
支
持
す
る
人
は
、
こ
う
い
っ
た
事
実
も
法
的
処
罰
を
正
当
化
す
る
理

由
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
同
意
危
害
を
可
罰
対
象
と
す
る
こ
と
の
根
拠
を
リ
ー
ガ
ル
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
求
め
る
と
、
そ
う
し
た
危
害
を
受
け
た



人
に
対
す
る
刑
罰
も
是
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
支
持
者
で
さ
え
、
こ

の
よ
う
な
処
罰
を
適
正
な
も
の
と
見
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
「合
意
の
上
と
は
一言
え
、
誰
か
の
悪
行
を
被
っ
た
人
に
法
的
処
罰

を
科
し
て
、
さ
ら
な
る
窮
状
を
も
た
ら
す
の
は
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
我
々
の
多
く
が
持
つ
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、

危
害
原
理
を
支
持
し
つ
つ
も

「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
と
い
う
考
え
方
を
否
定
す
る
立
場
は
、
そ
う
し
た
法
の
濫
用
の
抑
止
を
可
能
に

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
立
脚
す
る
限
り
、
同
意
危
害
の
被
害
者
に
対
す
る
刑
罰
は
、
当
人
が
い
か
な
る
意
味
で
も
他
者
に
危
害
を
加

え
て
い
な
い
以
上
、
絶
対
に
正
当
化
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ミ
ル
の
立
場
の
意
義
は
、
同
意
殺
人
や
同
意
傷
害
の
加
害

者
を
処
罰
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
認
め
る

一
方
で
、
そ
の
被
害
者
に
対
す
る
罰
は

一
切
許
容
し
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
「自
己

奴
隷
化
契
約
は
無
効
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
主
張
は
、
危
害
原
理
の
例
外
の
容
認
で
は
な
く
、
そ
う
い
っ
た
立
場
の
表
明
と
し
て
読
ま
れ

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

註．
以
後
、
諸
文
献
か
ら
の
引
用
・参
照
は
、
（著
者

刊
行
年
、
該
当
頁
）
と
い
う
形
式
で
表
記
し
、
翻
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
該
当
頁
数
の
み

を
付
記
す
る
。
た
だ
し
、
訳
は
す
べ
て
拙
訳
に
よ
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
の

〔　
〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
を
表
す
。

２
た
だ
し
ヽ
『自
由
論
』
で
こ
の
表
現
が
使
わ
れ
る
の
は
、
、，
①
も
一ヽ●
９
２
ｏ
Ｒ

〓
２
く
〓
ｏ
Ｌ
目
げ
Ｑ
■
．、
ど
〓
ｏ
■

，
ｏ
■̈
ｏ
３

」お
ｏ
Ｏ
ｏ
８
．
と
い
う
言
い
方

が
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
合
め
、
五
箇
所
だ
け
で
あ
る

（〓
〓

“
３
ヽ
Ｓ
ｐ
８
Ｐ
８

，
８
●
８
い
／
二
〇
四
、
二

一
三
、
二
二
九
、
二
三
〇
、
二
三
九
頁
）。

３

「世
論
に
よ
る
道
徳
的
強
制
」
と
は
、
「従
わ
な
け
れ
ば
世
論
に
よ
る
処
罰
を
科
す
」
と
い
う
脅
し
を
使

っ
た
、
特
定
行
為
の
遂
行
や
差
し
控
え
の
強
要

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
強
制
を
他
者
危
害
の
防
止
以
外
の
目
的
で
用
い
る
こ
と
が
、
『自
由
論
』
で
特
に
問
題
視
さ
れ
る

「多
数
者
の
専

制
」
に
当
た
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
米
原
二
〇
〇
七
を
参
照
。

４
こ
う
し
た
批
判
の
一
例
と
し
て
、
〓
８
０̈
●
り
８
８
Ｌ
Ｖ
‐る
０
／

一
七
〇
～

一
七
七
頁
を
参
照
。

五
九



六
〇

５
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
す
る
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、
法
の
限
界
を
巡
る
大
著
の
執
筆
者
と
し
て
有
名
な
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ

