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第 1 回社会思想史学会研究奨励賞の公示

　受賞論文（『社会思想史研究』第 35 号掲載順）

　　高岡佑介

　　　「統計学と社会改革――エルンスト・エンゲルの「人間の価値」論」

　　奥村勇斗

　　　「戦時期日本における「協同体」論と国民統合

� ――三木清における「社会性」の視座から」　　　　

〈選考経過〉

　2011 年 9 月刊行の『社会思想史研究』第 35 号の公募論文には 18 篇の応募があっ

たが、最終審査を経て掲載に至ったのは 4 篇であった。このうち上記の 2 篇につい

ては、査読段階でも高い評価が与えられていたが、審査報告での問題点の指摘を受け、

これに真摯に対応したリライトの結果、論旨はより一層拡充されている。

　高岡論文では、マルクス主義と歴史学派の狭間で、労働者の生活保障と生活向上

の方法を具体的に思考したエンゲルの社会統計学における「社会的なるもの」の意

味が、歴史的文脈の中に位置づけられている。

　奥村論文は、三木清の同時代に深く内在した視点から、三木清の「協同体」概念

を「アジア・太平洋戦争」期日本に顕在化してくる問題群を統括する概念としてと

らえ、その統括の主柱にすえられた「社会性」の思考を探究している。

　いずれも論文としての完成度は高く、学会に対する研究成果の貢献度においては

甲乙つけがたいというのが、審議にあたった編集委員会の一致した見解であった。

　以上の報告に基づき、2011 年 10 月 28 日の幹事会は、高岡佑介・奥村勇斗の両会員

に第 1 回社会思想史学会研究奨励賞を授与することを決定した。

　両会員の今後の更なる研鑽に期待します。

 2011 年 10 月 28 日　

 社会思想史学会　
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て

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
東
日
本
を
襲
っ
た
巨
大
地
震
と
東
北
の
津
波
、
そ
し
て
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
事
故
は
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
た
多
く
の
人
々
に
思
考
の
断
層
を
生
じ
さ
せ
た
。
も
と
よ

り
歴
史
を
遡
れ
ば
、
リ
ス
ボ
ン
大
地
震
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
、
カ
ン
ト
に

思
索
を
促
し
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
一
九
世
紀
の
パ
リ
の
都
市
計
画
が
数
々
の
空
間
論
を
生
ん
だ
よ
う
に
、

災
厄
や
開
発
に
よ
る
都
市
の
大
規
模
な
変
動
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
思
考
の
触
媒
と
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
そ
も
そ
も
〈
都
市
〉
と
呼
ば
れ
る
空
間
の
編
成
が
破
壊
と
再
生
の
プ
ロ
セ
ス
を
そ
の

う
ち
に
含
み
、〈
災
厄
〉
が
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
孕
ま
れ
る
矛
盾
を
凝
縮
し
て
一
挙
に
露
呈
さ
せ
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。〈
三
・
一
一
〉
も
ま
た
夥
し
い
数
の
言
説
を
生
み
出
し
た
。
復
興
を
含
め
経
済
成
長
の
復
活
を

促
す
議
論
、
自
然
災
害
を
隠
れ
蓑
と
す
る
災
害
資
本
主
義
を
告
発
す
る
批
判
的
視
点
、
利
己
心
を
超
え
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
出
を
重
視
す
る
考
え
方
な
ど
が
交
錯
し
て
い
る
の
が
現
状
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た

な
か
で
社
会
思
想
史
研
究
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
方
向
を
見
据
え
る
こ
と
で
き
る
の
か
。

こ
の
特
集
で
は
都
市
社
会
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、〈
都
市
〉
と
〈
災
厄
〉
を
め
ぐ
る

問
題
圏
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
、
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
の
検
証
を
試
み
る
。
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そ
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都
市
、
災
厄
、
そ
し
て
思
想
を
結
ぶ
場
所
で
、
今
、
何
事
か
を
考
え

よ
う
と
す
る
時
、
二
〇
一
一
年
の
三
月
一
一
日
に
東
北
地
方
太
平
洋
側

を
中
心
と
す
る
東
日
本
を
襲
っ
た
あ
の
巨
大
な
地
震
と
津
波
、
そ
し
て

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
原
子
力
発
電
所
の
事
故
と
、
さ
ら

に
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
の
飛
散
・
拡
散
と
い
う
、
一
連
の

出
来
事
を
思
い
浮
か
べ
ざ
る
を
得
な
い

）
1
（

。
私
も
、
東
京
で
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
あ
の
地
震
を
経
験
し
、
職
場
か
ら
数
時
間
歩
い
て
郊
外
の
自
宅

ま
で
帰
宅
し
、
家
屋
も
い
さ
さ
か
損
傷
し
、
現
在
も
「
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ

ト
」
が
集
ま
り
、
含
有
す
る
放
射
性
物
質
で
行
き
場
の
な
い
焼
却
灰
を

大
量
に
抱
え
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
一
連
の
出

来
事
と
無
関
係
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
一
連
の
出
来
事
と
自
分

と
の
関
係
の
有
無
を
ど
う
判
断
し
、
理
解
し
、
受
け
止
め
る
の
か
と
い

う
こ
と
自
体
、
都
市
と
災
厄
を
ど
う
受
け
止
め
、
理
解
す
る
か
と
い
う

思
想
に
も
か
か
わ
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
い
を
提
起
し
て
い
る
の
だ
が
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
時
事
的
な
形
で
現
在
の
状
況
に
即
し
て
考
察

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
し
、
ま
た
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。
実

際
、
す
で
に
一
年
以
上
に
わ
た
り
、
多
く
の
人
が
様
々
な
形
で
、
そ
う

し
た
こ
と
を
語
っ
て
き
た
。
言
葉
で
語
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
人

び
と
の
振
る
舞
い
が
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
、
そ
し
て
ま

た
個
々
人
そ
れ
ぞ
れ
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
社
会
の
思
想

を
語
っ
て
い
る
の
だ
、
と
も
言
え
よ
う
。

　

特
集　

〈
都
市
〉
と
〈
災
厄
〉
を
め
ぐ
っ
て　

〈
論
文
〉

〈
都
市
〉
と
〈
災
厄
〉
を
め
ぐ
る
思
想

【
二
〇
一
一
年
の
東
北
大
地
震
と
そ
の
後
の
出
来
事
か
ら
考
え
る
】

若
林
幹
夫
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だ
が
、
私
は
こ
こ
で
、
東
日
本
大
震
災
と
こ
の
た
び
の
原
発
事
故
と

い
う
出
来
事
を
直
接
の
主
要
な
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ

と
か
ら
見
え
て
く
る
「
都
市
と
災
厄
を
め
ぐ
る
思
想
」
に
つ
い
て
考
え

る
と
い
う
形
は
と
ら
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
を
す
る
た
め
に
必
要

な
だ
け
の
、
今
回
の
地
震
と
原
発
事
故
に
つ
い
て
の
十
分
な
情
報
や
知

見
が
、
私
に
は
欠
け
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
私
が
論
じ
う
る
こ
と

は
、
ど
こ
か
「
一
般
論
」
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

思
想
の
研
究
者
で
は
な
く
、
「
都
市
」
を
主
要
な
考
察
の
対
象
と
し

て
き
た
社
会
学
研
究
者
と
し
て
、
こ
こ
で
は
〈
都
市
〉
と
〈
災
厄
〉
が

人
間
の
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
の
か
を
、
「
〈
都
市
〉
と

は
何
か
」と
い
う
問
い
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
〈
都

市
〉
、
そ
し
て
〈
災
厄
〉
と
山
カ
ッ
コ
に
括
っ
て
表
記
し
た
の
は
、
日

常
の
言
葉
や
報
道
の
言
葉
で
使
わ
れ
る
「
都
市
」
や
「
災
厄
」
と
い
う

言
葉
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
類
義
語
で
あ
る
「
都
会
」
や
「
災
害
」
な
ど

の
言
葉
の
自
明
性
を
い
っ
た
ん
カ
ッ
コ
に
括
り
、
そ
れ
ら
が
人
間
の
社

会
に
存
在
す
る
所
以
と
意
味
と
を
、
言
っ
て
み
れ
ば
異
化
さ
れ
た
形
で

改
め
て
考
え
て
み
た
い
か
ら
だ

）
2
（

。
〈
都
市
〉
と
〈
災
厄
〉
は
、〝
都
市
と

い
う
も
の
〞、〝
災
厄
と
い
う
も
の
〞
を
改
め
て
対
象
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
日
常
的
な
意
識
と
感
覚
の
慣
性
に
対
し
て
異
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て

捉
え
な
お
し
た
い
こ
と
の
符
号
で
あ
る
。

　

都
市
、
災
厄
、
思
想
。
こ
れ
ら
三
つ
の
言
葉
が
結
ば
れ
る
場
所
が
、

私
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
思
考
の
ト
ポ
ス
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い

る
の
か
。
そ
の
見
取
り
図
の
よ
う
な
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
都
市
を
自
分

の
研
究
の
中
心
に
据
え
て
き
た
社
会
学
研
究
者
と
し
て
描
い
て
み
る
こ

と
。
そ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

一　

〈
都
市
〉
の
思
想

１
　

「
〈
都
市
〉
の
思
想
」
と
い
う
も
の
が
、
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
私
た

ち
が
今
生
き
て
い
る
都
市
（
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
）

に
、
ど
の
よ
う
な
思
想
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

古
典
的
な
都
市
の
第
一
の
標
識
は
都
市
を
囲
ん
で
い
る
城
壁
に
あ

る
。
城
壁
を
も
た
な
い
都
市
と
い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
で
も
都

市
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
ち
ょ
う
ど
日
本
語
を
話
せ
な
い
日

本
人
、
学
生
証
を
も
っ
て
い
な
い
学
生
の
よ
う
な
何
か
し
ら
宦
官
め

い
た
曖
昧
さ
を
ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
都
市
し
か

作
り
出
さ
な
か
っ
た
社
会
で
は
自
然
と
文
化
と
の
分
割
が
明
瞭
を
欠

き
、
世
界
観
そ
の
も
の
が
茫
然
と
あ
る
か
な
き
か
の
形
態
を
具
え
る

で
あ
ろ
う
。
都
市
に
相
当
す
る
中
国
語
の
一
つ
に
城
市

0

0

が
あ
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
諸
都
市
が
し
ば
し
ば
名
称
に-burg, -borough

の
接
尾

辞
を
も
ち
、
市
民
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
がB

ürger

で
あ
る
の
は

周
知
の
こ
と
に
属
し
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
お
い
て
自
覚
的
な
文
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化
は
た
だ
個
々
の
社
会
の
都
市
の
み
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
け
れ
ど

も
、
そ
の
都
市
が
城
壁
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
領
域
を
厳
然
と
囲
い

込
み
守
護
し
て
あ
る
と
き
、
そ
れ
の
所
産
も
ま
た
確
然
と
し
た
堅
牢

な
輪
郭
を
保
持
し
て
い
る

）
3
（

。

　

大
室
幹
雄
が
『
劇
場
都
市
』
の
始
ま
り
近
く
で
述
べ
た
こ
の
言
葉
は
、

〈
都
市
〉
の
思
想
に
つ
い
て
右
に
あ
げ
た
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
、

い
く
つ
か
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。

　

第
一
に
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
お
い
て
「
自
覚
的
な
文
化
」
が
創
造
さ

れ
た
の
は
、
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
都
市
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
大

室
は
言
う
。
「
自
覚
的
な
文
化
」
と
は
何
か
？　

『
劇
場
都
市
』
で
の
大

室
の
、
古
代
中
国
の
都
市
世
界
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ

れ
は
人
間
の
あ
り
方
や
生
き
方
、
社
会
生
活
の
あ
り
方
、
社
会
と
自
然

の
関
係
等
々
を
対
自
的
、
反
省
的
に
捉
え
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た

思
考
自
体
を
対
自
的
な
対
象
性
を
も
っ
た
「
思
想
」
と
い
う
言
葉
に
値

す
る
も
の
と
し
、
そ
う
し
た
思
想
を
現
実
化
し
た
も
の
と
し
て
の
社
会

を
生
き
る
こ
と
、
で
あ
ろ
う
。
ど
ん
な
社
会
に
も
文
化
は
あ
る
が
、
人

間
の
集
団
が
そ
れ
を
対
自
化
し
て
対
象
化
し
、
自
覚
す
る
の
は
都
市
に

お
い
て
で
あ
る
、
と
大
室
は
指
摘
す
る
。

　

第
二
に
、
都
市
に
お
け
る
文
化
の
自
覚
を
、
大
室
は
自
然
と
文
化
の

分
割
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
大
室
が
同
じ
本
の
中
で

古
代
中
国
の
都
市
化
に
お
い
て
民
族
の
移
動
と
接
触
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
ロ
バ
ー
ト
・
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド

と
ミ
ル
ト
ン
・
シ
ン
ガ
ー
の
文
化
変
容
に
お
け
る
都
市
の
役
割
に
つ
い

て
の
議
論
に
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
都
市
の
文
化
は
、
ロ
ー
カ
ル
な

部
族
社
会
の
文
化
が
統
合
・
発
展
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
異
な
る
民
族
の
文
化
の
接
触
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
場
合

も
あ
る

）
4
（

。
こ
の
場
合
、
都
市
の
文
化
は
地
域
の
土
着
的
な
文
化
を
い
わ

ば
垂
直
的
に
高
度
化
し
、
文
明
化
し
た
り
、
異
文
化
間
を
水
平
的
に
通

約
し
た
り
す
る
、
他
の
文
化
と
の
差
異
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
他
の

社
会
と
文
化
に
対
す
る
垂
直
的
・
水
平
的
な
差
異
の
自
覚
は
、
自
ら
の

社
会
と
文
化
を
対
自
化
し
、
自
覚
的
に
構
築
す
る
意
識
と
営
為
へ
と
、

都
市
を
作
り
、
そ
の
場
所
を
生
き
る
人
び
と
を
導
く
と
共
に
、
人
間
の

文
化
と
社
会
が
決
し
て
自
然
な
も
の
、
自
明
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、

「
社
会
も
文
化
も
人
為
で
あ
る
こ
と
」
の
自
覚
へ
も
人
び
と
を
導
く
。

　

ど
ん
な
社
会
や
文
化
も
、
外
的
及
び
内
的
な
環
境
と
し
て
の
自
然
の

中
に
あ
る
。
こ
こ
で
「
外
的
環
境
と
し
て
の
自
然
」
と
は
、
社
会
や
文

化
を
と
り
ま
く
自
然
環
境
の
こ
と
を
、
「
内
的
環
境
と
し
て
の
自
然
」

と
は
社
会
を
構
成
す
る
人
間
の
身
体
、
飼
育
・
栽
培
さ
れ
て
利
用
さ
れ

る
動
植
物
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
用
い
ら
れ
る
諸
物
質
、
そ
し
て
そ

れ
ら
の
使
用
や
利
用
に
お
い
て
貫
徹
す
る
自
然
法
則
の
こ
と
を
、
そ
れ

ぞ
れ
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
外
的
・
内
的
環
境
と
し
て
の
自
然
の

中
に
あ
る
一
方
で
、
ど
ん
な
社
会
も
文
化
も
、
そ
れ
ら
自
体
は
自
然
で

は
な
く
人
為
と
し
て
あ
る
の
だ
が
、
多
く
の
社
会
や
文
化
は
、
自
ら
の
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人
為
性
を
取
り
立
て
て
意
識
す
る
こ
と
な
く
自
然
化
し
、
自
明
化
し
て

し
ま
う
。
そ
し
て
〈
都
市
〉
と
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
化
と
自
明
化
か

ら
人
と
社
会
が
目
覚
め
る
場
所
で
あ
り
、
〈
都
市
〉
の
思
想
と
は
そ
の

目
覚
め
の
対
自
化
さ
れ
た
意
識
な
の
だ

）
5
（

。

　

第
三
に
、
そ
の
よ
う
に
自
覚
さ
れ
た
文
化
の
空
間
と
し
て
の
都
市
の

あ
り
方
は
、
城
壁
で
取
り
囲
む
と
い
う
都
市
の
古
典
的
あ
り
方
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
、
現
実
化
さ
れ
て
き
た
、
と
大
室
は
言
う
。
城
壁
は
社
会

と
文
化
の
形
を
可
視
化
す
る
。
そ
れ
は
人
為
的
な
世
界
と
自
然
の
境
界

を
表
示
す
る
記
号
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
取
り
囲
む
都
市
と
そ
の

周
囲
の
世
界
や
社
会
と
を
物
的
に
区
画
し
、
そ
の
内
側
と
外
側
が
異
な

る
社
会
、
異
な
る
秩
序
や
規
範
の
下
に
あ
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
す

標
識
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
都
市
の
内
側
の
世
界
を
外
側
の
世
界
か
ら
守

護
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
〈
都
市
的
な
も
の
〉
を
城
壁
の
内
側
に

囲
い
込
ん
で
、
そ
の
外
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
外
部
の
世
界
を

守
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
〈
都
市
〉

の
思
想
と
は
、
城
壁
の
内
側
の
世
界
を
自
覚
的
な
文
化
と
し
て
構
築
す

る
思
想
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
〈
都
市
〉
を
社
会
の
局
所
に

限
定
し
、
守
り
、
あ
る
い
は
閉
じ
込
め
る
思
想
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

２
　

と
こ
ろ
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
で
は
、
多
く
の
社
会

で
「
古
典
的
都
市
」
を
取
り
囲
み
、
そ
こ
に
輪
郭
を
与
え
て
い
た
城
壁

が
、
古
代
以
来
ほ
と
ん
ど
建
設
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
柳
田
國
男
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

た
と
へ
ば
我
々
が
爰
に
考
へ
よ
う
と
し
て
居
る
の
は
、
申
す
迄
も

無
く
「
日
本
の
都
市
」
で
あ
る
。
支
那
を
あ
る
け
ば
到
る
處
で
目
に

つ
く
や
う
な
、
高
い
障
壁
を
以
て
郊
外
と
遮
斷
し
、
門
を
開
い
て
出

入
り
を
さ
せ
て
居
る
商
業
地
區
、
そ
ん
な
も
の
は
昔
か
ら
こ
の
日
本

に
は
無
か
つ
た
。
然
る
に
都
市
と
い
ふ
漢
語
を
以
て
新
た
に
譯
さ
れ

た
西
洋
の
町
場
で
も
、
や
は
り
本
來
は
こ
の
支
那
の
方
に
近
く
、
言

は
ゞ
田
舎
と
對
立
し
た
城
内
の
生
活
で
あ
っ
た
。
尤
も
近
世
は
ど
こ

と
も
人
が
殖
ゑ
て
郭
外
に
溢
れ
、
今
で
は
寧
ろ
其
圍
ひ
を
邪
魔
者
に

し
て
居
る
の
だ
が
、
し
か
も
都
市
は
尚
耕
作
漁
獵
の
事
務
と
、
何
等

直
接
の
關
係
を
持
た
ぬ
と
い
う
の
み
で
は
無
く
、
そ
こ
に
は
市
民
と

い
ふ
者
が
住
ん
で
居
て
、
其
心
持
は
全
然
村
民
と
別
で
あ
っ
た

）
6
（

。

　

大
室
も
「
日
本
の
歴
史
は
都
市
と
い
う
現
象
に
た
い
し
て
比
較
的
鈍

感
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

）
7
（

。
『
都
市
の
論
理
』
の
羽
仁

五
郎

）
8
（

や
『
都
市
』
の
増
田
四
郎

）
9
（

な
ど
、
「
日
本
の
都
市
」
を
考
え
て
き

た
人
文
・
社
会
系
の
論
者
の
多
く
に
と
っ
て
、
「
日
本
の
都
市
」
の
こ

の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
日
本
社
会
の
後
進
性
や
非
近
代
性
を
示
す
も
の

と
し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
き
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
は
「
日

本
に
お
け
る
都
市
や
市
民
の
不
在
」
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
も
き
た
の
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で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
を
中
心
に
日
本
の
都
市
社
会
学
者
た
ち
が
お

こ
な
っ
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
」
も
ま
た
、
そ
う
し
た
問
題
圏
の
中

に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
〈
都
市
〉
の
本
質
を
市
民
の
共
同
体
に
見
、
そ

れ
ゆ
え
〈
都
市
〉
の
思
想
を
市
民
社
会
の
思
想
に
見
出
そ
う
と
い
う
立

場
、
あ
る
い
は
前
提
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
大
室
幹
雄
の
言

葉
を
導
き
の
糸
と
し
て
こ
こ
ま
で
考
え
て
き
た
こ
と
に
よ
る
な
ら
、〈
都

市
〉
は
市
民
の
共
同
体
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え
〈
都
市
〉

の
思
想
が
市
民
社
会
の
思
想
で
あ
る
必
然
性
も
な
い
。
実
際
、
人
類
史

上
最
古
の
都
市
が
そ
の
地
に
生
ま
れ
て
以
来
の
都
市
の
歴
史
を
も
つ
中

東
世
界
に
も
、
や
は
り
古
代
文
明
以
来
の
長
い
都
市
の
伝
統
を
も
つ
中

華
世
界
に
も
、
西
欧
と
同
じ
意
味
で
の
「
都
市
と
い
う
団
体
」
や
「
市

民
」
は
存
在
し
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
〈
都
市
〉
の
不
在
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
部
族
的
な
社
会
を
垂
直
的
に
媒
介
・
統
合
し
た

り
、
異
な
る
文
化
や
社
会
の
間
の
交
通
関
係
を
水
平
的
に
媒
介
し
た
り

す
る
関
係
の
場
に
お
い
て
、
新
た
に
形
作
ら
れ
る
「
自
覚
的
な
文
化
」

の
形
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
、
市
民
と
そ
の
共
同
体
と
し
て
の
都
市
が
、

〈
都
市
〉
と
い
う
も
の
が
と
り
う
る
可
能
な
形
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
う
え
で
「
日
本
の
都
市
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

都
市
が
堅
牢
な
城
壁
を
も
つ
地
域
と
同
様
に
、
都
市
が
そ
の
上
に
築

か
れ
る
〈
都
市
的
な
場
〉
、
す
な
わ
ち
、
部
族
社
会
や
村
落
社
会
の
間
、

さ
ら
に
は
異
な
る
都
市
や
地
域
の
間
の
社
会
的
諸
交
通
を
媒
介
し
、
そ

こ
に
恒
常
的
な
居
住
人
口
を
持
つ
場
所
は
、
こ
の
列
島
に
も
存
在
し
て

き
た
。
多
く
の
社
会
で
は
、
そ
う
し
た
場
所
に
一
定
の
秩
序
を
与
え
る

に
あ
た
り
、
そ
の
場
所
を
城
壁
で
囲
い
、
そ
れ
が
媒
介
す
る
社
会
領
域

と
の
間
に
物
理
的
か
つ
社
会
的
な
区
分
を
設
け
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う

な
社
会
的
交
通
の
場
を
社
会
の
局
所
に
囲
い
込
ん
で
い
た
の
だ
が
、
日

本
で
は
、
そ
の
よ
う
な
場
を
作
り
出
す
論
理
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
領
域
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
場
を
生
き
る
人
び
と
の
あ
り
方
を
、

都
市
外
の
場
や
そ
こ
に
生
き
る
人
び
と
と
厳
し
く
対
置
・
対
立
さ
せ
る

よ
う
な
形
で
編
成
す
る
こ
と
を
あ
ま
り
し
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
は
柳
田
や
大
室
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
〈
都
市
〉

と
い
う
形
を
と
っ
た
「
自
覚
的
文
化
」
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
こ

で
は
都
市
と
農
村
の
間
に
も
、
都
市
と
自
然
と
の
間
に
も
、
中
華
世
界

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
よ
う
に
明
確
に
意
識
さ
れ
た
区
画
と
対
立
が
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

）
10
（

。
事
実
、
柳
田
は
そ
れ

を
む
し
ろ
否
認
し
て
、
日
本
に
お
け
る
町
と
田
舎
の
連
続
性
を
主
張
す

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
日
本
に
〈
都
市
〉
が
存
在
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
の
で
は
な
く
、
自
然
や
農
村
と
対
置
さ
せ
て
「
自
覚
的
文
化
」
と
し

て
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
を
作
り
、
生
き
る
契
機
が
弱
か
っ

た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
は
〈
都
市
〉
は
半
ば
無
意
識
な
い
し
前
意

識
の
領
域
に
あ
っ
て
、
即
自
的
に
生
き
ら
れ
て
も
対
自
的
に
思
想
化
さ
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れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

他
方
、
柳
田
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
都
市
を
城
壁
に
よ
っ
て
そ
の
外

部
世
界
と
対
立
さ
せ
、
そ
の
外
郭
を
明
確
化
し
て
き
た
社
会
で
も
、
近

代
に
い
た
る
と
城
壁
は
そ
の
意
味
を
失
っ
て
、
都
市
は
そ
れ
を
越
え
て

伸
び
拡
が
り
始
め
る
。
そ
れ
は
〈
都
市
〉
と
そ
の
思
想
を
め
ぐ
る
ト
ポ

ス
の
変
容
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
〈
都

市
〉
と
〈
災
厄
〉
、
い
や
〈
都
市
〉
と
い
う
〈
災
厄
〉
に
つ
い
て
考
え

る
中
で
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二　

〈
都
市
〉
と
い
う
〈
災
厄
〉

１
　

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
都
市
は
「
自
覚
的
な
文
化
」
を
生
み
だ
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
〈
都
市
〉
の
思
想
と
も
言
う
べ
き
社
会
や
秩
序
、
人
間

に
つ
い
て
の
思
考
を
生
み
出
す
場
所
で
あ
る
一
方
で
、
多
く
の
社
会
で

は
都
市
は
、
農
村
社
会
や
国
家
的
な
社
会
に
対
し
て
危
険
な
も
の
、
そ

の
存
在
が
社
会
に
災
厄
や
解
体
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
「
ペ
ス
ト
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ー
ン
」

　

一
一
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
っ
た
都
市
コ

ミ
ュ
ー
ン
創
設
の
運
動
を
指
し
て
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
の
修
道
士
で
年

代
記
作
家
で
あ
っ
た
ノ
ジ
ャ
ン
の
ギ
ベ
ー
ル
（
一
〇
五
五
頃
―
一
一
二
四
）

は
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た

）
11
（

。
ギ
ベ
ー
ル
の
目
に
都
市
が
「
ペ
ス
ト
」
の

よ
う
に
映
っ
た
の
は
、
封
建
領
主
の
正
当
な
支
配
を
暴
力
的
に
打
倒
し

て
、
領
主
権
力
に
従
わ
な
い
自
由
な
市
民
の
支
配
す
る
空
間
を
次
々
と

生
み
出
し
て
い
く
都
市
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
運
動
が
、
既
存
の
秩
序
に
対
す

る
文
字
通
り
の
「
災
厄
」
と
し
て
彼
の
目
に
映
っ
た
か
ら
だ
。
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
の
よ
う
な
中
世
都
市
の
あ
り
方
を
、
当
時
の
社

会
に
お
け
る
支
配
の
正
当
性
に
照
ら
し
て
「
非
正
当
的
支
配
」
と
呼
ん

だ
よ
う
に
、
都
市
共
同
体
に
よ
る
支
配
は
当
時
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

い
て
正
当
性
を
も
た
な
い
統
治
形
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
三
、
四
世

紀
に
な
る
と
、
都
市
共
同
体
の
経
済
活
動
が
生
み
出
す
富
に
注
目
し
た

封
建
領
主
権
力
が
、
積
極
的
に
都
市
の
自
治
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
非
正
当
的
な
支
配
は
正
当
性
を
獲
得
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
の
後

長
き
に
わ
た
っ
て
都
市
は
、
城
壁
に
囲
ま
れ
た
社
会
の
局
所
に
限
定
さ

れ
た
も
の
と
し
て
の
み
存
在
し
た
。
そ
れ
は
都
市
で
経
済
活
動
に
携
わ

る
市
民
の
利
益
を
守
る
た
め
の
囲
い
込
み
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
〈
都

市
的
な
も
の
〉
が
社
会
の
全
域
に
拡
が
っ
て
封
建
的
な
社
会
秩
序
を
解

体
さ
せ
な
い
た
め
の
囲
い
込
み
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

市
民
に
よ
る
共
同
体
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
旧
来
の
支
配
の
正
当
性

と
対
立
す
る
あ
り
方
を
し
な
く
て
も
、
都
市
は
ど
こ
か
〈
災
厄
〉
の
よ

う
な
部
分
を
持
ち
続
け
て
い
る
。

　

大
量
か
つ
多
様
な
人
口
が
高
密
度
に
集
ま
っ
た
都
市
は
、
過
密
や
渋

滞
、
騒
擾
や
犯
罪
、
不
衛
生
や
疾
病
、
逸
脱
や
背
徳
、
廃
棄
物
や
公
害
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な
ど
を
孕
み
、
生
み
出
す
可
能
性
を
も
っ
た
場
所
と
し
て
常
に
あ
る
。

こ
れ
ら
は
都
市
と
い
う
社
会
が
そ
の
成
り
立
ち
ゆ
え
に
孕
み
、
時
に
そ

の
魅
力
の
一
部
で
も
あ
る
。
都
市
と
は
、
既
存
の
社
会
が
壊
れ
る
こ
と

を
新
た
な
社
会
へ
の
可
能
性
へ
と
転
化
す
る
場
所
、
解
体
が
も
た
ら
す

流
動
を
通
じ
て
活
力
を
引
き
出
し
、
そ
れ
に
新
た
な
形
を
与
え
よ
う
と

す
る
場
所
な
の
だ
。

　

伝
統
的
に
都
市
が
城
壁
を
も
た
な
か
っ
た
日
本
で
も
、
古
代
の
大
和

国
家
が
中
国
式
の
「
都
城
」
を
導
入
し
た
と
き
、
そ
れ
が
生
み
出
す
交

通
や
集
積
の
過
剰
さ
は
、
官
営
の
市
や
種
々
の
禁
制
に
よ
っ
て
統
制
さ

れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
中
世
に
い
た
る
と
そ
う
し
た
「
過
剰
さ
」

が
「
私
事
」
と
し
て
の
「
町
」
を
生
み
出
し
て
、
そ
れ
が
京
の
「
都
市
」

と
し
て
の
基
本
的
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
町
」

を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
が
、
さ
ら
な
る
「
都
市
の
政
治
」
を
生
み

出
し
、
そ
れ
が
近
世
の
「
城
下
」や
「
宿
」
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
だ
。

　

〈
都
市
〉
の
思
想
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
方
で

は
封
建
制
に
と
っ
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
よ
う
に
〈
災
厄
〉
に
見
え
も
す

る
交
通
性
や
外
部
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は

そ
う
し
た
外
部
性
を
統
制
・
秩
序
化
し
、
内
部
化
す
る
試
み
に
関
わ
る

も
の
で
も
あ
る
。
既
存
の
社
会
形
式
か
ら
見
れ
ば
「
ペ
ス
ト
」
の
よ
う

な
災
厄
で
あ
る
都
市
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
、
そ
れ
自
体
一
個
の
新
し
い
秩
序

と
文
化
で
あ
っ
た
よ
う
に
、〈
都
市
〉
の
思
想
は
部
族
社
会
や
農
村
社
会
、

封
建
的
な
支
配
秩
序
が
抑
圧
し
、
排
除
す
る
「
外
部
」
を
何
ら
か
の
形

で
「
内
部
化
」
し
、
飼
い
慣
ら
し
、
そ
れ
を
触
媒
と
し
て
新
た
な
社
会

と
文
化
を
生
む
こ
と
の
自
覚
と
共
に
現
れ
る
。

２
　

都
市
と
災
厄
と
思
想
と
い
う
こ
と
で
、
哲
学
や
思
想
に
関
す
る
仕
事

に
携
わ
る
人
の
多
く
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
一
七
五
五
年
の
リ
ス
ボ

ン
地
震
と
、
そ
れ
が
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
界
に
与
え
た
影
響
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
こ
の
世
界
を
最
善
の
可
能
世
界
と
す
る
考
え
に
対
す
る
反

証
と
受
け
止
め
ら
れ
、
反
自
然
的
な
都
市
生
活
へ
の
反
省
を
も
た
ら
し
、

人
智
の
及
ば
な
い
自
然
の
崇
高
さ
へ
と
目
を
向
け
さ
せ
、
地
球
に
対
す

る
科
学
的
理
解
を
促
す
、
思
想
史
的
事
件
で
あ
っ
た
。

　

思
想
史
研
究
者
で
は
な
い
私
は
、
こ
の
出
来
事
と
そ
の
思
想
史
的
影

響
に
つ
い
て
は
通
り
一
遍
の
知
識
し
か
も
た
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
述
べ

て
き
た
こ
と
と
の
関
係
で
、
次
の
よ
う
に
は
言
え
る
と
思
う
。

　

第
一
に
そ
れ
は
、
一
一
、
二
世
紀
の
修
道
士
が
見
た
〈
都
市
〉
に
内

在
す
る
交
通
性
や
外
部
性
と
い
う
災
厄
と
は
異
な
り
、
都
市
と
文
化
、

文
明
に
と
っ
て
外
部
環
境
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
な
し
に
は
社
会
も

文
化
も
文
明
も
存
在
し
え
な
い
基
盤
と
し
て
の
大
地
に
由
来
す
る
災
厄

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
室
が
言
う
よ
う
な
自
然
と
文
化
の
対
立
を
明
示

す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
対
立
と
呼
ぶ
に
は
文
化
の
側
が
い
か
に
自
然

に
対
し
て
脆
弱
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
が
ら
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
カ
ン

ト
が
こ
の
出
来
事
を
触
媒
と
し
て
、
自
然
の
巨
大
さ
に
対
す
る
感
情
と
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し
て
の
「
崇
高
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
の

一
つ
の
現
れ
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
け
れ
ど
も
こ
の
自
然
の
巨
大
さ
は
、
そ
れ
が
都
市
、
と
り

わ
け
当
時
の
大
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
首
都
と
い
う
、
ま
さ
に
「
自
覚
的
な

文
化
」
の
作
り
上
げ
た
高
度
に
人
工
的
な
空
間
が
一
挙
に
破
壊
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
の
だ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
や

文
化
が
自
然
か
ら
離
れ
て
人
工
性
の
度
合
い
を
高
め
れ
ば
高
め
る
ほ
ど
、

そ
の
社
会
が
制
御
で
き
な
い
ほ
ど
の
巨
大
な
力
が
そ
の
社
会
を
襲
う
時

の
破
壊
と
衝
撃
は
大
き
く
な
る
。
狩
猟
採
集
の
部
族
社
会
や
遊
牧
民
の

社
会
で
も
地
震
、
津
波
、
山
火
事
な
ど
の
災
厄
に
襲
わ
れ
、
時
に
深
刻

な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
生
み
出
す
物
的
か
つ
社
会

的
な
破
壊
の
度
合
い
は
、
都
市
に
お
い
て
ほ
ど
で
は
な
い
。
農
村
社
会

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
〈
災
厄
〉
は
自
然
に
淵
源
を

も
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
具
体
的
な
〈
災
厄
〉
た
ら
し
め
る
の

は
反
自
然
と
し
て
の
〈
都
市
〉
の
側
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
」
で
ル
ソ
ー
が
、
リ
ス
ボ
ン
地
震
に
触

れ
て
述
べ
た
よ
う
に
。

　

リ
ス
ボ
ン
に
関
す
る
あ
な
た
の
主
題
か
ら
離
れ
ず
に
言
え
ば
、
た

と
え
ば
、
自
然
の
ほ
う
か
ら
す
れ
ば
、
な
に
も
そ
こ
に
六
階
や
七
階

建
の
家
を
二
万
軒
も
集
合
さ
せ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と

を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
こ
の
大
都
市
の
住
民
が
じ
っ
さ

い
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
り
も
平
均
し
て
散
ら
ば
っ
て
、
い
っ
そ
う
身

軽
に
住
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、
損
害
は
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
し
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い

こ
と
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い

）
12
（

。

　

リ
ス
ボ
ン
よ
り
も
む
し
ろ
ど
こ
か
砂
漠
の
奥
地
で
地
震
が
起
こ
っ

て
い
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
と
あ
な
た
は
願
っ
て
い
た
の
で
す
ね
（
ま

た
だ
れ
が
同
じ
よ
う
に
願
わ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
）
。
地
震
は
砂
漠
で

も
起
こ
る
の
か
な
ど
と
疑
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
話
さ
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
砂
漠
の
地
震

は
都
市
の
人
々
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
考
慮
し
て
い
た
人
間
た
ち
だ
け

に
は
い
か
な
る
不
幸
も
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
す
。
人
里
離
れ
た
場

所
に
分
散
し
て
住
ん
で
い
る
か
ら
、
屋
根
が
落
ち
る
こ
と
も
家
屋
が

燃
え
る
こ
と
も
懸
念
す
る
こ
と
は
な
い
動
物
や
未
開
人
た
ち
に
さ
え
、

ほ
と
ん
ど
損
害
を
与
え
ま
せ
ん

）
13
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
砂
漠
は
そ
の
存
在
自
体
が
脅
威
で
あ
り
、
干
ば
つ
や
砂

嵐
な
ど
の
災
厄
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
。
都
市
は
、
そ
う
し
た
自
然
の
脅

威
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
直
接
の
災
厄
か
ら
人
間
の
社
会
を
切
り
離
し
、

た
と
え
ば
不
作
の
折
に
も
市
場
を
通
じ
て
食
料
を
調
達
す
る
と
い
っ
た

社
会
的
な
回
路
の
上
に
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
部
族
社
会
や
農
村
社

会
で
は
あ
り
得
な
い
ほ
ど
の
大
量
で
高
密
度
の
人
間
の
集
中
と
共
在
を
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可
能
に
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
び
と
が
分
業
し
協
業
し
、
有
形
無
形

の
多
様
な
財
を
生
み
出
し
て
き
た
。
だ
が
そ
れ
ゆ
え
に
都
市
は
、
そ
の

集
中
と
集
積
に
よ
り
、
そ
し
て
そ
の
社
会
の
複
雑
さ
に
よ
り
、
ひ
と
た

び
巨
大
な
力
に
見
舞
わ
れ
る
と
、
巨
大
な
〈
災
厄
〉
と
し
て
の
カ
タ
ス

ト
ロ
フ
に
直
面
す
る
の
だ
。

　

都
市
と
い
う
場
を
可
能
に
す
る
人
間
や
物
や
情
報
の
流
れ
や
集
積
や

関
係
を
、
都
市
の
内
側
で
秩
序
づ
け
統
制
す
る
制
度
や
技
術
は
、
そ
れ

が
多
く
の
人
や
物
や
情
報
を
編
成
す
る
性
能
が
高
ま
り
、
そ
の
体
系
の

複
雑
性
の
度
合
い
が
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、
都
市
の
内
側
に
よ
り
大
き
な

災
厄
を
生
み
出
す
潜
在
的
な
可
能
性
を
高
め
て
ゆ
く
。
他
者
や
過
剰
さ

に
対
処
す
べ
く
布
置
さ
れ
、
都
市
の
日
常
を
支
え
て
い
る
制
度
や
技
術

が
ひ
と
た
び
機
能
不
全
を
起
こ
す
な
ら
、
そ
れ
ら
が
正
常
に
作
動
し
機

能
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
存
在
し
、
流
動
し
て
い
た
も
の
が
停
滞
し
、

溢
れ
だ
し
、
欠
乏
し
て
、
都
市
が
内
部
化
し
、
統
制
し
、
そ
こ
か
ら
生
産

や
流
通
や
消
費
の
活
力
を
引
き
出
し
て
い
た
も
の
が
露
呈
し
て
し
ま
う
。

３
　

今
日
に
繋
が
る
都
市
社
会
学
の
起
源
は
、
急
速
に
大
都
市
へ
と
変
貌

す
る
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
北
米
シ
カ
ゴ
で
、
都
市
を
対
象
と
す
る

調
査
研
究
に
従
事
し
た
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
社
会
学
者
た
ち
の
仕
事
に
求

め
ら
れ
る

）
14
（

。

　

都
市
生
活
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
多
数
残
し
た
シ
カ

ゴ
学
派
の
都
市
社
会
学
研
究
の
理
論
的
成
果
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の

は
、
ル
イ
ス
・
ワ
ー
ス
の
「
都
市
の
社
会
学
的
定
義
」
と
そ
れ
に
も
と

づ
く
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
論

）
15
（

、
そ
れ
に
ア
ー
ネ
ス
ト
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
「
都

市
の
成
長
」
の
同
心
円
仮
説

）
16
（

、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
理
論
の
前
提
に
あ
る

「
人
間
生
態
学 hum

an ecology

」
と
い
う
独
自
の
社
会
理
論

）
17
（

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
理
論
は
発
表
当
時
か
ら
今
日
ま
で
、
理
論
的
に
も
経
験
的
に

も
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
批
判
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
〈
都
市
〉
の
理
論
と
し
て
本
質
的
な
洞
察

を
含
ん
で
お
り
、
し
か
も
そ
の
洞
察
は
〈
都
市
〉
と
〈
災
厄
〉
に
つ
い

て
の
こ
こ
で
の
考
察
に
と
っ
て
も
示
唆
的
で
あ
る

）
18
（

。

　

ワ
ー
ス
が
提
唱
し
た
「
都
市
の
社
会
学
的
定
義
」
は
、
「
社
会
的
に

異
質
な
諸
個
人
の
、
相
対
的
に
大
き
い
・
密
度
の
あ
る
・
永
続
的
な
集

落
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
だ

）
19
（

。
こ
の
「
社
会
学
的
定
義
」
に
は
、
大
量
・

高
密
度
・
高
異
質
的
な
人
口
を
永
続
的
な
集
落
た
ら
し
め
る
社
会
学
的

な
変
数
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
は
〈
都
市
〉
と
い
う
社
会
を
構
成
す
る

素マ
テ
リ
ア
ル

材
へ
と
、
〈
都
市
〉
を
還
元
し
て
し
ま
う
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
こ

に
は
社
会
も
文
化
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
社
会
・
文
化
な
き
素
材
と
し

て
の
人
口
群
が
生
み
出
す
も
の
と
し
て
「
都ア

ー

バ

ニ

ズ

ム

市
的
生
活
様
式
」
を
説
明

す
る
仮
説
が
提
示
さ
れ
る
の
だ
。

　

ま
た
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
「
都
市
の
成
長
」
の
同
心
円
仮
説
は
、
「
成

長 grow
th

」
と
い
う
生
物
学
的
比
喩
が
示
す
よ
う
に
、
都
市
の
地
域

構
造
の
時
系
列
的
な
変
動
を
、
「
身
体
に
お
け
る
新
陳
代
謝
の
消
化
と
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排
泄
作
用
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
組
織
と
解
体 organization &

 

disorganization 

の
諸
結
果
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。

そ
こ
で
は
都
市
が
人
為
的
な
文
化
で
は
な
く
、
自
然
的
な
生
命
を
も
つ

身
体
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、こ
れ
ら
の
議
論
の
前
提
に
は
「
人
間
生
態
学
」

と
い
う
特
異
な
社
会
学
理
論
上
の
仮
定
が
あ
る
。
シ
カ
ゴ
学
派
の
都
市

研
究
の
指
導
者
だ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
Ｅ
・
パ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
人
間
の

社
会
は
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
基
礎
を
置
く
「
文

化
的
社
会
」
と
、
競
争
と
淘
汰
に
基
礎
を
置
く
「
共
生
的
社
会
」
が
あ

る
）
20
（

。
「
わ
れ
わ
れ
が
社
会
と
呼
ぶ
よ
う
な
一
種
の
秩
序
が
実
際
に
存
在

す
る
と
言
え
る
の
は
、
競
争
が
停
滞
し
て
い
る
時
で
し
か
な
い
し
、
ま

た
停
滞
し
て
い
る
程
度
に
応
じ
て

）
21
（

」な
の
だ
が
、
都
市
は
異
質
な
諸
個
人

や
人
種
、
民
族
が
競
争
し
、
優
占
と
遷
移
を
繰
り
返
す
共
生
的
社
会
で
あ

り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
人
間
が
そ
こ
か
ら
社
会
を
作
り
出
し
て
ゆ

く
過
程
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
社
会
的
実
験
室
」と
見
な
し
う
る

）
22
（

。

　

社
会
問
題
と
は
基
本
的
に
は
都
市
の
問
題
〔city problem

〕
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
家
庭
や
氏ク

ラ

ン族
、
部
族
の
中
で
自
然
に
成
長
し
て
き
た

秩
序
と
統
制
と
同
等
の
、
社
会
秩
序
や
社
会
統
制
を
都
市
の
自
由
の

中
で
確
立
す
る
、
と
い
う
問
題
で
あ
る

）
23
（

。

　

都
市
は
つ
ね
に
、
人

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ネ
イ
チ
ュ
ア

間
の
本
性
を
研
究
す
る
た
め
の
臨
床
材
料
を

提
供
す
る
豊
か
な
源
泉
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
、
都
市
が
つ
ね
に

社
会
変
動
の
源
泉
で
あ
り
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
生
物
的
・

社
会
的
均
衡
を
完
全
に
人
間
が
達
成
し
て
し
ま
っ
た
完
全
安
定
社
会

で
は
、
社
会
問
題
は
発
生
し
そ
う
に
な
い
。
ま
た
、
文
明
人
の
活
力

を
ふ
る
い
た
た
せ
た
り
、
時
に
は
、
文
明
人
自
身
を
本
人
や
社
会
が

対
処
す
べ
き
問
題
と
し
て
し
ま
う
原
因
を
つ
く
る
不
安
、
心
理
葛
藤
、

野
望
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
存
在
し
な
い

）
24
（

。

　

シ
カ
ゴ
学
派
の
社
会
学
者
た
ち
は
、
二
〇
世
紀
初
め
の
急
成
長
す
る

シ
カ
ゴ
の
中
に
、
〈
社
会
〉
と
い
う
よ
り
も
〈
自
然
〉
を
見
て
い
る
。

都
市
が
文
明
の
故
郷
で
あ
り
、
人
間
が
自
ら
作
り
出
し
た
世
界
で
あ
る

と
認
め
な
が
ら
も
、
彼
ら
は
そ
こ
に
、
〈
人
間
の
本
性
＝
人
間
的
自
然
〉

の
ま
ま
に
競
争
す
る
諸
個
人
の
群
れ
の
、
個
々
人
の
意
識
や
意
図
を
越

え
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
も
と
づ
く
こ
と
の
な

い
自
然
成
長
性
を
見
、
そ
こ
に
働
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
法
則
を
、
生
態
学

と
い
う
生
物
学
の
一
分
野
の
応
用
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ

こ
で
は
都
市
は
「
自
覚
的
文
化
」
に
よ
っ
て
自
ら
を
反
省
的
に
捉
え
、

秩
序
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
の
無
意
識
が
む
き
出
し
に
な
る
よ

う
な
場
所
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
だ
。
事
実
、
パ
ー
ク
は
共
生
的
社
会

と
文
化
的
社
会
の
関
係
を
、
「
あ
る
ひ
と
つ
の
社
会
の
単
に
異
な
る
側

面
」
で
あ
り
、
「
文
化
的
な
上
部
構
造
は
共
生
的
な
下
部
構
造
に
基
礎

を
お
い
て
」
い
る
の
だ
と
言
う

）
25
（

。
こ
の
時
、
「
都
市
問
題
」
と
は
都
市
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に
露
呈
し
た
社
会
の
無
意
識
で
あ
る
。

　

社
会
を
〈
自
然
〉
的
な
生
態
的
過
程
と
し
て
対
象
化
し
、
そ
こ
で
都

市
を
人
口
群
と
い
う
そ
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
水
準
に
還
元
し
、
そ
の
変
動

を
生
物
学
的
な
意
味
で
の
「
成
長
」
と
同
義
の
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う

と
し
た
シ
カ
ゴ
学
派
の
都
市
社
会
学
は
、
社
会
を
自
然
や
人
口
に
還
元

す
る
彼
ら
の
試
み
の
核
心
部
分
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
批
判
さ
れ
て
き

た
）
26
（

。
だ
が
、
こ
の
一
見
す
る
と
非
社
会
学
的
に
も
思
え
る
部
分
に
こ
そ
、

シ
カ
ゴ
学
派
の
「
可
能
性
の
中
心
」
（
柄
谷
行
人
）
は
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
前
半
の
シ
カ
ゴ
で
社
会
学
者
た
ち
が
見
出
し
た
の
は
、「
文

明
人
の
住
処
」
で
あ
り
「
人
間
が
自
ら
作
り
出
し
た
世
界
」
で
あ
る
都

市
が
、
意
図
的
な
統
制
や
管
理
を
越
え
た
社
会
の
下
部
構
造
と
し
て
の

〈
人
間
の
本
性
〉
に
駆
動
さ
れ
た
行
為
や
関
係
が
露
呈
す
る
場
所
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
文
学
が
都

市
を
「
野
生
」
や
「
ジ
ャ
ン
グ
ル
」
や
「
荒
野
」
の
隠
喩
で
捉
え
た
こ

と
と
対
応
し
て
い
る

）
27
（

。

　

前
節
で
引
用
し
た
文
章
で
柳
田
國
男
が
、
「
尤
も
近
世
は
ど
こ
と
も

人
が
殖
ゑ
て
郭
外
に
溢
れ
、
今
で
は
寧
ろ
其
圍
ひ
を
邪
魔
者
に
し
て
居

る
）
28
（

」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
だ
そ
う
。
近
代
の
都
市
は
、
そ
れ
以

前
の
多
く
の
社
会
で
〈
都
市
〉
を
囲
い
込
ん
で
き
た
城
壁
か
ら
〈
都
市
〉

を
解
放
し
た
。
大
室
幹
雄
の
言
う
よ
う
に
、
城
壁
が
自
覚
的
文
化
と
し

て
の
都
市
の
輪
郭
を
対
自
的
に
も
明
確
に
す
る
も
の
だ
っ
た
と
す
る
と
、

近
代
社
会
は
輪
郭
か
ら
〈
都
市
〉
、
あ
る
い
は
〈
都
市
的
な
も
の
〉
を

解
放
し
た
の
だ
。
実
際
、
二
〇
世
紀
以
降
の
産
業
化
し
て
い
っ
た
多
く

の
社
会
で
は
、
社
会
全
体
が
都
市
化
し
て
い
っ
た
の
だ
と
し
ば
し
ば
語

ら
れ
て
い
る

）
29
（

。
社
会
の
他
の
領
域
に
先
行
し
て
都
市
に
現
わ
れ
た
生
活

様
式
が
、
そ
の
よ
う
な
生
活
を
可
能
に
し
た
生
産
・
流
通
・
消
費
の
体

制
や
、
社
会
生
活
の
イ
ン
フ
ラ
が
都
市
を
超
え
て
拡
が
っ
て
い
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
社
会
全
体
に
拡
が
り
、
国
民
社
会
の
全
体
が
都
市
を
中
心

と
す
る
人
間
と
物
と
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
、
か
つ
て

城
壁
が
示
し
て
き
た
都
市
と
都
市
で
な
い
領
域
と
の
差
異
が
不
明
瞭
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

近
代
以
降
、
都
市
は
部
族
社
会
や
農
村
社
会
か
ら
の
差
異
を
自
覚
す

る
文
化
と
社
会
の
領
域
と
い
う
よ
り
も
、
〈
人
間
の
自
然
〉
に
由
来
す

る
欲
望
に
駆
動
さ
れ
た
諸
個
人
の
活
動
の
場
と
し
て
の
側
面
を
前
面
に

せ
り
だ
し
な
が
ら
、
高
度
な
技
術
が
可
能
に
し
た
都
市
イ
ン
フ
ラ
を
は

じ
め
と
す
る
建
造
物
や
、
そ
こ
で
の
活
動
を
支
え
る
様
々
な
近
・
現
代

的
な
技
術
に
支
え
ら
れ
た
活
動
の
領
域
と
な
り
、
そ
れ
が
社
会
全
体
へ

と
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
社
会
学
者
た
ち
が
見

た
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
都
市
の
自
覚
的
な
文
化
が
対
自
化
し
、
統
制
し
、

局
所
化
し
て
い
た
〈
人
間
の
自
然
〉
や
社
会
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
水
準
を

顕
在
化
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
〈
都
市
〉
の
存
在
自
体
を
「
社
会
問
題
」

と
し
て
い
っ
た
。「
都
市
が
あ
る
こ
と
」
、「
都
市
化
が
進
ん
で
い
く
こ
と
」

そ
れ
自
体
が
、
そ
こ
で
は
社
会
的
な
―
―
社
会
が
生
み
出
し
、
社
会
が

対
処
す
べ
き
―
―
「
問
題
」
と
し
て
現
れ
る
。
都
市
の
そ
の
よ
う
な
あ
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り
方
が
、
現
代
に
お
け
る
〈
都
市
〉
と
〈
災
厄
〉
、
そ
し
て
そ
れ
を
め

ぐ
る
思
想
の
ト
ポ
ス
を
構
成
す
る
。

三　

地
震
と
震
災
の
可
視
化
し
た
も
の

１
　

城
壁
と
い
う
、
か
つ
て
都
市
と
そ
の
外
部
を
区
切
り
、
都
市
に
輪
郭

を
与
え
て
い
た
標
識
が
な
く
な
り
、
都
市
が
社
会
の
〈
自
然
〉
で
無
意

識
な
領
域
に
属
す
る
よ
う
な
あ
り
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
そ

れ
は
都
市
が
、
反
省
的
で
自
覚
的
に
構
築
さ
れ
る
文
化
や
社
会
で
は
な

く
、
即
自
的
に
生
き
ら
れ
、
人
び
と
の
意
識
を
超
え
る
自
律
性
を
も
つ

も
の
と
し
て
現
象
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
そ
う
、

そ
れ
は
「
存
在
す
る
」
と
い
う
よ
り
「
現
象
し
て
く
る
」
の
だ
）
。
そ
こ
で

は
都
市
は
、
自
覚
的
な
「
思
想
」
が
具
現
化
さ
れ
る
場
所
で
は
な
く
な

る
。
「
近
代
都
市
計
画
」
は
、
都
市
が
そ
う
し
た
無
意
識
の
〈
自
然
〉

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
象
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
自
覚

と
共
に
誕
生
し
た
、
〈
都
市
〉
と
そ
れ
に
内
在
す
る
〈
災
厄
〉
を
め
ぐ

る
新
た
な
思
想
と
実
践
と
し
て
、
一
九
世
紀
に
成
立
し
た
の
で
あ
る

）
30
（

。

　

人
間
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
要
因
―
―
（
一
）

人ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

間
集
団
、（
二
）
人
工
物
（
技
術
的
文
化
）
、（
三
）
習
慣
や
信
念
（
非

物
質
的
文
化
）
、
そ
れ
に
（
四
）
い
つ
ど
こ
に
あ
っ
て
も
生
物
バ
ラ
ン

ス
や
社
会
的
均
衡
を
即
座
に
維
持
さ
せ
る
天
然
資
源
―
―
の
相
互
作

用
で
あ
る

）
31
（

。

　

パ
ー
ク
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
パ
ー
ク
が
こ
こ
で
「
人
間
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
、
ち
ょ
っ
と
奇
妙
に
も
見
え
る
言
葉
を
用
い
て
い
る

の
は
、
動
物
の
群
れ
や
植
物
の
群
落
を
指
す
生
物
学
に
お
け
る
生
態
学

上
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
概
念
か
ら
、
社
会
を
対
象
と
す
る
人
間
生

態
学
上
の
概
念
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
区
別
し
よ
う
と
し
て

い
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
四
つ
の
う
ち
、
人
間
集
団
を
構
成
す
る
生
物
と

し
て
の
人
間
と
天
然
資
源
が
、
先
に
文
化
と
自
然
の
対
立
に
関
し
て
述

べ
た
「
内
的
環
境
と
し
て
の
自
然
」
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
文
字

通
り
「
人
工
物
」
で
あ
る
技
術
的
文
化
も
、
自
然
界
に
由
来
す
る
物
質

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
物
理
法
則
そ
の
他
の
自
然
界
の
法
則
に
従
っ
て
取

り
扱
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、〈
人
為
〉で
あ
る
と
同
時
に
〈
自

然
〉
と
し
て
の
側
面
も
も
つ
（
た
と
え
ば
家
屋
は
「
人
工
物
」
だ
が
、
そ

れ
は
自
然
に
由
来
す
る
物
質
や
、
自
然
か
ら
人
間
が
技
術
的
に
作
り
出
し
た
物

質
か
ら
作
ら
れ
、
そ
の
強
度
、
耐
久
性
、
劣
化
の
あ
り
方
は
自
然
の
法
則
に
従

い
、
破
壊
さ
れ
れ
ば
管
理
や
制
御
の
手
を
離
れ
た
物
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
、

朽
ち
果
て
れ
ば
自
然
の
中
に
戻
る
）
。

　

近
・
現
代
の
社
会
は
、
大
量
の
天
然
資
源
―
―
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
人
工

物
の
原
材
料
―
―
を
利
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
量
の
人
間
集
団
の
生

活
が
支
え
ら
れ
る
、
高
度
に
人
工
的
な
場
所
と
し
て
の
近
代
都
市
・
現
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代
都
市
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
近
・
現
代
の
都
市
は
、
か
つ
て
な
い

高
度
な
技
術
と
、
か
つ
て
な
く
細
分
化
さ
れ
複
雑
化
さ
れ
た
分
業
と
協

業
の
拡
が
り
と
な
る
こ
と
で
、
か
つ
て
な
い
程
に
〈
自
然
〉
か
ら
自
律

的
な
場
と
な
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
大
量
・
高

密
度
で
異
質
な
人
口
群
を
そ
の
内
部
の
〈
自
然
〉
と
し
て
抱
え
込
み
、

歴
史
上
の
ど
ん
な
時
代
の
都
市
よ
り
も
大
量
の
資
源
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

い
う
外
的
な
〈
自
然
〉
に
依
存
し
た
社
会
を
構
成
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
近
・
現
代
の
都
市
が
抱
え
込
み
、
内
部
化
し
た
〈
自

然
〉
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
物
質
性
は
、
現
代
の
都
市
生
活
に
様
々
な
利
便

を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
交
通
渋
滞
や
交
通
事
故
、
大
気
汚
染
や
水
質

汚
染
、
ゴ
ミ
問
題
等
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
の
日
常
的
な
〈
災
厄
〉
を

も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
巨
大
な
地
震
の
よ
う
な
〈
自

然
〉
の
力
に
見
舞
わ
れ
る
な
ら
ば
、
都
市
を
構
成
し
て
き
た
人
口
群
と

物
的
諸
施
設
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
日
常
を
破
壊
す
る
巨
大
な
〈
災
厄
〉

と
し
て
露
呈
す
る
。
人
工
物
と
し
て
の
都
市
を
巨
大
化
・
複
雑
化
す
る

人
工
物
＝
物
質
的
文
化
が
高
度
化
し
、
大
量
の
〈
自
然
〉
を
社
会
へ
と

流
し
込
み
、
社
会
が
そ
れ
に
依
拠
し
、
依
存
す
る
度
合
い
が
高
ま
る
程
、

す
な
わ
ち
〈
都
市
〉
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
文
明
が
、
自
然
を
利
用
し
、

制
御
す
る
能
力
を
高
め
れ
ば
高
め
る
ほ
ど
、
ひ
と
た
び
そ
れ
が
破
壊
的

力
に
襲
わ
れ
た
な
ら
、
そ
こ
に
露
呈
す
る
制
御
困
難
な
〈
自
然
〉
に
由

来
す
る
〈
災
厄
〉
は
巨
大
な
も
の
に
な
る
。

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
夜
、
私
は
、
都
心
の
職
場
か
ら
四
〇
キ

ロ
程
も
離
れ
た
自
宅
へ
と
、
同
じ
よ
う
な
沢
山
の
帰
宅
難
民
た
ち
の
流

れ
の
中
を
一
緒
に
、
け
れ
ど
誰
と
も
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
な
く
歩
い
て

い
た
。
多
く
は
黙
々
と
歩
き
続
け
る
人
の
群
れ
は
、
東
京
と
い
う
巨
大

な
都
市
圏
が
、
こ
の
大
量
の
人
び
と
の
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
、
そ
れ

ら
の
人
々
の
半
数
近
く
を
日
々
ほ
ぼ
滞
り
な
く
運
び
、
配
置
し
、
関
係

づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
人
と
物
と
情
報
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
通
と

配
分
の
拡
が
り
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
目
の
当
た
り

さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
歩
い
て
い
く
道
々
に
は
、

「
都
市
」
と
い
う
よ
り
も
「
街
」
や
「
地
区
」
と
い
っ
た
言
葉
が
ふ
さ

わ
し
い
、
様
々
な
場
所
と
そ
こ
で
の
暮
ら
し
が
あ
り
、
そ
の
暮
ら
し
の

軒
先
を
申
し
訳
な
く
も
通
り
過
ぎ
て
い
く
と
い
う
感
覚
に
、
何
度
も
私

は
と
ら
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
「
都
市
」
や
「
都
市
圏
」
や

「
巨メ

ガ

ロ

ポ

リ

ス

帯
都
市
」
と
、
「
街
」
や
「
地
区
」
と
を
存
在
の
二
つ
の
極
と
し
て
、

そ
の
間
（
あ
る
い
は
上
？
）
を
交
通
機
関
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

メ
デ
ィ
ア
に
支
え
ら
れ
た
大
量
で
様
々
な
人
と
物
と
情
報
、
そ
し
て
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
行
き
来
す
る
交
通
空
間
と
が
か
ぶ
さ
る
と
こ
ろ
に
、
私
た

ち
の
生
き
る
都
市
は
存
在
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
そ
の
拡
が
り
が
、私
た
ち
が
通
常〈
都
市
〉と
し
て
了
解
し
て
い

る
空
間
的
な
拡
が
り
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、あ
の
晩
の
公
共
交

通
の
途
絶
、そ
の
後
し
ば
ら
く
続
い
た
流
通
の
停
止
に
よ
る
物
資
の
不
足
、

そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
あ
の
地
震
と
津
波
を
直
接
の
原
因
と
す
る
原

子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
計
画
停
電
の
実
施
は
示
し
た
の
だ
っ
た
。



21　●　〈論文〉〈都市〉と〈災厄〉をめぐる思想――若林幹夫

　

さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
後
に
飛
散
し
拡
散
し
た
放
射
性
物
質
の
拡
が
り

は
、
私
た
ち
の
暮
ら
す
都
市
が
ど
ん
な
に
そ
の
人
工
性
を
高
め
よ
う
と

も
、
自
然
の
大
気
や
水
の
流
動
と
い
う
〈
自
然
〉
を
内
的
及
び
外
的
な

環
境
と
し
て
も
ち
、
人
間
が
そ
の
技
術
に
よ
っ
て
制
御
で
き
る
と
思
っ

た
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
制
御
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
〈
自
然
〉
の

な
か
に
解
き
放
た
れ
た
こ
と
を
も
示
し
た
。
も
っ
と
も
、
放
射
性
物
質

以
外
に
も
様
々
な
汚
染
物
質
や
電
磁
波
等
は
こ
れ
ま
で
も
日
常
的
に
、

あ
る
い
は
突
発
的
な
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
解
き
放
た
れ
て
き
て
お
り
、

私
た
ち
は
そ
の
中
に
生
き
て
き
た
の
だ
。

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
地
震
と
そ
の
後
の
一
連
の
災
厄
は
、
私

た
ち
の
〈
都
市
〉
が
現
象
し
、
存
在
す
る
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
改
め

て
可
視
化
し
た
。
そ
れ
は
、
〈
都
市
〉
と
〈
災
厄
〉
を
め
ぐ
る
思
想
を

考
え
よ
う
と
す
る
時
に
、
私
た
ち
が
今
日
前
提
と
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
条
件
を
示
し
て
い
る
。

２
　

震
災
後
話
題
に
な
っ
た
本
に
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
『
災
害

ユ
ー
ト
ピ
ア
』
が
あ
る

）
32
（

。
そ
こ
に
は
、
大
地
震
や
大
洪
水
の
よ
う
な
激

甚
な
災
害
の
際
、
人
は
自
分
だ
け
が
助
か
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
利

己
的
な
行
動
を
と
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
互
に
助
け
合
う
利
他
的

な
行
動
を
と
り
、
そ
こ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
状
況
が
現
れ
る
こ
と
が
あ

る
こ
と
が
、
具
体
例
と
共
に
示
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
震
災
で
も
東
北

の
被
災
地
や
、
被
災
し
た
人
び
と
が
避
難
し
て
い
っ
た
先
で
、
し
ば
し

ば
そ
う
し
た
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
場
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
日
々
の
暮
ら
し
で
人
び
と
の
間
に
存
在
し
て
い
た
人
・
物
・

情
報
の
流
れ
と
配
置
の
シ
ス
テ
ム
が
滞
り
、
消
失
し
た
と
き
人
は
、
ひ

と
り
で
は
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
と
他
人
が
共
に
あ
る
と
い
う

単
純
な
事
実
を
見
出
し
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
「
社
会
の
理
想
」
で
で
も

あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
別
種
の
社
会
性
の
場
が
現
わ
れ
も
す
る
こ

と
を
、
こ
の
こ
と
は
示
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
一
年
末
、
日
本
漢
字
検
定
協
会
が
恒
例
の
「
今
年
の
漢
字
」

と
し
て
発
表
し
た
の
は
「
絆
」
だ
っ
た
。
同
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
読
む
こ
と
の
で
き
る
「
絆
」
を
選
ん
だ
人
び
と
の
コ
メ
ン
ト
に
も
、

震
災
後
の
避
難
生
活
で
の
助
け
合
い
や
、
国
内
ば
か
り
で
な
く
世
界
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含
む
支
援
活
動
な
ど
に
人
と
人
の
絆

の
大
切
さ
を
思
っ
た
と
い
っ
た
言
葉
が
並
ん
で
い
る

）
33
（

。
こ
う
し
た
コ
メ

ン
ト
が
全
体
の
ど
れ
ほ
ど
を
占
め
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
震
災
や

原
発
事
故
と
い
う
危
機
と
そ
れ
に
伴
う
不
安
の
中
で
、
人
の
絆
の
大
切

さ
を
多
く
の
人
が
思
い
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
こ
の
言
葉
が
繰
り

返
さ
れ
、
流
通
・
拡
散
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
「
絆
」
へ
の
思
い
が
〝
今

の
気
分
〞
と
し
て
拡
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
ん

な
気
分
が
対
自
化
さ
れ
る
と
き
、
共
同
体
や
本
来
性
の
ト
ポ
ス
の
再
建

を
め
ぐ
る
思
想
と
い
う
形
を
と
り
も
す
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
長
年
に
わ
た
っ
て
、
ト
ポ
ス
を
破
壊
し
続
け
て
き
た
。

裸
の
自
由
を
礼
賛
し
、
拘
束
を
疎
ん
じ
て
き
た
。
そ
し
て
、
自
ら
の

実
存
の
根
拠
を
掘
り
崩
し
て
き
た
。

　

今
取
り
戻
す
べ
き
な
の
は
ト
ポ
ス
だ
。
他
者
と
の
立
体
的
で
有
機

的
な
繋
が
り
を
回
復
し
、
中
間
共
同
体
を
厚
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
社
会
的
包
摂
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
に
お
け
る

相
互
扶
助
の
関
係
を
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
34
（

。

　

い
か
な
る
資
格
で
「
わ
れ
わ
れ
は
…
…
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
言
葉
を
私

た
ち
は
、
こ
の
一
年
、
繰
り
返
し
聞
き
、
読
ん
で
き
た
。
こ
こ
で
「
ト

ポ
ス
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
が
生
き
な
く
て
は

な
ら
な
い
「
過
去
か
ら
の
連
続
し
た
時
間
」
と
「
特
定
の
空
間
」
で
あ

る
と
い
う

）
35
（

。
「
絆
」
と
は
、
そ
し
て
「
絆
」
と
い
う
符
丁
の
も
と
に
「
が

ん
ば
れ
！
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
「
東
北
」
や
「
日
本
」
と
は
、
現
実

の
土
地
で
あ
る
以
前
に
、
そ
こ
に
あ
る
／
あ
っ
た
／
あ
っ
て
欲
し
い
と

さ
れ
る
「
ト
ポ
ス
」
の
こ
と
だ
（
も
し
か
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
ユ
ー
ト
ポ
ス
」

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
）
。

　

と
こ
ろ
で
、
「
絆
」
の
字
は
そ
も
そ
も
牛
馬
な
ど
の
足
を
つ
な
ぐ
縄

を
意
味
し
、
そ
こ
か
ら
、
物
を
つ
な
ぎ
と
め
る
も
の
、
自
由
を
拘
束
す

る
も
の
や
、
人
と
人
を
離
れ
が
た
く
結
び
つ
け
る
関
係
を
指
す
よ
う
に

な
っ
た
。
足
縄
の
よ
う
に
人
と
人
を
つ
な
ぎ
、
自
由
を
拘
束
す
る
関
係

や
、
「
因
果
」
を
生
み
出
す
よ
う
な
関
係
こ
そ
、
人
間
の
歴
史
の
中
で

他
の
領
域
に
先
駆
け
て
〈
都
市
〉
が
そ
こ
か
ら
部
分
的
に
で
も
自
由
に

な
っ
て
き
た
関
係
で
あ
り
、
近
・
現
代
の
社
会
で
人
び
と
が
、
そ
こ
か

ら
身
を
引
き
は
が
そ
う
と
し
て
き
た
「
封
建
的
な
社
会
」
を
支
え
て
き

た
ト
ポ
ス
で
も
あ
る
。
と
す
る
と
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
地
震
以
降
の

日
本
に
お
け
る
「
絆
」
の
氾
濫
は
、
そ
ん
な
「
絆
」
と
共
に
あ
る
社
会

が
地
震
と
そ
れ
に
続
く
災
厄
の
中
で
再
発
見
さ
れ
、
希
求
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
の
都
市
は
、
都

心
と
郊
外
の
あ
い
だ
を
日
々
潮
の
干
満
の
よ
う
に
行
き
来
す
る
膨
大
な

数
の
人
び
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
膨
大
な
数
の
人
び
と
が
、

職
場
や
学
校
、
商
店
街
や
繁
華
街
、
娯
楽
施
設
、
駅
な
ど
で
、
互
い
に

名
前
も
知
ら
ず
、
電
車
の
な
か
の
よ
う
に
隣
り
合
っ
て
座
っ
た
り
、
体

を
寄
せ
合
っ
た
り
す
る
よ
う
な
状
況
に
い
た
っ
て
も
、
一
定
の
距
離
を

保
っ
て
互
い
に
立
ち
入
ら
ず
、
社
員
や
店
員
と
顧
客
、
教
師
と
生
徒
、

駅
員
と
乗
客
の
よ
う
な
社
会
的
な
役
割
を
通
じ
て
互
い
に
関
わ
る
こ
と

で
、
都
市
と
い
う
複
雑
な
関
係
の
重
層
し
輻
輳
す
る
社
会
は
存
在
し
続

け
て
い
る
。
日
々
の
暮
ら
し
は
、
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
な
ど
な
く
て

も
、
「
住
民
」
と
し
て
自
治
体
や
警
察
や
国
家
な
ど
の
行
政
機
構
と
つ

な
が
り
、
顧
客
関
係
に
よ
っ
て
電
気
・
ガ
ス
・
電
話
等
の
イ
ン
フ
ラ
を

支
え
る
企
業
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
私
た
ち
は
、
血

縁
や
地
縁
と
い
っ
た
「
絆
」
に
と
り
た
て
て
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
地
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域
の
人
び
と
と
道
普
請
を
し
た
り
、
飲
料
水
や
用
水
の
共
同
管
理
を
し

た
り
し
な
く
て
も
、
日
々
の
暮
ら
し
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
都
市
の
そ
ん
な
日
常
の
な
か
で
私
た
ち
は
、
家
族
や
隣
近
所

や
職
場
や
学
校
の
人
び
と
以
外
と
は
、
職
業
的
だ
っ
た
り
制
度
的
だ
っ

た
り
す
る
、
通
常
は
と
り
た
て
て
〝
社
会
的
な
関
係
〞
と
し
て
意
識
す

る
こ
と
も
な
い
つ
な
が
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
か
か

わ
る
と
も
な
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
が
「
つ
な
が
り
」
や
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
意
識
す
る
、
家
族
や
友
人
、
近
隣
や
職

場
で
の
人
び
と
と
の
関
係
は
、
そ
ん
な
空
気
の
よ
う
に
当
た
り
前
の
、

「
つ
な
が
り
」
と
も
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
も
意
識
さ
れ
な
い

つ
な
が
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
に
、
群
島
の
よ
う
に
浮
か

ん
で
い
る
。

　

東
京
の
よ
う
な
大
都
市
の
存
在
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
群
島
の

個
々
の
島
々
を
な
す
人
び
と
の
絆
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
親
密
な
人
間

関
係
に
も
と
づ
い
た
絆
や
縁
な
し
に
も
人
が
生
き
て
ゆ
く
こ
と
を
可
能

に
す
る
市
場
や
行
政
の
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
、
半
ば
自
動
化
し
て
機メ

カ
ニ
カ
ル

械
的

と
も
言
え
る
よ
う
な
「
つ
な
が
り
」
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
な

の
だ
。
私
た
ち
が
生
き
る
〈
都
市
〉
と
い
う
ト
ポ
ス
、〈
都
市
的
な
も
の
〉

が
社
会
の
全
体
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
今
、
こ
こ
に
あ
る
現

代
社
会
の
ト
ポ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
「
つ
な
が
り
」
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
の
無
意
識
化
さ
れ
、
自
然
化
さ
れ
た
あ
り
方
の
う
ち
に
あ
る
。

３
　

そ
ん
な
日
常
を
支
え
る
空
気
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、地

震
や
そ
れ
に
伴
う
事
故
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
物
流
の
遮
断
で
機
能
し
な
く

な
っ
て
し
ま
う
と
き
、具
体
的
な
他
者
と
の
間
の
目
に
見
え
る「
絆
」が
頼

る
べ
き
も
の
、社
会
の
存
在
の
根
拠
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
浮
上
す
る
。

　

だ
が
、
自
由
を
縛
る
も
の
と
い
う
「
絆
」
の
字
の
原
義
に
立
ち
返
れ

ば
、
私
た
ち
が
日
々
依
存
す
る
現
代
の
都
市
と
都
市
化
し
た
社
会
の
自

動
化
し
た
メ
カ
ニ
カ
ル
な
つ
な
が
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
、

血
縁
や
地
縁
と
い
っ
た
旧
来
の
絆
か
ら
私
た
ち
を
自
由
に
し
た
と
同
時

に
、
い
ま
や
私
た
ち
が
そ
こ
に
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
絆
な
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
絆
は
、
交
通
や
通
信
、
電
気
や
ガ
ス
、
上
下
水
道
な
ど
の

生
活
の
基
礎
イ
ン
フ
ラ
と
、
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
様
々
な
物
や
情
報
や

サ
ー
ビ
ス
の
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
人
間
ば

か
り
で
な
く
、
機
械
や
装
置
か
ら
な
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
と
の

間
に
も
、
そ
し
て
ま
た
、
都
市
の
存
在
を
支
え
る
外
的
及
び
内
的
な
環

境
と
し
て
の
〈
自
然
〉
と
の
間
に
も
結
ば
れ
て
い
る
。

　

「
人
と
人
と
の
間
の
目
に
見
え
る
絆
よ
り
、
自
動
化
し
た
メ
カ
ニ
カ
ル

な
絆
や
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
関
係
の
方
が
重
要
だ
」と
い
う
こ
と
を
言

い
た
い
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
都
市
生
活
を
支
え
る
こ
う
し
た
現
代
的
な

絆
に
よ
っ
て
、
血
縁
や
地
縁
と
い
っ
た
、
か
つ
て
の
社
会
で
人
び
と
を

縛
っ
て
い
た
絆
か
ら
の
自
由
や
自
律
を
得
て
、
現
代
の
社
会
で
は
人
は

ひ
と
り
で
自
由
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
身
近
で
顔
の
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見
え
る
絆
を
、
よ
り
自
由
に
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
回

の
震
災
で
も
国
内
、
国
外
か
ら
の
様
々
な
支
援
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活

動
が「
絆
」を
表
す
も
の
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
が
、支
援
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
活
動
も
ま
た
、
自
分
の
生
き
方
を
自
由
に
選
択
し
、
必
要
に
応
じ
て

様
々
な
物
や
情
報
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
ら
の
使
い
道
を
、
他
の
人
び
と
と

の
分
か
ち
合
い
方
ま
で
含
め
て
、あ
る
程
度
ま
で
自
分
で
選
ぶ
こ
と
を
可

能
に
す
る〈
都
市
〉的
な
ト
ポ
ス
の
中
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
し
て
ま
た
、
都
市
化
し
た
社
会
の
自
由
を
支
え
る
そ
う
し
た
人
的

及
び
技
術
的
な
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
、
現
代
の
高
度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

に
依
拠
す
る
と
は
い
え
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
数
多
く
の
人
び
と
に
担

わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
地
震
と
そ

れ
に
引
き
続
い
て
生
じ
た
一
連
の
災
厄
は
、
明
ら
か
に
し
た
。
原
発
事

故
発
生
後
、
現
場
で
復
旧
に
当
た
っ
た
人
び
と
が
、
「
福
島
の
英
雄
」

な
ど
と
呼
ば
れ
て
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
賞
賛
さ
れ
た
が
、
今
回
の
地

震
や
事
故
の
発
生
以
前
か
ら
東
電
職
員
や
原
発
労
働
者
を
は
じ
め
と
す

る
数
多
く
の
人
び
と
と
の
間
に
容
易
に
切
れ
な
い
絆
を
も
ち
、
私
た
ち

の
自
由
と
豊
か
さ
は
そ
れ
ら
に
支
え
ら
れ
て
可
能
に
な
っ
て
い
た
こ
と

を
、
私
た
ち
は
知
っ
た
の
だ
。
都
市
と
都
市
化
し
た
社
会
に
お
け
る
私

た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
は
、
そ
れ
を
支
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
そ
れ
を

利
用
し
た
技
術
や
機
構
に
支
え
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
技
術
や
機

構
は
、
地
理
的
に
は
都
市
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
で
、
時
に
危
険
で
劣

悪
な
状
況
で
働
き
続
け
て
き
た
、
た
く
さ
ん
の
人
び
と
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
人
た
ち
と
私
た
ち
の
間
に
、
離
れ

が
た
い
絆
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
私
た
ち
も
ま
た
そ
う
し
た
機
構
や
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
一
部
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
現
在
の
時

点
で
私
た
ち
の
社
会
が
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ

ん
な
絆
で
あ
り
、
ト
ポ
ス
で
あ
る
。
こ
の
時
、
福
島
も
ま
た
東
京
と
い

う
〈
都
市
〉
の
一
部
な
の
だ
。

　

〈
都
市
〉
と
い
う
と
私
た
ち
は
漠
然
と
、
あ
る
範
域
を
も
っ
た
領
域

的
な
社
会
を
想
像
す
る
。
だ
が
近
・
現
代
の
社
会
は
、
都
市
を
〈
都
市
〉

た
ら
し
め
る
交
通
性
や
外
部
性
が
高
度
化
し
、
拡
張
し
て
い
く
こ
と
に

よ
り
、
そ
ん
な
範
域
を
超
え
た
ア
モ
ル
フ
な
広
が
り
を
〈
都
市
的
な
社

会
〉
に
し
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
社
会
の
中
で
〈
都
市
〉
を
思
想
の
問
題

と
し
て
問
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
社
会
が
ど
ん
な
広
が
り
を
も

ち
、
そ
の
中
で
私
た
ち
が
誰
と
、
そ
し
て
何
と
共
に
生
き
て
ゆ
く
の
か

を
見
定
め
る
こ
と
を
、
私
た
ち
に
課
す
。

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
以
降
、
私
た
ち
が
生
き
る
社
会
を
見
舞
っ

た
一
連
の
〈
災
厄
〉は
、
そ
う
し
た
問
い
を
私
た
ち
に
突
き
つ
け
た
。こ
の

稿
の
冒
頭
近
く
で
も
書
い
た
よ
う
に
、
そ
の
後
、
私
た
ち
が
生
き
、
あ
る

い
は
目
撃
し
た
様
々
な
こ
と
、
困
惑
や
動
揺
、
避
難
や
支
援
な
ど
の
諸
々

の
事
柄
は
、
そ
の
よ
う
な
問
い
に
対
す
る
〈
生
き
ら
れ
る
答
え
〉
を
遂
行

的
に
示
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
を
い
か
な
る
形
で
〈
思
想
〉
の
言
葉
と
し
、

ど
う
や
っ
て
〈
社
会
〉
へ
と
返
し
て
ゆ
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

 

（
わ
か
ば
や
し
・
み
き
お
／
社
会
学
）
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注（
1
） こ
の
地
震
と
そ
の
後
の
一
連
の
災
害
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
状
況
を
指
し
て

「
3
・
11
」
や
「
3
・
11
以
後
」
と
い
っ
た
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
私
は
こ
の
言
葉
を
使
わ
な
い
。
「
3
・
11
」
や
「
9
・
11
」
と
い
っ

た
言
葉
は
記
号
と
し
て
は
便
利
だ
が
、
考
え
よ
う
と
す
る
現
象
の
時
間
的
・

空
間
的
・
社
会
的
な
拡
が
り
や
深
さ
を
時
に
捨
象
し
て
、
い
く
つ
か
の
印

象
的
な
イ
メ
ー
ジ
へ
と
認
識
と
了
解
を
閉
じ
込
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
出

来
事
を
ど
こ
か
特
権
化
す
る
機
能
を
し
ば
し
ば
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
考

え
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
な
ぜ
阪
神
淡
路
大
震
災
は
「
1
・
17
」
と
呼

ば
れ
ず
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
あ
の
地
震
と
そ
の
後
の
一
連
の
出
来
事
が
、

そ
の
出
来
事
と
状
況
の
拡
が
り
は
三
月
一
一
日
に
集
約
で
き
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
「
3
・
11
」
と
呼
ば
れ
続
け
る
の
か
。
「
9
・
11
」
に
し
て
も

同
様
で
あ
る
。
ソ
連
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
侵
攻
し
た
日
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
が
イ
ラ
ク
へ
の
戦
争
を
始
め
た
日
は
、
何
月
何
日
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
2
） こ
こ
で
の
「
異
化
」
概
念
は
、
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
的
な
意
味
よ

り
も
、
む
し
ろ
ブ
レ
ヒ
ト
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
3
） 

大
室
幹
雄
『
劇
場
都
市
―
―
古
代
中
国
の
世
界
像
』
三
省
堂
、
一
九
八
一
年
、

四
頁
。

（
4
） 

同
、
四
九
頁
。
大
室
は
こ
の
議
論
をPaul W

heatley, T
he Pivot of the 

Four Q
uarters, E

dinburgh U
niversity Press, 1971

よ
り
引
い
て
い

る
が
、
原
典
はR

obert R
edfield &

 M
ilton Singer, “T

he C
ultural 

R
ole of C

ities ”, E
conom

ic D
evelopm

ent and C
ultural C

hange, vol. 
3-1, 1954, pp. 53-73

で
あ
る
。
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
と
シ
ン
ガ
ー
は
そ

こ

で
、

文

化

変

容

に

お

け

る

役

割

か

ら
、city of orthogenetic 

transform
ation

とcity of heterogenetic transform
ation

の
二
類

型
を
挙
げ
て
い
る
が
、『
劇
場
都
市
』
で
（
お
そ
ら
く
は
）
ホ
ィ
ー
ト
リ
ー

経
由
で
知
っ
た
こ
の
両
概
念
に
与
え
た
「
自
然
発
生
的
都
市
」
と
「
系
列

発
生
的
都
市
」
の
訳
語
は
、
適
切
で
は
な
い
。
両
者
は
鈴
木
広
の
よ
う
に
「
同

系
的
文
化
変
容
の
中
心
と
な
る
都
市
」
「
異
系
的
文
化
変
容
の
中
心
と
な

る
都
市
」
と
訳
す
か
、
「
系
統
発
生
的
変
容
の
都
市
」
と
「
異
種
混
成
的

変
容
の
都
市
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
広
「
比

較
都
市
類
型
論
―
―
発
想
の
系
譜
を
中
心
に
」
倉
沢
進
編
『
社
会
学
講
座

5　

都
市
社
会
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
、
九
―
四
六
頁
も

参
照
。

（
5
） こ
の
点
に
つ
い
て
は
若
林
幹
夫
『
熱
い
都
市　

冷
た
い
都
市
』
弘
文
堂
、

一
九
九
二
年
、
第
二
章
―
三
も
参
照
。

（
6
） 

柳
田
國
男
『
都
市
と
農
村
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
二
九
年
。
引
用
は
『
定
本
柳

田
國
男
集　

第
十
六
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
二
四
二
頁
。
同
様
の
こ

と
は
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー

バ
ー
『
都
市
の
類
型
学
』
世
良
晃
志
郎
訳
、
創
文
社
、
一
九
六
四
年
、
二
六
頁
。

（
7
） 

大
室
、
前
掲
書
、
二
頁
。

（
8
） 

羽
仁
五
郎
『
都
市
の
論
理
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
八
年
。

（
9
） 

増
田
四
郎
『
都
市
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
。

（
10
） 

川
添
登
は
日
本
の
都
市
の
特
性
を
、
そ
の
内
側
に
自
然
を
抱
え
る
点
か
ら

考
察
し
、
そ
の
原
型
を
「
青
垣
山
」
と
し
て
モ
デ
ル
化
し
て
い
る
。
川
添

登
「
生
活
の
母
胎
と
し
て
の
都
市
」
宮
田
登
他
『
日
本
民
俗
文
化
大
系　

第
一
一
巻　

都
市
と
田
舎
―
―
マ
チ
の
生
活
文
化
』
小
学
館
、
一
九
八
五
年
、

第
一
章
。

（
11
） 

ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ
『
中
世
都
市
―
―
社
会
経
済
史
的
試
論
』
佐
々
木
克

己
訳
、
創
文
社
、
一
九
七
〇
年
、
一
五
二
頁
。

（
12
） 

ジ
ャ
ン
＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
」
浜
名
優

美
訳
『
ル
ソ
ー
全
集　

第
五
巻
』
白
水
社
、
一
九
七
九
年
、
一
四
頁
。

（
13
） 

同
、
一
四
―
一
五
頁
。

（
14
） 
シ
カ
ゴ
学
派
以
前
や
彼
ら
と
同
時
期
に
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
、
ヴ
ェ

ル
ナ
ー
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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の
社
会
学
者
た
ち
が
、
都
市
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
て
い
る
が
、
彼
ら

の
都
市
研
究
は
シ
カ
ゴ
学
派
の
都
市
研
究
と
は
異
な
り
、
調
査
・
研
究
の

方
法
と
ス
タ
イ
ル
を
共
有
す
る
都
市
研
究
の
学
派
を
形
成
し
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
都
市
研
究
の
さ
ら
に
起
源
に
は
、
ジ
ン
メ
ル
の

「
大
都
市
と
精
神
生
活
」
が
あ
る
し
、
ワ
ー
ス
は
「
生
活
様
式
と
し
て
の
ア
ー

バ
ニ
ズ
ム
」
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
都
市
の
類
型
学
』
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

（
15
） 

ル
イ
ス
・
ワ
ー
ス
「
生
活
様
式
と
し
て
の
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
」
高
橋
勇
悦
訳
、

鈴
木
広
編
『
都
市
化
の
社
会
学
〔
増
補
〕
』
誠
信
書
房
、
一
九
七
八
年
、

一
二
七
―
一
四
七
頁
。

（
16
） 

ア
ー
ネ
ス
ト
・
ワ
ト
ソ
ン
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
「
都
市
の
発
展
―
―
調
査
計
画

序
論
」
奥
田
道
大
訳
、
鈴
木
広
編
『
都
市
化
の
社
会
学
〔
増
補
〕
』
誠
信

書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
一
三
―
一
二
六
頁
。

（
17
） 

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ズ
ラ
・
パ
ー
ク
「
社
会
的
実
験
室
と
し
て
の
都
市
」
町
村

敬
志
訳
、
町
村
敬
志
・
好
井
裕
明
編
訳
『
実
験
室
と
し
て
の
都
市
―
―
パ
ー

ク
社
会
学
論
文
選
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
一
―
三
五
頁
。

同
「
人
間
生
態
学
」
同
訳
、
同
書
、
一
五
五
―
一
八
〇
頁
。

（
18
） 

シ
カ
ゴ
学
派
の
人
間
生
態
学
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
若
林
幹
夫
『
都
市
の

ア
レ
ゴ
リ
ー
』
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｘ
出
版
、
一
九
九
九
年
、
九
〇
―
九
九
頁
も
参
照
。

（
19
） 

ワ
ー
ス
、
前
掲
論
文
、
一
三
三
頁
。

（
20
） 

パ
ー
ク
「
人
間
生
態
学
」
一
七
七
頁
。

（
21
） 

同
、
一
六
五
頁
。

（
22
） 「
社
会
的
実
験
室
と
し
て
の
都
市
」
一
一
―
一
四
頁
、
二
〇
―
二
五
頁
。

（
23
） 

同
、
一
二
頁
。

（
24
） 

同
、
二
六
頁
。

（
25
） 「
人
間
生
態
学
」
、
前
掲
書
一
七
七
頁
。

（
26
） 

典
型
的
な
の
は
「
新
都
市
社
会
学 new

 urban sociology

」
の
代
表
的

論
者
だ
っ
た
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ス
テ
ル
に
よ
る
批
判
で
あ
る
。
カ
ス
テ
ル

に
よ
れ
ば
シ
カ
ゴ
学
派
の
都
市
社
会
学
に
は
理
論
的
対
象
と
し
て
も
現
実

的
対
象
と
し
て
も
「
都
市
」が
存
在
し
な
い
。
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ス
テ
ル
「
都

市
社
会
学
は
存
在
す
る
か
？
」
、
ピ
ッ
ク
ヴ
ァ
ン
ス
編
『
都
市
社
会
学
―

―
新
し
い
理
論
的
展
望
』
山
田
操
・
吉
原
直
樹
・
鰺
坂
学
訳
、
恒
星
社
厚

生
閣
、
一
九
八
二
年
、
五
三
―
九
六
頁
、
同
「
都
市
社
会
学
に
お
け
る
理

論
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
、
同
書
、
九
七
―
一
三
五
頁
。

（
27
） こ
う
し
た
表
現
に
つ
い
て
は
パ
ー
ク
も
「
社
会
的
実
験
室
と
し
て
の
都
市
」

前
掲
訳
、
一
五
―
一
六
頁
で
触
れ
て
い
る
。
若
林
幹
夫
『
都
市
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
』
八
四
―
九
〇
頁
も
参
照
。

（
28
） 

柳
田
『
都
市
と
農
村
』
、
前
掲
定
本
版
、
二
四
二
頁
。

（
29
） こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
都
市
の
類
型
学
』
の
英
訳
に
付
さ

れ
た
ド
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ン
デ
ー
ル
の
解
説
が
参
考
に
な
る
。D

on 
M

artindale, “Prefatory R
em

arks: T
he T

heory of the C
ity ”, M

ax 
W

eber, T
he C

ity 

（translated and edited by D
on M

artindale &
 

G
ertrud N

euw
irth

）, T
he Free Press, 1958, pp. 9-62.

