
け
る
「
自
由
」
の
範
囲
を
問
う
際
に
も
有
効
な
論
点
を
含
む
と
い
う
こ

と
）
を
確
認
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
論
文
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
で

の
カ
ン
ト
の
啓
蒙
思
想
に
あ
ら
わ
れ
る
「
言
論
の
自
由
」
が
、
彼
の
道
徳

哲
学
に
お
い
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
「
理
性
的
な
自
由
」
に
基
づ
く
概
念
で

あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
理
性
的
な
自
由
」
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
か
に
関
し
て
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
議
論

を
参
照
し
つ
つ
解
説
を
試
み
た
。
本
論
文
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在

者
の
自
律
を
可
能
な
ら
し
め
る
理
性
の
普
遍
的
な
法
則
が
「
道
徳
法
則
」

で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
論
証
に
焦
点
を
当
て
、「
理
性
的
な
自
由
」
が

す
な
わ
ち
「
道
徳
的
な
自
由
」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
道
徳
法

則
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
人
間
性
が
そ
れ
自
体
と
し
て

尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
な
る
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ
れ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
「
人
間
の
道
具
化
禁
止
」
の
命
法
が
、｢

言
論
の

自
由
」
を
含
め
た
「
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
自
由
」
の
前
提
と

な
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

　

第
二
章
で
は
、
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
表
現

の
自
由
市
場
論
」
の
解
釈
を
通
し
て
、
人
間
の
不
完
全
性
お
よ
び
発
展
可

能
性
に
基
づ
く
他
者
へ
の
尊
重
の
義
務
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
論
文
は
、

ミ
ル
が
「
表
現
の
自
由
」
の
最
大
限
の
保
障
を
唱
え
た
理
由
で
あ
る
「
最

大
限
の
社
会
的
効
用
」
が
社
会
成
員
の
「
幸
福
の
促
進
」
と
「
危
害
の
防

止
」
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
点
、
さ
ら
に
、
幸
福
の
実
現
は
「
個
性
の
発

揮
」
に
よ
る
個
人
の
成
長
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
点
に
注

目
し
、
ミ
ル
の
提
唱
し
た
「
危
害
原
則
」
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
も
の
は
「
他
者
の
個
性
の
自
由
な
発
展
を
妨
げ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
逆

〈
二
〇
二
二
年
度
学
部
卒
業
論
文
の
概
要
〉

「
表
現
の
自
由
」
の
現
代
的
課
題

金
　
　
　
俚
　
愿

本
論
文
で
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
「
表
現
の
自
由
」
概
念
が
有
す
る

曖
昧
さ
の
所
以
を
「
自
由
」
概
念
そ
の
も
の
に
関
す
る
絶
対
的
な
合
意
の

不
在
に
見
出
し
、
検
閲
と
嫌
悪
表
現
（
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
）
の
放
任
を

両
極
端
と
す
る
現
代
の
表
現
環
境
を
い
か
に
し
て
改
善
し
得
る
か
に
つ
い

て
考
察
を
行
っ
た
。
現
代
社
会
に
適
用
可
能
な
「
表
現
の
自
由
」
の
範
囲

設
定
と
い
う
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
用
い
た
方
法
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
と
ミ
ル
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
近
代
的
な

「
自
由
」
概
念
の
基
礎
づ
け
を
二
つ
の
章
に
お
い
て
検
討
し
た
。
続
い
て
、

両
者
が
有
す
る
妥
当
性
と
現
代
社
会
に
当
て
は
め
た
際
の
限
界
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
近
代
に
由
来
す
る
「
人
間
性
」
の
理
念
が
現
代
に
お
い
て
も

な
お
考
慮
さ
れ
る
べ
き
倫
理
的
価
値
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
。

第
一
章
は
「
現
代
批
判
の
た
め
の
カ
ン
ト
哲
学
」
と
題
し
、
カ
ン
ト
の

擁
護
し
た
「
自
由
」
が
特
定
の
時
代
や
場
所
に
限
定
さ
れ
な
い
「
人
類
全

体
」
に
妥
当
す
る
普
遍
的
理
念
で
あ
る
こ
と
（
し
た
が
っ
て
、
現
代
に
お
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け
て
努
力
し
得
る
存
在
と
し
て
の
人
間
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
人
間
理
解

は
た
と
え
単
な
る
理
念
に
と
ど
ま
ろ
う
と
も
、
個
々
人
の
主
観
的
な
行
為

原
理
や
一
般
的
な
教
育
、
法
体
制
な
ど
の
根
幹
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

に
当
の
原
則
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
「
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
成
員
に
よ
る
個
性
の
自
由
な
発
展
」
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
よ

り
確
か
な
真
理
へ
の
接
近
」
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
ミ
ル
の
議
論
の
基
づ

く
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
現
代
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
「
単
な
る

好
き
嫌
い
を
あ
た
か
も
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
主
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
他
者
の
自
由
な
成
長
に
害
を
も
た
ら
す
」
も
の
と
し
て
、
道
徳
的
非
難