０
２
●
齋
漱
■
８
ρ
ざ
，Ｓ
）

や
、
今
日
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
議
論
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
論
文
の
著
者
ジ

ェ
ラ
ル
ド

・
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る

Ｏ
ξ
Ｒ
巨
●

ＨＯ
Ｎ
日ヽ
　Ｐ
ＨＮ
，Ｈ
Ｈ∞
）
。

６
そ
れ
以
外
に
、
「法
的
処
罰
は
例
外
な
く
不
正
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
も
紹
介
さ
れ
る
が
、
本
稿
の
議
論
と
は
無
関
係
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す

Ｚ

υ

。

７
同
意
傷
害
を
不
可
罰
と
す
る
見
方
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
、
佐
藤
二
〇

一
一
、　
一
〇
九
～

一
一
〇
頁
を
参
照
。

３
ベ
イ
カ
ー
や
ポ
ス
テ
マ
も
こ
の
意
見
に
与
し
て
、
「同
意
あ
れ
ば
危
害
な
し
」
を
絶
対
的
原
則
と
見
る
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
を
批
判
し
て
い
る
Ｏ
“
″
ｑ

８
８
・

ｏ
∽
Ｏ
　
ＰＯ
卜
‐Ｈ
Ｈ卜
¨
Ｈ）０
〇
一ｏ●
ｏ”
Ｎ
一
０
い
ヽ
ｏ
∽ｏ
　
ω
Ｐい
‐∞
Ｈ∞
）。

９
こ
う
し
た
立
場
は

「同
意
危
害
の
加
害
者
は
常
に
処
罰
の
対
象
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
刑
罰
に
よ
っ
て
人
々
に
も
た
ら
さ

れ
る
悪
影
響
が
、
そ
の
よ
う
な
罰
に
よ
っ
て
防
が
れ
る
害
悪
を
上
回
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
加
害
者
を
罰
し
な
い
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
同
意
危
害
の
加
害
者

へ
の
処
罰
に
よ
る
悪
影
響
は
、
同
意
が
存
在
し
な
い
場
合
よ
り
も
大
き
い
も
の
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ン」う
い
っ

た
事
情
を
鑑
み
る
と
、
そ
う
し
た
加
害
者
に
対
す
る
処
罰
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
殺
人
や
重
傷
を
負
わ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
奴
隷
化
な
ど
、
そ
の
危

害
が
特
に
深
刻
な
場
合
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
採
る
最
近
の
論
者
の
議
論
と
し
て
、
”
辮
９

８
８
・
３
フ

〓
ｏ
〓
∞
や
”
ｑ
”
ε
‐

∽
Ｏ
口
Ｎ一
ＨＯ
ヽ
０
∽０
　
日ヽ
ヽ
Ｐ∞
ロ
カ
■
赤
稲
膊
。

‐ｏ
ミ
ル
に
よ
る
全
面
的
な
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
問
題
視
す
る
ハ
ー
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る

（口
臼
汁
ＰＳ
Ｐ
”
）
。

Ｈ
法
学
者
の
小
林
は
、
自
殺
関
与
や
同
意
殺
人
に
対
す
る
処
罰
を
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
正
当
化
す
る
と
い
う
試
み
に
触
れ
つ
つ
、
「
こ
の
よ
う
な

主
張
は
相
当
の
説
得
力
を
有
す
る
が
、
厳
密
に
考
え
る
と
そ
れ
は
自
殺
や
他
殺

へ
の
〔被
害
者
の
側
の
〕
同
意
を
禁
止
す
る
根
拠
に
は
な
っ
て
も
、
そ
れ

ら
を
放
任
し
つ
つ
、
そ
こ
に
関
与
し
た
第
二
者
の
み
を
処
罰
す
る
こ
と
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
（小
林
二
〇
〇
七
、
七
頁
）
、

こ
れ
も
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
言
え
る
。
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