（
30
） 

今
日
的
な
意
味
で
の
「
都
市
計
画
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
思
想
が
西
欧
に

お
い
て
成
立
す
る
の
は
、
一
九
世
紀
も
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ベ
ネ
ヴ
ォ
ロ
『
近
代
都
市
計

画
の
起
源
』
横
山
正
訳
、
鹿
島
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・

シ
ョ
エ
『
近
代
都
市
―
―
一
九
世
紀
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
』
彦
坂
裕
訳
、
井

上
書
院
、
一
九
八
三
年
等
を
参
照
。

（
31
） 

パ
ー
ク
、
前
掲
「
人
間
生
態
学
」
、
一
八
〇
頁
。

（
32
） レ
ベ
ッ
カ
・
ソ
ル
ニ
ッ
ト
『
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
―
な
ぜ
そ
の
と
き
特
別

な
共
同
体
が
立
ち
上
が
る
の
か
』
高
月
園
子
訳
、
亜
紀
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

（
33
） http://w

w
w

.kanken.or.jp/years_kanji/detail.htm
l

、
二
〇
一
二
年

四
月
二
九
日
現
在
。

（
34
） 

中
島
岳
志
「
ト
ポ
ス
を
取
り
戻
せ
」
西
部
邁
・
佐
伯
啓
思
編
『
危
機
の
思
想
』

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
八
頁
。

（
35
） 
同
、
一
〇
四
頁
。



27　●　〈論文〉洪水のあと――前川真行

一　

洪
水
を
巡
る
断
章

　

「
水
は
勢
い
を
増
し
、
地
の
上
に
み
な
ぎ
っ
た
。
…
…
水
は
地
の
上
に

ま
す
ま
す
勢
い
を
増
し
加
え
、
全
天
の
下
に
あ
る
高
い
山
々
は
す
べ
て
覆

わ
れ
た
。
水
は
さ
ら
に
そ
の
上
に
十
五
ア
ン
マ
ほ
ど
も
勢
い
を
増
し
、
そ

の
山
々
は
覆
わ
れ
た
。

　

鳥
と
し
て
、
家
畜
と
し
て
、
獣
と
し
て
、
地
上
を
這
う
も
の
と
し
て
、

地
上
を
動
き
回
る
す
べ
て
の
肉
な
る
も
の
は
、
ま
た
す
べ
て
の
人
は
息
絶

え
た
。
陸
地
に
あ
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
鼻
に
生
命
の
霊
の
息
吹
が
あ
る

も
の
は
す
べ
て
死
ん
だ
。
こ
う
し
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
、
大
地
の
面
に
い
た
す

べ
て
の
生
き
物
を
、
人
か
ら
動
物
ま
で
、
這
う
も
の
ま
で
、
空
の
鳥
ま
で

拭
い
去
っ
た

）
1
（

。
」

１
　

洪
水
と
い
う
比
喩
は
旧
約
聖
書
を
聖
典
と
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
特

別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ノ
ア
の
箱
船
と
い
う
、
そ
こ
か
ら

教
訓
を
読
み
取
る
こ
と
の
難
し
い
、
奇
妙
な
寓
話
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
物
語
の
な
か
で
、
「
ひ
た
す
ら
悪
」
を
お
こ
な
う
地
上
の

人
び
と
に
心
を
痛
め
た
神
は
、
「
み
ず
か
ら
創
造
し
た
人
を
大
地
の
表

か
ら
拭
い
去
る

）
2
（

」
こ
と
を
決
意
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
行
し
て
し
ま
う
。

地
上
が
「
暴
虐
に
満
ち
」
、
「
破
滅
に
瀕
し
て
」
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
こ
の
神
は
、
み
ず
か
ら
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る

こ
と
を
ノ
ア
と
い
う
男
に
だ
け
告
げ
る
。
彼
は
船
を
つ
く
り
、
み
ず
か

　

特
集　

〈
都
市
〉
と
〈
災
厄
〉
を
め
ぐ
っ
て　

〈
論
文
〉

洪
水
の
あ
と

【
3
・
11
以
後
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
社
会
国
家
】

前
川
真
行
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ら
の
一
族
と
ひ
と
つ
が
い
の
動
物
を
そ
こ
に
収
容
す
る
。
こ
の
動
物
と

と
も
に
、
彼
の
一
族
は
、
洪
水
を
生
き
延
び
、
現
在
の
人
類
の
祖
先
と

な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
洪
水
は
、
終
わ
り
で
あ
る
と
同
時
に
始
ま
り
で
も
あ
る
よ

う
な
ひ
と
つ
の
事
件
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
。
し
ば
し
ば
こ
の
比
喩

が
政
治
的
次
元
を
獲
得
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ひ

と
つ
の
社
会
体
が
、
「
ま
っ
た
く
お
だ
や
か
に
そ
の
明
日
を
失
お
う
と

し
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
権
力
者
が
無
為
の
な
か
で
、「
わ

が
亡
き
後
に
洪
水
は
来
た
れ
」
と
つ
ぶ
や
く
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
れ
は

ひ
と
つ
の
政
治
的
行
為
で
は
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
そ
う
つ
ぶ
や
い
た

と
さ
れ
る
国
王
―
―
ル
イ
十
五
世
―
―
を
頭
に
戴
い
て
い
た
王
国
は
、

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
し
て
、
共
和
国
へ
と
政
体
を
変
え
た
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
、
こ
の
洪
水
の
比
喩
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
口
に
し
た
人
物

は
、
ル
イ
十
五
世
そ
の
人
で
は
な
く
、
彼
の
愛
人
で
あ
っ
た
ポ
ン
パ
ド
ー

ル
婦
人
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
彼
女
が
、
七
年
戦
争
時
、
ロ
ス

バ
ッ
ハ
に
お
け
る
自
軍
の
壊
滅
的
敗
走
を
知
り
、
狼
狽
す
る
愛
人
の
姿

を
見
て
、
一
人
称
複
数
（
わ
た
し
た
ち
）
を
主
語
に
語
っ
た
言
葉
だ
と

も
い
う
。
そ
れ
を
口
に
し
た
人
物
が
誰
な
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ

れ
は
不
確
実
な
歴
史
上
の
挿
話
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
伝
説
が
語
ら
れ
た
日
付
が
一
七

五
七
年
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
二
年
前
に

は
、
巨
大
地
震
が
リ
ス
ボ
ン
を
襲
い
、
街
が
一
夜
に
し
て
壊
滅
し
て
い

る
。
こ
の
と
き
、
人
び
と
は
世
界
を
統
べ
る
神
が
善
良
で
あ
り
、
こ
の

世
界
が
最
善
の
世
界
で
あ
る
こ
と
に
自
信
を
失
い
始
め
て
い
た
の
で
あ

る
）
3
（

。
さ
ら
に
五
七
年
と
は
、
ハ
レ
ー
彗
星
の
到
来
が
予
測
さ
れ
て
い
た

年
で
も
あ
っ
た
。
結
果
的
に
こ
の
彗
星
の
到
来
は
翌
年
の
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
ハ
レ
ー
彗
星
の
到
来
が
多
く
の
都
市
で
パ
ニ
ッ
ク
を
引
き
起

こ
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
人
び
と
は
文
字
通
り
天
変
地
異

を
恐
怖
し
て
い
た
の
だ
。
一
七
四
二
年
に
出
版
さ
れ
た
モ
ー
ペ
ル
チ
ュ

イ
の
「
彗
星
に
つ
い
て
の
手
紙
」
の
な
か
で
、
彼
は
、
彗
星
が
も
た
ら

す
か
も
し
れ
な
い
い
く
つ
か
の
惨
事
―
―
た
と
え
ば
太
陽
の
熱
で
熱
せ

ら
れ
た
箒
部
分
が
地
上
に
熱
波
を
も
た
ら
す
な
ど
―
―
を
検
討
し
て
い

る
の
だ
が
、
と
り
わ
け
真
剣
な
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ

の
彗
星
が
聖
書
の
な
か
で
描
か
れ
た
ノ
ア
の
「
洪
水
」
の
原
因
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
ハ
レ
ー
の
説
で
あ
る

）
4
（

。
こ
の
と
き
洪
水
は
た
ん

に
聖
書
の
な
か
で
描
か
れ
た
い
さ
さ
か
疑
わ
し
い
伝
承
で
は
な
く
、
過

去
に
お
け
る
発
生
の
頻
度
か
ら
あ
る
程
度
の
蓋
然
性
を
以
て
推
測
さ
れ

る
自
然
災
害
で
あ
り
、
未
来

0

0

に
か
か
わ
る
差
し
迫
っ
た
危
機
で
あ
っ
た
。

２
　

ハ
レ
ー
彗
星
が
過
ぎ
去
っ
た
の
ち
、
こ
の
洪
水
の
比
喩
は
、
純
粋
な

政
治
的
不
安
の
表
現
と
な
る
だ
ろ
う
。
歴
史
家
マ
イ
ケ
ル
・
ゾ
ー
ネ
ン

シ
ャ
ー
が
指
摘
す
る
の
は
、
そ
れ
が
当
時
に
お
け
る
も
っ
と
も
深
刻
な

政
治
的
課
題
―
―
王
国
の
財
政
問
題
―
―
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、

ミ
ラ
ボ
ー
父
に
よ
る
『
若
き
君
主
と
そ
の
師
と
の
対
話
』
で
あ
る
。
こ

の
書
物
の
第
二
巻
、
第
十
九
の
対
話
の
な
か
で
、
若
き
君
主
に
た
い
し

そ
の
師
父
が
注
意
を
促
し
て
い
る
問
題
が
、
当
時
す
で
に
問
題
と
な
っ

て
い
た
こ
の
王
国
の
財
政
赤
字
、
と
り
わ
け
そ
の
負
債
を
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
終
身
年
金
で
あ
る

）
5
（

。

　

公
債
、
国
家
の
借
金
と
い
う
主
題
は
、
啓
蒙
の
世
紀
で
あ
る
十
八
世

紀
を
通
じ
、
つ
ね
に
両
義
的
な
評
価
に
晒
さ
れ
て
き
た

）
6
（

。
公
債
と
は
、

信
用
を
軸
に
、
社
会
に
お
け
る
現
在
と
未
来
と
を
、
利
子
を
介
し
て
価

値
の
な
か
に
表
現
し
、
異
な
る
次
元
に
属
す
る
財
を
同
一
平
面
上
で
交

換
す
る
た
め
の
技
術
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
公
債
は
、
軍
事
と
結
び
つ

い
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
国
家
の
戦
争
遂
行
能
力

の
飛
躍
的
な
向
上
を
可
能
に
す
る
軍
事
上
の
技
術
革
新
で
も
あ
り

）
7
（

、
同

時
に
、
い
わ
ゆ
る
近
代
国
家
―
―
租
税
国
家
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か

―
―
発
展
の
契
機
で
も
あ
っ
た

）
8
（

。
だ
と
す
れ
ば
、
啓
蒙
の
時
代
に
お
い

て
ミ
ラ
ボ
ー
の
よ
う
な
自
由
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
二
重
の

悪
と
し
て
現
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
戦
争
と
い
う
破

壊
の
象
徴
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
と
い
う
特
権
に
ま
み
れ
た
独

占
事
業
体
の
膨
張
を
も
も
た
ら
し
、
そ
の
将
来
を
も
食
い
尽
く
す
も
の

で
も
あ
っ
た
。

　

公
債
が
、
否
定
的
な
、
あ
る
い
は
猜
疑
心
と
と
も
に
吟
味
の
対
象
に

な
る
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
国
家
に
た
い
す
る
信
用
の
喪
失
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
国
家
と
い
う
存
在
の
極
め
て
奥
深
い
と
こ
ろ
に

根
ざ
し
た
問
題
で
あ
る
。
公
債
と
い
う
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
、
た
ん
な
る

借
金
以
上
の
も
の
と
な
り
、
政
治
＝
神
学
的
性
格
を
獲
得
す
る
の
は
、

国
家
が
、（
教
会
に
代
わ
っ
て
）
死
す
べ
き
者
の
時
間
的
性
格
（
＝
世
俗
性
）

と
、
不
死
の
存
在
の
も
つ
永
遠
性
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
世
界
を
架
橋
す

る
存
在
だ
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
政
治
＝
神
学
的
な
枠
組
み
の
も
と

で
時
間
を
統
御
す
る
ひ
と
つ
の
技
法
で
も
あ
る

）
9
（

。

　

で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
信
用
を
軸
に
し
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
不
信

の
念
を
も
っ
て
眺
め
は
じ
め
、
現
在
と
未
来
と
い
う
こ
の
ふ
た
つ
の
世

界
を
つ
な
ぐ
結
び
目
が
緩
み
は
じ
め
た
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
時
間
は
、

破
綻
を
無
限
に
繰
り
延
べ
す
る
だ
け
の
悪
循
環
へ
と
陥
る
。
事
実
少
な

か
ら
ぬ
人
び
と
は
、
王
国
の
財
政
問
題
の
解
決
を
、
き
わ
め
て
困
難
な

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
お
そ
ら
く
洪
水
が
待
ち
望
ま
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
瞬
間
で
あ
る
。
こ
の
煉
獄
か
ら
な
ん
と
か

し
て
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
人
び
と
は
「
過
ち
を
洗
い
流
し
」
「
血
の
匂

い
す
ら
」
残
さ
ぬ
、
神
的
暴
力
を
期
待
し
て
し
ま
う

）
10
（

。

　

た
だ
し
望
む
ら
く
は
そ
れ
が「
わ
れ
わ
れ
亡
き
あ
と
」で
あ
ら
ん
こ
と
を
。

３
　

3
・
11
と
い
う
名
前
と
と
も
に
記
憶
さ
れ
る
巨
大
な
地
震
と
そ
の
後

に
続
い
た
津
波
が
、
田
畑
や
家
屋
、
あ
ら
ゆ
る
建
造
物
、
そ
し
て
生
物

を
押
し
流
し
て
い
っ
た
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
「
洪
水
」
を
現
実
に
知
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る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
上
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
も
の
を
押
し
流
す
波

は
、
黒
く
、
そ
し
て
炎
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
の
夜
に
は
、
炎
が
都

市
を
覆
い
尽
く
し
、
わ
た
し
た
ち
は
空
か
ら
そ
の
映
像
を
眺
め
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
光
景
が
ほ
と
ん
ど
黙
示
録
的
な
も
の
に
見
え
た
こ
と
は

た
し
か
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
と
き
す
べ
て
の
電
源
を
失
っ
た
福
島
第

一
原
発
で
は
、
す
べ
て
の
冷
却
手
段
が
失
わ
れ
、
燃
料
棒
が
露
出
し
始

め
て
い
た
。
こ
と
の
深
刻
さ
を
わ
れ
わ
れ
が
知
る
の
は
も
う
少
し
あ
と

の
こ
と
で
あ
る
。

　

翌
日
―
―
つ
ま
り
そ
の
深
刻
さ
を
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
日

―
―
の
緊
張
し
た
空
気
は
い
ま
も
記
憶
に
生
々
し
い
。
そ
の
後
の
事
態

は
想
起
す
る
こ
と
さ
え
苦
痛
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
洪
水
が
刷
新
を
も
た

ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ど
こ
か
目
が
覚
め
て
も
終
わ
ら
ぬ
悪

夢
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
殺
さ
れ
て
も
蘇
ら
ね
ば
な
ら
な
い

『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
の
登
場
人
物
は
、
こ
の
こ
と
を
告
げ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
目
が
覚
め
れ
ば
や
は
り
世
界
と
歴
史
は
瓦
礫
と
と
も
に
そ
こ

に
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
震
災
の
そ
の
瞬
間
か
ら
、
み
ず
か
ら
と
他
者
の
生

存
に
専
念
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
び
と
に
と
っ
て
は
当
初
よ
り
自
明

の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
「
洪
水
」
が
す
べ
て
を
洗
い
流
す
神
的

暴
力
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
、
生
き
残
っ
た
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
お

そ
か
ら
ず
明
白
な
事
実
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
自
分

た
ち
の
庭
を
耕
さ
ね
ば
な
ら
な
い

）
11
（

」
こ
と
を
知
る
。

　

ほ
と
ん
ど
神
話
的
で
す
ら
あ
っ
た
当
初
の
動
揺
が
収
ま
り
、
目
の
前

の
事
態
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
か
で
、
ひ
と
び
と
は
出
来
事
を
な
ん

ら
か
の
意
味
の
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
は

じ
め
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
仮
に
物
語
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
当
初
わ
れ

わ
れ
の
目
に
入
っ
て
き
た
の
は
、
と
き
に
過
度
に
演
出
が
施
さ
れ
も
し

た
地
震
と
洪
水
被
害
か
ら
の
復
興
と
い
う
物
語
で
あ
っ
た
。
も
し
メ
ル

ト
ダ
ウ
ン
と
い
う
こ
れ
も
ま
た
未
曾
有
の
事
態
が
そ
こ
に
伴
わ
れ
て
い

な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
物
語
に
ひ
た
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

の
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
は
、
そ
れ
ま
で
う
す
う
す
は
感
じ
つ
つ
も
目
を
逸
ら

し
て
い
た
現
実
に
、
人
び
と
の
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

き
っ
か
け
は
統
治
機
構
の
中
枢
に
い
た
人
び
と
の
狼
狽
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
自
分
た
ち
が
統
治
さ
れ
る
側
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
で
統

治
者
と
は
、
非
対
称
的
な
関
係
性
の
な
か
に
お
り
、
統
治
機
構
に
と
っ

て
、
と
き
に
は
恐
怖
の
対
象
と
も
な
る
と
い
う
古
典
的
な
問
題
枠
組
み

を
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
た
め
て
直
視
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

二　

堤
防
が
壊
れ
た
と
き

　

「
…
…
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
、
い
ま
ま
で
生
き
て
い
て
、
見
た
こ
と
も

な
い
動
物
が
家
の
な
か
に
入
っ
て
き
た
の
。
と
う
と
う
勇
気
を
出
し
て
、

下
を
見
た
わ
。
家
の
天
井
は
ぜ
ん
ぶ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
窓
も
ぜ
ん

ぶ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
裏
の
ド
ア
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
。
あ



31　●　〈論文〉洪水のあと――前川真行

り
と
あ
ら
ゆ
る
動
物
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
声
を
出
し
て
い
た
わ
。
そ
れ

で
逃
げ
た
の
。
動
物
が
足
下
に
迫
っ
て
い
た
か
ら
。
怖
か
っ
た
わ
。
…
…

あ
あ
っ
て
、
小
さ
な
女
の
子
が
悲
鳴
を
上
げ
た
わ
。
金
切
り
声
で
何
度
も
、

何
度
も
。
そ
の
あ
い
だ
も
風
は
吹
き
続
け
て
い
て
、
霧
み
た
い
な
雨
も
降
り

続
い
て
。
そ
し
た
ら
死
体
が
目
の
前
を
流
れ
て
い
っ
た
の
。
そ
れ
で
わ
た
し

は
屋
根
裏
を
見
回
し
て
、
何
か
引
っ
張
る
も
の
が
な
い
か
探
し
た
の
。
そ

う
し
た
ら
大
き
な
年
を
取
っ
た
鰐
が
、死
体
の
あ
と
を
泳
い
で
い
っ
た
の

）
12
（

。」

１
　

こ
う
し
た
状
況
、
つ
ま
り
統
治

0

0

と
い
う
問
題
が
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た

ほ
ど
切
迫
し
た
問
題
と
な
っ
た
な
か
で
、
こ
の
災
害
を
「
思
想
」
と
し

て
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
当
初
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
著
作
『
災

害
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
が
注
目
を
浴
び
た
こ
と
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
な

り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
考
察
の
も
っ
と
も
重
要
な
材
料
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
二
十
世
紀
の
初
頭
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
地
震
で
あ
り
、

ソ
ル
ニ
ッ
ト
は
そ
こ
か
ら
社
会
学
者
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
の

提
出
し
た
、
エ
リ
ー
ト
・
パ
ニ
ッ
ク
と
い
う
注
目
す
べ
き
概
念
を
紹
介

し
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
先
入
観
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
が
格
好
の
例
を
提
供
し
て
い
る
の
だ
が
、
集
団
と

し
て
の
人
間
は
危
機
的
な
状
況
に
陥
る
と
、
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
、
他

人
を
犠
牲
に
し
て
で
も
み
ず
か
ら
の
生
存
を
追
求
す
る
愚
か
な
存
在
に

な
り
さ
が
る
と
少
な
か
ら
ぬ
人
び
と
が
信
じ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
し

ば
し
ば
選
ば
れ
た
少
数
者
―
―
映
画
に
お
い
て
は
主
人
公
―
―
が
、
そ

の
沈
着
冷
静
な
行
動
に
よ
っ
て
多
く
の
人
び
と
の
命
を
救
う
と
い
う
物

語
が
好
ん
で
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
多
く
の
事
実
か
ら
確

認
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
民
衆
観
と
は
ま
っ

た
く
正
反
対
の
事
態
で
あ
る
と
、
ソ
ル
ニ
ッ
ト
は
テ
ィ
ア
ニ
ー
ト
と
も

に
指
摘
す
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
あ
れ
、
洪
水
に
襲
わ
れ
た

ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
で
あ
れ
、
民
衆
は
、
危
機
に
さ
い
し
、
み
ず
か

ら
を
犠
牲
に
し
て
で
も
他
人
を
助
け
よ
う
と
す
る
の
だ
。
た
し
か
に

3
・
11
の
あ
と
に
お
い
て
、
私
た
ち
が
確
認
し
た
も
の
こ
そ
、こ
う
し
た

民
衆
の
利
他
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
問
題
と
な
る
の
は
こ
う
し

た
民
衆
の
パ
ニ
ッ
ク
を
恐
れ
た
「
エ
リ
ー
ト
」
の
側
の
過
剰
反
応
で
あ
る
。

　

「
テ
ィ
ア
ニ
ー
は
『
エ
リ
ー
ト
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
秩
序

の
崩
壊
、
つ
ま
り
自
分
た
ち
の
正
当
性
に
た
い
す
る
挑
戦
な
の
だ
』

と
述
べ
て
い
る
。
彼
女
は
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
た
公
衆
と
少
数
の
英

雄
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
覆
し
、
み
ず
か
ら
が
『
エ
リ
ー
ト
・
パ
ニ
ッ

ク
』
と
呼
ぶ
も
の
を
描
き
出
し
た
。
彼
女
は
そ
の
中
身
を
次
の
よ
う

に
列
挙
し
て
い
る
。
『
社
会
が
無
秩
序
に
陥
る
こ
と
へ
の
恐
怖
、
貧

民
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
移
民
へ
の
恐
怖
。
略
奪
や
所
有
権
の
侵
害
へ

の
強
迫
観
念
。
武
力
に
訴
え
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
ぬ
姿
勢
。
風
評
を

も
と
に
し
た
行
動
』
で
あ
る

）
13
（

。
」
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そ
し
て
残
念
な
こ
と
に
、
今
回
の
東
電
福
島
第
一
発
電
所
の
メ
ル
ト

ダ
ウ
ン
災
害
に
お
い
て
も
そ
れ
は
繰
り
返
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
た
だ

ち
に
問
題
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
象
徴
と
な
っ
た
よ
う
に
、
東

電
福
島
第
一
原
発
の
被
害
想
定
の
公
表
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
さ
い
し
、

そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
群
衆
行
動
へ
の
（
今
と
な
っ
て
は
根

拠
の
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
）
過
度
の
恐
怖
で
あ
り
、
結
果
と
し
て

起
き
た
、
政
府
へ
の
信
頼
の
毀
損
で
あ
る

）
14
（

。
そ
れ
は
、
ス
リ
ー
マ
イ
ル

島
で
の
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
危
機
に
お
い
て
、
整
然
と
秩
序
を
守
り
避
難
す

る
市
民
と
、
パ
ニ
ッ
ク
を
恐
怖
す
る
あ
ま
り
、
当
時
手
に
し
て
い
た
情

報
を
公
表
で
き
な
か
っ
た
政
策
当
局
者
自
身
の
狼
狽
と
麻
痺
と
を
忠
実

に
反
復
す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
15
（

。

　

こ
の
エ
リ
ー
ト
・
パ
ニ
ッ
ク
と
い
う
概
念
は
、
3
・
11
の
震
災
と
洪

水
、
そ
し
て
3
・
12
か
ら
始
ま
る
放
射
能
汚
染
の
な
か
で
、
社
会
と
政

府
と
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
の
一
般
的
な
枠
組
み
を
用
意
す
る
も
の

と
な
り
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
こ
の
書
物
は
多
く
の
論
者

に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
た
だ
、こ
の
書
物
に
は
も
う
ひ
と
つ
、

か
な
ら
ず
し
も
人
び
と
の
関
心
を
引
い
た
と
は
言
え
な
い
興
味
深
い
論

点
が
隠
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
著
名
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、ナ
オ
ミ
・
ク

ラ
イ
ン
の
書
物
、『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
』
へ
の
批
判
で
あ
る

）
16
（

。

　

ク
ラ
イ
ン
の
こ
の
書
物
は
、
経
済
学
の
シ
カ
ゴ
学
派
と
そ
の
影
響
の

も
と
に
成
立
し
た
レ
ー
ガ
ン
以
降
の
共
和
党
政
権
の
新
保
守
主
義
と
も

新
自
由
主
義
と
も
呼
ば
れ
る
政
策
、
そ
の
粗
暴
な
側
面
の
分
析
で
あ
る
。

こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
批
判
は
、
お
な
じ
み
の
も
の
と
い
っ
て
も
い
い
だ

ろ
う
。
シ
カ
ゴ
・
ス
ク
ー
ル
の
ピ
ノ
チ
ェ
ト
政
権
へ
の
協
力
、
そ
し
て

そ
こ
で
行
わ
れ
た
秘
密
警
察
に
よ
る
途
方
も
な
い
暴
力
の
数
々
、
さ
ら

に
は
、
あ
い
だ
に
ク
リ
ン
ト
ン
を
挟
み
つ
つ
、
レ
ー
ガ
ン
以
降
、
小
ブ
ッ

シ
ュ
政
権
ま
で
つ
づ
い
た
い
わ
ゆ
る
「
小
さ
な
政
府
」
―
―
要
す
る
に

軍
の
一
部
に
ま
で
至
る
民
営
化
の
数
々
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
ク
ラ
イ

ン
は
、
こ
う
し
た
変
革
が
、
自
然
災
害
な
ど
の
衝
撃
の
あ
と
、
人
び
と

が
呆
然
と
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
と
き
に
粗
暴
な
ま
で
の
暴
力
を
伴
っ

て
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
災
害
の
シ
ョ
ッ
ク
は
、

人
び
と
の
精
神
に
空
白
（
「
毛
沢
東
の
い
う
『
ま
っ
た
く
新
し
く
も
っ
と
も

美
し
い
言
葉
が
書
か
れ
る
白
い
紙

）
17
（

』
」
）
を
作
り
出
し
、
社
会
を
思
い
の
ま

ま
に
「
改
造
」
し
よ
う
と
す
る
政
策
当
局
者
に
と
っ
て
、
格
好
の
機
会

を
提
供
す
る
も
の
な
の
だ
と
。

　

ソ
ル
ニ
ッ
ト
は
ま
さ
に
こ
の
点
を
批
判
す
る
。
彼
女
は
ク
ラ
イ
ン
の

書
物
で
描
か
れ
て
い
る
権
力
行
使
の
あ
り
か
た
が
大
衆
操
作
の
そ
れ
と

し
て
描
か
れ
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
民
衆
が
徹
頭
徹
尾
受
動
的
な
存

在
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ソ
ル
ニ
ッ
ト
は
、
ク
ラ
イ

ン
の
よ
う
な
「
左
翼
」
に
す
ら
、
こ
う
し
た
姿
勢
が
存
在
す
る
こ
と
に

は
ま
っ
た
く
「
が
っ
か
り
さ
せ
ら
れ
る
」
と
す
ら
書
く
だ
ろ
う
。

　

た
し
か
に
ク
ラ
イ
ン
は
、
こ
の
書
物
の
な
か
で
洗
脳
と
い
う
人
び
と

の
精
神
に
働
き
か
け
る
暴
力
に
注
目
し
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
善
良
で
は
あ
る
が
脆
弱
な
民
衆
と
悪
辣
な
支
配
者
と
い
う
お
な
じ
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み
図
式
が
強
調
さ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
ひ
ど
く
単
純
化
さ
れ
た
二

項
対
立
図
式
で
は
あ
る
。
ソ
ル
ニ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
た
二
項
図
式
の
背

後
に
、
能
動
／
受
動
と
い
う
役
割
の
う
ち
、
後
者
を
民
衆
に
割
り
当
て

る
態
度
を
敏
感
に
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
ル
ニ
ッ
ト
が
告
発
し
て

い
る
の
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
な
か
に
見
い
だ
し
た
、
保
護
さ
れ
、
救
済
さ

れ
る
べ
き
民
衆
と
、
指
導
し
、
啓
蒙
す
る
（
左
派
）
エ
リ
ー
ト
と
い
う

図
式
な
の
で
あ
る
。

２
　

と
は
い
え
、
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
こ
う
し
た
批
判
に
は
い
く
ら
か
酷
な
と

こ
ろ
が
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
の
書
物
を
も
う
す
こ
し
好
意
的
に
読
め
ば
、

災
害
の
直
後
か
ら
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
自
然
発
生
的
に
成
立
す
る
相

互
扶
助
の
営
み
に
彼
女
が
ま
っ
た
く
気
が
つ
い
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

い
こ
と
も
分
か
る
か
ら
だ
。

　

「
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
昔
、
災
害
は
社
会
的
な
平
準
化
の
時
期
で

あ
り
、
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
共
同
体
が
分
断
を
脇
に
置
い
て
力
を
合
わ

せ
た
稀
な
瞬
間
で
あ
っ
た

）
18
（

。
」

　

ク
ラ
イ
ン
も
ま
た
災
害
を
「
稀
な
瞬
間
」
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。

二
度
に
わ
た
る
地
震
と
津
波
に
襲
わ
れ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
の
浜
辺
を
訪
れ

た
ク
ラ
イ
ン
が
現
地
で
確
認
し
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
そ
し
て
ソ
ル

ニ
ッ
ト
が
目
に
し
た
も
の
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
そ
こ

に
あ
っ
た
の
は
、
ま
る
で
機
能
し
な
い
中
央
政
府
に
代
わ
り
、
自
然
発

生
的
に
成
立
し
た
、
現
地
お
よ
び
近
隣
住
民
の
相
互
扶
助
活
動
、
そ
し

て
海
外
か
ら
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
復
興
支
援
だ
っ
た

か
ら
だ
。
ク
ラ
イ
ン
も
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
い
う
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
存
在

に
気
が
つ
い
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
た
だ
、
彼
女
の
視
点
は

「
そ
の
後
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
文
章
に
続
け
て
彼

女
は
次
の
よ
う
に
書
き
記
す
こ
と
に
な
る
。

　

「
け
れ
ど
、
だ
ん
だ
ん
と
災
害
は
反
対
の
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
。

つ
ま
り
災
害
は
、
我
勝
ち
に
生
存
を
金
で
買
う
残
酷
で
無
慈
悲
に
分

断
さ
れ
た
未
来
へ
の
窓
を
開
い
て
し
ま
う

）
19
（

。
」

　

ク
ラ
イ
ン
が
目
の
当
た
り
に
す
る
の
は
、
政
府
に
よ
っ
て
家
屋
の
再

建
を
禁
止
さ
れ
（
再
度
の
地
震
と
津
波
の
危
険
性
ゆ
え
に
！
）
、
移
動
を
強

い
ら
れ
、
か
つ
て
の
仕
事
と
住
居
を
、
つ
ま
り
共
同
体
を
放
棄
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
っ
た
漁
民
た
ち
で
あ
り
、
そ
し
て
再
開
発
の
名
の
下
に
、

外
資
あ
る
い
は
（
同
じ
こ
と
だ
が
）
借
款
、
す
な
わ
ち
政
府
へ
の
信
用

の
供
与
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
住
民
が
暮
ら
し
、
漁
を
し
て
い
た
浜
辺
に

建
設
さ
れ
た
高
級
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
で
あ
る
（
い
う
ま
で
も
な
く
、
住
民

は
こ
う
し
た
観
光
産
業
の
も
と
で
働
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
）
。

　

結
局
、
「
稀
な
瞬
間
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
続
か
な
い
の
だ
と
ク
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ラ
イ
ン
は
述
べ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
ソ
ル
ニ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
、

民
衆
に
た
い
す
る
あ
る
種
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
表
現
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
瞬
間

0

0

を
あ
ま
り
に
も
美
し
い
も
の
と
し
て
描

く
ソ
ル
ニ
ッ
ト
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
い
く
ら
か
危
険
を
感
じ
取
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
彼
女
は
、
こ
の
例
外
的
な
瞬
間
に
あ
ま
り
に
も
多
く
の
こ

と
を
仮
託
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
あ
る

の
は
革
命
と
蜂
起
に
、
き
た
る
べ
き
新
世
界
へ
の
刷
新
を
託
し
て
し
ま

う
（
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
）
ロ
マ
ン
主
義
で
は
な
い

の
か
。

　

「
だ
が
、
災
害
と
革
命
の
類
似
性
と
結
び
つ
き
は
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
も

し
革
命
が
災
害
だ
と
す
れ
ば
―
―
革
命
に
反
対
す
る
人
び
と
は
心
か

ら
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
だ
ろ
う
―
―
そ
れ
は
災
害
が
、
あ
る
種
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
で
も
あ
る
か
ら
そ
う
な
の
だ
。
こ
の
ふ
た
つ
の
現
象
は

連
帯
、
不
確
実
性
、
可
能
性
と
い
う
側
面
を
共
有
し
て
お
り
、
物
事

を
統
治
し
て
い
る
通
常
の
制
度
を
転
倒
す
る
こ
と
―
―
ル
ー
ル
の
破

壊
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
く
の
扉
を
開
く
こ
と
で
も
あ
る

）
20
（

。
」
（
強
調

筆
者
。
以
下
特
に
断
り
の
な
い
場
合
も
同
様
）

　

洪
水
と
い
う
言
葉
こ
そ
な
い
も
の
の
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
確
認
し

て
い
る
の
は
、
災
害
が
ひ
と
つ
の
刷
新
と
し
て
機
能
す
る
美
し
い
瞬
間

で
あ
る
。
災
害
と
革
命
の
も
た
ら
す
、
す
べ
て
が
破
壊
さ
れ
た
が
ゆ
え

に
成
立
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
語
る
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
ほ
と
ん
ど
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
調
子
（
「
破
壊
的
性
格
は
、
若
く
て
晴
れ
や
か
だ
」
）

は
、
す
べ
て
の
し
が
ら
み
を
抹
消
し
た
、
真
っ
白
な
石
盤
か
ら
の
再
出

発
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
魅
入
ら
れ
た
預
言
者
の
言
葉
の
よ
う

に
す
ら
響
く
。
こ
の
書
物
の
終
わ
り
近
く
で
、
彼
女
は
あ
る
書
物
か
ら

の
引
用
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
こ
う
し
た
傾
向
を

端
的
に
要
約
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

「
こ
う
し
た
喪
失
や
混
乱
に
直
面
し
た
と
き
、
大
事
な
と
こ
ろ
で
、

以
前
よ
り
も
よ
り
よ
い
生
き
方
を
築
く
人
も
い
る
。
そ
う
し
た
人
た

ち
に
と
っ
て
は
喪
失
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
経
験
も
、
新
し
い
、
よ
り

よ
い
生
活
の
骨
格
を
、
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
ま
で
戻
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 from
 

alm
ost scratch 

築
く
き
っ
か
け
と
な
る
。
こ
う
し
た
人
び
と
は
ト

ラ
ウ
マ
の
可
能
性
を
組
み
込
ん
だ
新
た
な
心
構
え
と
ト
ラ
ウ
マ
と
折

り
合
う
や
り
か
た
を
作
り
上
げ
る
の
だ

）
21
（

。
」

　

「
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
ま
で
戻
っ
てfrom

 alm
ost scratch

」
。
た
し

か
に
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
こ
う
し
た
例
外
的
な
状
況
を
特
権

的
な
も
の
と
し
て
永
続
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
か
の
よ
う
に

も
見
え
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
を
革
命
の
瞬
間
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
革
命
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
姿
勢
に
た
い
し
て
、
ク
ラ
イ
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ン
は
あ
ら
か
じ
め
（
原
著
出
版
年
は
彼
女
の
ほ
う
が
早
い
）
距
離
を
取
っ

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

「
こ
う
し
た
住
民
に
よ
る
再
建
の
試
み
は
、
つ
ね
に
白タ

ブ
ラ
・
ラ
サ

い
紙
と
ま
っ

さ
ら
の

石
ブ
ラ
ン
ク
・
ス
レ
ー
ト

盤

の
う
え
に
モ
デ
ル
国
家
を
建
設
し
よ
う
と
し
続
け

る
災
害
資
本
主
義
の
複
合
体
の
エ
ー
ト
ス
に
た
い
す
る
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
と
な
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
農
場
あ
る
い
は
工
場
の
協
同
組
合

の
よ
う
に
、
人
び
と
は
本
来
的
に
即
興
的
で
、
そ
こ
に
残
さ
れ
て
い

れ
ば
、
ど
ん
な
人
と
で
も
協
力
し
、
そ
し
て
流
さ
れ
た
り
壊
れ
た
り

盗
ま
れ
た
り
し
て
い
な
け
れ
ば
ど
ん
な
古
ぼ
け
た
道
具
で
も
な
ん
と

か
そ
れ
で
間
に
合
わ
せ
る
の
だ
。
…
…
土
地
に
根
ざ
し
た
人
び
と
の

再
生
の
運
動
は
次
の
よ
う
な
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ

れ
が
作
っ
て
し
ま
っ
た
物
理
的
混
乱
か
ら
の
逃
げ
道
は
無
く
、
そ
し

て
歴
史
の
、
文
化
の
、
そ
し
て
記
憶
の
抹
消
は
す
で
に
十
分
す
ぎ
る

ほ
ど
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
。
こ
れ
は
ゼ
ロ
か
ら
で
は
な

0

0

0

0

0

0

0

く0

、
む
し
ろ
残
骸
か
ら
（not to start from

 scratch but rather from
 

scrap

）
、
あ
ち
こ
ち
に
転
が
っ
て
い
る
瓦
礫
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す

る
運
動
な
の
だ

）
22
（

。
」

　

ソ
ル
ニ
ッ
ト
と
ク
ラ
イ
ン
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
「
稀
な

瞬
間
」を
め
ぐ
る
対
立
、
十
九
世
紀
以
来
ひ
と
つ
の
政
治
課
題
で
も
あ
っ

た
よ
う
な
、
そ
う
し
た
対
立
で
あ
っ
た

）
23
（

。

３
　

お
そ
ら
く
い
ま
、
こ
の
国
に
お
い
て
、
時
代
は
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
側
に

あ
る
。
い
く
ら
か
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
れ
は
国
家
が
い
ま
ま
さ
に
撤
退

し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

現
在
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
両
義
的
な
場
所
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
う

の
は
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
側
で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
を
直
撃
し
た
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ
に

よ
る
洪
水
が
低
地
帯
を
襲
っ
た
早
く
も
そ
の
十
四
日
後
に
提
案
さ
れ
た
、

保
守
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
ヘ
リ
テ
イ
ジ
財
団
に
よ
る
公
教
育
制
度
の
再

編
復
興
計
画
は
、
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
と
民
営
化
を
軸
と
し
た「
親
市
場
主
義

的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。こ
う
し
た
計
画
に
た
い
す
る
批
判
、と
り
わ
け

チ
ャ
ー
タ
ー
・
ス
ク
ー
ル

）
24
（

を
中
心
と
し
た
学
校
選
択
制
の
導
入
に
た
い

す
る
批
判
と
い
う
点
で
ク
ラ
イ
ン
は
見
事
に
一
貫
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
公
教
育
の
再
編
に
た
い
し
て
も
、
厳
し
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
彼
女

の
主
張
を
、
わ
れ
わ
れ
は
良
く
も
悪
く
も
安
心
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

い
っ
ぽ
う
ソ
ル
ニ
ッ
ト
も
、
ク
ラ
イ
ン
と
同
様
、
教
員
の
大
量
解
雇

を
も
た
ら
し
た
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
の
教
育
制
度
の
再
編
に
つ
い
て

批
判
的
な
立
場
は
崩
さ
な
い
。
だ
が
現
在
ア
メ
リ
カ
で
ま
す
ま
す
そ
の

存
在
感
を
増
し
て
い
る
チ
ャ
ー
タ
ー
・
ス
ク
ー
ル
、
つ
ま
り
私
立
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
公
立
学
校
の
も
つ
制
約
を
免
れ
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時

に
、
み
ず
か
ら
の
定
め
た
憲
章
（
チ
ャ
ー
タ
ー
）
を
掲
げ
、
そ
れ
を
履
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行
す
る
か
ぎ
り
で
公
的
な
財
政
支
援
を
受
け
る
と
い
う
こ
の
新
た
な

「
公
」
教
育
の
シ
ス
テ
ム
に
た
い
す
る
原
理
的
な
批
判
が
、
彼
女
の
立

場
か
ら
導
出
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
自
明
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
に
住
民
た
ち
の
自
発
的
な
協
同
の
場
が
発
生
し

な
い
と
い
っ
た
い
誰
に
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
書
物
の
な
か
で
彼

女
は
ク
ラ
イ
ン
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
調
子
で
、こ
う
し
た
改
革
が
「
公

的
な
も
の
の
私
物
化

）
25
（

」
で
あ
る
と
述
べ
、
チ
ャ
ー
タ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に

つ
い
て
も
「
親
や
納
税
者
に
た
い
す
る
説
明
責
任
が
薄
い
」
と
批
判
す

る
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
、
そ
の
批
判
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。
だ
が
彼
女
が
災
害
の
あ
と
の
地
獄
に
差
し
た
一
条
の
光
で
あ
る

と
考
え
た
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
政
権
に
お
い
て
も
、
こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
・

ス
ク
ー
ル
が
推
進
さ
れ
て
い
る
い
ま

）
26
（

、
お
そ
ら
く
事
態
は
こ
れ
ま
で
以

上
に
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
必
要
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
そ
れ
は
自リ

ベ

ラ

リ

ズ

ム

由
主
義
を
め
ぐ
る
問
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
家
を
巡

る
問
い
と
い
う
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
エ
ピ
ロ
ー
グ
に

記
さ
れ
て
い
た
オ
バ
マ
に
た
い
す
る
期
待
を
吐
露
し
た
文
章
を
ペ
イ

パ
ー
バ
ッ
ク
版
か
ら
削
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
ろ
う
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
女
と
と
も
に
時
代
の
精
神
を
共
有
す
る
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
も
、
い
く
ら
か
慎
重
な
足
取
り
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
地
方
分
権
か
ら
は
じ
ま
り
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
い
っ
た
中
間
団

体
、
さ
ら
に
は
阪
神
淡
路
の
大
震
災
で
い
わ
ば
市
民
権
を
得
た
言
葉
に

な
っ
た
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
、
と
き
に
「
新
し
い
公
共
」
と
呼
ば
れ

る
、
自
発
的
で
あ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
民
間
活
動

）
27
（

は
い
ま
や
お
そ
ら

く
統
治
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
国
家
の
撤
退
と

平
行
し
て
起
き
た
現
象
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
フ
ー
コ
ー
と
と
も
に
そ
の
統
治
思
想
の
変
容
が
い
よ
い
よ
わ

れ
わ
れ
の
目
に
は
っ
き
り
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
か

）
28
（

。

　

わ
れ
わ
れ
は
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
時
代
を
生
き
て
い
る
。
ア
ナ
キ
ズ
ム
と

は
中
央

0

0

政
府
に
よ
る
生
産
手
段
の
公
共
化
・
社
会
化
に
た
い
し
、
自
然

発
生
的
で
、
自
律
し
た
分
散

0

0

型
の
共
同
体
を
基
盤
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が

独
立
し
て
行
う
意
志
決
定
の
総
体
が
「
社
会
」
を
形
成
す
る
と
い
う
思

想
で
あ
る
。
そ
れ
は
分
散
的
な
意
志
決
定
を
評
価
し
、
地
方
自
治
を
重

視
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
相
対
的
に
規
模
の
小
さ
い
分
権
的
な
政
治

体
制
を
理
想
と
す
る
だ
ろ
う
。
で
は
今
日
、
こ
の
ふ
た
つ
の
軸
の
対
立

が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
あ
た
か
も
革
命
と
改
良
と
い
う
問
い
を
め

ぐ
る
対
立
と
い
う
か
た
ち
で
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ゆ
え
、
思
想
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

ア

ナ
キ
ズ
ム
を
成
立
さ
せ
て
い
る
、
そ
の
条
件
を
探
る
必
要
が
あ
る
。

三　

都
市
と
田
園
の
憂
鬱

　

「
田
園
と
農
園
の
入
り
口
近
く
に
工
場
と
作
業
場
を
設
置
し
、
そ
こ
で

働
く
こ
と
に
し
よ
う
。
む
ろ
ん
大
規
模
な
も
の
で
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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そ
う
し
た
大
工
場
で
は
大
規
模
な
機
械
設
備
が
必
要
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ

は
自
然
条
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
特
定
の
地
域
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
む
し
ろ
作
業
場
や
小
工
場
の
設
置
は
、
人
び
と
が
文
明
化
さ
れ
る

結
果
、
無
限
に
多
様
化
し
て
ゆ
く
趣
味
嗜
好
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
工
場
の
地
獄
の
よ
う
な
環
境
に
置
か
れ
た
子

供
た
ち
が
そ
の
子
供
ら
し
い
外
観
を
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
大
工
場
で
は

な
く
、
風
通
し
よ
く
衛
生
的
な
小
工
場
で
あ
れ
ば
、
結
果
的
に
経
済
的
で

も
あ
っ
て
、
機
械
で
は
な
く
人
間
ら
し
い
生
活
が
い
っ
そ
う
考
慮
さ
れ
、

い
っ
そ
う
の
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
実
例
は
、

す
で
に
あ
ち
こ
ち
に
存
在
し
て
い
る
。
小
工
場
と
作
業
場
で
は
、
男
も
、

女
も
、
子
供
も
、
飢
え
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
に

と
っ
て
相
応
し
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
活
動
か
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
求

に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
働
き
、
ま
た
動
力
と
機
械
の
手
を
借
り
て
、
自
分
自

身
の
素
質
に
も
っ
と
も
適
し
た
種
類
の
活
動
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る

）
29
（

。
」

１
　

ソ
ル
ニ
ッ
ト
が
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
共
感
を
持
っ
て
紹
介
し
、
じ
っ
さ

い
彼
女
の
立
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
思
想

は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
き
た
。
一
般
に
そ
の
思
想

は
相
互
扶
助
の
思
想
と
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ

ズ
ム
に
対
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
関
係
は
そ

れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
こ
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、

ア
ナ
キ
ズ
ム
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
継
承
す
る
も
の
で
は
あ
れ
、
そ

れ
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
の
ア
ナ
キ
ズ
ム

と
は
、
生
物
学
の
知
見
に
も
と
づ
き
獲
得
さ
れ
た
社
会
認
識
で
あ
り
、

彼
は
そ
れ
を
「
社
会
の
生
理
学

）
30
（

」
と
も
呼
ぶ
。
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
理
論
と

は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
生
物
の
行
動
に
た
い
す
る
分

析
の
、
人
間
社
会
へ
の
適
用
な
の
で
あ
る
。

　

人
間
は
社
会
を
つ
く
る
動
物
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
そ
れ
は
、
ひ
と

つ
の
自
然
過
程
で
も
あ
る
。
出
発
点
に
あ
る
の
は
、
「
個
体
の
欲
求
」

と
そ
の
充
足
行
動
で
あ
る
。
人
間
も
ま
た
、
こ
の
欲
求
を
「
そ
の
人
間

の
力
の
損
耗
を
最
小
に
す
る
仕
方
」
で
「
最
大
か
つ
経
済
的
に
充
足

）
31
（

」

し
よ
う
と
す
る
存
在
な
の
だ
。
連
帯
、
あ
る
い
は
相
互
扶
助
は
、
こ
う

し
た
人
間
的
自
然
が
も
た
ら
す
ひ
と
つ
の
帰
結
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て

相
互
扶
助
と
は
、
生
物
に
よ
る
環
境
へ
の
適
応
一
形
態
な
の
で
あ
る
。

過
酷
な
（
自
然
）
環
境
を
前
に
し
た
生
物
に
と
っ
て
は
、
相
互
扶
助
、

あ
る
い
は
連
帯
が
、
個
体
の
安
寧
な
い
し
幸
福
（aisance / w

ell 

being

）
の
た
め
の
条
件
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
連
帯
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
み
ず
か
ら
が
博
物

学
＝
生
態
学
者
と
し
て
探
検
隊
に
加
わ
り
調
査
し
た
、
シ
ベ
リ
ア
の
自

然
観
察
の
な
か
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る

）
32
（

。
じ
っ
さ
い
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、
自
分
自
身
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の

違
い
を
、
観
察
し
た
自
然
環
境
の
差
に
帰
し
て
い
る
。
今
日
風
の
物
言

い
で
、
も
っ
と
も
ら
し
く
い
う
な
ら
ば
、
自
然
の
圧
倒
的
な
暴
虐
の
前
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で
は
、
競
争
は
か
な
ら
ず
し
も
有
利
な
戦
略
で
は
な
い
と
で
も
な
ろ
う
。

　

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
生
物
個
体
（
な
い
し

は
集
団
）
が
、
周
囲
の
環
境
と
ど
の
よ
う
な
相
互
作
用
を
取
り
結
ぶ
か

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
競
争
と
相
互
扶
助
の
ど
ち
ら
が
優
位
に
な
る

か
は
、
生
物
の
置
か
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

彼
は
競
争
も
協
力
も
こ
う
し
た
生
物
同
士
の
相
互
作
用
の
特
殊
形
態
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
シ
ス
テ
ム
論

者
で
あ
る

）
33
（

。

　

こ
う
し
た
環
境
と
の
相
互
作
用
と
そ
の
環
境
へ
の
適
応
を
重
視
す
る

彼
が
、
歴
史
を
振
り
返
る
に
あ
た
っ
て
、
競
争
よ
り
も
相
互
扶
助
を
重

視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て

は
い
く
ら
か
ホ
ッ
ブ
ス
的
な
状
況
を
前
提
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
た
だ
し
彼
は
契
約
論
者
と
い
う
よ
り
は
進
化
論
者
で
あ
る
た
め
、

人
び
と
が
形
成
す
る
相
互
関
係
も
、
あ
く
ま
で
外
的
環
境
へ
の
適
応
と

し
て
、
つ
ま
り
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
自
然
過
程
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
。
幸
福
と
は
そ
の
適
応
状
態
な
の
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
『
相
互
扶
助
論
』
に
お
い
て
、
人
間
集
団
の
分
析

に
向
か
う
に
あ
た
っ
て
取
り
上
げ
た
ハ
ン
ザ
に
所
属
す
る
あ
る
組
合
船

の
例
も
、
こ
う
し
た
図
式
に
過
不
足
な
く
収
ま
っ
て
い
る

）
34
（

。
そ
の
船
で

は
航
海
の
始
ま
り
に
あ
た
っ
て
、
船
長
が
次
の
よ
う
な
宣
言
を
行
う
。

　

「
わ
れ
ら
は
神
の
慈
悲
と
波
の
し
ぶ
き
の
も
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、

誰
も
が
互
い
に
平
等
で
あ
る
。
そ
し
て
嵐
と
、
高
波
、
さ
ら
に
は
略

奪
や
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
ら
は
厳

格
な
秩
序
を
守
り
、
こ
の
旅
の
よ
き
終
わ
り
ま
で
携
え
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
順
風
と
成
功
と
の
祈
り
を
捧
げ
、
海
洋

の
法
に
従
い
、
判
事
席
を
占
め
る
者
を
任
命
す
る
も
の
で
あ
る

）
35
（

。
」

　

船
底
の
下
に
は
荒
れ
た
る
海
原
が
あ
り
、
人
び
と
は
そ
こ
で
運
命
を

と
も
に
し
、
対
等
な
者
た
ち
か
ら
な
る
共
同
体
を
形
成
す
る
。
こ
こ
で

興
味
深
い
こ
と
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
、
こ
う
し
た
共
同
体
の
頂
点
を
、

人
び
と
の
つ
く
る
自
律
的
な
政
治
組
織
、
都
市
の
姿
の
な
か
に
見
い
だ

し
て
い
る
こ
と
だ
。
彼
が
、
こ
の
ハ
ン
ザ
と
い
う
職
能
団
体
を
重
視
す

る
の
は
、
そ
れ
が
中
世
都
市
へ
と
発
展
す
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
）
36
（

。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
描
き
出
す
歴
史
の
な
か
で
、
こ
の
共コ

ミ
ュ
ノ
テ

同
体
と
し

て
の
都
市
は
、
中
世
の
自
治
都
市
と
い
う
姿
に
結
晶
化
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
中
世
都
市
に
お
い
て
技
芸
は
進
歩
し
、
経
済
は
発
展
し
、
科

学
は
栄
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
い
さ
さ
か
過
度
に
理
想

化
さ
れ
た
中
世
都
市
の
栄
光
に
つ
い
て
の
記
述
の
当
否
は
、
ひ
と
ま
ず

措
い
て
お
こ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
思
想
の
枠
組

み
で
あ
る
。
団
体
、
と
り
わ
け
都
市
は
生
存
（
そ
し
て
生
活
）
の
た
め

の
結
合
と
さ
れ
、
み
ず
か
ら
の
力
を
超
え
る
巨
大
な
自
然
の
猛
威
に
た

い
し
て
自
己
を
保
存
す
る
た
め
に
、
自
発
的
に
結
成
さ
れ
た
政
治
体
と

し
て
肯
定
さ
れ
る
。
団
体
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

都
市
は
彼
に
と
っ
て
の
可
能
性
の
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中
心
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
に
挙
げ
た
ハ
ン
ザ
の
商
船
に
つ

い
て
、
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
経
営
体
―
―
企
業societas, corporation

―
―
と
区
別
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
は
あ
る
の
だ
が
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
る
団
体
／
経
営
体
は
、
「
外
部
に
存
在
す

0

0

0

0

0

0

る
立
法
者
の
意
志
に
従
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
ら
か
じ
め
構
想
さ
れ
た
な
ん
ら
か
の
プ

ラ
ン
に
依
拠
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

0

0

」
と
い
う
こ
と
が
強
調

さ
れ
る

）
37
（

。

　

た
だ
し
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
目
的
の
内
在
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
か
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
船
と
そ
れ
を
導
く
船

長
の
比
喩
は
、
古
典
古
代
よ
り
、
あ
る
都
市
＝
国
家
に
お
け
る
統
治
を

象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
合
、
共
通
善
や
公
共
の
利
益

と
い
っ
た
観
念
が
、
船
を
導
く
普
遍
的
価
値
と
し
て
外
挿
さ
れ
て
い
た

か
ら
だ

）
38
（

。
し
か
し
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
は
一
見
す
る

と
、
環
境
へ
の
適
応
と
い
う
自
然
史
的
な
過
程
に
よ
っ
て
内
部
か
ら
構

成
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
過
酷
な
自
然
＝
環
境
は
、
こ
れ

ら
の
団
体
に
自
己
保
存
と
い
う
目
的
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
す
る
理
論
的

装
置
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
も
し
「
災
害
が
不
意
に
、
し

か
し
ゆ
っ
く
り
と
や
っ
て
き
て
、
し
か
も
こ
れ
ま
で
よ
り
も
は
る
か
に

強
力
で
、
は
る
か
に
日
常
的
な
も
の
に
な
る

）
39
（

」
な
ら
ば
、
つ
ま
り
例
外

が
日
常
と
な
る
な
ら
ば
、
危
機
に
お
け
る
連
帯
は
永
続
的
な
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
書
き
記
す
ソ
ル
ニ
ッ
ト

は
た
だ
し
く
ア
ナ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　

し
か
し
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
語
る
敗
北
の
歴
史
に
よ
れ
ば
、
中
世
都
市

の
可
能
性
は
、
可
能
性
の
ま
ま
に
終
わ
り
、
そ
れ
は
十
六
世
紀
を
ま
た

ず
し
て
そ
の
理
想
と
は
異
な
る
方
向
に
向
け
て
変
容
し
始
め
る
。
そ
の

原
因
は
ま
ず
は
国
家
、
そ
し
て
教
会
と
い
う
対
抗
勢
力
の
伸
張
に
あ
る
。

こ
こ
に
中
央
集
権
と
絶
対
主
義
に
た
い
す
る
断
固
と
し
た
批
判
者
と
し

て
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
あ
ら
わ
れ
る
。
独
占
に
た
い
す
る
批
判
者
と
し

て
の
彼
を
、
す
く
な
く
と
も
十
八
世
紀
的
な
意
味
で
自リ

ベ

ラ

リ

ス

ト

由
主
義
者
と
呼

ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
む
ろ
ん
中
世
都
市
の
本
質
を
ギ
ル
ド
（
職
能

団
体
）
の
な
か
に
見
い
だ
す
彼
を
、
た
と
え
ば
同コ

ル
ポ
ラ
シ
オ
ン

業
組
合
の
解
散
を
国

家
と
自
由
の
名
に
お
い
て
命
じ
た
テ
ュ
ル
ゴ
ー
と
同
列
に
並
べ
る
者
は

い
ま
い
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
い
。
あ
る
歴
史
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
民
衆
は
そ
の
決

定
を
歓
喜
の
声
で
迎
え
て
い
る

）
40
（

。
そ
れ
は
王
権
の
認
可
を
受
け
た
宣
誓

同
業
組
合
の
廃
止
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。
思
い
起
し
て
み
れ
ば
、
ク
ロ

ポ
ト
キ
ン
は
中
世
都
市
衰
退
の
内
部
的
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
そ
の

腐
敗
を
、
つ
ま
り
は
格
差
の
拡
大
を
挙
げ
て
い
た
。
彼
は
、
絶
対
君
主

の
も
と
、
「
共コ

ミ

ュ

ナ

ル

な

同
の
／
共
有
さ
れ
た
」
営
み
が
、
「
商
人
そ
し
て
職
人
家0

族
の
特
権

0

0

0

0

」
）
41
（

と
な
り
は
て
た
こ
と
を
悔
恨
と
と
も
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

も
し
彼
が
十
八
世
紀
末
を
生
き
て
い
れ
ば
、
抑
圧
さ
れ
、
闇
労
働
に
従

事
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
部シ

ャ

ン

ブ

ル

ラ

ン

屋
働
き
の
職
人
た
ち
と
と
も
に
親
方
衆
に
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支
配
さ
れ
た
宣
誓
同
業
組
合
の
廃
止
を
、
歓
喜
の
声
と
と
も
に
迎
え
た

と
想
像
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
時
代

に
お
い
て
も
、
現
在
に
お
い
て
も
、
自
由
主
義
と
は
、
政
治
的
に
は
専

制
を
、
経
済
的
に
は
独
占
を
告
発
し
、
個
人
の
創イ

ン
ダ
ス
ト
リ
ー

意
勤
勉
を
称
揚
し
、

そ
の
自
由
な
活
動
を
最
大
限
に
保
証
す
る
政
治
体
制
を
理
想
と
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
国
家
は
、
中
央
集
権
的
な
政
治
体
制
は
、
最
小
化
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
こ
の
自
由
主
義
と
「
最
小
国
家
の
思

想
）
42
（

」
を
共
有
し
て
い
る
。

　

思
想
と
し
て
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
自
由
主
義
と
多
く
の
特
徴
を
共
有
す

る
。
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
問
題
は
団
体
で
あ
る
。
つ
ま
り

自
発
的
に
結
成
さ
れ
た
具
体
的
な
団
体
を
ひ
と
つ
の
政
治
単
位
と
し
て

承
認
す
る
か
否
か
。
ク
ラ
イ
ン
と
ソ
ル
ニ
ッ
ト
は
こ
こ
で
も
奇
妙
な
交

差
を
演
じ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ン
に
と
っ
て
、
団
体
は
政
治
を
考
え
る
う

え
で
真
剣
な
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
ム
ッ
ソ
ー
リ
ニ
の
イ

タ
リ
ア
を
引
き
な
が
ら
、
彼
女
が
ブ
ッ
シ
ュ
の
ア
メ
リ
カ
を
コ
ー
ポ
ラ

テ
ィ
ス
ト
（
あ
る
い
は
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
）
国
家
と
呼
ぶ
と
き
、
そ
れ
は

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
高
官
の
カ
ー
ラ
イ
ル
、
ベ
ク
テ
ル
と
い
っ
た

企
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

業
と

の
親
密
な
関
係
を
批
判
す
る
た
め
の
便
利
な
符
丁
以
上
の
も
の
で
は
な

い
。
い
さ
さ
か
単
純
化
さ
れ
た
そ
の
理
解
が
図
式
の
明
快
さ
と
引
き
替

え
に
失
っ
た
も
の
は
少
な
く
は
な
い
が
こ
こ
で
は
措
い
て
お
こ
う

）
43
（

。

　

こ
う
し
た
ク
ラ
イ
ン
の
明
快
さ
に
た
い
し
、
ソ
ル
ニ
ッ
ト
は
い
さ
さ

か
は
っ
き
り
し
な
い
場
所
に
立
っ
て
い
る
。
ア
ナ
キ
ス
ト
と
し
て
彼
女

は
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
あ
る
い
は
共
同
体
の
自
由
な
活
動
を
称
揚
す
る
は

ず
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
た
し
か
に
確
認
で
き
る
。
彼
女
が
扱
う

も
の
を
見
て
ゆ
こ
う
。
愛
、
友
情
、
災
害
時
に
お
け
る
自
発
的
な
助
け

合
い
、
あ
る
い
は
革
命
祭
典
、
メ
キ
シ
コ
の
サ
パ
テ
ィ
ス
タ
の
反
乱
と

祝
祭
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
こ
に
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
、
具
体
的
か
つ
持
続
す
る
共
同
体
の
例
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難

し
い
。
あ
く
ま
で
そ
れ
は
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
と
形
態
の
、
情

動
を
基
盤
と
し
た
連
帯
の
物
語
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は

ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
作
り
出
す
集
団
が
、
団
体
と
呼
べ
る
よ
う
な
制
度
的
な

支
え
を
持
つ
も
の
な
の
か
、
い
さ
さ
か
不
安
な
気
持
ち
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
す
で
に
引
用
し
た
永
続
化
し
た
緩
慢
な
危
機
と
は
、
こ
う
し

た
欠
落
ゆ
え
に
必
要
と
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
都
市
の
変
容
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

３
　

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
記
述
を
も
う
少
し
追
い
か
け
て
み
よ
う
。
近
代
国

家
の
成
立
に
よ
り
、
中
世
都
市
が
潰
え
た
の
ち
も
、
そ
の
理
想
が
失
わ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
『
相
互
扶
助
論
』
の
最
後
の
章
で
、
自

治
都
市
の
理
想
を
受
け
継
い
だ
、
近
代
に
お
け
る
多
様
な
か
た
ち
の
自

発
的
結
社
を
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
が
東
欧
や
ロ
シ
ア
を
中
心
と
し

た
農
民
た
ち
の
土
地
不
動
産
や
水
な
ど
の
共
同
所
有
の
諸
形
態
で
あ
り
、

そ
し
て
先
進
工
業
国
で
の
科
学
者
や
芸
術
家
、
教
育
者
た
ち
の
協
会
、
そ
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し
て
貧
し
い
人
び
と
の
住
む
近
隣
に
お
け
る
集
団
的
な
子
育
て
に
ま
で

い
た
る
多
様
な
結
社
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ギ
ル
ド
の
直
接
的
な
後
継
者

た
る
労
働
組
合
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
時
そ
れ
は
多
く
の
人

び
と
に
と
っ
て
新
た
な
社
会
編
成
に
つ
な
が
る
特
権
的
な
制
度
的
基
盤

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
し
か
に
彼
の
生
き
た
時
代
の
精
神
で
は
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、『
相
互
扶
助
論
』と
い
う
書
物
に
お
い
て
、
中
心
に
あ
っ
た

の
は
都
市
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い

）
44
（

。『
相
互
扶

助
論
』
の
な
か
で
、
彼
が
職
能
団
体
か
ら
中
世
の
自
治
都
市
へ
と
至
る
団

体
の
歴
史
を
特
権
的
な
も
の
と
し
て
描
い
た
と
き
も
、
そ
こ
で
は
都
市

共
同
体
を
ひ
と
つ
の
完
成
と
し
て
見
る
目
的
論
的
な
図
式
が
支
配
し
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
理
論
装
置
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
空
間
的
想
像
力
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る

）
45
（

。
進
化
論
と
は
有
限
な
空
間
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る

ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
生
態
学
的
発
想
が
優
位
を
占
め
る
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に

と
っ
て
も
、
空
間
の
比
喩
は
お
と
ら
ず
重
要
で
あ
る
。こ
の
と
き
集
団
と

は
一
定
の
空
間
を
占
拠
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
優

位
に
あ
る
の
は
、
都
市
と
は
、
占
拠
さ
れ
、
占
有
さ
れ
る
べ
き
定
住
の
空

間
だ
と
す
る
発
想
で
あ
る

）
46
（

。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
と
っ
て

は
、
空
間
こ
そ
が
そ
の
想
像
力
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
中
世
都
市
の
衰
退
の
も
っ
と
も
重
要
な
原
因
は
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　

「
ほ
と
ん
ど
の
都
市
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
致
命
的
か
つ
最
悪
の

誤
ち
は
、
商
業
と
工
業
と
い
う
基
盤
の
上
に
そ
の
富
を
形
成
し
、
農

業
を
無
視
し
た
こ
と
で
あ
る

）
47
（

。
」

　

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
中
世
都
市
の
欠
陥
を
、
都
市
と
農
村
の
空
間
的
、

社
会
的
分
断
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
き
た
る
べ
き
新
た

な
る
社
会
の
編
成
の
原
理
が
な
に
を
基
盤
と
す
べ
き
か
は
、
自
明
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
新
た
な
都
市
は
田
園
＝
農
村
と
都
市
＝
工
業
の
結
合
と

な
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

は
何
よ
り
も
彼
が
自
立
と
自
律
と
い
う
価
値
を
こ
と
の
ほ
か
重
視
し
て

い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
田
園
＝
都
市
（
つ
ま
り
都
市
を
中
心
と
し
、

そ
の
後
背
地
を
含
ん
だ
地
域
、
都
市
圏
）
は
、
あ
る
程
度
の
自
給
が
可
能

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
中
世
都
市
が
果
た
せ

な
か
っ
た
可
能
性
を
、
今
日
時
点
で
展
開
さ
せ
る
た
め
の
提
案
を
す
で

に
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
当
時
に
お
け
る
社
会
問
題
へ
の
回
答
で
あ
り
、

同
時
に
、
代
替
的
な
社
会
編
成
の
提
案
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
構
想
は
、『
田

園
、
工
場
、
作
業
場
』
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
多
く

の
人
び
と
に
と
っ
て
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、
こ
の
書
物
と
と
も
に
記
憶
さ

れ
て
い
る

）
48
（

。

　

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
こ
の
構
想
は
、
そ
の
進
歩
主
義
と
科
学
（
技
術
）

主
義
、
な
に
よ
り
も
そ
の
理
想
主
義
的
姿
勢
に
よ
っ
て
多
く
の
人
び
と

の
賛
同
を
獲
得
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
十
九
世
紀
後
半
と
い
う
こ
の
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時
代
は
、
都
市
に
と
っ
て
受
難
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
賃
金
労
働
者

の
農デ

テ

リ

ト

リ

ア

リ

ザ

シ

オ

ン

村
か
ら
の
離
脱
、
さ
ら
に
は
都
市
へ
の
流
入
が
、
工
業
化
を
経
験

し
た
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
、
貧ポ

ペ

リ

ス

ム

困
問
題
を
発
生
さ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

）
49
（

。

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
し
ば
し
ば
革
命
（
あ
る
い
は
改
良
）
を
め
ぐ
る
政

治
の
文
法
の
も
と
で
理
解
し
て
い
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
貧
困
の
問
題

で
あ
る
と
と
も
に
、
都
市
と
い
う
領
域
に
お
け
る
空
間
の
問
題
で
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
都
市
問
題
で

あ
る
か
ぎ
り
の
社
会
問
題
を
、
都
市
と
田
園
の
結
合
に
よ
っ
て
解
決
す

る
と
い
う
試
み
は
、
こ
の
時
代
の
精
神
で
あ
っ
た
。

　

今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
と
あ
ま
り
に
安
易
な
田
園
へ
の
回
帰
と

も
見
え
る
都
市
と
田
園
の
結
合
も
、
当
時
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
後
ろ
向

き
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
こ
う

）
50
（

。
こ
の
書
物
で
は
ク

ロ
ポ
ト
キ
ン
が
執
筆
の
直
前
に
訪
れ
た
パ
リ
万
博
で
展
示
さ
れ
た
フ
ラ

ン
ス
の
先
進
的
な
小
規
模
工
房
の
事
例
が
数
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る

）
51
（

。

た
し
か
に
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
農
村
工
業
を
見
る
な
ら
ば
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
比
べ
、
相
対
的
に
有
利
な
自
然
環
境
と
豊
富
な
労
働
人
口
を
背

景
と
し
て
、
い
ま
だ
発
展
の
途
上
に
あ
っ
た
都
市
の
工
場
制
工
業
に
た

い
し
て
、
と
き
に
有
利
な
生
産
方
式
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る

）
52
（

。

　

な
に
よ
り
も
彼
は
科
学
技
術
に
た
い
し
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
い
る
。

化
学
肥
料
や
農
薬
に
よ
っ
て
マ
ル
サ
ス
的
限
界
を
乗
り
越
え
、
田
園
を

工
業
化
さ
れ
た
近
代
的
農
業
が
支
配
す
る
空
間
に
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

都
市
に
自
給
を
可
能
に
さ
せ
る
の
は
こ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
構
想
を
可
能
に
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
技
術
的
要
因
と
し

て
発
電
技
術
、
そ
し
て
送
電
技
術
の
進
歩
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
当

時
、
彼
の
住
ん
で
い
た
ロ
ン
ド
ン
は
西
洋
世
界
で
最
大
の
人
口
を
抱
え

な
が
ら
、
そ
の
無
秩
序
な
発
展
の
た
め
に
、
小
規
模
な
電
力
供
給
施
設

が
乱
立
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
に
か
ん
し
て
は
、
き
わ
め
て
非
効
率
的

な
状
況
に
あ
っ
た

）
53
（

。
郊
外
へ
の
田
園
＝
都
市
の
移
転
は
、
新
し
い
大
地

の
上
に
、
シ
カ
ゴ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
、
効
率
的
な
発
電
と
送
電

の
シ
ス
テ
ム
を
備
え
た
新
し
い
都
市
を
ゼ
ロ
か
ら

0

0

0

0

建
設
す
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
の
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
り
大
気

汚
染
か
ら
自
由
に
な
っ
た
分
散
型
の
都
市
構
造
を
可
能
に
す
る
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

「
問
題
は
な
ぜ
人
間
は
完
全
に
幸
福
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
は

ま
っ
た
く
な
く
、
な
ぜ
人
間
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

し
か
も
、
死
を
の
ぞ
け
ば
―
―
と
は
い
え
そ
れ
も
人
が
そ
れ
に
先
だ
っ
て

行
っ
た
準
備
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
す
が
―
―
わ
れ
わ
れ

の
〔
精
神
で
は
な
く
〕
物
質
的
な
災
害
は
や
は
り
わ
れ
わ
れ
が
も
た
ら
し

た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
す
。
リ
ス
ボ
ン
と
い
う
あ
な
た
の
主
題
に
こ
だ

わ
っ
た
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
六
階
か
ら
七
階
建
て
の
家
屋
を
二
〇
〇
〇

軒
も
建
設
し
た
の
は
、
自
然
の
所
産
で
は
い
さ
さ
か
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
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そ
し
て
も
し
あ
の
巨
大
な
都
市
の
住
人
が
、
も
っ
と
分
散
し
、
も
っ
と
密

度
が
低
け
れ
ば
、
損
害
は
極
め
て
僅
少
で
あ
り
、
こ
と
に
よ
る
と
ま
っ
た

く
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
だ
け
る
で

し
ょ
う

）
54
（

。
」

１
　

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
へ
の
世
紀
転
換
期
に
か
け
て
、
ク
ロ
ポ
ト

キ
ン
が
構
想
し
た
新
た
な
社
会
秩
序
は
、
都
市
と
農
村
を
結
合
し
、
ひ

と
つ
の
完
結
し
た
世
界
を
、
新
た
な
空
間
に
築
き
上
げ
る
こ
と
で
、
都

市
の
病
と
さ
れ
る
も
の
に
た
い
す
る
完
全
な
処
方
箋
を
提
出
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た

）
55
（

。
分
散
と
は
、
そ
れ
が
ふ
た
た
び
「
都
市
」
に
な

ら
な
い
た
め
に
必
要
な
条
件
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
構
想
が
、
あ
る

い
は
希
望
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
都
会
の
病
を
解
決
す
る
も
の

と
し
て
作
ら
れ
た
田
園
都
市
は
、
結
果
的
に
わ
れ
わ
れ
の
郊
外
へ
と
変

貌
す
る
か
ら
だ
。
今
日
、
郊
外
が
、
環
境
へ
の
適
応
、な
い
し
は
自
然
と
の

一
体
化
の
場
所
で
あ
る
と
素
朴
に
信
じ
る
こ
と
は
も
は
や
困
難
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
郊
外
と
と
も
に
、
安
寧
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に

も
激
し
い
流
動
に
投
げ
込
ま
れ
る
。
人
び
と
の
絶
え
間
な
い
流
入
と
流

出
、
物
資
の
巨
大
な
循
環
は
、
鉄
道
と
自
動
車
に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
、

む
し
ろ
都
会
と
郊
外
を
呑
み
込
ん
だ
ひ
と
つ
の
「
都

メ
ト
ロ
ポ
リ
ス

市
」
を
作
り
出
し

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
都
市
は
ひ
と
つ
の

共コ
ミ
ュ
ノ
テ

同
体
で
あ
っ
た
。
だ
が
あ
ら
た
に
生
ま
れ
た
「
都
市
」
は
、
こ
う
し

た
意
味
で
の
問
題
解
決
の
空
間
で
あ
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
否
定
し
た
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
か
ら
失
わ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
き
た
る
べ
き
共

同
体
と
し
て
の
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
「
都
市
」

を
、
ま
っ
た
く
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
も
い
え

る
。
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
、
こ
の
失
な
わ
れ
た
都
市
共
同

体
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
な
の
だ
。

　

田
園
都
市
が
、
都
市
の
問
題
の
、
文
明
の
も
た
ら
す
災
厄
を
解
決
す

る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
皮
肉
な
結
果

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
都
市
」
は
ま
た
し
て
も
災
厄
そ
の
も
の
と
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
う
し
た
認
識
は
か
な
ら
ず
し
も
目
新
し
い

も
の
で
は
な
い
。
リ
ス
ボ
ン
地
震
の
後
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
、
こ
の
世
は
最
善
の
世
界
で
は
な
い
と

神
を
弾
劾
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
、
ル
ソ
ー
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
宛
て

た
返
答
の
な
か
で
、
災
害
の
責
任
は
む
し
ろ
都
会
、
つ
ま
り
文
明
を
作
っ

た
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
と
答
え
て
い
る
。わ
れ
わ
れ
は
、
災
厄
を
退
け
る
べ

く
幾
度
と
な
く
白
い
紙
に
線
を
引
き
直
し
て
き
た
。
だ
が
引
き
終
わ
り
、

夢
か
ら
覚
め
た
と
き
目
の
前
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
ま
た
瓦
礫
で
あ
る
。

２
　

わ
れ
わ
れ
が
白
い
紙
に
引
き
続
け
た
線
は
、
い
ま
や
こ
の
国
土
を
ひ

と
つ
の
巨
大
な
生
活
圏Lebensraum

へ
と
変
え
た

）
56
（

。
そ
れ
は
ク
ロ

ポ
ト
キ
ン
の
夢
が
実
現
さ
れ
た
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
が
見
る
こ
と
に
な
っ
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た
現
実
―
―
ゾ
ー
ニ
ン
グ
―
―
を
、
巨
大
な
規
模
で
再
現
し
た
も
の
で

も
あ
る
。
3
・
11
と
呼
ば
れ
る
今
回
の
震
災
で
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
た
の

は
、
そ
の
こ
と
の
意
味
―
―
後
背
地
か
ら
送
ら
れ
る
電
力
に
よ
っ
て
東

北
と
東
京
が
一
体
化
し
て
い
た
こ
と
―
―
で
あ
る
。
事
故
に
よ
っ
て
拡

散
し
た
放
射
性
物
質
が
可
視
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た

―
―
首
都
と
地
方
の
―
―
一
体
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
ナ
キ
ス
ト

の
末
裔
た
ち
が
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
規
模
で
再
現
さ
れ
た
巨
大
な
田

園
都
市
（
田
園
都
市
国
家
？
）
で
あ
る
。
結
局
は
、
ま
た
そ
の
限
界
を

露
呈
し
た
と
は
い
え
、
し
か
し
そ
れ
は
ア
ナ
キ
ス
ト
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を

別
の
水
準
で
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
被
災
の
の
ち
、
人
び
と
は
自
発
的

に
被
災
地
で
救
護
活
動
に
あ
た
り
、
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
議
論
を
み
ず
か
ら

確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
仮
設

住
宅
は
、
そ
れ
が
あプ

レ

フ

ァ

ブ

リ

ケ

イ

ト

ら
か
じ
め
形
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
規
格
化
さ
れ
た

ユ
ニ
ッ
ト
を
用
い
て
、
と
き
に
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
で
作
ら
れ
る
大
量
生
産

の
可
能
な
工
業
製
品
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
暫
定

的
か
つ
臨
時
に
作
ら
れ
、
い
つ
で
も
撤
去
可
能
な
構
造
物
と
い
う
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
本
質
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
建
築
家
た
ち
の
志
向

は
、
あ
る
意
味
で
は
ソ
ル
ニ
ッ
ト
の
議
論
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
ま
た
あ
る
部
分
で
は
―
―
そ
れ
が
瓦
礫
の
な
か
か
ら
間
に
合

わ
せ
の
材
料
で
作
ら
れ
た
も
の
の
系
譜
を
引
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
―
―

ク
ラ
イ
ン
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
別
の
水
準
で
実
現
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
も
あ

る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
そ
の
と
き
核
心
部
分
に
存
在
し
て
い
る
の
は
、
―
―
誤
解
を

恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
―
―
移
動
す
る
人
び
と
が
か
り
そ
め
の
宿
と
し

て
間
に
合
わ
せ
の
材
料
を
使
い
作
り
上
げ
た
ス
ラ
ム
建
築
を
今
日
的
な

か
た
ち
で
再
構
築
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
十
九
世
紀
的
な

ア
ナ
キ
ズ
ム
の
理
想
を
裏
切
る
も
の
で
あ
る

）
57
（

。

３
　

そ
し
て
最
後
に
ふ
た
た
び
国
家
に
戻
ろ
う
。
3
・
11
の
あ
と
、
ク
ラ

イ
ン
が
懸
念
し
た
こ
と
と
は
ま
た
異
な
る
か
た
ち
で
、
国
家
が
―
―
少

な
く
と
も
そ
の
当
初
は
―
―
み
ず
か
ら
の
寛
大
さ
を
示
そ
う
と
し
な

か
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
否
定
し
が
た
い
。
こ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
は

ま
た
も
や
出
発
点
に
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
新
全
総
と

呼
ば
れ
た
日
本
列
島
全
体
を
対
象
と
し
た
巨
大
な
開
発
計
画
の
な
か
で
、

国
土
を
ひ
と
つ
の
脊
椎
動
物
の
身
体
と
見
立
て
た
巨
大
な
ゾ
ー
ニ
ン
グ

計
画
が
行
わ
れ
た

）
58
（

。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
比
喩
に
従
え
ば
、
こ
の
国
は

い
つ
し
か
そ
の
手マ

ン
ブ
ル足

が
や
せ
衰
え
、
中
枢
神
経
系
の
み
が
肥
大
化
し
た

政コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク

治
身
体
と
な
り
果
て
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
十
八
世
紀
な
ら
ば

お
抱
え
の
医
師
に
よ
っ
て
瀉
血
療
法
が
試
み
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

バ
ブ
ル
の
崩
壊
以
降
、
血
管
に
流
さ
れ
る
血
は
搾
り
取
ら
れ
、
か
つ
て

の
拠
点
都
市
に
残
る
も
の
は
閉
じ
ら
れ
た
扉
と
老
人
た
ち
ば
か
り
だ
と

書
け
ば
あ
ま
り
に
誇
張
が
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
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た
し
か
に
こ
の
王
国
の
財
政
を
揺
る
が
せ
た
財
政
赤
字
の
問
題
も
、

こ
う
し
た
「
地
方
」
と
「
老
人
」
に
た
い
す
る
無
益
な
血
の
輸
血
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
宮コ

ー

ト廷
の
メ
デ
ィ
ア
が
声
高
に
告
発

し
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
地
方
に
送
り
込
む
べ
き
も
の
は
、
静
か
な
余

生
―
―
気
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
、
で
き
る
だ
け
緩
慢
な
死
―
―
以
外
に

は
、
も
う
何
も
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
も
い
た
。

　

だ
が
、
3
・
12
の
あ
と
、
放
射
性
物
質
に
ま
み
れ
、
文
字
通
り
廃
墟

と
な
っ
た
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
だ
け
で
は
な
く
、
い
ま
も
な
お
余

熱
を
発
し
続
け
て
い
る
こ
の
国
土
に
建
設
さ
れ
た
五
四
基
の
原
発
の
す

べ
て
が
、
ほ
ぼ
永
遠
と
呼
ぶ
べ
き
タ
イ
ム･

ス
ケ
ー
ル
で
、
そ
の
管
理

あ
る
い
は
統
治
を
わ
れ
わ
れ
に
義
務
と
し
て
課
し
て
い
る
。
そ
れ
は
国

家
な
る
も
の
が
、
そ
の
不
死
の
身
体
に
よ
っ
て
、
現
在
と
未
来
と
を
架

橋
す
る
役
目
を
担
う
か
ぎ
り
で
、
言
葉
の
真
の
意
味
で
、
国
家
的
と
呼

ぶ
べ
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
と
わ
れ
わ
れ
の
国

家
に
課
せ
ら
れ
た
真
の
意
味
で
の
負
債
と
な
る
。
い
ま
や
、
わ
れ
わ
れ

は
賢
明
で
あ
る
こ
と
を
勇
気
と
と
も
に
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ

の
よ
う
な
地
点
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
意

味
を
時
間
と
と
も
に
知
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

 

（
ま
え
が
わ
・
ま
さ
ゆ
き
／
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

創
世
記
七
：
一
八
―
七
：
二
三
。
日
本
語
訳
は
岩
波
書
店
、
旧
約
聖
書
翻

訳
委
員
会
の
も
の
を
使
用
し
た
。

（
2
） 

同
六
：
五
―
六
：
七
。

（
3
） リ
ス
ボ
ン
地
震
と
そ
の
反
響
に
つ
い
て
は Jean-Paul Poirier, Le 

T
rem

blem
ent de Terre de Lisbonne, O

dile Jacob, 2005

が
コ
ン
パ
ク

ト
に
ま
と
め
て
い
る
。
当
時
の
地
震
に
つ
い
て
はG

régory Q
uenet, 

L
es T

rem
blem

ents de T
erre aux X

V
II

e et X
V

III
e siècles: L

a 
naissance d ’un risque. C

ham
p Vallon, 2005. 

ま
た
日
本
語
で
読
め

る
も
の
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
―

ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
『
ツ
ナ
ミ
の
小
形

而
上
学
』
嶋
崎
正
樹
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
。

（
4
） P. L. M

oreau de M
aupertuis, « Lettre sur la com

ète », Œ
uvres, 

tom
 III, p. 244.

（
5
） Victor R

iqueti, m
arquis de M

irabeau, E
ntretiens d’un jeune 

prince avec son gouverneur, tom
. II, p. 525. 

こ
の
書
物
が
出
版
さ
れ

る
の
は
、
一
七
八
五
年
、
革
命
の
四
年
前
で
あ
る
が
、
マ
イ
ケ
ル
・
ゾ
ー

ネ
ン
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
章
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
、
一
七
六
九
年

に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。M

ichael Sonenscher, B
efore the D

eluge-–

Public D
ebt, Inequality, and the Intellectural O

rigin of the French 

R
evolution, Princeton U

niversity Press, 2007, p. 1 n. 1.

（
6
） 

イ
シ
ュ
ト
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
『
貿
易
の
嫉
妬
―
―
国
際
競
争
と
国
民
国
家

の
歴
史
的
展
望
』
田
中
秀
夫
監
訳
、
昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年
、
第
四
章
。

そ
の
政
治
的
含
意
に
つ
い
て
は
、
王
寺
賢
太
「
代
表
制
・
公
論
・
信
用

―
― 

『
両
イ
ン
ド
史
』 

の
変
貌
と
レ
ナ
ル
、
ネ
ッ
ケ
ル
、
デ
ィ
ド
ロ
」
富

永
茂
樹
編
『
啓
蒙
の
運
命
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
7
） 

財
政
革
命
に
つ
い
て
はP. G

. M
. D

ickson, T
he Financial R

evolution 

in E
ngland: A

 Study in the D
evelopm

ent of Public C
redit, 1688-

1789, M
acm

illan, 1967. 

を
、
ま
た
そ
の
政
治
的
か
つ
思
想
的
含
意
に

つ

い

て

は
、J. G

. A
. Pocock, M

achiavelian M
om

ent. Florentine 

Political T
hought and the A

tlantic R
epublican T

radition, Princeton 
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U
niversity Press, 1975

〔
ポ
ー
コ
ッ
ク
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー

メ
ン
ト
―
―
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
思
想
と
大
西
洋
圏
の
共
和
主
義
の
伝

統
』
田
中
秀
夫
・
奥
田
敬
・
森
岡
邦
泰
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇

〇
八
年
〕
の
と
り
わ
け
そ
の
第
八
章
を
（
ち
な
み
に
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
重
視

し
た
「
宮
廷court

」
と
「
地
方
（
＝
田
園
）country

」
と
の
対
立
は
、

こ
の
論
文
で
も
か
た
ち
を
変
え
て
変
奏
さ
れ
る
）
。
さ
ら
に
ジ
ョ
ン
・
ブ

リ
ュ
ア
『
財
政
＝

軍
事
国
家
の
衝
撃
―
―
戦
争
・
カ
ネ
・
イ
ギ
リ
ス
国
家

1688-1783
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
こ
の
シ
ス
テ
ム
―
―
端
的
に
言
え
ば
租
税
国
家
（
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
）

と
い
う
こ
と
だ
が
―
―
の
導
入
の
失
敗
を
あ
わ
せ
て
説
明
し
て
い
る
。
経

済
学
的
な
側
面
か
ら
は
ダ
グ
ラ
ス
・
Ｃ
・
ノ
ー
ス
の
一
連
の
著
作
、
と
り

わ
けD

ouglass C
. N

orth and B
arry R

. W
eingast, « C

onstitutions 
and C

om
m

itm
ent: T

he E
volution of Institutions G

overning 
Public C

hoice in Seventeenth-C
entury E

ngland », T
he Journal 

of E
conom

ic H
istory, 49

（4

）: 803-32, 1989. 

が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

（
8
） 

シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
『
租
税
国
家
の
危
機
』
木
村
元
一
・
小
谷
義
次
訳
、
岩

波
文
庫
、
一
九
八
三
年
。

（
9
） 「
…
…
も
し
、
あ
え
て
誇
張
を
恐
れ
ず
に
『
国
庫fisc

』
が
、
お
お
よ
そ
公

的
領
域
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
王
は
キ
リ
ス
ト
の
代
理
者
か
ら

国
庫
の
代
理
者
へ
と
変
化
し
た
と
述
べ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
」

E
rnest H

. K
antorow

icz, K
ings T

w
o B

odies: Study in M
ediaval 

Political T
heology, Princeton, 1957, p. 191 

〔
エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｈ
・
カ

ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
『
王
の
ふ
た
つ
の
身
体
―
―
中
世
政
治
神
学
研
究
』
小

林
公
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
、
一
九
八
頁
〕.

（
10
） Walter B

enjam
n, Œ

uvres I, G
allim

ard Folio, 2000, p. 238.

（
11
） 

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
・
他
五
編
』
植
田
裕
次
訳
、
岩
波
文
庫
、

二
〇
〇
五
年
、
四
五
九
頁
。

（
12
） Rebecca Solnit, T

he Paradise built in hell: T
he E

xtraordinary 

C
om

m
unities that A

rise in D
isaster, 2009, p. 231

〔
レ
ベ
ッ
カ
・
ソ

ル
ニ
ッ
ト
『
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
―
な
ぜ
そ
の
と
き
特
別
な
共
同
体
が
立

ち
上
が
る
の
か
』
高
月
園
子
訳
、
亜
紀
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
三
二
〇
頁
〕.

（
13
） Ibid., p. 126

（
邦
訳
、
一
七
二
頁
）.

（
14
） こ
う
し
た
指
摘
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
福
島
原

発
事
故
独
立
検
証
委
員
会
『
福
島
原
発
事
故
独
立
検
証
委
員
会　

調
査
・

検
証
報
告
書
』
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン
、
二
〇
一
二
年
、

一
八
〇
―
一
八
一
頁
な
ど
。

（
15
） Solnit, op. cit., p. 239

（
邦
訳
、
一
七
六
頁
）.

（
16
） Naom

i K
lein, T

he Shock D
octrine-the R

ise of D
isaster C

apitalisem
, 

Picador, 2007

〔
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
―
―

惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
の
正
体
を
暴
く
（
上
・
下
）
』
幾
島
幸
子
・
村
上

由
見
子
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
〕
今
回
の
震
災
に
あ
た
っ
て
、
ク

ラ
イ
ン
の
こ
の
書
物
に
は
邦
訳
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
影
響

は
限
定
的
で
あ
っ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
災
害
資
本
主
義
（
の
ち

出
版
さ
れ
た
邦
訳
で
は
災
害
便
乗
型
資
本
主
義
と
訳
さ
れ
た
）
と
い
う
概

念
は
、
と
き
に
彼
女
の
名
前
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
し
ば
し
ば
言
及

さ
れ
て
い
た
。

（
17
） Ibid., p. 20 

〔
邦
訳
上
巻
、
二
二
頁
〕.

（
18
） Klein, op. cit., p. 522

〔
邦
訳
下
巻
、
六
〇
一
頁
〕.

（
19
） Klein, op. cit., p. 522

〔
邦
訳
下
巻
、
六
〇
一
―
六
〇
二
頁
〕.

（
20
） Solnit, op. cit., p. 160

〔
邦
訳
、
二
一
八
頁
〕.

（
21
） Solnit, op. cit., p. 220 p. 305-6

〔
邦
訳
、
三
〇
五
―
三
〇
六
頁
〕. 

こ
の

文
章
はR

ichard G
. Tedeschi, C

rystal L. Park, and Law
rence G

. 
C

alhoun, eds. P
osttraum

atic G
row

th: P
ositive C

hanges in the 

A
fterm

ath of C
risis, Law

rence E
rlbaum

 A
ssociates, 1998, p. 2

か

ら
引
か
れ
て
い
る
。
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（
22
） Klein, op. cit., p. 589

〔
邦
訳
下
巻
、
六
八
〇
頁
〕.

（
23
） 「
突
発
的
な
事
件
は
、
私
た
ち
を
閉
じ
込
め
て
い
た
壁
に
で
き
た
亀
裂
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
流
れ
込
ん
で
く
る
も
の
は
、
途
方
も
な
く
破
壊
的
か
も

し
れ
な
い
が
―
―
し
か
し
創
造
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
」Solnit, p. 