に
値
す
る
行
為
と
判
定
で
き
る
。

第
三
章
で
は
、
先
の
二
つ
の
章
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
近
代
的
な
「
表

現
の
自
由
」
論
が
、
現
代
特
有
の
変
化
し
た
表
現
環
境
の
中
で
い
か
な
る

意
義
を
持
ち
得
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。
第
一
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
技
術

的
発
達
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
表
現
環
境
の
複
雑
化
お

よ
び
価
値
の
多
元
化
の
た
め
、「
表
現
の
自
由
」
を
優
先
的
な
価
値
と
し

て
認
め
た
り
、
反
対
に
表
現
行
為
に
対
す
る
一
定
の
法
的
規
制
を
設
け
る

根
拠
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
第
二
に
、
表
現
行
為
に
お
け
る
「
公

私
」
の
区
分
が
曖
昧
に
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
の
平
等
と

と
も
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
コ
ン
テ
ン
ツ
の
量
産
と
い
う
問
題
が
台
頭
し

て
い
る
。
第
三
に
、
コ
ン
テ
ン
ツ
間
の
競
争
が
促
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
環
境

の
中
で
は
、
情
報
の
発
信
者
が
自
ら
を
「
商
品
化
」
す
る
こ
と
が
暗
黙
の

う
ち
に
推
奨
さ
れ
、
結
果
と
し
て
人
間
の
道
具
化
現
象
が
著
し
く
な
っ

た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
で
検
討
さ
れ
た

近
代
的
な
「
表
現
の
自
由
」
擁
護
論
は
「
人
間
性
の
尊
重
に
基
づ
く
表
現

環
境
」
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
課
題
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
論
文
が
導
き
出
し
た
カ
ン
ト
と
ミ
ル
の
自
由
論

の
共
通
項
は
「
理
性
を
も
っ
て
社
会
の
改
善
を
構
想
し
、
そ
の
理
念
に
向
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世
界
市
民
概
念
と
平
和
の
問
題

山
　
下
　
　
　
航

本
論
文
の
中
心
的
な
課
題
は
戦
争
を
は
じ
め
と
し
た
権
利
侵
害
と
い
う

諸
問
題
の
原
因
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
見
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
問
題
を

解
決
し
「
永
遠
平
和
」
へ
の
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
多
層
性
の
あ
る

「
世
界
市
民
」
概
念
の
細
や
か
な
内
容
並
び
に
そ
の
意
義
を
捉
え
だ
す
こ

と
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ゲ
ル
ナ
ー
『
民
族
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』

を
参
照
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
用
意
し
た
も
の
と
し
て
近
代
産
業
社
会
の

成
立
の
条
件
で
あ
る
国
民
国
家
を
挙
げ
た
。
近
代
国
家
の
中
央
集
権
的
な

教
育
制
度
と
結
び
つ
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
困
難
で

は
あ
る
も
の
の
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
以
来
の
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム

の
概
念
に
そ
の
可
能
性
を
見
定
め
た
。

第
二
章
で
は
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
両
立
が
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
「
世
界
市
民
」
と
い
う
人
間
の
在
り

方
の
意
義
を
カ
ン
ト
哲
学
に
依
拠
し
論
じ
た
。
具
体
的
に
は
『
判
断
力

批
判
』
に
お
け
る
「
悟
性
の
三
つ
の
格
率
」
を
踏
ま
え
て
「
世
界
市
民
」

が
、
単
に
自
ら
の
私
的
な
生
活
に
お
け
る
関
心
に
の
み
囚
わ
れ
る
の
で
は

な
く
、
自
分
自
身
の
悟
性
を
自
分
で
多
元
的
に
使
用
し
世
界
で
生
じ
て
い

る
諸
問
題
に
対
し
、
理
性
的
に
首
尾
一
貫
し
て
考
え
、
時
に
は
意
見
を
公

表
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
う
え
で
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
「
世
界
市
民
」
と
が
合
致
す
る
点

を
理
念
と
し
て
の
共
和
制
に
お
い
て
立
法
権
を
担
う
市
民
の
義
務
の
遂
行

に
見
出
し
た
。
立
法
権
を
担
う
市
民
の
役
割
は
共
和
制
に
と
っ
て
不
可
欠

で
あ
る
た
め
、
市
民
に
は
そ
の
生
活
す
る
地
に
の
み
負
う
特
別
の
義
務
が

あ
り
、
そ
れ
が
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
パ
ト
リ

オ
テ
ィ
ズ
ム
と
も
両
立
し
人
類
の
権
利
を
擁
護
し
「
永
遠
平
和
」
の
実
現

へ
と
努
力
し
得
る
新
た
な
「
世
界
市
民
」
概
念
が
結
論
と
し
て
得
ら
れ
た
。

第
三
章
で
は
そ
の
保
障
に
努
め
る
べ
き
権
利
の
根
拠
、
並
び
に
そ
の
権

利
を
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
保
障
す
る
体
制
を
カ
ン
ト
哲
学
に
立
脚
し
論