305
（
邦
訳
、
四
二
七
頁
）
。

（
24
） 

チ
ャ
ー
タ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
つ
い
て
は
Ｒ
・
Ｌ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ン
「
公
立
学

校
選
択
―
―
概
観
」
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
Ｍ
・
ヘ
ス
＆
チ
ェ
ス
タ
ー
・
Ｅ
・

フ
ィ
ン
Jr. 
編
著
『
格
差
社
会
ア
メ
リ
カ
の
教
育
改
革
―
―
市
場
モ
デ
ル
の

学
校
選
択
は
成
功
す
る
か
』
後
洋
一
訳
、
明
石
書
店
二
〇
〇
七
年
。
ま
た

D
iane R

avitch, T
he D

eath and Life of the G
reat A

m
erican School 

System
: H

ow
 T

esting and C
hoice are U

nderm
ining E

ducation, 

R
evised and E

xpanded E
dition, B

asic B
ook, 2010, pp. 121-127

を
参
照
。

（
25
） Solnit, p. 302

〔
邦
訳
、
四
二
四
頁
〕.

（
26
） Diane R

avitch, op. cit., pp. 145-146.

（
27
） こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
冗
語
的
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
謝
罪
し
て
お
く
。

（
28
） Michel Foucault, N

aissance de la biopolitique: C
ours au C

ollège de 

France. 1978-1979., G
allim

ard-Seuil, 2004

〔
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
講
義
集
成
8　

生
政
治
の
誕
生　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・

ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義1978-79

』
慎
改
康
之
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
〕.

（
29
） Peter K

ropotkin, F
ields, F

actories and W
orkshops or Industries 

com
bined w

ith A
griculture and B

rain W
ork w

ith M
anual W

ork, G
. 

P. PU
T

N
U

M
S SO

N
S, 1913

［1st. éd. 1899

］, p. 417.

（
30
） Peter K

ropotkin, La C
onquête du pain, T

resse et Stock, 1892, p. 
237.

（
31
） Ibid., p. 244.

（
32
） 

ダ
ニ
エ
ル
・
Ｐ
・
ト
ー
デ
ス
『
ロ
シ
ア
の
博
物
学
者
た
ち
―
―
ダ
ー
ウ
ィ

ン
進
化
論
と
相
互
扶
助
論
』
垂
水
雄
二
訳
、
工
作
社
、
一
九
九
二
年
、
二

五
一
―
二
五
八
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
33
） こ
う
し
た
傾
向
は
後
年
に
い
た
る
と
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
し
て
ゆ
く
。
そ

れ
を
明
快
に
表
現
す
る
と
し
て
、
彼
が
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
ブ
リ

タ
ニ
カ
に
書
い
た
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
」
と
い
う
項
目
を
見
て
み
よ
う
。

 

「
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
は
、
生
活
と
行
動
に
つ
い
て
の
原
理
あ
る
い
は
理
論
に
与

え
ら
れ
る
名
前
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
政
府
（
＝
統
治governm

ent

）
の

な
い
社
会
が
想
像
さ
れ
よ
う
。
そ
の
社
会
に
お
い
て
調
和
は
、
法
へ
の
従

属
で
も
、
ま
た
い
か
な
る
権
威
へ
の
屈
服
で
な
く
、
生
産
と
消
費
の
た
め
、

そ
し
て
文
明
的
な
存
在
の
必
要
と
願
望
の
無
限
の
多
様
性
を
満
足
さ
せ
る

た
め
に
、
自
由
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
的
、
職

業
的
な
集
団
の
あ
い
だ
で
と
り
結
ば
れ
る
自
由
な
合
意
に
よ
っ
て
獲
得
さ

れ
る
。
…
…
さ
ら
に
そ
う
し
た
社
会
に
は
変
化
せ
ぬ
も
の
は
存
在
し
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
調
和
と
は
、
有
機
的
生
命
の
全
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

た
く
さ
ん
の
力
と
誘
因
の
あ
い
だ
の
均
衡
状
態
の
、
絶
え
間
な
く
変
化
し

続
け
る
調
整
と
再
調
整
（adjustm

ent and readjustm
ent

）
の
結
果
な

の

で

あ

る

…
…
」Peter K

ropotkin

、T
he C

onquest of B
read and 

O
ther W

ritings, C
am

bridge U
niversity Press, 1995, pp. 233-234.

（
34
） 

ハ

ン

ザ

に

つ

い

て

は
、Pierre M

ichaud-Q
uantin, U

niversitas-

E
xpressions du m

ouvem
ent com

m
unautaire dans le M

oyen-A
ge 

latin, Vrin, 1970, pp. 174-177

を
参
照
。

（
35
） Peter K

ropotkin, M
utual A

id–A
 Factor of E

volution, B
lack R

ose 
B

ooks, 1989, p. 170. 

大
杉
栄
訳
を
現
代
語
化
し
た
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ク

ロ
ポ
ト
キ
ン
『
相
互
扶
助
論
』
同
時
代
社
、
一
九
九
六
年
に
は
注
が
含
ま

れ
て
い
な
い
。

（
36
） も
ち
ろ
ん
中
世
都
市
に
つ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
商
人
を
中
心
と
し
た
職
能
団

体
か
ら
の
発
展
と
し
て
の
み
考
え
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
い
さ
さ
か
単
純

化
の
誹
り
を
免
れ
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
た
と
え
ば

Isabelle C
attedu, A

rchéologie m
édiévale en F

rance: Le prem
ier 
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M
oyen A

ge, La D
écouverte, 2009

な
ど
を
参
照
。

（
37
） Ibid., p. 187. 

少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
傍
点
を
付
し
た
点
に
お
い
て
、
次

の
書
物
は
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
構
想
す
る
あ
る
べ
き
社
会
と
対
極
的
な
立
場

に
立
つ
こ
と
に
な
る
。J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat social, Liv. 2, 
chap. 7, in Œ

uvres com
plètes III, G

allim
ard, 1964

〔
ル
ソ
ー
『
社
会

契
約
論
』
第
二
巻
第
七
章
〕
。

（
38
） M

ichelle Senellart, M
achiavélism

e et raison d’É
tat, P

resses 
U

niversitaires de France, 1989, p. 25

な
ど
。
ま
た
拙
稿
「
フ
ー
コ
ー

と
統
治
性
」
小
田
川
大
典
他
編
『
政
治
哲
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇

一
二
年
（
近
刊
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
39
） Solnit, p. 306

〔
邦
訳
、
四
三
一
頁
〕.

（
40
） Arlette Farge, La vie F

ragile: V
iolence, pouvoirs et solidarités à 

Paris au X
V

II e siècle, H
achette, 1986.

（
41
） Kropotokin, M

utual A
id, op. cit., p. 218.

（
42
） 

ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
『
社
会
問
題
の
変
容
―
―
賃
金
労
働
の
年
代
記
』

拙
訳
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
第
四
章
。

（
43
） こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
社
会
的
な
も
の
の
た
め
に
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
（
近

刊
）
の
第
六
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
筆
者
は
そ
こ
で
、
も
ち
ろ
ん
い
さ
さ

か
の
皮
肉
を
込
め
て
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
（
つ
ま
り

あ
る
特
殊
な
ル
ソ
ー
主
義
）
と
呼
ん
だ
。
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
多
様
な

形
態
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
古
い
書
物
に
な
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
／

レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
編
『
現
代
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
』
（
山
口
定
監
訳
）

（
1
）（
2
）
一
九
八
四
年
を
、
ま
た
要
を
得
た
ま
と
め
と
し
て
島
田
幸
典
『
議

会
制
の
歴
史
社
会
学
―
―
英
独
両
国
制
の
比
較
史
的
考
察
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
一
一
年
、
第
二
章
参
照
さ
れ
た
い
。

（
44
） 

中
世
都
市
の
崩
壊
以
後
も
、
国
家
と
王
権
に
た
い
す
る
抵
抗
の
拠
点
と
し

て
、
や
は
り
土
地
共
同
体
が
重
要
な
主
人
公
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
45
） も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
は
地
質
学
的
時
間
で
あ
る
。

（
46
） 

そ
う
考
え
る
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
彼
が
中
世
0

0

都
市
を
重
視
す
る
理
由
で
も

あ
る
、
交
易
と
移
動
と
い
う
要
素
が
労
働
者
に
と
っ
て
も
っ
て
い
る
重
要

性
を
軽
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

（
47
） Peter K

ropotkin, M
utual A

id, op. cit., p. 219.

（
48
） Peter K

ropotkin, Fields, Factories and W
orkshops, op. cit. 

こ
の
書

物
は
、
一
八
八
八
年
か
ら
九
〇
年
に
か
け
て
『
十
九
世
紀
』
に
連
載
さ
れ

た
文
章
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
ア

メ
リ
カ
の
社
会
主
義
者
、
そ
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
、
ア
プ
ト
ン
・
シ

ン
ク
レ
ア
の
『
ジ
ャ
ン
グ
ル
』
か
ら
ひ
と
つ
の
証
言
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
そ
れ
か
ら
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
『
田
園
、
工
場
、
作
業
場
』
を
手
に
と
っ
て
、

最
近
の
十
年
間
に
構
築
さ
れ
た
新
し
い
農
業
科
学
に
つ
い
て
読
ん
で
み
た

ま
え
。
そ
の
方
式
に
よ
る
と
、
人
口
的
に
作
っ
た
土
壌
を
集
中
的
に
耕
作

し
た
場
合
、
農
家
は
年
に
十
か
ら
十
二
の
作
物
を
つ
く
り
、
わ
ず
か
一
エ
ー

カ
ー
の
土
地
に
二
百
ト
ン
の
野
菜
を
栽
培
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
現
在

合
衆
国
で
耕
作
さ
れ
て
い
る
土
地
だ
け
で
、
全
世
界
の
人
口
を
養
う
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
だ
！
」
ア
プ
ト
ン
・
シ
ン
ク
レ
ア
『
ジ
ャ
ン
グ
ル
』

大
井
浩
二
訳
、
松
柏
社
、
二
〇
〇
九
年
、
五
二
五
頁
。

（
49
） 

端
的
に
言
え
ば
そ
れ
は
人
口
流
入
に
よ
る
密
集
と
貧
困
、
そ
の
帰
結
と
し

て
の
犯
罪
で
あ
り
、
ま
た
工
業
化
に
よ
る
環
境
汚
染
、
そ
し
て
疫
病
で
あ
る
。

た
と
え
ば
そ
の
見
事
な
パ
ノ
ラ
マ
と
し
て
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
や

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
そ
し
て
ジ
ェ
ラ
ン
ド
ー
男
爵
の
調
査

報
告
と
並
ん
で
、
ロ
ン
ド
ン
に
つ
い
て
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
、

パ
リ
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
ユ
ー
ゴ
ー
の
小
説
が
あ
る
。
と
り
わ
け
パ
リ

に
つ
い
て
は
、
ル
イ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
『
労
働
者
階
級
と
危
険
な
階
級
』

喜
安
朗
・
木
下
賢
一
・
相
良
匡
俊
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
を
参
照
。

（
50
） も
ち
ろ
ん
ル
・
プ
レ
ー
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
理
論
的
と
い
う

以
上
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
伝
統
的
な
大
家
族
制
度
と
そ
れ
を
も
と
に
し

た
農
業
生
産
に
た
い
す
る
称
揚
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
場
合
も
あ
る
。
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（
51
） と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
環
境
―
―
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
も

の
の
す
べ
て
―
―
へ
の
適
応
と
い
う
図
式
の
も
た
ら
す
、
あ
る
種
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に

は
自
己
と
自
然
と
の
調
和
に
、
安
寧
（aisance, bien-être/w

ell-
being

）
、
あ
る
い
は
幸
福
（bonheur

）
を
見
る
と
い
う
い
わ
ば
十
八
世

紀
的
な
図
式
―
―
田
園
の
理
想
―
―
が
残
存
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
論
点

に
つ
い
て
は
か
つ
て
簡
単
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
技
術
の
思
想

家
―
―
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
フ
ァ
ジ
ー
工
学
の
夢
を
み
た
か
」
『
日
本
フ
ァ

ジ
ィ
学
会
誌
』
第
一
二
巻
、
一
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
七
〇
―
七
七
二
頁
。

（
52
） 

斉
藤
修
『
プ
ロ
ト
工
業
化
の
時
代
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
五
年
、
三
〇

―
三
四
頁
を
参
照
。
ま
た
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
含
意
に
つ
い
て
は
カ
ス

テ
ル
前
掲
書
、
二
四
四
―
二
四
六
頁
を
参
照
。

（
53
） T. P. H

ughes, N
etw

orks of Pow
er-E

lectrification in W
estern Society, 

1880-1930, T
he Johns H

opkins U
nivesity Press, 1983. p. 227. 

も
と
よ
り
発
電
は
新
大
陸
の
技
術
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
54
） Jean-Jacques R

ousseau, « Lettre de J. J. R
ousseau à M

. de 
Voltaire », Œ

uvres com
plètes, Tom

e IV, Pléiade, G
allim

ard, 1969, 
p. 1061.

（
55
） こ
こ
で
、
こ
う
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
い
っ
そ
う
具
体
化
に
近
づ
け
た
も
の

と
し
て
、
ハ
ワ
ー
ド
の
田
園
都
市
を
挙
げ
る
こ
と
は
蛇
足
で
あ
ろ
う
か
。

（
56
） 

さ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
玉
野
井
芳
郎
「
ド
イ
ツ
経
済
学
の
伝
統
」

『
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
エ
コ
ノ
ミ
ー
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
、
祖
田
修
『
都

市
と
農
村
の
結
合
―
―
「
西
ド
イ
ツ
の
地
域
計
画
」
（
増
補
版
）
』
大
明
堂
、

一
九
九
七
年
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
オ
ル
ド
学
派
、
と
り
わ
け
レ
プ
ケ
に
つ

い
て
は
、M

ichel Foucault, N
aissance de la B

iopolitique – C
ours 

au C
ollège de France 1978 - 1979, G

allim
ard-Seuil, 2004, p. 153. 

藤
本
健
夫
『
ド
イ
ツ
自
由
主
義
経
済
学
の
生
誕
―
―
レ
プ
ケ
と
第
三
の
道
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
を
参
照
せ
よ
。

（
57
） 

た
と
え
ば
三
宅
理
一
『
限
界
デ
ザ
イ
ン
―
―
人
類
の
生
存
に
向
け
た
星
の

王
子
さ
ま
か
ら
の
贈
り
物
』
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
建
築
叢
書
、
二
〇
一
一
年
、
『
木

造
仮
設
住
宅
群
―
―
3
・
11
か
ら
は
じ
ま
っ
た
あ
る
建
築
の
記
録
』
ポ
ッ

ト
出
版
、
二
〇
一
一
年
な
ど
を
参
照
。
さ
ら
に
そ
の
極
限
的
な
形
態
と
し

て
坂
口
恭
平
の
〇
円
ハ
ウ
ス
が
あ
る
。
坂
口
恭
平
『
〇
円
ハ
ウ
ス
』リ
ト
ル
・

モ
ア
、
二
〇
〇
四
年
。
坂
口
は
こ
こ
で
ホ
ー
ム
レ
ス
た
ち
み
ず
か
ら
の
手

に
な
る
仮
設
の
「
住
居
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
報
告
し
て
い
る
が
、
こ

れ
も
ま
た
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
ワ
ッ
ク
ス
マ
ン
と
浅
田
孝
の
系
譜
に
連
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
内
田
祥
哉
の
思
い
出
に
触
れ
つ
つ
「
バ
ラ
ッ
ク
の
延

長
線
上
」
で
「
セ
ル
フ
ビ
ル
ド
」
で
き
る
建
築
物
に
つ
い
て
語
る
隈
研
吾

を
は
じ
め
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
３
１
１
ゼ
ロ
地
点
か
ら
考
え
る
」

で
発
言
し
た
建
築
家
た
ち
も
一
様
に
こ
う
し
た
「
構
造
物
」
に
回
帰
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
内
藤
廣
・
原
研
哉
監
修
・
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
間

編
『
３
１
１
ゼ
ロ
地
点
か
ら
考
え
る
』
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
出
版
、
二
〇
一
二
年
。

（
58
） こ
の
計
画
の
な
か
で
は
神
経
系
、
動
脈
系
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
、
日
本

全
体
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
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問
題
の
所
在
―
―
「
統
治
」
は
ど
の
よ
う
に
改
革
さ
れ
る
の
か

　

カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
第
一
版
：
一
七
八
一
年
）
に
お
い
て
、

認
識
が
対
象
に
準
拠
す
る
の
で
は
な
く
対
象
が
認
識
能
力
の
性
質
に
準

拠
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

）
1
（

。
こ
の
認
識
論
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的

転
回
」
の
影
響
は
、
カ
ン
ト
の
社
会
思
想
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

政
治
社
会

）
2
（

に
お
け
る
所
与
の
制
度
は
認
識
能
力
の
変
化
に
応
じ
て
変
更

可
能
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
「
社
会
契
約
（
根
源
的
契
約
）
」
が
論

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
認
識
論
的

革
新
を
背
景
に
し
つ
つ
も
、
社
会
変
革
の
方
法
の
一
つ
で
あ
る
革
命
を

非
合
法
化
し
否
定
す
る
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
は
長
い
間
読
み
手
を
困
惑

さ
せ
て
き
た
。

　

と
は
い
え
、
特
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
英
語
圏
お
よ
び
ド
イ
ツ
語

圏
で
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
カ
ン
ト
の
法
哲
学
に
関
す
る
研
究

は
、
カ
ン
ト
特
有
の
自
然
状
態
観
と
政
治
社
会
観
に
注
目
し
て
、
革
命

と
は
別
の
社
会
変
革
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
て
き
て
い
る
。
カ
ン
ト

に
と
っ
て
政
治
社
会
と
は
何
よ
り
も
法
が
権
力
に
よ
っ
て
実
際
に
有
効

と
な
っ
て
い
る
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
を
保
障
す
る
法
律
が

権
力
と
結
合
し
て
い
る
か
否
か
が
、
自
然
状
態
と
法
的
状
態
を
区
別
す

る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
「
法
律
（G

esetz

）
と

自
由
（Freiheit

）
が
あ
っ
て
権
力
（G

ew
alt

）
が
な
い
」
状
態
で
あ
る
「
無

政
府
状
態
」
あ
る
い
は
自
然
状
態
は
最
高
度
の
不
正
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
無
政
府
状
態
」
に
、
「
法
律
と
権
力
が
あ
っ
て
自
由
が
な
い
」

〈
公
募
論
文
〉

カ
ン
ト
に
お
け
る
「
統
治
」の
問
題

【
祖
国
的
な
「
思
考
様
式
」
の
獲
得
と
実
践
】

斎
藤
拓
也
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状
態
で
あ
る
「
専
制
」
と
「
自
由
と
法
律
の
二
者
を
権
力
が
媒
介
す
る
」

状
態
で
あ
る
「
共
和
制
」
が
対
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（vgl. A

pH
, 7: 

330-331
）
。
最
も
理
想
的
な
政
治
社
会
は
共
和
制
で
あ
る
が
、
権
力
の

質
を
度
外
視
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
専
制
で
さ
え
も
共
和
制
と

同
様
に
法
的
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
的
状
態
を
維
持
す
る
こ
と

は
自
然
状
態
に
逆
行
す
る
こ
と
よ
り
も
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、す
で
に
存
在
し
て
い
る
法
的
状
態
を
破
壊
せ
ず
に
、
そ
の
正

し
さ
、「
正
当
性
（R

echtsm
äßigkeit

）
」
の
度
合
い
を
高
め
る
こ
と
が
政

治
社
会
の
課
題
と
な
る
（vgl. ZeF, 8: 373, A

nm

）
3
（

.

）
。
こ
の
よ
う
な
課
題

は
先
行
研
究
に
お
い
て
政
治
社
会
の
漸
進
的
改
革
の
構
想
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る

）
4
（

。こ
の
構
想
に
お
い
て
目
標
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
消
極
的

に
は
専
制
か
ら
の
脱
却
、
積
極
的
に
は
共
和
制
の
樹
立
と
維
持
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
先
行
研
究
の
示
唆
を
受
け
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な

る
角
度
か
ら
カ
ン
ト
の
政
治
社
会
の
改
革
の
構
想
を
再
構
成
す
る
試
み

で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
が
権
力
行
使
の
方
法
で
あ
る
「
統
治
様
式

（R
egierungsart

）
」
に
よ
っ
て
「
専
制
」
と
「
共
和
制
」
を
区
別
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
で
は
、
し
ば
し
ば
君
主
に
よ
る
「
統
治
様

式
」
の
変
革
、
「
上
か
ら
の
改
革
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る

）
5
（

。
こ
の
よ
う

な
見
方
は
基
本
的
に
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
「
統
治
様
式
」

と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
人
々
が
獲
得
す
べ
き
あ
る
種
の

エ
ー
ト
ス
と
そ
の
実
践
に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
論
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
て
、
「
統
治
」
改
革
の
構
想
を
捉
え
な
お
し
て
み
た
い
。
こ
の
エ
ー

ト
ス
は
祖
国
的
「
思
考
様
式
（D

enkungsart

）
」
と
呼
ば
れ
、
正
し
い

政
治
社
会
の
立
法
の
原
理
で
あ
る
「
根
源
的
契
約
（
社
会
契
約
）
」
を
尊

重
す
る
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
漸
進
的
改
革
の
構

想
に
取
り
組
む
前
に
、
問
題
と
さ
れ
る
君
主
の
「
統
治
」
権
力
の
性
質

に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
君
主
の
「
統
治
」
が
「
根
源

的
契
約
」
を
通
じ
て
「
専
制
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
れ
に
対
抗
す
る

エ
ー
ト
ス
と
し
て
「
祖
国
的
思
考
様
式
」
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
二
節
で
は
、
「
専
制
」
か
ら
「
共
和
制
」
へ
の

漸
進
的
改
革
の
構
想
が
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一　

「
家
父
長
的
統
治
」
と
「
祖
国
的
統
治
」

１　

共
同
立
法
の
原
理
と
し
て
の
「
根
源
的
契
約
」

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
政
治
社
会
で
は
何
よ
り
も
「
自
由
」
が
実
現
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
自
由
」
と
は
、

道
徳
的
な
意
味
で
最
も
価
値
の
あ
る
自
由
と
し
て
の
「
意
志
の
自
律
」

で
も
な
け
れ
ば
、
自
然
状
態
に
お
け
る
無
制
限
の
選
択
意
志
の
自
由
で

も
な
く
、
社
会
で
他
者
と
共
存
し
な
が
ら
、
自
ら
の
幸
福
を
追
求
す
る

自
由
で
あ
る
（vgl. T

hP, 8: 290-292

）
。
人
間
は
社
会
の
な
か
で
生
き

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
人
間
と
し
て
の
自
由
」
に
は
つ
ね
に
す
で

に
他
者
と
の
共
存
の
条
件
が
「
法
権
利
（R

echt

）
」
と
し
て
織
り
込
ま

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（vgl. T

hP, 8: 290

）
。
こ
の
「
法
権
利
」
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と
は
「
各
人
の
自
由
が
す
べ
て
の
人
の
自
由
と
調
和
す
る
と
い
う
条
件

へ
と
各
人
の
自
由
を
制
限
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
そ
の
調

和
が
普
遍
的
法
則
に
し
た
が
っ
て
可
能
と
な
る
よ
う
な
仕
方
で
制
限
す

る
も
の
」
（ebd.

）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
社
会
に
お
い
て
各
人

が
各
人
に
と
っ
て
の
幸
福
を
追
求
す
る
自
由
は
、「
普
遍
的
法
則
」
（
法
）

が
制
限
す
る
範
囲
内
で
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
法
に
従

う
こ
と
で
「
自
由
」
が
実
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
自
由
」
の
た

め
に
、
政
治
社
会
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
間
が
「
被
治
者
（U
ntertan

）
」

と
し
て
「
平
等
」
に
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
法
的
な
意

味
で
の
「
自
由
」
と
「
平
等
」
が
、
理
性
的
な
政
治
社
会
の
原
理
な
の

で
あ
る
（vgl. ebd

）
6
（.

）
。

　

こ
の
「
自
由
」
と
「
平
等
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
立
法

す
る
人
々
の
意
志
の
統
一
が
必
要
で
あ
る
。
政
治
社
会
に
お
け
る
「
自

由
」
の
範
囲
は
、
人
々
を
「
平
等
」
に
義
務
づ
け
る
法
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
法
は
、
そ
の
名
宛
人
で
あ
る
人
民
が
同
意
し
う

る
内
容
を
も
つ
場
合
に
の
み
正
当
に
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
立
法
が
、
そ
の
起
草
者
で
あ
る
と
同
時
に
名
宛
人
で
も
あ

る
「
人
民
の
意
志
」
の
同
意
に
基
づ
い
て
い
る
と
み
な
せ
る
か
ど
う
か

が
、
そ
の
法
の
正
当
性
を
判
断
す
る
基
準
と
な
る
の
で
あ
る
。
市
民
た

ち
は
「
自
由
」
で
「
平
等
」
で
あ
る
た
め
に
自
ら
共
同
で
立
法
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
「
正
し
い
立
法
の
た
め
に
」
（vgl. T

hP, 8: 297

）
す
べ
て

の
人
の
意
志
を
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

「
根
源
的
契
約
」
は
、
こ
の
法
的
に
自
由
で
平
等
な
「
共
同
立
法
者

（M
itgesetzgeber

）
」
た
ち
の
統
一
さ
れ
た
意
志
（
普
遍
的
意
志
）
が
あ

る
と
仮
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
意
志
が
共
同
立
法
の
た
め
に
約

束
し
、
「
根
本
法
則
（G

rundgesetz

）
」
と
す
る
で
あ
ろ
う
原
理
で
あ

る
（vgl. T

hP, 8: 29

）
7
（5

）
。
こ
の
共
同
立
法
の
原
理
は
、
第
一
に
、
次
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　

一
人
一
人
す
べ
て
の
立
法
者
に
対
し
て
、
彼
が
法
を
制
定
す
る
に

あ
た
っ
て
、
そ
の
法
が
人
民
全
体
の
一
つ
に
な
っ
た
意
志
に
基
づ
い

て
生
じ
え0

た
か
の
よ
う
な
仕
方
で
制
定
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
、

そ
し
て
市
民
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
で
の
一
人
一
人
す
べ
て
の
被
治

者
を
、
あ
た
か
も
彼
が
こ
の
よ
う
な
意
志
に
同
意
し
た
か
の
よ
う
に

み
な
す
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
た
ん
な
る

0

0

0

0

理
性
の
理
念

0

0

で
あ
る
が
、
こ

れ
は
疑
う
余
地
の
な
い
（
実
践
的
な
）
実
在
性
を
も
っ
て
い
る
（T

hP, 

8: 297

）
。

　

カ
ン
ト
は
社
会
契
約
を
し
ば
し
ば
「
根
源
的
契
約
」
と
言
い
換
え
、

過
去
に
実
際
に
締
結
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
政
治
社
会
を
構
成
す
る
契

約
と
は
異
な
る
「
理
性
の
理
念
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
（vgl. T

hP, 8: 

295
）
。
「
根
源
的
契
約
」
は
立
法
が
真
に
す
べ
て
の
人
の
意
志
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
由
を
実
現
し

よ
う
と
す
る
政
治
社
会
が
満
た
す
べ
き
条
件
な
の
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
政
治
社
会
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
「
あ
ら
ゆ

る
公
法
の
正
当
性
の
試
金
石
」
（T

hP, 8: 297

）
と
し
て
法
制
定
の
際
に

参
照
さ
れ
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
求
め
る
。
こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
公
法
の
正

当
性
の
試
金
石
」
と
い
う
表
現
は
重
要
で
あ
る
。
逆
説
的
な
こ
と
に
、

歴
史
性
を
剥
奪
さ
れ
理
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
根
源
的
契
約
」
と
い
う
原
理
は
現
存
す
る
政
治
社
会
と
の
歴
史
的
関

係
を
獲
得
す
る
。
「
根
源
的
契
約
」
は
、
あ
る
政
治
社
会
に
お
け
る
現

在
と
未
来
の
立
法
の
正
当
性
の
判
定
に
関
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
過
去

に
な
さ
れ
現
在
も
認
め
ら
れ
て
い
る
立
法
の
正
当
性
の
判
定
に
も
関
わ

る
の
で
あ
る
。
先
の
「
根
源
的
契
約
」
の
引
用
を
「
自
由
」
の
た
め
の

立
法
に
関
わ
る
第
一
の
定
式
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
に
、
既

に
立
法
さ
れ
た
法
律
の
正
当
性
を
問
う
第
二
の
定
式
が
導
き
出
さ
れ
る
。

　

〔
…
…
〕
人
民
全
体
が
そ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

よ
う
な
公
法
（
た
と
え
ば
被
治
者

0

0

0

の
中
の
あ
る
階
級
が
世
襲
的
に
支
配
者

0

0

0

の
身
分

0

0

0

の
特
典
を
も
つ
と
い
う
よ
う
な
公
法
）
は
不
当
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
人
民
が
そ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
さ
え

0

0

0

0

0

0

0

す

れ
ば
、
そ
の
法
を
正
当
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
義
務
で
あ
る
（T

hP, 

8: 297

）
。

　

こ
の
第
二
の
定
式
は
、
特
に
被
治
者
の
間
の
法
的
な
「
平
等
」
の
実

現
に
関
係
す
る
。
特
権
的
な
世
襲
身
分
制
を
維
持
す
る
不
当
な
法
律
の

廃
止
に
よ
っ
て
、
政
治
社
会
の
制
度
の
改
善
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
人
民
の
意
志
が
同
意
し
う
る
の
は
、
政
治
社
会
の
構
成
員
の
法
的

な
「
自
由
」
だ
け
で
は
な
く
、
法
的
な
「
平
等
」
を
も
保
障
す
る
法
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
定
式
化
に
よ
っ
て
、
「
根
源
的
契
約
」
の
概
念
は
す
ぐ

れ
て
政
治
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
し

か
に
カ
ン
ト
は
社
会
契
約
論
で
用
い
ら
れ
る
概
念
を
使
っ
て
議
論
を
展

開
し
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
の
問
題
意
識
は
正
し
い
政
治
社
会
を
新
し
く

構
成
す
る
こ
と
よ
り
も
、
す
で
に
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
て
き
た
政
治
社

会
を
改
善
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
と

と
も
に
、
社
会
契
約
論
的
な
概
念
は
既
存
の
政
治
権
力
と
の
歴
史
的
な

関
係
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
政
治
社
会
の
諸
制
度
を
法
制
定
に
よ
っ
て

形
成
し
て
い
る
君
主
の
権
力
、
「
統
治
（R

egierung

）
」
と
表
現
さ
れ

る
権
力
で
あ
る
。

２　

問
題
と
し
て
の
「
統
治
」
―
―
「
家
父
長
的
統
治
」

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
取
り
上
げ
る
「
統
治
（R

egierung

）
」
は
、
執
行

権
と
し
て
立
法
権
か
ら
明
確
に
分
離
さ
れ
て
司
法
権
と
の
緊
張
関
係
に

置
か
れ
て
い
る
権
力
の
一
領
域
を
指
す
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
カ
ン

ト
の
法
哲
学
に
お
い
て
、
立
法
権
と
執
行
権
の
分
離
お
よ
び
三
権
分
立

は
理
性
的
な
国
家
が
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
度
で
あ
る
（vgl. 
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M
dS, 6: 313

）
。
し
か
し
「
統
治
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
対
象
化
さ

れ
て
い
る
の
は
、
執
行
の
み
な
ら
ず
立
法
を
も
掌
中
に
収
め
る
君
主
の

権
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る

）
8
（

。
こ
の
よ
う
な
カ
ン

ト
の
「
統
治
」
理
解
は
、
君
主
が
国
家
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
君
主
の
意
志
に
基
づ
く
命
令
が
被
治
者
に
と
っ
て
拘
束
力
の

あ
る
制
定
法
と
み
な
さ
れ
た
一
八
世
紀
の
啓
蒙
絶
対
主
義
の
歴
史
的
現

実
に
対
応
し
て
い
る

）
9
（

。
「
統
治
」
は
、
立
法
と
執
行
の
領
域
を
広
範
囲

に
覆
っ
て
い
る
権
力
、
す
な
わ
ち
君
主
が
維
持
す
る
権
力
の
諸
活
動
の

総

体

と

し

て

剔

出

さ

れ
、
「

家

父

長

的

統

治
（eine väterliche 

R
egierung

）
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
問
題
化
さ
れ
て
い
る
。

　

父
親

0

0

が
自
分
の
子
供
に
対
し
て
行
う
の
と
同
じ
よ
う
に
恩
恵
の
原

理
に
基
づ
い
て
人
民
に
な
さ
れ
る
統
治
、
す
な
わ
ち
家
父
長
的
統
治

0

0

0

0

0

0

（im
perium

 paternale

）
に
お
い
て
は
、
被
治
者
た
ち
は
何
が
自
分

た
ち
に
と
っ
て
真
に
有
益
で
あ
り
、
あ
る
い
は
有
害
で
あ
る
か
を
決

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
未
成
熟
な
子
供
の
よ
う
に
ひ
た
す
ら
受
動
的

に
振
る
舞
う
よ
う
強
要
さ
れ
、
自
分
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
し
て
幸
福

で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
国
家
元
首
の
判
断
を
待
つ
し
か
な
く
、

自
分
た
ち
の
幸
福
を
国
家
元
首
が
欲
し
て
く
れ
る
こ
と
を
彼
の
善
良

さ
に
期
待
す
る
し
か
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
統
治
は
考
え
う
る
最
大

の
専
制

0

0

〔
…
…
〕
で
あ
る
（T

hP, 8: 290-291

）
。

　

こ
こ
で
は
自
由
が
二
重
の
意
味
で
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を
読
み
取
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
「
家
父
長
的
統
治
」
は
、
法
的

状
態
で
あ
り
な
が
ら
も
権
利
と
し
て
の
自
由
が
保
障
さ
れ
な
い
状
況
を

作
り
出
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
権
力
の
下
で
は
、
根
源
的
契

約
の
理
念
が
無
視
さ
れ
、
「
普
遍
的
意
志
」
と
は
無
関
係
に
制
定
さ
れ

た
法
が
執
行
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
被
治
者
の
す
べ
て
の

自
由
を
破
棄
し
、
そ
の
結
果
被
治
者
に
は
一
切
の
権
利
が
な
く
な
る
体

制
」
（T

hP, 8: 291

）
と
い
う
意
味
で
の
「
専
制
（D

espotism
us

）
」
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
専
制
」
は
、
市
民
の
法
的
諸
関
係
を
家
共
同

体
に
お
け
る
家
長
の
支
配
へ
と
還
元
す
る
と
い
う
点
で
、
政
治
的
領
域

と
私
的
領
域
の
区
別
を
廃
棄
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

）
10
（

。

　

第
二
に
、
「
家
父
長
的
統
治
」
は
、
そ
の
名
の
示
す
通
り
、
父
親
と

し
て
の
国
家
元
首
（
君
主
）
が
人
民
を
「
未
成
熟
な
子
供
（unm

ündige 

K
inder

）
」
の
状
態
に
押
さ
え
つ
け
る
精
神
的
な
支
配
と
し
て
も
表
現

さ
れ
て
い
る
。
国
家
元
首
が
被
治
者
に
「
幸
福
」
を
施
す
よ
う
な
支
配

は
一
見
暴
力
の
苛
烈
さ
よ
り
も
穏
和
さ
を
印
象
づ
け
る
が
、
そ
の
よ
う

な
印
象
と
は
裏
腹
に
、
こ
れ
は
立
法
と
執
行
の
諸
活
動
を
通
じ
て
人
民

を
「
ひ
た
す
ら
受
動
的
に
振
る
舞
う
よ
う
」
馴
致
し
、
人
民
の
思
考
と

判
断
そ
の
も
の
を
規
定
し
、
精
神
の
内
奥
へ
と
入
り
込
ん
で
い
く
権
力

で
あ
る
。
こ
の
点
で
「
家
父
長
的
統
治
」
は
、
人
民
の
「
未
成
年
状
態
」

を
維
持
す
る
最
も
日
常
的
で
強
力
な
権
力
の
形
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
共
同
で
立
法
す
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る
権
利
（
政
治
的
自
由
）
や
自
ら
の
判
断
に
基
づ
い
て
幸
福
を
追
求
す

る
自
由
の
権
利
（
市
民
的
自
由
）
だ
け
で
は
な
い
。
自
ら
思
考
し
判
断
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
異
議
を
申
し
立
て
る
自
由
さ
え
も
が
消
滅
し
う
る
。

不
当
な
立
法
に
基
づ
く
「
家
父
長
的
統
治
」
は
、
人
民
か
ら
政
治
的
自

由
や
市
民
的
自
由
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
社
会
に
お
け
る
根
源
的
な
意

味
で
の
自
由
の
可
能
性
も
剥
奪
し
う
る
の
で
あ
る
。

３　

「
祖
国
的
統
治
」
と
「
祖
国
的
思
考
様
式
」

　

「
家
父
長
的
統
治
」
に
対
し
て
、
君
主
の
恩
恵
に
よ
る
「
統
治
」
で

あ
り
な
が
ら
も
、
権
利
と
し
て
の
自
由
が
保
護
さ
れ
う
る
の
が
「
祖
国

的
統
治
（eine vaterländische R

egierung; im
perium

 non paternale, 

sed patrioticum

）
」
で
あ
る
（vgl. T

hP, 8: 291
）
。
「
祖
国
的
統
治
」
は

君
主
の
「
統
治
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
祖

国
的
思
考
様
式
（patriotische D
enkungsart

）
」
に
支
え
ら
れ
た
支
配

で
あ
る
と
い
う
点
で
「
家
父
長
的
統
治
」
と
は
質
的
に
異
な
る
。
「
思

考
様
式
（D

enkungsart

）
」
と
は
、
「
知
性
的
な
も
の
、
お
よ
び
理
性

の
諸
理
念
に
、
感
性
に
対
す
る
支
配
権
を
与
え
る
」
（K

U
, 5: 274

）
よ

う
な
思
考
の
原
理
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
「
思
考
様
式
」
に
「
祖
国
的

（patriotisch

）
」
と
い
う
形
容
詞
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
次
の
よ
う

に
郷
土
へ
の
愛
着
を
政
治
的
・
法
的
条
件
の
下
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

祖
国
的
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
思
考
様
式
を
指
す
。
つ

ま
り
（
国
家
元
首
も
例
外
と
せ
ず
に
）
国
家
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
が
、

公
共
体
を
自
分
が
生
ま
れ
出
た
母
な
る
懐
で
あ
る
と
見
な
し
、
あ
る

い
は
国
土
を
自
分
が
生
ま
れ
落
ち
た
父
な
る
大
地
で
あ
る
と
見
な
し
、

さ
ら
に
か
け
が
え
の
な
い
担
保
と
し
て
子
孫
に
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
懐
あ
る
い
は
大
地
で
あ
る
と
見
な
す
場
合
に
、
し
か
も
そ
の
よ

う
に
見
な
す
の
は
、
各
人
の
権
利
を
共
同
の
意
志
の
法
律
に
よ
っ
て

保
護
す
る
た
め
だ
け
で
あ
っ
て
、
公
共
体
を
自
ら
の
意
向
に
無
条
件

に
服
せ
し
め
て
利
用
す
る
権
限
が
自
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
見

な
さ
な
い
場
合
に
、
思
考
様
式
は
祖
国
的
で
あ
る
（T

hP, 8: 291

）
。

　

こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
「
祖
国
的
思
考
様
式
」
は
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
と
い
う
言
葉
か
ら
通
常
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
郷
土
愛
に
質
的
な
転

換
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
郷
土
愛
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
ま
た
、

そ
こ
で
人
が
偶
然
に
誕
生
し
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
国
土
（Land

）
」

へ
の
愛
着
で
あ
る
。
た
だ
し
、
誕
生
に
よ
っ
て
あ
る
特
定
の
国
土
に
帰

属
す
る
こ
と
は
、
「
公
共
体
（das gem

eine W
esen

）
」
あ
る
い
は
「
憲

法
（K

onstitutio

）
11
（n

）
」
と
い
う
法
と
権
利
の
領
域
に
入
る
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
国
土
に
「
各
人
の
権
利
を
共
同
の
意
志
の
法
律
に
よ
っ
て

保
護
す
る
」
政
治
社
会
（
公
共
体
、
憲
法
）
が
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合

に
の
み
、
あ
る
国
は
真
に
「
祖
国
（das Vaterland

）
」
と
呼
ば
れ
、
愛

着
を
得
る
の
に
相
応
し
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
祖
国
的
思
考
様
式
」
は
、
「
祖
国
」
の
た
め
に
、
各
人
の
権
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利
が
普
遍
的
意
志
を
通
じ
た
共
同
の
立
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
こ
と

を
求
め
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
、
「
根
源
的
契
約
」
の
理

念
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
祖
国
的
思
考

様
式
」
は
、
い
か
な
る
政
治
社
会
に
お
い
て
も
獲
得
さ
れ
、
維
持
さ
れ

る
べ
き
思
考
の
原
理
と
な
る

）
12
（

。
「
国
家
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
」
は
、

た
と
え
「
家
父
長
的
統
治
」
の
下
に
あ
る
と
し
て
も
、「
未
成
熟
な
子
供
」

の
よ
う
に
受
動
的
に
振
る
舞
う
の
で
は
な
く
、
政
治
社
会
の
一
員
と
し

て
、
各
人
の
権
利
が
保
障
さ
れ
、
各
人
が
自
分
自
身
の
判
断
で
幸
福
を

追
求
で
き
る
状
態
を
作
り
出
し
、
維
持
し
、
将
来
の
世
代
に
引
き
継
ぐ

こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
国
家
に
お
け
る

す
べ
て
の
人
」
に
は
、
統
治
す
る
側
の
国
家
元
首
（
君
主
）
も
例
外
な

く
含
ま
れ
て
い
る
。
君
主
も
ま
た
、
政
治
社
会
を
自
ら
の
意
志
に
服
従

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
各
人
の
権
利
を
共
同
の
意
志
の
法
律
に
よ
っ

て
保
護
す
る
」
よ
う
な
政
治
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

二　

「
専
制
」
か
ら
「
共
和
制
」
へ
―
―
漸
進
的
改
革
の
諸
位
相

１　

「
共
和
制
的
統
治
様
式
」

　

『
理
論
と
実
践
』（
一
七
九
三
年
）
に
お
け
る
「
祖
国
的
統
治
」
と
「
家

父
長
的
統
治
」
と
い
う
区
別
は
君
主
の
「
統
治
」
の
質
そ
の
も
の
を
問

題
化
し
て
い
た
。
「
家
父
長
的
統
治
」
は
、
立
法
に
関
わ
る
権
利
と
し

て
の
政
治
的
自
由
と
、
法
の
下
で
自
ら
の
判
断
に
基
づ
い
て
幸
福
を
追

求
す
る
と
い
う
権
利
と
し
て
の
自
由
を
消
滅
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
に
よ
っ
て
思
考
し
判
断
す
る
と
い
う
精
神
的
な
自
由
を
も
消
滅
さ

せ
て
人
民
を
「
未
成
熟
な
子
供
」
の
状
態
に
陥
れ
る
。
君
主
の
「
統
治
」

に
は
政
治
社
会
に
お
け
る
自
由
を
圧
迫
す
る
性
質
が
内
在
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
共
同
立
法
に
よ
っ
て
権
利
と
し
て
の
自
由

を
保
護
し
よ
う
と
す
る
「
祖
国
的
思
考
様
式
」
が
獲
得
さ
れ
る
べ
き
思

考
の
原
理
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
思
考
様
式
と
の

関
係
で
言
及
さ
れ
た
「
祖
国
的
統
治
」
が
「
家
父
長
的
統
治
」
と
比
較

し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
統
治
を
意
味
す
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
く
、
ま
た
「
家
父
長
的
統
治
」
全
般
を
君
主
の
「
恩
恵
」
に
よ

る
自
己
抑
制
の
範
囲
で
改
善
す
る
こ
と
に
は
限
界
も
あ
る
。
こ
れ
に
関

連
し
て
注
目
に
値
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
「
統
治
」
の
問
題
を
立
法
の

制
度
の
側
面
か
ら
論
じ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観

点
は
、
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
（
一
七
九
五
年
）
で
新
た
に
用
い
ら
れ

る
）
13
（

「
共
和
制
（R

epublik

）
」
、
「
共
和
制
的
（republikanisch

）
」
に
関

連
す
る
術
語
の
意
味
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
術
語
は
「
祖
国
（Vaterland

）
」
、「
祖
国
的
（vaterländisch, 

patriotisch

）
」
と
い
う
表
現
に
代
わ
っ
て
突
如
と
し
て
登
場
す
る
印
象

を
与
え
る
が
、
実
際
に
は
「
祖
国
」
と
同
様
に
正
し
い
政
治
社
会
を
表

現
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
共
和
制
（
共
和
主
義
的
体
制
）
の

諸
原
理
は
、
『
理
論
と
実
践
』
に
お
け
る
理
性
的
な
国
家
の
諸
原
理
と



57　●　〈公募論文〉カントにおける「統治」の問題――斎藤拓也

同
様
に
、
法
的
自
由
と
法
的
平
等
で
あ
る

）
14
（

。
そ
し
て
共
和
制
も
ま
た
「
根

源
的
契
約
」
の
理
念
に
基
づ
く
体
制
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
民
の
正
当

な
立
法
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
権
利
が
保
障
さ
れ
る
唯
一
の
体
制
な
の
で

あ
る
（vgl. ZeF, 8: 350

）
。

　

こ
の
よ
う
に
「
共
和
制
」
は
「
祖
国
」
と
同
様
に
理
性
的
な
国
家
の

概
念
の
系
統
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
層
重
要
な
こ
と
に
「
共
和

制
」
と
い
う
術
語
は
「
統
治
」
権
力
の
問
題
を
制
度
的
な
観
点
か
ら
考

察
す
る
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
共
和
制
」
は
支
配
者

の
人
数
で
区
別
さ
れ
る
「
支
配
形
態
」
（
君
主
政
、
貴
族
政
、
民
主
政
）

に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
共
和
制
」
で
あ
る
可
能
性
は
、

ど
の
政
府
の
形
態
に
も
開
か
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
「
共
和
制
」
で
あ
る

か
ど
う
か
を
判
定
す
る
際
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
政
府
が
権
力
を
行
使

す
る
方
法
と
し
て
の
「
統
治
形
態
」
あ
る
い
は
「
統
治
様
式

（R
egierungsart

）
」
で
あ
る
（vgl. ZeF, 8: 351ff.

）
。
「
共
和
制
」
を
「
専

制
」
か
ら
区
別
す
る
基
準
は
、
ま
さ
に
元
首
（
君
主
）
の
「
統
治
」
に

お
い
て
融
合
し
て
い
る
「
立
法
権
」
と
「
執
行
権
」
を
分
離
す
る
「
統

治
の
方
法
（R

egierungsart

）
」
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

共
和
制
〔R

epublikanism
us

〕
は
、
執
行
権
（
統
治
〔R

egierung

〕
）

を
立
法
権
か
ら
分
離
す
る
国
家
原
理
で
あ
る
。
専
制
〔D

espotism
us

〕

は
、
国
家
が
自
ら
立
法
し
た
法
律
を
国
家
が
独
断
的
に
執
行
す
る
国

家
原
理
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
元
首
に
よ
っ
て
彼
の
私
的
意
志
と

し
て
用
い
ら
れ
る
限
り
で
の
公
的
意
志
が
立
法
し
た
法
律
を
、
国
家

が
独
断
的
に
執
行
す
る
国
家
原
理
で
あ
る
（ZeF, 8: 352

）
。

　

こ
の
共
和
制
の
統
治
様
式
は
「
代
表
制
度
（das repräsentative 

System

）
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

　

〔
…
…
〕
統
治
様
式
は
、
そ
れ
が
法
概
念
に
適
っ
て
い
る
た
め
に
は
、

代
表
制
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
表
制
度
に
お
い
て
の
み
共
和

制
的
統
治
様
式
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
制
度
を
欠
く
と
統

治
様
式
は
（
ど
の
よ
う
な
体
制
を
望
も
う
と
も
）
専
制
的
で
暴
力
的

に
な
る
（ZeF, 8: 353

）
。

　

こ
の
よ
う
に
「
共
和
制
的
」
と
い
う
表
現
は
「
統
治
様
式
」
と
結
び

つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
統
治
」
の
問
題
は
新
た
に
形
式
的
な
「
代

表
制
度
」
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
祖
国
的
統
治
」

と
「
家
父
長
的
統
治
」
と
い
う
対
抗
概
念
を
「
共
和
制
」
と
「
専
制
」

と
い
う
対
抗
概
念
に
再
編
成
す
る
中
で
、
カ
ン
ト
は
統
治
の
質
が
何
よ

り
も
統
治
の
制
度
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
認
識
を
示
す
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。

２　

「
自
由
」
へ
の
改
革

　

た
だ
し
、
こ
の
「
代
表
制
度
」
の
議
論
か
ら
は
、
政
体
（
「
支
配
形
態
」
）
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を
即
座
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
は

引
き
出
さ
れ
な
い
。
ル
ソ
ー
と
同
様
、
カ
ン
ト
は
主
権
論
と
政
体
論
を

区
別
し
て
お
り
、
立
法
権
（
主
権
）
が
人
民
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
執
行
機
関
と
し
て
君
主
政
、
貴
族
政
、
民
主
政

の
い
ず
れ
の
政
体
を
取
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
て
い
る
（vgl. M

dS, 

6: 31

）
15
（3

）
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
政
体
で
も
、
人
民
の
意
志
を
尊
重
し
て

立
法
を
行
い
、
そ
の
よ
う
な
法
を
執
行
す
る
と
い
う
擬
似
的
な
「
代
表

制
度
」
を
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
直
接
民
主
政
の
場
合
、
立
法
権

と
執
行
権
が
同
一
の
主
体
に
帰
属
す
る
と
い
う
定
義
上
の
理
由
か
ら
、

こ
の
統
治
様
式
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
君
主
政
と
貴

族
政
は
「
つ
ね
に
欠
陥
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
が
代
表
制
度
の
精

神
に
か
な
っ
た
統
治
様
式
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
可
能
で

あ
る
」
（ZeF, 8: 352

）
。
こ
う
し
て
立
法
権
か
ら
執
行
権
（
統
治
）
を
分

離
す
る
「
代
表
制
度
」
に
還
元
さ
れ
た
「
共
和
主
義
（R

epublikanism
us

）
」

は
、
そ
の
対
立
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
世
襲
君
主
政
に
お
い
て

さ
え
も
擬
似
的
に
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
立
法
権
と
執
行
権
の
分
離
を
「
共
和
主
義
」
と
同
一
視

す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
「
共
和
主
義
」
と
い
う
概
念
を
極
め
て
曖
昧

な
も
の
に
解
消
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
と
い
う
の
は
、

世
襲
君
主
政
に
お
け
る
擬
似
的
な
「
代
表
制
度
」
は
極
め
て
不
安
定
で

実
効
性
に
乏
し
い
統
治
の
方
法
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
共

和
主
義
」
の
概
念
は
、
実
際
に
は
世
襲
君
主
政
に
お
け
る
擬
似
的
な
「
代

表
制
度
」
と
い
う
曖
昧
な
統
治
方
法
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
「
代
表
制
度
」
と
い
う
「
統
治
様
式
」
は
、
世
襲
君
主
政
に
お
い

て
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
専
制
的
な
「
統
治
」
を
漸
進
的
に
変
更

す
る
プ
ロ
セ
ス
の
端
緒
を
開
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
共
和

主
義
」
の
概
念
は
政
治
社
会
が
「
法
律
と
権
力
が
あ
っ
て
自
由
が
な
い
」

状
態
（
専
制
）
か
ら
「
自
由
と
法
律
の
二
者
を
権
力
が
媒
介
す
る
」
状

態
（
共
和
制
）
へ
と
長
い
時
間
を
か
け
て
自
ら
を
変
容
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
、

「
共
和
制
化
（R

epublikanisierung

）
」
を
含
む
概
念
へ
と
拡
張
さ
れ
る

）
16
（

。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
Ｗ
・
ケ
ル
ス
テ
ィ
ン
グ
は
「
理
性
法
的
立
憲
主
義

（K
onstitutionalism

us

）
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
こ

の
立
憲
主
義
は
暴
力
的
に
そ
の
実
定
化
の
た
め
の
空
間
を
作
り
出
す
革

命
を
要
求
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
共
和
制
化
に
よ
っ
て

そ
れ
を
内
的
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
共
和
主
義
と

は
、
異
な
る
形
態
に
お
け
る
共
和
国
を
意
味
し
、
根
源
的
契
約
の
精
神

を
、
そ
の
精
神
と
は
根
本
的
に
対
立
す
る
も
の
の
中
へ
と
、
自
然
発
生

的
に
成
立
し
た
支
配
の
中
へ
と
、
実
体
化
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る

）
17
（

」
。

　

こ
う
し
た
「
統
治
様
式
」
の
変
更
は
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
（
一
七

九
七
年
）
で
、
明
瞭
に
統
治
様
式
の
漸
進
的
な
改
革
と
し
て
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
統
治
」
の
改
革
は
、
政
治
社
会
が
「
根
源
的
契

約
」
を
立
法
の
原
理
と
し
て
承
認
す
る
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

〔
…
…
〕
そ
の
根
源
的
契
約
の
精
神

0

0

（anim
a pacti originarii

）
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は
国
家
を
構
成
す
る
権
力
に
、
統
治
様
式

0

0

0

0

が
こ
の
契
約
の
理
念
に
合

致
す
る
よ
う
に
と
の
拘
束
を
課
す
。
そ
れ
も
、
一
挙
に
そ
う
す
る
こ

と
は
で
き
な
く
て
も
、
徐
々
に
継
続
し
て
変
革
を
行
い
、
統
治
様
式

が
唯
一
適
法
で
あ
る
体
制
に
、
つ
ま
り
純
粋
共
和
制
に
、
そ
の
作
用

0

0

0

0

の
上
で

0

0

0

合
致
す
る
よ
う
に
、
ま
た
も
っ
ぱ
ら
人
民
を
服
従

0

0

さ
せ
る
た

め
に
使
わ
れ
て
き
た
古
い
経
験
的
（
実
定
的
）
諸
形
式
を
根
源
的
（
合

理
的
）
形
式
へ
と
解
消
す
る
よ
う
に
と
の
拘
束
を
課
す
（M
dS, 6: 

340

）
。

　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
世
襲
君
主
政
や
貴
族
政
に
お
い
て
擬
似
的
な
「
代

表
制
度
」
が
取
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は

「
共
和
制
化
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
重
要
な
開
始
点
で
あ
り
、
一
度
開

始
さ
れ
た
「
共
和
制
化
」
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
で
、
専
制
か
ら
脱
却
し
、

「
唯
一
自
由
を
原
理
と
す
る
」
共
和
制
を
樹
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
目
的

な
の
で
あ
る
（vgl. M

dS, 6: 340

）
。

３　

立
法
へ
の
習
熟
と
「
言
論
の
自
由
」

　

「
統
治
様
式
」
の
改
革
の
過
程
で
「
専
制
」
に
お
い
て
融
合
し
て
い

る
立
法
権
と
執
行
権
が
分
離
さ
れ
、
「
代
表
制
度
」
の
下
で
統
治
権
者

の
役
割
は
制
定
さ
れ
た
法
を
執
行
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
れ
は
立
法
の
経
験
の
な
い
人
民
が
立
法
権
を
獲

得
す
る
過
程
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
統
治
様
式
」
の
改
革
は
、
人

民
の
意
志
が
時
に
君
主
の
意
志
と
の
間
に
軋
轢
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
も

「
普
遍
的
意
志
」
に
基
づ
く
立
法
の
確
立
を
追
求
す
る
過
程
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
人
民
に
と
っ
て
は
立
法
に
習
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
過
程
で
も
あ
る

）
18
（

。

　

こ
の
過
程
で
、
立
法
の
基
準
と
な
る
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
公
法
の
正
当

性
の
試
金
石
」
と
し
て
の
根
源
的
契
約
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

法
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
立
法
者
に
「
そ
の
法
が
人
民
全
体
の
一
つ
に

な
っ
た
意
志
に
基
づ
い
て
生
じ
え
た
か
の
よ
う
な
仕
方
で
制
定
す
る
」

よ
う
義
務
づ
け
る
根
源
的
契
約
の
第
一
の
定
式
は
、
現
在
と
将
来
の
立

法
の
普
遍
的
な
基
準
で
あ
り
続
け
る
。

　

世
襲
君
主
政
に
お
い
て
立
法
権
が
君
主
の
下
に
あ
る
場
合
、
こ
の
第

一
の
定
式
に
よ
っ
て
正
当
な
立
法
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
は
人
民
で
は

な
く
君
主
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
人
民
は
根
源

的
契
約
を
基
準
に
し
て
法
律
の
正
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

正
当
な
立
法
へ
の
理
解
を
深
め
、
「
普
遍
的
意
志
」
に
基
づ
く
立
法
に

習
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
政
治
社
会
に
お
け
る
被
治

者
の
法
的
「
平
等
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
世
襲
的
特
権
身
分
制
度
」（vgl. 

T
hP, 8: 292-294

）
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
貴
族
身
分
や
地
主
に
世
襲
的

な
財
産
譲
渡
の
特
権
を
認
め
る
法
律
の
正
当
性
を
検
討
し
て
い
る
（vgl. 

T
hP, 8: 296

）
。
こ
の
と
き
カ
ン
ト
は
、
「
被
治
者
の
中
の
あ
る
階
級
が

世
襲
的
に
支
配
者
の
身
分
の
特
典
を
も
つ
と
い
う
よ
う
な
公
法
」（T

hP, 

8: 297

）
が
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
「
人
民
全
体
が
そ
れ
に
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同
意
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
公
法
〔
…
…
〕
は
不
当
で
あ

る
」
と
い
う
根
源
的
契
約
の
第
二
の
定
式
を
示
し
て
判
断
し
て
い
る

（vgl. T
hP, 8: 29

）
19
（7

）
。

　

こ
こ
で
は
根
源
的
契
約
を
基
準
に
吟
味
し
た
結
果
と
し
て
、
世
襲
身

分
と
い
う
制
度
が
不
当
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
国
家
元
首
が
同
様
の
判
断
に
至
り
、
制
度
を
廃
止
す
る
と
は
限
ら
な

い
こ
と
を
も
カ
ン
ト
は
想
定
し
て
い
る

）
20
（

。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
国
家

元
首
が
不
正
に
対
し
て
適
切
な
措
置
を
と
ら
な
い
理
由
を
、
カ
ン
ト
は

次
の
よ
う
に
レ
ト
リ
カ
ル
に
説
明
し
て
い
る
。
「
さ
て
、
あ
る
人
が
自

分
に
不
正
が
ふ
り
か
か
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
う
し

た
不
正
が
生
じ
る
の
は
な
ぜ
か
。
元
首
は
不
正
を
な
す
こ
と
を
欲
し
て

は
い
な
い
と
い
う
想
定
に
従
う
な
ら
ば
、
そ
の
不
正
が
生
じ
た
の
は
、

最
高
権
力
が
制
定
し
た
法
律
の
帰
結
の
ど
こ
か
に
つ
い
て
考
え
違
い
が

あ
っ
た
か
無
知
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
」（T

hP, 8: 304

）
。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
想
定
か
ら
、
人
民
に
は
「
誤

謬
」
や
「
無
知
」
を
国
家
元
首
に
知
ら
せ
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
論
理

を
カ
ン
ト
は
引
き
出
す
。
人
民
に
は
君
主
の
「
最
高
立
法
に
対
し
て
、

最
善
の
意
志
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
み
な
せ
そ
う

な
も
の
を
判
定
す
る
権
利
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
（vgl. T

hP, 8: 304

）
。
こ
の
消
極
的
な
権
利
は
「
言
論
の
自
由
」
と

名
づ
け
ら
れ
る
。

　

「
言
論
の
自
由
」
と
い
う
権
利
は
、
人
民
の
「
普
遍
的
意
志
」
の
同

意
を
立
法
の
正
当
性
の
根
拠
に
す
る
「
根
源
的
契
約
」
の
第
三
の
定
式

と
も
呼
ぶ
べ
き
原
理
に
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
の
根
拠
に
な
る
普
遍
的
原
理
は
、
次
の
命
題
に
含
ま
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
人
民
が
自
分
自
身
に
関
し
て
決
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
き
な
い
事
柄
は

0

0

0

0

0

0

0

、
立
法
者
も
ま
た
そ
れ
を
人
民
に
つ
い
て
決
定
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
こ
と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

（T
hP, 8: 304

）
。

　

こ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
定
式
に
よ
っ
て
、
人
民
が
自
己
決
定
で
き
な
い

事
柄
に
つ
い
て
他
者
（
君
主
）
が
代
わ
り
に
決
定
す
る
こ
と
が
正
当
性

を
も
ち
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

世
襲
君
主
政
に
お
い
て
立
法
の
正
当
性
を
問
う
た
め
に
人
民
が
行
使

し
う
る
の
は
、
「
言
論
の
自
由
」
と
い
う
根
源
的
契
約
の
原
理
の
裏
返

し
と
も
い
う
べ
き
消
極
的
な
権
利
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
要

求
す
る
の
は
、
こ
の
消
極
的
な
原
理
が
確
実
に
効
力
を
も
つ
こ
と
な
の

で
あ
る
。
根
源
的
契
約
の
原
理
を
試
金
石
と
し
て
公
的
に
議
論
を
交
わ

し
、
法
の
正
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
君
主
政
下
の
人
民
に
と
っ
て

は
来
る
べ
き
立
法
行
為
に
習
熟
す
る
過
程
で
あ
り
、
主
権
者
と
な
っ
た

人
民
に
と
っ
て
は
正
当
な
立
法
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
過
程

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
は
「
言
論
の
自
由
」
と
い
う
消
極
的
な

権
利
を
「
人
民
の
権
利
の
唯
一
の
守
護
神
」
（T

hP, 8: 304

）
と
も
呼
ぶ

の
で
あ
る
。
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４　

「
平
等
」
へ
の
改
革

　

執
行
権
か
ら
立
法
権
が
分
離
さ
れ
る
「
統
治
様
式
」
の
改
革
の
過
程

は
、
人
民
が
根
源
的
契
約
の
諸
定
式
を
基
準
に
し
て
既
存
の
個
別
の
法

律
の
正
当
性
に
つ
い
て
熟
議
し
、
自
ら
共
和
国
に
ふ
さ
わ
し
い
法
律
を

明
ら
か
に
す
る
過
程
で
も
あ
る
。
こ
の
過
程
で
問
題
と
な
る
の
は
、
カ

ン
ト
が
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
社
会
の
制
度
に
表
れ
た

法
的
不
平
等
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
「
共
和
制
化
」
の
プ
ロ
セ

ス
に
は
、
法
的
「
自
由
」
へ
の
改
革
だ
け
で
は
な
く
、
法
的
「
平
等
」

へ
の
改
革
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
法
的

不
平
等
を
改
革
す
る
必
要
性
は
、
立
法
権
を
事
実
上
掌
握
し
て
い
る
君

主
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
言
論
を
通
じ
て
人
民
に

よ
っ
て
も
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
（
一
七
九
七
年
）
で
「
主
権
者
に
は

貴
族
身
分
を
、
自
分
と
そ
の
他
の
人
民
の
間
の
世
襲
的
中
間
身
分
と
し

て
設
け
る
権
限
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
こ
の
問
題
に
再

度
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
立
法
の
正
当
性
が
「
人
民

（
被
治
者
の
集
合
全
体
）
が
自
分
た
ち
と
同
胞
に
つ
い
て
決
め
ら
れ
な
い

こ
と
は
、
主
権
者
も
人
民
に
つ
い
て
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い

う
根
源
的
契
約
の
第
三
の
定
式
に
基
づ
い
て
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
結
果
的
に
は
、
貴
族
の
よ
う
な
世
襲
身
分
は
、
政
治
社
会
に
お

い
て
被
治
者
が
平
等
に
法
に
従
う
と
い
う
原
則
に
反
す
る
が
ゆ
え
に
、

本
来
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る

（vgl. M
dS, 6: 328 ff.

）
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
平
等
」
へ
の

改
革
の
進
展
は
「
言
論
の
自
由
」
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
世
襲

の
特
権
的
身
分
は
廃
止
す
る
か
空
位
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
改

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
世
論
で
（in der öffentlichen 

M
einung

）
」
批
判
さ
れ
る
ま
で
は
暫
定
的
に
存
続
さ
せ
る
こ
と
も
で

き
る
と
さ
え
述
べ
ら
れ
る
（vgl. M

dS, 6: 329

）
。

　

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
「
言
論
の
自
由
」
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
「
人
民
の

意
見
」
が
立
法
に
関
し
て
広
範
な
役
割
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
「
市
民
的
統
合
の
本
性
か
ら
生
じ
る
法
的
効
果
に
関
す
る
一
般

的
注
解
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
で
、
他
の
様
々
な
例
と
並
ん
で
、
騎

士
団
の
管
区
や
教
会
の
領
地
お
よ
び
財
産
が
必
ず
し
も
次
世
代
に
無
限

に
継
承
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
改
革
の
一
環
と
し
て
一
定
の
補

償
と
引
き
換
え
に
法
的
に
廃
止
さ
れ
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（vgl. M
dS, 6: 324-325

）
。
ま
た
、
公
的
な
礼
拝
の
制
度
と
し
て
の
教
会

制
度
を
改
革
す
る
可
能
性
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
（vgl. M

dS, 6: 327; 

T
hP, 8: 304-305

）
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
改
革
は
、

世
襲
身
分
制
の
改
革
と
同
様
に
「
人
民
（
被
治
者
の
集
合
全
体
）
が
自
分

た
ち
と
同
胞
に
つ
い
て
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
主
権
者
も
人
民
に
つ

い
て
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（M

dS, 6: 329

）
と
い
う
基
準
に
基

づ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
世
襲
君
主
政
に
お
い
て
も
、
諸
制

度
を
法
的
に
改
革
す
る
必
要
性
は
「
人
民
の
意
見
（Volksm

einung

）
」
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や
官
僚
の
判
断
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
諸
制
度
の
改
革
そ
の
も
の

は
「
人
民
の
意
見
」
を
通
じ
て
「
よ
く
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
王
か
ら
、

よ
り
よ
く
知
ら
さ
れ
て
い
る
王
へ
（a rege m

ale inform
ato ad regem

 

m
elius inform

andum

）
」
と
理
解
を
深
め
た
執
行
者
に
よ
っ
て
実
行
さ

れ
る
べ
き
事
柄
に
な
る
（vgl. M

dS, 6: 325

）
。
こ
う
し
て
、
立
法
の
正

当
性
の
吟
味
と
い
う
実
践
は
「
王
に
知
ら
せ
る
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク

に
よ
っ
て
穏
や
か
に
、
し
か
し
明
確
に
君
主
の
「
統
治
」
権
力
と
の
緊

張
関
係
に
置
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

）
21
（

。

　

漸
進
的
な
改
革
と
し
て
の
「
共
和
制
化
」
は
、
君
主
の
「
統
治
」
権

力
が
執
行
権
の
範
囲
へ
と
制
限
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
だ
け
で
は
な

い
。
こ
れ
は
権
利
上
の
み
な
ら
ず
事
実
上
も
立
法
権
が
人
民
の
統
一
さ

れ
た
意
志
に
帰
属
す
る
よ
う
に
な
る
過
程
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ン

ト
に
よ
れ
ば
、
法
的
不
平
等
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
民

は
正
当
な
立
法
の
仕
方
を
理
解
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
共
和
制
化
」

の
プ
ロ
セ
ス
は
、「
代
表
制
度
」
を
通
じ
て
法
的
「
自
由
」
を
実
現
す
る
過

程
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
世
襲
身
分
制
の
廃
止
に
よ
っ
て
法
的
「
平
等
」

を
実
現
す
る
過
程
と
し
て
も
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

漸
進
的
改
革
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
「
自
由
」
と
「
平
等
」
の

共
和
国
に
は
、
あ
る
べ
き
国
家
一
般
と
い
う
抽
象
的
な
意
味
し
か
与
え

ら
れ
て
い
な
い
（vgl. A

pH
, 7: 331

）
。
そ
の
よ
う
な
国
家
で
は
立
法
権

と
執
行
権
が
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
り
、
政
体

の
選
択
は
人
民
の
意
見
に
よ
っ
て
決
定
す
る
二
次
的
な
事
柄
で
あ
る
と

も
言
え
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
世
襲
君
主
政

の
廃
止
（vgl. M

dS, 6: 370

）
ま
で
考
慮
す
る
と
、
最
終
的
に
実
現
さ

れ
る
べ
き
「
共
和
国
」
は
、
人
民
主
権
と
権
力
分
立
を
基
盤
と
し
た
代

議
制
民
主
主
義
の
国
家
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う

）
22
（

。

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
国
家
が
実
現
し
た
場
合
に
も
、
立
法
の
正
当
性

そ
れ
自
体
は
根
源
的
契
約
の
理
念
に
よ
っ
て
常
に
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て 

 
 

―
―
「
祖
国
的
で
あ
る
こ
と
」
と
「
共
和
制
的
で
あ
る
こ
と
」

　

こ
れ
ま
で
本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
の
漸
進
的
改
革
あ
る
い
は
「
共
和
制

化
（R

epublikanisierung

）
」
の
構
想
を
、
そ
の
複
数
の
位
相
に
注
意

し
な
が
ら
再
構
成
し
て
き
た
。
君
主
の
「
統
治
」
が
自
由
に
及
ぼ
す
影

響
そ
の
も
の
は
「
家
父
長
的
統
治
」
と
「
祖
国
的
統
治
」
と
い
う
対
抗

概
念
を
検
討
す
る
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
君
主
の
「
統
治
」
の
問

題
へ
の
解
決
策
は
、
「
専
制
」
と
「
共
和
制
」
と
い
う
新
た
な
対
抗
概

念
を
編
成
す
る
中
で
「
統
治
様
式
」
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

先
行
研
究
を
見
る
限
り
で
は
、
祖
国
的
「
思
考
様
式
（D

enkungsart

）
」

と
い
う
原
理
は
対
抗
概
念
が
再
編
成
さ
れ
る
際
に
共
和
制
的
「
統
治
様

式
（R

egierungsart

）
」
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
し

ま
い
、
漸
進
的
改
革
の
構
想
の
中
で
は
意
味
も
位
置
づ
け
も
失
っ
て
し

ま
う
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
「
統
治
様
式
」
が
変
化
す
る
過
程
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に
は
「
思
考
様
式
」
が
変
化
す
る
過
程
が
た
し
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

法
的
状
態
と
し
て
の
政
治
社
会
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
旧
い
社
会
を
た

だ
保
存
す
る
の
で
は
な
く
、
未
だ
実
現
さ
れ
ざ
る
共
和
制
へ
と
改
革
す

る
諸
々
の
試
み
は
、「
共
和
制
的
統
治
様
式
」と
い
う
制
度
の
原
理
と
「
祖

国
的
思
考
様
式
」
と
い
う
思
考
の
原
理
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

「
共
和
制
的
統
治
様
式
」
が
漸
進
的
改
革
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
べ

き
「
専
制
」
か
ら
の
脱
却
の
制
度
的
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
祖
国

的
思
考
様
式
」
は
漸
進
的
改
革
に
お
い
て
立
法
の
正
当
性
に
つ
い
て
自

ら
思
考
し
、
判
断
し
、
意
見
を
表
明
す
る
と
い
う
経
験
の
繰
り
返
し
を

通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
べ
き
エ
ー
ト
ス
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
君
主

の
立
法
の
正
当
性
を
問
い
直
す
こ
と
は
、
「
専
制
」
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
「
未
成
熟
な
子
供
」
の
状
態
か
ら
の
脱
却
と
い
う
点
で
「
啓
蒙
」

の
実
践
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
（
一
七

八
四
年
）
で
、
自
分
自
身
の
理
性
を
用
い
て
考
え
れ
ば
「
未
成
年
状
態
」

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
既
存
の
諸
制
度

の
欠
陥
を
も
た
ら
し
て
い
る
法
律
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
自

由
が
与
え
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
述
べ
て
い
る
（vgl. W

A
, 8: 39

）
。

そ
の
と
き
に
法
律
の
正
当
性
の
基
準
と
な
る
の
は
次
の
よ
う
な
問
い
で

あ
る
。
「
一
つ
の
人
民
に
対
し
て
法
律
と
し
て
定
め
う
る
も
の
す
べ
て

の
試
金
石
は
、
人
民
が
本
当
に
そ
の
法
律
を
進
ん
で
自
ら
に
課
し
う
る

か
否
か
、
と
い
う
問
い
に
あ
る
」
（W

A
, 8: 39

）
。
そ
し
て
、
君
主
は
自

由
な
議
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
人
民
の
意
志
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

立
法
者
と
し
て
の
威
信
を
失
う
（vgl. W

A
, 8: 39-40

）
。
こ
の
よ
う
な
仕

方
で
「
未
成
年
状
態
」
か
ら
脱
出
す
る
に
は
時
間
が
か
か
る
が
、
「
思

考
様
式
の
真
の
改
革
」
に
は
他
の
方
法
は
存
在
し
な
い
（vgl. W

A
, 8: 

36

）
。
「
祖
国
的
思
考
様
式
」
の
獲
得
は
、
持
続
的
な
実
践
の
過
程
を
要

求
す
る
の
で
あ
る
。

　

「
祖
国
的
で
あ
る
こ
と
（Patriotism

us

）
」
と
「
共
和
制
的
で
あ
る
こ

と
（R

epublikanism
us

）
」
は
、「
専
制
的
で
あ
る
こ
と
（D

espotism
us

）
」

の
対
抗
概
念
を
形
成
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
「
根
源
的
契
約
」

に
基
づ
く
正
し
い
政
治
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
権
力
の
あ
り
方
を
説
明
し

て
い
る
。
共
同
の
意
志
に
基
づ
く
法
律
に
よ
っ
て
権
利
を
保
障
す
る
政

治
社
会
を
求
め
る
と
き
、「
思
考
様
式
」
は
「
祖
国
的
（patriotisch

）
」

と
な
る
。
そ
し
て
共
同
の
意
志
に
基
づ
く
立
法
の
た
め
に
代
表
制
度
を

求
め
る
と
き
、
「
統
治
様
式
」
は
「
共
和
制
的
（republikanisch

）
」
と

な
る
。
「
共
和
制
的
統
治
様
式
」
を
望
む
人
々
が
有
す
る
の
は
「
祖
国

的
思
考
様
式
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
共
和
国
こ
そ
が
祖
国
と
し
て
の

条
件
を
唯
一
満
た
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
共
和
国
の

創
設
が
実
現
し
た
と
し
て
も
、
「
祖
国
的
思
考
様
式
」
は
人
々
か
ら
失

わ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
立
法
に
お
い
て
「
人
民
の
意
見
」
と
根

源
的
契
約
の
理
念
と
の
関
係
づ
け
が
模
索
さ
れ
る
限
り
、
「
祖
国
的
思

考
様
式
」
は
あ
る
種
の
義
務
と
し
て
求
め
ら
れ
続
け
る
の
で
あ
る

）
23
（

。

 

（
さ
い
と
う
・
た
く
や
／
社
会
思
想
史
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注（
1
） 

カ
ン
ト
の
著
作
を
引
用
・
参
照
す
る
際
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
略
記
し
た

原

題

とK
ants gesam

m
elte Schriften

（hrsg. von der K
gl. Preuß. 

A
kad. der W

issenschaften und von der D
eutschen A

kadem
ie 

der W
issenschaften, B

erlin, 1900-

）
の
巻
数
お
よ
び
頁
番
号
を
ア
ラ

ビ
ア
数
字
で
記
す
（
引
用
の
際
に
は
次
の
岩
波
書
店
版
カ
ン
ト
全
集
も
参

照
し
た
が
、
断
ら
ず
に
訳
語
を
変
更
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
）
。W

A
: 

B
eantw

ortung der Frage: W
as ist A

ufklärung? 

（1784

）
（
福
田
喜
一

郎
訳
「
啓
蒙
と
は
何
か
」『
カ
ン
ト
全
集
14
』
）; K

U
: K

ritik der U
rteilskraft 

（1790

）
（
牧
野
英
二
訳
『
判
断
力
批
判
』
『
カ
ン
ト
全
集
7
・
8
』
）; T

hP: 
Ü

ber den G
em

einspruch: D
as m

ag in der T
heorie richtig sein, taugt 

aber nicht für die Praxis 

（1793
）
（
北
尾
宏
之
訳
「
理
論
と
実
践
」
『
カ

ン

ト

全

集 

14
』
）; ZeF: Zum

 ew
igen Frieden. E

in philosophischer 

E
ntw

urf von Im
m

anuel K
ant 

（1795
）
（
遠
山
義
孝
訳
「
永
遠
平
和
の

た
め
に
」『
カ
ン
ト
全
集 

14
』
）; M

dS: D
ie M

etaphysik der Sitten

（1796

）

（
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
『
カ
ン
ト
全
集 

11
』
）; 

A
pH

: A
nthropologie in pragm

atischer H
insicht

（1798
）
（
渋
谷
治
美

訳
「
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
」
『
カ
ン
ト
全
集 

15
』
）
。

（
2
） 

カ
ン
ト
は
「
市
民
社
会
（bürgerliche G

esellschaft

）
」
お
よ
び
「
市

民
的
体
制
（bürgerliche Verfassung

）
」
と
い
う
用
語
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル

以
降
の
用
法
（
国
家
と
明
確
に
分
離
さ
れ
た
経
済
社
会
等
と
し
て
の
市
民

社
会
）
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
「
政
治
社
会
」
（
人
的
結

合
と
し
て
の
政
治
的
共
同
体
）
の
意
味
で
用
い
て
い
る
（
Ｍ
・
リ
ー
デ
ル

『
市
民
社
会
の
概
念
史
』
河
上
倫
逸
・
常
俊
宗
三
郎
編
訳
、
以
文
社
、
一

九
九
〇
年
、
一
一
―
一
三
五
頁
。
カ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
特
に
六
一
―
六

九
頁
参
照
）
。
カ
ン
ト
の
用
法
で
は
「
市
民
社
会
」
は
「
公
共
体
」
や
「
国

家
」
と
も
相
互
に
置
き
換
え
可
能
な
用
語
だ
が
、
以
下
で
は
「
市
民
社
会
」

を
主
と
し
て
「
政
治
社
会
」
と
表
現
す
る
。

（
3
） 

よ
り
大
き
な
不
正
（
無
政
府
状
態
）
を
避
け
る
た
め
に
、
よ
り
小
さ
な
不

正
（
専
制
）
を
法
的
に
一
時
的
に
許
容
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
よ
り
小

さ
な
不
正
を
改
善
す
る
漸
進
的
改
革
の
余
地
を
生
み
出
す
の
が
「
理
性
の

許
容
法
則
」
で
あ
る
。Vgl. R

einhard B
randt, „D

as E
rlaubnisgesetz, 

oder: Vernunft und G
eschichte in K

ants R
echtslehre “, in: ders. 

（H
g.

）, R
echtsphilosophie der A

ufklärung: Sym
posium

 W
olfenbüttel 

1981, B
erlin: W

alter de G
ruyter, 1982, S. 233-285.

（
4
） 

特
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
抵
抗
権
否
定
論
に
対
す
る
批
判
と
は
異
な
る

観
点
か
ら
カ
ン
ト
の
政
治
社
会
論
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
先
駆
的
な
研
究

と
し
て
は
、
上
記
の
Ｒ
・
ブ
ラ
ン
ト
の
論
文
の
他
に
、W

olfgang 
K

ersting, W
ohlgeordnete F

reiheit: Im
m

anuel K
ants R

echts- und 

Staatsphilosophie, 3., erw
eiterte und bearbeitete A

uflage, 
P

aderborn: M
entis, 2007; C

laudia L
anger, R

eform
 n

ach 

Prinzipien: U
ntersuchung zur politischen T

heorie Im
m

anuel K
ants, 

Stuttgart: K
lett-C

otta, 1986

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
が
示
し
た
諸
制

度
の
改
革
の
構
想
の
意
義
は
、
そ
れ
以
降
の
研
究
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
（vgl. H

einer K
lem

m
e, „E

inleitung “, in: 
ders. 

（H
g.

）, in: K
ant, Im

m
anuel: Ü

ber den G
em

einspruch. Zum
 

ew
igen

 F
rieden

., P
h

ilosoph
isch

e B
ib

lioth
ek

 B
an

d
 443, 

H
am

burg: M
einer, 1992, S. V

II-LIII.

）
。
こ
の
よ
う
な
改
革
の
構
想

を
重
視
す
る
研
究
で
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
抵
抗
権
の
否
定
が
厳
密
に
法
哲

学
的
な
枠
組
み
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
（vgl., 

K
ersting, W

ohlgeordnete Freiheit, S. 356-387.

）
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、

あ
る
国
家
の
内
部
に
無
秩
序
状
態
や
自
然
状
態
が
現
出
し
て
い
る
場
合
に

は
、
抵
抗
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
革
命
は
実
定
的
な
権
利
の
問
題
で
は
な

く
な
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
構
想
に
こ
の
よ
う
な
「
超
実

定
的
革
命
権
」
の
可
能
性
を
読
み
込
む
Ｉ
・
マ
ウ
ス
も
、
共
和
制
へ
の
改
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革
あ
る
い
は
「
制
度
化
」
の
理
論
そ
れ
自
体
の
可
能
性
を
否
定
し
て
は
い

な
い
。
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
マ
ウ
ス
『
啓
蒙
の
民
主
政
理
論
―
―
カ
ン
ト
と

の
つ
な
が
り
で
』
浜
田
義
文
・
牧
野
英
二
（
監
訳
）
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
九
年
。
邦
語
で
は
木
村
周
市
朗
『
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
』
未

來
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
が
福
祉
国
家
的
干
渉
主
義
と
の
関
係
か
ら
カ
ン
ト

の
改
革
と
共
和
国
の
思
想
の
問
題
点
を
論
じ
て
い
る
。

（
5
） Vgl. B

randt, „D
as E

rlaubnisgesetz, oder: V
ernunft und 

G
esch

ich
te in

 K
an

ts R
ech

tsleh
re “, S

. 253; K
erstin

g
, 

W
ohlgeordn

ete F
reiheit, S. 345-346; L

anger, R
eform

 n
ach 

Prinzipien, S. 92.

（
6
） 『
理
論
と
実
践
』
で
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
「
自
由
」
と
「
平
等
」
の
他
に
、

ア

ポ

ス

テ

リ

オ

リ

な

経

済

的

基

準

で

あ

る
「

独

立

自

存

性

（Selbständigkeit

）
」
が
正
し
い
政
治
社
会
の
原
理
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
「
独
立
自
存
性
」
は
、
立
法
の
た
め
に
諸
個
人
の
意
志
を
統

一
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
、
「
統
一
さ
れ
た
意
志
」
の
形
成
に
関
し
て

重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
ひ
と
ま
ず

度
外
視
し
て
議
論
を
進
め
る
。
こ
の
概
念
の
歴
史
的
位
置
意
味
に
つ
い
て

は
、
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
リ
ー
デ
ル
（
佐
々
木
毅
訳
）
「
支
配
と
社
会
―
―

哲
学
に
お
け
る
政
治
の
正
当
化
問
題
に
寄
せ
て
」
、
成
瀬
治
（
編
訳
）
『
伝

統
社
会
と
近
代
国
家
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
七
頁
以
降
参
照
。

（
7
） Vgl. K

ersting, W
ohlgeordnete F

reiheit, S. 275; Langer, R
eform

 

nach Prinzipien, S. 82-83.

（
8
） Vgl. K

ersting, W
ohlgeordnete Freiheit, S. 332.

（
9
） 

木
村
『
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
』
、
五
九
―
六
〇
頁
参
照
。

（
10
） Vgl. K

ersting, W
ohlgeordnete Freiheit, S. 329.

（
11
） 

別
の
著
作
で
は
、
人
は
「
誕
生
」
に
よ
っ
て
「
憲
法
」
の
領
域
に
組
み
込

ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
こ
の
住
人
が
既
に
憲
法
に
よ
っ
て
、
つ
ま

り
特
別
な
法
的
作
用
を
行
使
せ
ず
に
（
誕
生
に
よ
っ
て
）
同
一
の
公
共
体

の
共
同
の
市
民
で
あ
る
よ
う
な
国
土
（territorium

）
は
祖
国
と
呼
ば
れ
る
。

住
人
が
そ
の
よ
う
な
条
件
を
備
え
ず
に
い
る
地
域
は
、
外
国
と
呼
ば
れ
る
」

（M
dS, 6: 337

）
。

（
12
） 

人
間
の
諸
能
力
（
悟
性
、
判
断
力
、
理
性
）
の
使
用
方
法
を
定
め
る
「
思

考
様
式
」
は
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
思
考
の
仕
方
の
劇
的
な
転
換
で

あ
る
「
思
考
様
式
」
の
獲
得
と
そ
の
確
実
な
実
践
に
は
練
熟
を
要
す
る
（vgl. 

K
U

, 5: 294 ff.

）
。
「
自
分
で
考
え
る
こ
と
」
は
「
偏
見
に
と
ら
わ
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

思
考
様
式
」
で
あ
り
、
悟
性
の
啓
蒙
を
可
能
に
す
る
。
「
他
の
あ
ら
ゆ
る

人
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
」
は
「
拡
張
さ
れ
た

0

0

0

0

0

思
考
様
式
」
で
あ
り
、

普
遍
的
な
立
場
か
ら
自
分
自
身
の
判
断
を
反
省
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

第
一
の
悟
性
の
思
考
様
式
を
保
持
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
第

二
の
判
断
力
の
思
考
様
式
は
多
く
の
実
践
の
経
験
を
経
て
獲
得
さ
れ
る
が
、

さ
ら
に
理
性
を
使
い
「
常
に
自
分
自
身
と
一
致
し
て
考
え
る
」
と
い
う
第

三
の
「
首
尾
一
貫
し
た

0

0

0

0

0

0

思
考
様
式
」
は
悟
性
と
判
断
力
に
関
わ
る
思
考
様

式
を
身
に
つ
け
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
う
る
（vgl. K

U
, 5: 295

）
。

（
13
） 

Ｗ
・
マ
ー
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
場
合
「
共
和
国
（R

epublik

）
」
と
そ
れ

に
関
連
す
る
表
現
が
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
（
一
七
九
五
年
）
以
降
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
一
八
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
語
圏
に

お
け
る
共
和
制
論
を
俯
瞰
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
カ
ン
ト
が
占
め
る
位
置

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。V

gl. W
olfgang M

ager, A
rt. R

epublik, in: 
G

eschichtliche G
rundbegriffe. H

istorisches Lexikon zur politisch-

sozialen Sprache in D
eutschland, B

and 5, hrsg. von O
. B

runner, 
W

. C
onze und R

. K
oselleck, Stuttgart: K

lett-C
otta, 1984, S. 549-

651.

（
14
） 「
第
一
に
社
会
の
成
員
の
（
人
間
と
し
て
の
）
自
由
0

0

の
諸
原
理
、
第
二
に

す
べ
て
の
成
員
の
（
被
治
者
と
し
て
の
）
唯
一
で
共
同
の
立
法
へ
の
従
属
0

0

の
諸
原
則
、
第
三
に
す
べ
て
の
成
員
の
（
国
家
市
民
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

）
平
等
0

0

の

法
則
、
こ
れ
ら
三
つ
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
体
制
が
共
和
主
義
的
体
制

0

0

0

0

0

0

0
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で
あ
る
」
（ZeF, 8: 349-350

）
。
自
由
は
こ
こ
で
も
自
ら
の
自
由
を
制
限

す
る
法
律
の
制
定
に
同
意
を
与
え
る
「
権
限
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の

法
律
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
外
的
な
行
為
の
自
由
で
あ
る

（vgl. ZeF, 8: 350, A
nm

.

）
。
「
外
的
（
法
的
）
平
等
」
は
、
政
治
社
会
に

お
い
て
は
相
互
に
法
的
に
拘
束
し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
「
国
家
市
民
相
互
の
関
係
」
で
あ
る
（vgl. ebd.

）
。
そ
し

て
、
人
は
政
治
社
会
に
お
い
て
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意

味
で
の
「
法
的
従
属
」
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（vgl. ebd.

）
。
法
的
「
自
由
」

と
法
的
「
平
等
」
は
権
利
で
あ
り
、
「
こ
れ
ら
の
諸
権
利
は
生
得
的
で
、

人
間
に
必
然
的
に
属
し
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（ebd.

）
。
な
お
、

「
自
由
」
の
権
利
が
最
も
根
本
的
な
意
味
で
の
人
間
の
権
利
で
あ
る
こ
と
は
、

『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
「
生
得
の
権
利
は
唯
一
で
あ
る
」
と
し
て
「
自
由
」

だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
他
の
権
利
は
そ
れ
に
由
来
す
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（vgl. M

dS, 6: 237-238

）
。

（
15
） 

ル
ソ
ー
の
場
合
は
人
民
主
権
論
と
伝
統
的
な
政
体
論
（
君
主
政
、
貴
族
政
、

民
主
政
）
が
別
次
元
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
人
民
主
権
に
は

各
種
の
政
体
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
き
る
。
ル
ソ
ー
が
「
民
主
政
は
神

の
ご
と
き
国
民
に
の
み
ふ
さ
わ
し
い
」
と
述
べ
、
そ
の
政
体
と
し
て
の
実

現
可
能
性
を
否
定
的
に
見
て
い
る
と
し
て
も
、
人
民
主
権
そ
の
も
の
を
否

定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
（
森
政
稔
「
民
主
主
義
を
論
じ
る
文
法
に
つ
い

て
」
『
現
代
思
想
』
十
一
月
号
、
青
土
社
、
一
九
九
五
年
、
一
六
五
頁
参
照
）
。

同
様
の
観
点
か
ら
、
カ
ン
ト
は
立
法
権
と
執
行
権
が
同
一
の
主
体
に
よ
っ

て
掌
握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
定
義
上
の
理
由
に
も
と
づ
い
て
、
直
接
民
主

政
を
専
制
と
し
て
批
判
し
て
い
る
（vgl. ZeF, 8: 352

）
。
し
か
し
代
議
制

民
主
主
義
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
16
） 

Ｒ
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
、
カ
ン
ト
の
共
和
主
義
概
念
が
未
来
に
実
現
さ
れ
る

べ
き
内
容
を
持
つ
「
時
間
化
さ
れ
た
」
概
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

V
g

l. R
e

in
h

ard
 K

o
se

lle
ck

, „E
rfah

ru
n

g
srau

m
 u

n
d 

E
rw

artungshorizont: zw
ei H

istorische K
ategorien “, in: ders., 

Vergangene Zukunft: Zur Sem
antik geschichtlicher Zeit, Frankfurt 

am
 M

ain: Suhrkam
p, 1985, S. 349-374, bes. s. S. 372-373.

（
17
） Vgl. K

ersting, W
ohlgeordnete Freiheit, S. 327.

（
18
） Ｗ
・
ケ
ル
ス
テ
ィ
ン
グ
は
カ
ン
ト
の「
共
和
制
化（R

epublikanisierung

）」
の

構
想
の
名
宛
人
と
し
て
「
君
主
」
以
外
に
誰
も
想
定
し
て
い
な
い
。V

gl. 
K

ersting, W
ohlgeordnete Freiheit, S. 332.

（
19
） 

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
世
襲
的
特
権
身
分
は
市
民
た
ち
の
間
の
平
等
を
法
的

に
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
的
に
も
阻
ん
で
い
る
。
カ
ン
ト
は
共
同
立
法
に
参

加
で
き
る
「
能
動
的
市
民
」
の
資
格
を
「
独
立
自
存
性
（Selbständigkeit

）
」

の
原
理
に
よ
っ
て
経
済
的
に
自
立
し
て
い
る
成
人
男
性
に
限
定
す
る
一
方

で
（vgl. T

hP, 8: 295, A
nm

.

）
、
地
主
が
特
権
的
な
身
分
と
し
て
土
地
と

い
う
財
産
を
大
規
模
に
所
有
し
、
世
襲
的
に
相
続
す
る
こ
と
で
、
土
地
を

持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
を
生
み
出
し
、
結
果
と
し
て
彼
ら
が
能
動
的

市
民
と
し
て
立
法
に
参
加
す
る
可
能
性
を
奪
っ
て
い
る
と
も
考
え
て
い
る

（vgl. T
hP, 8: 296

）
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に

世
襲
身
分
が
解
体
さ
れ
、
す
べ
て
の
人
が
多
か
れ
少
な
か
れ
土
地
を
取
得

す
る
可
能
性
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
（vgl. ebd.

）
。

（
20
） な
お
、
貴
族
身
分
が
君
主
の
「
絶
対
主
義
」
と
の
対
決
に
よ
っ
て
弱
体
化

し
た
歴
史
的
過
程
は
、
実
際
に
は
多
様
な
歴
史
的
経
過
を
辿
っ
た
こ
と
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
八
世
紀
後
期
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
時
代
の

プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
貴
族
は
国
王
か
ら
保
護
を
受
け
て
お
り
、
一
七
九
四
年

に
施
行
さ
れ
た
「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
」
の
根
底
に
も
、
諸
身
分

の
社
会
的
・
法
的
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
が
国
家
の
義
務
で
あ
り
利
益
で

あ
る
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ル
ー
ド
ル
フ
・

フ
ィ
ー
ア
ハ
ウ
ス
「
一
八
世
紀
後
期
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
身
分
制
と
国
内

行
政
」
、
成
瀬
治
（
編
訳
）
『
伝
統
社
会
と
近
代
国
家
』
三
七
五
頁
、
三
九

一
頁
参
照
。
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（
21
） な
お
、
カ
ン
ト
は
国
家
が
「
人
民
自
身
を
維
持
す
る
た
め
に
人
民
に
税
金

を
課
す
権
利
」
（M

dS, 6: 326

）
を
持
つ
と
述
べ
、
他
に
ポ
リ
ツ
ァ
イ
や

査
察
権
、
孤
児
施
設
や
教
会
制
度
に
つ
い
て
も
広
範
な
国
家
活
動
の
可
能

性
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
立
法
権
と
執
行
権
の
分
離
の
も

と
で
「
人
民
の
普
遍
的
意
志
」
の
代
行
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
（vgl. 

M
dS, 6: 323ff.

）
。
カ
ン
ト
が
国
家
活
動
に
含
め
る
貧
民
救
済
や
社
会
・

経
済
政
策
的
な
介
入
は
、
「
市
民
的
結
社
の
本
性
（die N

atur des 
bürgerlichen Vereins

）
」
（M

dS, 6: 318

）
、
す
な
わ
ち
市
民
的
統
合
そ

の
も
の
に
由
来
し
て
い
る
。V

gl. Langer, R
eform

 nach Prinzipien, S. 
78-79; 

木
村
『
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
』
一
六
三
頁
。

（
22
） こ
の
想
定
は
次
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
見
解
に
依
拠
し
て
い
る
。
「
真
の
共

和
国
は
人
民
の
代
議
制

0

0

0

で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
代
議

制
に
よ
っ
て
、
人
民
の
名
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
家
市
民
が
統
合
さ
れ
て
、

自
分
た
ち
の
代
表
者
（
代
議
士
）
を
つ
う
じ
て
、
自
分
た
ち
の
権
利
が
守

ら
れ
る
。
し
か
し
、
国
家
元
首
が
そ
の
人
格
に
応
じ
て
（
国
王
で
あ
れ
、

貴
族
身
分
で
あ
れ
、
人
民
全
員
つ
ま
り
民
主
的
統
合
で
あ
れ
）
自
ら
を
も

代
表
さ
せ
る
場
合
に
は
た
だ
ち
に
、
統
合
さ
れ
た
人
民
は
た
ん
に
主
権
者

を
代
表
す
る

0

0

0

0

だ
け
で
は
な
く
、
主
権
者
そ
の
も
の
で
あ
る

0

0

0

こ
と
に
な
る
。

と
い
う
の
も
そ
こ
に
（
人
民
に
）
根
源
的
に
最
高
権
力
が
あ
り
、
こ
の
最

高
権
力
か
ら
た
ん
な
る
被
治
者
（
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
国
家
官
僚
）
と
し

て
の
諸
個
人
の
す
べ
て
の
権
利
が
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
」
（M

dS, 6: 341

）
。
な
お
、
「
国
家
官
僚
」
は
身
分
と
し
て
の
世

襲
貴
族
で
は
な
く
、
法
に
平
等
に
従
う
存
在
と
し
て
の
「
被
治
者
」
か
ら

選
び
出
さ
れ
る
。

（
23
） 

加
藤
泰
史
は
カ
ン
ト
の
根
源
的
契
約
と
共
和
制
に
と
っ
て
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
が
も
つ
重
要
性
を
指
摘
し
、
そ
の
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
が
「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
的
妄
想
（N

ationalw
ahn

）
」
へ
と
転
化
し
な
い
よ
う
に
、
カ

ン
ト
は
制
度
的
工
夫
に
加
え
て
「
理
性
の
公
共
的
使
用
」
の
自
由
を
新
た

に
提
起
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
加
藤
泰
史
「
カ
ン
ト
と
愛
国
心
―
―
パ
ト

リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
間
」
日
本
カ
ン
ト
協
会
編
『
日

本
カ
ン
ト
研
究
８
（
カ
ン
ト
と
心
の
哲
学
）
』
理
想
社
、
二
〇
〇
七
年
、

一
〇
三
頁
）
。
ま
た
、
Ｐ
・
ク
ラ
イ
ン
ゲ
ル
ト
は
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
に

見
ら
れ
る
様
々
な
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
類
型
を
挙
げ
、
そ
の
な
か
で
唯

一
義
務
と
し
て
妥
当
し
う
る
も
の
と
し
て
「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
」
を
挙
げ
て
い
る
（Pauline K

leingeld, „K
ant ’s C

osm
opolitan 

P
atriotism

“, in: K
ant-Studien, 94. Jahrg., B

erlin: W
alter de 

G
ruyter, 2003, S. 299-316.

）
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い

る
カ
ン
ト
の
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
「
祖
国
的
思
考
様
式
」
と
重
な
る
意

味
を
も
つ
が
、
本
稿
で
は
カ
ン
ト
が
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
妄
想
」
と
区

別
す
る
「
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
特
徴
を
、
そ
れ
が
心
情
で
は
な
く
意

識
的
に
選
び
と
ら
れ
る
べ
き
「
思
考
様
式
」
と
さ
れ
て
い
る
点
に
ま
ず
求

め
た
。
そ
の
上
で
「
祖
国
的
思
考
様
式
」
と
根
源
的
契
約
と
の
関
係
、
お

よ
び
こ
の
思
考
様
式
が
獲
得
さ
れ
る
過
程
が
考
察
さ
れ
た
。
ま
た
、
カ
ン

ト
的
な
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
が
共
和
国
を
祖
国
と
し
て
求
め
る
思
考
様
式

で
あ
る
と
理
解
す
る
と
、
同
時
代
の
共
和
主
義
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
や

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
思
想
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ル

ソ
ー
や
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
ら
の
思
想
と
カ
ン
ト
の
そ
れ
を
包
括
的
に
比
較

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
比
較
に
つ
い
て
は

別
稿
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
根
源
的
契
約
／
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
／
共
和
主
義
／
言
論
の
自

由
／
統
治
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は
じ
め
に

　

所
有
論
は
長
ら
く
、
マ
ル
ク
ス
研
究
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
マ
ル
ク
ス
の
所
有
論
が
正
確
に
理
解

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
近
年
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
の
蓄
積
を
無
視
し
た
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い

）
1
（

。

　

典
型
的
な
の
が
、
マ
ル
ク
ス
の
所
有
論
を
ロ
ッ
ク
流
の
労
働
所
有
論

と
同
一
視
す
る
議
論
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
タ
イ
プ
の
議
論
は
、
マ
ル

ク
ス
の
労
働
価
値
説
を
労
働
へ
の
理
念
的
評
価
に
も
と
づ
く
も
の
と
誤

解
し
た
う
え
で
、
マ
ル
ク
ス
が
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
権
を
倫
理
的
に

正
し
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
搾
取
を
批
判
し
た
と
考
え
、
そ
の

よ
う
な
「
マ
ル
ク
ス
の
所
有
論
」
を
近
代
主
義
的
な
も
の
と
し
て
批
判

す
る
。
さ
ら
に
、
現
代
的
な
文
脈
で
は
、
労
働
を
特
権
視
す
る
マ
ル
ク

ス
の
所
有
論
は
、
労
働
を
強
制
す
る
現
在
の
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
的
な
政
策

に
親
和
的
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
す
く
な
く
な
い
。

　

だ
が
、
じ
っ
さ
い
の
マ
ル
ク
ス
の
所
有
論
は
近
代
主
義
的
で
あ
る
ど

こ
ろ
か
、
む
し
ろ
労
働
の
結
果
と
し
て
し
か
所
有
が
成
立
し
な
い
近
代

的
所
有
の
特
異
性
を
あ
ぶ
り
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
フ
ェ

ア
に
親
和
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
労
働
に
よ
ら
な
い
本
源
的
所
有
の
回

復
を
目
指
す
の
が
マ
ル
ク
ス
の
立
場
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
所
有
論

は
彼
の
思
想
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
て
極
端
な
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
て
き

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。そ
の
理
由
は
、大
別
す
れ
ば
、二
つ
あ
る
。

　

第
一
に
、
近
代
的
な
排
他
的
私
的
所
有
を
理
解
す
る
た
め
の
大
前
提

〈
公
募
論
文
〉

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
物
象
の
人
格
化
と
所
有

佐
々
木
隆
治
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で
あ
る
物
象
化
論
に
対
す
る
誤
っ
た
理
解
、
あ
る
い
は
不
十
分
な
理
解

で
あ
る
。
物
象
化
を
無
視
す
る
、
あ
る
い
は
理
論
的
に
曖
昧
に
扱
う
こ

と
が
所
有
論
を
誤
り
へ
と
導
い
て
し
ま
う
。

　

典
型
的
な
の
は
、
日
本
に
お
い
て
は
林
直
道
ら
が
主
張
し
、
長
ら
く

「
通
説
」
と
さ
れ
て
き
た
「
所
有
基
礎
論
」
で
あ
る

）
2
（

。
す
な
わ
ち
、
資

本
主
義
的
生
産
様
式
の
基
礎
を
資
本
家
に
よ
る
生
産
手
段
の
私
的
所
有

と
し
て
理
解
し
、
所
有
を
国
家
の
力
を
背
景
と
し
た
法
律
的
事
象
と
し

て
捉
え
る
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
に
お
い
て
は
所
有
は
国
家
が
制
定

す
る
法
律
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
、
物
象
化
に
も
と
づ
く
近
代

的
私
的
所
有
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
い
。
所
有

は
も
っ
ぱ
ら
搾
取
を
可
能
に
す
る
生
産
手
段
の
私
的
所
有
を
法
制
化
す

る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　

物
象
化
の
無
理
解
に
も
と
づ
く
誤
謬
は
「
所
有
基
礎
論
」
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
浅
見
克
彦
は
、
「
資
本
主
義
的
生
産
に
先

行
す
る
諸
形
態
」
お
よ
び
『
資
本
論
』
第
一
部
第
二
章
の
読
解
に
よ
り

つ
つ
、
前
近
代
的
所
有
と
近
代
的
所
有
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と

い
う
優
れ
た
試
み
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
象
化
論
を
廣

松
渉
の
枠
組
み
で
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
種
々
の
理
論
的

混
乱
に
陥
っ
て
い
る

）
3
（

。
端
的
な
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
浅
見
は
私
的
所
有

で
は
な
く
、
私
的
労
働
こ
そ
が
物
象
を
生
み
出
す
根
本
的
前
提
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
ず
、
私
的
労
働
と
私
的
所
有
を
同
一
視
し
て

し
ま
っ
て
い
る

）
4
（

。
こ
れ
で
は
、
近
代
的
所
有
を
物
象
化
論
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

第
二
に
、
マ
ル
ク
ス
の
近
代
的
所
有
論
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る

共
同
体
論
に
た
い
す
る
不
十
分
な
理
解
で
あ
る
。
『
経
済
学
批
判
要
綱
』

と
呼
ば
れ
る
草
稿
の
一
部
で
あ
る
「
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸

形
態
」
（
以
下
、
「
諸
形
態
」
と
表
記
）
は
難
解
で
あ
る
と
さ
れ
、
渡
辺
憲

正
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
は
共
同
体

G
em

einde

と
共
同
社
会G

em
einw

esen

の
区
別
す
ら
で
き
て
い
な

か
っ
た

）
5
（

。
ま
た
、
何
よ
り
、
「
諸
形
態
」
は
、
共
同
体
理
解
そ
の
も
の

を
マ
ル
ク
ス
は
課
題
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
解
体

か
ら
現
れ
る
近
代
的
諸
関
係
の
特
異
性
と
そ
の
生
成
の
条
件
を
捉
え
る

こ
と
を
課
題
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
視
点
も
従
来
の
研

究
に
は
欠
け
て
い
る
場
合
が
多
い

）
6
（

。

　

た
と
え
ば
、
平
田
清
明
の
「
所
有
＝
労
働
」
論
の
よ
う
な
所
有
論
理

解
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
問
題
意
識
の
無
理
解
か
ら
生
じ

て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
平
田
は
「
本
源
的
所
有
」
に
つ
い
て

の
考
察
か
ら
出
発
し
、
「
所
有
と
は
生
産
活
動
で
あ
る
」
、
「
所
有
と
は

類
へ
の
帰
属
で
あ
る
」
、
「
所
有
と
は
意
識
関
係
行
為
で
あ
る
」
と
い
う

「
所
有
の
三
規
定
」
を
導
き
出
す

）
7
（

。
だ
が
、
「
本
源
的
所
有
」
の
議
論
を

い
き
な
り
「
所
有
一
般
」
の
規
定
へ
と
接
続
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
無

理
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
「
諸
形
態
」
に
お
い
て
本
源
的
所
有
を
論
じ

て
い
る
の
は
、
直
接
に
は
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
先
行
す
る
諸
形
態

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
本
源
的
蓄
積
に
と
っ
て
の
前
提
条
件
を
明
ら
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か
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
試
み
を
つ
う
じ
て
全
面

的
物
象
化
を
基
礎
と
す
る
特
異
な
生
産
様
式
が
成
立
す
る
条
件
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
の
問
題
意
識
を
理
解

す
る
こ
と
な
く
、「
本
源
的
所
有
」
に
「
所
有
一
般
」
を
見
い
だ
そ
う
と
す

る
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
認
識
と
は
正
反
対
の
理
解
に
陥
り
か
ね
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
物
象
化
論
お
よ
び
共
同
体
論
と
の

関
わ
り
を
重
視
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
所
有
論
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と

に
し
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
領
有
法
則
転
回
」
の

意
義
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一　

物
象
化
と
近
代
的
私
的
所
有

　

『
資
本
論
』
第
一
部
に
お
い
て
私
的
所
有
者Privateigenthüm

er

が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
第
二
章
「
交
換
過
程
」
の
冒
頭
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
物
を
商
品
と
し
て
互
い
に
連
関
さ
せ
る
た
め
に
は
、
商

品
保
管
者
た
ち
は
、
そ
の
意
志
を
そ
れ
ら
の
物
に
や
ど
す
諸
人
格
と

し
て
互
い
に
関
係
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
方

は
た
だ
他
方
の
意
志
の
も
と
に
の
み
、
し
た
が
っ
て
ど
ち
ら
も
両
者

に
共
通
な
一
つ
の
意
志
行
為
を
媒
介
と
し
て
の
み
、
自
己
の
商
品
を

譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
商
品
を
わ
が
も
の
と
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
彼
ら
は
相
互
に
私
的
所
有
者
と
し
て
承
認
し
あ
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
契
約
を
そ
の
形
式
と
す
る
こ
の
権
利
関
係

R
echtsverhältnis

は
、
法
律
的legal

に
発
展
し
て
い
て
も
い
な

く
て
も
、
経
済
的
関
係
が
そ
こ
に
反
映
す
る
意
志
関
係
で
あ
る
。
こ

の
権
利
関
係
な
い
し
意
志
関
係
は
経
済
的
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
て
い
る
。
諸
人
格
は
こ
こ
で
は
た
だ
、
互
い
に
対
し
て
商

品
の
代
表
者
と
し
て
の
み
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
商
品
所
持
者
と
し
て
の

み
、
現
存
し
て
い
る
。 

（M
E

G
A

, II/6, 11

）
8
（3

）

　

マ
ル
ク
ス
の
近
代
的
私
的
所
有
論
の
核
心
は
こ
こ
に
簡
潔
に
言
い
表

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
若
干
の

前
提
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
前
提
と
し
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
商
品
生
産
関

係
で
あ
る
。
私
的
諸
個
人
が
社
会
的
分
業
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
い
う

関
係
に
お
い
て
は
、
共
同
体
と
は
異
な
り
、
生
産
者
た
ち
は
私
的
個
人

と
し
て
個
別
化
さ
れ
、
人
格
的
紐
帯
を
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

彼
ら
の
労
働
は
私
的
な
営
み
と
し
て
行
わ
れ
る
ほ
か
な
く
、
直
接
に
は

社
会
的
性
格
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
的
諸
個
人
の

労
働
は
、
労
働
生
産
物
ど
う
し
の
関
係
を
つ
う
じ
て
、
社
会
的
総
労
働

の
一
分
肢
で
あ
る
こ
と
を
確
証
し
、
社
会
的
性
格
を
獲
得
す
る
ほ
か
な

い
。
こ
こ
で
は
、
諸
個
人
の
具
体
的
な
有
用
労
働
が
直
接
に
社
会
性
を

も
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
産
物
と
い
う
物D

ing

が
物
象Sache

と
し
て
社
会
的
力
を
獲
得
す
る
。
私
的
生
産
者
た
ち
は
、
自
ら
の
私
的
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労
働
が
直
接
に
は
社
会
性
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
労
働
生
産
物
に
た

い
し
て
そ
れ
に
社
会
的
力
を
与
え
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
社
会
的
な
連
関
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
生
産
物

に
与
え
ら
れ
る
社
会
的
属
性
の
こ
と
を
価
値
と
呼
び
、
価
値
と
い
う
属

性
を
持
つ
に
至
っ
た
物
を
商
品
と
呼
ぶ
。
む
ろ
ん
、
諸
個
人
は
こ
の
過

程
を
自
覚
的
に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
的
諸
個
人
へ
の
分
裂

ゆ
え
に
、
無
意
識
の
う
ち
に
以
上
の
よ
う
な
物
象
化
し
た
関
係
を
形
成

す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
商
品
と
い
う
物
象
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
、
孤

立
し
た
私
的
諸
個
人
の
全
面
的
な
物
象
的
依
存
関
係
を
商
品
生
産
関
係

と
言
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
直
接
的
な
人
格
的
結

合
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
物
が
物
象
と
し
て
社
会
的
力
を
獲

得
し
、
人
格
の
社
会
的
関
係
が
物
象
の
社
会
的
関
係
と
し
て
現
れ
る
。

こ
れ
が
物
象
化
で
あ
る
。
物
象
化
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
は
、
労
働
の

社
会
性
は
物
象
的
連
関
を
媒
介
し
て
事
後
的
に
示
さ
れ
る
ほ
か
な
く
、

物
象
的
連
関
が
成
立
し
な
け
れ
ば
そ
の
労
働
は
社
会
性
を
獲
得
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
商
品
生
産
関
係
に
お
い
て
は

労
働
を
め
ぐ
る
諸
関
係
が
物
象
の
諸
関
係
と
し
て
現
れ
、
物
象
の
運
動

が
人
間
た
ち
の
行
為
を
規
定
す
る
、
と
い
う
転
倒
し
た
関
係
が
実
際
に

存
立
す
る
。
こ
こ
で
は
た
ん
に
人
格
的
な
関
係
が
物
象
の
関
係
に
よ
っ

て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
物
が
物
象
と
な
っ
て
実
際
に

社
会
的
力
を
持
ち
、
人
間
の
行
為
を
制
御
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
的
労
働
に
も
と
づ
く
社
会
的
分
業
に
お
い
て
は
諸

個
人
の
意
志
や
欲
望
と
関
わ
り
な
く
、
物
象
化
が
不
可
避
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
第
一
部
第
一
章
を
「
商
品
」
と
い
う

物
象
か
ら
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
に
お
い
て
は
、

ま
ず
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
は
不
可
避
的
に
物
象
と
し
て
主
体
と
な
る

商
品
及
び
そ
れ
が
と
る
価
値
形
態
に
つ
い
て
展
開
す
る
こ
と
で
、
私
的

諸
個
人
の
意
志
や
欲
望
と
は
関
わ
り
な
く
、
彼
ら
を
制
約
す
る
諸
条
件

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
第
二
章
「
交
換
過
程
」

で
は
、
こ
の
物
象
的
諸
条
件
に
よ
る
制
約
を
前
提
と
し
て
、
意
志
を
持

つ
諸
個
人
が
ど
の
よ
う
に
商
品
を
交
換
し
、
他
者
と
ど
の
よ
う
に
関
係

を
取
り
結
ぶ
の
か
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
前
提
す
れ
ば
、
冒
頭
の
引
用
文
の
内
容
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
物
象
化
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
は
生
産
物
を
商

品
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
社
会
的
連
関
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
り
、
商
品
所
持
者
た
ち
は
こ
こ
で
は
た
だ
「
そ
の
意
志
を
そ
れ
ら

の
物
に
や
ど
す
諸
人
格
」
、
す
な
わ
ち
商
品
と
い
う
物
象
の
人
格
的
代

表
者
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
商
品
所
持
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
志
に

も
と
づ
い
て
、
互
い
を
物
象
の
所
有
者
と
し
て
、
商
品
所
有
者
と
し
て

承
認
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
換
を
行
う
の
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の

商
品
は
そ
の
所
持
者
に
と
っ
て
は
非
使
用
価
値
で
あ
り
、
そ
の
非
所
持

者
に
と
っ
て
は
使
用
価
値
」
（M

E
G

A
, II/6, 114

）
な
の
だ
か
ら
、
商

品
所
持
者
た
ち
は
自
ら
の
欲
望
を
満
た
す
商
品
を
自
ら
が
所
持
す
る
商
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品
と
引
き
替
え
に
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
欲
望
を
満
た

そ
う
と
す
る
諸
個
人
の
意
志
が
一
致
し
た
と
こ
ろ
で
、
互
い
を
権
利
主

体
と
し
て
承
認
し
あ
い
、
交
換
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
相
互
承
認
が
契
約

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
契
約
と
い
う
権
利
関
係
は
物
象
化
さ
れ
た
経
済
関

係
の
反
映
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
権
利
関
係
な
い
し
意
志
関
係
は
経

済
的
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」
。

　

こ
の
私
的
所
有
論
の
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
経
済
的
関
係
」
、
す
な

わ
ち
物
象
化
さ
れ
た
関
係
が
所
有
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。「
所

有
基
礎
論
」
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
私
的
所
有
が
基
礎
に
あ
り
、
物
象

化
さ
れ
た
関
係
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
商
品
生
産
関

係
に
お
い
て
は
私
的
諸
個
人
へ
と
分
裂
し
て
お
り
、
不
可
避
的
に
生
産

物
が
物
象
と
し
て
社
会
的
力
を
獲
得
す
る
か
ら
こ
そ
、
諸
個
人
は
そ
の

意
志
行
為
に
お
い
て
も
互
い
を
物
象
の
私
的
所
有
者
と
し
て
承
認
す
る

ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
私
的
諸
個
人
に
よ
る
私
的
労

働
が
生
み
出
す
物
象
化
こ
そ
が
近
代
的
な
私
的
所
有
の
根
底
に
あ
る
。

私
的
所
有
を
成
立
さ
せ
る
権
利
・
意
志
関
係
は
経
済
関
係
の
反
映
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

）
9
（

、

マ
ル
ク
ス
の
所
有
概
念
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
有
概
念
を
継
承
し
た
も
の
だ

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
述
べ
た
よ
う
に
、
市
民
社
会
に
お

い
て
は
た
ん
な
る
事
実
上
の
取
得
で
あ
る
占
有
が
契
約
を
つ
う
じ
て
社

会
的
に
承
認
さ
れ
て
は
じ
め
て
所
有
と
な
る
こ
と
が
で
き
る

）
10
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
「
交
換
過
程
」
論
に
お
け
る
議
論
に

お
い
て
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
占
有

と
し
て
所
有
を
定
義
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
商
品
生
産
関
係
に
お
い
て

は
、
ま
さ
に
こ
の
社
会
的
承
認
が
物
象
を
媒
介
と
し
て
な
さ
れ
る
ほ
か

な
い
、
と
い
う
点
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
的

承
認
と
い
う
人
格
的
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
所
有
は
、
商
品
生
産
関

係
に
お
い
て
は
、
逆
説
的
に
も
物
象
の
力
に
依
存
し
て
し
か
成
立
し
え

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
物
象
の
人
格
化
で
あ
る
。
商
品
生
産
関
係
に

お
い
て
物
象
と
人
格
の
転
倒
的
関
係
が
成
立
す
る
と
は
い
え
、
商
品
は

自
分
だ
け
で
は
市
場
に
行
く
こ
と
は
で
き
ず
、
具
体
的
な
意
志
と
欲
望

を
持
つ
人
間
に
必
ず
担
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
他
方
で
は
、

商
品
生
産
関
係
に
お
い
て
は
物
象
化
は
不
可
避
で
あ
り
、
諸
個
人
は
物

象
化
を
前
提
と
し
て
意
志
し
、
行
為
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ゆ
え
に
、
具
体

的
な
意
志
や
欲
望
を
持
つ
人
格
と
し
て
の
諸
個
人
が
た
ん
な
る
物
象
の

代
表
者
、
物
象
の
担
い
手
と
し
て
行
為
す
る
こ
と
に
な
る
。こ
れ
が
物
象

の
人
格
化
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
た
ん
な
る
物
象
の
所
持
者
が
、
自
ら
の

欲
望
を
満
た
す
物
象
の
所
有
者
と
し
て
、
相
互
に
承
認
し
あ
う
こ
と
に

よ
っ
て
私
的
所
有
が
成
立
す
る
。も
ち
ろ
ん
、こ
こ
で
は
諸
個
人
の
意
志

関
係
が
所
有
と
い
う
承
認
関
係
を
形
成
し
、
諸
個
人
の
欲
望
が
こ
の
承

認
の
動
機
を
な
す
の
で
あ
り
、
人
格
的
契
機
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。だ
が
、こ
の
承
認
が
物
象
を
媒
介
と
し
て
し
か
行
わ
れ
な
い
以
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上
、
諸
個
人
の
人
格
は
物
象
の
代
表
者
と
し
て
し
か
意
味
を
な
さ
な
い
。

　

マ
ル
ク
ス
が
か
の
有
名
な
「
自
由
、
平
等
、
所
有
、
ベ
ン
サ
ム
」
と

い
う
文
句
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
生
産
関
係
に
お
い
て
は
「
平

等
」
な
諸
個
人
が
所
有
者
と
し
て
私
的
利
害
を
そ
れ
ぞ
れ
「
自
由
」
に

追
求
す
る
と
い
う
外
観
が
現
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
諸
個
人
の
「
自
由
」

や
「
平
等
」
は
人
格
化
さ
れ
た
物
象
と
し
て
の
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
貨
幣
所
持
者
が
市
場
に
お
い
て
「
自
由
」
に
商
品
を
選

択
し
、
購
買
す
る
行
為
は
た
し
か
に
貨
幣
所
持
者
自
身
の
行
為
に
は
違

い
な
い
が
、
そ
の
行
為
は
直
接
的
交
換
可
能
性
を
持
つ
物
象
と
し
て
の

貨
幣
の
力
に
全
面
的
に
依
存
し
た
も
の
で
し
か
な
い
。と
い
う
の
も
、
貨

幣
所
持
者
は
彼
自
身
が
持
つ
何
ら
か
の
人
格
的
特
性
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
商
品
世
界
に
お
い
て
貨
幣
が
排
他
的
に
も
つ
社
会
的
力
に
た
い
す

る
人
々
の
信
頼
ゆ
え
に
他
者
と
承
認
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
の
「
自
由
」は
貨
幣
所
持
者
と

し
て
の
「
自
由
」
、
人
格
化
さ
れ
た
貨
幣
と
し
て
の
「
自
由
」で
し
か
な
い
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
物
象
の
人
格
化
と
し
て
の
「
自
由
」
を
徹
底

的
に
批
判
す
る
。「
こ
の
種
の
個
人
的
自
由
は
同
時
に
、
い
っ
さ
い
の
個

人
的
自
由
の
完
全
な
止
揚
で
あ
り
、
物
象
的
諸
力
と
い
う
形
態
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
圧
倒
的
な
力
を
持
つ
諸
物
象
―
―
た
が
い
に
連
関
し
あ
う
諸
個

人
自
身
か
ら
独
立
し
た
諸
物
象
―
―
と
い
う
形
態
を
と
る
社
会
的
諸
条

件
の
も
と
へ
の
個
性
の
完
全
な
屈
服
で
あ
る
」
（M

E
G

A
, II/1, 537

）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
的
諸
個
人
へ
の
分
裂
に
も
と
づ
く
物
象
の
支
配
、

こ
れ
が
商
品
生
産
関
係
に
お
け
る
人
格
的
関
係
の
表
象
と
し
て
の
「
自

由
、
平
等
、
所
有
」
の
内
実
を
な
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ル
ー
ド

ン
の
よ
う
に
「
商
品
生
産
に
照
応
す
る
権
利
諸
関
係
」
か
ら
「
永
遠
の

正
義
」
を
導
き
だ
し
（M

E
G

A
, II/6, 114

）
、
そ
れ
を
商
品
生
産
関
係

が
生
み
出
す
現
実
の
矛
盾
に
対
置
し
、
理
念
的
に
批
判
す
る
に
と
ど
ま

る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
矛
盾
の
根
源
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
結
果
と
し
て
は
物
象
化
さ
れ
た
関

係
を
美
化
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
プ
ル
ー
ド
ン
ら
は
、
物
象
の
人

格
化
と
し
て
の
「
自
由
」
を
「
人
間
的
自
由
の
発
展
の
究
極
の
形
態
」

（M
E

G
A

, II/1, 537

）
だ
と
錯
覚
し
、
こ
れ
を
理
想
化
し
て
現
実
に
対

置
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
諸
矛
盾
の
根
源
を
捉
え
る
た
め
に

は
、
物
象
の
人
格
化
と
し
て
の
「
自
由
」
や
「
平
等
」
じ
た
い
に
内
在

す
る
矛
盾
を
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

共
同
体
的
所
有
と
近
代
的
私
的
所
有

　

見
て
き
た
よ
う
に
、
近
代
的
私
的
所
有
は
物
象
的
諸
関
係
の
前
提
で

は
な
く
、
私
的
労
働
に
も
と
づ
く
物
象
化
の
帰
結
と
し
て
捉
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。だ
が
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
い
ま
だ
抽

象
的
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
所
有
論
の
意
義
を
十
全
に
明
ら
か
に
し
た

と
は
い
え
な
い
。と
い
う
の
も
、こ
れ
ま
で
考
察
の
対
象
と
し
て
き
た
商

品
生
産
関
係
に
お
け
る
交
換
関
係
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
総
生
産
過
程
の
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一
つ
の
抽
象
的
部
面
」（M

E
G

A
, II/2, 68

）
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
前

提
で
あ
る
私
的
労
働
に
も
と
づ
く
社
会
的
分
業
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う

な
条
件
の
も
と
で
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
近
代
的
私
的
所
有
お
よ
び
そ
れ
を
生
み
出
す
生
産
関
係
を
歴
史
的

に
捉
え
返
し
、
そ
の
特
異
性
が
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
共
同
体
論
の
核
心
的
問
題
意

識
は
何
よ
り
も
近
代
以
前
の
所
有
と
近
代
的
所
有
の
決
定
的
な
差
異
を

掴
み
、
本
源
的
蓄
積
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
抽
象
的

に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
前
近
代
的
所
有
も
近
代
的
所
有
と
同
様
に
社
会

的
に
承
認
さ
れ
た
占
有
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
内
実
は

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
「
諸
形
態
」
に
お
け
る
次
の
一
節
は
、
前

近
代
的
所
有
に
共
通
す
る
根
本
特
徴
を
概
括
的
に
示
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
所
有
は
本
源
的
に
は
―
―
そ
れ
ゆ
え
そ
の
ア
ジ
ア
的
、

ス
ラ
ヴ
的
、
古
代
的
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
は
―
―
労
働
す

る
（
生
産
す
る
）
主
体
（
す
な
わ
ち
自
己
を
再
生
産
す
る
主
体
）
が

生
産
あ
る
い
は
再
生
産
の
諸
条
件
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
諸

条
件
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
るsich verhalten

こ
と
を
意
味
す

る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
所
有
は
こ
の
生
産
の
諸
条
件
に
し
た
が
っ

て
様
々
な
形
態
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
生
産
そ
の
も
の
の
目
的
は
生
産

者
を
、
彼
が
も
つ
こ
の
客
体
的
定
在
諸
条
件
に
お
い
て
、
そ
し
て
こ

の
諸
条
件
と
と
も
に
、
再
生
産
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
所

有
者
と
し
て
―
―
労
働
す
な
わ
ち
生
産
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、

前
提
と
し
て
―
―
関
係
す
る
こ
と
は
、
個
人
が
あ
る
部
族
組
織
ま
た

は
共
同
社
会
の
成
員
と
し
て
一
定
の
し
か
た
で
定
在
す
る
こ
と
を
前

提
す
る
。 

（M
E

G
A

, II/1, 399

）

　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

第
一
に
、
ア
ジ
ア
的
、
ロ
ー
マ
的
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
の
い
ず
れ
に

も
共
通
す
る
、
本
源
的
な
所
有
形
態
に
お
い
て
は
、
生
産
者
が
生
産
諸

条
件
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
諸
条
件
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ

る
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
関
わ
り
」
を
近
代
的
私
的
所
有
の
イ
メ
ー
ジ

で
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
近
代
的
私
的
所
有
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
は

物
象
の
所
持
者
と
し
て
登
場
し
、
互
い
を
人
格
化
さ
れ
た
物
象
と
し
て

承
認
し
あ
う
こ
と
で
は
じ
め
て
所
有
が
成
立
す
る
。
所
有
は
物
象
に
媒

介
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
物
象
を
生
産
す
る
労
働
（
そ
れ
が
自
己
労
働
か
他

人
労
働
か
は
と
も
か
く
）
に
媒
介
さ
れ
て
現
象
す
る
ほ
か
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
本
源
的
所
有
に
お
い
て
は
「
労
働
者
の
所
有
関
係
は
労
働
の
結
果

で
は
な
く
、
前
提
で
あ
る
」
（M

E
G

A
, II/1, 416

）
。
つ
ま
り
、
生
産
者

た
ち
は
初
め
か
ら
、
自
然
発
生
的
に
自
然
的
生
産
条
件
に
た
い
し
て
自

分
の
所
有
物
と
し
て
関
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
生
産
者
た
ち

は
「
自
分
の
自
然
的
生
産
諸
条
件
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を
い
わ
ば
延
長

さ
れ
た
身
体
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
自
分
自
身
の
自
然
的
諸
前
提
と
す
る
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よ
う
に
し
て
関
係
す
る
」
（M

E
G

A
, II/1, 395

）
。
こ
こ
で
は
自
然
は
人

間
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
近
代
的
所
有
に
お
い

て
は
、
生
産
者
た
ち
が
生
産
条
件
に
た
い
し
て
本
源
的
な
関
わ
り
、
本

源
的
な
結
び
つ
き
を
形
成
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
物
象
を
生
産
す
る

労
働
の
結
果
と
し
て
所
有
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
に
、
こ
の
本
源
的
所
有
は
、
個
人
が
あ
る
共
同
体
・
共
同
社
会

の
成
員
で
あ
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
所
有
が
社
会
的
形
態
規
定
で
あ
る

以
上
、
そ
の
あ
り
方
を
本
質
的
に
規
定
す
る
の
は
人
間
た
ち
の
あ
い
だ

の
関
係
で
あ
る
。
人
間
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
共
同
体
・
共
同
社
会
の

一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
媒
介
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
大
地
を
は
じ
め

と
す
る
生
産
諸
条
件
を
本
源
的
に
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
地
に
対
し
て
、
そ
れ
を
所
有
物
と
す
る
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
は
、

常
に
、
な
ん
ら
か
の
多
か
れ
少
な
か
れ
自
然
発
生
的
な
、
あ
る
い
は

す
で
に
歴
史
的
に
さ
ら
に
発
展
し
た
形
態
に
あ
る
部
族
、
共
同
体
が
、

平
和
的
な
い
し
暴
力
的
に
土
地
を
占
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（M
E

G
A

, II/1, 390
）

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
共
同
体
・
共
同
社
会
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
る
。

も
っ
と
も
本
源
的
な
形
態
に
お
い
て
は
共
同
体
と
共
同
社
会
は
直
接
に

一
致
し
て
お
り
、
承
認
関
係
と
し
て
の
所
有
と
事
実
上
の
領
有
を
意
味

す
る
占
有B

esitz

も
区
別
さ
れ
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ジ
ア
的
形

態
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
統
一
性
を
人
格
的
に
代
表
す
る
専
制
君
主

が
唯
一
の
所
有
者
と
し
て
剰
余
生
産
物
・
剰
余
労
働
を
独
占
し
、
他
方
、

共
同
社
会
の
諸
個
人
は
占
有
者
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
ア
ジ
ア
的
形
態
も
け
っ
し
て
本
源
的
形
態
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
、
専
制
君
主
だ
け
が
所
有
者
で
あ
り
、
剰
余
生
産

物
・
剰
余
労
働
を
独
占
す
る
と
し
て
も
、
共
同
体
の
媒
介
を
つ
う
じ
て

事
実
上
所
有
を
委
譲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
は
実
際
上
、
所
有

者
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
所
有
欠
如
の
ま
っ
た

だ
な
か
に
、
事
実
上
、
部
族
所
有
あ
る
い
は
共
同
体
所
有
が
基
礎
と
し

て
実
在
し
て
い
る
」
（M

E
G

A
, II/1, 380

）
。
こ
こ
で
は
、
人
々
は
依
然

と
し
て
、
共
同
体
に
よ
る
所
有
の
委
譲
を
媒
介
と
し
て
生
産
手
段
あ
る

い
は
土
地
と
本
源
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
は
、
共
同
体
成
員
と
区
別
さ
れ
る
共
同
体

（
ポ
リ
ス
）
が
公
有
地
と
し
て
一
部
の
土
地
を
所
有
し
、
残
り
の
部
分

を
こ
の
共
同
体
成
員
と
し
て
の
諸
個
人
が
私
的
に
所
有
す
る
。
だ
が
、

こ
こ
で
の
私
的
所
有
は
所
有
者
が
共
同
体
成
員
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
共
同
体
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
代
的
私
的
所
有

と
は
全
く
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
私
的
所
有
は
あ
く
ま
で
彼
が

共
同
体
の
成
員
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
は
私
的
所
有
者
た
ち
は
共
同
体
と
し
て

の
ポ
リ
ス
を
形
成
し
つ
つ
、
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
て
自
ら
の
私
的
所
有
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
私
的
土
地
所
有
者
は
、
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た
だ
ロ
ー
マ
人
と
し
て
の
み
、
私
的
土
地
所
有
者
な
の
で
あ
り
、
ま
た

彼
が
ロ
ー
マ
人
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
私
的
土
地
所
有
者
な
の
で
あ
る
」

（M
E

G
A

, II/1, 383

）
。

　

ま
た
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
で
は
、
共
同
体
は
自
立
的
な
土
地
所
有
者

の
相
互
連
関
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
共
同
体
が
現
実
に
現
れ
る
の
は
集

会
を
開
催
す
る
と
き
だ
け
で
あ
り
、
共
同
体
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
共

有
地
も
個
人
的
に
利
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
共
同
体
は
、

た
だ
共
同
体
成
員
が
そ
の
と
き
ど
き
に
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
存
在
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
（M

E
G

A
, II/1, 388

）
、
共
同
体
を
媒

介
し
た
本
源
的
所
有
形
態
が
あ
る
こ
と
は
見
え
に
く
い
。だ
が
、こ
こ
で

も
や
は
り
「
言
語
、
血
統
等
々
に
お
け
る
共
同
性
」
や
、
「
同
じ
部
族

に
属
す
る
他
の
同
様
な
家
族
の
住
居
と
の
連
合
に
よ
っ
て
、
ま
た
戦
争
、

宗
教
、
法
的
調
停
、
等
々
、
な
ん
ら
か
の
相
互
的
保
証
の
た
め
に
折
り
に

ふ
れ
て
開
か
れ
る
集
会
に
よ
る
保
証
」が
前
提
と
な
っ
て
お
り
（M

E
G

A
, 

II/1, 389

）
、
そ
の
限
り
で
個
人
的
所
有
は
諸
個
人
が
共
同
体
の
成
員
で

あ
る
こ
と
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
。だ
か
ら
、
一
見
対
立
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
よ
う
と
も
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
は
「
隠
れ
た
基
礎
と
し
て
」
本
源

的
所
有
形
態
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
（M

E
G

A
, II/1, 401

）
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
本
源
的
所
有
形
態
の
二
次
的
転
化
形
態
で
あ
る
農

奴
制
や
奴
隷
制
に
お
い
て
す
ら
、
「
労
働
そ
の
も
の
が
生
産
の
非
有
機

的
条
件
と
し
て
、
家
畜
と
な
ら
ん
で
、
あ
る
い
は
大
地
の
付
属
物
と
し

て
、
他
の
自
然
的
存
在
と
同
列
に
置
か
れ
る
」
か
ぎ
り
で
、
「
生
産
の

本
源
的
条
件
は
生
産
者
の
自
然
的
前
提
と
し
て
、
自
然
的
生
存
条
件
と

し
て
現
れ
る
」
の
で
あ
り
、
農
奴
や
奴
隷
も
自
ら
の
生
存
条
件
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
い
な
い
（M

E
G

A
, II/1, 394

）
。
す
で
に
、
こ
こ
で
は
本

源
的
所
有
は
変
形
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も

な
お
、
近
代
に
お
け
る
よ
う
な
生
産
者
と
生
産
手
段
の
分
離
は
な
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
奴
隷
化
さ
れ
生
産
手
段
の
付
属
物
に
さ
れ

て
い
る
と
し
て
も
、
近
代
の
労
働
者
の
よ
う
に
、
生
存
条
件
か
ら
切
り

離
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
本
源
的
所
有
形
態
に
お
い
て
は
、
生
産
の
目
的
は
共
同
社

会
の
成
員
と
し
て
の
諸
個
人
の
再
生
産
で
あ
り
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る

諸
条
件
の
再
生
産
で
あ
る
。
「
古
代
人
の
も
と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
形

態
の
土
地
所
有
等
々
が
も
っ
と
も
生
産
的
で
あ
り
、
最
大
の
富
を
つ
く

り
だ
す
か
、
と
い
う
よ
う
な
研
究
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て

な
い
。
富
は
生
産
の
目
的
と
し
て
は
現
れ
な
い
」
（M

E
G

A
, II/1, 391

）
。

こ
れ
に
た
い
し
、
近
代
社
会
に
お
い
て
は
「
生
産
が
人
間
の
目
的
と
し

て
現
れ
、
富
が
生
産
の
目
的
と
し
て
現
れ
る
」
（M

E
G

A
, II/1, 392

）
。

も
ち
ろ
ん
、
共
同
体
・
共
同
社
会
に
お
い
て
再
生
産
を
繰
り
返
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
口
が
増
大
し
、
生
産
力
と
そ
れ
に
対
応
す
る
素
材
的
欲

望
が
徐
々
に
発
展
し
、
剰
余
生
産
物
交
換
が
は
じ
め
は
共
同
社
会
の
あ

い
だ
で
、
つ
ぎ
に
は
共
同
社
会
の
内
部
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
貨

幣
や
商
品
と
い
う
物
象
が
現
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
近
代
以
前
に

は
価
値
そ
れ
じ
た
い
を
目
的
と
し
て
生
産
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
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ば
、
ツ
ン
フ
ト
に
お
い
て
も
貨
幣
が
生
産
物
交
換
を
媒
介
す
る
が
、
貨

幣
の
獲
得
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
生
産
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
既
存
の
ツ
ン
フ
ト
制
度
の
再
生
産
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
身
分
相
応
の
生
活
―
―
こ
こ
〔
ツ
ン
フ
ト
〕
で
他
人
労
働
の
搾
取
の
目

的
か
つ
結
果
と
し
て
現
れ
る
の
は
こ
れ
で
あ
っ
て
、
交
換
価
値
そ
れ
じ

た
い
、
致
富
そ
れ
じ
た
い
で
は
な
い
」
（M

E
G

A
, II/3, 2133

）
。

　

前
近
代
的
所
有
形
態
が
も
つ
以
上
の
根
本
特
徴
が
、
物
象
化
を
前
提

と
し
た
近
代
的
私
的
所
有
と
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
源
的
所
有
に
お
い
て
は
諸
個
人
は

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
共
同
体
・
共
同
社
会
の
成
員
と
し
て
承
認
さ
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
諸
個
人
は
本
源
的
に
土
地
、
生
産
手
段
に
た

い
し
て
そ
れ
を
自
ら
の
所
有
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
諸
個
人
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
所
有
者

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
に
お
い
て
は
本
源
的
に
所
有
者
で
あ
る
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。
物
象
を
媒
介
と
し
て
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

し
か
、
所
有
者
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
近

代
の
所
有
形
態
が
す
べ
て
本
源
的
所
有
形
態
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
近
代
に
お
い
て
は
、
奴
隷
制
や
農
奴
制
の
よ
う
に

本
源
的
所
有
形
態
に
様
々
な
変
形
が
加
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
自
然
と
人

間
と
の
統
一
が
本
源
的
に
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
前
近
代
的
所
有
か
ら
近
代
的
所
有
へ
の
移
行
に
あ
た
っ

て
は
、
自
然
と
人
間
の
関
係
を
根
本
的
に
変
革
す
る
「
大
転
換
」
が
必

要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
言
で
言
う
な
ら
、
人
間
の
大
地
へ
の
本
源
的

な
関
わ
り
を
断
ち
切
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
生
き
て
活

動
す
る
人
間
た
ち
と
、
彼
ら
が
自
然
と
の
あ
い
だ
で
行
う
素
材
変
換
の

自
然
的
、
非
有
機
的
諸
条
件
と
の
統
一
」
を
破
壊
し
、
両
者
を
分
離
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
人
間
が
自
然
を
本
源
的
に
所
有

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
は
無
所
有
と
な
る
。
人
間

と
大
地
と
の
本
源
的
統
一
に
も
と
づ
く
共
同
体
・
共
同
社
会
も
解
体
さ

れ
、
人
間
が
個
別
化
さ
れ
る
。
所
有
は
物
象
を
め
ぐ
る
外
的
関
係
に
依

存
し
て
の
み
成
立
し
う
る
も
の
と
な
り
、
人
格
的
関
係
で
は
な
く
、
物

象
的
関
係
に
依
拠
す
る
た
め
に
排
他
的
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。

人
間
た
ち
は
「
剥
き
出
し
」
（M

E
G

A
, II/1, 379

）
の
状
態
で
社
会
に

投
げ
出
さ
れ
る
。

　

歴
史
的
過
程
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
私
的
所
有
＝
本
源

的
無
所
有
の
成
立
は
、
同
時
に
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
成
立
で
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
す
る
諸
個
人
の
生
存
条
件
に
た
い
す
る
本
源
的

な
関
係
の
徹
底
的
な
解
体
に
よ
る
、
「
剥
き
出
し
」
の
状
態
に
お
か
れ

た
無
所
有
者
、
す
な
わ
ち
労
働
力
の
売
り
手
と
し
て
の
労
働
者
、
「
無

保
護
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
の
創
出
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に

諸
個
人
が
あ
ら
ゆ
る
本
源
的
な
生
存
条
件
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
商
品
生
産
関
係
が
社
会
生
活
の
全
範
囲
に
浸
透
し
、
近
代

的
私
的
所
有
＝
本
源
的
無
所
有
が
全
面
的
に
成
立
し
て
い
く
。
と
い
う

の
も
、
諸
個
人
が
生
産
条
件
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
生
存
手
段
と
の
結
び
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つ
き
を
断
た
れ
る
た
め
に
、
生
活
手
段
の
大
部
分
が
商
品
化
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
土
地
お
よ
び
生
産
手

段
が
物
象
と
し
て
自
立
化
し
、
無
所
有
者
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。

自
己
増
殖
し
う
る
だ
け
の
貨
幣
を
所
有
す
る
資
本
家
や
、
素
材
的
富
の

生
産
の
必
要
条
件
で
あ
る
土
地
を
物
象
と
し
て
排
他
的
に
所
有
す
る
土

地
所
有
者
を
除
く
、
大
半
の
人
々
は
自
ら
の
人
格
と
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
労
働
力
を
あ
た
か
も
物
象
の
よ
う
に
販
売
し
、
生
活
手
段
を

手
に
入
れ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
労
働
者
の
労
働
能
力

の
発
揮
の
可
能
性
は
偶
然
的
な
物
象
的
連
関
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
労
働
者
た
ち
は
潜
勢
的
に
は
す
で
に
貧
民
と
な
っ
て
い
る
。

　

自
由
な
労
働
者
と
い
う
概
念
の
な
か
に
は
、
す
で
に
、
彼
が
貧
民

Pauper

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
潜
勢
的
な
貧
民
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
…
…
労
働
能
力
以
外
の
労
働
能
力
の
実
現
の

条
件
を
欠
い
た
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
み
て
の
窮
乏
。
資
本
家
が
彼
の
剰

余
労
働
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
彼
は
自
分
の
必
要
労

働
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
の
生
活
手
段
を
生
産
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
…
…
彼
が
労
働
者
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
た
だ
、
彼
の
労
働
能
力
を
資
本
の
う
ち
の
労
働
フ
ァ
ン
ド
を

な
す
部
分
と
交
換
す
る
限
り
で
し
か
な
い
。
こ
の
交
換
そ
の
も
の
が
、

彼
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
、
彼
の
有
機
的
存
在
に
と
っ
て
は
ど
う
で

も
よ
い
諸
条
件
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
彼
は
、
潜
勢
的

な
貧
民
な
の
で
あ
る
。 

（M
E

G
A

, II/1, 492

）

　

こ
の
よ
う
に
、
諸
個
人
が
生
存
条
件
か
ら
本
源
的
に
切
り
離
さ
れ
、

潜
勢
的
な
貧
民
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
は
そ

れ
を
「
絶
対
的
貧
困
」
（M

E
G

A
, II/1, 216

）
と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。

す
な
わ
ち
「
対
象
的
富
の
欠
乏
と
し
て
の
貧
困
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら

完
全
に
締
め
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
貧
困
」
（Ibid.

）
で
あ
り
、
無

所
有
と
し
て
の
貧
困
で
あ
る
。
近
代
資
本
主
義
社
会
と
は
こ
の
よ
う
な

絶
対
的
貧
困
を
常
態
化
す
る
社
会
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

三　

領
有
法
則
転
回
と
本
源
的
蓄
積
の
意
義

　

近
年
、
マ
ル
ク
ス
の
所
有
論
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
、
次
の
よ
う

な
議
論
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
労
働
を
人
間
の
本
質
と
み
た
た
め
に
、

労
働
が
価
値
を
生
む
と
考
え
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
自
己
労
働
に
も
と
づ

く
所
有
を
正
当
化
し
、
搾
取
を
批
判
し
た
の
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
的
な
労

働
所
有
説
を
払
拭
で
き
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
働
く
こ
と
の
で
き
な
い

人
の
権
利
を
擁
護
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
論
枠
組
み
を
構
築
し
て
し

ま
っ
た
、
と
。
と
り
わ
け
、
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」
（
商
品
生

産
の
所
有
法
則
）
か
ら
「
他
人
労
働
の
領
有
」
（
資
本
主
義
的
領
有
法
則
）

へ
の
必
然
的
転
化
を
説
い
た
「
領
有
法
則
転
回
」
は
そ
の
よ
う
な
批
判

に
さ
ら
さ
れ
て
き
た

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
古
く
は
宇
野
学
派
、
近
年
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で
は
一
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
や
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
を
主
張
す

る
論
者
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
青
木
孝
平
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
不

払
い
労
働
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
こ
れ
を

倫
理
的
な
批
判
と
し
て
解
釈
し
、
マ
ル
ク
ス
が
「
自
己
労
働
に
も
と
づ

く
所
有
」
を
擁
護
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
た
と
主
張
す
る

）
12
（

。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
を
前
提
す
れ
ば
、
こ
う
し

た
議
論
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
領
有
法
則
転
回
」

論
の
目
的
は
な
に
よ
り
も
、
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」
論
に
よ

る
物
象
的
諸
関
係
の
正
当
化
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

は
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」
と
い
う
「
仮
象
」
を
生
み
出
す
物

象
的
関
係
こ
そ
が
、
ま
さ
に
論
理
必
然
的
に
「
他
人
労
働
の
領
有
」
を

生
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」と
い
う
「
仮

象
」
に
基
づ
く
物
象
的
関
係
の
正
当
化
、
あ
る
い
は
「
自
己
労
働
に
も

と
づ
く
所
有
」
論
に
よ
る
倫
理
的
批
判
を
根
底
か
ら
批
判
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済
学
批
判
』
原
初
稿
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
彼
ら
〔
プ
ル
ー
ド
ン
ら
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
者
〕
は
フ
ラ

ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
流
布
さ

れ
る
に
至
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
諸
理
念
を
実
現
さ
せ
る
の
が
社
会

主
義
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
望
み
、
ま
た
、
交
換
価

値
は
本
源
的
に
は
（
時
間
的
に
）
、
あ
る
い
は
そ
の
概
念
か
ら
す
れ

ば
（
つ
ま
り
そ
の
適
合
的
な
形
態
に
お
い
て
は
）
、
万
人
の
自
由
と

平
等
の
制
度
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
貨
幣
、
資
本
な
ど
に
よ
っ
て
歪

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
精
を
出
し
て

い
る
。
…
…
交
換
価
値
の
制
度
は
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
貨
幣
制
度

は
、
実
際
に
自
由
と
平
等
の
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
深
い
展

開
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
諸
矛
盾
は
、
こ
の
所
有
、
自
由
お
よ
び
平

等
そ
の
も
の
の
内
在
的
な
諸
矛
盾
、
葛
藤
で
あ
る
。
所
有
、
自
由
、

平
等
は
折
あ
る
ご
と
に
そ
れ
ら
の
反
対
物
に
転
回
す
る
の
で
あ
る
。  

 

（M
E

G
A

, II/2, 60

）

　

マ
ル
ク
ス
は
現
実
の
矛
盾
に
「
所
有
、
自
由
、
平
等
」
と
い
う
近
代

的
理
念
を
対
置
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
「
所
有
、
自
由
、
平

等
」
そ
の
も
の
の
内
在
的
な
諸
矛
盾
を
つ
か
も
う
と
す
る
。
こ
の
矛
盾

ゆ
え
に
、
「
所
有
、
自
由
、
平
等
」
は
そ
の
度
ご
と
に
反
対
物
に
転
回

せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
領
有
法
則
の
転
回
で
言

わ
れ
る
矛
盾
と
は
、
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」
と
「
他
人
労
働

の
領
有
」
と
の
矛
盾
で
は
な
い
。
近
代
的
な
所
有
、
自
由
、
平
等
そ
れ

じ
た
い
に
内
在
し
て
い
る
矛
盾
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
近
代
的
な
所
有
、
自
由
、
平
等
じ
た
い
に
内
在
す
る
矛

盾
と
は
何
か
。
そ
れ
こ
そ
が
物
象
化
で
あ
り
、
物
象
の
人
格
化
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
的
労
働
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
、
人
格
的
連
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関
は
物
象
的
連
関
と
し
て
現
れ
、
諸
個
人
の
人
格
的
行
為
は
む
し
ろ
こ

の
物
象
の
人
格
的
担
い
手
と
し
て
の
行
為
と
し
て
現
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
近
代
的
な
所
有
、
自
由
、
平
等
の
内
実

は
、
物
象
の
人
格
的
担
い
手
と
し
て
の
所
有
、
自
由
、
平
等
に
他
な
ら

な
い
。
全
面
的
な
商
品
生
産
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
た
だ
物
象

の
力
を
媒
介
し
た
も
の
と
し
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
近
代
的
な
所

有
、
自
由
、
平
等
は
、
物
象
化
を
前
提
し
た
そ
の
性
格
ゆ
え
に
、
人
格
的

な
関
係
を
前
提
と
し
た
所
有
、
自
由
、
平
等
か
ら
乖
離
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
近
代
的
所
有
に
お
い
て
は
物
象
の
等
価
性
こ
そ
が
承
認

の
内
容
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
内
容
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま

う
。
互
い
に
相
手
の
所
持
す
る
商
品
の
使
用
価
値
を
欲
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
前
提
す
る
な
ら
、
契
約
と
い
う
相
互
承
認
に
お
い
て
問
題
に

な
る
の
は
物
象
の
等
価
性
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
交
換
に
よ
っ
て
現
実
に

ど
の
よ
う
な
帰
結
が
生
じ
る
か
は
、
さ
し
あ
た
り
関
係
な
い
。
た
と
え

ば
、
資
本
家
が
労
働
力
商
品
を
そ
れ
と
等
価
な
貨
幣
に
よ
っ
て
買
う
こ

と
が
、
彼
が
そ
れ
を
生
産
過
程
に
お
い
て
消
費
し
、
労
働
力
商
品
以
上

の
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
を
妨
げ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

貨
幣
所
持
者
た
る
資
本
家
と
労
働
力
商
品
所
持
者
で
あ
る
賃
労
働
者
が

相
対
す
る
資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
お
い
て
は
、
商
品
生
産
の
所
有
法

則
、
す
な
わ
ち
等
価
物
交
換
に
よ
る
取
得
は
そ
れ
じ
た
い
の
論
理
に
し

た
が
っ
て
絶
え
ず
そ
の
反
対
物
で
あ
る
資
本
主
義
的
領
有
法
則
に
転
回

せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
「
所
有
と
労
働
の
同
一
性
」
、
す
な
わ
ち
「
自
己
労
働
に

も
と
づ
く
所
有
」
は
は
じ
め
か
ら
「
仮
象
」
で
し
か
な
い
。
マ
ル
ク
ス

は
、
物
象
的
連
関
の
も
と
で
の
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」
な
ど

歴
史
的
に
も
一
度
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
的
生
産

関
係
の
表
層
で
あ
る
商
品
流
通
か
ら
生
ま
れ
る
「
幻
想
」
で
し
か
な
い

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

リ
カ
ー
ド
に
至
る
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
は
み
な
好
ん
で
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
社
会
そ
れ
じ
た
い
か
ら
生
じ
る
先
の
観
念
〔
自
己
労
働
に
も

と
づ
く
所
有
〕
を
た
し
か
に
一
般
的
法
則
と
し
て
は
認
め
よ
う
と
す

る
の
だ
が
、
こ
の
法
則
が
厳
密
に
実
現
す
る
時
期
は
、
ま
だ
ど
の
よ

う
な
所
有
も
存
在
し
な
か
っ
た
黄
金
時
代
だ
け
に
限
定
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
…
…
そ
の
結
果
、
奇
妙
な
結
論
が
生
じ
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
社
会
の
領
有
法
則
が
真
理
性
を
も
つ
時
期
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会

そ
れ
じ
た
い
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
へ
と
移
し
替
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
所
有
の
根
本
法
則
が
所
有
の
存
在
し
な
か
っ

た
時
代
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
が
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
見
え
透
い
て
い
る
。
本
源
的
な
生

産
は
原
生
的
な
共
同
社
会
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
共
同
社
会
の
内

部
で
は
私
的
生
産
は
、
ま
っ
た
く
外
面
的
で
、
こ
と
の
つ
い
で
に
行

わ
れ
る
例
外
と
し
て
し
か
現
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
共
同

社
会
が
解
体
す
る
と
す
ぐ
に
、
支
配
・
従
属
の
諸
関
係
、
強
制
の
諸
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関
係
が
現
れ
、
こ
れ
も
ま
た
、
穏
和
な
商
品
流
通
お
よ
び
そ
れ
に
照

応
す
る
諸
関
係
と
は
な
は
だ
矛
盾
し
て
い
る
。 

（M
E

G
A

, II/2, 49

）

　

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ら
は
、
資
本
主
義
的
生
産
に
お
い
て
は
「
自
己
労

働
に
も
と
づ
く
所
有
」
が
成
り
立
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、

こ
れ
を
「
ど
の
よ
う
な
所
有
も
存
在
し
な
か
っ
た
黄
金
時
代
」
、
す
な

わ
ち
ま
だ
蓄
積
が
進
ん
で
い
な
い
歴
史
的
時
期
へ
と
限
定
し
、
そ
の
存

在
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
全
面
的
な
商
品
生
産
が
資
本
主

義
的
生
産
と
し
て
の
み
行
わ
れ
、
前
資
本
主
義
的
生
産
が
本
質
的
に
は

非
商
品
生
産
と
し
て
し
か
行
わ
れ
な
い
以
上
、
「
自
己
労
働
に
も
と
づ

く
所
有
」
と
い
う
観
念
は
は
じ
め
か
ら
「
幻
想
」
で
し
か
な
い
。
『
六

一
―
六
三
草
稿
』
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
こ
れ
〔
自
己

労
働
に
も
と
づ
く
所
有
と
い
う
幻
想
〕
は
、
「
本
源
的
」
に
は
、
歴
史
的
に

は
、
か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
、
資
本
主
義
的
生
産
の
外
観
か
ら

生
じ
る
妄
想
な
の
で
あ
る
」
（M

E
G

A
, II/3, 1818

）
。

　

む
ろ
ん
、
「
妄
想
」
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
た
ん
な
る
恣
意
的
反
省
で

は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
物
象
化
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
は
、
所
有
が

労
働
の
前
提
と
な
る
共
同
体
・
共
同
社
会
と
は
異
な
り
、
所
有
が
労
働

の
結
果
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
関
係
が
現
実
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
近
代
に
お
い
て
は
所
有
は
物
象
に
も
と
づ
く
関
係
と
し
て

し
か
成
立
し
な
い
の
で
、
所
有
が
そ
の
物
象
を
生
産
す
る
労
働
の
結
果

と
し
て
現
象
す
る
。
ゆ
え
に
、
「
自
由
」
と
「
平
等
」
の
も
と
に
現
れ

る
流
通
部
面
だ
け
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
「
自
己
労
働
に
も

と
づ
く
所
有
」
と
い
う
「
仮
象
」
が
生
ま
れ
、
こ
の
「
仮
象
」
に
も
と

づ
い
て
所
有
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
観
念
が
生
ま
れ
る
。

　

だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
仮
象
」
を
生
み
出
す
近
代
的
所
有
は
、

物
象
の
等
価
性
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
う
る
承
認
関
係
な
の
だ
か
ら
、

必
然
的
に
他
人
労
働
の
領
有
を
生
み
出
す
。
と
い
う
の
も
、
「
自
己
労

働
に
も
と
づ
く
所
有
」
と
い
う
仮
象
じ
た
い
が
全
面
的
な
物
象
化
の
産

物
で
あ
り
、
し
か
も
全
面
的
な
物
象
化
と
は
論
理
的
に
は
諸
個
人
の
本

源
的
な
無
所
有
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現
実
に
は
物
象
と
し
て
労
働
者
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
生
産
手
段
と
無
所
有
の
労
働
者
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立

す
る
資
本
主
義
的
生
産
関
係
と
し
て
実
現
さ
れ
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ

る
。
資
本
は
商
品
生
産
の
所
有
法
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
、
む
し
ろ

商
品
生
産
の
所
有
法
則
ゆ
え
に
他
人
労
働
を
領
有
し
、
こ
の
他
人
労
働

が
新
た
な
他
人
労
働
を
領
有
す
る
物
象
的
な
力
と
な
る
。
過
去
の
対
象

化
さ
れ
た
労
働
が
生
き
た
労
働
を
支
配
す
る
。
「
商
品
生
産
お
よ
び
商

品
流
通
に
も
と
づ
く
領
有
の
法
則
ま
た
は
私
的
所
有
の
法
則
は
、
明
ら

か
に
、
そ
れ
独
自
の
内
的
で
不
可
避
的
な
弁
証
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
直

接
の
対
立
物
に
転
回
す
る
」
（M

E
G

A
, II/6, 538

）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
「
領
有
法
則
転
回
」
論
に
お
い
て
は
歴
史
的
プ
ロ
セ

ス
と
は
区
別
さ
れ
る
、
全
面
化
し
た
商
品
生
産
関
係
を
前
提
と
し
た
論

理
的
な
次
元
の
必
然
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
商
品

生
産
関
係
か
ら
「
自
由
」
や
「
正
義
」
を
演
繹
し
、
こ
れ
を
資
本
主
義
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的
生
産
に
対
置
す
る
プ
ル
ー
ド
ン
ら
の
議
論
に
徹
底
的
な
批
判
を
加
え

る
た
め
で
あ
っ
た
。
物
象
化
さ
れ
た
世
界
の
理
念
化
に
抗
し
て
、
そ
れ

が
内
包
す
る
矛
盾
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
展
開
す
る
こ
と
こ
そ
、
マ
ル

ク
ス
が
試
み
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

四　

近
代
と
個
人
的
自
由

　

と
こ
ろ
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
こ
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
事
柄

が
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
平
田

清
明
は
、
領
有
法
則
転
回
を
「
市
民
社
会
の
資
本
家
社
会
へ
の
不
断
の

転
成

）
13
（

」
を
と
く
に
顕
示
す
る
過
程
と
し
て
捉
え
、
市
民
社
会
の
肯
定
的

契
機
で
あ
る
「
個
体
的
自
由
」
が
資
本
家
社
会
に
お
い
て
否
定
さ
れ
つ

つ
も
、
そ
こ
に
伏
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

平
田
に
お
い
て
は
私
的
所
有
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
根
本
的
な
矛
盾
に

つ
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
物
象
化
さ
れ
た
関
係
の
も
と
で

の
自
由
に
つ
い
て
真
剣
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
平
田
の
い
う
「
市

民
社
会
」
に
お
い
て
は
人
類
が
理
想
と
す
べ
き
「
個
体
的
自
由
」
が
私

的
所
有
と
の
相
克
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
に
と
ど
ま
る
の

で
あ
る
。
物
象
化
さ
れ
た
関
係
そ
の
も
の
の
内
在
的
矛
盾
を
つ
か
み
、

「
自
由
」
を
物
象
の
人
格
化
に
お
い
て
把
握
す
る
マ
ル
ク
ス
の
立
場
と

は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
発
想
に
基
づ
い
て
平
田
が
「
領

有
法
則
転
回
」
と
「
本
源
的
蓄
積
」
の
同
一
性
を
強
調
す
る
こ
と
だ
。

な
る
ほ
ど
、
平
田
が
主
張
す
る
よ
う
に
両
者
が
労
働
と
所
有
、
主
体
と

客
体
の
分
離
を
生
み
出
す
と
い
う
点
で
は
共
通
性
が
あ
る
。
前
者
は
こ

の
分
離
を
維
持
し
、
再
生
産
し
、
拡
大
す
る
。
後
者
は
歴
史
的
過
程
に

お
い
て
こ
の
分
離
そ
の
も
の
を
作
り
出
す
。
と
は
い
え
、
こ
の
過
程
が

物
象
的
関
係
の
内
部
で
の
論
理
的
な
転
回
な
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
物

象
的
関
係
そ
れ
じ
た
い
の
歴
史
的
な
創
出
な
の
か
、
と
い
う
事
情
に

よ
っ
て
そ
の
内
実
は
ま
っ
た
く
相
違
し
た
も
の
と
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
前
者
で
言
わ
れ
る
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」
は

初
め
か
ら
物
象
の
人
格
化
か
ら
生
じ
る
「
仮
象
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま

た
そ
こ
で
の
自
由
も
物
象
の
人
格
化
と
し
て
の
「
自
由
」
で
し
か
な
い
。

だ
が
、
後
者
に
お
い
て
言
わ
れ
る
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」
は
、

前
者
で
い
わ
れ
る
「
仮
象
」
と
し
て
の
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」

と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
あ
る

）
14
（

。
マ
ル
ク
ス
が
「
近
代
植
民
理
論
」

に
お
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
は
同
じ
「
私
的
所
有
」
で
あ
る

と
言
っ
て
も
、
「
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
」
（M

E
G

A
, II-7, 680

）
。

　

マ
ル
ク
ス
は
、
生
産
手
段
を
所
有
し
自
分
の
労
働
に
よ
っ
て
生
産
す

る
と
い
う
場
合
の
私
的
所
有
と
、
物
象
を
つ
う
じ
て
他
人
労
働
を
搾
取

し
て
生
産
す
る
と
い
う
場
合
の
私
的
所
有
を
区
別
す
る
。
前
者
は
生
産

者
に
よ
る
生
産
手
段
の
私
的
所
有
で
あ
り
、
後
者
は
非
生
産
者
に
よ
る

生
産
手
段
の
私
的
所
有
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
な
歴
史
的
実
在
形
態
と

し
て
は
、
前
者
は
農
業
あ
る
い
は
手
工
業
の
小
経
営
に
お
け
る
私
的
所
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有
で
あ
り
、
後
者
は
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
け
る
私
的
所
有
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
前
者
に
お
い
て
は
使
用
価
値
の
生
産
が
優
位
で
あ
る
が
、

後
者
に
お
い
て
は
価
値
増
殖
が
目
的
と
な
る
。
本
源
的
蓄
積
論
で
言
わ

れ
る
「
個
人
的
所
有
」
と
は
、
前
者
の
ほ
う
の
私
的
所
有
だ
け
を
指
す

の
で
あ
る
。

　

こ
の
ふ
た
つ
の
私
的
所
有
の
相
違
は
決
定
的
で
あ
る
。
前
者
に
お
い

て
は
生
産
者
と
生
産
手
段
と
の
本
源
的
な
統
一
は
ま
だ
破
壊
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
、
「
自
分
で
働
い
て
得
た
、
い
わ
ば
個
々
独
立
の
労
働

個
人
と
そ
の
労
働
諸
条
件
と
の
癒
合
に
も
と
づ
く
私
的
所
有
」（M

E
G

A
, 

II-6, 682

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
私
的
所
有
は
土
地
、
生
産
手
段
に

対
す
る
本
源
的
な
関
わ
り
を
失
っ
て
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
「63-67

草
稿
」
に
お
い
て
指
摘
す
る
よ
う
に
、
農
業
小
経
営
に
お
い
て
は
依
然

と
し
て
「
土
地
の
所
有
が
労
働
者
に
よ
る
自
分
自
身
の
労
働
の
生
産
物

の
所
有
に
と
っ
て
の
条
件
」
（M

E
G

A
, II-4.2. 747

）
で
あ
り
、
所
有
が

労
働
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
じ
私
的
所
有
と
い
っ
て
も
、
前

近
代
的
な
私
的
所
有
で
あ
り
、「
集
団
的
所
有
の
対
立
物
」（M

E
G

A
, II-7, 

677

）
で
あ
り
な
が
ら
、
共
同
体
的
な
土
地
所
有
か
ら
完
全
に
切
り
離

さ
れ
て
は
い
な
い
所
有
で
あ
る
。
そ
れ
は
依
然
と
し
て
な
ん
ら
か
の
人

格
的
紐
帯
な
い
し
従
属
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
う
る

所
有
で
あ
り
、
物
象
の
力
だ
け
に
よ
っ
て
成
立
す
る
近
代
的
な
私
的
所

有
で
は
な
い

）
15
（

。だ
か
ら
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
小
経
営
に
お
け

る
私
的
所
有
で
は
、「
諸
形
態
」
の
本
源
的
所
有
形
態
と
同
様
に
、
生
産
者

と
生
産
手
段
と
の
本
源
的
統
一
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
が
前
近
代
的
私
的
所
有
と
近
代
的
私
的
所

有
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
「
領
有
法
則
転
回
」
論

と
「
本
源
的
蓄
積
」
論
が
本
質
的
に
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
前
者
は
す
で
に
全
面
的
な
物
象
化
、
す
な
わ
ち
生
産

者
と
生
産
手
段
の
本
源
的
統
一
の
破
壊
を
前
提
と
し
た
上
で
の
「
転
回
」

で
あ
る
が
、
後
者
は
ま
さ
に
こ
の
全
面
的
物
象
化
＝
生
産
者
と
生
産
手

段
の
本
源
的
統
一
の
破
壊
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

平
田
の
言
う
よ
う
な
「
個
体
的
自
由
」
と
は
前
近
代
的
私
的
所
有
に

こ
そ
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
代
的
所
有
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
。

あ
の
名
高
い
、
「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
」
に
お
い
て
マ
ル

ク
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

労
働
者
に
よ
る
生
産
的
活
動
の
手
段
の
私
的
所
有
は
、
農
業
や
手

工
業
に
お
け
る
小
経
営
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
が
、
こ
の
小
経
営
は
、

社
会
的
生
産
の
苗
床
で
あ
り
、
そ
こ
で
労
働
者
の
手
の
熟
練
や
工
夫

の
才
や
自
由
な
個
性
が
磨
か
れ
る
学
校
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ

の
生
産
様
式
は
、
奴
隷
制
や
農
奴
制
や
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
隷
属
的

状
態
の
な
か
で
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
が
繁
栄
し
、
そ
の
全

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
し
、
そ
の
十
全
で
典
型
的
な
形
態
を
と
る
の
は
、

た
だ
、
労
働
者
が
自
分
自
身
の
使
用
す
る
労
働
諸
条
件
の
自
由
な
所

有
者
で
あ
る
場
合
、
つ
ま
り
、
農
民
な
ら
彼
が
耕
す
土
地
の
、
職
人
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な
ら
彼
が
取
り
扱
う
道
具
の
自
由
な
所
有
者
で
あ
る
場
合
だ
け
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
器
楽
の
名
手
が
そ
の
楽
器
の
自
由
な

所
有
者
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

（M
E

G
A

, II-7, 677

）

　

ま
ず
、
こ
こ
で
い
う
「
農
業
や
手
工
業
に
お
け
る
小
経
営
」
が
前
資

本
主
義
的
、
前
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。じ
っ

さ
い
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
引
用
の
直
後
に
「
独
立
の
小
生
産
者
た
ち
が

自
分
の
計
算
で
労
働
す
る
こ
う
し
た
経
営
制
度
は
、
土
地
の
細
分
と
そ

の
他
の
生
産
手
段
の
分
散
を
前
提
し
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ

こ
で
言
わ
れ
る
生
産
者
自
身
が
生
産
手
段
を
所
有
す
る
私
的
所
有
に
お

い
て
は
「
自
由
な
個
性
」
が
開
花
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
主
義
的
生

産
様
式
に
お
け
る
よ
う
に
、
生
産
者
と
生
産
手
段
の
素
材
的
関
わ
り
方

が
生
産
者
に
敵
対
す
る
物
象
の
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
生

産
者
自
身
の
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

）
16
（

。
そ
れ

は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
け
る
資
本
の
も
と
へ
の
労
働
の
実
質

的
包
摂
に
お
い
て
、
素
材
的
条
件
さ
え
も
が
労
働
者
に
と
っ
て
敵
対
的

な
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
と
は
、
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
。

　

平
田
ら
の
議
論
に
は
明
ら
か
に
、
人
格
的
関
係
を
基
礎
と
す
る
前
近

代
的
関
係
な
い
し
共
同
体
的
関
係
に
お
い
て
は
諸
個
人
は
自
由
で
は
あ

り
得
な
い
、
と
い
う
近
代
主
義
的
な
思
い
込
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
思
い
込
み
と
は
反
対
に
、
マ
ル
ク
ス
は
前
近
代
的
関
係
な
い

し
共
同
体
的
関
係
と
自
由
を
矛
盾
す
る
も
の
だ
と
は
け
っ
し
て
考
え
な

か
っ
た
。
端
的
な
例
を
示
そ
う
。

　

特
殊
な
手
工
芸
の
あ
い
だ
の
分
業
が
同
時
に
社
会
的
か
つ
政
治
的

な
組
織
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
中
世
の
組
合
制
度
、
ツ
ン
フ
ト
制
度

を
、
な
に
か
「
自
由
の
な
い
も
の
」
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ

ど
あ
や
ま
っ
た
こ
と
は
な
い
。
労
働
が
土
地
所
有
か
ら
解
放
さ
れ
た

の
は
こ
の
形
態
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
句
な
く
、労
働
が
社
会

的
に
も
政
治
的
に
も
最
高
の
地
歩
を
占
め
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 

（M
E

G
A

, II-3, 1975

）

　

む
ろ
ん
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
都
市
の
ツ
ン
フ
ト
で
あ

り
、
共
同
体
的
所
有
を
補
完
す
る
所
有
形
態
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
資

本
主
義
的
生
産
様
式
の
成
立
に
さ
い
し
て
は
解
体
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
制
度
で
あ
り
、
物
象
化
に
対
す
る
強
固
な
人
格
的
規
制
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
た
制
度
で
あ
っ
た
（
熟
練
の
世
襲
的
伝
達
、
親
方
が
抱
え

る
職
人
の
数
や
生
産
物
価
格
の
規
制
、
等
々
）
。
こ
の
よ
う
な
人
格
的
束
縛

お
よ
び
規
制
に
も
と
づ
く
制
度
に
お
い
て
こ
そ
、
労
働
は
、
従
属
的
な

人
格
的
関
係
に
も
と
づ
く
土
地
所
有
か
ら
解
放
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、

物
象
化
さ
れ
た
関
係
か
ら
も
自
由
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
社
会
的
に

も
政
治
的
に
も
最
高
の
地
歩
を
占
め
た
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
ツ

ン
フ
ト
制
度
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
」

に
お
い
て
述
べ
て
い
る
小
経
営
の
手
工
業
者
と
重
な
り
合
う
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
に
は
、
人
格
的
な
束
縛
か
ら
の
解
放
こ
そ
が
自
由
で
あ
る
、
と
い

う
近
代
主
義
的
発
想
は
微
塵
も
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
は
な
ん
ら
か
の

共
同
性
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
こ
そ
、
素
材
に
た
い
し
て
能
動
的
に

関
わ
り
、
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
晩
年
の
「
ザ
ス
ー
リ
チ
へ
の
手
紙
」
第
三
草
稿
に
お
い

て
も
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
新
し
い
共
同
体
〔
農
耕
共
同
体
の
後
に
生
ま
れ
た
新
し
い
共
同

体
〕
、
耕
地
は
耕
作
者
の
私
的
所
有
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
ま

た
森
林
や
牧
地
や
荒
蕪
地
な
ど
は
依
然
と
し
て
共
同
所
有
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
こ
の
共
同
体
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
に
よ
っ
て
、
そ
の
征
服

し
た
す
べ
て
の
国
々
に
導
入
さ
れ
た
。
自
己
の
原
型
〔
農
耕
共
同
体
〕

か
ら
受
け
継
い
だ
諸
特
質
の
お
か
げ
で
、
こ
の
共
同
体
は
、
全
中
世

を
つ
う
じ
て
自
由
と
人
民
生
活
の
唯
一
の
根
源
と
な
っ
て
い
た
。

　

…
…
こ
の
「
農
耕
共
同
体
」
は
、
血
の
き
ず
な
に
よ
っ
て
束
縛
さ

れ
て
い
な
い
自
由
な
人
間
た
ち
の
最
初
の
社
会
集
団
と
な
る
。 

 

 

（M
E

G
A

, I-25, 236
）

　

こ
こ
で
は
、
共
同
体
こ
そ
が
自
由
の
根
源
で
あ
っ
た
、
と
明
言
さ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
新
し
い
共
同
体
」
に
そ
う
し
た
性
格
を
与
え

た
農
耕
共
同
体
は
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
共
同
体
と
私
的
所
有
に
も
と
づ

く
社
会
の
過
渡
形
態
で
あ
り

）
17
（

、
純
粋
な
共
同
体
関
係
だ
け
に
よ
っ
て
成

立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
家
屋
と
屋
敷
地
の
私
的
所

有
が
共
同
体
的
所
有
と
併
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
重
性
を
マ

ル
ク
ス
は
農
耕
共
同
体
の
メ
リ
ッ
ト
だ
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
共

同
所
有
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
社
会
関
係
」
が
共
同
体
に
強
固
な
基
盤

を
提
供
し
、
私
的
所
有
が
「
個
人
性
の
飛
躍
」
を
も
た
ら
す
、
と
い
う

よ
う
に
し
て
共
同
体
の
も
と
で
の
自
由
の
発
展
の
た
め
の
基
礎
と
な
る
。

こ
こ
で
も
、
先
ほ
ど
の
ツ
ン
フ
ト
の
例
と
同
様
に
、
狭
隘
な
人
格
的
関

係
を
相
対
化
し
つ
つ
も
、
な
お
人
格
的
結
合
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い

る
私
的
所
有
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
歴
史

的
段
階
は
全
く
異
な
る
が
、
発
想
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
主

義
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
」
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
小
経
営
の
農
耕
者

と
重
な
り
合
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

結　

論

　

以
上
の
考
察
よ
り
、
種
々
の
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
マ
ル
ク
ス
の

所
有
論
の
核
心
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

第
一
に
、
マ
ル
ク
ス
の
所
有
論
は
た
ん
に
物
件
の
帰
属
先
を
問
題
に

す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
所
有
が
私
的
な
の
か
集
団
的
な
の
か
だ
け

を
問
題
に
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
人
格
的
承
認
の
あ

り
方
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
近
代
で
は
そ
れ
が
物
象
を
媒
介
と
し
て
の

み
成
立
す
る
と
い
う
点
が
決
定
的
で
あ
る
。
近
代
的
所
有
に
お
い
て
は
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本
源
的
所
有
が
否
定
さ
れ
、
諸
個
人
が
「
む
き
出
し
の
諸
個
人
」
と
し

て
投
げ
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
自
由
意
志
に
も
と
づ
く
契
約
を
つ
う
じ

て
他
人
労
働
を
領
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
所
有
の
特
異
性
か
ら
、
所
有
を
労
働

に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
観
念
が
生
ま
れ
て
く
る
。
第
一
義
的

に
は
近
代
的
所
有
は
物
象
の
力
に
よ
っ
て
正
当
な
も
の
と
さ
れ
る
が
、

所
有
が
本
源
的
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
物
象
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
、
近
代
的
所
有
が
正
当
な
も
の
と
し
て
認
め

ら
れ
る
の
は
こ
の
物
象
が
自
分
の
労
働
の
産
物
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う

仮
象
が
生
ま
れ
、
こ
の
仮
象
に
も
と
づ
い
て
近
代
的
私
的
所
有
の
正
当

性
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
観
念
が
生
ま
れ
る
。
領
有
法
則
転
回
論
で
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
物
象
に
よ
る
所
有
の
正
当
化
と
「
自
己
労
働
に
も
と

づ
く
所
有
」
と
い
う
仮
象
に
よ
る
正
当
化
は
そ
の
内
実
に
お
い
て
は
対

立
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
に
物
象
化
お
よ
び
物
象
の
人
格
化
に

も
と
づ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
後
者
が
前
者
を
補
完
す
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
個
人
的
所

有
」
と
自
由
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
人
格
が
共
同

体
の
な
か
に
完
全
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
を
肯
定
的
に
と
ら

え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
人
格
的
関
係
が
切
断
さ

れ
て
物
象
に
依
存
し
た
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
を
肯
定
し
た
わ
け
で
も

な
い
。
両
者
の
過
渡
期
に
現
れ
る
共
同
体
を
前
提
と
し
た
、
そ
の
補
完
物

と
し
て
の
私
的
所
有
に
お
い
て
は
生
産
手
段
に
対
す
る
能
動
的
な
素
材

的
関
わ
り
が
実
現
さ
れ
、
個
人
的
自
由
の
発
展
が
可
能
に
な
る
こ
と
を

指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
前
近
代
的
所
有
の
な
か
に
、な
お
残

存
し
て
い
る
共
同
体
的
要
素
に
も
と
づ
い
た
、
自
然
に
対
す
る
能
動
的

な
素
材
的
関
わ
り
、
端
的
に
は
生
産
手
段
お
よ
び
土
地
に
対
す
る
自
由

な
素
材
的
な
関
わ
り
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
個
性
の
自
由

な
発
展
の
条
件
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。
ま
さ
に
こ
の
自
由
を
高
次
の

形
態
で
復
活
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
「
個
人
的
所
有
の
再
建
」
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。 

（
さ
さ
き
・
り
ゅ
う
じ
／
社
会
思
想
、
経
済
思
想
）

注（
1
） 

七
〇
年
代
後
半
以
降
の
福
富
正
実
や
浅
見
克
彦
、
有
井
行
夫
ら
の
研
究
は

諸
々
の
欠
点
を
は
ら
み
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
の
核
心
に
迫
っ
て
い
る
。

（
2
） 「
所
有
基
礎
論
」
に
た
い
し
て
は
、
有
井
行
夫
『
株
式
会
社
の
正
当
性
と

所
有
理
論
』
青
木
書
店
、
一
九
九
一
年
お
よ
び
宮
田
和
保
『
資
本
の
時
代

と
社
会
経
済
学
』
大
月
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
に
よ
っ
て
適
切
な
批
判
が
加

え
ら
れ
て
い
る
。

（
3
） 

浅
見
克
彦
『
所
有
と
物
象
化
』
世
界
書
院
、
一
九
八
六
年
。

（
4
） 

前
掲
書
、
五
三
頁
。

（
5
） 

渡
辺
に
よ
れ
ば
、G

em
einde

（com
m

une

）
は
「
主
と
し
て
男
性
中
心

の
政
治
組
織
」
を
、G

em
einw

esen

（com
m

unity

）
は
「
男
女
両
性

か
ら
な
る
経
済
的
生
産
組
織
」
を
意
味
す
る
（
渡
辺
憲
正
「
『
経
済
学
批

判
要
綱
』
の
共
同
体
／
共
同
社
会
論
」
『
経
済
系
』
第
二
二
三
集
、
二
〇

〇
五
年
）
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
渡
辺
の
こ
の
区
別
を
採
用
す
る
。

（
6
） な
お
、
「
諸
形
態
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
問
題
意
識
を
明
確
に
掴
ん
で

い
る
日
本
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
中
村
哲
「
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
分
析
の
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方
法
」
中
村
哲
編
著
『
「
経
済
学
批
判
要
綱
」
に
お
け
る
歴
史
と
論
理
』
、

青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
7
） 

平
田
清
明
『
経
済
学
と
歴
史
認
識
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
一
の
第

二
部
の
Ⅲ
を
参
照
。

（
8
） 
本

稿

で

は
、M

arx/E
ngels G

asam
tausgabe

か

ら

の

引

用

は
、

M
E

G
A

と
い
う
略
号
の
後
に
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。

（
9
） 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
有
井
、
前
掲
書
。

（
10
） G. W

. F. H
egel, G

rundlinien der Philisophie des R
echts, 

§217.