じ
た
。
人
間
の
有
す
る
諸
権
利
は
道
徳
法
則
に
由
来
す
る
唯
一
生
得
的
な

権
利
、
つ
ま
り
は
人
間
性
の
権
利
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

権
利
を
完
全
に
保
障
す
る
こ
と
こ
そ
カ
ン
ト
が
「
永
遠
平
和
」
と
呼
ぶ
状

態
で
あ
る
。「
永
遠
平
和
」
の
た
め
に
は
市
民
の
統
合
し
た
意
志
で
あ
る

立
法
権
が
執
行
権
並
び
に
裁
判
権
と
分
離
さ
れ
て
い
る
共
和
的
国
家
の
設

立
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
一
国
に
お
い
て
共
和
制
が
設

立
さ
れ
た
と
し
て
も
、
国
家
間
の
関
係
は
依
然
と
し
て
自
然
状
態
の
ま
ま

で
あ
る
た
め
国
家
間
の
関
係
も
ま
た
法
的
状
態
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
カ
ン
ト
が
構
想
し
た
法
的
な
国
家
関
係
は
国
際
連
盟
で
あ
り
、
そ

こ
に
お
い
て
諸
国
家
は
互
い
に
平
等
な
関
係
に
あ
り
、
国
家
間
で
生
じ
た

権
利
の
問
題
は
戦
争
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
国
家
間
の
会
議
に
よ
っ
て
解

決
さ
れ
る
。
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世
界
市
民
法
／
権
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
「
永
遠
平
和
」
は
達
成
さ
れ

得
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
カ
ン
ト
哲
学
の
特
徴
が
あ
る
。
国
家
に
属
さ
な

い
よ
う
な
商
人
や
難
民
と
い
っ
た
人
の
権
利
や
、
国
家
と
個
人
の
間
で
生

じ
る
権
利
と
義
務
と
を
め
ぐ
る
問
題
は
国
家
法
で
も
国
際
法
で
も
保
障
の

対
象
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
個

人
も
国
家
も
「
一
道
徳
的
人
格
」
と
し
て
見
て
、
そ
れ
ら
の
関
係
に
お
け

る
権
利
と
義
務
と
を
問
題
に
す
る
世
界
市
民
法
／
権
を
論
じ
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
権
利
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
を
人
間
は
訪
れ
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
世
界
市
民
法
／
権
は
国
家
に
対
し
、
難
民
と

い
っ
た
他
国
へ
の
訪
問
の
可
否
が
命
を
左
右
す
る
場
合
に
は
義
務
と
し
て

そ
の
人
を
入
国
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
、
個
人
に
対
し
て

は
訪
れ
た
地
に
お
い
て
住
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な
敵
対
的
な
行
為

を
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
こ
に
定
住
す
る
た
め
に
は
新
た
な
契
約
を
必
要
と

す
る
こ
と
を
教
え
る
。

ま
た
本
論
文
で
は
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
権
概
念
の
意
義
を
ビ
ト
リ
ア
の

権
利
論
と
の
対
比
か
ら
見
出
し
た
。
ビ
ト
リ
ア
の
権
利
論
は
各
人
に
あ
ら

ゆ
る
地
を
訪
問
す
る
だ
け
で
な
く
定
住
す
る
こ
と
を
も
認
め
た
こ
と
で
ス

ペ
イ
ン
人
の
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
余
地
を
与
え
て
い
る
一
方
で
、

世
界
市
民
権
を
訪
問
の
権
利
に
と
ど
め
た
カ
ン
ト
の
見
解
は
断
固
と
し
て

植
民
地
支
配
を
許
さ
ず
、「
永
遠
平
和
」
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
結
論

付
け
た
。

第
四
章
で
は
「
永
遠
平
和
」
を
「
自
然
」
概
念
に
よ
っ
て
「
保
証
」
す

る
カ
ン
ト
の
行
論
を
検
討
し
た
。
カ
ン
ト
は
人
間
の
傾
向
性
で
あ
る
「
非

社
交
的
社
交
性
」
が
人
間
を
し
て
「
国
家
法
」、「
国
際
法
」、「
世
界
市
民

法
」
と
い
う
三
つ
の
公
法
を
完
全
に
実
現
せ
し
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
論
じ
て
い
る
。
戦
争
や
権
利
侵
害
が
勃
興
す
る
状
況
に
お
い
て
は
し
ば

し
ば
完
全
な
平
和
が
実
現
す
る
と
い
う
兆
し
す
ら
見
出
す
こ
と
が
困
難
に

な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
永
遠
平
和
の
実
現
に
向
け
た

我
々
の
努
力
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
保
証
論
を
意
義
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
。

他
方
、
本
論
文
で
は
不
十
分
に
の
み
扱
っ
た
『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お

け
る
詳
細
な
議
論
や
カ
ン
ト
に
お
け
る
世
界
市
民
概
念
と
彼
の
道
徳
哲
学

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
た
。
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