（
11
） な
お
、「
領
有
法
則
転
回
」
に
つ
い
て
の
諸
説
に
つ
い
て
は
大
野
節
夫
「
〈
商

品
生
産
の
所
有
法
則
の
資
本
家
的
領
有
の
法
則
へ
の
転
変
〉
を
め
ぐ
る
論

争
」
富
塚
良
三
・
服
部
文
男
・
本
間
要
一
郎
編
『
資
本
論
体
系
』
第
三
巻
、

有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
を
参
照
。
筆
者
は
「
論
理
説
」
の
立
場
に
た
つ
が
、

問
題
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
領
有
法
則
転
回
」
を
論
理
的
な
転
回
と
し

て
捉
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
論
理
」
は
物
象
化
お
よ

び
物
象
の
人
格
化
に
お
い
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
12
） 

青
木
孝
平『
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
・
マ
ル
ク
ス
』社
会
評
論
社
、二
〇
〇
八
年
。

（
13
） 

平
田
清
明
『
市
民
社
会
と
社
会
主
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
五
二
頁
。

（
14
） 

マ
ル
ク
ス
が
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」
と
い
う
表
現
を
本
源
的
蓄

積
論
で
用
い
た
こ
と
は
言
葉
足
ら
ず
の
面
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
す
で

に
み
た
よ
う
に
、
字
義
通
り
厳
密
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
自
己
労
働
に
も

と
づ
く
所
有
」
と
い
う
の
は
歴
史
上
存
在
し
え
な
い
「
妄
想
」
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
資
本
論
』
フ
ラ
ン
ス
語
版
に
お
い
て
は

こ
の
表
現
を
改
め
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
資
本
主
義
的
蓄

積
の
歴
史
的
傾
向
」
論
の
冒
頭
の
文
章
に
お
い
て
、
第
二
版
に
お
い
て
は

「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
箇
所
を
、
「
所
有
の

持
ち
手
の
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」と
修
正
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
私
的
所
有
が
、
所
有
を
前
提
に
し
た
う

え
で
、
労
働
し
、
こ
の
所
有
を
支
え
る
と
い
う
自
己
所
有
で
あ
り
、
領
有

法
則
転
回
に
言
わ
れ
る
「
妄
想
」
と
し
て
の
「
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
」

と
は
別
物
で
あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
15
） じ
っ
さ
い
、
マ
ル
ク
ス
は
、
小
経
営
に
お
け
る
私
的
所
有
は
封
建
制
の
崩

壊
期
に
現
れ
る
だ
け
で
な
く
、「
封
建
的
生
産
様
式
の
基
礎
」
を
な
し
、「
最

盛
期
の
古
典
的
共
同
社
会
の
経
済
的
基
礎
」
を
な
し
て
い
た
（M

E
G

A
, 

II-6, 331

）
、
と
考
え
て
い
た
。
も
し
小
経
営
に
お
け
る
私
的
所
有
を
商
品

貨
幣
関
係
に
も
と
づ
く
私
的
所
有
と
同
一
視
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

理
解
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
理
論

形
成
史
の
考
察
に
お
い
て
は
「
諸
形
態
」
の
本
源
的
所
有
論
と
『
資
本
論
』

の
本
源
的
蓄
積
論
の
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
し
て
も
、
本
論

文
の
よ
う
に
理
論
的
核
心
の
解
明
を
課
題
と
す
る
場
合
に
は
む
し
ろ
両
者

の
共
通
性
に
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
16
） 

そ
れ
ゆ
え
マ
ル
ク
ス
は
マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
と
の
対
比
に
お
い
て
、
農
業

や
手
工
業
に
お
け
る
小
経
営
に
お
け
る
生
産
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
評

価
す
る
。
「
自
立
的
な
農
民
ま
た
は
手
工
業
者
が
た
と
え
小
規
模
に
で
も

展
開
す
る
、
知
識
、
洞
察
、
お
よ
び
意
志
は
、
い
ま
や
も
は
や
作
業
場
全

体
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
（M

E
G

A
, II-6, 355

）
。

逆
に
言
え
ば
、
農
業
や
手
工
業
に
お
け
る
小
経
営
に
お
け
る
生
産
に
お
い

て
は
資
本
主
義
的
生
産
に
お
け
る
賃
労
働
者
と
は
異
な
り
、
生
産
者
の
「
知

識
、
洞
察
、
お
よ
び
意
志
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

（
17
） こ
こ
で
い
う
私
的
所
有
に
も
と
づ
く
社
会
と
は
奴
隷
制
お
よ
び
農
奴
制
に

基
礎
を
お
く
社
会
の
こ
と
で
あ
り
、
な
お
人
格
的
結
合
に
も
と
づ
く
社
会

で
あ
る
が
、
共
同
所
有
は
部
分
的
な
も
の
へ
と
縮
減
さ
れ
、
家
畜
、
貨
幣

な
ど
の
動
産
の
蓄
積
に
よ
る
貧
富
の
格
差
が
う
ま
れ
て
お
り
、
人
格
的
紐

帯
は
弱
化
し
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
物
象
化
／
近
代
／
共
同
体
／
所
有
／
労
働
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本
稿
は
、
十
九
世
紀
末
以
来
の
「
自
由
主
義
の
危
機
」
へ
の
応
答
に

始
ま
り
、
二
度
の
総
力
戦
を
経
て
誕
生
し
た
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
思

想
的
な
地
盤
の
分
析
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
両
大
戦
間
期
に
労
働
党
の

ブ
レ
ー
ン
と
し
て
絶
大
な
影
響
力
を
誇
っ
た
、
ハ
ロ
ル
ド
・
Ｊ
・
ラ
ス

キ
（H

arold Joseph Laski, 1893-1950

）
の
思
想
を
、
特
に
そ
の
平
等

主
義
的
な
社
会
構
想
、
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
主
主
義
的
な
秩
序
構

想
に
着
目
し
な
が
ら
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
設
定
は
若
干
の
説
明
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
先
行
研
究

上
ラ
ス
キ
は
、
十
九
世
紀
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
多
元
主
義

（Political Pluralism

）
の
嫡
子
で
あ
り
、
伝
統
的
な
主
権
概
念
に
対
す

る
徹
底
的
な
批
判
を
展
開
し
た
「
多
元
的
国
家
論
」
の
論
者
と
し
て
、

そ
し
て
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
を
自
称
し

て
労
働
党
の
急
進
派
の
立
場
か
ら
現
実
政
治
へ
と
果
敢
に
コ
ミ
ッ
ト
し

た
異
端
の
政
治
学
者
と
し
て
、
長
ら
く
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、

そ
の
思
想
的
な
評
価
に
つ
い
て
は
、
特
に
後
期
著
作
に
お
け
る
マ
ル
ク

ス
主
義
へ
の
過
度
な
接
近
か
ら
、
近
年
に
至
る
ま
で
長
ら
く
、
初
期
の

い
わ
ゆ
る
「
主
権
三
部
作
」
の
み
に
限
定
さ
れ
て
き
た

）
1
（

。
し
か
も
、
一

九
三
〇
年
代
以
降
の
ラ
ス
キ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
彼
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
を
手

放
し
に
称
賛
し
た
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
言
動
も
相
ま
っ
て
、
主

に
彼
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
暴
力
革
命
を
支
持
し
た
か
否
か
と
い
う
点

に
議
論
が
集
中
す
る
傾
向
に
あ
っ
た

）
2
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ラ
ス
キ
自
身

の
平
等
主
義
的
な
社
会
構
想
が
実
質
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
精
緻
な
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ

た
）
3
（

。
し
か
し
、
専
制
的
な
国
家
を
批
判
す
る
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
民
主
主
義

〈
公
募
論
文
〉

ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
多
元
的
福
祉
国
家
論

【
平
等
の
希
求
と
主
権
国
家
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
主
主
義
】

毛
利 

智
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の
条
件
と
し
て
自
由
を
求
め
、
そ
し
て
「
自
由
と
平
等
と
は
対
立
的
で

は
な
く
む
し
ろ
補
完
的
な
も
の

）
4
（

」
と
論
じ
る
ラ
ス
キ
の
主
権
批
判
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
平
等
主
義
の
内
実
の
解
明
が
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
本
稿
は
、
ラ
ス
キ
の
主
権
批
判
が
、
国
内
的
な

平
等
の
希
求
に
よ
る
民
主
主
義
の
活
性
化
の
み
な
ら
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
民
主
主
義
的
な
秩
序
の
形
成
を
も
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
国
際
主
義
的
な
秩
序
構
想
の
全
貌
を
描
出
し
た

い
。

　

本
稿
が
ラ
ス
キ
の
思
想
の
重
要
性
を
主
張
す
る
理
由
は
、
主
に
以
下

の
よ
う
な
問
題
関
心
に
よ
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
の
金
融
危
機
を
経

た
昨
今
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
経
済
の
下
で
国
家
は
、
国
際
的
な

競
争
圧
力
か
ら
規
制
緩
和
や
社
会
保
障
の
切
り
下
げ
と
い
っ
た
政
策
を

不
可
避
的
に
選
択
せ
ざ
る
え
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
最
底
辺
へ
の

競
争 race to the bottom

」
の
仮
説
に
対
す
る
反
論
も
蓄
積
さ
れ
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
「
国
家
の
退
場
」
は
幻
想
で
あ
っ
た
と
の
認
識

が
示
さ
れ
つ
つ
あ
る

）
5
（

。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
二
十
世
紀
型
の
社
会
民
主

主
義
／
福
祉
国
家
が
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
事
実
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、
今
重
要
な
の
は
、
「
な
ぜ
（w

hy

）
社
会
民
主
主
義
か
？
」
と
い

う
問
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
ど
の
よ
う
な
（w

hat

）
社
会
民
主
主
義

か
？
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
点
、
と
も
す
れ
ば
両
大
戦
間
期
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
片
付
け
ら
れ
て
き
た
ラ
ス
キ
の
国
家
論
の
リ
ア
ル

な
動
態
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
国
家
と
市
場
の
狭
間
で
新
た
な
国
家
モ

デ
ル
を
構
想
す
る
想
像
力
の
一
つ
の
源
泉
と
な
り
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
は
具
体
的
に
以
下
の
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
ラ
ス
キ
は
二
十
世
紀
初
頭
、
個
人
に
対
し
て
実
質

的
な
自
由
＝
多
様
な
自
己
実
現
の
機
会
を
保
障
す
る
基
本
材
の
分
配
を

担
う
、
多
元
的
で
分
権
型
の
平
等
主
義
的
国
家
モ
デ
ル
を
構
想
し
、
伝

統
的
な
主
権
国
家
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
主
主
義
の
可
能
性
を
追

求
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
構
想
は
、
国
内
的
に
は
、
多
様
な
団
体
の
統

治
へ
の
組
み
込
み
や
諮
問
機
関
の
設
置
に
よ
る
多
元
的
な
社
会
統
合
を

想
定
し
つ
つ
、
国
際
的
に
は
、
主
権
概
念
の
克
服
に
よ
る
国
際
連
盟
を

中
心
と
し
た
水
平
的
な
国
際
秩
序
を
展
開
す
る
も
の
だ
っ
た
。
特
に
ラ

ス
キ
は
帝
国
主
義
に
お
け
る
国
内
的
な
秩
序
と
国
際
的
な
秩
序
の
連
関

へ
と
着
目
す
る
過
程
で
、
国
内
的
な
平
等
と
実
質
的
な
民
主
主
義
の
実

現
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
の
変
革
へ
と
接
続
す
る
、
独
自
の
立
場
を

先
鋭
化
さ
せ
て
い
く
。

　

よ
っ
て
本
稿
は
ま
ず
、
ラ
ス
キ
の
平
等
主
義
的
な
社
会
構
想
と
そ
の

多
元
主
義
的
な
思
想
基
盤
を
分
析
す
る
（
第
一
節
）
。
次
に
、
ラ
ス
キ

の
多
元
的
で
分
権
型
の
福
祉
国
家
の
、
具
体
的
な
政
治
・
経
済
・
社
会

制
度
を
確
認
す
る
（
第
二
節
）
。
さ
ら
に
、
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論

の
国
際
主
義
的
な
側
面
を
確
認
し
、
両
大
戦
間
期
の
そ
の
展
開
を
指
摘

す
る
（
第
三
節
）
。
最
後
に
は
現
代
的
な
示
唆
に
も
若
干
の
言
及
を
し
、

本
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
す
る
。



社会思想史研究　No. 36　2012

●　90

一　

ラ
ス
キ
の
思
想
構
造
と
平
等
主
義
的
な
社
会
構
想

　

二
十
世
紀
初
頭
は
、
「
自
由
主
義
の
死
」
と
呼
ば
れ
る
奇
妙
な
空
気

の
中
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
活
性
化
、
急
進
的
な
労
働
運
動
の
隆
盛
と

労
働
党
の
結
成
、
自
由
党
に
よ
る
社
会
立
法
な
ど
、
十
九
世
紀
末
の
停

滞
期
か
ら
胎
動
し
て
い
た
新
た
な
社
会
潮
流
が
顕
在
化
し
た
時
代
で

あ
っ
た
。
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
（Pluralistic T

heory of State

）
は
、

十
九
世
紀
以
来
の
政
治
的
多
元
主
義
に
影
響
を
受
け
つ
つ
、
伝
統
的
な

主
権
概
念
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
と
も
に
出
発
し
た
。
し
か
し
、
重

要
な
の
は
、
ラ
ス
キ
の
こ
う
し
た
主
権
批
判
が
、
既
存
の
一
元
的
な
国

家
の
専
制
へ
の
批
判
で
あ
る
と
と
も
に
、
規
範
的
な
国
家
モ
デ
ル
の
構

想
に
よ
る
、
新
た
な
秩
序
形
成
を
企
図
し
た
も
の
だ
っ
た
点
で
あ
る

）
6
（

。

こ
こ
で
は
、
一
九
二
五
年
に
出
版
さ
れ
た
ラ
ス
キ
唯
一
の
体
系
的
な
著

作
で
あ
る
大
著
『
政
治
学
大
綱 a G

ram
m

ar of Politics
』
の
詳
解
を

通
じ
て
、
初
期
の
主
権
批
判
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
構
想
さ

れ
た
、
ラ
ス
キ
の
平
等
主
義
的
な
社
会
構
想
（
第
一
項
）
と
、
そ
の
多

元
主
義
的
な
思
想
基
盤
（
第
二
項
）
を
描
出
し
た
い

）
7
（

。

１　

ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
民
主
主
義
の
実
現
と
平
等
主
義
的
な
社
会
構
想

　

ま
ず
、
ラ
ス
キ
の
平
等
主
義
的
な
社
会
構
想
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

ラ
ス
キ
は
、
二
十
世
紀
の
巨
大
な
産
業
社
会
に
お
い
て
は
、
消
極
的
自

由
の
概
念
の
み
で
は
個
人
の
実
質
的
な
自
由
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
と
考
え
、
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
以
来
の
「
自
己
実
現 self-

realization

」
の
概
念
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
基
本
的
な
物
質
的
な
基
盤
を

保
障
す
る
「
公
共
サ
ー
ヴ
ィ
ス
団
体 public service corporation

」

と
し
て
の
国
家
を
構
想
し
て
い
る
。
ラ
ス
キ
の
考
え
る
実
質
的
な
自
由

と
は
、
平
等
の
概
念
と
相
補
的
と
さ
れ
、
個
々
の
市
民
が
自
身
の
善
を

反
省
的
に
構
想
し
、
政
治
権
力
へ
の
批
判
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
判
断

力
を
涵
養
す
る
基
盤
と
な
る
、
「
社
会
的
な
善 social good

」
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
ラ
ス
キ
は
、
政
治
的
平
等
は
実
質
的
な

経
済
的
平
等
を
伴
わ
な
い
限
り
有
効
に
機
能
し
え
な
い
と
主
張
し
、
市

民
に
最
低
限
の
基
本
財
を
保
障
す
る
「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ミ
ニ
マ
ム 

civic m
inim

um

」
の
設
定
と
、
「
公
正
な
報
酬
原
理
」
に
基
づ
く
平

等
主
義
的
な
再
分
配
を
通
じ
て
、
各
人
の
自
由
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
で
、

こ
れ
が
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
民
主
主
義
の
実
現
に
結
び
付
く
と
主
張
す
る

）
8
（

。

政
治
的
な
民
主
主
義
を
正
常
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
市
民
各
人
の

自
由
が
保
障
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
う
し
た
自
由
は
、
あ
る
一
定
の

経
済
的
な
平
等
（
「
経
済
的
な
民
主
主
義
」
）
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ラ
ス
キ
は
伝
統
的
な
主
権
概
念
が
、
こ
う
し
た
市
民
的
な
自

由
や
権
利
、
経
済
的
な
平
等
と
は
両
立
し
え
な
い
と
考
え
、
こ
れ
を
批

判
す
る
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
興
味
深
い
の
は
、
ラ
ス
キ
が
個
人
の
善
の
多
元
性
に
留
意
し

つ
つ
も
、
「
権
利
は
機
能
（function

）
と
相
関
関
係
に
あ
る
。
私
が
権
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利
を
持
つ
の
は
社
会
目
的
に
貢
献
す
る
た
め
で
あ
る

）
9
（

」
と
述
べ
、
市
民

の
享
受
す
る
権
利
を
、
「
機
能
」
の
概
念
に
関
連
付
け
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
ラ
ス
キ
の
議
論
は
直
接
的
に
は
、
大
土
地
所
有
に
よ

る
莫
大
な
不
平
等
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ラ
ス
キ

は
一
貫
し
て
、
市
民
的
な
権
利
と
労
働
と
を
強
く
結
び
付
け
る
こ
と
で
、

市
民
の
要
求
の
多
元
性
と
国
家
に
よ
る
現
実
的
な
権
利
の
体
系
と
の
均

衡
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
国
家
の
平
等
主

義
的
な
制
度
に
よ
っ
て
各
人
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の

権
利
は
、
社
会
共
通
の
善
へ
の
貢
献
に
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
初

め
て
調
和
的
に
機
能
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
特
筆
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
ラ
ス
キ
が
グ
リ
ー
ン

に
由
来
す
る
「
自
己
実
現
」
と
い
う
理
想
主
義
的
な
言
葉
を
用
い
は
す

る
も
の
の
、
結
果
的
に
実
現
さ
れ
る
善
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま

で
も
個
人
の
多
元
的
な
解
釈
に
委
ね
て
い
る
点
だ
ろ
う

）
10
（

。
十
九
世
紀
末

か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
グ
リ
ー
ン
の
影
響
下
で
、
多

く
の
潮
流
が
「
自
己
実
現
」
の
モ
メ
ン
ト
を
共
有
し
た

）
11
（

。
ラ
ス
キ
は
こ

う
し
た
潮
流
の
影
響
下
に
あ
り
つ
つ
も
、
枢
要
な
概
念
で
あ
る
「
共
同

善 com
m

on good

」
に
つ
い
て
、
国
家
は
あ
く
ま
で
も
多
元
的
な
善

の
機
会
（opportunity

）
を
提
供
す
る
だ
け
に
留
ま
る
と
断
言
し
、
個

人
の
究
極
的
な
孤
立
性
（isolation

）
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。

　

私
は
以
上
で
は
自
由
を
機
会
に
関
連
さ
せ
、
次
い
で
機
会
を
国
家

に
関
連
さ
せ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
通
路
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
人
々
に
そ
の
利
用
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
組

織
が
作
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
通
路
は
、
自
我
の
最
も
根
本
的
な
実

現
が
個
人
的
な
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
統
制
を
避
け
る
と
こ
ろ
の
孤

立
の
上
に
築
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
常
に
制

限
を
受
け
て
い
る

）
12
（

。

　

ラ
ス
キ
は
、
消
極
的
／
積
極
的
自
由
と
い
う
二
分
法
を
頻
繁
に
使
い
、

積
極
的
自
由
の
名
の
下
に
自
身
の
自
由
論
を
議
論
す
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ま
で
そ
の
主
張
は
し
ば
し
ば
、
過
度
に
理
想
主
義
的
な
も
の
で
あ
る

と
誤
解
さ
れ
て
き
た

）
13
（

。
し
か
し
、
ラ
ス
キ
が
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
多
元

的
宇
宙
論
を
繰
り
返
し
引
用
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の

主
張
の
内
容
を
丹
念
に
検
証
す
る
な
ら
ば
、
ラ
ス
キ
が
一
貫
し
て
先
験

的
な
善
の
観
念
を
斥
け
、
多
元
主
義
的
な
善
の
構
想
を
抱
い
て
い
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る

）
14
（

。
た
だ
し
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
次
に
浮
上
す
る

の
は
、
こ
う
し
た
個
人
の
徹
底
し
た
孤
立
性
に
着
目
す
る
ラ
ス
キ
の
多

元
主
義
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
的
な
分
裂
状
態
を
回
避

し
、
新
た
な
秩
序
形
成
の
可
能
性
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い

う
問
い
で
あ
ろ
う

）
15
（

。

２　

多
元
主
義
的
な
社
会
統
合

　

で
は
次
い
で
、
こ
う
し
た
平
等
主
義
的
な
社
会
構
想
が
、
ど
の
よ
う
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な
思
想
的
な
基
盤
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
、
特
に
そ
の
社
会

統
合
の
契
機
を
確
認
し
た
い
。
重
要
な
の
は
、
ラ
ス
キ
が
、
個
人
の
究

極
的
な
孤
立
性
を
繰
り
返
し
強
調
し
つ
つ
も
、
現
実
に
存
在
す
る
様
々

な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
、
社
会
全
体
の
調
和
を
担
う
国
家
の
存
在
の

重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
は
、
人
間
存
在
を
「
多

様
な
衝
動
の
束 a bundle of im

pulse

」
と
表
現
し
、
社
会
の
様
々

な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
正
に
そ
う
し
た
個
々
人
の
多
様
な
衝
動
に

対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
ま
た
特
に
国
家
は
、
そ
う
し
た

多
様
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
あ
っ
て
、
人
体
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

で
言
え
ば
「
骨
格
」
に
喩
え
ら
れ
る
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る

）
16
（

。

　

し
か
し
ラ
ス
キ
は
、
ま
ず
国
家
の
道
徳
的
な
優
越
性
を
否
定
し
た
う

え
で
、
国
家
が
強
制
的
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
依
拠
す
る
こ
と
、
そ
し

て
物
理
的
な
強
制
力
を
含
む
強
大
な
権
力
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

の
危
険
性
を
強
調
す
る
。
よ
っ
て
市
民
は
、
国
家
の
提
供
す
る
「
社
会

的
な
善
」
が
抑
圧
的
な
も
の
に
転
化
し
な
い
よ
う
に
、
常
に
国
家
を
監

視
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
も
し
く
は

ラ
ス
キ
が
「
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス A

thanasius

」
的
と
呼
ぶ
個
人
的
な
不

服
従
を
通
じ
て
、
国
家
に
対
し
て
抵
抗
す
る
「
義
務
」
を
持
つ

）
17
（

。
ラ
ス

キ
は
以
上
の
よ
う
な
、
孤
立
的
な
個
人
と
、
多
様
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
、
そ
し
て
管
理
者
と
し
て
の
国
家
の
関
係
を
、
次
の
よ
う
に
示
し
て

み
せ
る
。

　

市
民
は
政
治
の
立
場
か
ら
見
る
と
第
一
義
的
な
三
つ
の
様
相
を
み

な
持
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
人
間
自
身
、
最
後
ま
で
同
化
さ
れ
な
い

人
間
が
存
在
す
る
。
…
…
人
が
信
望
す
る
宗
教
は
、
ご
く
最
近
以
外

で
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ほ
ど
典
型
的
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の

様
相
の
典
型
的
な
一
部
門
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
近
代
国
家
と
の
関
係

で
は
、
各
人
が
こ
の
部
門
か
他
の
部
門
か
で
結
局
一
人
の
ア
タ
ナ
シ

ウ
ス
で
あ
る
。
…
…
第
二
に
、
結
合
的
動
物
（associative anim

al

）

と
し
て
の
人
間
が
存
在
す
る
。
彼
は
こ
の
教
会
、
あ
の
労
働
組
合
、

こ
の
国
際
団
体
、
あ
の
使
用
者
協
会
に
属
す
る
。
…
…
第
三
の
様
相

に
お
い
て
は
、
国
家
は
、
全
体
と
し
て
の
社
会
生
活
が
方
向
付
け
ら

れ
る
一
般
原
則
を
設
定
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
国
家
は
行
為
の
最

終
統
一
で
は
な
く
必
要
統
一
を
作
り
つ
つ
あ
っ
て
、
行
為
の
な
か
に

最
小
限
の
調
整
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る

）
18
（

。

　

こ
こ
で
は
、
国
家
の
実
現
す
る
統
一
が
最
終
的
（ultim

ate

）
で
は

な
く
必
要
的
（necessary

）
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
つ
つ
も
、

個
人
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
多
様
性
を
反
映
す
る
、
新
た
な
秩
序
の

形
成
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。
「
社
会
に
は
必
然
の
統
一
は
何
一
つ
な
く
」
、

「
社
会
の
構
造
の
内
部
の
所
々
に
、
刻
一
刻
変
化
し
て
い
く
統
一
が
存

在
す
る

）
19
（

」
。
つ
ま
り
ラ
ス
キ
は
、
個
人
の
「
同
意 consent

」
の
テ
ス

ト
に
よ
っ
て
流
動
的
に
変
化
す
る
社
会
統
合
の
あ
り
方
こ
そ
、
理
想
的

な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ラ
ス
キ
に
と
っ
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て
社
会
的
な
調
和
は
そ
れ
自
体
で
無
条
件
に
望
ま
し
い
も
の
と
は
み
な

さ
れ
ず
、
逆
に
社
会
的
な
衝
突
や
軋
轢
は
、
所
与
の
秩
序
を
改
善
し
て

い
く
、
肯
定
的
な
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
、
大
衆
の
登
場
、

世
界
市
場
の
出
現
に
よ
る
国
際
的
な
相
互
依
存
と
い
っ
た
、
大
社
会

（great society

）
的
な
状
況
を
念
頭
に
、
国
家
を
通
じ
て
市
民
に
実
質

的
な
自
由
＝
自
己
実
現
の
機
会
を
保
障
す
る
、
平
等
主
義
的
な
社
会
構

想
を
抱
い
て
い
た
。
か
つ
、
こ
う
し
た
国
家
は
、
多
元
的
な
個
人
と
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
社
会
の
中
で
、
最
低
限
必
要
な
社
会
統
合

を
実
現
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
に
存
在
す
る
国
家
に
よ

る
社
会
統
合
は
、
市
民
の
同
意
の
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
常
に
改
良
の
可
能

性
へ
と
開
か
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
多
元
的
な
社
会
秩
序
が
実
現
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
は
国
家
に
特
有
の
役
割
を
強
調
し
つ
つ
も
、
社
会

秩
序
の
正
当
化
を
徹
底
し
て
個
人
主
義
的
に
基
礎
付
け
る
こ
と
で
、
多

元
性
の
追
求
と
社
会
統
合
の
実
現
と
い
う
、
あ
る
種
の
ジ
レ
ン
マ
状
況

に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
言
え
る

）
20
（

。

二　

多
元
的
で
分
権
的
な
福
祉
国
家
論

　

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
ラ
ス
キ
の
思
想
的
な
特
徴
は
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
制
度
構
想
を
伴
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
ス
キ
は
、
同
時

代
の
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
や
Ｇ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
の

ギ
ル
ド
社
会
主
義
と
そ
の
理
論
的
な
関
心
を
共
有
し
つ
つ
、
独
自
の
多

元
的
で
分
権
型
の
福
祉
国
家
の
モ
デ
ル
を
構
想
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、

政
治
的
な
側
面
と
し
て
、
議
会
制
民
主
主
義
を
補
完
す
る
た
め
の
多
様

な
諮
問
機
関
の
設
置
、
お
よ
び
地
域
的
・
職
能
的
な
代
表
制
度
の
確
立

（
第
一
項
）
が
、
経
済
的
な
側
面
と
し
て
は
、
基
幹
産
業
の
漸
進
的
な

社
会
化
、
お
よ
び
職
能
団
体
を
通
じ
た
労
働
者
の
差
異
的
な
統
合
の
必

要
性
（
第
二
項
）
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

１　

議
会
改
革
と
諮
問
機
関
の
設
置

　

多
元
的
な
政
治
制
度
と
し
て
ラ
ス
キ
が
企
図
す
る
の
は
、
多
様
な
諮

問
機
関
や
地
域
・
職
能
団
体
に
よ
る
議
会
民
主
主
義
の
補
完
で
あ
る
。

「
大
多
数
の
人
々
の
知
恵
が
中
央
立
法
部
の
代
表
者
に
利
用
可
能
に
な

る
こ
と
は
決
し
て
な
い

）
21
（

」
と
述
べ
る
ラ
ス
キ
は
、
そ
も
そ
も
代
議
制
を

本
質
的
に
不
完
全
な
も
の
と
み
て
お
り
、
こ
れ
を
補
完
す
る
た
め
の
諮

問
機
関
の
設
置
が
不
可
欠
と
考
え
て
い
る
。
国
家
権
力
の
効
果
的
な
抑

制
は
、
三
権
分
立
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
国
家
権
力
を
包
囲
す
る

多
様
な
集
団
に
よ
る
監
視
と
牽
制
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。
つ
ま

り
、
「
権
利
保
護
の
装
置
は
、
国
家
自
身
の
中
に
で
は
な
く
て
、
国
家

以
外
の
諸
機
構
が
国
家
に
及
ぼ
す
圧
力
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

）
22
（

」
。
よ
っ
て
市
民
に
よ
る
消
費
者
団
体
、
生
産
者
に
よ
る
生
産

者
団
体
、
労
働
問
題
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
な
ど
特
定
分
野
の
専
門
家
か

ら
な
る
諮
問
機
関
、
そ
し
て
個
別
の
争
点
に
基
づ
く
審
議
会
の
設
置
が
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要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

）
23
（

。
ま
た
、
こ
う
し
た
各
団
体
の
組
織
化
に
あ

た
っ
て
は
、
地
域
的
な
多
様
性
を
反
映
す
る
た
め
、
中
央
政
府
の
責
任

を
明
確
に
し
つ
つ
も
、
地
域
団
体
が
育
成
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る

）
24
（

。

こ
う
し
た
条
件
を
満
た
す
こ
と
で
、
国
家
は
そ
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の

内
部
に
社
会
内
の
多
様
な
善
の
構
想
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。

　

加
え
て
ラ
ス
キ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
制
度
を
一
定
程
度
評
価
し
つ

つ
も
、
そ
の
世
襲
的
な
貴
族
制
を
批
判
し
、
二
院
制
を
廃
止
し
て
多
様

な
機
能
を
持
っ
た
単
一
の
立
法
府
を
構
想
す
る

）
25
（

。
特
に
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻

の
提
唱
す
る
、
政
治
的
・
社
会
的
な
機
能
を
分
担
す
る
二
院
制
へ
の
改

革
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
関
し
て
は
正
当
性
が
認
め
ら
れ

つ
つ
も
、
実
現
不
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、
む
し
ろ
ラ
ス
キ
の
提
唱
す
る

多
機
能
な
立
法
府
と
諮
問
機
関
の
設
置
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
目
的
が

よ
り
よ
く
達
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
主
張
さ
れ
る
。
更
に
、
中
央
政
府
か

ら
地
方
政
府
に
至
る
ま
で
、
立
法
府
と
行
政
府
の
内
部
、
お
よ
び
そ
の

両
者
を
取
り
結
ぶ
、
専
門
家
を
含
ん
だ
多
く
の
委
員
会
を
設
け
る
こ
と

で
、
政
治
権
力
の
恣
意
的
な
運
営
を
防
ぎ
、
で
き
る
だ
け
多
様
な
社
会

的
な
要
求
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
ラ
ス
キ
が
意
図
し
た

の
は
、
近
代
の
民
主
国
家
の
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
社
会
内
の
多

様
性
を
反
映
し
た
、
よ
り
多
元
的
な
も
の
に
組
織
化
す
る
こ
と
だ
と
言

え
る
。

２　

産
業
の
社
会
化
と
職
業
団
体
を
通
じ
た
社
会
統
合

　

以
上
の
よ
う
な
ラ
ス
キ
の
政
治
制
度
の
構
想
は
、
多
く
の
経
済
的
・

社
会
的
な
制
度
構
想
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
ラ
ス
キ
が
強
調
す
る

の
は
、
産
業
の
社
会
化
を
通
じ
た
、
十
分
な
労
働
条
件
の
保
障
と
、
重

要
な
政
治
的
決
定
に
関
す
る
労
働
者
の
参
加
の
促
進
で
あ
る
。
ラ
ス
キ

は
、
一
九
一
四
年
の
第
一
次
大
戦
の
勃
発
に
よ
っ
て
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー

ル
の
時
代
は
終
焉
を
迎
え
た
と
の
認
識
を
示
し
、
現
在
問
わ
れ
て
い
る

の
は
、
政
府
の
干
渉
の
是
非
と
い
う
よ
り
も
、
「
そ
の
干
渉
が
最
大
の

成
果
を
上
げ
る
た
め
の
方
法
」

）
26
（

な
の
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
「
現
代

の
状
況
下
で
は
、
経
済
革
命
の
失
敗
は
、
以
前
の
ど
の
時
代
に
お
い
て

よ
り
も
、
致
命
的
な
結
果
を
も
た
ら
す

）
27
（

」
と
の
理
由
か
ら
、
必
然
的
に

社
会
変
革
の
方
法
は
漸
進
的
で
、
か
つ
国
際
的
な
構
造
の
変
革
を
伴
う

も
の
と
さ
れ
る
。

　

ま
ず
ラ
ス
キ
は
、
社
会
化
（socialization

）
を
厳
密
な
国
有
化

（nationalization

）
と
区
別
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
公
共
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
一

律
的
に
国
家
が
提
供
す
る
国
有
化
は
、
多
様
な
産
業
か
ら
成
る
社
会
の

組
織
化
の
方
法
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
国
家
社
会
主

義
で
あ
れ
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
で
あ
れ
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
で
あ
れ
、

と
に
か
く
あ
る
特
殊
の
方
式
が
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
の
も
と
に
あ
ら
ゆ
る

産
業
に
適
用
で
き
る
普
遍
的
真
理
を
体
現
す
る
と
は
思
え
な
い

）
28
（

」
。
よ
っ

て
、
産
業
の
組
織
化
と
そ
の
管
理
の
方
法
は
、
「
実
験
」
に
基
づ
く
必

要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
社
会
化
の
適
用
分
野
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
水
や
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電
気
な
ど
公
的
性
格
の
極
め
て
強
い
重
要
な
も
の
、
次
に
農
作
物
な
ど

重
要
性
は
高
い
が
緊
急
性
を
持
た
な
い
も
の
、
そ
し
て
最
後
に
、
嗜
好

品
な
ど
公
的
性
格
を
帯
び
な
い
も
の
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
妥
当
な
範
囲

が
決
定
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
国
家
と
社
会
に
か
か
わ
る
具
体
的
な

制
度
構
築
に
つ
い
て
、
ラ
ス
キ
が
そ
の
漸
進
性
と
民
主
主
義
的
な
討
議

の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
点
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
こ
う
し
た
産
業
の
社
会
化
は
、
生
産
に
携
わ
る
労
働
者
に
十

分
な
福
祉
を
供
給
す
る
こ
と
を
重
要
な
目
的
と
し
て
い
る
。
最
低
賃
金

基
準
の
遵
守
、
適
切
な
衛
生
・
安
全
管
理
、
労
働
時
間
の
配
分
と
い
っ

た
争
点
は
、
工
場
に
お
け
る
労
使
間
の
民
主
的
な
交
渉
に
よ
っ
て
調
整

さ
れ
る
。
ラ
ス
キ
は
弁
護
士
や
医
者
を
例
に
と
り
、
「
こ
れ
ら
の
職
業

（profession

）
の
水
準
が
確
立
し
て
い
る
の
は
、
か
な
り
そ
の
職
業

（craft

）
の
成
員
の
自
治
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

）
29
（

」
と
述
べ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
産
業
ご
と
に
特
化
し
た
職
業
団
体
の
組
織
化
が
、
労
働
者
の
職

業
的
な
自
決
を
促
進
す
る
と
強
調
す
る
。
ま
た
、
消
費
者
に
よ
る
協
同

組
合
が
中
央
と
地
方
の
両
方
に
お
い
て
組
織
さ
れ
、
日
常
の
消
費
財
の

生
産
に
つ
い
て
市
民
の
声
を
反
映
す
る
と
さ
れ
る
。
ラ
ス
キ
は
職
業
団

体
の
完
全
な
自
治
を
否
定
し
、
こ
れ
を
総
合
的
な
監
督
者
で
あ
る
国
家

や
、
消
費
者
に
よ
る
協
同
組
合
と
の
関
係
の
中
で
限
定
的
に
評
価
す
る

）
30
（

。

ま
た
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
国
が
運
営
す
る
非
営
利
的
な

も
の
が
想
定
さ
れ
、
職
業
的
で
は
な
く
、
地
域
的
な
多
様
性
を
反
映
す

る
制
度
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
強
制
的
な
保
険
制
度

は
、
社
会
的
な
リ
ス
ク
の
管
理
と
し
て
必
須
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る

）
31
（

。

　

こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、
ラ
ス
キ
が
職
業
団
体
に
つ
い
て
、
そ
の
機

能
を
労
働
組
合
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
捉
え
て
い
る
こ
と
だ
。
ラ
ス
キ
は

労
働
組
合
の
目
的
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
不
平
等
な
社
会
構
造
の
是
正
の

た
め
、
労
働
者
層
の
団
結
に
基
づ
き
、
資
本
家
層
と
の
階
級
対
立
を
念

頭
に
置
い
た
「
戦
闘
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
表
現
す
る
。
こ
れ
に
対
し

職
業
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
的
な
差
異
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
相

互
に
組
織
さ
れ
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
統
合
の
機
能
を
持
つ
も
の
と
さ

れ
る

）
32
（

。
つ
ま
り
、
労
働
組
合
が
労
働
者
の
「
同
一
性
」
に
基
づ
き
、
階

級
社
会
の
克
服
と
い
う
過
渡
期
的
で
闘
争
的
な
目
的
を
持
つ
組
織
で
あ

る
の
に
比
べ
、
職
業
団
体
と
は
「
差
異
」
に
基
づ
き
、
社
会
を
結
び
付

け
る
機
能
を
果
た
す
、
「
統
合
的
」
な
組
織
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

ラ
ス
キ
は
現
在
の
不
平
等
の
残
存
す
る
世
界
は
労
働
組
合
に
よ
る
社
会

変
革
を
必
要
と
す
る
も
の
の
、
社
会
的
な
平
等
が
達
成
さ
れ
た
場
合
に

は
、
職
業
団
体
に
よ
る
差
異
に
基
づ
く
社
会
統
合
の
機
能
こ
そ
が
重
要

性
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
私
は
も
っ
と
違
っ
た
観
点
を
取
り
上
げ
よ
う
。
我
々
が

取
り
扱
う
の
は
、
平
等
の
理
念
が
既
に
実
現
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
。

我
々
は
階
級
闘
争
を
通
過
し
て
自
由
な
社
会
に
至
っ
た
と
い
う
仮
定

の
上
で
、
我
々
の
職
業
構
造
を
打
ち
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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…
…
そ
れ
は
一
定
の
訓
練
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
特
殊
の
能
力
を
持
つ

こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
か
ら
区
別
さ
れ
る
人
々
の
永
続
的
か
つ
継
続

的
な
結
合
と
定
義
で
き
る

）
33
（

。

　

ラ
ス
キ
が
こ
こ
で
、
労
働
組
合
に
よ
る
階
級
闘
争
的
な
社
会
変
革
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
、
職
業
団
体
的
な
多
元
的
社
会
統
合
の
構
想
を
、
戦
略

的
に
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
従
来
の

研
究
上
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
ラ
ス
キ
の
「
変
節
」
、
つ
ま
り
マ
ル

ク
ス
主
義
的
な
階
級
国
家
論
へ
の
接
近
と
、
「
不
十
分
」
な
マ
ル
ク
ス

主
義
の
摂
取
は
、
ラ
ス
キ
が
一
九
三
〇
年
代
の
現
実
に
直
面
し
、
職
業

団
体
に
よ
る
統
合
の
機
能
よ
り
も
、
労
働
組
合
に
よ
る
階
級
格
差
の
是

正
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
判
断
し
た
結
果
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
か
ら

で
あ
る

）
34
（

。

　

産
業
社
会
に
お
け
る
実
質
的
な
自
由
＝
自
己
実
現
の
機
会
を
保
障
し
、

さ
ら
に
個
人
の
多
元
的
な
善
の
構
想
を
反
映
し
た
多
元
的
で
平
等
主
義

的
な
国
家
モ
デ
ル
の
構
想
は
、
以
上
の
よ
う
な
、
漸
進
的
な
産
業
の
社

会
化
と
、
議
会
改
革
お
よ
び
諮
問
機
関
の
設
置
、
そ
し
て
消
費
者
団
体

と
職
業
団
体
の
自
律
的
な
組
織
化
と
そ
の
協
同
に
よ
る
、
地
域
的
・
機

能
的
に
分
権
化
さ
れ
た
社
会
構
想
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ラ
ス
キ
は
こ
う
し
た
国
内
的
な
制
度
が
、
も
は
や
「
人
類
（hum

anity

）

の
利
益
」
と
い
う
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
と
の
連
関
な
し
に
は
構
想
さ

れ
え
な
い
と
い
う
立
場
を
繰
り
返
し
表
明
し
て
い
る
。
平
等
主
義
的
な

制
度
と
多
元
主
義
的
な
社
会
統
合
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
多
元
的
国
家

論
が
、
伝
統
的
な
主
権
概
念
の
克
服
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
そ
の
国
際
的
な
秩
序
構
想
は
、
両
大
戦
間
期
と
い
う
危
機
の
時

代
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

三　

多
元
的
国
家
論
の
国
際
的
な
基
礎

　

本
節
で
は
、
ラ
ス
キ
の
主
権
批
判
を
通
じ
た
国
際
秩
序
構
想
を
確
認

し
よ
う
。
ラ
ス
キ
が
活
発
な
活
動
を
開
始
し
た
第
一
次
大
戦
後
は
、
国

際
的
な
秩
序
に
つ
い
て
、
様
々
な
構
想
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
時
代

で
あ
っ
た

）
35
（

。
ラ
ス
キ
は
主
権
概
念
を
批
判
し
て
平
等
主
義
的
な
多
元
的

国
家
論
を
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
国
内
秩
序
の
変
革
を
新
た
な
国
際

秩
序
の
形
成
へ
と
連
動
さ
せ
る
、
独
自
の
議
論
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、

反
植
民
地
闘
争
の
指
導
者
達
と
の
親
密
な
交
流
な
ど
、
ラ
ス
キ
の
実
践

的
な
貢
献
に
つ
い
て
の
伝
記
的
な
研
究
は
充
実
し
て
い
る
も
の
の

）
36
（

、
そ

の
国
際
主
義
の
理
論
的
な
内
実
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
明
ら

か
に
な
っ
て
は
い
な
い

）
37
（

。
本
節
で
は
、
ま
ず
主
権
批
判
を
通
じ
た
ラ
ス

キ
の
水
平
的
な
国
際
秩
序
の
構
想
を
確
認
し
（
第
一
項
）
、
次
に
一
九

三
〇
年
代
以
降
の
ラ
ス
キ
の
帝
国
主
義
批
判
と
平
等
の
希
求
の
思
想
的

な
連
関
を
描
出
す
る
（
第
二
項
）
。
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１　

主
権
国
家
を
超
え
た
新
た
な
世
界
連
邦
の
構
想

　

ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
相
互
依
存
が
進
ん
だ
今
日
の
世
界
で
は
、
従
来

の
主
権
国
家
は
、
国
際
連
盟
な
い
し
は
、
相
当
す
る
国
際
機
関
の
監
督

の
も
と
で
、
地
域
的
・
機
能
的
な
単
位
に
よ
っ
て
分
権
的
に
統
治
さ
れ

た
、
ひ
と
つ
の
超
国
家
（super state

）
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
。
ま

ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
自
由
と
平
等
の
問
題
は
「
領
土
的
な
限
界
を
超

え
た
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
「
世
界
的
協
力
は
次
第
に
進
展
し
、
今
や

全
体
と
し
て
の
文
明
の
た
め
に
立
法
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま

で
き
た

）
38
（

」
と
述
べ
る
ラ
ス
キ
が
、
国
内
的
な
レ
ベ
ル
で
の
個
人
の
善
を

実
現
す
る
秩
序
の
構
想
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
人
類
の
福
祉

の
構
想
と
を
、
常
に
密
接
に
連
関
さ
せ
な
が
ら
把
握
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

　

客
観
的
に
は
、
政
府
へ
の
無
条
件
の
忠
誠
を
成
員
に
要
求
し
、
そ

う
い
う
忠
誠
を
思
い
の
ま
ま
の
権
力
で
強
制
す
る
、
絶
対
的
独
立
的

な
主
権
国
家
と
い
う
観
念
は
、
人
類
の
利
益
と
相
い
れ
な
い
。
忠
誠

の
真
の
単
位
は
世
界
で
あ
る
。
真
の
服
従
の
義
務
は
人
類
の
総
利
益

に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
イ
ギ
リ

0

0

0

ス
の
政
策
が
人
類
の
福
祉
を
当
然
内
包
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

0

0

0 

0。
）
39
（

　

ラ
ス
キ
の
国
際
秩
序
構
想
の
骨
子
は
、
政
治
、
経
済
、
社
会
的
な
機

能
ご
と
の
専
門
の
国
際
的
な
機
関
を
通
じ
た
協
同
的
な
民
主
主
義
の
構

築
で
あ
り
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
意
味
で
の
主
権
国
家
体
制
の
消
滅
を
意

味
す
る
。
よ
っ
て
ラ
ス
キ
の
言
う
「
超
国
家
」
と
は
あ
く
ま
で
も
比
喩

で
あ
り
、
そ
れ
は
直
接
的
な
一
元
的
統
治
で
は
な
く
、
む
し
ろ
全
体
の

調
整
を
担
い
、
「
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
、
原
則
を
引
き
出
し

て
く
る
源
泉
で
あ
る
」
よ
う
な
存
在
、
つ
ま
り
「
究
極
的
な
留
保
権
力 

ultim
ate reserve force

）
40
（

」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
際
機
関
の
意
思
決

定
は
、
第
一
に
協
議
の
場
の
確
保
を
条
件
と
し
て
比
例
代
表
制
を
導
入

し
大
国
と
小
国
と
の
不
平
等
を
認
め
る
こ
と
、
第
二
に
戦
争
を
非
合
法

化
し
軍
縮
を
進
め
る
こ
と
、
第
三
に
、
国
際
的
な
決
定
に
委
ね
る
範
囲

に
つ
い
て
各
国
が
協
議
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
、
と
い
う
条
件
を
満
た

す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
41
（

。
帝
国
主
義
の
犠
牲
と
な
っ
た
第
三
世

界
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
一
定
の
理
解
が
示
さ
れ
る
も
の
の
、
ラ
ス

キ
に
よ
れ
ば
、
各
国
の
主
権
が
抑
制
さ
れ
統
合
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て

は
そ
も
そ
も
民
族
自
決
の
原
則
そ
の
も
の
が
基
本
的
に
は
意
味
を
な
さ

な
い
。

　

第
一
に
、
連
盟
は
司
法
的
に
は
平
等
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
政
治
的

に
は
不
平
等
な
国
民
国
家
の
結
合
体
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら

の
国
家
の
代
表
者
は
必
然
的
に
政
府
の
代
表
者
で
あ
る
。
…
…
第
二

に
、
連
盟
の
行
為
は
多
数
決
制
の
過
程
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
…
…
連
盟
は
反
対
者
に
対
し
て
は
規
則
を
押
し
つ
け
る
法
作
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成
の
団
体
で
あ
る
よ
り
も
、
絶
え
ざ
る
協
議
の
水
路
と
な
る
。
そ
れ

は
意
見
を
数
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
考
量
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
言
葉
の
行
政
的
な
意
味
で
、
超
国
家
と
い
う
も
の
で
は
な
い

）
42
（

。

　

こ
う
し
た
国
際
機
関
の
役
割
と
し
て
ラ
ス
キ
が
挙
げ
る
の
は
、
密
約

的
な
国
際
条
約
の
防
止
、
世
界
的
な
軍
縮
な
ど
の
政
治
的
な
機
能
、
次

に
、
労
働
条
件
の
整
備
、
人
身
売
買
の
禁
止
、
途
上
国
へ
の
支
援
な
ど

の
社
会
的
な
機
能
、
最
後
に
、
国
際
的
な
天
然
資
源
の
管
理
、
計
画
的

な
移
民
政
策
、
関
税
や
通
貨
の
調
整
な
ど
の
経
済
的
な
機
能
で
あ
る

）
43
（

。

特
に
植
民
地
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
分
類
の
後
、
全
て
の

統
治
領
が
徹
底
し
て
連
盟
か
第
三
国
に
よ
る
厳
し
い
監
査
の
も
と
に
置

か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る

）
44
（

。
ま
た
、
そ
う
し
た
統
治
は
、「
人

類
学
的
な
成
果
」
を
踏
ま
え
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
現
地
の
民

衆
の
主
体
性
を
十
分
に
尊
重
し
た
形
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

る
）
45
（

。

　

ラ
ス
キ
は
、
こ
う
し
た
機
能
を
果
た
す
国
際
機
関
が
、
立
法
部
、
執

行
部
、
司
法
部
、
事
務
局
か
ら
構
成
さ
れ
、
将
来
的
に
は
既
存
の
主
権

国
家
体
制
を
克
服
し
た
、
国
際
連
盟
を
中
心
と
す
る
世
界
的
連
邦
国
家

の
基
盤
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で
描
出
さ

れ
る
連
立
的
な
国
際
秩
序
が
、
明
ら
か
に
、
ラ
ス
キ
が
国
内
的
な
社
会

秩
序
に
つ
い
て
強
調
し
た
、
多
元
的
で
分
権
型
の
制
度
構
想
の
延
長
に

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
個
人
も
、
そ
の
社
会
の
共
同
の
規
律
を
離

れ
て
自
由
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、

い
か
な
る
国
家
も
国
際
社
会
の
共
同
の
決
定
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

意
思
に
よ
っ
て
自
己
の
主
権
を
制
限
さ
れ
る
の
を
容
認
し
な
く
て
は
、

自
由
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
さ
し
あ
た
っ

て
私
の
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
、
解
決
の
途
は
こ
の
世
界
を
一
つ
の

連
邦
国
家
（federal state

）
―
―
そ
の
成
員
は
平
等
の
投
票
権
を
持
っ

て
は
い
な
い
―
―
と
み
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
46
（

。

　

国
内
秩
序
に
お
け
る
個
人
の
自
由
の
問
題
と
、
国
際
社
会
に
お
け
る

国
家
の
自
由
の
問
題
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
結
ぶ
ラ
ス
キ
が
、
国
内
的
な
秩

序
に
つ
い
て
そ
れ
が
「
連
立
的 federal

」
で
あ
る
と
述
べ
る
と
き
と

パ
ラ
レ
ル
に
、
こ
こ
で
あ
る
べ
き
世
界
秩
序
に
つ
い
て
「
連
邦
国
家
」

と
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
は
、
ウ
ェ
ッ
ブ

夫
妻
と
も
親
交
の
深
か
っ
た
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
者
Ｌ
・
ウ
ル
フ
の
よ
う

な
、
「
国
際
的
な
権
威 International A

uthority

」
を
過
度
に
強
調

す
る
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
帝
国
の
管
理
や

）
47
（

、
Ａ
・
ジ
マ
ー
ン
の
よ
う
な
、

民
主
主
義
的
な
モ
メ
ン
ト
を
重
視
し
な
が
ら
も
あ
く
ま
で
も
既
存
の
帝

国
秩
序
を
そ
の
基
盤
と
し
て
積
極
的
に
利
用
す
る
国
際
秩
序
構
想
を
批

判
し
て

）
48
（

、
主
権
の
廃
棄
を
通
じ
た
徹
底
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
、
水
平
的

な
国
際
秩
序
を
構
想
し
て
い
る
の
で
あ
る

）
49
（

。
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２　

国
内
―
国
際
秩
序
の
連
関
と
変
革
の
方
法

　

国
内
―
国
際
秩
序
の
密
接
な
連
関
を
意
識
し
た
ラ
ス
キ
の
国
際
秩
序

構
想
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
突
入
す
る
と
、
現
実
の
国
際
情
勢
へ
の
危

機
感
か
ら
、
そ
の
問
題
意
識
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、

当
初
は
国
際
連
盟
に
対
し
慎
重
な
期
待
を
か
け
て
い
た
ラ
ス
キ
は
、
一

九
三
〇
年
代
に
は
枢
軸
国
に
対
し
て
全
く
の
無
策
だ
っ
た
連
盟
に
幻
滅

し
、
国
内
政
治
の
平
等
主
義
的
な
変
革
を
新
た
な
国
際
秩
序
の
形
成
へ

と
接
続
さ
せ
る
、
独
自
の
立
場
を
先
鋭
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る

）
50
（

。
一

九
二
〇
年
代
の
著
作
に
胚
胎
し
て
い
た
、
国
内
秩
序
と
国
際
秩
序
の
連

関
へ
の
洞
察
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
文
明
の
未

来 N
ationalism

 and the Future of C
ivilization

」
お
よ
び
「
平

和
の
経
済
的
な
基
礎 E

conom
ic Foundation of Peace

」
と
い
っ

た
帝
国
主
義
に
関
す
る
有
名
な
論
考
へ
と
発
展
す
る
。
し
か
し
、
注
意

し
た
い
の
は
、
ラ
ス
キ
が
一
九
二
〇
年
代
の
時
点
で
既
に
、
国
内
的
な

秩
序
と
国
際
的
な
秩
序
の
強
い
連
関
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
を
促
し
て

い
る
点
で
あ
る
。

　

国
民
国
家
は
他
の
国
民
国
家
に
対
し
て
行
動
す
る
と
き
、
自
国
の

市
民
に
対
す
る
の
と
同
様
に
行
動
し
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

対
外
政
策
は
必
ず
、
対
内
政
策
の
反
射
で
あ
り
調
節
で
あ
る
。
国
内

に
奴
隷
制
が
あ
る
と
き
、
そ
の
国
家
の
戦
争
は
相
手
を
奴
隷
化
す
る

た
め
の
戦
争
で
あ
り
、
激
し
い
階
級
闘
争
が
あ
る
と
き
、
支
配
階
級

は
常
に
外
国
支
配
階
級
の
貿
易
を
制
約
し
妨
害
し
よ
う
と
努
め
る
。

…
…
国
家
の
国
内
的
な
生
活
に
お
け
る
対
立
の
根
絶
を
可
能
に
す
る

制
度
が
見
出
さ
れ
な
い
限
り
は
、
国
際
問
題
の
分
野
に
も
そ
れ
は
見

出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

）
51
（

。

　

こ
の
直
後
、
ラ
ス
キ
は
「
イ
ギ
リ
ス
人
に
弾
圧
さ
れ
た
イ
ン
ド
の
自

由
は
、
早
晩
そ
の
イ
ギ
リ
ス
人
を
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
を
破
壊
さ
せ

る
に
至
る
だ
ろ
う
」
と
の
バ
ー
ク
の
警
句
を
引
用
し
、
国
内
的
な
秩
序

と
国
際
的
な
秩
序
と
が
密
接
な
連
関
の
中
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
ラ
ス
キ
の
洞
察
が
、
国
際
的
な
平
和
的
秩
序

の
構
築
の
条
件
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
経
済
的
平
等
と

民
主
主
義
の
実
現
を
位
置
付
け
る
立
場
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
だ
。
国

内
政
治
と
国
際
政
治
が
否
応
な
く
相
関
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
民
主
主
義
的
な
秩
序
の
形
成
の
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り

国
内
的
な
民
主
主
義
の
実
現
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

事
実
、
ラ
ス
キ
の
こ
う
し
た
国
内
秩
序
と
国
際
秩
序
の
連
関
へ
の
洞

察
は
、
一
九
三
二
年
の
講
演
を
基
に
し
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
文
明

の
未
来
」
に
お
い
て
、
さ
ら
に
先
鋭
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
ラ

ス
キ
は
、
国
内
的
な
不
平
等
が
階
級
対
立
を
激
化
さ
せ
、
こ
れ
が
特
権

層
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
利
用
を
通
じ
た
帝
国
主
義
的
な
拡
張
政

策
に
結
び
付
く
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
帝
国
主
義
的
な
対
外
政
策
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が
、
相
互
浸
透
的
に
国
内
的
な
民
主
主
義
の
基
盤
を
掘
り
崩
し
て
い
く
、

い
わ
ば
帝
国
主
義
の
「
反
作
用
」
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
植
民
地
に
お
け
る
自
由
の
抑
圧
は
、
本
国
に
お
け
る
自
由
の

抑
圧
の
危
機
と
結
び
付
い
て
い
る
と
信
じ
る
。
…
…
私
が
重
大
な
意

義
を
見
出
す
の
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
総
督
会
議
の
二
人
の
合
法
的

な
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
、
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ン
と
、
フ
ィ
ッ
ツ
・
ジ
ャ

ム
・
ス
テ
フ
ァ
ン
と
が
、
イ
ン
ド
の
独
裁
政
治
を
経
験
し
て
か
ら
イ

ギ
リ
ス
へ
と
帰
っ
た
の
ち
、
彼
ら
が
民
主
主
義
に
対
す
る
熱
狂
的
な

批
判
者
に
変
化
し
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る

）
52
（

。

　

こ
う
し
て
ラ
ス
キ
は
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
は
、
国
際
的

な
側
面
だ
け
で
な
く
、
国
内
的
な
側
面
が
あ
る

）
53
（

」
と
述
べ
、
帝
国
主
義

の
国
内
的
な
影
響
力
に
注
意
を
促
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
単

純
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
問
題
視
す
る
こ
と
は
「
ピ
ン
ト
を

外
し
て
い
る

）
54
（

」
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
家
層
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
通
じ
た
帝
国
主
義
の
遂
行
は
、
人
々
に
対
す
る

理
性
的
で
平
和
的
な
教
育
の
不
在
、
つ
ま
り
人
々
の
無
知
に
支
え
ら
れ

て
お
り
、
「
そ
の
よ
う
な
人
々
の
無
知
を
作
り
出
し
た
原
因
は
、
イ
ギ

リ
ス
社
会
の
階
級
構
造
に
根
差
し
て
い
る

）
55
（

」
か
ら
だ
。
し
か
も
、
そ
う

し
た
階
級
対
立
は
、
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
さ
ら
に
激
化
し
、
暴
力
革
命

に
行
き
着
く
危
険
す
ら
あ
る
。
よ
っ
て
ラ
ス
キ
は
、
「
不
平
等
が
、
数

多
く
の
人
々
を
少
数
者
の
奴
隷
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
社
会
制
度
に

我
々
が
終
止
符
を
打
た
な
い
限
り
、
我
々
は
平
和
な
教
育
を
行
う
こ
と

は
で
き
な
い

）
56
（

」
と
述
べ
、
国
内
的
な
平
等
の
実
現
を
、
国
際
的
な
秩
序

の
形
成
へ
と
意
識
的
に
結
び
付
け
て
い
く
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
私
に
断
定
で
き
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
重
大
な

こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
経
済
的
平
等
が
民
主
政
治
を
存
続
さ
せ
る
た
め

に
必
要
な
条
件
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
経
験
に
よ
れ
ば
、

富
め
る
者
と
貧
し
い
者
と
の
闘
争
が
帝
国
主
義
、
あ
る
い
は
、
革
命

に
ま
で
発
展
す
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
方
法
と
し

て
は
、
私
の
知
る
限
り
、
経
済
的
平
等
し
か
な
い
。
そ
し
て
帝
国
主

義
と
革
命
の
い
ず
れ
も
、
理
性
的
な
生
活
と
両
立
し
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
双
方
と
も
暴
力
の
法
則
を
利
用
し
て
作
り
だ

さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ

）
57
（

。

　

こ
こ
に
き
て
ラ
ス
キ
は
、
単
な
る
主
権
批
判
に
留
ま
ら
ず
、
主
権
と

い
う
擬
制
を
必
要
と
し
て
い
る
、
更
に
基
底
的
な
社
会
的
な
不
平
等
の

存
在
に
注
目
す
る
。
よ
っ
て
一
九
三
三
年
の
「
平
和
の
経
済
的
基
礎
」

に
お
い
て
は
、
「
そ
の
国
内
で
平
等
を
否
定
す
る
社
会
は
、
そ
の
本
質

的
な
論
理
に
よ
っ
て
、
対
外
的
に
も
平
等
を
否
定
す
る
よ
う
運
命
付
け

ら
れ
て
い
る

）
58
（

」
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
不
平
等
の
構
造
が
民
主
主
義

の
欠
如
を
生
み
、
必
然
的
な
結
果
と
し
て
帝
国
主
義
的
な
拡
張
政
策
を
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も
た
ら
す
こ
と
が
、
改
め
て
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
帝
国
主
義
的
な

戦
争
の
根
絶
の
た
め
に
、
主
権
の
廃
棄
が
、
そ
し
て
そ
の
主
権
の
廃
棄

の
た
め
に
、
経
済
的
な
平
等
が
要
求
さ
れ
る
の
だ

）
59
（

。
こ
う
し
た
認
識
に

至
っ
た
ラ
ス
キ
が
、
総
力
戦
に
突
入
し
た
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
暴
力

革
命
な
し
に
平
等
主
義
的
な
社
会
変
革
を
目
指
す
「
同
意
に
よ
る
革
命 

R
evolution by C

onsent

」
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、

驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
は
、
総
力
戦
体
制
を

利
用
し
て
国
内
的
な
根
本
的
な
社
会
変
革
を
平
和
裡
に
実
現
す
る
こ
と

で
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
民
主
化
を
含
ん
だ
安
定
的
な
戦
後
秩
序
の
形
成
を

も
構
想
す
る
、
巨
視
的
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
提
示
す
る
試
み
だ
っ
た

）
60
（

。

そ
れ
は
、
帝
国
主
義
の
双
方
向
的
な
問
題
性
の
分
析
を
通
じ
て
、
平
和

的
な
社
会
変
革
の
方
法
を
追
い
求
め
た
ラ
ス
キ
が
行
き
着
い
た
、
必
然

的
な
到
達
地
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
こ
う
し
た
ラ
ス
キ
の
国
際
主
義
に
つ
い
て
、
二
つ
の
論
点

を
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
ラ
ス
キ
の
国
際
秩
序
構
想
を
一
瞥
し
て
、

真
っ
先
に
浮
か
ぶ
印
象
の
一
つ
が
、
こ
の
ラ
ス
キ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
議

論
が
、
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
と
し
て
批
判
し
た
、
両

大
戦
間
期
の
理
想
主
義
的
な
国
際
思
想
の
一
例
と
し
て
理
解
で
き
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。
事
実
、
ラ
ス
キ
自
身

も
自
身
の
議
論
の
持
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
が
、
あ
る
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ

ズ
ム
の
範
疇
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

）
61
（

。
し
か
し
興
味
深
い
の
は
、

カ
ー
の
「
広
域
秩
序
」
的
な
国
際
秩
序
構
想
と
ラ
ス
キ
の
そ
れ
と
が
、

多
く
の
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る

）
62
（

。
カ
ー
と
ラ
ス
キ
は
共
通

し
て
、
国
内
の
社
会
経
済
の
革
命
的
な
制
度
変
革
こ
そ
が
、
安
定
的
な

国
際
秩
序
を
築
く
何
よ
り
も
の
処
方
箋
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
カ
ー

は
、
そ
う
し
た
経
済
的
な
基
盤
に
手
を
加
え
ず
に
、
国
際
的
な
協
調
主

義
や
人
々
へ
の
啓
蒙
を
通
じ
て
平
和
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
考

え
を
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ん
で
批
判
し
た
の
で
あ
る

）
63
（

。
こ
の

点
、
国
内
的
な
不
平
等
の
克
服
を
持
っ
て
平
和
の
基
礎
と
し
た
ラ
ス
キ

は
、
そ
の
秩
序
構
想
が
い
か
に
理
想
主
義
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
こ

の
意
味
で
正
し
く
「
リ
ア
リ
ス
ト
」
だ
っ
た
と
言
え
る

）
64
（

。

　

第
二
に
、
ラ
ス
キ
の
国
内
秩
序
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
の
連
関
へ
の

洞
察
と
、
主
権
批
判
の
重
要
性
が
指
摘
で
き
る
。
ラ
ス
キ
は
、
帝
国
主

義
へ
の
批
判
的
な
洞
察
か
ら
、
本
来
的
に
競
合
的
な
概
念
で
あ
る
主
権

に
不
可
避
的
な
問
題
性
を
見
出
し
、
そ
の
克
服
の
た
め
の
経
済
的
な
平

等
の
追
求
を
通
じ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
主
主
義
的
秩
序
の
実
現
と
い
う

道
筋
を
ひ
き
出
し
て
み
せ
た
。
た
と
え
ば
、
Ｄ
・
ヘ
ル
ド
、
お
よ
び
Ｔ
・

ポ
ッ
ゲ
と
い
っ
た
現
代
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
達
は
、
国
家
の
主
権
に
関

し
て
は
、
こ
れ
が
制
限
さ
れ
た
枠
内
で
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
問
題

視
し
な
い
傾
向
に
あ
る

）
65
（

。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
ヘ
ル
ド
が
「
グ
ロ
ー
バ

ル
な
社
会
民
主
主
義
」
を
唱
導
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
環
境
問
題

や
南
北
格
差
の
問
題
な
ど
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
、
福
祉
国
家
的
な
一
国
的

な
生
活
保
障
の
代
替
案
を
示
さ
な
い
点
、
お
よ
び
同
じ
く
グ
ロ
ー
バ
ル

正
義
の
問
題
を
論
じ
る
ポ
ッ
ゲ
が
、
そ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
の



社会思想史研究　No. 36　2012

●　102

形
成
と
国
内
的
な
政
治
の
連
関
に
関
し
て
は
特
に
言
及
す
る
こ
と
の
少

な
い
点
に
関
連
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る

）
66
（

。
国
内
的
な
秩
序
と
国
際
的

な
秩
序
の
連
関
を
注
視
し
つ
つ
、
両
者
の
関
係
を
対
立
的
に
で
は
な
く

補
完
的
に
把
握
す
る
ラ
ス
キ
の
問
題
意
識
は
、
現
代
に
お
い
て
も
重
要

な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

終
わ
り
に

　

本
稿
は
、
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
が
、
そ
の
基
底
的
な
価
値
と
し

て
実
質
的
な
民
主
主
義
の
実
現
を
目
指
し
、
経
済
的
な
平
等
の
実
現
を

通
じ
た
実
質
的
な
自
由
の
保
障
が
、
こ
の
民
主
主
義
に
不
可
欠
で
あ
る

と
の
認
識
か
ら
、
こ
れ
を
阻
む
主
権
概
念
の
廃
棄
を
提
唱
し
、
最
終
的

に
は
世
界
的
な
連
邦
国
家
の
実
現
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
主
主
義
的

秩
序
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
後
期
の
彼
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
秩

序
の
変
革
の
条
件
と
し
て
、
国
内
的
な
民
主
主
義
の
実
現
を
戦
略
的
に

位
置
付
け
て
い
た
こ
と
、を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
ラ
ス
キ
の
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
主
権
批
判
は
、
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
彼
の
平
等
主
義

的
な
社
会
構
想
と
密
接
な
、
い
わ
ば
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
の
だ

と
言
え
る
。

　

最
後
に
、
こ
う
し
た
ラ
ス
キ
の
思
想
の
現
代
的
な
意
義
に
つ
い
て
若

干
の
論
点
を
提
示
し
よ
う
。
重
要
な
問
題
と
し
て
、
理
念
と
し
て
の
社

会
民
主
主
義
／
福
祉
国
家
の
思
想
の
再
検
討
の
必
要
性
が
指
摘
で
き
る
。

二
十
世
紀
政
治
の
決
定
的
な
対
立
点
と
し
て
、
冷
戦
崩
壊
ま
で
世
界
を

二
分
し
た
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
対
抗
関
係
が
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る

が
、
資
本
主
義
の
枠
内
に
お
い
て
も
、「
福
祉
国
家 w

elfare state

」
と
、

そ
れ
を
支
え
た
「
社
会
民
主
主
義 social dem

ocracy

」
と
い
う
形
で
、

社
会
主
義
の
試
み
は
存
在
し
た
。
冷
戦
崩
壊
後
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
に

よ
っ
て
自
由
主
義
の
勝
利
が
宣
言
さ
れ
、
左
派
が
マ
ク
ロ
な
社
会
制
度

構
想
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
支
柱
を
失
う
と
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
と
新

た
な
社
民
勢
力
で
あ
る
「
第
三
の
道
」
と
は
収
斂
し
、
現
代
の
政
治
・

社
会
理
論
は
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
社
会
構
想
に
関
し
て
隘
路
に
陥
り

つ
つ
あ
る
。
だ
が
、
二
〇
〇
八
年
の
金
融
危
機
以
降
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／

グ
ロ
ー
バ
ル
を
問
わ
な
い
貧
困
問
題
が
顕
在
化
す
る
状
況
に
あ
っ
て
、

「
市
場
か
国
家
か
」
と
い
う
二
項
対
立
で
は
捉
え
切
れ
な
い
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
し
た
市
場
や
社
会
と
多
様
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
、
新
た
な
国
家

モ
デ
ル
の
構
想
が
要
求
さ
れ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
た
と
え
ば
Ｓ
・
ウ
ォ
リ
ン
は
、
二
十
世
紀
の
「
社

会
民
主
主
義
」
が
、
も
は
や
資
本
主
義
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
で
は
な
く

そ
の
一
変
種
（variant

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
主
義
に
固
有
の
理
念

を
失
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た

）
67
（

。
そ
こ
で
は
、
福
祉
国
家
は
民
主
主
義
を

弱
体
化
さ
せ
、
権
力
へ
の
批
判
的
な
視
座
を
消
失
さ
せ
る
も
の
と
し
て

批
判
さ
れ
る
。
事
実
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
社
会
民
主
主
義
は
、
当

初
の
Ｇ
・
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
に
よ
る
社
会
民
主
連
盟
の
結
成
時
か
ら
帝
国

主
義
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
ち

）
68
（

、
後
に
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
よ
っ
て
定
式
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化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降

）
69
（

、
そ
し
て
Ａ
・
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
る
そ
の

市
場
主
義
的
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
至
る
ま
で
、
民
主
主
義
的
な
モ
メ
ン

ト
に
対
し
て
明
確
な
価
値
付
け
を
行
っ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
移
民

労
働
者
の
増
加
や
超
国
家
的
な
地
域
統
合
に
よ
っ
て
主
権
国
家
の
枠
組

み
が
相
対
化
さ
れ
る
中
、
新
た
な
「
社
会
民
主
主
義
／
福
祉
国
家
」
を

構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
多
元
的
な
民
主
主
義
の
枠
組
み
を
再
構
築

し
つ
つ
、
か
つ
て
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
生
命
線

）
70
（

」
で
あ
っ
た
国
境
を

越
え
た
連
帯
の
可
能
性
を
積
極
的
に
呼
び
込
む
こ
と
で
、
一
国
的
な
社

会
改
良
の
実
現
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
主
主
義
の
可
能
性
へ
と
接
続
さ

せ
る
、
新
た
な
回
路
を
開
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
、
二
十
世
紀
初
頭
、
市
場
の
失
敗
と
国
家
権
力
の
肥
大
と

い
う
二
つ
の
問
題
系
の
交
錯
点
で
、
近
代
国
家
の
変
革
と
グ
ロ
ー
バ
ル

な
民
主
主
義
秩
序
の
形
成
を
追
い
求
め
た
ラ
ス
キ
の
仕
事
は
、
二
十
一

世
紀
の
我
々
に
と
っ
て
も
有
益
な
も
の
を
数
多
く
秘
め
る
の
で
は
な
い

か
。

 

（
も
う
り
・
あ
き
ら
／
イ
ギ
リ
ス
政
治
・
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

た
と
え
ば
、H. A

. D
eane, Political Ideas of H

arold Laski, C
olum

bia 
U

n
iversity P

ress, 1955; B
. Z

ylstra, F
rom

 P
lu

ra
lism

 to 

C
ollectivism

: the D
evelopm

ent of H
arold Laski’s Political T

hought, 
A

ssen, 1968.

（
2
） 

た
と
え
ば
、D

eane, op.cit.; P. H
irst, “introduction ”, Studies in the 

Problem
s of Sovereignty, R

outledge, 1997

（1917

）. 

ま
た
ラ
ス
キ
の

革
命
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
に
お
け
る
社
会
変
革

の
方
法
―
―
議
会
主
義
と
革
命
主
義
の
は
ざ
ま
で
」
『
政
治
思
想
研
究
』

第
一
一
号
、
風
行
社
、
二
〇
一
一
年
、
四
三
〇
―
四
六
五
頁
。

（
3
） ラ
ス
キ
の
最
大
の
批
判
者
で
あ
る
デ
ィ
ー
ン
も
、
ラ
ス
キ
が
画
一
的
な
平

等
主
義
を
明
確
に
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
ラ
ス
キ
の
構
想
が
「
あ

ま
り
平
等
主
義
的
で
な
い
」
（D

eane, op.cit., p. 112

）
事
実
を
指
摘
し

て
い
る
。
し
か
し
デ
ィ
ー
ン
の
場
合
、
こ
れ
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
を
標

榜
し
た
ラ
ス
キ
の
一
貫
性
の
無
さ
の
証
左
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
、
そ
の
構

想
の
内
実
が
積
極
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
4
） Laski, Liberty in the M

odern State, G
eorge A

llen and U
nw

in, 
1948

（1930

）, p. 51.

（
5
） 

た
と
え
ば
、D. D

rezner, A
ll Politics is G

lobal: E
xplaining International 

Regulatory Regim
es, Princeton U

niversity Press, 2007; M
. W

olf,  
W

hy G
lobalization W

orks, Yale U
niversity Press, 2004.

（
6
） 

同
様
の
指
摘
は
、
早
川
誠
『
政
治
の
隘
路
』
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
、
第

一
章
。

（
7
） ラ
ス
キ
初
の
体
系
的
な
著
作
『
政
治
学
大
綱
』
は
、
序
文
に
「
一
九
一
五

年
に
始
め
ら
れ
た
努
力
を
完
成
さ
せ
る
も
の
」
（Laski, “Preface to the 

1st edition ”, a G
ram

m
ar of Politics, R

outledge, 1997

（1925

）
）
と

あ
る
よ
う
に
、
初
期
か
ら
の
主
権
批
判
と
新
た
な
国
家
の
構
想
を
併
存
さ

せ
て
お
り
、
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
多
元
主
義
か
ら
の
撤
退
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
思
想
の
発
展
的
な
完
成
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
研
究
史
上
焦

点
と
な
っ
て
き
た
ラ
ス
キ
思
想
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
は
、
前
述
の

デ
ィ
ー
ン
を
嚆
矢
と
す
る
国
内
外
の
先
行
研
究
の
多
く
が
、
多
少
の
異
同

は
あ
り
つ
つ
も
、
主
に
一
九
三
〇
年
代
を
転
機
に
ラ
ス
キ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム

へ
の
危
機
感
か
ら
急
速
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
接
近
し
、
決
定
的
な
思
想
的

転
回
を
果
た
し
た
と
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
（C

f. Zylstra, op.cit.; 

関
義
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彦
『
現
代
国
家
に
お
け
る
自
由
と
革
命
』
春
秋
社
、
一
九
五
二
年
）
、
本

稿
は
、
初
期
の
「
多
元
主
義
的
」
な
著
作
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の

批
判
的
な
共
感
、
お
よ
び
後
期
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
な
著
作
に
お
け

る
多
元
主
義
的
な
要
素
の
堅
持
に
着
目
す
る
。
つ
ま
り
、
ラ
ス
キ
は
一
九

三
〇
年
代
を
境
に
そ
の
理
論
的
な
強
調
点
を
変
化
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、

あ
く
ま
で
そ
の
思
想
的
な
連
続
性
を
保
持
し
て
い
る
（C

f. Lam
b, op.cit.; 

小
松
敏
弘
『
現
代
世
界
と
民
主
的
変
革
の
政
治
学
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
。

特
に
、
徹
底
し
た
多
元
主
義
の
追
求
と
、
現
実
の
国
家
の
階
級
構
造
を
認

識
し
た
う
え
で
の
規
範
的
な
国
家
の
構
想
と
い
う
、
ラ
ス
キ
の
思
想
を
貫

く
モ
テ
ィ
ー
フ
の
両
輪
が
、
一
般
に
ラ
ス
キ
が
「
変
節
」
し
た
と
さ
れ
る

一
九
三
〇
年
代
以
前
に
お
い
て
明
確
に
看
取
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
『
政

治
学
大
綱
』
の
詳
解
は
非
常
に
重
要
な
作
業
で
あ
る
。

（
8
） Laski, a G

ram
m

ar of Politics, pp. 24-196. 

ラ
ス
キ
の
言
う
「
公
正
な

報
酬
原
理
」
と
は
、
第
一
に
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
十
分
な
生
活
の
手
段
に

ア
ク
セ
ス
で
き
る
権
利
を
持
つ
こ
と
、
第
二
に
、
そ
う
し
た
基
準
が
満
た

さ
れ
た
上
で
、
社
会
の
共
通
の
善
に
か
な
う
差
異
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
、

と
定
式
化
さ
れ
る
（ibid., pp. 197-200

）
。
ラ
ス
キ
は
、
特
権
を
排
除
し

て
各
人
に
平
等
な
自
由
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
社
会
全
体
の
利
益
に
資

す
る
場
合
に
の
み
、
報
酬
の
差
異
、
不
平
等
を
認
め
る
。
ま
た
、
経
済
的

な
サ
イ
ク
ル
を
前
提
と
す
る
産
業
社
会
は
、
必
然
的
に
失
業
や
傷
害
、
疾

病
の
リ
ス
ク
の
社
会
的
な
管
理
を
要
求
し
、
社
会
保
障
制
度
を
通
じ
た
セ

イ
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
の
整
備
が
重
要
性
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
ラ
ス

キ
の
議
論
と
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
も
の
と
し

て
、D

. R
uncim

an, Pluralism
 and Personality of State, C

am
bridge 

U
niversity Press, 1997.

（
9
） Laski, a G

ram
m

ar of Politics, p. 94.

（
10
） 

た
と
え
ば
ツ
イ
ル
ス
ト
ラ
は
、
ラ
ス
キ
が
「
共
同
善
に
関
す
る
キ
リ
ス
ト

教
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
拒
否
し
た
」
（Zylstra, op.cit., p. 193

）

と
表
現
す
る
。

（
11
） D. N

icholls, T
hree Varieties of Pluralism

, M
acm

illan Press Ltd., 
1974.

（
12
） Laski, a G

ram
m

ar of Politics, pp. 144-145.

（
13
） 

事
実
、
ラ
ス
キ
自
身
も
こ
う
し
た
危
険
性
を
認
め
て
、
た
と
え
ば
再
版
第

四
版
へ
の
序
文
等
、
幾
度
か
修
正
を
試
み
て
い
る
（ibid., p. xii

）
。

（
14
） 

ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
特
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
ラ
ス
キ
へ
の
影

響
に
つ
い
て
は
、
中
谷
義
和
「
初
期
ラ
ス
キ
と
ア
メ
リ
カ
政
治
学
」
『
政

策
科
学
』
一
三
巻
三
号
、
立
命
館
大
学
政
策
科
学
会
、
二
〇
〇
六
年
、
一

四
七
―
一
六
四
頁
。
同
時
代
的
な
同
様
の
指
摘
と
し
て
は
、K

. C
. H

siao , 
Political Pluralism

, K
agan Paul, 1927.

（
15
） こ
の
時
期
の
政
治
的
多
元
主
義
が
共
通
し
て
抱
え
て
い
た
社
会
秩
序
に
関

す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、J. B

artelson,  T
he C

ritique of T
he State, 

C
am

bridge U
niversity Press, 2001, C

h. 3-4.

（
16
）  Laski, a G

ram
m

ar of Politics, pp. 22-28. 

デ
ィ
ー
ン
は
こ
の
「
骨
格
」

と
い
う
比
喩
に
注
目
し
、
多
元
主
義
か
ら
の
後
退
と
批
判
す
る
が
（D

eane, 
op. cit., p. 80

）
、
こ
れ
は
ラ
ス
キ
が
直
後
に
「
し
か
し
人
間
の
体
の
生
命

は
そ
れ
を
支
え
て
い
る
骨
格
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
と
同
じ
く
、
国
家
の

意
志
と
社
会
の
意
志
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
」
と
付
言
し
て
い
る
こ
と
を
、

お
そ
ら
く
は
意
図
的
に
無
視
し
て
い
る
。

（
17
） Laski, a G

ram
m

ar of Politics, pp. 28-39.

（
18
） ibid., pp. 247-248.

（
19
） ibid., p. 260.

（
20
） ラ
ス
キ
の
こ
の
個
人
主
義
的
な
服
従
理
論
は
、
同
時
代
に
も
ア
ナ
ー
キ
ー

を
惹
起
す
る
も
の
と
批
判
さ
れ
（C

f. W
. Y. E

lliot, “T
he Pragm

atic 
Politics of M

r. H
. J. Laski ”, A

PSR
 18, 1924, pp. 252-275

）
、
後
年

ラ
ス
キ
自
身
も
国
家
の
統
合
の
機
能
に
対
し
て
深
い
疑
念
を
持
つ
こ
と
と

な
る
。
し
か
し
、
留
意
す
べ
き
は
、
お
し
な
べ
て
グ
リ
ー
ン
の
影
響
下
に
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あ
っ
た
十
九
世
紀
末
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
の
諸
潮
流
の
中
で
、
社
会
改
良
と

い
う
問
題
意
識
を
共
有
し
つ
つ
も
、
Ｌ
・
Ｔ
・
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
や
Ｅ
・
バ
ー

カ
ー
と
い
っ
た
論
者
よ
り
も
一
世
代
遅
れ
て
思
想
形
成
を
果
た
し
た
ラ
ス

キ
が
、
巨
大
な
大
衆
社
会
の
成
立
を
前
に
、
も
は
や
先
験
的
な
「
共
同
善
」

の
観
念
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
時
代
的
な
事
実
で

あ
ろ
う
。

（
21
） Laski, a G

ram
m

ar of Politics, p. 264.

（
22
） ibid., pp. 137-138.

（
23
） ibid., pp. 324-325.

（
24
） ibid., pp. 308-310.

（
25
） ibid., pp. 335-341.

（
26
） ibid., p. 489.

（
27
） ibid., p. 505.

（
28
） ibid., p. 437.

（
29
） ibid., p. 440.

（
30
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述
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R
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史

研
究
』
三
省
堂
、
一
九
九
二
年
、
第
六
章
。
特
に
モ
ア
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、

ラ
ス
キ
の
批
判
者
で
あ
る
デ
ィ
ー
ン
か
ら
擁
護
者
で
あ
る
ラ
ム
に
至
る
ま

で
広
く
共
有
さ
れ
た
、
「
ラ
ス
キ
の
帝
国
主
義
論
は
レ
ー
ニ
ン
の
単
純
な

模
倣
で
あ
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。
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発
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し
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い
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王
領
植
民
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の
よ
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な
代
表
機
構
を
持
た

な
い
も
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、
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し
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「
規
模
が
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さ
い
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口
希
薄
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た
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領
土
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吸
収
さ
れ
る
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の
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Ａ
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。
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。
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問
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す
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。
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概
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築
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。
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。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
ハ
ロ
ル
ド
・
Ｊ
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／
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／
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／
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。
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Ａ
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潤
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追
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史
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は
じ
め
に
―
―
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
政
治
の
問
い

　

「
倫
理
」
を
「
第
一
哲
学
」
と
呼
ぶ
一
方
、「
政
治
」
に
つ
い
て
は
「
政

治
は
後
で
」
と
述
べ
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
哲
学
者
エ
マ
ニ
ュ

エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
「
政
治
思
想
」
や
「
政
治
哲
学
」
と

呼
ぶ
に
た
る
思
想
を
見
い
だ
す
の
は
ほ
と
ん
ど
困
難
で
あ
る
。
だ
が
、

す
で
に
多
く
の
研
究
が
示
す
と
お
り

）
1
（

、
こ
の
こ
と
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お

い
て
「
政
治
」
が
単
に
周
縁
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
。

　

最
初
期
か
ら
「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
」
を
思
想
的
に
問
い
た
だ
す
こ
と
を

怠
ら
な
か
っ
た
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の

世
界
に
お
け
る
「
正
し
い
政
治
」
の
要
請
に
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
一
端
は
、
た
と
え
ば
、
あ
る
強
制
収
容
所
の
裁
判
に
つ
い
て
書
か

れ
た
一
九
五
四
年
の
短
い
テ
ク
ス
ト
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ヒ

ト
ラ
ー
主
義
」
の
経
験
に
触
れ
た
後
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
法
を
作
る
こ
と
、
理
性
的
な
制
度
を
創
設
す
る
こ
と

〔
…
…
〕
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
に
と
っ
て
比
類
の
な
い
機
会
で
あ
る

）
2
（

」
。

　

他
方
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
の
特
徴
は
、
政
治
的
な
も
の
に

対
し
て
批
判
的
な
距
離
を
と
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
十
分
可

能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
と
り
わ
け
そ
の
第
一
の
主
著
『
全
体
性

と
無
限
』
に
顕
著
で
あ
る
。
「
政
治
」
で
は
な
く
「
道
徳
」
こ
そ
「
戦

争
の
恒
常
的
な
可
能
性
を
垣
間
見
る
」
た
め
の
「
明
晰
さ
」
を
保
つ
に

ふ
さ
わ
し
い
と
説
く
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
同
著
が
提
示
す
る
の
は
、「
政

〈
公
募
論
文
〉

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
倫
理
と
政
治

【
プ
ラ
ト
ン
と
の
対
話
と
「
も
う
一
つ
の
ア
ル
ケ
ー
」】

渡
名
喜
庸
哲
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治
」
は
「
全
体
性
」
の
秩
序
に
位
置
づ
け
ら
れ
〈
同
〉
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

に
立
脚
す
る
の
に
対
し
、
「
倫
理
」
こ
そ
が
根
源
的
「
平
和
」
に
お
け

る
他
者
と
の
対
面
関
係
を
描
き
出
す
と
い
う
構
図
で
あ
っ
た

）
3
（

。

　

た
だ
し
、
政
治
の
領
域
で
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
「
理
性
的
な
制
度
」
の

探
求
と
い
う
課
題
は
、
第
二
の
主
著
『
存
在
の
彼
方
へ
』
第
五
章
以
降
、

「
正
義
論
」が
担
う
べ
き
課
題
と
し
て
検
討
し
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
自
ら
の
存
在
へ
の
固
執
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
的
モ
テ
ィ
ー
フ
、
あ
る

い
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
と
い
う
利
己

主
義
的
観
念
が
西
洋
哲
学
に
お
け
る
政
治
に
対
す
る
考
え
方
を
統
べ
て

い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
、
「
他
者
へ
の
責
任
」
の
倫
理
に

由
来
す
る
「
正
義
」
と
い
う
観
念
か
ら
出
発
し
て
政
治
的
な
も
の
は
検

討
し
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
4
（

。

　

こ
の
よ
う
な
展
開
を
受
け
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
政
治
の
問
題
と

い
う
主
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば

ホ
ッ
ブ
ズ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
っ
た
政
治
思
想
史
と
の
関
連
や

）
5
（

、
政
治
理

論
と
し
て
の
そ
の
実
効
性

）
6
（

、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
宗
教
観
な
い
し
政
治

観
と
の
関
連
等
を
め
ぐ
っ
て
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た

）
7
（

。
た
だ
し
、
全
般

的
な
関
心
は
、
と
り
わ
け
『
存
在
の
彼
方
へ
』
の
「
正
義
論
」
を
主
た

る
参
照
項
と
し
、
倫
理
の
次
元
か
ら
、「
第
三
者
」
の
出
現
に
と
も
な
い
、

政
治
的
な
も
の
の
次
元
で
あ
る
こ
の
「
正
義
」
の
領
域
が
い
か
に
し
て

生
じ
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

）
8
（

。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
の
眼
目
は
、
何
ら
か
の
政
治
哲
学
の
構

築
で
は
な
く
、
政
治
的
な
も
の
に
対
し
批
判
的
な
距
離
を
と
り
、
そ
の

必
要
性
な
い
し
正
当
性
を
、
政
治
の
次
元
で
は
な
く
、
倫
理
の
次
元
に

求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
大
方
の
共
通
理
解
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
を
考
え
る
た
め
に
は
、

一
種
の
両
義
性
、
す
な
わ
ち
、
政
治
的
な
も
の
と
倫
理
的
な
も
の
の
錯

綜
関
係
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

）
9
（

。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
の
流
れ
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
本
稿
が
注
目
し
た

い
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
倫
理
的
な
も
の
と
政
治
的
な
も
の
の

峻
別
の
発
端
に
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
関
心
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
は
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
ど
の
よ
う
に
政
治
的
な
も
の
を
主
題
化
す
る
に
い
た
っ
た
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
前
提
と
な
る
議
論
が
欠
け

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

ま
ず
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
要
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
政
治
観
の
両
義
性
に
着
目
し
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る

理
論
的
視
座
が
、
一
九
五
三
年
の
論
文
「
自
由
と
命
令
」
に
見
い
だ
さ

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
第
一
に
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
と
倫
理
的
な
も
の
の
峻
別
は
、

プ
ラ
ト
ン
の
政
治
思
想
と
の
対
話
を
通
じ
て
練
り
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た

と
い
う
点
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
の
目
的
は
、
政
治
的
な
「
ア
ル
ケ
ー
」

と
は
別
の
「
も
う
一
つ
の
ア
ル
ケ
ー
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
探
求
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
業
に
よ
っ
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て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
政
治
と
倫
理
の
関
係
に
つ
い
て
も
新
た
な

理
解
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

一　

『
全
体
性
と
無
限
』
か
ら
「
自
由
と
命
令
」
へ 

 
 

―
―
「
専
制
」
と
「
プ
ラ
ト
ン
問
題
」

　

政
治
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
姿
勢
の
両
義
性
は
と
り
わ

け
『
全
体
性
と
無
限
』
の
た
だ
な
か
で
鮮
明
に
現
れ
て
い
た
。

　

一
方
で
、
『
全
体
性
と
無
限
』
は
政
治
的
な
も
の
を
お
し
な
べ
て
退

け
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
次
の
二
つ
の
節
に
は
、

政
治
制
度
の
必
要
性
に
関
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
が
み
て
と
ら
れ
る
。

　

客
観
的
裁
き
は
理
性
的
な
制
度
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
発
せ

ら
れ
る
〔
…
…
〕
。
そ
れ
は
、
意
志
に
客
観
的
な
意
味
を
回
復
し
て

く
れ
る
普
遍
的
な
法
に
、
主
観
的
な
意
志
が
従
属
す
る
こ
と
に
存
す

る
。
〔
…
…
〕
し
た
が
っ
て
、
意
志
は
、
公
的
秩
序
に
よ
っ
て
映
し

出
さ
れ
る
こ
と
で
、
法
の
普
遍
性
が
保
証
す
る
平
等
性
に
お
い
て
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
（T

I 219

）

　

〈
他
人
〉
の
顔
が
わ
れ
わ
れ
を
第
三
者
と
の
関
係
に
置
く
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
〈
自
我
〉
と
〈
他
人
〉
と
の
形
而
上
学
的
関
係
は
、
〈
わ

れ
わ
れ
〉
と
い
う
形
態
へ
と
流
れ
込
み
、
国
家
、
制
度
、
そ
し
て
普

遍
性
の
源
泉
で
あ
る
法
を
希
求
す
る
。
（T

I 276

）

　

こ
こ
で
は
、
普
遍
的
な
法
を
備
え
た
政
治
制
度
が
、
「
理
性
的
」
制

度
と
し
て
、
「
平
等
性
」
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
率
直
に
認

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
、「
第
三
者
」
を
媒
介
に
し
て
、

〈
自
我
〉
と
〈
他
人
〉
の
倫
理
的
二
者
関
係
が
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
次
元

へ
と
開
か
れ
る
と
い
う
後
年
の
主
張
の
概
略
が
、
す
で
に
素
描
さ
れ
て

い
る
と
言
う
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
、
他
方
で
、
『
全
体
性
と
無
限
』
で
は
、
こ
う
し
た
「
普
遍
性

の
源
泉
」
た
る
法
制
度
へ
の
訴
え
が
す
ぐ
さ
ま
転
覆
さ
せ
ら
れ
る
と
い

う
点
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
の
引
用
そ
れ
ぞ
れ
に
続
い
て
、

普
遍
的
な
法
制
度
を
「
専
制
」
と
呼
ん
で
拒
否
す
る
か
の
よ
う
な
指
摘

が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が

0

0

、
意
志
は
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
専
制

0

0

0

0

0

0

0

（tyrannie

）
を
認
め
る
。

す
な
わ
ち
、
疎
外
さ
れ
、
人
間
に
と
っ
て
す
で
に
異
質
と
な
っ
た
作

品
の
専
制
で
あ
る
〔
…
…
〕
。
粗
暴
な
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
は

い
え
、
非
人
間
的
秩
序
た
る
普
遍
的
な
も
の
、
非
人
称
的
な
も
の
の

専
制
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
（T

I 219. 

以
下
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者

に
よ
る
）

　

だ
が

0

0

、
そ
れ
自
身
に
委
ね
ら
れ
た
政
治
は
自
ら
の
う
ち
に
専
制

0

0

を

含
み
も
つ
。
政
治
は
そ
れ
を
呼
び
求
め
た
自
我
と
〈
他
者
〉
と
を
変
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形
さ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
を
普
遍
的
な
規
則
に
従
っ
て
、
さ

ら
に
欠
席
裁
判
で
裁
く
か
ら
で
あ
る
。
（T

I 276

）

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
政
治
観
は
、
前
二
者
と
後
二
者
の
引
用
の
あ
い
だ
の

「
だ
が
」
と
い
う
接
続
詞
が
凝
縮
す
る
一
種
の
両
義
性
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
両
義
性
を
、
す
な
わ
ち
倫
理
的

な
も
の
と
政
治
的
な
も
の
の
両
義
性
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

後
二
者
は
自
我
と
他
者
の
単
独
性
を
尊
重
す
る
倫
理
の
立
場
で
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
す
る
と
政
治
の
普
遍
的
秩
序
は
「
粗
暴
な
も
の
か
ら
区
別
さ

れ
る
と
は
い
え
」
専
制
的
な
も
の
と
映
る
。
こ
れ
に
対
し
前
二
者
は
、

他
者
と
の
二
元
的
関
係
に
お
い
て
は
看
過
さ
れ
る
平
等
性
を
保
証
す
る

た
め
に
法
の
普
遍
性
を
求
め
る
、
と
い
う
政
治
の
立
場
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
議
論
が
両
義
的
で
あ
る
の
は
、
政
治
制
度
の
必
要
性
と
専
制
の
可

能
性
と
が
同
じ
論
拠
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
。
す
な

わ
ち
一
方
で
、
法
制
度
が
必
要
な
の
は
、
そ
れ
が
理
性
的
で
あ
り
普
遍

的
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
、
そ
れ
が
専
制
的
な
の
も
ま
た
そ
れ

が
普
遍
的
だ
か
ら
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
政
治
観
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ
に
現
れ
た
両
義
性
を
整
合
的
に
理
解
す
る
筋

道
を
つ
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
本
稿
は
、
後

半
の
二
つ
の
引
用
の
い
ず
れ
に
も
見
ら
れ
る
「
専
制
」
と
い
う
語
に
注

目
し
た
い
。
ど
う
し
て
法
の
普
遍
性
を
有
し
た
政
治
制
度
は
、
「
専
制
」

と
同
一
視
さ
れ
う
る
の
か
。

　

さ
し
あ
た
り
確
認
で
き
る
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
政
治
思
想
史
に

言
及
し
た
り
特
定
の
歴
史
的
な
事
象
に
言
及
し
た
り
す
る
こ
と
で
何
ら

か
の
政
体
論
を
行
な
う
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
「
専
制
」
と
い
う
表
現
は
、
倫
理
の
立
場
か
ら
の
政
治
的
な
も
の
の

告
発
を
強
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
単
な
る
比
喩
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
表
現
は
、
実
の
と
こ
ろ
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
政
治
的
な

も
の
に
関
す
る
言
及
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
現
れ
て
い
る
だ
け
に

）
10
（

、

い
っ
そ
う
子
細
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上

の
引
用
に
は
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
あ
り
、
あ
た
か
も
そ
れ
ぞ
れ
区

別
す
べ
き
二
つ
の
「
専
制
」が
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、『
全

体
性
と
無
限
』
を
見
渡
し
て
も
、
二
つ
の
専
制
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
以
下
、
特
に
「
も
う
一
つ
」

の
専
制
と
は
何
か
と
い
う
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
政
治

批
判
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
こ
で
思
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
さ
に
「
専

制
」
と
い
う
主
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張

で
あ
る
。
『
専
制
に
つ
い
て
』
と
題
さ
れ
た
著
作
に
お
い
て
、
シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
は
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
『
ヒ
エ
ロ
ン
』
に
「
古
典
的
な
専
制
」

の
モ
デ
ル
を
認
め
つ
つ
、
「
専
制
」
と
い
う
現
象
を
、
現
代
の
政
治
学

が
把
握
し
え
な
い
、
「
政
治
的
生
の
起
源
そ
の
も
の
に
現
れ
る
危
険
」
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と
し
て
捉
え
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
た
の
だ
っ
た

）
11
（

。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が

「
そ
れ
自
身
に
委
ね
ら
れ
た
政
治
」
に
「
専
制
」
と
い
う
形
象
を
見
い

だ
し
た
と
き
、
ア
プ
ロ
ー
チ
は
異
な
る
と
は
い
え
、
同
様
の
認
識
を
共

有
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
「
専
制
」

を
問
題
に
す
る
こ
と
で
、
「
政
治
的
生
の
起
源
」
を
な
し
て
い
る
も
の

が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
専
制
」
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で

考
察
し
て
い
る
の
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
著
作
の
公
刊
と
ほ
ぼ
同
時
期
、

五
三
年
の
論
文
「
自
由
と
命
令
」
に
お
い
て
で
あ
る

）
12
（

。
こ
の
論
文
は
、

こ
れ
ま
で
『
全
体
性
と
無
限
』
を
準
備
す
る
論
考
の
一
つ
と
み
な
さ
れ

て
は
き
た
も
の
の

）
13
（

、
こ
の
主
著
と
の
関
連
で
子
細
に
検
討
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
論
文
は
、
以
下
詳
述
す
る
よ
う
に
、
『
全

体
性
と
無
限
』
の
専
制
に
つ
い
て
の
考
え
に
土
台
を
提
供
す
る
ば
か
り

で
な
く
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
「
政
治
哲
学
」
の
伝
統
に
対
し
て
い
か

な
る
立
場
を
定
め
る
の
か
を
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
そ
こ
か
ら
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
政
治
哲
学
」
の
伝

統
と
の
対
決
と
い
う
課
題
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
宛
先
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ

や
ヘ
ー
ゲ
ル
以
上
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る

）
14
（

。

　

ち
な
み
に
、
五
十
年
代
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
、

後
年
の
主
著
が
惹
起
す
る
よ
う
な
「
存
在
の
彼
方
」
と
い
う
主
題
で
は

な
く
、
ま
さ
し
く
政
治
の
問
題
に
関
心
を
払
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
自

由
と
命
令
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
あ
る
覚
書
か
ら
も

う
か
が
え
る
。
「
プ
ラ
ト
ン
問
題
と
政
治
的
生
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
覚

書
は
、
同
主
題
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
書
誌
情
報
を
記
載
し
て
い
る
だ

け
な
の
だ
が

）
15
（

、
そ
れ
で
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関
心
の
所
在
を
示
す
に
は
十

分
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
諸
著
作
の
該
当
頁
を
見
る
と
、

プ
ラ
ト
ン
の
生
涯
お
よ
び
思
想
に
お
い
て
は
政
治
に
対
す
る
関
心
が
支

配
的
だ
っ
た
と
す
る
解
釈
、
な
い
し
は
そ
れ
を
裏
づ
け
る
プ
ラ
ト
ン
自

身
の
言
葉
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
覚
書
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お

け
る
「
政
治
的
生
」
に
関
す
る
書
誌
情
報
の
メ
モ
に
と
ど
ま
り
、レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
こ
う
し
た
プ
ラ
ト
ン
解
釈
に
賛
同
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
定

か
で
は
な
い
。
だ
が
「
自
由
と
命
令
」
こ
そ
、レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
「
プ

ラ
ト
ン
問
題
と
政
治
的
生
」
と
い
う
課
題
に
ど
の
よ
う
に
接
近
し
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

二　

「
自
由
と
命
令
」
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
と
の
対
話 

 
 

―
―
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
は
何
か

　

「
自
由
と
命
令
」
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
一
貫
し
て
「
命
令

（com
m

andem
ent

）
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
掘
り
下
げ
て
い
る
。

と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
論
文
冒
頭
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
他

な
る
「
意
志
に
働
き
か
け
る
こ
と
」
、
し
か
も
「
外
的
か
つ
独
立
し
た
」

意
志
に
働
き
か
け
る
こ
と
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
命
令
」
で
あ
る
（LC 

29

）
。
と
こ
ろ
で
、
「
外
的
か
つ
独
立
し
た
実
在
と
は
自
由
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
命
令
」
と
は
、
他
者
の
「
自
由
」
に
対
し
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働
き
か
け
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
他
者
の
「
自
由
」
を
妨
げ
ず
、
そ

れ
と
両
立
し
う
る
よ
う
な
「
命
令
」
は
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
い

か
な
る
も
の
か
―
―
こ
れ
が
「
自
由
と
命
令
」
を
貫
く
問
い
で
あ
る
。

そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
論
考
は
、
少
な
く
と
も
外
形
上

は
プ
ラ
ト
ン
と
の
対
話
と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
こ
の
問
い
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
、
そ
の
こ
と
で
も
っ
て
政
治
的
な
も
の
と
倫
理
的
な
も
の
の

構
造
的
な
差
異
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
こ
の
論
文
は
、
「
命
令
」
を
め
ぐ
る
問
題
へ
の
返
答
を
プ
ラ

ト
ン
か
ら
い
く
つ
か
引
き
出
し
、
こ
れ
を
逐
一
批
判
的
に
検
討
す
る
こ

と
を
そ
の
筋
道
と
し
て
い
る
。
ま
ず
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
議
論
の
足
掛
か
り

と
す
る
の
は
『
国
家
』
篇
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

　

一
般
に
ど
の
よ
う
な
種
類
の
支
配
的
地
位
に
あ
る
者
で
も
、
い
や

し
く
も
支
配
者
（archon

）
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
決
し
て
自
分
の

た
め
の
利
益
を
考
え
る
こ
と
も
命
じ
る
こ
と
も
な
く
、
支
配
す
る
も

の
の
利
益
に
な
る
事
柄
を
こ
そ
、
考
察
し
命
令
す
る
の
だ
。
（342

）
16
（e

）

　

こ
の
一
節
は
、
『
国
家
』
第
一
巻
の
「
正
義
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
な

か
で
、
「
正
義
と
は
強
い
者
の
利
益
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
ト
ラ

シ
ュ
マ
コ
ス
の
説
に
反
論
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
支
配
者
の
利
益
と
は
強

者
に
と
っ
て
の
利
益
で
は
な
く
被
支
配
者
に
と
っ
て
の
利
益
に
あ
る
と

説
く
箇
所
に
見
ら
れ
る
。
通
常
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
利
益
の
問
題

と
し
て
の
正
義
、
あ
る
い
は
正
し
い
支
配
に
お
け
る
治
者
と
被
治
者
と

の
関
係
と
い
っ
た
点
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
注
目

す
る
の
は
そ
こ
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
語
を
載
せ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
支
配
者
（archon

）
」
が
い
か
に
「
支
配
＝
命

令
す
る
（archein

）
」
の
か
、
こ
の
「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
と
は
い
か
な
る

事
態
か
を
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
命
令
」
と
は
、
そ
も
そ
も
他
律
的
で
あ
り
、
他
者

の
意
志
に
対
し
て
外
的
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
こ

で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
言
う
「
命
令
」
は
、
自
律
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
合

理
的
な
思
惟
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
注
目
す
る
の

で
あ
る
。
上
の
一
節
を
比
較
的
自
由
に
引
用
し
た
後
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

　

命
令
の
見
か
け
上
の
他
律
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
自
律
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
も
命
令
す
る
こ
と
の
自
由
は
盲
目
的
な
力
で
は

な
く
、
合
理
的
な
思
惟
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
意
志
が
他
の
意
志
か

ら
命
令
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
ら
の
う
ち
に
こ
の
命

令
を
見
い
だ
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
命
令
の
外
部
性
は
内
部
性

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。
（LC 30

）

　

こ
の
合
理
的
思
惟
に
基
づ
く
が
ゆ
え
に
「
支
配
＝
命
令
」
は
実
は
外

的
強
制
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
ず
、
自
由
と
命
令
と
が
共
存
し
う
る
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―
―
こ
れ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
か
ら
引
き
出
す
第
一
の
返
答
で

あ
る
と
ひ
と
ま
ず
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
」（LC 31

）
。レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
を
追
い
な
が
ら
さ
ら
に
問
う
。
こ
う
し
た
合
理
的

命
令
と
い
う
発
想
は
、
専
制
的
な
支
配
へ
と
反
転
す
る
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
思
惟
の
自
由
そ
れ
自
体
、
思
惟
の
自
由
と
し

て
の
思
惟
の
自
由
、こ
れ
は
専
制
の
意
識
と
な
る
。
哲
人
王
の
合
理
的
支

配
の
傍
ら
に
、
専
制
僭
主
の
支
配
が
現
れ
る
の
で
あ
る
」（LC 31

）
。
哲
人

王
が
、
合
理
的
支
配
を
構
想
し
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
専
制
僭
主
の
自
由
と

異
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
専
制
僭
主
こ
そ
が「
真
の
活
動
」
を
行
な

え
る「
唯
一
自
由
な
存
在
」と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
（LC 31

）
。

　

こ
の
よ
う
な
見
方
は
と
り
た
て
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
流
れ
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
「
権

威
」
に
つ
い
て
の
ギ
リ
シ
ャ
的
、
と
り
わ
け
プ
ラ
ト
ン
的
な
考
え
方
を

考
察
す
る
と
き
の
身
振
り
に
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
権

威
」
は
「
人
々
が
自
ら
の
自
由
を
保
つ
よ
う
な
従
属
」
を
要
請
す
る
と

す
る
ア
レ
ン
ト
の
議
論
に
は
、
実
際
、
他
者
の
自
由
と
共
存
し
う
る
「
命

令
」
を
探
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関
心
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
も
、

ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
ギ
リ
シ
ャ
思
想
に
お
い
て
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
国

家
』
ほ
ど
権
威
の
概
念
に
密
接
に
接
近
し
た
も
の
は
な
い
」
。
と
い
う

の
も
、
「
そ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
は
、
ポ
リ
ス
の
現
実
を
、
哲
人
王
の
人
格

に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
理
性
の
支
配
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
」
か
ら

で
あ
る

）
17
（

。
こ
の
「
理
性
の
支
配
」
と
い
う
点
に
「
プ
ラ
ト
ン
の
哲
人
王

と
ギ
リ
シ
ャ
の
専
制
僭
主
と
の
あ
い
だ
の
宿
命
的
な
類
似
」
を
見
い
だ

す
ア
レ
ン
ト
の
主
張
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
と
は
さ
ほ
ど
隔
た
っ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ア
レ
ン
ト
の
議
論
が
、
ポ
リ
ス
に
お
け

る
活
動
的
生
が
哲
学
者
的
な
観
照
的
生
へ
と
転
換
す
る
「
政
治
哲
学
」

の
端
緒
を
プ
ラ
ト
ン
に
認
め
、
そ
こ
か
ら
の
距
離
を
と
り
な
が
ら
独
自

の
「
政
治
思
想
」
の
構
築
を
め
ざ
す
の
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

プ
ラ
ト
ン
批
判
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
専
制
の
脅
威
に
憑
り

つ
か
れ
た
か
の
よ
う
」（LC 31

）
な
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
に
寄
り
添
い
、「
自

由
」
と
「
専
制
」
の
連
関
を
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
「
倫

理
思
想
」
を
素
描
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
も
ま
た
、
自
由
が
専
制
へ
と
向
か

う
動
因
に
も
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
民
主
政
を
生
み
出
し
た
自
由

と
い
う
「
飽
く
こ
と
を
し
ら
な
い
欲
望
」
と
同
じ
も
の
が
、
民
主
政
を

瓦
解
さ
せ
、
「
専
制
」
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
（562b-c

）
。

こ
う
し
て
自
由
は
、
究
極
的
に
は
実
際
に
専
制
そ
の
も
の
へ
と
到
達
し
、

従
属
を
強
い
る
こ
と
で
当
の
自
由
を
廃
絶
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
「
脅
威
」
に
対
し
て
、
「
内
的
」
な
合
理
的
理
性
は
、
い
か

に
優
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
な
防
波
堤
と
は
な
る
ま

い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
理
性
に
対
す
る
専
制
の
力
」
は
、
理

性
そ
の
も
の
を
侵
食
し
、
従
属
の
感
覚
す
ら
失
わ
せ
、
い
わ
ば
自
発
的

隷
従
を
も
た
ら
す
も
の
だ
か
ら
だ
（LC 31f

）
。
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こ
こ
に
き
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
も
う
一
つ
の
返
答
を
引
き
出
す
。
自
由

の
い
わ
ば
自
己
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
客
観
的
な
か
た
ち
で
設
立
・

制
度
化
さ
れ
た
「
外
的
」
理
性
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
返
答
で
あ
る
。

「
自
由
は
自
ら
の
外
部
に

0

0

0

0

0

0

理
性
の
秩
序
を
設
立
す
る
こ
と
に
存
す
る

〔
…
…
〕
。
自
由
は
、
専
制
の
恐
れ
か
ら
、
制
度
に
、
自
由
の
名
に
お
け

る
自
由
の
拘
束
に
、
国
家
に
い
た
る
」
（LC 33

）
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
自

由
で
あ
る
た
め
に
自
ら
命
令
を
課
す
こ
と
、
と
は
い
え
ま
さ
に
外
的
な

0

0

0

命
令
、
外
的
な

0

0

0

法
、
〔
…
…
〕
専
制
に
対
抗
す
る
力
を
有
し
た
書
か
れ

0

0

0

た
法

0

0

を
自
ら
に
課
す
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
、
政
治
的
な
か
た
ち
で
の
、

自
由
の
条
件
と
し
て
の
命
令
で
あ
る
」
（LC 34

）
。
こ
う
し
た
、
自
由

の
自
己
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
に
設
立
さ
れ
る
外
的
な
秩
序
の
必
要
性
、
こ

れ
こ
そ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
と
と
も
に
確
認
す
る
「
わ
れ
わ
れ

の
こ
こ
ま
で
の
結
論
」
で
あ
る
。

　

だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
以
上
で
問
題
と
な
っ
て
き
た
専
制
は
『
全

体
性
と
無
限
』
の
言
う
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
む
し
ろ
、
以
上
の
議
論
は
、
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
、
普

遍
的
法
を
備
え
た
「
理
性
的
」
制
度
を
要
請
す
る
冒
頭
の
引
用
の
主
張

と
ほ
ぼ
正
確
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
『
全
体
性
と
無
限
』
に
よ
れ
ば
、

自
由
を
可
能
に
す
る
「
社
会
的
な
い
し
政
治
的
制
度
」
は
、
ま
ず
も
っ

て
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
、
す
な
わ
ち
法
に
基
づ
く
。
「
自
由
は
書
か
れ

0

0

0

た
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

0

に
依
拠
す
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
破
壊
さ
れ
う
る
が
、
し

か
し
持
続
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
の
外
部
で

0

0

0

、
人
間
に
対

す
る
自
由
が
保
た
れ
る
の
で
あ
る
」
（T

I 218f

）
。
冒
頭
の
「
客
観
的
裁

き
は
理
性
的
な
制
度
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る

〔
…
…
〕
」
と
い
う
主
張
は
、
こ
の
議
論
の
延
長
上
で
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
だ
が
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
『
全
体
性
と
無
限
』
は
、
そ

の
直
後
に
「
だ
が
」
と
言
っ
て
そ
れ
と
正
反
対
に
見
え
る
主
張
を
展
開

し
、
「
理
性
的
な
制
度
」
に
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
を
み
て
と
っ
て
い

た
の
だ
っ
た
。

　

ま
さ
に
こ
こ
で
こ
そ
、
論
文
「
自
由
と
命
令
」
は
、
こ
の
正
反
対
に

見
え
る
二
つ
の
主
張
の
間
隙
を
埋
め
る
役
割
を
発
揮
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
、
上
述
の
「
わ
れ
わ
れ
の
結
論
」
を
追
認
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

む
し
ろ
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
外
的
な
成
文
法
へ
の
従
属
と
い
う
か
た

ち
で
の
自
由
の
自
己
―

制
限
と
い
う
考
え
方
自
体
を
問
い
な
お
そ
う
と

す
る
の
だ
。
理
性
的
秩
序
や
書
か
れ
た
法
の
外
部
性
、
こ
れ
自
体
が
検

討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

）
18
（

。
「
し
か
し
、
書
か
れ
た
法
の
命
令
、

制
度
に
よ
る
非
人
称
的
な
理
性
、
こ
れ
ら
は
自
由
な
意
志
に
起
源
を
有

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
新
た
な
も
の
と
な
る
意
志

に
と
っ
て
は
、
あ
る
種
の
異
質
性
を
有
し
て
い
る
」
（LC 35

）
。
自
由

な
意
志
か
ら
発
し
た
は
ず
の
理
性
的
な
法
は
、
そ
れ
が
持
続
的
な
も
の

と
な
る
た
め
に
は
、
成
文
化
さ
れ
制
度
的
に
固
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
理
性
的
な
法
は
、
「
あ
る
種
の
異
質
性
」
を
見
せ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
「
異
質
性
」
こ
そ
が
「
自
由
と
命
令
」
が
ふ
た
た
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び
「
専
制
」
と
、
し
か
も
明
白
に
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
呼
ぶ
も
の

な
の
で
あ
る
。
「
意
志
は
自
ら
の
失
墜
に
対
し
て
防
御
策
を
講
じ
た
が
、

こ
れ
を
意
志
は
も
う
一
つ
の
専
制

0

0

0

0

0

0

0

と
感
じ
る
の
だ
」
（LC 35

）
。

　

こ
れ
が
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
文
脈
で
あ
る
。
「
も
う
一
つ
の
専
制
」

と
は
、
し
た
が
っ
て
、
単
に
自
由
の
帰
結
と
し
て
の
専
制
僭
主
の
よ
う

な
自
由
専
横
を
指
す
の
で
は
な
い
。
冒
頭
の
引
用
で
は
、
「
も
う
一
つ

の
専
制
」と
は
、「
疎
外
さ
れ
、
人
間
に
と
っ
て
す
で
に
異
質
と
な
っ
た
作

品
の
専
制
」で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
人
間
の
自
由
を
保
証
す
る
理

性
的
な
法
秩
序
は
、
書
か
れ
た
書
物
あ
る
い
は
「
作
品
」と
同
じ
よ
う
に
、

作
者
た
る
人
間
の
手
を
離
れ
、
当
の
作
者
か
ら
す
る
と
「
疎
外
さ
れ
た
」
、

「
異
質
」
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
書
か
れ
た
法
」
、「
制
度
に
よ
る

非
人
称
的
な
理
性
」
に
基
づ
く
外
的
な
支
配
、
こ
れ
が
「
も
う
一
つ
の
専

制
」
が
指
す
も
の
だ
と
さ
し
あ
た
り
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
こ
う
し
た
解
釈
に
は
、
す
ぐ
さ
ま
い
く

つ
か
の
問
い
が
惹
起
さ
れ
る
。
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
は
、
通
常
言
わ

れ
る
「
専
制
」
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
普
遍
的
で
理
性
的
な
法
秩
序
が
「
専
制
」
的

だ
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
法
治
国
家
は
多
か
れ
少
な
か
れ
「
専
制
」

的
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
議
論
を
プ
ラ
ト
ン
に
限
る
と
し

て
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、

プ
ラ
ト
ン
自
身
が
「
専
制
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
は
な
い
ば
か
り
か
、

プ
ラ
ト
ン
が
専
制
へ
の
あ
ら
ゆ
る
傾
向
を
免
れ
る
た
め
に
提
示
し
よ
う

と
し
た
体
制
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。

　

実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
明
示
的
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
プ
ラ
ト

ン
の
『
政
治
家
』
に
よ
れ
ば
、
「
最
善
の
理
想
的
な
状
態
と
は
、
法
が

強
力
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
知
性
を
備
え
て
い
て
王
者
た
る
に
ふ

さ
わ
し
い
人
物
、
こ
れ
が
強
力
で
あ
る
こ
と
な
の
だ
」
（294a

）
。
「
そ

の
名
に
値
す
べ
き
唯
一
の
政
体
」
に
お
い
て
は
、
支
配
者
が
法
律
に
従
っ

て
統
治
し
て
い
る
の
か
、
服
従
す
る
者
た
ち
の
同
意
が
あ
る
か
ど
う
か

は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
唯
一
、
「
真
実
の
意
味
で
知
識
を
備
え
た
支

配
者
」
が
い
れ
ば
足
り
る
（293c-d

）
。
こ
れ
に
対
し
、
法
は
「
真
理
を

写
し
表
し
た
も
の
」で
あ
り
、「
次
善
の
方
策
」
に
す
ぎ
な
い
（300c

）
。「
知

識
を
備
え
た
」
真
の
支
配
者
は
、
こ
う
し
て
書
か
れ
た
法
の
上
位
に
位

置
し
、
法
を
厳
守
す
る
必
要
す
ら
な
い
。と
こ
ろ
で
、「
真
実
の
意
味
で
の

知
識
を
備
え
て
」
い
る
支
配
者
も
、
単
に
法
を
順
守
す
る
支
配
者
も
「
王
」

と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
法
に
従
わ
ず
、
か
つ
真
の
知
識
が
不
在
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
知
識
が
あ
る
ふ
り
を
す
る
支
配
者
、
こ
れ
こ
そ
が
プ

ラ
ト
ン
が
「
専
制
僭
主
（tyrannos

）
」と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
（301b-c

）
。

　

と
す
る
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
用
法
は
プ
ラ
ト
ン
の
定
義
と
は
か
な
り

ず
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
に
沿

い
な
が
ら
取
り
出
し
た
か
に
見
え
る
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
い
う
形

象
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
う
最
善
の
政
体
な
い
し
哲
人
王
の
統
治
に
当
て
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は
ま
ら
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
プ
ラ
ト
ン
的
意
味
で
の
「
専
制
」
で
も
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
「
次
善
の
方
策
」
と
呼
ん
だ
法
の

支
配
に
の
み
当
て
は
ま
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
「
専
制
の
脅
威
」
に

対
し
て
つ
ね
に
思
索
し
た
（
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
認
め
る
）
プ
ラ
ト
ン
が
、

第
二
の
、「
次
善
」
の
も
の
と
し
た
法
の
支
配
を
、「
も
う
一
つ
の
専
制
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

　

こ
こ
で
ま
ず
退
け
て
お
く
べ
き
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
政
治
観
に
「
も
う

一
つ
の
専
制
」
を
み
て
と
ろ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
試
み
を
、
カ
ー

ル
・
ポ
パ
ー
の
よ
う
な
「
プ
ラ
ト
ン
の
政
治
哲
学
の
全
体
主
義
的
な
傾

向
」を
探
る
試
み
に
安
易
に
結
び
つ
け
る
よ
う
な
見
方
で
あ
る

）
19
（

。
少
な
く

と
も
論
文
「
自
由
と
命
令
」
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
後
述
の
よ
う
に
、レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
「
政
治
的
解
決
」
に
は
「
絶
対
に
妥
当
す
る
部

分
」が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
も
は
ば
か
ら
な
い
の
で
あ
る
（LC 47

）
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
法
の
支
配
を

「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
呼
ん
だ
の
か
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
す
必
要
が

あ
る
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
そ
の
よ
う
に
語
っ
た
文
脈
で
問
題
と
さ
れ

て
い
た
の
は
、
法
の
支
配
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
書
か
れ

た
法
の
「
外
部
性
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
点
で
は
、
手
が

か
り
と
な
る
の
は
、
「
自
由
と
命
令
」
の
最
終
節
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身

が
引
用
し
て
い
る
『
国
家
』
第
九
巻
末
尾
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
逆
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
、
神
的
な
思
慮
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
―
―
そ
れ
を
自
分
の
内
に

0

0

0

0

0

自
分
自
身
の

も
の
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
が
一
番
望
ま
し
い
が
、
も
し
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

思
慮
に
よ
っ
て
で
も
―
―
よ
り
善
い

と
考
え
る
か
ら
な
の
だ
。
（590d. 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
引
用
はLC 46f.

）

　

こ
の
一
節
は
、
「
自
由
と
命
令
」
冒
頭
に
引
用
さ
れ
わ
れ
わ
れ
も
上

に
引
い
た
『
国
家
』
第
一
巻
の
支
配
者
を
め
ぐ
る
議
論
を
受
け
て
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
が
「
支
配
」
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
ま
と
め
直
し
、
「
理

想
的
」
な
国
家
へ
の
示
唆
を
導
く
箇
所
に
あ
る
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
よ
り
「
善
い
」
と
さ
れ
る
の
は
「
神
的
な
思
慮
」
に
よ
る
支
配

で
あ
る
。
こ
の
種
の
支
配
は
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
考
え
る
と
、

二
通
り
あ
り
、
一
つ
は
、
「
自
分
自
身
の
内
に
」
こ
の
「
神
的
な
思
慮
」

を
有
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
あ
り
方
、
も
う
一
つ
は
、
「
外

か
ら
与
え
ら
れ
る
」
思
慮
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
あ
り
方
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
前
者
の
哲
学
者
の
生
の
理
想
的
な
あ
り
方
こ
そ
が
、
政

治
的
生
の
範
例
と
な
る
。
そ
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
続
く
節
で
明
言
す

る
よ
う
に
、
「
法
」
は
、
こ
の
「
神
的
な
思
慮
」
に
よ
る
支
配
と
「
同

じ
よ
う
な
意
図
」
を
有
し
て
い
る
（590e

）
。

　

こ
の
一
節
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
こ
で
内
的

な
支
配
と
外
的
な
支
配
の
対
比
を
意
識
し
つ
つ
も
、
法
に
よ
る
外
的
な

支
配
が
結
局
「
自
分
の
内
」
に
お
い
て
「
神
的
な
思
慮
」
の
支
配
に
従

属
す
る
と
い
う
考
え
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
引
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用
に
先
立
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
専

制
な
い
し
外
部
性
の
秩
序
は
、
そ
れ
ぞ
れ
分
か
た
れ
た
意
志
の
あ
い
だ

の
関
係
が
、
も
は
や
外
部
的
で
は
な
い
理
性
に
対
す
る
共
通
の
参
与
へ

と
回
収
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
理
性
的
秩
序
に
置
き
換
え
ら
れ
う
る
。
そ

れ
が
国
家
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
部
的
関
係
の
内
部
化
で
あ
る
」
（LC 

46

）
。
政
治
制
度
あ
る
い
は
「
国
家
」
は
「
外
部
性
の
秩
序
」
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
各
々
の
成
員
は
「
も
は
や
外
部
的
で
は
な

い
」
理
性
的
秩
序
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
「
命
令
」
の
正
当
性
を
担
う

は
ず
で
あ
っ
た
「
法
」
の
外
部
性
、
こ
れ
は
い
わ
ば
見
せ
か
け
で
あ
り
、

結
局
の
と
こ
ろ
「
国
家
」
へ
の
帰
属
と
い
う
か
た
ち
で
理
性
的
秩
序
の

内
部
性
に
回
収
さ
れ
る
。
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
は
、
し
た
が
っ
て
、

よ
り
正
確
に
は
、
単
に
書
か
れ
た
法
の
外
部
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治

制
度
に
お
け
る
「
外
部
的
関
係
の
内
部
化
」
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
す
る
と
問
題
は
、
逆
説
的
に
も
聞
こ
え
る
が
、
政
治
の
理
性
的
秩

序
が
「
外
部
的
」
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
は
真
の
外
部
性

と
言
う
べ
き
も
の
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
と
こ
ろ

で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
専
制
僭
主
は
決
し
て
命
令
し
な
か
っ
た
し
、
行

為
も
し
な
か
っ
た
。
彼
は
独
り
だ
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
（LC 

33

）
。
専
制
僭
主
は
「
命
令
」
を
下
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
命

令
の
相
手
は
、
外
部
の
「
他
な
る
」
意
志
で
は
な
く
、
体
制
の
「
内
部
」

に
す
で
に
包
摂
さ
れ
た
意
志
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
本
節

冒
頭
で
確
認
し
た
も
の
と
同
じ
、
理
性
の
専
制
と
い
う
点
に
ふ
た
た
び

舞
い
戻
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
の
秩
序
は
専
制
的
で
あ
る

が
ゆ
え
に
外
部
を
欠
く
の
で
は
な
く
、
理
性
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
外
部

を
欠
く
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
が
「
（
も
う
一
つ
の
）
専
制
」

と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
類
似
の
考
え
は
、
『
時
間
と
他
者
』
に
お

い
て
別
な
か
た
ち
な
が
ら
す
で
に
定
式
化
さ
れ
て
い
た
。
「
理
性
は
独

り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
、
認
識
は
世
界
に
お
い
て
真
に
他
な

る
何
者
か
に
は
決
し
て
出
会
う
こ
と
は
な
い

）
20
（

」
。
し
て
み
る
と
、
政
体

が
「
知
識
を
そ
な
え
た
」
真
の
支
配
者
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
よ
う

が
、
普
遍
的
な
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
よ
う
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
理
性
的
秩
序
と
し
て
、
同
じ
「
外
部
的
関
係
の
内
部
化
」
と
い
う

原
理
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
こ
そ
、
第
一
節
冒
頭
で
引

用
し
た
よ
う
に
、
政
治
的
秩
序
は
、
「
理
性
的
」
・
「
普
遍
的
」
で
あ
り

つ
つ
、
同
時
に

0

0

0

「
専
制
」
で
あ
る
と
呼
ば
れ
え
た
の
で
あ
る
。

三　

も
う
一
つ
の
ア
ル
ケ
ー
と
し
て
の
倫
理
的
「
こ
と
ば
」

　

こ
こ
で
ア
レ
ン
ト
の
議
論
を
も
う
一
度
参
照
す
る
こ
と
は
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
議
論
の
特
異
性
を
見
る
た
め
に
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ア
レ

ン
ト
も
ま
た
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
「
神
的
な
思
慮
」
の
支
配
に
、レ
ヴ
ィ

ナ
ス
と
よ
く
似
た
意
味
で
の
「
専
制
」
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
「
自
由

と
命
令
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
論
稿
に
お
い
て
、
ア
レ
ン
ト
は
、
政
治
に
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対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
と
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
を
峻
別
し
、
後
者
は
、

人
々
の
臆
見
か
ら
独
立
し
た
「
絶
対
的
」
な
い
し
「
超
越
的
」
基
準
と

し
て
の
「
理
念
」
を
ポ
リ
ス
の
領
域
に
持
ち
込
ん
だ
と
す
る

）
21
（

。
ア
レ
ン

ト
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
な
も
の
は
複
数
性
に
お
け
る
活
動
お
よ
び
発
話

を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
の
に
対
し
、
プ
ラ
ト
ン
以
降
、
本
質
的
に
発
話

を
欠
き
、
孤
独
な
観
照
の
も
と
で
し
か
み
て
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
真

理
こ
そ
が
「
政
治
」
を
主
導
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
永

遠
的
「
理
念
」
の
支
配
と
し
て
の
「
真
理
の
専
制
」
が
成
立
す
る
と
言

う
の
で
あ
る

）
22
（

。
ち
な
み
に
こ
の
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
法
の
支

配
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
『
国
家
』
に
お
け
る
哲
学
者
や
哲
人
王

に
よ
る
直
接
的
か
つ
人
格
的
統
治
へ
の
訴
え
は
、
『
法
律
』
に
お
い
て

は
非
人
称
的
な
理
性
に
よ
る
支
配
へ
の
訴
え
と
な
る

）
23
（

」
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

ア
レ
ン
ト
も
ま
た
人
間
の
複
数
性
を
捨
象
し
た
「
理
性
的
秩
序
」
の
支

配
に
「
専
制
」
を
み
て
と
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
自
由
と
命
令
」
に
お
い
て
取
り
組
ん

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
命ア

ル

ケ

イ

ン

令
＝
支
配
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
と

り
わ
け
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
中
心
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
ア
レ
ン
ト
に

よ
れ
ば
、
ア
ル
ケ
イ
ン
と
い
う
語
は
、
元
来
、
「
支
配
す
る
こ
と
」
だ

け
で
な
く
「
は
じ
め
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
「
自
由
」
な

者
が
、
何
か
新
し
い
こ
と
を
は
じ
め
、
活
動
す
る
と
い
う
事
態
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
の
批
判
が
向
け
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
プ
ラ

ト
ン
以
降
、
こ
の
ア
ル
ケ
イ
ン
か
ら
「
は
じ
め
る
」
と
い
う
要
素
が
消

え
て
い
き
「
支
配
」
の
要
素
の
み
が
残
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が

政
治
の
「
原ア

ル
ケ
ー理

」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
西
洋
の
「
政
治
哲
学
」
の

伝
統
が
築
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ア
レ
ン
ト
の
見
解
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

「
自
由
と
命
令
」
に
戻
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
ア
レ
ン

ト
が
「
政
治
哲
学
」
の
言
う
「
ア
ル
ケ
ー
」
か
ら
距
離
を
と
り
、
自
ら

の
言
う
複
数
性
に
基
づ
く
「
活
動
」
に
「
は
じ
ま
り
」
と
い
う
い
わ
ば

「
も
う
一
つ
の
ア
ル
ケ
ー
」
を
求
め
た
の
に
対
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

似
た
よ
う
な
挙
措
で
も
っ
て
政
治
的
「
命

ア
ル
ケ
イ
ン

令
」
に
理
性
の
専
制
を
看
取

し
つ
つ
、
こ
れ
に
対
し
そ
れ
と
は
異
な
る
、
ま
た
ア
レ
ン
ト
の
そ
れ
と

も
異
な
る
「
も
う
一
つ
の
ア
ル
ケ
ー
」
と
呼
び
う
る
も
の
を
、
ま
さ
し

く
「
顔
」と
の
「
倫
理
的
」
関
係
に
探
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
論
文
「
自
由
と
命
令
」
の
眼
目
は
、
「
顔
」
と
の
「
倫
理
的
」

関
係
を
非
暴
力
的
、
非
専
制
的
関
係
と
し
て
特
徴
づ
け
た
点
に
あ
る
。

一
方
で
、
「
暴
力
的
行
為
と
専
制
を
特
徴
づ
け
る
も
の
、
そ
れ
は
こ
の

行
為
が
向
け
ら
れ
て
い
る
相
手
を
正
面
か
ら
見
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と

言
わ
れ
て
い
る
（LC 39

）
。
暴
力
と
は
、
何
ら
か
の
粗
暴
な
振
る
舞
い

で
他
者
に
接
す
る
こ
と
で
も
、
あ
る
い
は
他
者
を
事
物
の
よ
う
に
扱
う

こ
と
で
は
な
く
（LC 37f

）
、
他
者
の
顔
が
自
ら
の
正
面
に
あ
る
の
を
見

な
い
こ
と
、
「
顔
を
無
視
す
る
こ
と
」
、
他
者
に
「
斜
め
か
ら
接
す
る
こ

と
」
と
さ
れ
る
（LC 39f

）
。
こ
れ
に
対
し
、
「
顔
」
に
正
面
か
ら
向
か

い
合
う
と
い
う
意
味
で
の
対
面
関
係
こ
そ
が
、
非
暴
力
的
、
非
専
制
的
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な
関
係
と
さ
れ
る
。
こ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
の
骨
子
と
も
言
え

る
顔
と
の
平
和
的

0

0

0

対
面
関
係
と
い
う
周
知
の
議
論
に
つ
い
て
、
本
論
の

関
心
か
ら
以
下
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
政
治
的
な
秩
序
が
通

常
の
意
味
で
暴
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
倫
理
の
次
元
が

そ
う
で
は
な
い
と
い
っ
た
、
単
な
る
各
々
の
性
格
記
述
で
は
な
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
他
者
の
「
顔
を
無
視
す
る
こ
と
」
、
「
斜
め
か
ら
接
す

る
こ
と
」
が
「
暴
力
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
政
治
の
秩
序
が
暴
力

に
満
ち
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
、
「
平
和
」

と
形
容
さ
れ
る
「
顔
」
と
の
対
面
関
係
の
方
が
、
あ
る
意
味
で
は
き
わ

め
て
「
暴
力
的
」
で
あ
る
。
「
顔
」
は
、
私
の
あ
ら
か
じ
め
保
持
し
て

い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
は
み
出
す
「
外
部
性
」
と
し
て
、
私
に
対
し
て

突
然
（
つ
ま
り
私
の
側
に
は
迎
え
入
れ
る
準
備
も
な
く
）
現
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
他
者
と
の
突
然
の
出
会
い
、
そ
の
突
然
の
襲
来
は
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
「
語
る
か
殺
す
か
」
と
い
う
荒
々
し
い
選
択
を

突
き
つ
け
る
よ
う
な
、
「
未
知
な
る
も
の
と
の
接
触
」
で
も
あ
る
の
だ

）
24
（

。

こ
の
出
会
い
に
お
い
て
、
「
顔
」
は
、
私
に
直
接
対
面
し
つ
つ
も
、
私

の
認
識
の
地
平
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
徹
底
的
に
「
抵
抗
」
す
る
。
そ

の
外
部
性
ゆ
え
に
、
「
顔
」
は
、
「
殺
す
」
と
い
う
私
が
他
な
る
意
志
に

対
し
て
発
揮
し
う
る
最
大
の
権
能
、
最
大
の
暴
力
に
対
し
て
も
、
そ
の

外
部
で
「
否
」
を
突
き
つ
け
、
「
抵
抗
」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
殺
す

こ
と
の
不
可
能
性
こ
そ
が
、「
顔
」
の
関
係
の
（
暴
力
が
な
い
の
で
は
な
く
、

暴
力
の
可
能
性
を
超
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
）
非
―

暴
力
性
を
言
い
表

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
れ
が
発
す
る

「
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
「
抵
抗
」
は
「
倫
理
的
」
で
あ
る
と
呼
ば
れ

う
る
の
だ
（LC 44

）
。
こ
れ
に
対
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
暴
力
的
行
為
」

と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
顔
」
と
の
関
係
と
は
別
の
秩

序
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
「
顔
」
と
の
直
接
的
対
面
関
係
に
お
い
て
は
、

「
顔
」
は
そ
の
個
別
性
に
お
い
て
自
ら
を
示
す
の
に
対
し
、
政
治
の
秩

序
に
お
い
て
は
、
他
者
を
そ
の
「
個
別
性
に
お
い
て
捉
え
る
」
こ
と
が

で
き
な
い
（LC 40

）
。
と
い
う
の
も
、
他
者
は
そ
こ
で
私
が
す
で
に
有

し
て
い
る
認
識
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
媒
介
に
し
て
、
何
ら
か
の
属
性
に
基

づ
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
直
接

的
・
非
直
線
的
他
者
の
把
握
こ
そ
が
、「
顔
を
無
視
す
る
」
、「
斜
め
か
ら

接
す
る
」
こ
と
の
「
暴
力
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
個
別
性
で
は
な
く
普
遍
性
に
根
ざ
す
政

治
の
秩
序
に
お
け
る
認
識
論
的
暴
力
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
暴
力
的
関
係
と
非
暴
力
的
関
係
と
の
構
造
的
差
異
は
、

第
二
に
、
ま
た
別
の
か
た
ち
の
対
比
、
す
な
わ
ち
「
書
か
れ
た
言
葉
」

と
「
話
さ
れ
た
言
葉
」
と
の
対
比
を
起
点
に
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
こ
と
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
顔
と
の
対
面
関
係

を
言
説
的
関
係
で
あ
る
と
語
る
際
に
、
そ
の
具
体
的
な
形
態
を
や
は
り

プ
ラ
ト
ン
に
見
い
だ
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

対
面
関
係
に
お
け
る
「
顔
」
の
自
己
表
出
と
は
、
他
者
が
自
ら
の
発
話
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に
「
助
け
を
も
た
ら
す
」
こ
と
だ
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
が

）
25
（

、
こ
の

表
現
は
、
実
は
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
に
お
け
る
書
か
れ
た
も
の
に
対
す
る

批
判
の
な
か
で
発
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、

書
か
れ
た
文
字
は
、
い
か
に
本
当
ら
し
く
見
え
よ
う
と
も
、
こ
ち
ら
か

ら
の
問
い
か
け
に
は
決
し
て
応
答
し
な
い
。
話
し
こ
と
ば
が
そ
の
話
し

手
が
は
っ
き
り
し
た
「
正
嫡
の
子
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
書
か
れ
た
文

字
は
そ
れ
を
書
い
た
本
人
が
不
在
の
、
い
わ
ば
孤
児
で
あ
り
、
「
自
分

だ
け
の
力
で
は
、
身
を
守
る
こ
と
も
自
分
に
助
け
を
も
た
ら
す
こ
と
も

で
き
な
い
」（275e

）
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
踏
襲
す
る
の
は
こ
の
議
論
で
あ
る
。

話
さ
れ
た
「
こパ

ロ

ー

ル

と
ば
」
の
関
係
に
お
い
て
は
、
話
し
手
が
自
ら
に
「
助

け
を
も
た
ら
す
」
、す
な
わ
ち
語
ら
れ
た
も
の
と
語
る
も
の
が
同
時
に
現

前
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、「
書
か
れ
た
も
の
」
の
秩
序
に
お
い

て
は
両
者
が
分
離
し
、
語
る
主
体
が
「
不
在
」と
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
二
つ
の
対
比
を
念
頭
に
置
く
こ
と
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け

る
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
に
対
す
る
批
判
が
何
を
狙
っ
て
い
る
の
か
を

よ
り
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
26
（

。
思
い
起
こ
せ
ば
、
政
治
制
度

が
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
「
書

か
れ
た
法
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
が
問
題
な
の
は
、
そ
れ
が
単
に

外
部
的
で
あ
る
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
対
面
関
係
の
直
接
性
を
欠
き
、

「
顔
」
の
個
別
的
な
表
出
を
妨
げ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
引
用

し
た
節
を
も
う
一
度
引
用
し
よ
う
。
「
だ
が

0

0

、
そ
れ
自
身
に
委
ね
ら
れ

た
政
治
は
自
ら
の
う
ち
に
専
制

0

0

を
含
み
も
つ
。
政
治
は
そ
れ
を
呼
び
求

め
た
自
我
と
〈
他
者
〉
と
を
変
形
さ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
を
普

遍
的
な
規
則
に
従
っ
て
、
さ
ら
に
欠
席
裁
判
で
裁
く
か
ら
で
あ
る
」
（T

I 

276

）
。
「
自
我
」
と
「
他
者
」
は
、
（
通
常
の
意
味
で
の
）
専
制
を
防
ぎ
、

自
ら
の
自
由
を
保
証
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
法
の
普
遍
性
と
持
続
的
な

政
治
制
度
の
確
立
を
求
め
る
。
政
治
制
度
は
、
そ
れ
を
「
呼
び
求
め
た
」

は
ず
の
者
た
ち
に
対
し
て
「
普
遍
的
な
規
則
に
従
っ
て
」
処
遇
す
る
が
、

ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
彼
ら
各
々
の
特
異
性
は
、
先
の

認
識
論
的
暴
力
に
よ
っ
て
「
変
形
」
を
被
る
。
書
か
れ
た
法
の
秩
序
た

る
政
治
秩
序
に
参
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
我
」
と
「
他
者
」
は

普
遍
的
な
法
を
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
法
的
・
政
治
的
主
体
と
な
る

が
、
こ
う
し
た
主
体
の
構
成
そ
の
も
の
が
、
倫
理
的
主
体
の
個
別
性
を

「
不
在
」
の
も
の
と
す
る
の
だ
。レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
あ
っ
て
、
政
治
制
度
と
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
が
普
遍
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
人
格
間
の

個
別
的
・
特
異
的
、す
な
わ
ち
倫
理
的
関
係
を
保
つ
こ
と
が
構
造
的
に
不

可
能
な
体
制
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

た
だ
し
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
見
す
る
と

政
治
の
側
に
「
暴
力
」
や
「
専
制
」
を
見
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
う
し
た

議
論
は
、
単
に
政
治
的
秩
序
の
普
遍
性
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、

反
―

政
治
的
な
い
し
非
―

政
治
的
な
倫
理
的
関
係
を
対
置
す
る
こ
と
を

め
ざ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
い
わ
ん
や
、
媒
介
的
・
制
度

的
な
政
治
制
度
を
批
判
し
、
互
い
の
声
が
直
接
届
く
親
密
な
領
野
の
み
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を
共
同
性
の
あ
り
う
べ
き
形
態
と
し
て
称
揚
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

も
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
何
か
を
批
判
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
政
治
的

秩
序
の
普
遍
性
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
こ
の
秩
序
が
自
ら
を
人
間
の
多

数
性
な
い
し
共
同
性
の
唯
一
か
つ
排
他
的
な
原
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に

振
る
舞
う
こ
と
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
政
治
（
「
そ
れ
自
身
に
委
ね
ら
れ

た
政
治
」
）
の
自
律
性
に
対
し
て
で
あ
ろ
う

）
27
（

。
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
に

対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
固
執
は
、
む
し
ろ
、
政
治
的
な
秩
序
の
「
ア
ル

ケ
ー
」
に
「
先
行
」
す
る
、
し
ば
し
ば
看
過
さ
れ
て
き
た
が
、
よ
り
根

源
的
と
言
い
う
る
「
も
う
一
つ
の
ア
ル
ケ
ー
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ

と
を
め
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
自
由
と
命
令
」
の
末
尾
に
お
い
て
、
プ

ラ
ト
ン
が
「
専
制
な
き
秩
序
の
必
要
性
」
を
め
ざ
し
「
専
制
の
脅
威
」

に
対
す
る
「
戦
い
」
を
敢
行
し
た
こ
と
を
賞
賛
し
つ
つ
も
、
そ
の
主
張

は
「
政
治
的
解
決
」
に
と
ど
ま
っ
た
と
し
て
い
る
（LC 47
）
。
こ
れ
に

対
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
問
題
と
す
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
提
示
し
た
諸
々

の
「
政
治
的
解
決
」
に
先
立
つ
「
国
家
の
支
配
そ
の
も
の
の
条
件
」（LC 

37

）
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
倫
理
的
「
こ
と
ば
」
、
他
者
と
の

言
説
的
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
だ
が
意
志
が
非
人
称
的
理
性
や
、

言
説
そ
の
も
の
に
、
そ
し
て
書
か
れ
た
法
に
従
属
す
る
こ
と
、
こ
の
こ

と
は
人
間
と
人
間
と
の
出
会
い
と
し
て
の
言
説
を
要
請
す
る
」
（LC 

47

）
。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
専
制
の
脅
威
」
に
対
す
る
戦
い
に

お
い
て
プ
ラ
ト
ン
が
提
示
し
た
諸
々
の
「
政
治
的
解
決
」
を
否
定
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
政
治
に
「
つ
い
て
の
」
言

説
に
先
立
つ
言
説
、
理
性
的
な
言
説
の
手
前
に
あ
る
「
あ
ら
ゆ
る
言
説

に
先
立
つ
言
説
」
（LC 37

）
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
反
―

政
治

的
な
い
し
非
―

政
治
的
と
い
う
よ
り
は
、
前
―

政
治
的
な
他
者
関
係
を

縫
う
原
理
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
「
も
う
一
つ
の
ア
ル
ケ
ー
」
と
呼
び
た
い
の
は
、
こ
の

よ
う
な
政
治
的
な
「
支
配
＝
命
令
」
に
先
立
つ
、
倫
理
的
関
係
に
お
い

て
他
者
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
こ
と
ば
」
と
し
て
の
命
令
で
あ
る
。
そ
し

て
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
は
、こ
れ
こ
そ
が
、
論
文
「
自

由
と
命
令
」
の
最
終
的
な
結
論
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
主
張
し
て
き
た
の
は
、
命
令
と
は
〈
こ
と
ば
〉
で
あ
っ

て
、
真
の
こ
と
ば
、
そ
の
本
質
に
お
け
る
こ
と
ば
と
は
命
令
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
（LC 48

）

　

こ
の
論
文
冒
頭
か
ら
他
者
の
自
由
と
共
存
し
う
る
「
命
令
」
と
は
何

か
と
い
う
問
い
に
導
か
れ
、
「
専
制
の
脅
威
に
憑
り
つ
か
れ
た
」
プ
ラ

ト
ン
の
議
論
を
検
討
し
て
き
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
そ
こ
に
ほ
と
ん
ど
不

可
避
的
な
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
の
可
能
性
を
み
て
と
っ
た
。
さ
ら
に

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
同
じ
「
支
配
＝
命
令
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
い
を

自
分
自
身
に
も
提
起
し
つ
つ
、「
非
専
制
的
な
関
係
」
に
お
け
る
真
の
「
命
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令
」
の
か
た
ち
を
探
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
、
こ
の
「
命
令
」
と
は
、

顔
と
の
言
説
的
関
係
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
と
言

う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
こ
と
ば
」
と
は
、
具
体
的
に
は
何
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
「
命
令
」
、
す
な
わ

ち
主
体
の
自
由
を
審
問
し
、
他
者
へ
の
応
答
を
仕
向
け
る
「
命
令
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
他
の
具
体
的
事
例
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
事
例
を
や
は
り
プ
ラ

ト
ン
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
『
国
家
』
の
冒
頭
、
一
番
最

初
、
そ
れ
が
は
じ
ま
る
の
に
も
先
立
っ
て
」
（LC 36

）
、
ポ
レ
マ
ル
コ

ス
は
「
聞
こ
う
と
し
な
い
者
た
ち
を
そ
れ
で
も
説
得
で
き
ま
す
か
」
と

言
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
議
論
に
誘
お
う
と
し
た
（I 327c. 

引
用
はLC 

36

）
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
問
い
か
け
の
こ
と
ば
が
重
要
性

を
持
つ
の
は
、
こ
れ
が
「
一
貫
し
た
言
説
」
や
「
非
人
格
的
理
性
」
に

先
立
ち
、
こ
う
し
た
言
説
を
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
い
者
を
も
ま
た
、

「
言
説
に
先
立
つ
言
説
」
の
関
係
に
入
り
こ
ま
せ
る
力
を
持
つ
も
の
と

映
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
解
釈
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
も
ま
た

こ
の
よ
う
な
「
言
説
に
先
立
つ
言
説
」
、
「
合
理
的
な
法
の
制
定
に
先
立

つ
個
別
的
な
も
の
同
士
の
関
係
」
に
気
が
つ
い
て
い
た
。
そ
の
証
左
は
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
上
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
議
論
を
す
る
こ
と

を
拒
む
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
が
、
そ
の
質
問
に
対
し
単
に
首
を
振
っ
た
り

す
る
だ
け
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
箇
所
に
あ
る
（350e. C

f. LC 3

）
28
（7

）
。

こ
の
実
際
の
発
話
な
き
ミ
ニ
マ
ル
な
身
振
り
こ
そ
が
、
「
顔
」
の
表
出

に
ほ
か
な
ら
ず
、
通
常
の
意
味
で
の
言
説
的
関
係
は
お
ろ
か
、
普
遍
的
・

理
性
的
な
言
説
一
般
を
支
え
る
力
を
有
し
て
い
る
、
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

み
な
す
の
で
あ
る
。
先
の
ポ
レ
マ
ル
コ
ス
の
問
い
の
重
要
性
は
、
同
じ

表
現
が
、
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
再
び
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
言
説
に
先

立
つ
言
説
」
と
は
、
「
対
話
に
入
る
よ
う
強
制
す
る
対
話
、
合
理
主
義

が
願
い
求
め
る
言
説
の
は
じ
ま
り
、
「
聞
こ
う
と
し
な
い
者
た
ち
」
す

ら
説
得
し
、こ
う
し
た
真
の
理
性
の
普
遍
性
を
基
礎
づ
け
る
「
力
」
」（T

I 

175

）
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
て
と
ら
れ
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

一
貫
し
て
、
「
理
性
の
普
遍
性
」
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
「
真
の
理

性
の
普
遍
性
を
基
礎
づ
け
る
」
た
め
の
、
政
治
的
な
「
支
配
＝
命
令
」

と
は
別
の
か
た
ち
の
「
命
令
」
の
可
能
性
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
こ
そ
が
「
言
説
に
先
立
つ
言
説
」
た
る
「
顔
」
と
の
言
説
的
関
係

に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

二
十
世
紀
の
思
想
は
、
そ
れ
が
明
示
的
に
政
治
的
な
も
の
を
主
題
化

す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
か
れ
少
な
か
れ
「
政
治
的
生
の
起

源
」
に
対
す
る
反
省
を
な
お
ざ
り
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

普
遍
的
な
理
性
に
よ
る
「
支
配
」
に
対
す
る
信
頼
を
失
っ
た
世
界
の
な
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か
で
、
他
者
の
自
由
と
の
共
存
は
い
か
な
る
仕
方
で
考
え
ら
れ
る
の
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
は
、「
専
制
」
を
あ
え
て
問
題
化
す
る
こ
と
で
、（
シ
ュ

ト
ラ
ウ
ス
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
お
け
る
よ
う
に
）
そ
れ
に
対
し
て
哲
学
は
何

を
な
し
う
る
か
と
い
う
問
い
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
類
似
し
た
視
座
か
ら
、
た
と
え
ば
ア
レ
ン
ト
の
よ
う
に
「
政
治
的

な
も
の
」
の
刷
新
を
試
み
る
こ
と
も
十
分
可
能
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
採
用
し
た
道
は
い
ず
れ
で
も
な
い
。
「
存
在
論
は
根
源

的
か
」
と
問
う
こ
と
で
「
存
在
」
の
優
位
に
対
し
「
顔
」
と
の
関
係
の

根
源
性
を
突
き
つ
け
た
の
と
同
じ
仕
方
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
政
治
的

な
「
支
配
＝
命
令
」
に
対
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
原
理
」
た
る
「
こ
と
ば
」

と
し
て
の
「
命
令
」を
提
示
し
、
そ
れ
を
「
倫
理
」と
名
指
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
本
稿
が
確
認
し
た
こ
う
し
た
構
図
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
後

期
思
想
に
お
い
て
変
容
を
被
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
付
言
し
て
お

く
べ
き
だ
ろ
う
。
倫
理
的
関
係
に
お
け
る
主
体
性
の
あ
り
方
は
「
無
―

秩
序
（an-archie

）
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

実
際
そ
こ
で
は
、
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
に
何
ら
か
の
「
ア
ル
ケ
ー
」

を
探
る
身
振
り
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
よ
り
正
確
に
言
う
と
、

こ
の
「
ア
ル
ケ
ー
」
の
探
求
と
い
う
課
題
は
新
た
な
位
置
づ
け
を
与
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
明
示
的
に
正
議
論
に
お
け
る
「
正
し
い
国
家
」

の
要
請
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

）
29
（

。
本
稿
が
分
析
し
た
五

十
年
代
の
視
座
か
ら
こ
の
後
期
思
想
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
展
開
に
先
立
っ
て
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
政
治
思
想
と
の
対
話
を
通
じ
、
政
治
的
な
も
の

の
手
前
に
立
ち
止
ま
る
こ
と
で
、
「
専
制
と
哲
学
の
関
係
」
を
め
ぐ
る

問
い
に
「
倫
理
」
と
い
う
返
答
を
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

 

（
と
な
き
・
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う
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／
フ
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ス
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史
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献
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bensour, « L ’extravagante hypothèse », R

ue D
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献
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pratique, C
N

R
S, 2004.

（
7
） Cf. e. g. A

. Finkielkraut, « Le risque du politique », C
ahier de 

l’H
erne, op. cit.; S. C

ritchley, “Five problem
s in Levinas ’s view

 
of politics and the sketch of a solution to them

”, P
olitical 

T
heory, 32

（2

）, 2004.

（
8
） Cf. P. D

elh
om

, D
er D

ritte. L
evin

as’ P
hilosophie zw

ischen 

Verantw
ortung und G

erechtigkeit, Fink, 2000; W
. P. Sim

m
ons, A

n-

A
rchy and Justice. A

n Introduction to E
. Levinas’s Political T

hought, 
Lexington B

ooks, 2003; E
. W

olff, D
e l’éthique à la justice. 

Langage et politique dans la philosophie de Levinas, Springer, 
2007.

（
9
） Cf. G

. B
ensussan, E

thique et expérience. Levinas politique, La 
Phocide, 2008.

（
10
） Cf. T

I, p. 16f, 151, 192, 219, 276.

（
11
） L. Strauss, D

e la tyrannie 

［1948

］, G
allim

ard, 1954, p. 41f. 

レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
見
た
可
能
性
の
あ
る
仏
語
版
か
ら
引
用
す
る
。

（
12
） こ
れ
は
一
九
五
三
年
二
月
十
六
日
に
口
頭
発
表
さ
れ
、
同
年
一
本
の
論
文

と
し
て
掲
載
さ
れ
た
（« Liberté et com

m
andem

ent »,  R
evue de 

m
étaphysique et de m

orale, t. 58, n
o 3, 1953

）
。
次
い
で
フ
ァ
タ
・
モ

ル
ガ
ナ
社
か
ら
単
行
本
と
し
て
公
刊
さ
れ
（Liberté et com

m
andem

ent, 
Fata M

organa, 1994

）
、
さ
ら
に
ポ
ケ
ッ
ト
版
と
し
て
も
公
刊
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
モ
ル
ガ
ナ
社
版
を
用
い
、
引
用
の
際
は
、LC

の
略
号
と
と
も

に
頁
数
を
本
文
中
に
指
示
す
る
。

（
13
） Cf. P. H

ayat, « U
ne philosophie de l ’individualism

e éthique », in 
E

. Levinas, Liberté et com
m

andem
ent, op. cit., p. 22.

（
14
） レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
は
、
特
に
以
下
を
参
照
。

J.-F. M
attéi, « Platon et Levinas. A

u-delà de l ’essence », in E
. 

Levinas, Positivité et transcendance, PU
F, 2000. 

だ
が
、
本
稿
が
注

目
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
「
政
治
哲
学
」
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
倫
理
」
と
の
関

連
を
指
摘
し
た
も
の
は
管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
15
） E. Levinas, C

arnets de captivité, G
rasset/IM

E
C

, 2009, p. 317. 

そ

こ
で
見
ら
れ
る
書
誌
は
以
下
で
あ
る
。A

. D
iès, « Introduction », in 

Platon, Œ
uvres com

plètes, t. V
I, p. v; A

. R
ivaud, « Platon auteur 

dram
atique », R

evue d’H
istoire de la philosophie, avril-juin 1927, 

p. 125

（C
arnets

はp. 25

と
し
て
い
る
が
誤
り
で
あ
る
）; U

. von 
W

ilam
ow

itz-M
oellendorff, Platon, t. 1, 1919, p. 180-241; V. de 

M
agalhães-V

ilhena, Socrate et la légende platonicienne, P
U

F, 
1952, p. 109; S. P

étrem
ent , L

e D
u

alism
e chez P

laton
, les 

gnostiques et les m
anichéens, PU

F, 1947, p. 123, 326; Lettres V
II, 

324b, 326a.
（
16
） 

以
下
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
と
く
に
岩
波
書
店
版
『
プ

ラ
ト
ン
全
集
』
に
加
え
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ュ
デ
版
の
希
仏
対
訳
プ
ラ
ト
ン
全

集
を
参
照
し
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
後
者
の
版
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
確
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実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
比
較
的
自
由
に
引
用
を
行
な
っ
て
い
る
。
以

下
で
は
、
な
る
べ
く
岩
波
書
店
版
に
合
わ
せ
て
訳
出
し
た
。

（
17
） H. A

rendt, “W
hat is authority ? ”, in B

etw
een Past and F

uture, 
Penguin B

ooks, new
 ed., 2006, p. 106f.

（
18
） 
先
に
引
用
し
た
、
書
か
れ
た
法
の
必
要
性
を
説
く
「
自
由
と
命
令
」
の
箇

所
に
つ
い
て
、
あ
る
論
者
は
、
こ
こ
で
の
「
外
的
法
」
と
は
プ
ラ
ト
ン
に

お
け
る
法
や
あ
る
い
は
政
治
的
な
法
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
「
律

法
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（M

. B
ienenstock, 

“R
ecalling the past in R

osenzw
eig ’s Star of R

edem
ption”, M

odern 

Judaism
, 23

（3

）, 2003, p. 239

）
。
だ
が
、
こ
の
解
釈
は
「
自
由
と
命
令
」

の
論
の
進
め
方
を
見
誤
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
以
下
で

見
る
、
こ
の
「
外
的
法
」
こ
そ
が
「
も
う
一
つ
の
専
制
」
と
呼
ば
れ
る
当

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。

（
19
） K. Popper, T

he O
pen Society and its E

nem
ies, R

outledge, vol. 1, 
5

th ed., 1969, p. 34.

（
20
） E. Levinas, Le tem

ps et l’autre, PU
F, 2001, p. 53.

（
21
） H. A

rendt, “Philosophy and politics ”, Social R
esearch, 57

（1

）, 
1990, p. 75, 77.

（
22
） Ibid., p. 78.

（
23
） H. A

rendt, “W
hat is authority ? ”, art. cit., p. 113.

（
24
） Cf. M

. B
lanchot, E

ntretien infini, G
allim

ard, 1969, p. 72, 86.

（
25
） Cf. T

I, p. 37, 41, 43, 64, 66, 69, 71, 156f, 274.

（
26
） 

実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
書
か
れ
た
も
の
と
話
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
表

題
で
、
五
二
年
に
口
頭
発
表
を
行
な
っ
て
い
る
。
『
全
体
性
と
無
限
』
を

準
備
す
る
こ
の
発
表
の
な
か
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
に
言
及
し
な

が
ら
「
書
か
れ
た
も
の
」
と
「
話
さ
れ
た
も
の
」
の
差
異
を
分
析
し
て
い

る
が
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
次
の
発
言
で
あ
る
。
「
政
治
と
は
も
ち

ろ
ん
道
徳
の
変
形
で
も
、
最
小
限
の
道
徳
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
書
か
れ

0

0

0

た
も
の
に
よ
っ
て
法
の
も
と
に
固
定
さ
れ
た
制
度

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
」（E

. Levinas, 
« L ’É

crit et l ’O
ral », in Parole et silence, G

rasset/IM
E

C
, 2009, p. 

228

）
。

（
27
） 

た
し
か
に
、
政
治
の
「
合
理
的
秩
序
」
は
、
そ
れ
が
「
完
全
に
機
能
し
て

い
る
」
と
き
で
す
ら
、
「
〈
他
者
〉
の
涙
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
だ

が
（LC

 97

）
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
「
か
た
よ
り
見
る
こ
と
」
が
な
い
こ

と
こ
そ
、
「
正
義
」
が
「
正
義
」
た
る
所
以
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
以
下
を
参
照
。G

. B
ensussan, « Levinas et 

la question politique », art. cit., p. 100f.

（
28
） こ
の
点
を
指
摘
し
て
く
れ
た
匿
名
の
査
読
者
に
感
謝
し
た
い
。

（
29
） 『
存
在
の
彼
方
へ
』
以
降
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
に
お
い
て
は
、
倫
理
的

主
体
性
は
あ
ら
ゆ
る
「
秩
序
」
に
先
立
つ
「
無
―

秩
序
的
」
な
も
の
と
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
第
三
者
の
出
現
に
よ
る
正
義
の
次
元
の
設
立
こ

そ
が
「
無
―

秩
序
」
か
ら
の
「
原
理
」
の
探
求
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（C

f. 
E

. Levinas, A
utrem

ent qu’être, op. cit., p. 205

）
。
こ
の
か
ぎ
り
で
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
の
眼
目
は
「
も
う
一
つ
の
ア
ル
ケ
ー
」
の
探
求

で
は
な
く
、
逆
に
こ
う
し
た
探
求
に
基
づ
く
西
洋
哲
学
全
体
の
批
判
に
あ

る
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（C

f. W
. P. Sim

m
ons, op. cit., p. ix

）
。

本
稿
が
示
そ
う
と
試
み
た
の
は
、
こ
う
し
た
理
解
へ
の
反
駁
で
は
な
く
、

少
な
く
と
も
そ
れ
に
先
立
つ
五
十
年
代
に
は
、「
も
う
一
つ
の
ア
ル
ケ
ー
」

の
探
求
と
言
い
う
る
も
の
こ
そ
が
、
政
治
的
な
も
の
か
ら
倫
理
的
な
も
の

を
峻
別
す
る
際
の
動
因
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
期
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
無
―

秩
序
」
の
概
念
の
政
治
的
含
意
に
つ
い
て
は

以
下
を
参
照
。M

. A
bensour, « L ’an-archie entre m

étapolitique et 
politique », Les C

ahiers philosophiques de Strasbourg, op. cit.
キ
ー
ワ
ー
ド
：
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
／
倫
理
／
政
治
／
プ
ラ
ト
ン
／

専
制



127　●　〈公募論文〉規範理論における「現実」の位置づけ――松元雅和

は
じ
め
に

　

Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
は
自
ら
の
政
治
哲
学
を
「
現
実
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
」

と
呼
ん
だ
。
そ
の
課
題
は
、
以
下
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
民
主
的
文
化
に
お
け
る

正
義
の
情
況
を
所
与
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
社
会
は
ど
の
よ
う
な
理

想
と
原
理
を
実
現
し
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
（R

aw
ls 2001: 

4/8

）
。
こ
の
問
い
は
二
つ
の
構
成
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
に
、

私
た
ち
が
生
き
る
社
会
の
所
与
の
現
実
が
あ
り
、
第
二
に
、
い
ま
だ
実

現
さ
れ
て
い
な
い
正
義
の
理
想
が
あ
る
。
現
実
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と

い
う
一
見
し
て
形
容
矛
盾
を
含
ん
だ
呼
び
方
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
構
成

要
素
を
有
意
味
に
結
合
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
。

　

ロ
ー
ル
ズ
の
企
図
は
、
規
範
理
論
の
学
問
的
活
動
そ
の
も
の
に
重
要

な
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
規
範
理
論
の
役
割
は
、
ど

れ
ほ
ど
の
現
実
を
所
与
と
見
な
し
、
逆
に
ど
れ
ほ
ど
の
遠
大
な
理
想
を

掲
げ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
社
会
の
現
状
に
あ
ま
り
に

と
ら
わ
れ
す
ぎ
る
と
、
規
範
理
論
は
保
守
的
・
現
状
維
持
的
と
な
り
、

理
想
と
し
て
の
価
値
や
理
念
を
提
示
す
る
と
い
う
役
割
を
失
っ
て
し
ま

う
。
他
方
で
、
現
実
世
界
の
諸
制
約
を
等
閑
視
し
て
理
想
に
傾
き
す
ぎ

る
と
、
規
範
理
論
は
実
現
不
可
能
な
単
な
る
絵
空
事
の
描
写
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ー
ル
ズ
が
提
起
し
た
理
想
と
現
実
の
間
の
バ

ラ
ン
ス
問
題
―
―
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
想
が
、
同
時
に
ど
れ
ほ
ど
現
実
主

義
的
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
―
―
は
、
規
範
理
論
に
関
心
を
も
つ

〈
公
募
論
文
〉

規
範
理
論
に
お
け
る
「
現
実
」の
位
置
づ
け

【
Ｇ
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を
手
が
か
り
に
】

松
元
雅
和
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論
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
直
面
し
う
る
問
い
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
問
い
に
関
連
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら

『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
・
ア
ン
ド
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
』
誌

上
を
主
戦
場
と
し
て
、
一
大
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
端
緒

と
な
っ
た
の
が
、
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
Ｇ
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー

ル
ズ
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
は
、
規
範
理
論
に
お
け
る
理
想
と
現

実
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ
る
問
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
再
構
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
現
実
主
義
的
た
ら
ん
と
す
る
ロ
ー
ル

ズ
と
、
よ
り
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
た
ら
ん
と
す
る
コ
ー
エ
ン
、
な
ら
び
に
そ

の
い
ず
れ
か
に
与
す
る
論
者
に
よ
る
論
争
と
い
う
構
図
で
あ
る

）
1
（

。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ー
エ
ン
の
対
立
の
要
点
を
概
観

し
つ
つ
、
そ
の
対
立
を
調
停
す
る
た
め
の
一
定
の
道
筋
を
示
し
て
み
た

い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
理
想
と
現
実
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
問
題
に
対
す
る

筆
者
な
り
の
立
場
表
明
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
の
構
成
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
は
じ
め
に
、
ロ
ー
ル
ズ
が
規
範
理
論
の
種
類
と
し
て

提
示
し
た
理
想
理
論
／
非
理
想
理
論
の
区
別
を
紹
介
し
（
第
一
節
）
、
次

に
、
コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を
、
格
差
原
理
に
お
け
る
格
差
擁
護

論
の
是
非
と
い
う
点
か
ら
概
括
す
る
（
第
二
節
）
。
続
い
て
、
批
判
に

対
す
る
ロ
ー
ル
ズ
（
主
義
者
）
か
ら
の
応
答
と
し
て
、
基
本
構
造
／
個

人
行
動
の
区
別
を
紹
介
し
、
ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ー
エ
ン
の
対
立
の
構
図
を

さ
ら
に
明
確
化
す
る
（
第
三
節
）
。
最
後
に
、
規
範
理
論
の
焦
点
を
理

想
状
態
か
ら
非
理
想
状
態
へ
と
移
す
こ
と
で
、
同
対
立
に
一
定
の
合
意

点
が
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
（
第
四
節
）
。

一　

ロ
ー
ル
ズ
の
理
想
理
論

　

次
節
の
内
容
を
先
取
り
す
れ
ば
、
コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
の
要

点
は
、
「
ロ
ー
ル
ズ
の
規
範
理
論
は
本
人
が
言
う
ほ
ど
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

で
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
批
判
に
取
り
組
む
前

に
、
先
述
し
た
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う
「
現
実
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
性

質
を
よ
り
詳
し
く
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
規
範
理
論
は
、

い
か
な
る
意
味
で
現
実
主
義
的
で
あ
り
、
ま
た
い
か
な
る
意
味
で
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
で
あ
る
の
か
。
そ
の
手
が
か
り
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
『
正
義
論
』

で
提
示
し
た
理
想
理
論
／
非
理
想
理
論
の
区
別
に
あ
る
。

１　

〈
理
想
理
論
〉
と
し
て
の
規
範
理
論

　

こ
の
区
別
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

直
観
的
な
理
念
は
正
義
の
理
論
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
に

あ
る
。
第
一
の
〈
理
想
状
態
を
扱
う
理
論
〉
の
部
分
は
厳
格
な
遵
守

を
想
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
好
ま
し
い
情
況
下
の
秩
序
だ
っ
た

社
会
を
秩
序
づ
け
る
原
理
を
案
出
す
る
。
こ
の
部
分
は
完
全
に
正
義

に
適
っ
た
基
本
構
造
と
そ
れ
に
対
応
す
る
―
―
人
間
の
暮
ら
し
の
不

変
の
制
約
下
に
お
け
る
―
―
人
び
と
の
義
務
と
責
務
と
の
構
想
を
展
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開
す
る
。
…
…
第
二
の
〈
理
想
的
で
は
な
い
状
態
を
扱
う
理
論
〉
の

部
分
は
理
想
的
な
正
義
の
構
想
が
選
択
さ
れ
た
後
で
捻
出
さ
れ
る
。

そ
う
し
て
初
め
て
当
事
者
た
ち
は
人
び
と
を
あ
ま
り
幸
福
に
し
な
い

状
況
下
で
は
ど
の
原
理
を
採
択
す
べ
き
か
を
問
う
こ
と
に
な
る
。

（R
aw

ls 1971: 245-6/331

）

　

規
範
理
論
は
大
別
し
て
、
理
想
状
態
に
お
け
る
正
義
原
理
を
案
出
す

る
試
み
と
、
非
理
想
状
態
に
お
け
る
正
義
原
理
を
案
出
す
る
試
み
に
分

け
ら
れ
る
。
第
一
の
試
み
は
、
現
今
社
会
の
到
達
目
標
と
な
る
よ
う
な
、

完
全
に
正
し
い
社
会
の
輪
郭
を
描
き
、
ま
た
な
ぜ
そ
れ
が
正
義
に
適
っ

て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
試
み
は
、
現
今
社
会

に
存
在
す
る
不
正
に
対
処
す
る
た
め
の
方
策
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
〈
理
想
理
論
〉〈
非
理
想
理
論
〉
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　

先
の
引
用
中
に
あ
る
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
は
じ
め
に
〈
理
想
理

論
〉
に
取
り
掛
か
り
、
次
い
で
〈
非
理
想
理
論
〉
に
進
む
と
い
う
手
順

を
踏
む
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
非
理
想
理
論
〉
が
対
象
と
す
る
現
今
社
会
の

不
正
は
、
は
じ
め
に
〈
理
想
理
論
〉
に
お
け
る
完
全
に
正
し
い
社
会
の

輪
郭
が
示
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
「
非
理
想
理
論
は
、
理
想
理
論
が
す
で
に
手
元
に
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
理
想
と
な
る
も
の
が
、
少
な
く

と
も
そ
の
概
要
だ
け
で
も
明
確
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
…
…
非
理
想
理

論
に
は
、
問
い
に
答
え
る
参
照
基
準
と
な
る
目
的
も
、
目
標
も
な
い
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
」
（R

aw
ls 1999b: 89-90/132

）
。
そ

れ
ゆ
え
、
規
範
理
論
は
現
今
社
会
の
不
正
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
、
自

由
に
正
し
い
社
会
の
設
計
を
目
指
す
べ
き
な
の
だ
。

　

一
例
を
挙
げ
よ
う
（Sim

m
ons 2010: 30

）
。
戦
後
の
米
国
で
は
、
公

民
権
法
の
制
定
ま
で
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
の
よ
う
な
公
共
施
設
の
人
種
隔

離
政
策
が
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
政
策
の
不
正
は
異
な
っ
た
仕

方
で
理
解
で
き
る
。
一
方
で
、
黒
人
専
用
の
病
院
の
質
は
白
人
専
用
の

病
院
の
質
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
と
し
て
、
前
者
の
質
を
改
善
す
る
方

策
が
、
〈
非
理
想
理
論
〉
の
一
種
と
し
て
推
奨
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
れ
は
的
外
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
他
方
で
、
人
種
別
に
病
院

を
分
け
る
こ
と
が
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
〈
非
理
想
理
論
〉
が
問
う
べ
き
な
の
は
、
人
種
隔

離
を
所
与
と
し
て
人
種
平
等
を
は
か
る
第
一
の
方
策
で
は
な
く
、
人
種

隔
離
そ
れ
自
体

0

0

0

0

を
廃
止
す
る
第
二
の
方
策
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い

は
、「
そ
も
そ
も
人
種
平
等
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
か
」と
い
う
〈
理

想
理
論
〉
の
答
え
を
待
た
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

２　

理
想
状
態
／
非
理
想
状
態
の
内
実

　

そ
れ
で
は
、
理
想
状
態
と
非
理
想
状
態
は
、
具
体
的
に
何
が
ど
う
異

な
る
の
か
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
〈
理
想
理
論
〉
が
扱
う
理
想
状
態

の
要
点
は
、
そ
こ
で
人
々
が
正
義
原
理
を
遵
守
す
る
姿
勢
を
も
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る

）
2
（

。
理
想
状
態
と
は
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
秩
序
だ
っ
た
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社
会
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
全
員
が
正
義
に
則
っ
た
振
る
舞
い
を
な

し
、
正
義
に
か
な
っ
た
諸
制
度
を
維
持
す
る
上
で
の
役
割
を
果
た
す
も

の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
」
（R

aw
ls 1971: 8/13

）
。
具
体
的
に
、
そ
こ
に

住
む
人
々
は
正
義
原
理
の
要
請
を
理
解
し
、
そ
れ
に
従
う
正
義
感
覚
の

能
力
を
有
し
て
い
る
（R

aw
ls 1971: 145/196

）
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
は

い
っ
た
ん
正
義
原
理
が
案
出
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
を
自
発
的
に
受
け
入

れ
、
維
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
、
〈
理
想
理
論
〉
に
お
け
る
「
厳

格
な
遵
守
」
の
条
件
と
呼
ん
で
お
く
。

　

逆
に
〈
非
理
想
理
論
〉
の
問
い
と
は
、
人
々
の
間
で
正
義
原
理
の
「
厳

格
な
遵
守
」
が
期
待
で
き
な
い
非
理
想
状
態
下
で
、
正
し
い
社
会
を
目

指
し
て
ど
の
よ
う
な
矯
正
的
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
〈
非
理
想
理
論
〉
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
下
位
区
分
を
も
っ

て
い
る
（R

aw
ls 1971: 246/331

）
。
第
一
は
「
自
然
本
性
的
な
限
界
お

よ
び
歴
史
的
偶
発
性
へ
の
調
整
を
律
す
る
た
め
の
原
理
」
で
あ
り
、
第

二
は
「
不
正
義
に
対
処
す
る
た
め
の
原
理
」
で
あ
る
。
人
々
が
正
義
原

理
を
厳
格
に
遵
守
し
な
い
理
由
は
、
第
一
に
何
ら
か
の
社
会
的
・
歴
史

的
条
件
の
不
備
に
よ
り
、
遵
守
し
た
く
て
も
で
き
な
い
か
ら
か
も
し
れ

な
い
。
第
二
に
意
識
的
に
そ
れ
を
破
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
〈
非
理
想
理
論
〉
で
念
頭
に
置
か
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の

理
由
に
よ
る
「
部
分
的
な
遵
守
」
の
状
態
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
ロ
ー
ル
ズ
の
規
範
理
論
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ

0

0

0

0

ア0

的
要
素
と
は
、
そ
れ
が
〈
理
想
理
論
〉
の
探
求
を
主
た
る
課
題
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
現
今
社
会
で
実
際
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
ま
ず
は
そ
の
「
厳
格
な
遵
守
」
を
想

定
し
た
う
え
で
、
完
全
に
正
し
い
社
会
を
統
べ
る
正
義
原
理
を
自
由
に

描
き
出
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
次
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
規
範

理
論
に
お
け
る
現
実
主
義

0

0

0

0

的
要
素
を
特
定
し
て
み
た
い
。

３　

〈
理
想
理
論
〉
に
お
け
る
現
実
の
位
置
づ
け

　

ロ
ー
ル
ズ
の
規
範
理
論
に
お
け
る
現
実
主
義
的
性
質
は
、
正
義
原
理

が
仮
説
的
に
選
択
さ
れ
る
原
初
状
態
の
描
写
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い

る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
言
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

〈
正
義
の
根
本
を
な
す
原
理
が
、
社
会
に
お
け
る
人
び
と
の
あ
り

方
に
関
す
る
自
然
本
性
的
な
事
実
に
当
然
な
が
ら
依
拠
し
て
い
る
〉

と
考
え
る
点
に
お
い
て
は
、
契
約
説
は
功
利
主
義
に
合
意
す
る
。
こ

の
依
存
関
係
は
原
初
状
態
の
記
述
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
当
事
者
た
ち
の
意
思
決
定
は
一
般
的
な
知
識
に
照
ら
し
て

な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
原
初
状
態
の
多
種
多
様
な
構
成
要
素
は
、

人
間
の
生
活
情
況
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
も
の
ご
と
を
前
提
し
て
い
る
。

（R
aw

ls 1971: 159/215

）

　

具
体
的
に
、
正
義
原
理
を
案
出
す
る
に
あ
た
り
、
所
与
の
前
提
と
し

て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
現
実
は
多
岐
に
わ
た
る
（R

aw
ls 1971: sec. 1; 
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1999b: sec. 1.2

）
。
例
え
ば
、
正
義
原
理
は
自
然
法
則
の
み
な
ら
ず
、「
人

間
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
」
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
人
々
は
自
ら
の
生
活
様
式
に
つ
い
て
互
い
に
還
元
不
可
能
な
多
様

性
を
有
し
て
い
る
。
正
義
原
理
の
及
ぶ
範
囲
は
さ
し
あ
た
り
現
今
の
国

民
国
家
に
該
当
す
る
自
足
的
な
連
合
体
に
限
定
さ
れ
る
。
一
夫
一
婦
制

の
家
族
制
度
、
子
ど
も
の
個
別
的
養
育
、
何
ら
か
の
市
場
経
済
の
存
在
、

人
生
に
資
す
る
汎
用
的
手
段
と
し
て
の
基
本
財
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、

等
々
が
前
提
と
さ
れ
る
。
な
か
ん
ず
く
、
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
の
基
本
的

前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
資
源
の
希
少
性
と
利
他
心
の
限
定
性
と
い

う
現
実
（
＝
正
義
の
情
況
）
で
あ
る
（R

aw
ls 1971: sec. 22

）
。
こ
の
よ

う
に
、
「
正
義
の
さ
ま
ざ
ま
な
構
想
は
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
ま
ま

の
暮
ら
し
の
条
件
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で

あ
る
（R

aw
ls 1971: 454/595

）
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
現
実
を
す
べ
て
取
り
払
っ
て
、
一
層
自
由
に

正
義
原
理
を
追
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
試
み
は
、

規
範
理
論
と
し
て
必
要
で
も
な
い
し
有
益
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
道
徳
哲
学
を
世
界
創
造
の
倫
理
の
研
究
へ
と

変
え
て
し
ま
う
」
も
の
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
可
能
世
界
の
中
で
最
善

の
世
界
は
ど
れ
で
あ
る
の
か
」
を
問
う
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
答
え

は
「
人
間
の
理
解
力
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
」

か
ら
で
あ
る
（R

aw
ls 1971: 159/215

）
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
哲
学
者
が

規
範
理
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
一
定
の
現
実
を
所
与
と
す
る
こ
と

に
躊
躇
す
る
必
要
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
―
―
次
節
以
降
の
議
論
に
関
わ
る
が
―
―
あ
ま
り
に
多
く

の
偶
然
的
事
実
を
前
提
に
し
す
ぎ
る
と
、
規
範
理
論
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で

「
大
切
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
諸
前
提
は
真
で
あ
り
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に

一
般
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（R

aw
ls 1971: 

158/214

）
。
い
か
な
る
諸
前
提
が
「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
一
般
的
」
で
あ
る

か
は
開
か
れ
た
問
い
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
自
身
、
後
期
に
な
る
に
従
っ

て
、
社
会
的
・
歴
史
的
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
現
実
を
〈
理
想
理
論
〉
の

一
部
に
組
み
込
み
始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

）
3
（

。
た
だ
し
、
こ
う
し
た

ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
変
遷
は
本
稿
の
主
要
関
心
か
ら
外
れ
る
の
で
、
脇
に

置
い
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
の
要
点
は
、〈
理
想
理
論
〉
の
探
求
に
あ
た
っ

て
さ
え
、
ロ
ー
ル
ズ
が
数
々
の
現
実
主
義
的
前
提
を
置
い
て
い
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二　

コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判

　

以
上
見
た
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
規
範
理
論
は
、
〈
理
想
理
論
〉
を

展
開
す
る
点
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
あ
り
、
そ
の
際
「
社
会
に
お
け
る
人

び
と
の
あ
り
方
に
関
す
る
自
然
本
性
的
な
事
実
」
に
依
拠
す
る
点
で
現

実
主
義
的
で
あ
る
。
し
か
し
コ
ー
エ
ン
は
、
こ
の
理
想
化
が
不
十
分
で

あ
る
と
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
を
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
ル
ズ
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の
規
範
理
論
は
本
来
は
る
か
に
遠
大
な
理
想
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
の

に
、
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
現
実
主
義
的
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を
概
括
し
つ
つ
、
理
想
と
現

実
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
問
題
に
関
す
る
コ
ー
エ
ン
の
見
解
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

１　

ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
擁
護
論

　

特
に
コ
ー
エ
ン
が
批
判
の
俎
上
に
載
せ
た
の
が
、
ロ
ー
ル
ズ
が
提
唱

す
る
格
差
原
理
で
あ
っ
た
。
「
格
差
原
理
」

（difference principle

）
と
は
そ
の
名
の
通
り
、

あ
る
状
況
下
で
格
差
／
不
平
等
が
存
在
す
る
こ
と

を
容
認
す
る
原
理
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
社

会
的
・
経
済
的
不
平
等
は
、
最
も
不
遇
な
人
び
と

の
最
大
の
便
益
に
資
す
る
よ
う
に
編
成
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
（R

aw
ls 

1971: 302/403

）
。
コ
ー
エ
ン
は
さ
し
あ
た
り
こ

の
原
理
を
受
け
入
れ
つ
つ
も

）
4
（

、
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
の

原
理
を
労
働
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
い
う
誤
っ
た
事

実
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
格
差
擁
護
論
と
い

う
誤
っ
た
結
論
を
導
い
て
い
る
と
批
判
し
た
の
だ
。

　

ま
ず
は
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
擁
護
論
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
（
一
）
は
じ
め
に
、
正
し
い
社
会
を

統
べ
る
格
差
原
理
を
含
む
正
義
の
二
原
理
が
案
出
さ
れ
た
と
し
て
み
よ

う
。
さ
ら
に
、
辞
書
的
順
序
に
従
っ
て
、
格
差
原
理
以
外
の
正
義
原
理

が
充
足
さ
れ
た
と
も
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
社
会
的
情
況
を
是
正
す

る
最
大
限
の
機
会
平
等
が
達
成
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
（R

aw
ls 1971: 

ch. 12

）
。
す
る
と
、
格
差
原
理
が
特
定
す
る
「
最
も
不
遇
な
人
び
と
」

と
は
、
何
ら
か
の
生
得
的
事
情
で
生
産
性
を
も
た
な
い
人
々
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
格
差
原
理
の
要
請
は
、
こ
う
し
た
生
産
性
に
恵
ま
れ
な
い
者

の
取
り
分
を
最
大
化
す
る
分
配
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ひ
と

ま
ず
各
人
の
取
り
分
を
、
生
産
性
の
高
い
者
と
低
い
者
の
間
で
一
律
に

分
配
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
が
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
で
あ
る
（
Ｄ
１

）
5
（

）
。

　

（
二
）
し
か
し
、
各
人
の
生
産
的
貢
献
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
、
一
律

に
取
り
分
が
分
配
さ
れ
る
平
等
主
義
社
会
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
産
性
の

高
い
者
は
労
働
意
欲
を
失
い
、
結
果
的
に
社
会
全
体
の
パ
イ
が
減
少
す

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
分
配
の
恩
恵
に
与
る
生
産
性
の
低
い
者
に
と
っ

て
も
不
都
合
で
あ
る
。
逆
に
、
生
産
的
貢
献
に
応
じ
た
不
平
等
な
取
り

分
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
生
産
性
の
高
い
者
は
労
働
意
欲
を
取
り
戻
し
、

結
果
的
に
社
会
全
体
の
パ
イ
が
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
生
産
性

の
高
い
者
と
低
い
者
の
間
の
格
差
を
広
げ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
社

会
全
体
の
パ
イ
が
増
大
す
る
こ
と
で
、
不
平
等
な
取
り
分
を
認
め
な
い

状
態
と
比
較
す
る
と
、
生
産
性
の
低
い
者
の
立
場
は
絶
対
的
に
改
善
す

る
（
Ｄ
２
）
。

　

（
三
）
そ
れ
ゆ
え
、
最
も
不
遇
な
人
び
と
―
―
す
な
わ
ち
生
産
性
の

図表 1　ロールズの格差擁護論における各人の取り分

D1 D2

生産性の高い者への分配 10 100

生産性の低い者への分配 10 20
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低
い
者
―
―
の
便
益
を
最
大
化
す
る
よ
う
な
不
平
等
の
存
在
を
認
め
る

こ
と
は
、
誰
に
と
っ
て
も
都
合
が
良
い
。
す
な
わ
ち
パ
レ
ー
ト
最
適
で

あ
る
（
図
表
１
）
。
そ
こ
で
は
以
下
の
状
態
が
成
立
し
て
い
る
。

　

す
べ
て
の
社
会
的
基
本
財
が
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、

出
発
点
を
な
す
仮
説
的
な
制
度
編
成
を
想
像
し
て
み
る
。
そ
こ
で
は
、

各
人
が
同
等
の
権
利
と
義
務
を
有
し
、
所
得
と
富
は
均
等
に
分
か
ち

合
わ
れ
て
い
る
〔
＝
Ｄ
１
〕
。
こ
の
事
態
こ
そ
が
も
ろ
も
ろ
の
改
善

策
の
よ
し
あ
し
を
判
定
す
る
基
準
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
も

し
一
定
の
富
の
不
平
等
と
職
権
の
格
差
と
を
介
し
て
、
め
い
め
い
の

暮
ら
し
向
き
が
仮
説
的
な
ス
タ
ー
ト
地
点
よ
り
も
改
善
さ
れ
る
の
で

あ
る
な
ら
〔
＝
Ｄ
２
〕
、
そ
う
し
た
不
平
等
と
格
差
は
前
述
し
た
一

般
的
な
構
想
と
合
致
す
る
も
の
と
言
え
る
。（R

aw
ls 1971: 62/86-7

）

　

こ
う
し
て
ロ
ー
ル
ズ
は
、
（
一
）
格
差
原
理
の
要
請
と
（
二
）
労
働

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
い
う
事
実
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
（
三
）
不

平
等
の
存
在
を
容
認
す
る
の
で
あ
る
。

２　

コ
ー
エ
ン
の
格
差
拒
否
論

　

し
か
し
、
コ
ー
エ
ン
は
以
上
の
推
論
が
不
適
切
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
理
想
状
態
に
お
い
て
取
り
除
か
れ
る
べ
き
偶
然
的

事
実
の
ひ
と
つ
を
所
与
の
前
提
と
見
な
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
コ
ー
エ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
現
実
を
所
与

と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
結
論
は
不
平

等
を
容
認
す
る
間
違
っ
た
方
向
に
向
い
て
い
る
。
逆

に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
推
論
を
適
切
な
理
想
状
態
の
も
と

で
組
み
立
て
直
す
な
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
と
は
逆
に
格
差

を
拒
否
す
る
結
論
が
導
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

単
純
化
す
る
と
、
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
擁
護
論
は
以

下
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

（
一
）
大
前
提
（
規
範
）：
社
会
的
・
経
済
的
不
平

等
は
、
最
も
不
遇
な
人
び
と
の
最
大
の
便
益
に

資
す
る
よ
う
に
編
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
格
差
原
理
）

（
二
）
小
前
提
（
事
実
）：
不
平
等
が
認
め
ら
れ
る

な
ら
、
そ
れ
は
生
産
性
の
高
い
者
が
よ
り
多
く

働
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
り
、
生
産
性
の
低

い
者
の
利
益
も
最
大
化
さ
れ
る

（
三
）
結
論
：
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
機
能
す
る
不
平
等
は
容
認

で
き
る

　

コ
ー
エ
ン
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
の
が
、
推
論
中
の
（
二
）
「
小

前
提
（
事
実
）
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
前
提
こ
そ
が
、
不
平

図表 2　コーエンの格差拒否論における各人の取り分
（6）

D1 D2 D3

生産性の高い者への分配 10 100 30

生産性の低い者への分配 10 20 30
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等
を
容
認
す
る
と
い
う
（
コ
ー
エ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
）
ロ
ー
ル
ズ
の
誤
っ

た
結
論
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
元
凶
だ
か
ら
で
あ
る
（C

ohen 2000: 

ch. 8 sec. 2

）
。
ロ
ー
ル
ズ
の
当
初
の
想
定
は
、
「
不
平
等
な
取
り
分
が

認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
生
産
性
の
高
い
者
は
働
か
な
い
」
（
Ｄ
１
）
あ

る
い
は
「
不
平
等
な
取
り
分
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
生
産
性
の
高
い
者
は

働
く
」
（
Ｄ
２
）
の
二
者
択
一
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
不
十
分

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
小
前
提
（
事
実
）
」
を
所
与
と
し
な
け
れ
ば
、「
不

平
等
な
取
り
分
が
認
め
ら
れ
な
く
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

、
生
産
性
の
高
い
者
は
働
く

0

0

」

と
い
う
選
択
肢
（
Ｄ
３
）
が
、
少
な
く
と
も
観
念
的
に
は
あ
り
う
る
か

ら
で
あ
る
。
か
り
に
再
分
配
の
負
担
を
厭
わ
ず
に
生
産
性
の
高
い
者
が

よ
り
多
く
働
く
な
ら
ば
、
平
等
主
義
的
か
つ

0

0

パ
レ
ー
ト
最
適
の
分
配
が

実
現
で
き
る
。
す
る
と
、
少
な
く
と
も
可
能
世
界
に
お
い
て
は
、
Ｄ
３

こ
そ
が
「
最
も
不
遇
な
人
び
と
の
最
大
の
便
益
に
資
す
る
」
と
い
う
格

差
原
理
に
適
合
す
る
選
択
肢
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（
図
表
２
）
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
節
の
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
理
想
状
態
の
特
徴
づ
け
を
想

起
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
人
々
は
い
っ
た
ん
案
出
さ
れ
た
正
義
原

理
を
「
厳
格
に
遵
守
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
正
義

原
理
（
格
差
原
理
）
が
「
最
も
不
遇
な
人
び
と
の
最
大
の
便
益
に
資
す
る
」

こ
と
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
が
、
生
産
性
の
高
い
者
も
含
め
、
全
員
に

よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
（C

ohen 2000: 126/229-30; 2008: 121

）
。

さ
て
、
生
産
性
の
高
い
者
は
、
Ｄ
１
、
Ｄ
２
、
Ｄ
３
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択

肢
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
、
Ｄ
３
が
格
差
原
理
の
要
請
に
よ
り
合
致
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
Ｄ
２
を
選
好
す
る
理
由
を
示
せ
る
で

あ
ろ
う
か
。

　

才
能
に
恵
ま
れ
、
か
つ
格
差
原
理
を
肯
定
す
る
人
は
、
こ
れ
ら
の

問
い
が
厄
介
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら

は
格
差
原
理
に
よ
る
審
判
の
場
で
、
自
己
を
正
当
化
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

た
め
に
、

最
も
不
遇
な
人
び
と
の
状
態
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
自
分
た
ち
が
高

い
報
酬
を
得
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず

だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
ま
さ
に
、
高
額
の
報
酬
を
必
然
た
ら
し
め
て

0

0

0

0

0

い
る

0

0

の
は
、
彼
ら
自
身
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（C

ohen 

2000: 127/230-1; 2008: 122

）

　

こ
の
よ
う
に
、
不
平
等
な
取
り
分
に
応
じ
て
働
く
／
働
か
な
い
を
決

め
た
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
生
産
性
の
高
い
者
本
人
で
あ
る
。
可
能
世
界

で
は
存
在
し
た
は
ず
の
「
最
も
不
遇
な
人
び
と
の
最
大
の
便
益
に
資
す

る
」
選
択
肢
（
Ｄ
３
）
を
消
去
し
た
の
は
、
か
れ
ら
自
身
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
点
で
、
労
働
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
不
平
等
（
Ｄ
２
）

を
要
求
す
る
人
は
、
正
義
原
理
（
格
差
原
理
）
よ
り
も
自
己
利
益
を
優

先
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
理
想
状
態
に
お
い
て
は
全
員
が
正
義
原
理

を
完
全
に
受
け
入
れ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
ロ
ー
ル
ズ
の

想
定
と
矛
盾
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
理
想
状
態
―
―
「
厳
格
な
遵
守
」

の
条
件
―
―
を
想
定
し
た
時
点
で
、
人
々
は
正
義
原
理
の
要
請
に
答
え
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る
た
め
に
、
追
加
の
労
働
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ

る
。
「
パ
レ
ー
ト
優
越
的
不
平
等
と
い
う
可
能
性
に
鑑
み
る
と
、
平
等

に
固
執
す
る
の
は
非
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
ロ
ー
ル
ズ
の
主
張
は
力
を

無
く
す
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
レ
ー
ト
改
善
的
か
つ
平
等
保
持
的

0

0

0

0

0

な
移
行
〔
＝

Ｄ
３
〕
…
…
が
、
今
や
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
」
（C

ohen 2008: 101

）
。

そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
擁
護
論
は
〈
理
想
理
論
〉
と
し
て
は
成

り
立
た
な
い
。

　

実
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
擁
護
論
に
限
ら
ず
、
規
範
理
論
の
多
く
は
、

こ
の
種
の
コ
ー
エ
ン
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
理
想
状
態
に
お
い
て
は
取
り
除
か
れ
る
べ
き
不
適
切
な
現
実
を
所

与
の
前
提
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
推
論
全
体
が
誤
っ
た
方
向
に
向
か
い
、

適
切
と
は
言
え
な
い
結
論
に
達
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
意
味

で
、
コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
は
、
理
想
と
現
実
の
間
の
バ
ラ
ン
ス

問
題
と
い
う
本
稿
の
主
題
に
届
く
射
程
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
規
範
理
論
一
般
が
現
実
を
ど
こ
ま
で
正
義
原
理
に
組
み
込
む
か

／
組
み
込
ま
な
い
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
だ
。

三　

基
本
構
造
と
個
人
行
動

　

前
節
で
は
、
不
適
切
な
現
実
を
所
与
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ロ
ー

ル
ズ
は
格
差
原
理
の
も
つ
遠
大
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
想
を
自
ら
切
り
詰

め
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の
批
判
を
取
り
上
げ
た
。
理
想
状
態
に
お
い
て

は
、
生
産
性
の
高
い
者
も
含
め
て
全
員
が
正
義
原
理
を
受
け
入
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
「
最
も
不
遇
な
人
び
と
の
最
大
の
便
益
に
資
す
る
」
た

め
自
発
的
に
最
大
限
の
労
働
に
勤
し
む
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
（
主
義
者
）
は
以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
で

あ
ろ
う
。
コ
ー
エ
ン
は
ロ
ー
ル
ズ
の
〈
理
想
理
論
〉
を
誤
っ
て
解
釈
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
「
厳
格
な
遵
守
」
の
条
件

と
は
、
人
々
が
日
常
生
活
の
な
か
で
常
に
正
義
原
理
に
従
っ
た
個
人
行

動
を
と
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
厳
格
な
遵
守
」

が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
人
々
が
正
義
原
理
に
適
っ
た
社
会
な
い
し

制
度
を
支
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
義
原
理
の
名
宛
人
―
―
す

な
わ
ち
、
格
差
原
理
を
含
む
正
義
原
理
を
体
現
す
る
主
体
―
―
は
制
度

0

0

で
あ
っ
て
、
人
間

0

0

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

１　

主
題
と
し
て
の
基
本
構
造

　

ロ
ー
ル
ズ
は
こ
の
こ
と
を
、
『
正
義
論
』
冒
頭
で
明
確
に
宣
言
し
て

い
る
。
い
わ
く
、
「
正
義
は
社
会
の
諸
制
度
が
ま
ず
も
っ
て
発
揮
す
べ

き
効
能
で
あ
る
」
（R

aw
ls 1971: 3/6

）
。
正
義
は
人
間
の
心
性
や
態
度

に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
効
能
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
格
差
原
理
を
含

む
正
義
原
理
を
満
た
す
こ
と
は
、
理
想
状
態
に
お
い
て
で
さ
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
々

が
日
常
生
活
で
直
接
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
例

え
ば
ロ
ー
ル
ズ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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正
義
の
原
理
、
と
り
わ
け
格
差
原
理
は
、
社
会
的
・
経
済
的
不
平

等
を
統
制
す
る
主
要
公
共
原
理
と
政
策
に
適
用
さ
れ
る
。
…
…
格
差

原
理
が
妥
当
す
る
の
は
、
例
え
ば
所
得
税
や
固
定
資
産
税
、
財
政
・

経
済
政
策
で
あ
る
。
そ
の
適
用
対
象
は
、
公
法
や
法
令
の
公
表
さ
れ

た
体
系
で
あ
っ
て
、
個
別
の
取
引
や
分
配
で
は
な
い
し
、
個
人
や
結

社
の
決
定
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
取
引
や
決
定
が
な
さ
れ

る
制
度
的
背
景
な
の
で
あ
る
。
（R

aw
ls 1996: 282-3; 1999a: 262-3

）

　

正
義
原
理
を
実
際
に
実
行
す
る
の
は
制
度
の
役
割
で
あ
り
、
そ
の
制

度
を
支
持
し
、
維
持
す
る
の
が
人
々
の
役
割
で
あ
る
。
こ
の
「
分
業
」

関
係
（R

aw
ls 1996: lec. 7 sec. 4; 2001: sec. 15.3

）
を
念
頭
に
置
い
て

は
じ
め
て
、〈
理
想
理
論
〉
の
性
質
を
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
人
々
に
正
義
原
理
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
求
め
る
も
の
の
、

個
々
に
実
行
す
る
こ
と
は
求
め
て
い
な
い
。
コ
ー
エ
ン
の
例
を
用
い
れ

ば
、
自
分
自
身
の
収
入
に
多
く
を
課
税
す
る
か
も
し
れ
な
い
平
等
党
を

支
持
す
る
こ
と
と
、
自
ら
振
込
用
紙
に
書
き
込
ん
で
寄
付
を
行
う
こ
と

は
―
―
か
り
に
両
方
の
場
合
で
結
果
的
に
個
人
が
負
う
負
担
が
同
じ
だ

と
し
て
も
―
―
異
な
る
の
で
あ
る
（C

ohen 2000: ch. 10 sec. 1

）
7
（1

）
。

　

そ
こ
で
、
〈
理
想
理
論
〉
の
探
求
に
あ
た
っ
て
も
、
人
々
の
心
理
的

傾
向
は
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
手
つ
か
ず
の
ま
ま
残
さ
ざ
る
を
え
な
い

―
―
少
な
く
と
も
、
そ
の
変
革
は
正
義
の
第
一
の
主
題
で
は
な
い

）
8
（

。
そ

し
て
、
日
常
生
活
の
選
択
の
な
か
で
、
労
働
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て

の
不
平
等
抜
き
に
、
常
に
「
最
も
不
遇
な
人
び
と
の
最
大
の
便
益
に
資

す
る
」
行
動
を
と
る
よ
う
な
人
間
像
は
、
規
範
理
論
の
適
切
な
前
提
で

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
能
力
に
応
じ
て
働
き
、
必
要
に
応
じ
て
受
け

取
る
」
型
の
共
産
主
義
的
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
見
る
と
こ
ろ
、

現
今
社
会
の
規
範
理
論
の
基
盤
を
超
越
し
て
い
る

）
9
（

。
む
し
ろ
、
人
間
の

利
他
心
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
現
実
（
＝
正
義
の
情
況
）
が
厳
と
し

て
存
在
す
る
以
上
、
規
範
理
論
は
こ
れ
を
前
提
と
し
て
制
度
設
計
に
向

か
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
こ
う
し
た
現
実
に
見
合
っ
た
制
度
と
は
、

各
人
の
利
己
心
の
追
求
が
同
時
に
状
況
全
体
を
最
善
化
す
る
よ
う
な
選

択
肢
、
す
な
わ
ち
労
働
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
不
平
等
を
容
認
す

る
選
択
肢
で
あ
る
。

２　

コ
ー
エ
ン
の
再
反
論

　

も
ち
ろ
ん
コ
ー
エ
ン
も
、
利
他
心
の
限
界
性
と
い
う
現
実
が
さ
し
あ

た
り
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
自
体
は
否
定
し
な
い

）
10
（

。
し
か
し
、

か
り
に
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
コ
ー
エ
ン
は
動
じ
な
い
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
能
力
に
応
じ
て
働
き
、
必
要
に
応
じ
て
受
け
取
る
」

型
の
共
産
主
義
的
ビ
ジ
ョ
ン
が
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
以
上
、
人
々
の

個
人
行
動
が
正
義
原
理
を
満
た
さ
な
い
（
満
た
せ
な
い
）
こ
と
は
、
原

理
の
瑕
疵
で
は
な
く
人
々
の
意
識
の
瑕
疵
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
場
合
、

変
わ
る
べ
き
は
原
理
で
は
な
く
人
々
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
コ
ー

エ
ン
の
主
張
は
か
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
合
致
す
る
。
政
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治
哲
学
者
の
真
の
課
題
は
、
世
界
を
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
世
界

を
変
革
す
る
こ
と
な
の
だ

）
11
（

。

　

こ
こ
か
ら
コ
ー
エ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
に
対
し
て
根
本
的
な
異
論
を
投

げ
か
け
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
正
義
の
主
題
を
社
会
の
基
本
構
造
に
限
定
し

た
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ
も
間
違
っ
て
い
た
の
だ
。
「
格
差
原
理
の
実

行
に
関
す
る
〔
制
度
と
人
間
の
〕
二
重
構
造
モ
デ
ル
は
、
市
民
は
格
差

原
理
に
込
め
ら
れ
た
正
義
の
基
準
に
自
発
的
に
従
う
と
い
う
、
正
当
な

社
会
の
（
堅
実
な
）
ロ
ー
ル
ズ
的
成
立
要
件
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
…
…
す

な
わ
ち
、
格
差
原
理
の
観
点
か
ら
見
て
正
当
な
社
会
は
、
正
当
な
強
制

的
ル
ー
ル

0

0

0

だ
け
で
な
く
、
個
人
の
選
択
に
浸
透
す
る
正
義
の
エ
ー
ト
ス

0

0

0

0

を
も
必
要
と
す
る
」
（C

ohen 2000: 127-8/232; 2008: 123

）
。
こ
の
よ

う
に
、
正
義
の
適
切
な
主
題
と
は
、
社
会
の
制
度
や
ル
ー
ル
の
み
な
ら

ず
、
社
会
的
エ
ー
ト
ス
―
―
す
な
わ
ち
、
「
日
々
の
選
択
を
統
御
す
る

も
の
で
あ
り
、
正
当
な
ル
ー
ル
の
遵
守
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る

選
択
を
統
御
す
る
も
の
」
（C
ohen 2000: 136/245; 2008: 132
）
―
―

を
も
射
程
に
含
む
も
の
で
あ
る
。
利
他
心
の
限
界
性
と
い
う
現
実
は
、

手
つ
か
ず
の
ま
ま
と
す
る
の
で
な
く
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
想
に
向
け
て

変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

）
12
（

。

　

よ
う
や
く
、
理
想
と
現
実
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
問
題
を
め
ぐ
る
、
ロ
ー

ル
ズ
と
コ
ー
エ
ン
の
真
の
対
立
軸
が
見
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
利
他
心

の
限
界
性
と
い
う
現
実
（
＝
正
義
の
情
況
）
を
、
所
与
の
前
提
と
す
る

か
変
革
の
対
象
と
す
る
か
と
い
う
対
立
で
あ
る
。
一
方
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、

規
範
理
論
の
役
割
は
基
本
構
造
を
統
べ
る
正
義
原
理
の
案
出
に
あ
る
と

考
え
、
そ
の
背
景
に
あ
る
個
人
行
動
の
変
革
に
は
乗
り
出
さ
な
い
。
い

わ
く
、
「
第
一
原
理
群
の
選
択
を
経
済
学
と
心
理
学
の
一
般
的
事
実
に

基
づ
か
せ
る
こ
と
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
反
論
も
存
在
し
な
い
」

（R
aw

ls 1971: 158/214

）
。
他
方
で
コ
ー
エ
ン
は
、
基
本
構
造
の
背
景

に
あ
る
個
人
行
動
そ
れ
自
体
が
変
革
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
、
規
範
理

論
は
平
等
主
義
的
エ
ー
ト
ス
の
醸
成
を
も
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
時
点
で
紛
れ
も
な
く
、
ロ
ー
ル
ズ
の
規
範
理
論
は
よ
り
現
実
主
義

的
で
あ
り
、
コ
ー
エ
ン
の
そ
れ
は
よ
り
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
あ
る
。

四　

対
立
の
調
停

　

前
節
に
お
い
て
ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ー
エ
ン
の
対
立
の
構
図
が
明
ら
か
に

な
る
と
と
も
に
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
理
想
と
現
実
の
間
の
バ
ラ
ン
ス

問
題
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。
両
者
の
間
の
相
違
な
い
し
対
立
と

は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
規
範
理
論
に
お
い
て
現
実
を
ど
こ
ま
で
所
与
の

前
提
と
見
な
す
か
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
問
題
の
一
種
と
し
て
解
釈
で
き
る
。

コ
ー
エ
ン
は
ロ
ー
ル
ズ
に
比
べ
て
、
こ
の
現
実
を
狭
く
設
定
す
る
が
ゆ

え
に
、
そ
れ
だ
け
よ
り
遠
大
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
想
を
掲
げ
ら
れ
る
の

だ
。
具
体
的
に
は
、
利
他
心
の
限
界
性
と
い
う
現
実
の
取
り
扱
い
が
、

両
者
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　

以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
本
節
で
は
、
両
者
の
対
立
を
調
停
す
る
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一
定
の
合
意
点
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
た
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
対

立
に
直
接
踏
み
込
む
こ
と
で
は
な
く
、
焦
点
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ー

エ
ン
の
主
張
は
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

１　

非
理
想
状
態
に
目
を
向
け
る

　

ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ー
エ
ン
の
対
立
は
、
ひ
と
つ
の
共
通
の
土
台
に
従
っ

て
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
両
者
が
と
も
に
〈
理
想
理
論
〉
と
し

て
の
規
範
理
論
の
探
求
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
両

者
は
、
不
正
な
社
会
を
正
す
こ
と
よ
り
も
、
正
し
い
社
会
を
描
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
正
し
い
社
会
に
お
い

て
人
々
は
平
等
主
義
的
エ
ー
ト
ス
を
備
え
る
必
要
が
な
い
と
考
え
、
逆

に
コ
ー
エ
ン
は
、
正
し
い
社
会
に
お
い
て
人
々
は
そ
れ
を
備
え
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
理
想
状
態
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
対
立
で

あ
っ
て
、
俯
瞰
的
に
見
れ
ば
、
〈
理
想
理
論
〉
を
探
求
す
る
と
い
う
共

通
の
目
標
の
も
と
に
生
じ
た
対
立
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
第
一
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
規
範
理
論
の
課
題
は
、

〈
理
想
理
論
〉
の
探
求
の
み
な
ら
ず
〈
非
理
想
理
論
〉
の
探
求
も
含
む

も
の
で
あ
る
。
〈
非
理
想
理
論
〉
が
、
人
々
に
よ
る
正
義
原
理
の
「
厳

格
な
遵
守
」
―
―
そ
れ
が
制
度
の
支
持
で
あ
れ
、
個
人
の
行
動
で
あ
れ

―
―
を
期
待
で
き
な
い
非
理
想
状
態
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
想
起
し
た
い
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
、
人
々
に
平
等
主
義
的
エ
ー
ト
ス

の
涵
養
を
期
待
す
る
コ
ー
エ
ン
に
と
っ
て
厳
し
い
状
況
と
な
る
。
な
ぜ

な
ら
、
自
分
が
正
義
原
理
に
従
う
一
方
で
他
人
が
そ
れ
に
従
わ
な
い

―
―
「
部
分
的
な
遵
守
」
の
―
―
場
合
、
自
分
が
負
う
負
担
は
事
態
全

体
を
何
も
改
善
し
な
い
ば
か
り
か
、
自
分
の
立
場
を
相
対
的
に
悪
化
さ

せ
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
エ
ン
に
従
っ
て
、
こ
れ

を
「
相
対
的
不
利
」
の
状
態
と
呼
ぼ
う
。
す
な
わ
ち
、「
『
相
対
的
不
利
』

説
は
、
他
の
人
々
が
寄
付
し
な
い
場
合
に
私
が
寄
付
す
れ
ば
、
私
に
と
っ

て
そ
の
帰
結
は
耐
え
が
た
い
ほ
ど
抑
圧
的
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
」

（C
ohen 2000: 175/312

）
。

　

「
部
分
的
な
遵
守
」
の
条
件
下
で
相
対
的
不
利
の
問
題
は
頻
繁
に
生

じ
う
る
。
そ
の
一
例
が
い
わ
ゆ
る
「
位
置
財
」
（positional goods

）
の

分
配
で
あ
る
。
位
置
財
と
は
、
財
の
相
対
的
所
有
が
そ
の
絶
対
的
価
値

に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
財
の
こ
と
で
あ
る

）
13
（

。
Ａ
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
周
囲
の
同
調
が
な
い
な
か
で
、
正
義
原
理
に
従
っ
て

自
分
だ
け
が
一
方
的
に
位
置
財
を
手
放
す
こ
と
の
負
担
は
、
人
々
に

と
っ
て
耐
え
が
た
い
ほ
ど
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
に
生
じ
る

価
値
の
損
失
は
、
自
分
の
財
の
所
有
量
の
み
な
ら
ず
、
他
人
の
財
の
所

有
量
に
も
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
非
理
想
状
態
に
お
い

て
、
他
人
は
さ
て
お
き
自
分
だ
け
で
も
正
義
に
適
っ
た
行
動
を
と
る
よ

う
要
求
す
る
の
は
、
過
酷
な
主
張
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
（Sw

ift 

2003: pt. 2
）
。
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２　

ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ー
エ
ン
の
同
意
点

　

実
は
コ
ー
エ
ン
も
、
「
部
分
的
な
遵
守
」
の
条
件
下
で
し
ば
し
ば
相

対
的
不
利
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
コ
ー

エ
ン
は
、
利
他
心
の
限
界
性
と
い
う
現
実
を
遮
二
無
二
変
革
す
べ
き
と

は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
、
非
理
想
状
態
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
ル
ズ
と
同

0

0

0

0

0

0

様
に

0

0

コ
ー
エ
ン
も
、
各
人
の
利
己
心
の
追
求
が
同
時
に
状
況
全
体
を
最

善
化
す
る
よ
う
な
選
択
肢
、
す
な
わ
ち
労
働
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て

の
不
平
等
を
容
認
す
る
選
択
肢
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、

「
格
差
原
理
が
不
平
等
を
正
当
化
で
き
る
の
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の

人
が
こ
の
原
理
を
受
け
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
な
〔
＝
非
理
想
的
〕

社
会
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」
（C

ohen 2000: 127/231; 2008: 122-3

）
。

逆
に
言
え
ば
、
非
理
想
状
態
に
お
い
て
、
事
態
全
体
を
改
善
す
る
見
込

み
の
な
い
ま
ま
、
そ
れ
で
も
自
己
犠
牲
的
に
平
等
主
義
的
エ
ー
ト
ス
を

涵
養
し
、
発
揮
す
る
こ
と
ま
で
は
、
コ
ー
エ
ン
も
要
求
し
て
い
な
い
。

　

実
際
、
『
あ
な
た
が
平
等
主
義
者
な
ら
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
お
金

持
ち
な
の
で
す
か
』
の
最
終
章
で
、
コ
ー
エ
ン
は
「
不
正
な
社
会
で
、

正
義
は
人
に
な
に
を
要
請
す
る
の
か
」
と
い
う
〈
非
理
想
理
論
〉
の
問

題
を
取
り
上
げ
、
暫
定
的
な
結
論
と
し
て
、
平
等
主
義
者
が
お
金
持
ち

の
ま
ま
で
い
る
こ
と
に
は
「
十
分
な
理
由
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と

言
っ
て
い
る
（C

ohen 2000: 179/319

）
。
こ
こ
で
コ
ー
エ
ン
は
、
ロ
ー

ル
ズ
と
同
様
に
、
利
他
心
の
限
界
性
と
い
う
人
々
の
心
理
的
傾
向
を
、

変
革
の
対
象
と
す
る
よ
り
は
所
与
の
前
提
と
す
る
側
に
近
づ
い
て
い
る
。

例
え
ば
彼
は
、
「
あ
る
人
が
、
不
遇
な
人
び
と
を
優
遇
す
る
租
税
政
策

お
よ
び
／
あ
る
い
は
一
般
的
エ
ー
ト
ス
を
望
ま
し
い
と
考
え
な
が
ら
も
、

そ
う
し
た
政
策
も
エ
ー
ト
ス
も
欠
い
た
〔
＝
非
理
想
的
な
〕
不
平
等
な

社
会
で
、
桁
外
れ
の
個
人
的
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
主
義
主

張
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
す
の
は
、
完
全
に
整
合
的
で
あ
り

う
る
」
と
言
っ
て
い
る
（C

ohen 2000: 175-6/313

）
。

　

要
約
す
る
と
、
〈
非
理
想
理
論
〉
と
し
て
の
コ
ー
エ
ン
の
議
論
は
そ

れ
ほ
ど
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
な
く
、
む
し
ろ
現
実
主
義
的
で
あ
る
。
理
想

状
態
は
と
も
か
く
非
理
想
状
態
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
コ
ー
エ
ン
の

結
論
は
ロ
ー
ル
ズ
か
ら
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

３　

〈
非
理
想
理
論
〉
と
し
て
の
規
範
理
論

　

一
般
化
す
れ
ば
、
規
範
理
論
に
お
け
る
現
実
の
位
置
づ
け
は
、
そ
れ

が
〈
理
想
理
論
〉
で
あ
る
か
〈
非
理
想
理
論
〉
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
変

わ
っ
て
く
る
。
〈
非
理
想
理
論
〉
の
探
求
に
あ
た
っ
て
は
、
よ
り
多
く

の
現
実
を
所
与
の
前
提
と
し
て
規
範
理
論
に
組
み
込
む
必
要
が
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
よ
う
。
規
範
理
論
の
観
点
か
ら
、
環
境
税
の
導
入
の
是
非

を
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
環
境
税
の
ね
ら
い
は
、
税

の
支
払
い
を
減
ら
し
た
い
と
い
う
各
人
の
自
己
利
益
に
訴
え
か
け
る
こ

と
で
、
結
果
的
に
環
境
負
荷
的
消
費
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
人
々
全
員
が
自
然
環
境
の
内
在
的
価
値
に
目
覚
め
、
経
済
的
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
抜
き
に
、
自
発
的
に
環
境
保
全
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
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れ
ば
、
環
境
税
自
体
が
不
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
今

社
会
は
ほ
と
ん
ど
常
に
、
こ
う
し
た
理
想
状
態
か
ら
は
程
遠
い
。
し
た

が
っ
て
、
利
他
心
よ
り
も
利
己
心
を
優
先
し
が
ち
な
人
々
の
心
理
的
傾

向
を
所
与
の
前
提
と
し
て
環
境
税
の
導
入
を
推
奨
す
る
こ
と
は
、
少
な

く
と
も
非
理
想
状
態
の
改
善
策
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
不
当
と
は
言
え

な
い
の
で
あ
る
。

　

〈
非
理
想
理
論
〉
の
探
求
は
〈
理
想
理
論
〉
の
探
求
に
付
随
す
る
副

次
的
課
題
な
の
で
、
ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ー
エ
ン
が
〈
非
理
想
理
論
〉
と
し

て
以
上
の
よ
う
な
合
意
を
果
た
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
ト
リ
ビ
ア
ル

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。

〈
理
想
理
論
〉
が
〈
非
理
想
理
論
〉
に
論
理
的
に

0

0

0

0

先
行
す
る
か
ら
と
い
っ

て
（
第
一
節
）
、
〈
理
想
理
論
〉
が
〈
非
理
想
理
論
〉
に
常
に
規
範
的
に

0

0

0

0

優
先
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ロ
ー
ル
ズ
が
言
う
よ
う
に
、「
こ

の
〔
非
理
想
〕
理
論
が
扱
う
問
題
群
が
切
迫
し
た
緊
急
の
こ
と
が
ら
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
ま
さ
し
く
日
常
生
活
に
お
い

て
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
事
態
に
相
当
す
る
」
（R

aw
ls 1971: 

8-9/13

）
。
こ
う
し
た
場
合
、
コ
ー
エ
ン
の
議
論
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、

理
想
的
正
義
に
固
執
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
得
策
と
は
限
ら
な
い

）
14
（

。
以

上
の
〈
非
理
想
理
論
〉
が
規
範
理
論
の
体
系
全
体
で
占
め
る
範
囲
は
、

一
見
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
広
大
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

強
調
し
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
〈
非
理
想
理
論
〉
の
探
求
を
重
視
す

る
か
ら
と
い
っ
て
、
〈
理
想
理
論
〉
の
探
求
を
軽
視
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
一
部
の
論
者
は
、
〈
理
想
理
論
〉
の
探
求
そ
れ
自
体
が
有
害

無
益
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
放
棄
を
求
め
て
い
る
（Farrelly 2007; 

M
ills 2005

）
。
し
か
し
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
現
今
社
会
の
不
正

を
特
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
〈
理
想
理
論
〉
が
果
た
す
役
割
は
決
し
て

小
さ
く
な
い
（Sim

m
ons 2010; van der B

urg 1997

）
。
む
し
ろ
重
要

な
こ
と
は
、
規
範
理
論
に
携
わ
る
際
に
、
自
分
が
展
開
し
よ
う
と
す
る

議
論
の
レ
ベ
ル
―
―
理
想
的
か
、
あ
る
い
は
非
理
想
的
か
―
―
を
方
法

論
的
に
自
覚
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
本
稿
で
は
、
コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を
参
照
し
な
が
ら
、

規
範
理
論
に
お
け
る
理
想
と
現
実
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
問
題
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
。
検
討
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。
第
一
に
、
ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ー
エ
ン
の
真
の
対
立
の
構
図
は
、
利

他
心
の
限
界
性
と
い
う
現
実
を
、
規
範
理
論
に
組
み
込
む
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
対
立
は
〈
理
想
理
論
〉
の
レ
ベ
ル

で
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
焦
点
を
〈
非
理
想
理
論
〉
の

レ
ベ
ル
に
移
す
な
ら
、
そ
の
現
実
を
規
範
理
論
に
組
み
込
む
と
い
う
点

で
、
両
者
の
主
張
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
三

に
、
以
上
の
分
析
を
一
般
化
す
れ
ば
、
規
範
理
論
は
〈
理
想
理
論
〉
の

探
求
の
み
な
ら
ず
〈
非
理
想
理
論
〉
の
探
求
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
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特
に
後
者
で
は
「
現
実
」
の
占
め
る
位
置
づ
け
が
よ
り
大
き
な
も
の
に

な
り
う
る
。

　

本
稿
の
結
論
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、

規
範
理
論
を
も
っ
ぱ
ら
〈
理
想
理
論
〉
の
探
求
と
同
一
視
す
る
の
は
、

完
全
に
誤
り
と
は
い
え
な
い
が
、
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
。
む
し
ろ
、

規
範
理
論
の
現
今
社
会
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
は
、
政
治
哲
学
者
は
常

に
〈
非
理
想
理
論
〉
の
探
求
に
携
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
政

治
哲
学
者
は
〈
理
想
理
論
〉
の
探
求
に
多
く
の
努
力
を
傾
け
て
き
た
が
、

近
年
で
は
自
覚
的
に
自
身
の
規
範
理
論
を
〈
非
理
想
理
論
〉
の
一
種
と

し
て
展
開
す
る
論
者
も
増
え
て
い
る
（M

urphy 2000; Sen 2010; Sw
ift 

2003

）
。
ど
ち
ら
か
一
方
を
優
位
に
置
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、〈
理
想
理

論
〉と
〈
非
理
想
理
論
〉
の
建
設
的
な
協
働
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

第
二
に
、
規
範
理
論
の
展
開
に
あ
た
っ
て
事
実
解
明
的
研
究
を
参
照

す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
非
常
に
大
き
い
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
政
治
哲
学
者
が
実
証
研
究
者
に
な
る
必
要
は
な
い
。
規
範
理
論
の

学
問
的
活
動
は
、
現
実
を
越
え
た
理
想
を
指
し
示
す
と
い
う
、
そ
れ
固

有
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
本
稿
が
示
し
て
き
た
こ

と
は
、
政
治
哲
学
者
が
現
実
に
無
関
心
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
、〈
非
理
想
理
論
〉
の
探
求
に
関
し
て

言
え
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
意
味
で
、
実
証
研
究
と
規
範
研
究
の
間
に
も

ま
た
、
多
く
の
実
り
豊
か
な
協
働
の
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
15
（

。

 

（
ま
つ
も
と
・
ま
さ
か
ず
／
政
治
哲
学
・
政
治
理
論
）

注（
1
） 

大
別
す
れ
ば
、E

stlund 

（1998

）; Julius 

（2003

）; P
ogge 

（2000

）; 
T

itelbaum
 

（2008

）; W
illiam

s 

（1998

）
が
ロ
ー
ル
ズ
側
、M

urphy 

（1998

）; Shiffrin 

（2010

）
が
コ
ー
エ
ン
側
、C

asal 

（2012

）; J. C
ohen 

（2001

）
が
両
者
の
中
間
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
。

（
2
） 

た
だ
し
、
現
代
政
治
哲
学
に
お
け
る
〈
理
想
理
論
〉
の
用
い
ら
れ
方
に
は

や
や
あ
い
ま
い
な
部
分
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
二
通
り
に
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
（Stem

plow
ska 2008: 320-2

）
。
第
一
に
、
〈
理
想
理
論
〉
と

は
「
厳
格
な
遵
守
」
の
条
件
を
想
定
す
る
と
い
う
解
釈
が
あ
り
、
第
二
に
、

〈
理
想
理
論
〉
と
は
理
論
が
事
実
不
感
応
的
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。

第
二
の
解
釈
に
関
す
る
検
討
は
他
の
機
会
（
松
元
二
〇
一
二
）
に
譲
り
、

本
稿
で
は
第
一
の
解
釈
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

（
3
） 

例
え
ば
、
後
期
の
著
作
で
は
、
「
原
初
状
態
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
由
で
平
等

な
人
格
と
み
な
さ
れ
る
市
民
の
代
表
者
た
ち
が
、
基
本
構
造
を
規
制
す
る

べ
き
協
働
の
公
正
な
条
項
に
同
意
す
る
際
の
公
正
な
条
件
と
わ
れ
わ
れ
が

―
―
こ
こ
で
今
―
―
み
な
す
も
の
を
モ
デ
ル
化
し
て
い
る
」
（R

aw
ls 

2001: 17/29; cf. 1996: 25-6, 78; 1999a: 402, 538-9; 1999b: 30, 
33/39, 43; 2001: 80, 85/143, 152

）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
口
で
言
え

ば
、
「
政
治
哲
学
の
目
的
は
そ
れ
が
取
り
組
む
社
会
に
依
存
す
る
」
の
だ

（R
aw

ls 1999a: 421

）
。

（
4
） 

実
際
の
と
こ
ろ
、
コ
ー
エ
ン
は
独
自
の
分
配
的
正
義
論
と
し
て
格
差
原
理

と
は
別
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
（C

ohen 1989

）
、
さ
し
あ
た

り
こ
こ
で
は
、
格
差
原
理
を
前
提
と
し
た
コ
ー
エ
ン
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を

追
っ
て
み
た
い
（C

ohen 2000: 124/226; 2008: 119

）
。
ち
な
み
に

Tom
lin 

（2010

）
は
、
「
運
の
平
等
主
義
」
を
核
心
と
す
る
コ
ー
エ
ン
の

分
配
的
正
義
論
と
、
本
稿
で
と
り
上
げ
る
そ
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
が
両
立
し

が
た
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
5
） と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
格
差
原
理
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
が
平
等
な
の
で
あ
ろ
う
か
。



社会思想史研究　No. 36　2012

●　142

多
く
の
論
者
は
こ
れ
を
「
道
徳
的
に
恣
意
的
」
な
不
運
を
打
ち
消
す
た
め

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
確
か
に
、
ロ
ー
ル
ズ
に
そ
の
よ
う
な
主
張
が

見
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
（R

aw
ls 1971: 104/140

）
、
格
差
原

理
が
体
現
す
る
観
念
は
「
功
績
」
（desert

）
で
な
く
「
互
恵
性
」

（reciprocity

）
で
あ
り
、
後
期
の
著
作
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
か
な
り

の
紙
幅
を
割
い
て
注
釈
し
て
い
る
（R

aw
ls 2001: secs. 18-22

）
。
詳
し

く
は
花
形
（
二
〇
一
一
）
を
参
照
。
筆
者
は
以
上
の
点
に
つ
い
て
大
澤
津

氏
の
指
摘
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。

（
6
） Cohen 

（2008: 101
）
を
参
考
に
筆
者
作
成
。
ち
な
み
に
、
同
頁
注
三
六

で
は
「W

u > W
e

」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
他
の
箇
所
の
記
述
と

の
整
合
性
か
ら
「W

u <  W
e

」
の
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
7
） 

た
だ
し
、
ロ
ー
ル
ズ
の
主
張
に
若
干
の
ブ
レ
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
り
、

時
に
は
人
々
の
「
日
常
生
活
に
お
い
て
」
正
義
原
理
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う

に
も
書
い
て
い
る
（R

aw
ls 1999a: 308

）
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
ロ
ー
ル
ズ

が
正
義
の
カ
ン
ト
的
構
想
を
抱
い
て
い
た
時
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り

（Sm
ith 1998: 227-8

）
、
こ
れ
自
体
を
も
っ
て
『
正
義
論
』
全
体
の
主
張

と
す
る
の
は
フ
ェ
ア
で
な
い
。
少
な
く
と
も
、
後
期
ロ
ー
ル
ズ
が
展
開
す

る
の
は
「
政
治
・
社
会
生
活
の
主
要
制
度
に
と
っ
て
の
正
義
の
政
治
的
構

想
で
あ
り
、
生
活
全
体
に
と
っ
て
の
そ
れ
で
は
な
い
」
（R

aw
ls 1996: 

175

）
。

（
8
） も
ち
ろ
ん
、
基
本
構
造
の
変
革
が
副
次
的
に
エ
ー
ト
ス
の
変
化
を
も
た
ら

す
こ
と
は
あ
り
う
る
（J. C

ohen 2001: 375-80; Pogge 2000: 163-6
）
。

ま
た
、「
自
然
的
義
務
」
に
関
す
る
議
論
（R

aw
ls 1971: sec. 51

）
に
ロ
ー

ル
ズ
の
エ
ー
ト
ス
論
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
（Farrelly 2000

）
。
ロ
ー

ル
ズ
型
エ
ー
ト
ス
と
コ
ー
エ
ン
型
エ
ー
ト
ス
の
比
較
と
し
て
は
、

T
itelbaum

 

（2008

）
を
参
照
。

（
9
） 

あ
る
と
こ
ろ
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
部
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
正
義
の
理
論
は
、
社
会
的
・
利
他
的

な
動
機
づ
け
の
強
さ
に
明
確
な
限
界
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

…
…
全
員
が
自
分
た
ち
の
完
璧
な
善
を
達
成
し
う
る
社
会
、
も
し
く
は
各

自
の
要
求
が
衝
突
し
あ
う
こ
と
な
く
全
員
の
欲
望
が
（
調
和
的
な
活
動
計

画
へ
と
強
制
せ
ず
と
も
）
整
合
す
る
と
い
う
社
会
は
、
あ
る
意
味
で
正
義

を
超
越
し
て
い
る
。
そ
の
社
会
は
〈
正
（
正
し
さ
）
と
正
義
の
原
理
〉
へ

の
訴
え
か
け
が
必
要
と
な
る
誘
因
を
除
去
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど

望
ま
し
い
社
会
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
理
想
を
説
く
主
張
に
私

は
関
心
が
な
い
」
（R

aw
ls 1971: 281/377

）
。

（
10
） と
こ
ろ
で
、
実
は
こ
れ
自
体
コ
ー
エ
ン
は
疑
わ
し
く
思
っ
て
い
る
。
生
産

性
の
高
い
者
の
仕
事
は
、
か
り
に
手
取
り
が
減
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
労
働

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
（C

ohen 
2008: 56-7 n. 26, 107

）
。

（
11
） こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
と
コ
ー
エ
ン
の
対
立
は
、
現
代
の
分
配

的
正
義
論
や
平
等
論
に
お
け
る
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
間

の
基
盤
的
差
異
を
示
す
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
点
は
、
匿
名
査
読
者
よ
り
頂
い
た
コ
メ
ン
ト
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。

（
12
） コ
ー
エ
ン
の
以
上
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
「
人
々
が
労
働
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
と
し
て
の
不
平
等
を
必
要
と
す
る
動
機
は
、
何
も
自
己
利
益
に
限
ら
れ

な
い
」
と
い
う
Ｄ
・
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
の
有
力
な
批
判
が
あ
る
（E

stlund 
1998

）
。
こ
の
批
判
を
受
け
て
、
コ
ー
エ
ン
は
自
身
の
主
張
に
若
干
の
修

正
を
加
え
て
い
る
（C

ohen 2008: 68 n. 37, 387-94

）
。
ま
た
、
エ
ー
ト

ス
の
改
鋳
に
踏
み
込
む
こ
と
が
（
格
差
原
理
よ
り
も
辞
書
的
に
優
先
す
る
）

自
由
原
理
を
侵
害
し
う
る
と
の
批
判
に
つ
い
て
は
、C

asal 

（2012

）; 
Pogge 

（2000

）
を
参
照
。

（
13
） 

位
置
財
の
一
例
は
教
育
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
松
元
（
二

〇
一
一
）
を
参
照
。

（
14
） 
非
理
想
状
態
に
お
い
て
、
理
想
的
正
義
に
も
っ
と
も
近
似
す
る
選
択
肢
が

必
ず
し
も
最
善
の
選
択
肢
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
経
済
学
で
「
次
善
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（second best

）
の
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
。
同
理
論
の
政
治
哲
学
的
検
討

と
し
て
は
、G

oodin 

（1995

）; R
äikkä 

（2000

）
を
参
照
。

（
15
） 

詳
し
く
はM

iller 

（1999: ch. 3

）; Sw
ift 

（1999

）
を
参
照
。
ま
た
、

Schram
m

e 

（2008

）
は
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
有
益
な
サ
ー
ベ
イ
で

あ
る
。
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。
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書
評
特
集
①　

ヒ
ュ
ー
ム　

『
政
治
論
集
』

（
ヒ
ュ
ー
ム
著
、
田
中
秀
夫
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
一
〇
年
）

『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集［
完
訳
版
］
』

（
ヒ
ュ
ー
ム
著
、
田
中
敏
弘
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、�

�

二
〇
一
一
年
）

星
野
彰
男

一　

両
訳
書
の
意
義

　

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
生
誕
三
〇
〇
年
を
迎
え
た
二
〇
一
一
年
に

か
け
て
、ヒ
ュ
ー
ム
二
著
の
邦
訳
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
田
中
秀
夫
訳
は
、『
政

治
論
集
』
初
版
（
一
七
五
二
年
）
の
初
訳
だ
が
、
同
書
は
二
年
後
に
独
訳

と
二
種
類
の
仏
訳
が
出
さ
れ
る
ほ
ど
注
目
さ
れ
た
も
の
で
、
経
済
思
想
史

上
の
古
典
文
献
の
一
つ
で
あ
る
。
本
訳
書
は
初
版
以
降
の
改
訂
箇
所
・
増

補
諸
篇
も
「
注
」
と
「
付
録
」
に
収
め
て
お
り
、
表
題
も
原
書
通
り
に
し

て
い
る
。
な
お
、
従
来
訳
に
は
、
最
終
版
（
一
七
七
七
年
）
を
底
本
と
し

た
グ
リ
ー
ン
＝

グ
ロ
ウ
ス
版
（
一
八
七
四
―
七
五
年
）
に
よ
る
小
松
茂
夫
訳

『
市
民
の
国
に
つ
い
て
』
（
上
・
下
、
岩
波
文
庫
）
と
田
中
敏
弘
訳
『
政
治
経

済
論
集
』
（
御
茶
の
水
書
房
）
が
あ
る
。

　

田
中
敏
弘
訳
は
、
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
最
終
版
（
以
下
『
エ
ッ

セ
イ
集
』
と
い
う
。
）
の
初
の
全
訳
で
あ
り
、
最
新
校
訂
版
の
ミ
ラ
ー
版
（
一

九
八
七
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。
な
お
、
全
Ⅲ
部
構
成
の
う
ち
第
Ⅰ
部
（
二

三
篇
）
の
九
篇
に
前
掲
小
松
訳
が
あ
り
、
二
二
篇
に
明
治
初
期
の
土
居
言

太
郎
訳
が
あ
る
。
第
Ⅱ
部
（
一
六
篇
）
は
前
掲
『
政
治
論
集
』
最
終
版
で

あ
る
。
ミ
ラ
ー
版
で
収
録
さ
れ
た
第
Ⅲ
部
「
撤
回
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
と
未

刊
エ
ッ
セ
イ
」
（
一
〇
篇
）
の
う
ち
三
篇
と
第
Ⅰ
部
の
残
り
一
篇
の
訳
も
あ

る
か
ら
、
厳
密
に
は
第
Ⅲ
部
の
残
り
七
篇
が
初
訳
で
あ
る
。
本
書
に
は
初

版
（
一
七
四
一
～
四
二
年
）
か
ら
増
補
篇
や
改
訂
が
度
々
加
え
ら
れ
て
、
本

訳
書
は
本
文
二
段
組
み
四
八
〇
頁
の
大
冊
と
な
っ
た
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
の
他
の
主
要
著
作
に
は
、
『
エ
ッ
セ
イ
集
』
主
要
諸
篇
の
出

版
に
先
立
つ
か
並
行
し
て
二
つ
の
哲
学
書
と
一
倫
理
学
書
が
あ
り
、
そ
れ

以
後
に
は
大
作
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ヒ
ュ
ー
ム

は
後
世
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
き
っ
て
の
哲
学
者
お
よ
び
歴
史
家
と
し
て
名
声

を
博
し
て
き
た
が
、
『
エ
ッ
セ
イ
集
』
は
出
版
当
時
や
一
部
の
専
門
家
は

別
と
し
て
、
長
ら
く
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
目
ま
ぐ
る

し
い
改
訂
に
よ
り
定
本
化
が
遅
れ
た
上
、
個
別
的
な
「
エ
ッ
セ
イ
」
集
に

と
ど
ま
っ
た
こ
と
が
そ
の
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
『
政
治

論
集
』
の
経
済
論
は
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
、
間
も
な
く
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
同
郷
の
Ｊ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
（
一
七
六
七
年
）
と
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
（
一
七
七
六
年
）
の
各
経
済
学
大
著
が
相
次
ぎ
出
版
さ
れ
た
た
め
、

そ
れ
ら
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
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『
エ
ッ
セ
イ
集
』
の
内
容
構
成
を
見
る
と
、
第
Ⅱ
部
の
主
内
容
は
経
済

論
で
あ
り
、
そ
の
他
諸
篇
と
第
Ⅰ
部
の
頁
数
で
約
半
分
が
政
治
論
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部
の
残
り
半
分
と
第
Ⅲ
部
は
「
道
徳
・
文
学
（literary

）
」
に
当
た

る
が
、
第
Ⅰ
部
の
そ
れ
ら
各
篇
は
、
趣
味
と
情
念
、
迷
信
と
熱
狂
、
尊
厳

と
卑
し
さ
、
雄
弁
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
四
派
、
一
夫
多
妻
と
離
婚
、
著
述

の
簡
素
と
洗
練
、
国
民
性
、
悲
劇
、
趣
味
の
標
準
を
論
題
と
し
、
第
Ⅲ
部

各
篇
は
、
エ
ッ
セ
イ
、
偏
見
、
中
産
層
、
厚
顔
と
謙
虚
、
愛
と
結
婚
、
歴

史
研
究
、
貪
欲
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
の
性
格
、
自
殺
、
霊
魂
不
滅
を
論
題
と

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
後
の
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
の
領
域
だ
が
、
そ

の
叙
述
は
ニ
ー
チ
ェ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
的
文
体
を
思
わ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
主
内
容
は
社
会
科
学
系
だ
が
、こ
れ
ら
も
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
ら
し
く
市
民
道
徳
的
な
視
座
に
骨
太
く
支
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
二
〇
世
紀
後
半
に
、
ハ
イ
エ
ク
の
自
生
的
秩
序
論
や
ポ
ー

コ
ッ
ク
の
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
と
の
関
わ
り
で
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
経
済
論
に
つ
い
て
は
と
く
に
貨
幣
論
史
の
一
環
と
し
て

定
置
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
度
の
両
訳
書
刊
行
に
よ
り
、
と
く
に
そ
こ
で
の

社
会
科
学
成
立
の
意
味
を
再
検
討
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
受
け

止
め
た
い
。
な
お
、
『
エ
ッ
セ
イ
集
』
を
め
ぐ
っ
て
の
坂
本
達
哉
氏
を
始

め
優
れ
た
業
績
の
あ
る
「
文
明
社
会
」
諸
論
や
、
評
者
の
能
力
に
余
る
文

芸
諸
篇
に
つ
い
て
は
論
評
を
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、
た
だ
、
こ
れ
ら

の
訳
文
は
大
変
こ
な
れ
て
お
り
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
範
例
と
し
て
味
読
に

値
す
る
こ
と
を
付
言
し
た
い
。

　

い
ま
、
ヒ
ュ
ー
ム
社
会
科
学
に
と
っ
て
何
が
一
番
の
問
題
な
の
か
？
と

問
う
て
み
る
と
、
答
え
は
多
々
あ
ろ
う
が
、
経
済
思
想
史
研
究
に
お
い
て

は
、
不
肖
評
者
の
近
業
に
関
わ
る
こ
と
で
恐
縮
だ
が
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
価

値
論
放
棄
説
な
る
通
説
へ
の
反
証
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
も
そ
の
一
つ
だ
ろ

う
。
こ
の
反
証
が
妥
当
す
る
と
す
れ
ば
、
と
く
に
ス
ミ
ス
思
想
と
関
わ
り

の
深
い
ヒ
ュ
ー
ム
経
済
思
想
の
見
直
し
も
避
け
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
論

点
を
敷
衍
す
る
と
、
従
来
、
ヒ
ュ
ー
ム
対
ス
ミ
ス
関
係
は
、
と
も
に
自
由

市
場
経
済
観
に
立
ち
な
が
ら
、
①
ヒ
ュ
ー
ム
の
独
立
生
産
者
的
社
会
像
を
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ス
ミ
ス
は
資
本
制
的
階
級
社
会
像
に
高
め
た
こ
と
、
②
ヒ
ュ
ー
ム
の
使
用

価
値
的
な
経
済
分
析
を
ス
ミ
ス
は
交
換
価
値
的
な
分
析
に
深
め
た
こ
と
、

の
二
点
に
絞
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
先
の
通
説
に
よ
っ
て
こ
の
②
の
論

点
が
徹
底
化
さ
れ
な
い
ま
ま
、
実
際
に
は
ス
ミ
ス
が
か
な
り
ヒ
ュ
ー
ム
寄

り
に
解
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
点
の
見
直
し
は
②
の
問
題

に
集
約
さ
れ
、
こ
の
ス
ミ
ス
理
解
が
よ
り
徹
底
化
さ
れ
れ
ば
、
従
来
と
は

逆
に
ヒ
ュ
ー
ム
像
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

一
般
に
、
人
文
・
社
会
系
学
問
は
成
立
史
の
中
に
そ
の
本
来
的
あ
り
方

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
経
済
学
の
創
設
者
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
だ
と
広
く

認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
彼
は
そ
の
労
働
付
加
価
値
論
に
基
づ
い
て
、
重
商

主
義
の
貨
幣
的
経
済
論
―
―
そ
の
一
環
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
企
画
（
一
七

二
〇
年
の
金
融
バ
ブ
ル
）
が
あ
っ
た
―
―
を
根
本
的
に
批
判
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
先
の
通
説
に
よ
り
ス
ミ
ス
の
重
商
主
義
批
判
の
真
の
論
拠
も
見

失
わ
れ
、
そ
の
挙
げ
句
、
Ｊ
・
ロ
ー
の
企
画
を
再
現
し
た
か
の
よ
う
な
深

刻
な
事
態
を
次
々
と
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
経
済
学
の
成
立
史
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ス
ミ
ス
に
先
行

し
て
重
商
主
義
（
→
Ｊ
・
ロ
ー
の
企
画
）
の
問
題
点
を
い
ち
早
く
洞
察
し
て

い
た
ヒ
ュ
ー
ム
経
済
論
の
特
質
を
、
改
め
て
掘
り
起
こ
す
意
味
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

二　

経
済
論
に
つ
い
て

　

『
エ
ッ
セ
イ
集
』
第
Ⅱ
部
（
『
政
治
論
集
』
）
の
第
一
エ
ッ
セ
イ
「
商
業
に

つ
い
て
」
の
要
点
は
、
「
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
労
働
に
よ
っ
て
購

買
さ
れ
る
。
」
と
い
う
命
題
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
労
働
」
が
富
の
源
泉

で
あ
り
尺
度
で
も
あ
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
農
業
国
よ
り

は
農
・
工
並
存
国
の
方
が
は
る
か
に
豊
か
に
な
り
う
る
と
言
う
。
そ
の
主

な
理
由
は
、
商
業
が
農
・
工
間
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
・
工
各

労
働
の
質
的
改
良
と
し
て
の
「
勤
労
（industry

）
」
を
促
進
す
る
か
ら
で

あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
よ
う
な
商
業
と
勤
労
の
関
係
を
一
括
し
て

trade and industry

と
表
現
す
る
が
、
両
訳
書
と
も
こ
れ
を
「
商
工
業
」

と
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
先
の
理
由
が
捉
え
き
れ
な
い
し
、
農
業
の
「
勤

労
」
も
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
ち
な
み
に
、
Ｊ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
『
経
済

の
原
理
』
第
二
編
は
こ
の
対
句
を
表
題
と
し
、
訳
書
は
「
交
易
と
勤
労
」

と
し
て
い
る
。
こ
れ
以
外
で
は
、industry

を
『
政
治
論
集
』
は
「
勤
労
」

と
訳
し
、
『
エ
ッ
セ
イ
集
』
は
「
産
業
活
動
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
先
の

趣
旨
を
生
か
す
に
は
前
者
訳
の
方
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味

で
、
『
政
治
論
集
』
が
「
勤
労
」
訳
で
通
し
た
こ
と
は
、
先
の
通
説
か
ら

脱
皮
す
る
大
き
な
一
歩
だ
と
言
い
た
い
。

　

こ
の
「
勤
労
」
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
熟
練
と
勤
労
」
、
「
勤
労
と

注
意
」
、
「
勤
労
と
技
能
」
、
「
技
術
と
勤
労
」
等
と
い
う
よ
う
に
同
列
に
並

べ
て
、
そ
れ
ら
の
「
増
大
（increase

）
」
の
根
拠
を
解
明
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
す
べ
て
「
労
働
」
の
よ
り
改
良
さ
れ
た
あ
り
方
だ
か
ら
、
ス
ミ
ス

の
「
熟
練
、
技
量
、
判
断
力
」
＝
労
働
の
才
能
向
上
論
の
源
流
に
相
当
す

る
も
の
で
あ
り
、
労
働
の
高
度
化
・
洗
練
化
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
先
駆
的
に
捉

え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
は
、
単
な
る
文
明
化
的
産

業
論
や
使
用
価
値
生
産
論
と
し
て
し
か
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
ヒ
ュ
ー
ム

の
「
勤
労
」
概
念
の
中
に
、
ス
ミ
ス
の
労
働
付
加
価
値
論
に
連
な
る
認
識
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が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
両
訳
書
と
もincrease

の
訳
語
に
つ
い
て
、
勤
労
（
産
業
活
動
）

に
は
「
増
大
」
を
、
貨
幣
に
は
「
増
加
」
と
「
増
大
」
を
混
用
し
て
い
る

が
、
す
べ
て
「
増
加
」
に
一
本
化
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
数
量
化
さ
れ
る
貨
幣
に
は
「
増
加
」
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
く
、
ま

た
こ
の
「
増
加
」
の
原
因
が
「
勤
労
」
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
あ
え
て
両
者

を
訳
し
分
け
る
必
要
は
な
く
、
同
一
訳
語
で
通
し
た
方
が
両
者
の
関
連
も

よ
り
分
か
り
易
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
エ
ッ
セ
イ
「
貨
幣
に
つ
い
て
」
で
も
、
前
述
の
見
方
は
確
認
で
き

る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
貨
幣
論
は
機
械
的
数
量
説
と
連
続
的
影
響
説
の
二
元
的

な
見
方
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
本
来
的
価
格
体
系
の
外

部
か
ら
貨
幣
数
量
の
価
格
へ
の
影
響
を
論
じ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、
貨
幣

量
の
大
小
は
本
来
的
価
格
関
係
に
実
質
的
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
本
来
的
価
格
要
因
が
労
働
→
勤
労
の
増
減
に
一
元
化
さ
れ

た
見
方
は
こ
こ
で
も
揺
ら
い
で
は
い
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
貨
幣
数
量
に
比

例
し
て
商
品
価
格
が
一
律
ま
た
は
部
分
的
に
変
化
す
る
と
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
貨
幣
数
量
は
諸
商
品
間
の
本
来
的
価
格
関
係
に
は
無
関
係
で
あ

る
こ
と
を
再
三
強
調
し
て
い
る
。

　

こ
の
枠
組
み
の
中
で
、
先
の
二
元
的
見
方
は
、
貨
幣
数
量
の
価
格
へ
の

全
般
的
・
一
律
的
影
響
（
機
械
的
数
量
説
）
と
そ
こ
へ
至
る
過
程
で
の
一

時
的
・
部
分
的
影
響
（
連
続
的
影
響
説
）
と
を
区
別
し
た
だ
け
だ
が
、ヒ
ュ
ー

ム
論
の
通
説
は
そ
れ
ら
両
説
が
矛
盾
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
き
た
。
確
か

に
価
格
変
化
が
及
ぼ
す
効
果
の
ベ
ク
ト
ル
は
両
説
逆
向
き
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
効
果
が
同
一
方
向
で
あ
れ
ば
、
貨
幣
増
加
の
ベ
ク
ト
ル
は
天
井
知

ら
ず
（
Ｊ
・
ロ
ー
の
企
画
）
と
な
っ
て
し
ま
う
。
両
説
が
逆
向
き
だ
か
ら

こ
そ
、
相
殺
さ
れ
て
限
度
が
画
さ
れ
る
。
そ
れ
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
わ
ん
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

労
働
→
勤
労
に
基
づ
く
本
来
的
価
格
関
係
の
認
識
は
ス
ミ
ス
価
値
論
に

継
承
さ
れ
、
彫
琢
さ
れ
る
が
、
連
続
的
影
響
説
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
に

言
え
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
貨
幣
数
量
の
増
加
が
勤
労
増
加
に
照
応
す
る
限

り
で
の
連
続
的
影
響
説
の
効
果
を
狙
っ
て
、
「
為
政
者
の
優
れ
た
政
策
は
、

で
き
る
こ
と
な
ら
貨
幣
量
を
絶
え
ず
増
大
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と

だ
け
で
あ
る
。
」
（
『
エ
ッ
セ
イ
集
』
二
三
四
頁
、
『
政
治
論
集
』
四
四
頁
）
と
言

う
。
こ
れ
は
後
の
ケ
イ
ン
ズ
の
有
効
需
要
論
を
先
取
り
す
る
議
論
だ
と
い

う
解
釈
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
「
勤
労
」
に
基
づ
く
本
来
的

価
格
関
係
の
認
識
や
「
で
き
る
こ
と
な
ら
」
と
い
う
歯
止
め
の
認
識
が
あ

る
。
こ
の
後
者
の
事
由
は
、
第
五
エ
ッ
セ
イ
「
貿
易
差
額
に
つ
い
て
」
で

は
、
貨
幣
増
加
が
機
械
的
数
量
説
に
よ
り
一
律
物
価
高
→
貿
易
収
支
赤
字

化
→
金
銀
貨
の
対
外
流
出
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
が
連
続
的
影
響
説
の
限
度

を
画
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
は
本
来
的
価
格
関
係
を
律
す
る
貨
幣
の
流
通

必
要
量
説
だ
け
を
堅
持
し
つ
つ
、
供
給
の
「
余
剰
捌
け
口
」
論
に
照
応
す

る
需
要
要
因
と
し
て
、
真
正
手
形
等
の
金
融
機
能
の
役
割
に
論
及
す
る
。

こ
れ
は
金
銀
貨
兌
換
制
の
下
で
の
自
由
な
取
引
に
任
さ
れ
、
国
の
政
策
介

入
は
そ
の
過
剰
取
引
（
バ
ブ
ル
）
を
規
制
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
ス
ミ

ス
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
連
続
的
影
響
説
に
相
当
す
る
局
面
を
こ
の
よ
う
に
受
け

止
め
る
が
、
そ
こ
に
両
者
間
の
微
妙
な
相
違
も
集
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、
兌
換
制
度
論
の
有
無
の
ほ
か
に
、
政
治
体
制
観
の
若
干
の
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ず
れ
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
議
会
の
党
派
政
治
に
懐
疑
的
で
あ
る
分
、
開

明
的
王
政
を
許
容
す
る
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
絶
対
王
政
に
批
判
的
で

あ
る
分
、
議
会
の
党
派
政
治
を
許
容
す
る
。
こ
う
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
政

権
に
あ
る
程
度
の
貨
幣
政
策
を
委
ね
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス

は
で
き
る
限
り
市
場
活
動
の
自
由
に
任
せ
よ
う
と
す
る
。

　

第
四
エ
ッ
セ
イ
「
利
子
に
つ
い
て
」
で
も
、
利
子
を
低
下
さ
せ
る
の
は

当
時
唱
え
ら
れ
て
い
た
貨
幣
増
加
に
よ
る
の
で
な
く
、
「
慣
習
と
生
活
様

式
（m

anners

）
」
に
よ
る
と
さ
れ
、
そ
の
中
身
と
し
て
「
勤
労
と
節
約
、

技
術
と
商
業
の
増
大
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
「
勤
労
の
増
大
」
に

集
約
さ
れ
、
そ
れ
を
促
す
「
商
業
」
と
の
関
係
や
全
般
的
富
裕
化
を
通
し

て
の
利
子
低
下
を
論
じ
て
い
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
ス
ミ
ス
は
ヒ
ュ
ー
ム
に

賛
同
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ロ
ッ
ク
氏
、
ロ
ー
氏
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

氏
は
、
…
…
金
銀
の
量
の
増
加
が
…
…
利
子
率
低
下
の
真
の
原
因
で
あ
っ

た
と
想
像
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
…
こ
の
見
解
は
一
見
極
め
て
も
っ

と
も
ら
し
く
思
わ
れ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
氏
に
よ
っ
て
あ
の
よ
う
に
十
分
に

解
明
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
こ
れ
以
上
何
も
言
う
必

要
は
な
い
だ
ろ
う
。
」
（W

N
, II. iv.

）
。
こ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
勤
労
増
加

視
点
が
ス
ミ
ス
の
労
働
生
産
力
改
良
に
よ
る
価
値
増
加
視
点
と
重
な
る
と

い
う
新
解
釈
を
支
え
る
有
力
な
論
拠
で
あ
る
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
、
貨
幣
は
諸
商
品
の
「
代
表
物
」
に
す
ぎ
な
い
か

ら
、
貨
幣
の
量
的
増
加
が
低
利
子
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
「
勤
労
の

増
大
」
が
そ
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
の
増
加
を
実
現
さ
せ
、
そ
れ
に
よ

る
富
裕
化
が
低
利
潤
率
→
低
利
子
を
も
た
ら
す
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、

貨
幣
増
加
→
低
利
子
と
い
う
従
前
の
説
は
原
因
と
結
果
を
取
り
違
え
た
議

論
だ
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
批
判
す
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
貨
幣
論
が
従

前
の
機
械
的
数
量
説
と
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
「
も
し
国
の
中
で
金
銀
が
勤
労
と
と
も
に
増
加

し
た
と
す
れ
ば
、
多
量
の
商
品
と
労
働
を
表
す
た
め
に
多
量
の
金
属
が
必

要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
勤
労
だ
け
が
増
大
し
た
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ

る
物
の
価
格
は
低
下
す
る
…
…
で
あ
ろ
う
。
」
（
『
エ
ッ
セ
イ
集
』
二
四
四
頁
、

『
政
治
論
集
』
六
一
頁
）
こ
の
認
識
は
ス
ミ
ス
の
価
値
増
加
論
に
伴
う
貨
幣

の
流
通
必
要
量
説
に
先
駆
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ヒ
ュ
ー
ム
の

「
勤
労
」
概
念
に
は
、
金
銀
貨
と
等
置
さ
れ
る
べ
き
事
実
上
の
労
働
価
値

論
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
は
、
使
用
価
値

生
産
と
し
て
の
「
勤
労
」
だ
け
で
な
く
、
「
代
表
物
」
た
る
「
金
銀
」
の

量
で
表
さ
れ
る
「
勤
労
」
の
量
（
交
換
価
値
）
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、「
勤
労
の
増
大
」
を
各
「
エ
ッ
セ
イ
」

で
の
一
貫
し
た
主
題
と
し
て
論
ず
る
こ
と
は
、
「
勤
労
」
の
質
的
改
良
を

そ
の
量
的
増
加
に
還
元
す
る
交
換
価
値
視
点
に
立
脚
さ
せ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
た
だ
し
、
ス
ミ
ス
は
そ
れ
を
さ
ら
に
時
間
尺
度
で
換
算
す
る
が
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
未
だ
金
銀
尺
度
で
の
換
算
に
と
ど
ま
り
、
不
変
の
価
値
尺
度

の
定
立
ま
で
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

　

前
述
の
ヒ
ュ
ー
ム
経
済
論
の
新
解
釈
が
そ
れ
ほ
ど
自
明
だ
と
す
れ
ば
、

従
来
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
？
と
い
う
こ
と

が
問
わ
れ
よ
う
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
価
値
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
は
、
後
の
リ
カ
ー
ド
が
労
働
能
力
価

値
を
一
定
と
仮
定
し
て
理
論
展
開
を
行
い
、
ス
ミ
ス
の
労
働
能
力
改
良
（
→

価
値
増
加
）
視
点
を
富
・
価
値
混
同
説
と
し
て
退
け
た
た
め
、
そ
れ
が
通
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説
化
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
論
に
も
波
及
し
た
こ
と
、
等
に
よ
る
。
し
か
し
こ
の

ス
ミ
ス
解
釈
は
実
際
と
異
な
る
か
ら
、
こ
の
解
釈
を
払
拭
し
た
観
点
か
ら

ヒ
ュ
ー
ム
経
済
論
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
の
「
勤
労
の
増
大
」
と
い

う
論
理
に
ス
ミ
ス
本
来
の
理
論
が
萌
芽
的
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
見

て
取
れ
る
。
「
猿
の
解
剖
は
人
間
の
解
剖
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
」

（
マ
ル
ク
ス
）
と
言
わ
れ
る
が
、
確
か
に
ス
ミ
ス
理
論
の
新
た
な
解
読
に
よ
っ

て
、
先
駆
者
ヒ
ュ
ー
ム
の
新
た
な
側
面
も
発
掘
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
こ
の

発
掘
が
ス
ミ
ス
見
直
し
を
さ
ら
に
補
強
す
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
。
そ
の

間
に
は
、
Ｊ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
勤
労
観
も
介
在
し
、
こ
う
し
て
、
経
済

学
形
成
史
の
あ
り
方
も
抜
本
的
に
見
直
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

　

第
五
エ
ッ
セ
イ
「
貿
易
差
額
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
勤
労
」
視
点
に
支

え
ら
れ
た
貨
幣
の
流
通
必
要
量
説
か
ら
貿
易
差
額
説
が
批
判
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
一
国
の
貨
幣
数
量
は
そ
の
国
の
「
勤
労
」
に
比
例
し
て
「
自
然

の
通
常
の
成
り
行
き
」
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
策
に
よ

り
貿
易
差
額
を
黒
字
化
し
て
貨
幣
を
増
や
し
て
も
、
水
が
高
き
か
ら
低
き

に
流
れ
る
よ
う
に
元
の
水
準
に
戻
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
政
策
は
無
為
に
帰

す
る
と
言
う
。
こ
の
貿
易
差
額
説
批
判
は
ス
ミ
ス
の
そ
れ
と
瓜
二
つ
で
あ

る
。
た
だ
し
、
細
目
で
は
両
者
は
食
い
違
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、ヒ
ュ
ー

ム
に
よ
れ
ば
、
紙
幣
発
行
は
便
利
な
面
も
あ
る
が
、
そ
の
国
の
貨
幣
量
が

増
え
る
こ
と
に
伴
う
物
価
高
に
よ
り
貿
易
差
額
が
赤
字
に
な
り
、
金
銀
貨

の
対
外
流
出
を
促
進
す
る
の
で
望
ま
し
く
な
い
。
そ
の
逆
に
金
銀
貨
の
一

定
量
を
国
庫
に
退
蔵
す
る
と
、
流
通
貨
幣
量
が
減
少
す
る
分
だ
け
物
価
の

一
律
低
下
→
輸
出
増
に
よ
り
、
諸
外
国
か
ら
の
金
銀
貨
流
入
を
期
待
で
き

る
と
言
う
。

　

こ
の
紙
幣
論
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
銀
行
が
金
銀
貨
を
保
管
し
て
そ
れ

と
同
額
の
兌
換
紙
幣
を
発
行
す
る
限
り
、
流
通
紙
幣
量
は
増
加
し
な
い
で

済
む
と
答
え
る
。
ま
た
、
金
銀
貨
退
蔵
説
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
兌
換
準

備
金
と
し
て
の
保
管
に
と
ど
め
、
し
か
も
、
そ
の
準
備
金
は
二
割
で
充
分

間
に
合
う
か
ら
、
八
割
は
保
管
せ
ず
に
物
資
の
輸
入
に
当
て
れ
ば
、
そ
の

分
だ
け
国
民
の
富
裕
化
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
逆

の
提
案
す
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
金
銀
貨
退
蔵
策
は
他
国
か
ら
の
金
銀
貨

吸
引
を
狙
う
の
だ
か
ら
、
貿
易
関
係
を
狭
め
、
貿
易
差
額
説
と
同
様
の
重

商
主
義
（
重
金
主
義
）
の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
と
し
て
、
ス
ミ
ス
は
名
指

し
せ
ず
に
こ
の
退
蔵
説
を
根
本
的
に
批
判
す
る
。

　

第
九
（
初
版
、
第
八
）
エ
ッ
セ
イ
「
公
信
用
に
つ
い
て
」
で
は
、
古
代

に
は
戦
時
に
備
え
た
貨
幣
退
蔵
の
習
慣
の
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ

れ
と
の
対
比
で
、
近
代
で
は
公
信
用
に
依
存
す
る
危
う
さ
が
力
説
さ
れ
る
。

と
く
に
、
公
債
が
紙
券
で
あ
る
た
め
貨
幣
流
通
量
の
増
加
と
同
じ
弊
害
が

生
ず
る
こ
と
、
公
債
利
子
を
勤
労
階
級
が
負
担
し
そ
れ
が
怠
惰
な
金
融
階

級
に
移
転
す
る
こ
と
、
公
債
償
却
の
た
め
の
租
税
負
担
も
勤
労
階
級
に
か

か
る
こ
と
等
の
弊
害
が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
ス
ミ
ス
の
生
産
的
労

働
と
同
様
の
把
握
が
認
め
ら
れ
る
し
、
安
易
な
公
債
発
行
に
対
す
る
厳
し

い
批
判
は
ス
ミ
ス
以
上
と
す
ら
言
え
る
。

　

た
だ
し
、
公
債
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
こ
で
も
金
銀

貨
退
蔵
策
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
は
退
蔵
が
役
立
つ
の
は
外
国
人

傭
兵
を
当
て
る
場
合
だ
け
で
、
非
常
時
の
戦
費
調
達
に
は
文
明
発
達
国
で

は
現
物
補
給
で
十
分
賄
え
る
は
ず
だ
と
答
え
る
。
そ
し
て
重
商
主
義
批
判

を
徹
底
さ
せ
、
平
和
の
絆
と
も
言
う
貿
易
関
係
を
隈
な
く
築
く
こ
と
に
傾
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注
す
る
。
他
の
多
く
の
場
合
と
同
様
に
こ
の
場
合
も
、
ス
ミ
ス
は
ヒ
ュ
ー

ム
の
基
本
認
識
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
内
在
す
る
難
点
を
見
極
め
、

そ
の
焦
点
を
絞
り
き
っ
て
、
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
図
る
。
い
わ
ば
、
ス

ミ
ス
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
胸
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ

た
と
言
え
よ
う
。

三　

政
治
論
に
つ
い
て

　

前
述
と
同
様
の
こ
と
は
狭
義
の
政
治
論
に
も
認
め
ら
れ
る
。
『
エ
ッ
セ

イ
集
』
の
政
治
論
は
、
第
Ⅰ
部
に
一
〇
篇
ほ
ど
、
第
Ⅱ
部
に
七
篇
ほ
ど
あ

る
が
、
各
々
個
別
テ
ー
マ
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
て
、
経
済
論
の
場
合
ほ

ど
順
序
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
に
一
貫
す
る
テ
ー
マ
を

あ
え
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
政
体
論
と
そ
れ
に
関
わ
る
党
派
論
に
集
約
さ

れ
よ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
名
誉
革
命
体
制
を
大
過
な
き
慣

行
と
し
て
支
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
王
政
と
議
会
制
の
混
合
政
体
で
あ

る
た
め
、
王
党
派
に
由
来
す
る
ト
ー
リ
ー
と
議
会
派
に
由
来
す
る
ウ
イ
ッ

グ
の
党
派
対
立
を
本
来
的
に
内
包
し
て
い
る
と
言
う
。
と
は
い
え
、
そ
の

混
合
政
体
の
下
で
の
方
が
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
王
政
下
よ
り
経
済
的
・
文
化

的
に
進
ん
で
き
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
し
か
し
混
合
政
体
は
先
の
党

派
対
立
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
極
め
て
不
安
定
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
の
党

派
に
大
き
く
傾
け
ば
、
政
体
変
革
の
危
機
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
の
乱
の
よ
う
な
王
政
復
古
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
拒
否
す
る
が
、

議
会
派
一
辺
倒
に
な
る
こ
と
を
も
警
戒
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
論
の
中
心
課
題

と
な
る
。

　

第
Ⅰ
部
第
六
エ
ッ
セ
イ
「
議
会
の
独
立
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
人
間
は

す
べ
て
悪
党
と
推
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
正
し
い
政
治
原

則
で
あ
る
。
…
…
名
誉
心
は
人
間
に
対
す
る
大
き
な
抑
制
力
で
あ
る
。
し

か
し
、
か
な
り
の
数
の
人
が
一
緒
に
行
動
す
る
場
合
、
こ
の
抑
制
力
は
大

き
く
取
り
除
か
れ
て
し
ま
う
」
（
『
エ
ッ
セ
イ
集
』
三
四
頁
）
と
言
う
。
党
派

に
対
す
る
こ
の
懐
疑
的
な
見
方
が
、
党
派
を
生
じ
さ
せ
な
い
制
度
と
し
て

の
「
完
全
な
共
和
国
に
つ
い
て
の
設
計
案
」
（
『
政
治
論
集
』
第
一
二
、『
エ
ッ

セ
イ
集
』
第
Ⅱ
部
第
一
六
エ
ッ
セ
イ
）
の
構
想
に
結
実
す
る
。
し
か
し
、
そ

の
の
ち
増
補
の
第
一
四
エ
ッ
セ
イ
「
党
派
の
歩
み
寄
り
に
つ
い
て
」
で
は
、

「
こ
の
よ
う
な
立
派
な
目
的
を
促
進
す
る
効
果
的
な
方
法
と
し
て
は
、
一

つ
の
政
党
が
他
の
政
党
に
対
し
て
根
拠
の
な
い
軽
蔑
や
勝
ち
誇
っ
た
優
越

感
を
も
た
な
い
よ
う
に
し
、
中
庸
を
得
た
意
見
（m

oderate opinion

）
を

奨
励
し
、
…
…
ど
ち
ら
の
党
に
寄
せ
ら
れ
る
に
せ
よ
、
称
賛
と
非
難
が
均

衡
を
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
一
番
で
あ
る
。
」
「
統
治
の
真
の
規
則

は
、
そ
の
時
代
に
現
に
確
定
し
て
い
る
慣
行
で
あ
る
。
」
（
『
エ
ッ
セ
イ
集
』

三
九
七
、
四
〇
一
頁
、『
政
治
論
集
』
付
録
、
三
五
三
―
四
、
三
六
〇
頁
）
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
混
合
政
体
の
下
で
の
党
派
対
立
の
鎮
静
化
に

最
も
腐
心
し
て
い
た
。

　

こ
の
問
題
を
受
け
止
め
た
ス
ミ
ス
は
、
最
晩
年
（
一
七
九
〇
年
）
に
こ

れ
に
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
は
党
派
の
歪
み
を
道
徳
問
題
と

し
て
受
け
止
め
、
党
派
や
宗
派
の
よ
う
な
集
団
は
一
般
に
閉
鎖
的
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
堕
落
の
極
地
に
陥
り
易
い
。
し
た
が
っ
て
、
議
会
制
度
の
中

で
諸
党
派
が
同
席
し
、
開
か
れ
た
場
で
相
互
に
角
逐
し
て
い
く
過
程
で
、
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自
ず
と
自
己
規
制
の
訓
練
を
重
ね
、
そ
れ
を
体
得
し
て
い
く
も
の
だ
と
言

う
。
こ
う
し
て
、
ス
ミ
ス
は
政
治
論
そ
の
も
の
に
は
深
入
り
せ
ず
に
、
そ

れ
を
支
え
る
べ
き
経
済
論
に
没
頭
す
る
。
そ
れ
以
前
の
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
前

述
の
「
統
治
の
真
の
規
則
」
を
「
時
代
」
の
「
慣
行
」
に
求
め
て
、
『
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
の
叙
述
に
邁
進
す
る
。

ま
と
め

　

両
訳
書
に
内
包
さ
れ
る
ヒ
ュ
ー
ム
社
会
科
学
は
、
ス
ミ
ス
と
の
対
比
で

は
こ
の
よ
う
に
概
括
さ
れ
よ
う
。
名
誉
革
命
体
制
を
大
過
な
き
慣
行
と
し

て
維
持
し
よ
う
と
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
保
守
的
姿
勢
を
、
も
ち
ろ
ん
ス
ミ
ス

も
共
有
す
る
。
ま
た
、
そ
の
枠
組
み
の
中
か
ら
新
た
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て

生
じ
つ
つ
あ
る
経
済
の
論
理
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
真
先
に
発
掘
し
、
平
明
に

叙
述
し
た
こ
と
は
画
期
的
で
あ
る
。
そ
の
基
軸
と
さ
れ
た
「
勤
労
の
増
加
」

視
点
は
、
使
用
価
値
と
交
換
価
値
の
両
視
点
を
包
含
し
つ
つ
、
貨
幣
論
を

介
し
て
後
者
の
要
因
を
独
自
に
把
握
す
る
と
い
う
、
ス
ミ
ス
に
先
行
す
る

鋭
い
理
論
認
識
の
萌
芽
も
窺
わ
れ
る
。
そ
の
貨
幣
論
も
、
こ
の
勤
労
増
加

視
点
に
よ
る
流
通
必
要
量
説
を
踏
ま
え
た
上
で
の
数
量
説
と
い
う
点
で
は

ス
ミ
ス
と
同
様
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
間
に
は
無
視
で
き
な
い
相
違
も

あ
る
が
、
ス
ミ
ス
は
そ
れ
ら
も
含
め
て
自
ら
の
理
論
化
の
糧
に
す
る
。

　

こ
う
し
て
、
経
済
学
形
成
史
に
占
め
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
比
重
は
大
き
く
見

直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
と

ス
ミ
ス
が
共
有
す
る
勤
労
→
付
加
価
値
視
点
に
よ
っ
て
、
際
限
の
な
い
貨

幣
・
国
公
債
の
過
剰
流
動
性
（
Ｊ
・
ロ
ー
の
企
画
）
に
一
定
の
限
界
を
画

す
る
理
論
が
当
初
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ミ
ス

は
そ
の
観
点
を
さ
ら
に
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
機
能
の
独
自
性
を

強
調
す
る
Ｊ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
ヒ
ュ
ー
ム
貨
幣
論
批
判
に
反
批
判
を
加

え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
経
済
学
形
成
史
の
確
認
が
現
代

経
済
（
学
）
の
あ
り
方
を
正
す
規
範
と
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
近
・

現
代
思
想
史
の
長
年
の
経
過
の
中
で
試
さ
れ
て
き
た
ぶ
れ
な
い
軸
足
に
相

当
し
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
両
訳
書
の
刊
行
は
ま
こ
と
に
時
宜
に
適
っ
た

快
挙
で
あ
る
と
言
い
た
い
。

 

（
ほ
し
の
・
あ
き
お
／
経
済
思
想
史
）
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書
評
特
集
①　

ヒ
ュ
ー
ム　

『
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
的
政
治
学
』

（
ダ
ン
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ブ
ズ
著
、
田
中
秀
夫
監
訳
、�

�

昭
和
堂
、
二
〇
一
一
年
）

佐
々
木 

武

完
璧
な
作
品
、
比
類
な
き
「
ヒ
ュ
ー
ム
」

　

一
九
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
原
本
を
刊
行
時
に
入
手
し
て
、
そ
れ
以
来

折
に
ふ
れ
て
手
に
し
て
き
た
僕
に
は
、
今
回
の
田
中
秀
夫
監
訳
の
刊
行
を

知
っ
た
時
、
そ
れ
も
予
告
な
し
に
突
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
大

き
な
驚
き
と
歓
び
で
あ
っ
た
。
八
人
の
共
訳
者
の
労
を
多
と
し
た
い
。

　

僕
が
ダ
ン
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ブ
ズ
の
名
前
を
知
っ
た
の
は
、
六
〇
年
代
の

後
半
に
、
学
位
論
文
を
準
備
し
た
時
だ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
付
で
序
文
が

書

か

れ

た

最

初

の

単

著
、T

he Liberal A
nglican Idea of H

istory

（C
am

bridge, 1952

）
を
見
た
の
は
、
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
時
は
、
国
会
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
た
、T

he C
am

bridge Journal

に
掲
載
さ
れ
た
四
本
の
論
文
に
た
よ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
今

で
い
う
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
」
関
係
で
あ
る
（
一
九
五
一
年
―
五
四
年
、

Journal

自
体
は
、
一
九
四
七
―
五
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
今
で
は
極
東
書
店
が

復
刻
し
て
い
る
）
。
な
か
で
も
、‘Scientific W

higgism
: A

dam
 Sm

ith 
and John M

illar ’

（1954

）
は
「
干
天
の
慈
雨
」
で
あ
っ
た
が
、
と
て
も

そ
の
時
点
で
読
み
切
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
、
浅
い
読
み
方
し
か
し
て
い

な
か
っ
た
。
い
や
、
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
（
今
回
、
再
読

し
て
、
感
嘆
し
た
。
こ
の
時
点
で
よ
く
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
書
き
得
た
と
、
実
に

驚
く
べ
き
成
果
で
あ
る
。
説
明
す
る
と
一
本
の
論
文
に
な
る
）
。
単
著
の
方
が

読
め
て
い
れ
ば
、
も
う
少
し
ち
が
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
第

一
論
文
、H

istorism
us in E

ngland

（1951

）
に
う
か
が
え
た
は
ず
で

あ
る
。
と
に
か
く
あ
の
「
一
九
六
八
年
」
を
は
さ
ん
で
、
な
ん
と
か
提
出

し
た
の
は
一
九
七
〇
年
の
九
月
で
、
二
〇
代
の
お
わ
り
で
あ
る
。
そ
の
年

の
四
月
に
は
半
ば
「
強
制
」
的
に
就
職
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
三
ヵ
月

で
書
き
上
げ
る
と
い
う
、
体
力
の
勝
負
で
、
書
き
上
げ
た
時
は
尻
が
麻
痺

し
て
い
て
立
ち
上
が
れ
な
か
っ
た
（
余
計
だ
が
、
僕
は
「
六
〇
年
安
保
世
代
」

で
「
全
共
闘
世
代
」
で
な
い
）
。
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
」
と
い
う
呼
称
に
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つ
い
て
は
、
ス
コ
ッ
ト
『
ハ
チ
ソ
ン
伝
』
が
最
初
だ
と
し
て
も
、
誰
か
考

証
し
て
お
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
僕
に
も
い
く
つ
か
の
「
発
見
」
が
あ
る
。

　

一
九
七
六
年
に
、
合
衆
国
留
学
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
時
、
行
き
先
に
選

ん
だ
の
は
、
七
五
年
にT

he M
achiavellian M

om
ent

を
出
し
て
、
ジ
ョ

ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
に
移
っ
て
間
も
な
い
ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
所
で
、

僕
に
は
研
究
室
書
庫
で
見
つ
け
て
以
来
、
生
涯
の
書
と
な
っ
たT

he 

A
ncient C

onstitution and Feudal Law

（C
am

bridge, 1957, 1987

）
の

著
者
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
二
年
目
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
移
っ
た
時
、
頭
に

フ
ォ
ー
ブ
ズ
の
名
前
が
あ
っ
た
が
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

を
避
け
て
、
ニ
ッ
ク
・
フ
ィ
リ
プ
ソ
ン
が
引
受
け
て
く
れ
た
。
ハ
ー
バ
ー

ド
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
を
避
け
た
の
と
同
じ
理
由
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
七

七
年
秋
の
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
一
八
世
紀
学
会
」
の
主
催
者
は
、
実
質
上
、

フ
ォ
ー
ブ
ズ
だ
っ
た
よ
う
で
、
あ
の
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
大
き
な
座
像
の
絵

が
架
か
っ
たO

ld C
ollege

のSenator R
oom

で
、
彼
の
ヒ
ュ
ー
ム
に

つ
い
て
の
報
告
を
聴
く
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
、
目
と
鼻
の
先
で
Ｑ
＆
Ａ

の
や
り
と
り
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
は‘civilized m

onarchy ’

論
を
話
題
に
し
た
が
、
原
本
に
サ
イ
ン
を
も
ら
っ
た
。
そ
の
後
の
夕
食
会

に
は
、
例
の
民
族
衣
装
を
着
け
て
現
わ
れ
、
世
話
役
ま
で
や
っ
て
く
れ
た

の
で
あ
る
。
僕
が
フ
ォ
ー
ブ
ズ
と
接
し
た
た
っ
た
一
人
の
日
本
人
か
も
知

れ
な
い
。
で
も
、
そ
の
事
と
彼
の
仕
事
を
理
解
す
る
こ
と
と
は
、
何
の
関

係
も
な
い
。
今
に
な
っ
て
判
明
し
た
こ
と
だ
が
、
ニ
ッ
ク
は
、ク
ェ
ン
テ
ィ

ン
・
ス
キ
ナ
ー
、
ダ
ン
と
と
も
に
、Toripos 

三
年
目
の
「
特
別
講
義
」

で
（

そ

れ

は
、

現

在

のProfessor of H
istory of Political T

hought

の

C
hair

の
前
身
で
あ
っ
た
と
い
う
。
今
は
、オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
ト
レ
ヴ
ァ
ー
ロ
ー

パ
ー
門
下
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
）
フ
ォ
ー
ブ
ズ
の
教
え
子
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
彼
の
、
お
そ
ら
く
「
最
後
」
の
著
書
、A

dam
 Sm

ith: A
n 

E
nlightened Life

（Yale, 2010, Penguin, 2011

）

を
、‘In M

em
ory of 

D
uncan F

orbes 1922-1994, F
ellow

 of C
lare C

ollege and 
R

eader in H
istory, U

niversity C
am

bridge ’

と
い
う
献
辞
を
付
け
て

捧
げ
て
い
る
。‘It w

as the Late D
uncan Forbes w

ho introduced 
m

e to Sm
ith, the Scottish E

nlightenm
ent and Intellectual 

history in a legendary C
am

bridge special subject w
hich few

 
w

ho w
ere lucky enough to have taken w

ill ever forget. ’

（A
cknow

ledgem
ent

）
と
い
う
下
り
は
、
そ
の
後
に
続
く
文
章
（
長
く
な

る
か
ら
、
引
か
な
い
）

と
と
も
に
、
チ
ョ
ッ
ピ
リ
泣
か
せ
る
。John 

B
urrow

は
（1935-2009, 

す
ぐ
れ
た
政
治
思
想
史
家
で
、
て
っ
と
り
早
く
は
、

読
ん
で
楽
し
い A

 H
istory of H

istories , 2007, 2009

を
お
薦
め
す
る
。
共
著

共
訳
の
『
か
の
高
貴
な
る
政
治
の
科
学
』
二
〇
〇
五
年
が
あ
る
）
少
し
遅
れ
て
、

一
九
五
七
年
に
一
九
世
紀
政
治
思
想
史
、
と
く
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

を
取
り
上
げ
た
時
の
こ
の
「
伝
説
の
ク
ラ
ス
」
に
参
加
し
た
思
い
出
を
敬

愛
を
込
め
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
目
立
た
な
い
、
文
字
通
り
「
エ
ク
セ
ン

ト
リ
ッ
ク
」
（‘periphery ’

）
な
教
師
は
、
「
伝
説
の
ク
ラ
ス
」
で
教
え
子

に
消
し
が
た
い
影
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
七
六
年
秋
、
カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
で
の
「
ヒ
ュ
ー
ム
没
後
二
百
年
」

を
記
念
す
る
会
議
か
ら
戻
っ
た
ば
か
り
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
僕
に
「
歴
史

家
と
哲
学
者
」
と
の
「
不
和
」
を
嘆
い
た
。
彼
の
オ
フ
ィ
ス
の
壁
に
は
彼

の
ア
イ
ド
ル
の
肖
像
画
が
貼
っ
て
あ
っ
て
、
ド
真
中
を
占
め
る
の
が

ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
彼
は
こ
の
訳
書
の‘H

arringtonian ’
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の
使
い
方
を
自
ら
の‘neo-H

arringtonian ’

批
判
と
受
け
止
め
て
盛
ん

に
気
に
し
て
い
た
。
彼
は
、
今
で
も
、
二
年
先
輩
で
九
四
年
に
逝
っ
た

フ
ォ
ー
ブ
ズ
を‘I knew

 and adm
ired him

. ’

（
私
信
）
と
回
顧
す
る
。

も
う
ひ
と
つ
付
け
加
え
る
と
、
そ
の
当
時
、
ハ
ー
バ
ー
ド
の
シ
ュ
ク
ラ
ー

の
セ
ミ
ナ
ー
に
招
か
れ
て
読
ん
だ
ペ
ー
パ
ー
を
く
れ
た
が
、
「
フ
ォ
ー
ブ

ズ
に
ド
イ
ツ
語
を
マ
ス
タ
ー
し
ろ
と
い
わ
れ
た
の
だ
が
、
今
か
ら
や
る
に

し
て
は
、
人
生
は
短
す
ぎ
る
。
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
九
〇
歳
を
目
前
に
し
て
、
「
ギ
ボ
ン
論
」
最
終
巻
の
仕

上
げ
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
二
人
の
語
学
力
に
は
逆

立
ち
し
て
も
か
な
わ
な
い
。
恐
ろ
し
い
く
ら
い
で
あ
る
。
で
な
い
と
思
想

史
は
や
れ
な
い
。
「
テ
キ
ス
ト
の
テ
キ
ス
ト
、
そ
の
又
テ
キ
ス
ト
」
を
読

む
の
が
勝
負
所
な
の
だ
。
昨
年
、
一
二
月
に
雑
誌
『
思
想
』
が
「
ヒ
ュ
ー

ム
生
誕
三
〇
〇
年
」
特
集
号
を
、
創
刊
以
来
の
大
冊
で
刊
行
し
た
。
こ
こ

で
も
両
者
の
「
不
和
」
は
解
消
し
て
い
な
い
。
圧
倒
的
に
「
哲
学
優
位
」

で
あ
る
。
非
哲
学
者
側
の
奪
戦
は
う
か
が
え
る
が
、
依
然
と
し
て
「
二
人

の
ヒ
ュ
ー
ム
」
が
い
る
。
非
哲
学
者
の
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
は
、
大
野
精
三
郎

（1977

）
、
舟
橋
喜
恵
（1985

）
、
坂
本
達
哉
（1995, 2011

）
、
犬
塚
元
（2004

）
、

訳
書
は
、
小
松
茂
夫
（1952, 1982

）
、
田
中
敏
弘
（1983, 2011

）
、
田
中

秀
夫
（2010

）
が
あ
る
。
小
松
は
哲
学
畑
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
仕

事
を
列
挙
し
て
も
、
「
二
人
の
ヒ
ュ
ー
ム
」
の
ま
ま
で
あ
る
。
口
は
ば
っ

た
い
が
、
学
位
論
文
を
準
備
し
た
時
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
ス
ミ
ス
の
主
著
は

す
べ
て
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
で
面
白
か
っ
た
の
は
『
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
史
』
と
、
二
つ
の
「
宗
教
論
」
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
は
『
モ
ラ
ル 

セ
ン
チ
メ
ン
ツ
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
二
人
の
前
に
立
ち

は
だ
か
る
研
究
史
が
、
僕
を
ひ
る
ま
せ
た
。
だ
か
ら
、
適
当
に
利
用
し
た

だ
け
で
、
直
に
ふ
れ
た
部
分
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
僕
な
り
に
「
全

体
」
が
見
通
せ
た
と
い
う
感
覚
だ
け
は
残
っ
た
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
と
ス
ミ
ス
は
フ
ォ
ー
ブ
ズ
と
ニ
ッ
ク
を
つ
な
ぐ
。
事
実
、
こ

の
二
人
は
「
一
人
の
ヒ
ュ
ー
ム
」
、
「
一
人
の
ス
ミ
ス
」
を
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と

つ
の
作
品
と
し
て
残
し
て
く
れ
た
と
思
う
（N

icholas Phillipson, D
avid 

H
um

e, T
he Philosopher as H

istorian , 1989, 2011

）
。

　

さ
て
、
「
一
人
の
ヒ
ュ
ー
ム
」
、
比
類
な
き
「
ヒ
ュ
ー
ム
」
を
フ
ォ
ー
ブ

ズ
は
、
完
璧
な
作
品
と
し
て
残
し
た
。
彼
に
し
か
書
け
な
い
、
誰
に
も
な

ぞ
れ
な
い
「
ヒ
ュ
ー
ム
」
を
、
こ
の
訳
書
の
原
本
で
描
い
て
見
せ
た
。
僕

の
場
合
、
原
本
と
の
つ
き
あ
い
が
長
い
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
訳
書
は
別

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
て
も
、
訳
書
を

辱
し
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。‘T

he translation is not in fact 
a translation but the “original ”. ’

（Law
rence Venuti

）
だ
か
ら
、
原

書
に
即
し
て
、
続
け
さ
せ
て
も
ら
う
。
フ
ォ
ー
ブ
ズ
は
周
到
に
も‘political 

philosophy ’

、‘Science of Politics ’

と
い
う
の
を
表
題
と
し
て
採
ら
な

か
っ
た
と
い
う
。
題
し
てH

um
e’s Philosophical Politics 

と
し
た
。
こ

の
タ
イ
ト
ル
が
本
書
全
体
の
構
成
を
水
も
も
ら
さ
ぬ
寸
分
の
ス
キ
も
な
い

も
の
に
仕
上
げ
て
い
る
。
全
体
が
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
ど
の
部
分
が
欠
け
て

も
全
体
が
成
り
立
た
な
く
な
る
よ
う
に
、
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か

も
、

脚

注

に

い

た

る

ま

で

一

字

一

句

無

駄

が

な

い
。‘H

um
e ’s 

Philosophical Politics ’ describes ‘w
hat I have tried to do better 

than any other title I can think of. It is presum
ed to have a 

slightly archaic, essentially eighteen-century sound, for this is 
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a study of H
um

e ’s thinking on politics in the light of his 
political intention ’s and the historical context: the em

phasis is 
on historical. ’ ‘thinking ’

と
は‘philosophical ’

か
ら‘practical ’

ま

で
を
含
ん
で
、E

ssays

の
解
読
は
三
四
も
の
「
論
説
」
に
及
び
自
由
自

在
に
使
い
分
け
ら
れ
る
。
至
る
と
こ
ろ
で
ヒ
ュ
ー
ム
の‘political 

intentions ’

が
読
み
取
ら
れ
て
い
く
。‘historical context ’

は
、
訳
書

X
X

V
-X

X
V

I

に
引
か
れ
た
書
目
を
見
て
ほ
し
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
を
論
じ
て
こ

れ
だ
け
の
書
目
を
付
し
た
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
。
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も

歴
史
家
の
仕
事
な
の
だ
。
読
者
は
、
こ
の
書
目
を
見
て
、
ど
れ
だ
け
、
思

い
当
た
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
ま
ご
う
か
た
な
く
「
哲
学
者
」
で
あ
る
。

　

‘T
he term

 “philosophical ” changes its m
eaning, as w

ill 
appear. It is a key eighteenth-century w

ord, w
ith m

any 
m

eanings and shades of m
eaning. In H

um
e it spreads out 

from
 an original sharp focus in a theory of association of ideas 

to attitudes less strictly defined, but the idea of philosophical 
politics provides an essential continuity in H

um
e ’s thought, 

w
hich w

ill be stressed in order to challenge and m
odify the 

com
m

only accepted notion th
at th

ere w
as a significant 

developm
ent in a conservative direction. ’

　

そ
れ
で
は
、
ス
ミ
ス
も
含
め
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
運
動
」
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
運

動
に
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
人
々
が
各
人
各
様
で
あ
り
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の

ま
と
ま
り
の
あ
る
運
動
た
ら
し
め
た
も
の
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ォ
ー
ブ
ズ
は
五
〇
年
代
に
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。‘I called 

this “T
he Progress of Society ”: that seem

ed to be the general 
and characteristic idea of the Scottish E

nlightenm
ent. Som

e 
of th

is h
ad already form

ed part of a Special Subject at 
C

am
bridge on the Scottish E

nlightenm
ent-though in fact I 

w
as not allow

ed to call it that, because in those days the 
Scottish E

nlightenm
ent w

as still a som
ew

hat backw
oods kind 

of affair: it h
ad to be ‘H

um
e, Sm

ith
 and th

e Scottish 
E

nglightenm
ent. ’

　

フ
ォ
ー
ブ
ズ
が
「
先
取
り
」
し
て
い
た
も
の
は ‘a special subject ’

で
あ
り
、
「
人
跡
未
踏
の
森
」
の
よ
う
な
も
の
で
、
い
わ
ば
「
秘
境
」
扱

い
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。‘the progress of society ’

と
い
う
ア
イ

デ
ィ
ア
に
導
か
れ
た
思
考
方
法
、
精
神
態
度
を
フ
ォ
ー
ブ
ズ
は
ヒ
ュ
ー
ム
、

そ
し
て
ス
ミ
ス
に
即
し
て
、‘Scientific, Skeptical w

higgism
’

と
呼

ん
だ
。
こ
れ
こ
そ
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
」
を
他
に
例
を
見
な
い
独
自

の
も
の
に
し
て
い
る
の
だ
。

　

現
在
、‘E

nlightenm
ent-E

nlightenm
ents problem

’

と
も
い
う
べ

き
論
点
が
、
歴
史
研
究
の
側
か
ら
堤
起
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
不
毛
な
論
争
に

な
ら
な
い
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
だ
が
、
具
体
的
に
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
に

仕
掛
け
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
異
論
で
あ
る
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
議

論
は
一
九
八
五
年
に
遡
る
が
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
正
面
か
ら
異
論
はT

he 

C
ase for the E

nlightenm
ent

（C
am

bridge, 2005

）
で
鮮
明
に
な
る
。
ポ
ー

コ
ッ
ク
は
、
ギ
ボ
ン
論
の
第
一
巻
で
自
ら
の
立
場
を
再
確
認
し
て
い
る

（B
arbarism

 and R
eligion, vol. 1, T

he E
nlightenm

ents of E
dw

ard 
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G
ibbon , C

am
bridge, 1999

）
。
フ
ォ
ー
ブ
ズ
な
ら
、
意
味
付
け
は
ち
が
っ

て
も
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
と
立
場
を
同
じ
く
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

フ
ォ
ー
ブ
ズ
の
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
一
人
の
ヒ
ュ
ー
ム
」
を
描
き
切
っ
て
、

比
類
な
い
が
、
こ
う
い
う
完
璧
な
作
品
は
二
度
と
現
わ
れ
な
い
か
も
知
れ

な
い
。
『
人
間
論
』
三
巻
か
ら
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
六
巻
ま
で
を
、
全

三
部
九
章
で
構
成
し
、
第
一
部
で
「
人
間
論
」
を
、
第
二
部
でE

ssays

を
、

第
三
部
で
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
を
基
礎
づ
け
て
、
首
尾
一
貫
し
た
ヒ
ュ
ー

ム
像
を
描
き
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
、
シ
ー
ム
レ
ス
に
編
成
さ
れ
、

ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
作
品
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
前
後
左
右
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
扱
い
方
は
、
読
む
者
を
圧
倒
す
る
。
例
え
ば
第
二
部
第
一
章
の

Scientific A
nd Vulgar W

higgism
の‘civilized m

onarchies ’

を
論

じ
た
個
所
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
ほ
し
い
。
本
文
と
注
と
が
一
体
と
な
っ
て
、

議
論
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
作
り
だ
さ
れ
、
一
つ
の
無
駄
も
な
い
本
文
、
注

で
の
博
引
傍
証
は
読
者
を
圧
倒
、
魅
了
す
る
だ
ろ
う
。
全
巻
全
頁
が
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
僕
の
引
用
、
紹
介
能
力
を
こ
え
て
、
切

り
取
り
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
も
の
で
、
こ
う
い
う
論
述
に
遭

遇
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。‘civil liberty ’
の
取
り

扱
い
の
見
事
さ
を
掴
み
と
っ
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
、
決
め

手
と
な
る
の
は
、
フ
ォ
ー
ブ
ズ
に
よ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
キ
ス
ト
の
読
み
の

深
さ
と
広
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
僕
の
批
評
能
力
を
と
っ
く
に
越
え
て
し

ま
っ
て
い
る
。
一
〇
回
、
二
〇
回
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
キ
ス
ト
と
あ
わ
せ
読

む
こ
と
で
し
か
、
読
み
取
り
得
な
い
論
述
が
最
初
の
一
頁
か
ら
最
後
の
一

行
ま
で
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
「
人
間
論
」
か
ら
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
」

ま
で
、
自
然
と
宗
教
か
ら
目
を
離
さ
ず
、‘the science of m

an ’

で
定

礎
し
た
も
の
の
「
完
全
、
確
実
」
さ
を
求
め
つ
つ
、
求
め
て
求
め
得
な
い

地
点
に
身
を
お
い
て
動
じ
な
い
ヒ
ュ
ー
ム
を
眼
前
に
見
据
え
て
ゆ
る
ぎ
な

い
。

　

読
者
は
、
訳
書
を
手
が
か
り
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
を
座
右
に
置
い
て
、

原
本
に
た
ど
り
つ
く
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
い
た
か
っ
た

こ
と
と
言
っ
た
こ
と
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
の
成
果
と
し
て
、
完
璧
な
作
品

に
仕
上
げ
て
い
る
。
評
者
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
作
品
に
出
会
っ
た
と
き

に
は
、
批
評
を
試
み
る
よ
り
、
も
う
「
一
人
の
ヒ
ュ
ー
ム
」
を
作
り
だ
す

以
外
、
「
別
な
風
に
考
え
る
」
以
外
、
批
評
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
、

よ
う
や
く
、
今
回
思
い
至
っ
た
。
こ
の
事
は
、
最
初
の
著
書
で
、
す
で
に

感
知
さ
る
べ
き
こ
と
も
、
今
回
、
思
い
知
っ
た
。

　

監
訳
者
田
中
秀
夫
と
八
人
の
共
訳
者
、
特
に
田
中
は
、
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ

リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
の
共
訳
（
二
〇
〇
八
年
）
の
成
功
か
ら
間
を
お

か
ず
『
貿
易
の
嫉
妬
』
（
二
〇
〇
九
年
）
を
監
訳
し
、
本
書
の
刊
行
で
あ
る
。

完
璧
な
訳
業
と
申
し
上
げ
る
の
は
控
え
る
が
、
こ
れ
又
、
比
類
な
き
力
業

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

 

（
さ
さ
き
・
た
け
し
／
政
治
思
想
史
）
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書
評
特
集
①　

ヒ
ュ
ー
ム　

『
ヒ
ュ
ー
ム　

希
望
の
懐
疑
主
義 

 
 

―
―
あ
る
社
会
科
学
の
誕
生
―
―

』

（
坂
本
達
哉
著
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）

田
中
秀
夫

　

本
書
は
坂
本
達
哉
会
員
の
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
の
第
二
弾
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー

ム
の
社
会
思
想
を
「
文
明
社
会
」
の
概
念
に
注
目
し
て
特
徴
づ
け
た
第
一

弾
『
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社
会
』
（
創
文
社
）
の
刊
行
が
一
九
九
五
年
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
後
の
一
五
年
以
上
に
わ
た
る
研
鑽
の
成
果
が
本
書
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
、
坂
本
氏
は
い
く
つ
か
の
編
著
を
は
じ
め
と
し
て

視
野
を
広
げ
た
論
考
を
著
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の

研
究
の
焦
点
は
常
に
ヒ
ュ
ー
ム
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に

ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社
会
論
は
氏
の
関
心
を
引
き
つ
け
て
や
ま
な
い
の
で
あ

る
が
、
第
二
作
は
「
希
望
の
懐
疑
主
義
」
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社
会

論
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
両
著
作
を
通
じ
て
、
関
心
の
焦
点
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
政
治
論
集
』
（
一
七
五
二
年
）
で
あ
る
が
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
他
の
著
作
も
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
文
明
社
会
」
の
概
念
を
理

解
す
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
読
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
形

成
し
つ
つ
あ
っ
た
社
会
理
論
、
す
な
わ
ち
文
明
社
会
の
理
論
が
今
な
お
不

滅
の
現
代
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
も
よ
る
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
理
論
、
社
会
科
学
の
対
象
は
、
一
八
世
紀
に
な
っ
て

ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
き
た
文
明
社
会
、
す
な
わ
ち
新
し
い
、
活
動
的

な
、
ま
た
社
交
的
な
、
市
民
的
人
間
が
伝
統
―
―
様
々
な
古
い
価
値
―
―

と
戦
い
な
が
ら
形
成
す
る
新
し
い
文
明
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
新
し

い
文
明
社
会
形
成
を
析
出
す
る
思
想
の
形
成
は
そ
れ
自
体
が
容
易
な
ら
ざ

る
営
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、

古
い
伝
統
・
制
度
・
思
想
・
価
値
な
ど
の
遺
産
と
の
思
想
的
格
闘
を
余
儀

な
く
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
営
為
に
成
功
し
た
。
苦
闘
の
結
果
、
そ
れ
ら
の

遺
産
の
全
面
否
定
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
部
分
的
摂
取
を
基
礎
と

す
る
思
想
の
革
新
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
の

よ
う
な
無
時
間
的
な
「
市
民
社
会
」
で
は
な
く
、
時
間
的
変
容
を
視
野
に

繰
り
こ
ん
だ
「
文
明
社
会
」
の
理
論
こ
そ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
思

想
家
の
な
か
で
い
ち
早
く
到
達
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
の
核
心
で
あ
っ
た
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
遺
産
や
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
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統
の
全
面
否
定
な
ど
は
で
き
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ス

ト
ラ
ボ
ン
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
や
キ
ケ
ロ
を
は
じ
め
と
し
て
、
古
典
文
献
か

ら
ヒ
ュ
ー
ム
が
多
く
を
学
ん
で
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
政
治
的

リ
ア
リ
ズ
ム
、
法
の
支
配
の
伝
統
、
共
和
主
義
、
商
業
と
分
業
、
勤
労
と

技
術
、
慣
習
と
自
然
法
、
社
会
契
約
説
の
遺
産
な
ど
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会

科
学
を
養
う
遺
産
と
し
て
部
分
的
に
継
承
さ
れ
、
革
新
さ
れ
て
ヒ
ュ
ー
ム

の
社
会
科
学
に
組
み
込
ま
れ
た
。
党
派
対
立
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ

う
し
た
遺
産
を
統
合
す
る
原
理
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
中
心
に
置
い
た
の
は
、

市
民
的
、
商
業
的
、
社
交
的
あ
る
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
人
間
が
追
求
す

る
自
由
・
富
・
秩
序
で
あ
っ
た
。
正
義
と
所
有
権
は
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
で

あ
る
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
神
に
依
存
す
る
、
す
な
わ
ち
救
済
を
第
一
の
価
値
に
置
く
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
伝
統
的
人
間
像
に
で
は
な
く
、
現
世
的
に
ア
ク
テ
ィ
ヴ

で
、
世
俗
的
価
値
に
シ
ニ
カ
ル
で
な
い
人
間
（
像
）
に
関
心
が
あ
っ
た
。

そ
の
人
間
像
に
も
彼
ら
が
形
成
す
る
社
会
に
も
批
判
的
考
察
を
加
え
る
こ

と
を
、
自
ら
の
社
会
理
論
の
中
心
課
題
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本

主
義
形
成
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
＝
世
俗
社
会
＝
文
明
社
会
の
な
か
に
、

自
ら
の
リ
ス
ク
を
賭
し
て
自
由
・
富
・
秩
序
と
い
う
新
し
い
価
値
を
求
め

る
商
業
的
人
間
＝
近
代
市
民
像
を
析
出
し
、
そ
の
人
間
像
の
行
為
と
価
値

に
、
絶
対
的
な
信
頼
ま
で
は
置
け
な
い
に
し
て
も
、
時
代
を
切
り
開
く
リ

ア
ル
な
可
能
性
を
見
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
人
間
像
は
、
様
々
な
現
代
的

な
難
問
に
直
面
し
つ
つ
、
な
お
も
自
由
で
豊
か
で
安
定
し
た
社
会
を
追
い

求
め
て
い
る
現
代
人
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

「
文
明
社
会
が
成
立
す
る
根
拠
と
理
由
を
ゼ
ロ
か
ら
洗
い
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
合
理
性
と
不
合
理
性
を
と
も
に
検
証
し
、
ぎ
り
ぎ
り
の
最
終

判
断
と
し
て
そ
れ
を
肯
定
す
る
作
業
の
う
え
に
展
開
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
ム
の

社
会
科
学
は
、
文
明
社
会
を
独
断
的
に
肯
定
す
る
近
代
社
会
の
賛
美
と
は

無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
」
（
一
七
頁
）
著
者
は
「
希
望
の
懐
疑
主
義
」
と
し

て
ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
ク
ス
ト
を
読
み
、
そ
し
て
ま
た
本
書
を
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
読
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

新
稿
の
序
章
「
ヒ
ュ
ー
ム
社
会
科
学
の
形
成
と
展
望
―
―
い
ま
な
ぜ

ヒ
ュ
ー
ム
か
」
を
別
と
し
て
、
本
書
は
過
去
一
六
年
間
に
書
か
れ
た
論
考

を
大
幅
に
加
筆
し
た
九
章
か
ら
な
る
。

第
一
章　

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
社
会
科
学
の
生
誕
（
二
〇
〇
五
年
）

第
二
章　

ヒ
ュ
ー
ム
正
義
論
の
特
質
と
意
義
（
一
九
八
二
年
）

第
三
章　

ヒ
ュ
ー
ム
の
人
間
労
働
観
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
論
（
一
九
八
四
年
）

第
四
章　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
に
お
け
る
「
学
問
の
国
」
と
「
社
交

の
国
」
（
二
〇
〇
二
年
）

第
五
章　

い
わ
ゆ
る
「
初
期
覚
え
書
き
」
と
ヒ
ュ
ー
ム
経
済
思
想
の
形

成
（
二
〇
一
一
年
）

第
六
章　

ヒ
ュ
ー
ム
経
済
思
想
の
歴
史
的
文
脈
（
二
〇
〇
五
年
）

第
七
章　

共
和
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
古
代
と
近
代
（
二
〇
〇
七
年
）

第
八
章　

一
八
世
紀
文
明
社
会
と
「
中
流
身
分
」
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス

（
一
九
九
七
年
）

第
九
章　

日
本
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
思
想
史
研
究
の
一
特
質
―
―
い
わ

ゆ
る
「
市
民
社
会
」
論
の
伝
統
を
め
ぐ
っ
て
（
二
〇
〇
六
年
）

　

本
書
の
な
か
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
第
五
章
の
「
初
期
覚
え
書
き
」

の
分
析
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
模
範
的
と
も
言
う
べ
き
高
度
で
緻
密
な
学
問
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的
貢
献
で
あ
る
。
モ
ス
ナ
ー
が
初
め
て
取
り
上
げ
た
こ
の
草
稿
の
執
筆
年

代
を
巡
る
海
外
の
研
究
者
間
の
論
争
に
参
加
し
た
著
者
は
、
草
稿
に
緻
密

か
つ
多
面
的
な
考
察
を
加
え
、
こ
れ
は
『
人
間
本
性
論
』
（
一
七
三
九
―
四

〇
年
）
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
政
治
論
集
』
の
準
備
草
稿
で

あ
る
と
解
釈
し
た
。
英
文
の
も
の
も
含
む
一
連
の
坂
本
氏
の
論
考
は
国
際

的
な
貢
献
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
論
文
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
の
範

例
と
し
て
、
本
章
は
特
に
若
い
研
究
者
に
一
読
を
勧
め
た
い
。

　

各
章
に
詳
細
に
立
ち
入
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ヒ
ュ
ー
ム

の
社
会
思
想
の
重
要
な
側
面
を
な
す
ト
ピ
ッ
ク
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

掘
り
下
げ
は
深
い
。
第
四
章
と
第
八
章
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社
会
論
に

お
け
る
「
中
流
身
分
」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
未
だ
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
に
は
わ
ず
か
し
か
形
成
さ
れ
て
い
な
い
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
フ

ラ
ン
ス
の
大
都
市
（
ロ
ン
ド
ン
と
パ
リ
）
に
広
範
に
形
成
さ
れ
て
い
る
中

流
階
級
こ
そ
、
学
問
と
社
交
の
主
体
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
の
読
者
で

も
あ
る
。
彼
ら
こ
そ
文
明
社
会
を
支
え
る
屋
台
骨
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

学
問
と
社
交
―
―
公
共
空
間
―
―
に
注
目
す
る
点
は
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
弟
子

で
も
あ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
ン
や
ク
ラ
イ
ン
の
視
点
に
近
い
。
こ
の
中
流
階

級
の
分
厚
い
社
会
こ
そ
、
活
力
あ
る
民
主
的
な
自
由
主
義
社
会
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
経
験
に
照
ら
し
て
我
々
も
了

解
で
き
る
が
、
最
近
の
格
差
社
会
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
文
明
社
会
の
解
体

へ
の
警
鐘
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
七
章
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
共
和
国
論
」
が
本
格
的
に
分
析
さ
れ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
政
体
論
の
重
要
性
は
船
橋
喜
恵
と
犬
塚
元
が
指
摘
し
論
証
も

し
た
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
論
考
「
理
想
の
共
和
国
の
構
想
」
に
つ
い
て
は
文

脈
主
義
的
な
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
た
。
坂
本
が
犬
塚
の
分
析
を
評
価

し
つ
つ
も
、
「
構
想
」
の
要
点
を
政
治
機
構
論
に
還
元
す
る
犬
塚
の
分
析

に
飽
き
足
ら
ず
、
近
代
商
業
社
会
の
原
理
と
矛
盾
し
な
い
制
度
の
要
請
と

い
う
観
点
か
ら
解
釈
し
て
い
る
（
三
〇
八
頁
）
点
は
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。

坂
本
の
議
論
は
周
到
で
あ
る
が
、
そ
の
共
和
主
義
理
解
は
法
の
支
配
を
共

和
主
義
の
要
素
と
し
て
重
視
す
る
、
し
た
が
っ
て
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
に

も
共
和
主
義
を
析
出
す
る
こ
と
に
も
な
る
ス
キ
ナ
ー
的
共
和
主
義
把
握
に

基
づ
い
て
い
る
（
二
五
九
頁
以
降
）
。
評
者
は
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
に
お
け

る
共
和
国
の
概
念
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
「
徳
と
均
衡
」
の
概
念
を
重
視
す

る
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
共
和
主
義
で
は
な
く
、
自

然
法
的
共
和
国
論
だ
と
理
解
し
て
い
る
か
ら
、
ス
キ
ナ
ー
説
に
違
和
感
を

も
つ
が
、
こ
の
点
は
我
が
国
で
も
今
後
い
っ
そ
う
議
論
が
必
要
だ
と
思
わ

れ
る
。
著
者
が
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
採
用
し
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
批
判
を
詳
し
く
き
か
せ
て
ほ
し
い
。

　

第
六
章
は
前
著
で
も
扱
わ
れ
た
経
済
論
で
あ
り
、
文
明
社
会
論
と
し
て

の
貨
幣
論
と
い
う
著
者
の
解
釈
が
全
面
的
に
打
ち
出
さ
れ
た
力
作
で
あ
る
。

我
が
国
で
は
小
林
昇
や
田
中
敏
弘
の
研
究
以
来
の
主
題
と
な
っ
て
き
た

ヒ
ュ
ー
ム
の
貨
幣
論
の
機
械
的
数
量
説
と
連
続
的
影
響
説
の
併
存
を
ど
う

理
解
す
る
か
と
い
う
周
知
の
問
題
に
つ
い
て
、
形
式
的
に
は
併
存
で
あ
る

が
実
質
的
に
は
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
著
者
独
自
の
解
釈
が
示
さ
れ
て

い
る
。
評
者
は
著
者
の
解
釈
に
説
得
性
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
貨
幣
的
市

場
経
済
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
（
不
均
衡
動
学
）
へ
の
先
駆
的
肉
薄
と
い
う
天

才
の
洞
察
に
価
値
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　

今
本
書
の
一
端
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
著
者
自
身
の
考
察
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も
重
厚
か
つ
先
鋭
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
関
連
研
究
文
献
を
網
羅
的
に

参
照
し
つ
つ
、
多
く
の
有
益
な
情
報
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
本
書
の
価
値
が
高
め
ら
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
注
、
文
献
目
録

を
含
め
て
、
膨
大
な
知
識
が
盛
り
込
ま
れ
た
力
作
で
あ
る
。
多
く
の
研
究

者
の
仕
事
へ
の
言
及
は
著
者
の
読
者
へ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
精
神
の
発
露
で
も

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
研
究
者
と
し
て
の
学
問
的
誠
実
さ
の
現
れ

で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
姿
勢
は
小
林
昇
の
経
済
学
史
研
究
を
彷
彿
さ
せ
る
。

小
林
昇
氏
は
後
進
の
業
績
を
黙
殺
す
る
の
で
は
な
く
、
可
能
な
限
り
目
配

り
し
、
そ
れ
に
研
究
史
上
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
。

　

本
書
は
問
題
意
識
も
鮮
明
な
ら
、
文
体
も
明
晰
で
あ
り
、
そ
こ
に
著
者

の
聡
明
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
著
者
が
詰
め
切
れ
な
か
っ
た

問
題
も
あ
る
。
例
え
ば
、
現
代
的
意
義
さ
え
あ
る
と
言
わ
れ
る
公
債
論
が

そ
う
で
あ
る
（
二
〇
四
頁
）
。ヒ
ュ
ー
ム
の
奢
侈
論
へ
の
ム
ロ
ン
と
カ
ン
テ
ィ

ロ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
も
、
注
の
な
か
で
対
立
す
る
見
解
を
紹
介
し
て
議

論
を
終
え
て
い
る
（
二
四
六
頁
）
。

　

こ
う
い
う
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
戦
後
の
我
が
国
の
社
会

思
想
史
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
内
田
義
彦
と
丸
山
真
男
の
ヒ
ュ
ー

ム
理
解
に
も
言
及
し
て
お
り
、
読
者
の
関
心
を
引
く
で
あ
ろ
う
。
丸
山
に

お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
に
関
し
て
は
評
者
は
気
付
か
な
か
っ
た
。
弟
子
筋
の

佐
々
木
毅
に
ヒ
ュ
ー
ム
論
が
あ
り
、
そ
の
ま
た
弟
子
の
犬
塚
に
本
格
的
な

ヒ
ュ
ー
ム
研
究
が
あ
る
の
は
、
丸
山
の
遙
か
な
影
響
で
あ
ろ
う
か
。
内
田

の
ヒ
ュ
ー
ム
理
解
は
、
ス
ミ
ス
の
思
想
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
押
し
出
す
た
め

に
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
ウ
ィ
ッ
グ
全
体
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
決
め
つ
け
る

も
の
で
あ
っ
た
。
二
人
は
と
も
に
ア
ー
ガ
イ
ル
派
で
あ
り
、
ウ
ィ
ッ
グ
で

あ
っ
た
し
、
二
人
の
思
想
に
は
共
通
点
も
多
い
。
ま
た
ス
ミ
ス
に
よ
る
権

威
の
原
理
と
功
利
の
原
理
の
両
面
批
判
と
い
う
内
田
の
有
名
に
な
っ
た
主

張
に
つ
い
て
は
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
を
評
者
自
身
が
指
摘

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
本
書
の
い
く
つ
か
の
場
所
で
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
て
い
る
。
内
田
の
余
り
に
も
大
き
な
権
威
が
こ
の

問
題
点
を
論
じ
る
こ
と
を
日
本
の
研
究
者
に
回
避
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
印
象
を
、
か
ね
て
か
ら
評
者
は
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
評

者
も
内
田
の
ス
ミ
ス
研
究
を
高
く
評
価
す
る
点
は
、
他
と
異
な
ら
な
い
。

著
者
は
評
者
の
内
田
批
判
を
厳
し
い
と
書
い
て
い
る
が
、
ド
グ
マ
は
乗
り

越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

　

議
論
の
対
象
に
据
え
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
宗
教
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』

が
本
書
で
も
依
然
と
し
て
本
格
的
に
解
読
さ
れ
て
お
ら
ず
、
正
面
か
ら
分

析
の
対
象
に
さ
れ
て
い
な
い
の
は
主
題
の
限
定
ゆ
え
だ
ろ
う
。
前
著
で
目

立
っ
た
フ
ォ
ー
ブ
ズ
へ
の
言
及
は
、
本
書
で
は
少
な
く
、
フ
ォ
ー
ブ
ズ
か

ら
の
脱
却
が
一
段
と
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
の
題
名
に
は

ま
さ
に
フ
ォ
ー
ブ
ズ
が
『
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
的
政
治
学
』
（
一
九
七
五
年
、

邦
訳
、
昭
和
堂
、
二
〇
一
一
年
）
で
描
き
出
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
批
判
的
懐
疑

主
義
の
テ
ー
ゼ
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

著
者
は
本
書
で
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
を
完
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
。

第
三
弾
と
し
て
評
者
が
期
待
す
る
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
全
貌
の
解
明
で
あ

る
。
我
が
国
の
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
の
水
準
は
確
実
に
上
が
っ
て
き
た
。
国
際

ヒ
ュ
ー
ム
会
議
に
参
加
す
る
若
手
研
究
者
も
増
え
て
き
た
し
、
ヒ
ュ
ー
ム

研
究
学
会
は
活
動
的
な
動
き
を
行
っ
て
い
る
。
若
手
の
著
書
も
次
々
に
刊
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行
さ
れ
て
い
る
し
、
田
中
敏
弘
に
よ
る
ヒ
ュ
ー
ム
・
エ
ッ
セ
イ
の
全
訳
も

出
た
（
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
。

筆
者
の
『
政
治
論
集
』
の
各
版
対
照
版
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一

一
年
）
も
出
た
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
、
モ
ス
ナ
ー
の
『
ヒ
ュ
ー

ム
伝
』
の
数
々
の
間
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
今
日
、
著
者
に
は
モ
ス
ナ
ー

を
刷
新
す
る
包
括
的
な
『
新
ヒ
ュ
ー
ム
伝
』
を
書
き
あ
げ
て
ほ
し
い
と
願

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

 

（
た
な
か
・
ひ
で
お
／
社
会
思
想
史
）

ア
ラ
ブ
革
命
は
な
ぜ
起
き
た
か

デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

Ｅ
・
ト
ッ
ド　

石
崎
晴
己
＝
訳
・
解
説�

四
六
上
製　

二
一
〇
〇
円

自
由
貿
易
は
、民
主
主
義
を
滅
ぼ
す

Ｅ
・
ト
ッ
ド　

石
崎
晴
己
編�

四
六
上
製　

二
九
四
〇
円

「
民
衆
」の
発
見

ミ
シ
ュ
レ
か
ら
ペ
ギ
ー
へ

大
野
一
道�

四
六
上
製　

三
九
九
〇
円

国
家
貴
族�

Ⅰ
・
Ⅱ

エ
リ
ー
ト
教
育
と
支
配
階
級
の
再
生
産

Ｐ
・
ブ
ル
デ
ュ
ー�

立
花
英
裕
＝
訳
・
解
説�

Ａ
５
上
製�

各
五
七
七
五
円

『
黒
い
ア
テ
ナ
』批
判
に
答
え
る�

上�

下

Ｍ
・
バ
ナ
ー
ル�

金
井
和
子
訳�

�
�

Ａ
５
上
製�

上

五
七
七
五
円�

下

四
七
二
五
円

別
冊
『
環
』
⓲

内
村
鑑
三　

1861-1930

新
保
祐
司
編�

菊
大
判　

三
九
九
〇
円

新
渡
戸
稲
造1862-1933

我
、
太
平
洋
の
橋
と
な
ら
ん

草
原
克
豪�

四
六
上
製　

四
四
一
〇
円

辛
亥
革
命
と
日
本

王
柯　

編�

Ａ
５
上
製　

三
九
九
〇
円

内
藤
湖
南
へ
の
旅

粕
谷
一
希�

四
六
上
製　

二
九
四
〇
円

朱
子
学
化
す
る
日
本
近
代

小
倉
紀
蔵 

Ａ
５
上
製　

五
七
七
五
円

〒 162-0041　東京都新宿区早稲田鶴巻町 523
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書
評
特
集
②　

ロ
ー
ル
ズ
と
テ
イ
ラ
ー　

『
正
義
論　

改
訂
版

』

（
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
著
、
川
本
隆
史
ほ
か
訳
、�

�

紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）

『
ロ
ー
ル
ズ　

政
治
哲
学
史
講
義
Ⅰ
・
Ⅱ
』

（
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
著
、
齋
藤
純
一
ほ
か
訳
、�

�

岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）

山
田
正
行

　

二
〇
一
一
年
は
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
が
世
に
出
て
四
〇
年
目
に
あ

た
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、
前
年
の
二
〇
一
〇
年
一

一
月
に
は
『
正
義
論　

改
訂
版
』
の
新
し
い
邦
訳
が
出
版
さ
れ
、
一
一
年

九
月
に
は
『
ロ
ー
ル
ズ　

政
治
哲
学
史
講
義
』
（
以
下
、『
政
治
哲
学
史
講
義
』

と
略
記
）
の
翻
訳
が
上
梓
さ
れ
た
。
折
し
も
日
本
で
は
二
〇
一
〇
年
四
月

に
は
じ
ま
っ
た
『
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
』
の
放
映
を
き
っ
か
け
と
す
る

サ
ン
デ
ル
・
ブ
ー
ム
、
正
義
論
ブ
ー
ム
、
政
治
哲
学
ブ
ー
ム
と
い
う
想
定

外
の
上
昇
気
流
に
乗
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
の
名
前
を
目
に
す
る
機
会
も
飛
躍

的
に
増
大
し
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
い
わ
ば
偶
然
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
し
、

四
〇
年
と
い
う
数
字
そ
の
も
の
に
も
意
味
は
な
い
。
し
か
し
、
時
の
隔
た

り
は
で
き
ご
と
が
発
散
す
る
オ
ー
ラ
を
雲
散
霧
消
さ
せ
る
一
方
で
、
そ
れ

ま
で
隠
れ
て
い
た
局
面
を
く
っ
き
り
露
出
さ
せ
る
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す

る
こ
と
も
あ
る
。
も
う
一
つ
の
主
著
と
呼
ん
で
も
よ
い
『
政
治
的
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
』
が
未
邦
訳
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
の
業
績
の
全
貌

を
日
本
語
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
日
は
ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
が
、
そ

れ
で
も
こ
の
二
つ
の
翻
訳
の
出
版
は
わ
れ
わ
れ
の
ロ
ー
ル
ズ
理
解
を
大
き

く
前
進
さ
せ
る
画
期
的
な
事
件
と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち
い
い
す
ぎ
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

　

い
さ
さ
か
場
違
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
ま
ず
評
者

自
身
の
ロ
ー
ル
ズ
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
記
す
の
を
御
容
赦
ね
が
い
た
い
。

ロ
ー
ル
ズ
と
『
正
義
論
』
の
名
は
学
部
学
生
の
時
代
に
す
で
に
耳
に
し
て

い
た
は
ず
だ
が
、
ま
が
り
な
り
に
も
『
正
義
論
』
に
は
じ
め
て
接
し
た
の

は
大
学
院
で
の
勉
強
を
は
じ
め
た
一
九
八
二
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
藤
原
保

信
教
授
の
指
導
の
も
と
、
政
治
思
想
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
攻
者

も
含
む
十
数
名
の
学
生
が
い
わ
ゆ
る
輪
読
形
式
で
ま
る
一
年
か
け
て
読
み

上
げ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
日
本
で
の
ロ
ー
ル
ズ
の
受
容
の
歴
史
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
七
九
年
に
田
中
成
明
編
訳
『
公
正
と
し
て
の
正
義
』
（
木

鐸
社
）
と
ほ
か
な
ら
ぬ
矢
島
欽
次
監
訳
『
正
義
論
』
（
紀
伊
國
屋
書
店
）
が

す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
八
〇
年
代
初
頭
は
も
は
や

黎
明
期
と
は
呼
べ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
当
時
の
知

的
状
況
の
な
か
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
も
『
正
義
論
』
も
人
口
に
膾
炙
す
る
と

い
う
に
は
ほ
ど
遠
く
、
高
感
度
の
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
せ
て
い
た
ご
く

限
ら
れ
た
目
利
き
が
孤
立
し
た
か
た
ち
で
取
り
組
ん
で
い
た
と
い
う
の
が

実
情
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
い
う
評
者
も
と
く
に
関
心
も
予

備
知
識
も
な
い
ま
ま
、
必
修
科
目
で
あ
る
と
い
う
以
外
の
理
由
も
な
く
出
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席
し
た
授
業
で
は
じ
め
て
ロ
ー
ル
ズ
に
接
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

実
際
に
読
ん
で
み
た
ロ
ー
ル
ズ
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
一
言
で
い
う
な

ら
、や
は
り
大
変
な
難
物
と
い
う
ほ
か
な
か
っ
た
。な
に
よ
り
も
ま
ず
、『
正

義
論
』
の
眼
目
と
い
う
べ
き
正
義
の
二
原
理
に
つ
い
て
、
内
容
的
に
あ
ま

り
に
も
月
並
み
で
は
な
い
か
と
い
う
肩
す
か
し
を
く
っ
た
よ
う
な
思
い
が

終
始
ぬ
ぐ
え
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
二
つ
の
原
理
を
正
当
化
す

る
た
め
に
ロ
ー
ル
ズ
が
繰
り
出
し
て
く
る
夥
し
い
数
の
概
念
や
議
論
に
、

理
解
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
以
前
に
つ
い
て
い
く
の
も
お
ぼ
つ
か

な
い
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
彼
の
地
で
は
「
緑グ

リ
ー
ン
・
モ
ン
ス
タ
ー

色
の
化
け
物
」
と
呼
ば
れ
た

と
い
う
浩
瀚
な
原
書
（
初
版
）
に
消
化
不
良
を
起
こ
し
、
怠
惰
な
学
生
の

つ
ね
と
し
て
邦
訳
書
も
覗
い
て
み
た
も
の
の
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う

点
で
は
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
貴
重
な
労
作
で
あ
る
こ
と
に
後
日
気
づ
く

こ
と
に
な
る
『
公
正
と
し
て
の
正
義
』
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
ロ
ー
ル
ズ
の

基
本
的
な
考
え
方
に
見
当
が
つ
い
て
い
な
い
以
上
猫
に
小
判
で
し
か
な
い
。

時
間
の
や
り
く
り
に
追
わ
れ
る
身
と
し
て
は
、
な
る
べ
く
予
習
に
費
す
時

間
を
短
く
し
た
い
と
い
う
さ
も
し
い
動
機
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
よ
く

わ
か
ら
な
い
以
上
は
あ
え
て
原
書
だ
け
を
読
む
ほ
う
が
得
策
と
見
切
り
を

つ
け
、
原
書
で
最
後
ま
で
「
目
を
通
す
」
こ
と
だ
け
を
義
務
と
し
て
自
分
に

課
し
、
と
に
も
か
く
に
も
読
ん
だ
こ
と
に
し
た
と
い
う
の
が
実
情
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
い
う
と
ひ
た
す
ら
難
行
苦
行
で
あ
っ
た
よ
う
に
聞
こ
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
語
学

力
す
ら
十
分
と
は
い
え
な
い
身
に
と
っ
て
も
ロ
ー
ル
ズ
の
原
文
は
必
ず
し

も
読
み
に
く
く
は
な
い
し
、
学
部
学
生
程
度
の
知
識
で
も
そ
こ
そ
こ
読
め

る
箇
所
が
点
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
思
想
史
を
専
攻
し
よ
う
と
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し
て
い
た
評
者
か
ら
見
れ
ば
、
た
と
え
ば
功
利
主
義
が
か
か
え
る
問
題
性

に
た
い
す
る
批
判
か
ら
社
会
契
約
説
を
再
利
用
す
こ
と
に
よ
っ
て
正
義
の

原
理
を
導
き
出
す
と
い
う
『
正
義
論
』
第
一
部
の
理
路
は
、
そ
こ
に
ロ
ッ

ク
や
ル
ソ
ー
、
カ
ン
ト
等
が
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
関
与
し
て
い
る
の

か
ま
で
は
と
う
て
い
見
通
す
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
ベ
ン
サ
ム
や
Ｊ
・
Ｓ
・

ミ
ル
を
さ
し
お
い
て
登
場
す
る
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
名
前
す
ら
知
ら
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
に
納
得
の
行
く
も
の
で
は
あ
っ
た
。

　

理
解
で
き
る
箇
所
を
踏
み
石
の
よ
う
に
つ
な
げ
て
歩
み
を
進
め
て
い
る

だ
け
で
あ
っ
て
も
、
名
著
と
呼
ば
れ
る
書
物
を
と
に
か
く
読
み
通
す
と
い

う
経
験
が
ば
か
に
で
き
な
い
こ
と
は
、
次
年
度
の
同
じ
授
業
で
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
の
『
権
利
論
』
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト

ピ
ア
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
際
に
体
感
で
き
た
。
こ
の
二
冊
の
本
の
い
ず

れ
も
が
ロ
ー
ル
ズ
の
据
え
た
土
俵
の
上
で
相
撲
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
あ
り
と
わ
か
る
だ
け
で
な
く
、
（
ロ
ー
ル
ズ
と
は
対
照
的
に
）
読
者
を
退

屈
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
才
気
あ
ふ
れ
る
議
論
に
も
そ
の
隙

が
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
は
―
―
こ
ん
に
ち
か

ら
振
り
返
っ
て
い
う
な
ら
稚
拙
な
判
定
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
に

せ
よ
―
―
明
ら
か
に
『
正
義
論
』
に
一
通
り
目
を
通
し
た
効
果
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
未
知
の
理
論
装
置
の
衣
の
下
に
思
想
史
的
な
概
念
や
議
論
が

ち
ら
ち
ら
伺
わ
れ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
ほ
う
が
当
時
の
評
者
に
は
興
味
を
持
続

し
や
す
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
終
着
点
の
な
か
な
か
見
え
な
い

論
の
運
び
に
は
閉
口
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
も
、
迷
路
を
行
っ
た
り
来
た
り
し

な
が
ら
な
ん
と
か
抜
け
出
そ
う
と
す
る
の
に
も
似
た
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ

た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
り
と
て
ロ
ー
ル
ズ
が
関
心
の
中
心

に
移
動
し
て
く
る
わ
け
で
は
毛
頭
な
く
、
そ
の
後
も
視
界
の
境
界
線
上
に

あ
っ
て
時
た
ま
目
を
向
け
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
程
度
の
つ
き
あ
い
で
こ

ん
に
ち
ま
で
過
ご
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
間
、
ロ
ー
ル
ズ
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
貌
は
小
さ
い
も
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
正
義
論
』
に
よ
っ
て
哲
学
か
ら
社

会
科
学
全
般
に
い
た
る
ま
で
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
後
も
軌
道
修
正
と

展
開
を
つ
づ
け
た
ロ
ー
ル
ズ
が
二
〇
〇
二
年
に
逝
去
し
て
か
ら
で
も
す
で

に
十
年
余
を
閲
し
て
い
る
。
日
本
で
も
『
公
正
と
し
て
の
正
義　

再
説
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
以
下
『
再
説
』
と
略
記
）
、
『
ロ
ー
ル
ズ　

哲
学

史
講
義
』
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
、
『
万
民
の
法
』
（
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
六
年
）
と
い
っ
た
訳
書
が
刊
行
さ
れ
、
す
ぐ
れ
た
研
究
書
も
少
な
か

ら
ず
世
に
出
て
い
る
。
大
学
等
の
教
育
現
場
で
も
現
代
の
規
範
的
な
政
治
・

社
会
理
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
は
増
え
て
い
る
と
い
え
そ
う
な
の
も
、

巨
大
地
震
に
も
比
す
べ
き
ロ
ー
ル
ズ
が
も
た
ら
し
た
衝
撃
の
余
波
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
震
源
地
と
い
う
べ
き
『
正

義
論
』
は
、
訳
書
の
翻
訳
上
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

手
に
入
ら
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
。
新
し
い
訳
書
の
登
場
は
そ
の
意
味

で
文
字
通
り
待
望
久
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
こ
の
た
び
は
じ
め
て
登
場
し
た
『
政
治
哲
学
史
講
義
』
は
、
同
書

の
編
者
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
前
半
に
か
け
て

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
「
近
代
政
治
哲
学
」
と
い
う
名
称
で
行
わ
れ
た
講

義
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
実
質
的
に
八
〇
年
代
半
ば
以
降
の
講
義
が

中
心
の
よ
う
で
あ
る
）
。
こ
の
政
治
哲
学
の
講
義
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
道
徳
哲
学
に
か
ん
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す
る
講
義
―
―
そ
の
講
義
録
で
あ
る
邦
訳
『
ロ
ー
ル
ズ　

哲
学
史
講
義
』

の
邦
題
は
今
と
な
っ
て
は
い
さ
さ
か
紛
ら
わ
し
い
―
―
と
対
を
な
す
も
の

と
し
て
隔
年
で
開
講
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
道
徳
哲
学
講
義
で
は
、
ロ
ー

ル
ズ
の
正
義
論
に
と
っ
て
格
別
重
要
な
意
義
を
も
つ
カ
ン
ト
の
検
討
に
圧

倒
的
な
比
重
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
は
お
よ
そ
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
標
準
的
な
近
代
道
徳
哲
学
史
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ

に
た
い
し
て
政
治
哲
学
の
講
義
は
、
精
粗
に
さ
ほ
ど
大
き
な
差
が
な
い
か

た
ち
で
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ル
ソ
ー
、
ミ
ル
、
マ
ル
ク
ス

の
六
人
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
（
補
遺
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
シ
ジ

ウ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ト
ラ
ー
に
つ
い
て
の
講
義
も
注
目
に
あ
た
い
す
る
）
、

近
代
の
政
治
思
想
史
の
い
ち
お
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
で

構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
か
な
り
の
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
道
徳
哲
学
史
講

義
は
ロ
ー
ル
ズ
に
関
心
の
あ
る
読
者
で
な
け
れ
ば
い
さ
さ
か
敷
居
が
高
い

と
感
じ
ら
れ
る
面
が
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
『
政
治
哲
学
史
講
義
』
の
門

戸
は
よ
り
広
く
開
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
見
て
い
く
と
、
『
政
治
哲
学
史
講
義
』

も
道
徳
哲
学
史
講
義
と
同
様
に
や
は
り
ロ
ー
ル
ズ
な
ら
で
は
の
ユ
ニ
ー
ク

な
刻
印
を
押
さ
れ
た
書
物
で
も
あ
る
こ
と
が
し
だ
い
に
見
え
て
く
る
。
と

い
う
の
も
、
先
に
挙
げ
ら
れ
た
思
想
家
た
ち
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、

ル
ソ
ー
と
い
う
社
会
契
約
論
の
系
譜
上
に
あ
る
理
論
家
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
ミ

ル
は
社
会
契
約
論
を
批
判
し
て
登
場
す
る
功
利
主
義
の
理
論
家
、
そ
し
て

マ
ル
ク
ス
は
社
会
契
約
論
と
功
利
主
義
を
主
要
成
分
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
に
対
抗
す
る
社
会
主
義
、
い
い
か
え
れ
ば
反
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
代
表
す

る
理
論
家
と
し
て
三
つ
の
群
に
分
類
さ
れ
て
検
討
さ
れ
、
そ
の
先
に
ほ
か

な
ら
ぬ
ロ
ー
ル
ズ
の
公
正
と
し
て
の
正
義
論
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
講
義
全

体
が
締
め
く
く
ら
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
（
た

だ
し
著
作
に
お
い
て
は
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
は
「
序
論
」
と
さ
れ
て
い
る
）
。
実
際

に
講
義
さ
れ
た
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
正
義
論
が
上
記
の
『
再
説
』
で
あ
っ
た

の
か
ど
う
か
は
こ
れ
ら
二
つ
の
著
作
の
編
者
の
い
う
と
こ
ろ
か
ら
で
も
い

ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
『
政
治
哲
学
史
講
義
』
の
序
論
は
内
容

的
に
ほ
ぼ
『
再
説
』
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
ロ
ー
ル
ズ
が
講
義
に
お
い
て
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
過

去
の
学
説
の
検
討
に
精
力
を
注
い
で
い
た
と
は
、
制
度
上
の
要
請
等
の
事

情
も
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
つ
て
政
治
思
想
史
的
な
観

点
か
ら
『
正
義
論
』
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
評
者
と
し
て
も
い

さ
さ
か
意
外
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ロ
ー
ル
ズ
の
講
義
の
目
的
は
、
自
ら

の
正
義
の
構
想
に
準
拠
し
な
が
ら
先
達
の
政
治
理
論
を
分
析
す
る
こ
と
に

限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
ロ
ー
ル
ズ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
主
眼
は
歴

史
的
と
い
う
よ
り
哲
学
的
で
あ
る
（
「
形
而
上
学
的
で
は
な
く
、
政
治
的
」
な

正
義
の
構
想
と
い
う
後
期
ロ
ー
ル
ズ
の
視
座
が
対
象
と
さ
れ
る
理
論
を
取
り
扱
う

際
の
視
野
を
狭
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ

ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
を
取
り
上
げ
る
う
え
で
の
考
察
範
囲
の
限
定
に
つ

い
て
ロ
ー
ル
ズ
は
き
わ
め
て
自
覚
的
で
あ
る
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

ら
の
立
場
が
あ
た
か
も
双
六
の
上
が
り
で
あ
る
か
の
よ
う
な
悪
し
き
ヘ
ー

ゲ
ル
主
義
に
陥
い
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の

著
作
家
の
思
想
を
、
そ
の
最
も
力
強
い
と
私
が
考
え
る
形
で
示
す
」
だ
け

で
な
く
、
「
私
は
い
つ
も
私
た
ち
が
研
究
し
て
い
る
著
作
は
つ
ね
に
私
よ

り
も
は
る
か
に
賢
明
で
あ
る
と
想
定
」
す
る
と
い
う
ロ
ー
ル
ズ
の
方
法
論

0

0

0
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的
な

0

0

態
度
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
「
政
治
哲
学
が
意
味
し
う
る
の
は

政
治
哲
学
の
伝
統
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
ロ
ー
ル
ズ
は
い
う
が
、
た
し
か

に
こ
の
講
義
録
に
は
政
治
哲
学
の
伝
統
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
偉
大
な

思
想
家
た
ち
と
ロ
ー
ル
ズ
と
の
正
義
を
め
ぐ
る
対
話
篇
と
い
う
趣
が
あ
る
。

　

興
味
あ
る
論
点
が
満
載
な
の
で
個
々
の
思
想
家
論
に
つ
い
て
ふ
れ
る
余

裕
は
な
い
が
、
個
人
的
に
は
、
自
由
と
り
わ
け
平
等
を
め
ぐ
る
『
社
会
契

約
論
』
で
の
議
論
へ
の
評
価
や
一
般
意
志
を
「
熟
議
的
理
性
」
と
し
て
手

続
き
的
に
解
釈
す
る
点
に
見
ら
れ
る
ル
ソ
ー
の
影
響
、
政
治
思
想
家
と
し

て
は
な
ん
と
も
見
通
し
の
つ
け
に
く
い
人
物
と
思
わ
れ
て
き
た
ミ
ル
に
つ

い
て
、
自
ら
と
の
差
異
を
明
晰
に
示
し
つ
つ
そ
の
理
論
構
造
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
ロ
ー
ル
ズ
の
手
並
み
の
鮮
や
か
さ
に
は
膝
を
叩
か
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
講
義
録
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
マ
ル
ク
ス
論
か

も
し
れ
な
い
。
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判

者
で
あ
り
な
が
ら
他
の
五
人
の
思
想
家
と
同
じ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想

家
で
あ
り
、
自
由
放
任
型
資
本
主
義
を
根
本
的
に
改
善
す
る
う
え
で
不
可

欠
の
思
想
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

資
本
主
義
を
正
義
に
も
と
る
と
い
う
理
由
で
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
は
見

え
な
い
が
、
そ
れ
で
は
マ
ル
ク
ス
は
い
か
な
る
価
値
の
観
点
か
ら
資
本
主

義
を
批
判
し
た
の
か
、
正
義
は
そ
の
価
値
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
い
な
い

の
か
と
い
う
問
い
に
は
じ
ま
り
、
来
る
べ
き
共
産
主
義
社
会
を
達
成
す
る

の
に
「
人
々
の
権
利
と
正
義
の
感
覚
に
は
い
っ
さ
い
依
拠
し
て
い
な
い
」

と
い
う
「
正
義
へ
の
関
心
の
不
在
」
「
正
義
の
消
滅
」
に
マ
ル
ク
ス
の
思

考
の
致
命
的
な
欠
陥
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
結
論
部
分
に
い
た
る
ま
で
、

む
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
の
余
地
は
あ
る
に
せ
よ
、
マ
ル
ク
ス
の
膨
大
な

テ
ク
ス
ト
を
丹
念
に
た
ど
り
な
が
ら
繰
り
広
げ
ら
れ
る
議
論
は
、
ま
さ
に

ロ
ー
ル
ズ
の
「
知
的
廉
直
」（
坂
部
恵
）
の
真
骨
頂
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
読

み
進
め
な
が
ら
、
も
し
マ
ル
ク
ス
の
思
想
を
は
じ
め
て
知
っ
た
の
が
こ
の

よ
う
な
講
義
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
と
い
う
空
想
に
つ
ね
に
誘
わ

れ
て
い
た
と
い
う
の
は
め
っ
た
に
な
い
経
験
だ
っ
た
が
、
学
部
の
授
業
で

こ
の
よ
う
な
水
準
の
講
義
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
白
熱
し
て
い

よ
う
が
い
ま
い
が
、
と
に
も
か
く
に
も
瞠
目
す
べ
き
こ
と
と
い
う
ほ
か
な

い
。

　

『
政
治
哲
学
史
講
義
』
で
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
の
よ
う
に
近
代
の
政
治
理
論

に
真
っ
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
社
会
契
約
論
や
功
利
主
義
、
社
会

主
義
と
い
っ
た
理
論
の
「
伝
統
」
、
ひ
い
て
は
「
近
代
」
に
た
い
す
る
違

和
感
や
隔
た
り
の
意
識
は
そ
こ
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
伝
統
の
断
絶
や

終
焉
を
論
じ
た
り
、
近
代
を
斜
め
に
見
た
り
そ
の
根
底
を
掘
り
返
そ
う
と

い
う
姿
勢
の
ほ
う
に
な
じ
ん
だ
身
に
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
直
截
さ
は
い
さ
さ

か
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
だ
。
だ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
は
自
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

け
っ
し
て
全
面
的
で
は
な
く
限
定
さ
れ
た
角
度
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
十
分
わ
き
ま
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
も
っ
て
「
西
洋
の
思
想
に
お
け
る
二
つ
の
暗
い
精
神
」

と
い
う
よ
う
な
講
義
な
ら
で
は
の
脱
線
が
ご
く
わ
ず
か
し
か
テ
ク
ス
ト
に

残
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
も
し
教
室
で
は
さ
ら
に
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
と

す
れ
ば
、
残
念
な
気
も
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
講
義
録
は
、
ロ
ー

ル
ズ
や
政
治
思
想
史
に
関
心
を
も
つ
人
は
も
ち
ろ
ん
、
対
象
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
思
想
家
の
専
門
研
究
者
を
含
め
て
、
標
題
に
目
を
留
め

て
手
に
し
た
す
べ
て
の
人
に
そ
の
関
心
と
力
量
に
応
じ
て
教
え
る
こ
と
の
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ま
こ
と
に
多
い
本
で
あ
る
こ
と
請
け
合
い
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
け
れ
ん
味
と
は
お
よ
そ
無
縁
の
『
政
治
哲
学
史
講
義
』
を

読
み
な
が
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
の
本
領
は
歴
史
や
思
想
史
で
は
な
く
、
や
は
り

哲
学
で
あ
り
体
系
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
こ
と
も

た
し
か
で
あ
る
。
年
譜
的
に
い
う
な
ら
、
半
世
紀
を
超
え
る
ロ
ー
ル
ズ
の

思
想
的
な
営
為
の
最
終
的
な
エ
ッ
セ
ン
ス
は
『
再
説
』
に
集
約
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
に
せ
よ
『
再
説
』

に
せ
よ
、
あ
く
ま
で
も
『
正
義
論
』
の
軌
道
修
正
で
あ
り
、
軌
道
ま
で
天

翔
た
『
正
義
論
』
を
読
ま
ず
し
て
ロ
ー
ル
ズ
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
こ
の
た
び
の
新
し
い
『
正
義
論
』
の
翻
訳
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
晩

年
ま
で
推
敲
の
筆
を
入
れ
つ
づ
け
た
改
訂
版
を
底
本
と
し
て
お
り
、
初
版

と
の
異
同
は
少
な
く
な
い
が
、
『
正
義
論
』
が
大
変
な
難
物
で
あ
る
こ
と

に
は
い
さ
さ
か
の
違
い
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
他
の
著

作
の
翻
訳
や
研
究
の
蓄
積
に
も
ま
し
て
、
最
も
隔
世
の
感
を
抱
か
せ
し
め

る
の
は
こ
の
新
し
い
訳
書
で
あ
る
。

　

ロ
ー
ル
ズ
の
公
正
と
し
て
の
正
義
論
は
、
普
遍
的
な
基
礎
づ
け
を
志
向

す
る
包
括
的
な
教
説
（
『
正
義
論
』
）
か
ら
正
義
に
つ
い
て
の
一
つ
の
政
治

的
構
想
（
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
）
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は

周
知
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
る
が
、
あ
え
て
い
う
な
ら
そ
れ
は
さ

し
て
大
き
な
問
題
と
は
思
え
な
い
。
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ロ
ー
ル
ズ
を

必
要
と
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
冷
戦
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
深
化
は
い
う
に
及
ば
ず
、
少
く
と
も
こ
の
国
で
は
二
一
世
紀
を
迎
え

て
、
あ
る
い
は
二
〇
一
一
年
以
降
、
「
正
義
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
は
じ
め

て
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
『
正
義
論
』

の
新
訳
は
ロ
ー
ル
ズ
を
日
本
語
で
読
ん
で
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

こ
の
国
で
は
『
正
義
論
』
を
踏
ま
え
て
議
論
す
る
条
件
が
よ
う
や
く
ほ
ぼ

整
っ
た
の
で
あ
り
、
『
正
義
論
』
を
読
み
通
す
人
が
一
人
で
も
増
え
て
ほ

し
い
と
望
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
川

本
隆
史
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
正
義
論
』
は
、
先
に
マ
ル
ク
ス
論

で
も
ふ
れ
た
正
義
感
覚
を
は
じ
め
と
す
る
道
徳
哲
学
的
な
諸
問
題
を
扱
っ

て
い
る
第
三
部
を
読
ん
で
は
じ
め
て
行
き
届
い
た
理
解
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
「
正
義
論
」
や
「
政
治
哲
学
」
が
た
や
す
く
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
す
こ
と
を
怖
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　

二
つ
の
著
作
と
も
、
翻
訳
は
き
わ
め
て
高
い
水
準
に
あ
る
こ
と
は
喜
ば

し
い
。
翻
訳
書
は
な
ん
と
い
っ
て
も
翻
訳
で
し
か
読
ま
な
い
読
者
を
想
定

し
て
翻
訳
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
著
の
訳
者
た
ち
の
努

力
は
賞
賛
に
あ
た
い
し
よ
う
。
と
は
い
え
、
寝
転
び
な
が
ら
読
め
る
類
の

本
で
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
す
み
ず
み
ま
で
配
慮

が
行
き
届
い
た
翻
訳
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
多
く
の
読
者
の
手
に
わ
た
る

こ
と
が
自
動
的
に
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
実
際
、
評
者
と
し
て
は

『
正
義
論
』
の
刊
行
後
ほ
ど
「
読
み
た
い
け
れ
ど
も
あ
の
値
段
で
は
手
が

出
な
い
」
と
い
う
声
を
聞
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
。
単
純
な

比
較
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
は
重
々
承
知
の
う
え
で
い
う
の
だ
が
、
諸
外

国
で
こ
の
二
作
品
を
ふ
く
む
ロ
ー
ル
ズ
の
主
要
な
著
作
が
邦
貨
に
換
算
し

て
二
千
円
を
越
え
る
価
格
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
評
者
の
乏
し

い
見
聞
の
範
囲
で
は
な
い
。
読
者
の
「
公
平
な
ア
ク
セ
ス
」
が
可
能
と
な

る
よ
う
な
形
式
で
の
販
売
が
さ
れ
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
古
典
と
は
「
標
題
は
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
て
読
み
通
し
た
人
は
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ほ
と
ん
ど
い
な
い
本
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
評
者
自
身
の
体
験
か
ら
し

て
も
「
有
無
を
い
わ
さ
ず
授
業
で
読
ま
さ
れ
た
本
」
で
も
あ
る
。
学
生
を

主
た
る
読
者
層
と
想
定
し
て
書
か
れ
た
入
門
書
、
概
説
書
の
類
は
、
欧
米

諸
国
で
は
質
量
と
も
に
近
年
と
み
に
充
実
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

の
と
は
対
照
的
に
、
こ
の
国
で
は
そ
う
し
た
書
籍
は
ほ
ぼ
姿
を
消
し
た
と

い
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
構
造
的
で
重
層
的
な
問
題
が
横

た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
「
読
め

な
い
か
ら
読
ま
な
い
」
「
読
ま
な
い
か
ら
読
め
な
い
」
と
い
う
悪
循
環
を

断
ち
切
る
た
め
に
は
、
古
典
を
含
む
学
術
書
へ
の
は
し
ご

0

0

0

が
や
は
り
不
可

欠
で
あ
ろ
う
。
「
公
共
的
な
理
性
」や
「
熟
議
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
を
空
々

し
い
も
の
に
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
配
慮
と
努
力
も
欠

か
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

（
や
ま
だ
・
ま
さ
ゆ
き
／
政
治
理
論
・
政
治
思
想
史
）

　

書
評
特
集
②　

ロ
ー
ル
ズ
と
テ
イ
ラ
ー　

『
自
我
の
源
泉
―
―
近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成

』

（
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
著
、
下
川
潔
・
桜
井
徹
・
田
中��
�

智
彦
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

『
近
代
―
―
想
像
さ
れ
た
社
会
の
系
譜

』

（
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
著
、
上
野
成
利
訳
、�

�
�

岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）

中
野
剛
充

　

近
年
（
二
〇
一
二
年
現
在
）
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
並
ん
で
、

第
二
次
大
戦
後
世
代
の
い
わ
ば
「
最
後
の
巨
人
」
の
一
人
と
し
て
西
洋
の

哲
学
界
で
ま
す
ま
す
注
目
を
集
め
て
い
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
後

期
の
二
大
大
作
、
『
自
我
の
源
泉
―
―
近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形

成
』（
原
著
は
一
九
八
九
年
出
版
）
と
、
そ
の
続
編
に
あ
た
る
『
世
俗
の
時
代
』

（
原
著
は
二
〇
〇
七
年
出
版
、
未
邦
訳
）
の
い
わ
ば
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と

も
い
う
べ
き
『
近
代
―
―
想
像
さ
れ
た
社
会
の
系
譜
』
が
本
邦
で
続
い
て

翻
訳
・
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
文
字
通
り
巨
大
な
著
作
―
―
そ
の
圧

倒
的
な
情
報
量
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
扱
う
テ
ー
マ
が
あ
ま
り
に
も
巨
大
で

あ
る
―
―
を
、
文
字
数
の
限
定
さ
れ
た
書
評
で
「
要
約
」
す
る
こ
と
は
評

者
の
手
に
余
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
書
評
で
は
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と
り
あ
え
ず
、
ま
ず
、
『
自
我
の
源
泉
』
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

概
説
し
、
そ
こ
か
ら
、
『
近
代
』
を
へ
て
、
『
世
俗
の
時
代
』
に
至
る
道
程

を
、
ご
く
簡
潔
に
素
描
し
、
最
後
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
私
な
り
の
考
察
を

少
し
述
べ
て
み
た
い
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
著
作
の
最
も
中
心
的
な
テ
ー
マ
は
、
極
め
て

シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
「
（
西
欧
）
近
代
」
と
は
何
か
？
』
と
い
う
、

い
う
ま
で
も
な
く
西
洋
社
会
思
想
史
上
で
幾
度
と
な
く
繰
り
返
し
問
わ
れ

続
け
て
き
た
最
も
中
心
的
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
「
過
去
の
三
、

四
世
紀
の
間
に
生
じ
た
近
代
の
文
化
と
社
会
に
お
け
る
巨
大
な
転
換
を
包

括
的
に
理
解
し
、
何
ら
か
の
仕
方
で
焦
点
を
合
わ
せ
て
こ
の
変
化
を
把
握

す
る
と
い
う
課
題
」
に
テ
イ
ラ
ー
は
彼
な
り
の
方
法
論
で
正
面
か
ら
取
り

組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
そ
の
自
ら
の
大
胆
な
試
み
の
い
わ

ば
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア

を
挙
げ
て
い
る
が
、
（
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
と
も
か
く
）
本
邦
で
も
既
に
膨

大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
フ
ー
コ
ー
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ら
の
研
究
の
ま
さ

に
「
ラ
イ
バ
ル
」
に
ふ
さ
わ
し
い
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
「
近
代
理

解
」
・
「
近
代
再
定
義
」
の
試
み
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
触
れ
る
こ
と
は
、

本
邦
に
お
け
る
社
会
思
想
史
研
究
そ
れ
自
体
を
さ
ら
に
豊
か
に
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
、
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。

　

ま
ず
、
『
自
我
の
源
泉
』
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
一
九
八
九
年
の
出
版
当

時
か
ら
、
西
欧
の
哲
学
界
で
多
く
の
注
目
を
集
め
る
と
同
時
に
、
極
め
て

多
く
の
論
争
の
焦
点
に
も
な
っ
て
き
た
著
作
で
あ
る
。
『
自
我
の
源
泉
』

は
二
つ
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
い
る
。
パ
ー
ト
Ⅰ
に
あ
た
る
、
第
一
部
「
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
善
」
で
は
、
人
間
の
自
我
（self

）
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
、
善
（good

）
の
道
徳
存
在
論
的
な
構
成
要
件
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
第
二
部
か
ら
第
五
部
に
わ
た
る
パ
ー
ト
Ⅱ
で
は
、
近
代
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
関
す
る
系
譜
学
的
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
大
著
を
簡
潔
に
要
約
す
る
す
べ
を
評
者
は
も
た
な
い
ゆ
え
（
『
自
我
の
源

泉
』
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
訳
者
の
極
め
て
的
確
な
要
約
と
解
説
な
さ

れ
て
い
る
）
、
評
者
か
ら
見
て
、
『
自
我
の
源
泉
』
の
際
立
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
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な
点
を
二
つ
挙
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

そ
の
一
つ
は
、
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
善
」
と
の
関
係
で
考

察
す
る
点
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
自
我
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
善
」

と
の
関
係
で
考
察
す
る
、
と
い
う
テ
イ
ラ
ー
の
『
自
我
の
源
泉
』
パ
ー
ト

Ⅰ
で
の
試
み
は
、
『
自
我
の
源
泉
』
出
版
当
時
の
西
洋
哲
学
界
で
も
い
わ

ば
「
異
端
的
」
な
思
考
と
み
な
さ
れ
、
極
め
て
多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
特
に
そ
の
批
判
の
中
で
も
最
も
著
名

か
つ
中
心
的
で
あ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
―

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論

争
に
あ
り
が
ち
な
、
「
正
・
権
利
（right

）
か
善
か
」
と
い
う
二
項
対
立

の
み
で
議
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
考
察
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、

単
に
人
間
存
在
を
「
善
」
と
の
関
係
で
考
察
す
る
と
い
う
フ
レ
イ
ム
ワ
ー

ク
を
採
用
し
た
点
の
み
な
ら
ず
、
「
な
ぜ
西
洋
近
代
哲
学
で
は
「
善
」
の

存
在
論
的
地
位
が
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
か
」
に
つ
い
て
の
系
譜
学
的
考
察
も

な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
パ
ー
ト
Ⅰ
の
み
な
ら
ず
、
パ
ー
ト
Ⅱ

の
歴
史
的
物
語
の
隠
さ
れ
た
テ
ー
マ
の
一
つ
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す

る
テ
イ
ラ
ー
の
叙
述
は
、
単
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン

≒

善
、
リ
ベ
ラ
ル

≒

正
・
権
利
」
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
テ
イ
ラ
ー
の
存
在
論
の
鋭
さ
が

光
っ
て
い
る
、
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。

　

パ
ー
ト
Ⅱ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、な
ん
と
い
っ
て
も
、「
西
欧
近
代
」

に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
（
的
表
現
主
義
）
の
モ
メ
ン
ト
の
巨
大
な
軌
跡
を
、

思
想
史
的
・
系
譜
学
的
に
「
再
発
掘
」
し
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

晩
年
を
莫
大
な
ロ
マ
ン
主
義
研
究
に
費
や
し
た
、
テ
イ
ラ
ー
の
師
、
ア
イ

ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
の
影
響
が
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は

デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
ら
の
啓
蒙
主
義
が
生
み
出
し
た
「
ア
ト
ミ
ズ
ム
」
や

「
離
脱
し
た
自
己
（disengaged self

）
」
に
対
す
る
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ

な
近
代
」
を
（
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
そ
の
後
継
者
と
異
な
り
）
近
代

そ
れ
自
体
の
「
内
部
」
に
見
出
す
。
そ
れ
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
（
ロ
マ
ン
主

義
的
）
表
現
主
義
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
そ
の
原
初
を
シ
ャ

フ
ツ
ベ
リ
や
ハ
チ
ソ
ン
ら
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
に
見
、
そ
し
て
そ
の

壮
大
な
展
開
を
ル
ソ
ー
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
ゲ
ー
テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ら
の
ロ
マ
ン

主
義
的
表
現
主
義
、
に
見
出
し
、
そ
し
て
そ
の
巨
大
な
潮
流
の
変
容
を
近

代
の
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
芸
術
に
至
る
ま
で
、
鮮
や
か
に
描
き
出
す
。
テ
イ
ラ
ー

は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
表
現
主
義
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
啓
蒙
主
義
に
よ
る
、

自
然
と
他
者
、
そ
し
て
人
間
の
自
我
そ
の
も
の
を
理
性
に
よ
っ
て
道
具
的

に
支
配
し
よ
う
と
す
る
、
画
一
化
さ
れ
た
理
性
中
心
主
義
に
対
抗
す
る
運

動
と
し
て
生
ま
れ
た
、
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
の
自
我
は
「
固
定
化
さ
れ

た
観
察
主
体
」
な
ど
で
は
な
く
、
自
己
の
内
な
る
感
情
を
、
自
然
や
他
者

と
の
関
係
に
お
い
て
、
―
―
時
に
は
文
学
や
美
術
と
い
っ
た
形
式
を
と
っ

て
―
―
「
表
現
」
に
お
い
て
自
我
を
実
現
し
て
ゆ
く
も
の
と
さ
れ
る
。
そ

し
て
特
に
ヘ
ル
ダ
ー
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
自
我
は
、
そ
の
よ

う
な
表
現
と
自
我
の
実
現
を
通
し
て
、
他
者
と
異
な
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
存
在
に
な
り
う
る
し
、
ま
た
な
る
べ
き
だ
、
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
テ
イ
ラ
ー
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

テ
イ
ラ
ー
は
、こ
の
『
自
我
の
源
泉
』
の
入
門
書
と
で
も
い
う
べ
き
、『
〈
ほ

ん
も
の
〉
と
い
う
倫
理
』
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
・

現
代
人
が
も
つ
こ
の
「
真
正
な
（authenticity

）
自
我
へ
の
欲
求
（
倫
理
）
」

は
、
常
に
破
壊
的
な
衝
動
を
も
内
に
秘
め
な
が
ら
、
新
し
い
人
間
の
自
我

と
社
会
変
革
の
あ
り
方
を
開
拓
す
る
拠
点
と
な
っ
て
き
た
、
と
主
張
す
る
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の
で
あ
る
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
著
、
田
中
智
彦
訳
『
〈
ほ
ん
も
の
〉
と
い

う
倫
理
―
―
近
代
と
そ
の
不
安
』（
産
業
図
書
、
二
〇
〇
四
年
）
、
中
野
剛
充
著
『
テ

イ
ラ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
―
―
自
己
・
共
同
体
・
近
代
』
（
勁

草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
）
。
ゆ
え
に
、
社
会
思
想
史
研
究
的
観
点
か
ら
見

れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
著
名
な
「
ア
ト
ミ
ズ
ム
批
判
」
の
俎
上
に
挙
げ
ら
れ

る
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
の
解
釈
よ
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
か
ら
ル

ソ
ー
、
カ
ン
ト
を
経
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
や
ロ
マ
ン
主
義
に
至
る
思
想
潮
流
に

関
す
る
彼
独
自
の
解
釈
が
光
っ
て
い
る
、
と
評
者
は
考
え
て
い
る
（
や
や

奇
妙
な
こ
と
に
、
『
自
我
の
源
泉
』
に
お
い
て
も
『
世
俗
の
時
代
』
に
お
い
て
も
、

彼
が
大
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
（
一
九
七
五
年
、
未
邦
訳
）
で
詳
細
に
論
じ
た
ヘ
ー

ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
つ
い
て
の
言
及
が
極
端
に
少
な
い
。
評
者
に

と
っ
て
は
特
に
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
の
言
及
が
ほ
ぼ
皆
無
に
な
っ
た
点

に
、
や
や
不
満
を
感
じ
る
）
。

　

次
に
、
『
近
代
』
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
し
た
い
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
『
自

我
の
源
泉
』
か
ら
『
世
俗
の
時
代
』
に
か
け
て
、
論
考
の
焦
点
を
「
自
我
」

か
ら
「
社
会
」
に
移
動
さ
せ
る
（
テ
イ
ラ
ー
は
、『
自
我
の
源
泉
』
に
お
い
て
も
、

『
世
俗
の
時
代
』
に
お
い
て
も
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
と
方
法
論
か

ら
強
い
影
響
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
点
が
彼
を
単
な
る
哲
学
者
の
み
な
ら
ず
社
会

学
的
・
哲
学
者
、
あ
る
い
は
社
会
哲
学
者
な
ら
し
め
て
い
る
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
と
評
者
は
考
え
て
い
る
）
。
大
作
『
世
俗
の
時
代
』
の
中
心
的
な
論
点

は
ま
さ
に
西
欧
近
代
に
お
け
る
「
世
俗
性
（
宗
教
性
）
」
の
問
題
で
あ
る
が
、

「
近
代
」
は
「
世
俗
の
時
代
」
の
第
一
部
「
宗
教
改
革
の
軌
跡
」
と
第
二

部
「
転
換
点
」（
そ
の
後
、
第
三
部
「
ノ
ヴ
ァ
的
影
響
」
、
第
四
部
「
世
俗
化
の
様
々

な
物
語
」
、
第
五
部
「
信
仰
の
条
件
」
、
と
続
く
）
の
い
わ
ば
プ
ロ
ト
タ
イ
プ

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
訳
者
が
「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
適
切
に
も
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、『
近
代
』
は
単
に
『
世
俗
の
時
代
』
の
前
半
部
分
の
ラ
フ
・

ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
世
俗
の
時
代
』
で
は
あ
ま
り
語
ら

れ
て
い
な
い
テ
イ
ラ
ー
独
自
の
政
治
思
想
史
的
語
り
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
単
な
る
『
世
俗
の
時
代
』
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
を
超
え
た
価
値
を
持
っ
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
論
考
の
焦
点
を

「
自
我
」
か
ら
「
社
会
」
に
移
行
さ
せ
る
上
で
、「
社
会
的
想
像
力
（social 

im
aginary

）
」
と
い
う
新
し
い
概
念
を
導
入
す
る
。
「
社
会
的
想
像
力
」

と
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
自
ら
が
あ
る
社
会
の
中
で
生
き

て
い
る
限
り
、
必
ず
自
ら
の
社
会
の
あ
り
方
を
、
何
ら
か
の
形
で
想
像
し

て
生
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
他
の
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
共
有
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
社
会
の
中
で
共
に
生
き
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
社
会
を
構
成
す
る
そ

の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
の
形
式
を
テ
イ
ラ
ー
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
の
「
想
像
の
共
同
体
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
「
社
会
的
想
像
力
」

と
呼
ぶ
。
ゆ
え
に
、
『
自
我
の
源
泉
』
と
異
な
り
、
『
近
代
』
や
『
世
俗
の

時
代
』
の
物
語
は
、
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
と
い
っ
た
哲
学
者
の
思
想
そ
の

も
の
よ
り
も
、
社
会
史
的
・
歴
史
学
的
物
語
の
分
析
に
重
点
が
置
か
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
中
世
の
「
魔
術
化
さ
れ
た
世
界
」
が
、
「
脱

魔
術
化
（disenchantm

ent

）
」
さ
れ
、
市
場
経
済
、
公
共
圏
、
人
民
自
治
、

と
い
っ
た
、
「
近
代
」
を
構
成
す
る
社
会
の
基
本
構
造
が
立
ち
上
が
っ
て

い
く
あ
り
方
が
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
近
年
続
い
て
邦
訳
さ
れ
た
『
自
我
の
源
泉
』
と
『
近
代
』
に
つ

い
て
、
ご
く
ご
く
簡
単
に
論
じ
て
き
た
。
こ
の
二
冊
が
本
邦
で
翻
訳
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
巨
大
な
「
近
代
再
定
義
の
試
み
」
に
対
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し
、
一
定
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
条
件
が
本
邦
で
も
整
い
つ
つ
あ
る
、
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
テ
イ
ラ
ー
の
著
作
へ
の
真
摯

な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
単
に
思
想
史
的
研
究
「
の
み
」
に
と
ど
ま
る
こ
と
を

ゆ
る
さ
な
い
、
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
「
近
代
」
へ
の
問

い
は
、
直
接
わ
れ
わ
れ
が
ま
さ
に
今
生
き
て
い
る
「
現
代
」
へ
の
問
い
に

連
結
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
特
に
、『
自
我
の
源
泉
』
の
第
二
五
章
―
―
結
論
：

近
代
の
対
立
軸
―
―
お
よ
び
『
世
俗
の
時
代
』
の
第
五
部
―
―
信
仰
の
条

件
―
―
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
実
は
こ
の
点
が
、
テ
イ
ラ
ー
が
単
に
「
思

想
史
家
」
・
「
哲
学
研
究
者
」
の
み
な
ら
ず
、
生
け
る
「
社
会
哲
学
者
」
と

し
て
現
代
に
お
い
て
「
巨
人
」
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
所
以
の
一
つ
で
あ

る
、と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
「
近
代
」
に
対
す
る
（
自
我
と
社
会
に
対
す
る
）

認
識
の
変
化
は
、
お
の
ず
と
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
（
自
己
と
社
会
に

対
す
る
）
認
識
の
変
化
を
促
し
、
そ
れ
は
最
終
的
に
は
、
（
優
れ
た
哲
学
者

の
著
作
が
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
現
代
に
生
き
る
我
々
の
自
我
と
社

会
の
変
革
へ
の
「
起
爆
剤
」
に
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
の

思
想
の
最
も
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
い
う
ま
で
も
な
く
卓
越
し

た
社
会
学
者
で
あ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
同
様
、
豊
富
な
思
想
史
の
知
識
を
も

と
に
、
「
近
代
」
の
分
析
の
み
な
ら
ず
「
現
代
（
社
会
）
」
の
「
診
断
」
に

大
胆
に
踏
み
込
ん
で
い
く
点
に
あ
る
、
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
極

め
て
困
難
な
時
代
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
真
摯
で
深
遠
な
近
代
と
現
代

に
対
す
る
考
察
が
、
本
邦
に
お
け
る
思
想
史
的
研
究
を
活
性
化
さ
せ
る
こ

と
の
み
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
自
我
と
社
会
の
あ
り
方
を
変
革
し
う

る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
哲
学
的
考
察
の
新
た
な
「
起
爆
剤
」
の
一
つ
と
な
る
こ

と
を
、
評
者
は
願
っ
て
や
ま
な
い
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
翻
訳
は
ど
ち
ら
も
こ
な
れ
て
い
て
、
読
み
や
す
い
。

特
に
、
西
洋
の
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
文
学
や
美
学
的
な
側
面
を
大
量
に
盛

り
込
ん
だ
『
自
我
の
源
泉
』を
厳
密
か
つ
丁
寧
に
邦
訳
さ
れ
た
訳
者
の
方
々

に
は
深
い
敬
意
を
表
し
た
い
。

 

（
な
か
の
・
た
か
み
つ
／
社
会
哲
学
）
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書
評　

『
政
治
思
想
の
な
か
の
女
―
―
そ
の
西
洋
的
伝
統

』

（
ス
ー
ザ
ン
・
モ
ラ
ー
・
オ
ー
キ
ン
著
、�

�
田
林
葉
・
重
森
臣
広
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

安
川
悦
子

　

本
書
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
そ
し
て
ル
ソ
ー
や
Ｊ
・
Ｓ
・

ミ
ル
と
い
っ
た
思
想
の
巨
人
た
ち
の
政
治
思
想
の
分
析
を
テ
ー
マ
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
を
社
会
思
想
史
研
究
の
書
と
し
て
読
む
の
は
む
ず
か
し
い
。

こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
「
家
族
」
「
国
家
」
あ
る
い
は
「
社
会
」
と
い
っ

た
用
語
の
使
用
に
つ
い
て
厳
密
な
吟
味
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

し
、
こ
の
思
想
の
巨
人
た
ち
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
あ
る
い
は
思

想
的
背
景
の
中
で
生
み
出
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
に
取
り
組
も

う
と
し
た
の
か
と
い
っ
た
分
析
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
政
治
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
理
想
国
家
（
私
有

財
産
も
家
族
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
女
性
と
男
性
の
性
別
分
業
も
ほ
と
ん
ど
存
在

し
な
い
社
会
）
と
、
「
セ
カ
ン
ド
ベ
ス
ト
」
と
し
て
の
「
家
父
長
制
家
族
」

を
基
盤
に
し
た
国
家
と
が
、
ど
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
構
想
さ
れ
た

の
か
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は

そ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
の
生
き
た
時
代
と
社
会
に
ど
の
よ
う
な
衝
撃
を
与
え
た

の
か
と
い
っ
た
、
社
会
思
想
史
研
究
か
ら
み
れ
ば
当
然
う
ま
れ
て
く
る
疑

問
に
も
、
著
者
は
一
切
答
え
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
階
層
的
ポ
リ
ス
国
家
の
構
想
に
し
て
も
、
ル
ソ
ー
の
平
等
主
義
的
家
父

長
制
家
族
国
家
に
し
て
も
、
そ
し
て
ミ
ル
の
平
等
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
家

族
国
家
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
時
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
お
よ
そ
二
千

年
以
上
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
地
理
的
に
み
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
イ

ギ
リ
ス
に
ま
で
広
が
る
西
洋
世
界
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
思
想
の
巨
人
た
ち

の
展
開
す
る
政
治
思
想
は
、
た
と
え
そ
の
中
の
「
女
」
に
焦
点
が
あ
わ
さ

れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
に
つ
い
て
の
時
代
と
社
会
と
の

関
わ
り
が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
本
書
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
書
と
し
て
み
る
と
様
相
が
一
変
す
る
。

本
書
は
、
政
治
思
想
研
究
に
場
を
借
り
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
（
そ
し
て
時
宜

を
え
た
）
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
書
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

本
書
が
出
版
さ
れ
た
一
九
七
九
年
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
国
連
の
総

会
で
、
「
女
子
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
を
撤
廃
す
る
条
約
」
が
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採
択
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
条
約
」
は
女
性
の
人
権
の
歴
史
に
お

い
て
、
い
や
男
性
を
含
め
た
女
性
と
男
性
の
人
権
の
歴
史
に
お
い
て
画
期

を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
「
世
界
人
権
宣
言
」
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
多

く
の
「
人
権
宣
言
」
と
は
異
な
り
、
こ
の
条
約
は
、
国
連
に
加
盟
す
る
世

界
各
国
に
こ
の
「
条
約
」
へ
の
批
准
を
迫
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
の
実
効
性

の
担
保
を
加
盟
各
国
に
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
八
五
年

に
は
、
日
本
も
こ
の
「
条
約
」
に
批
准
を
し
、
女
子
に
た
い
す
る
差
別
的

な
国
内
法
を
改
正
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
条
約
」
は
ま
た
、
女
性
の
人
権
を
保
障
す
る
た
め
の
具
体
的
な

手
立
て
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
も
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
「
す
べ

て
の
人
間
の
奪
い
得
な
い
権
利
と
し
て
の
労
働
の
権
利
」
を
認
め
て
雇
用

労
働
へ
の
女
性
の
参
加
を
保
障
し
、
雇
用
労
働
の
場
で
の
女
性
差
別
を
撤

廃
す
る
具
体
的
手
立
て
（
「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」
）
（
第
十
一
条
）
を
求
め

て
お
り
、
加
え
て
、
本
書
で
の
オ
ー
キ
ン
の
問
題
意
識
と
重
な
る
の
だ
が
、

こ
の
「
条
約
」
の
前
文
に
「
子
の
養
育
に
は
男
女
及
び
社
会
全
体

0

0

0

0

が
共
に

責
任
を
負
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
長
ら
く
女
性
の
「
自
然
的

機
能
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
子
産
み
・
子
育
て
、
と
り
わ
け
子
育
て
機
能

を
「
家
族
」
の
枠
組
み
か
ら
外
に
だ
し
て
、
子
育
て
の
社
会
化
を
提
案
し

て
い
る
。
女
性
の
も
つ
「
母
性
」
あ
る
い
は
「
子
育
て
」
は
長
い
間
、
女

性
を
「
家
族
」
の
中
に
と
じ
こ
め
る
理
論
装
置
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

こ
の
装
置
か
ら
女
性
を
い
か
に
解
放
す
る
か
。
こ
れ
が
本
書
を
執
筆
し
た

オ
ー
キ
ン
の
具
体
的
な
問
題
意
識
で
も
あ
っ
た
。

　

「
女
子
差
別
撤
廃
条
約
」
の
採
択
と
同
じ
年
に
出
版
さ
れ
た
本
書
の
著

者
オ
ー
キ
ン
は
、
時
代
を
支
配
し
て
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
空
気
を
た
っ

ぷ
り
吸
い
込
み
、
そ
れ
を
政
治
思
想
研
究
の
な
か
に
吹
き
込
ん
だ
。
本
書

の
「
結
論
」
部
分
の
と
こ
ろ
で
、
オ
ー
キ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
今
や

女
は
政
治
的
に
解
放
さ
れ
て
い
る
（
男
と
平
等
に
女
も
参
政
権
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
）
が
、
「
女
の
社
会
経
済
的
地
位
」
は
一
向
に
改
善
さ
れ
て

い
な
い
。
つ
ま
り
雇
用
労
働
へ
の
参
加
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
経
済
的
な

男
女
平
等
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
ぜ
進
ま
な
い
の
か
。
オ
ー
キ
ン
を
含
め
て
一
九
七
〇
年
代
の
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
た
ち
は
、
女
を
社
会
か
ら
隔
絶
し
て
き
た
「
家
庭
」
こ
そ
が
、
問
題

の
根
源
に
あ
る
と
み
て
い
た
。

　

本
書
は
こ
う
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
潮
流
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
子
育
て
に
つ
い
て
オ
ー
キ
ン
は
指
摘
す
る
。
子
育
て
つ
ま
り
「
子
ど

も
の
社
会
化
」
を
「
一
人
の
女
す
な
わ
ち
生
物
学
的
な
母
親
で
あ
る
女
が

担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
社
会
化
が
一
人
の
人
間
だ
け

に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
。
女
が
男
と
平
等
に
な

る
た
め
に
は
、
こ
の
分
野
で
も
歴
史
的
に
一
貫
し
て
支
配
的
で
あ
っ
た
家

族
構
造
を
大
き
く
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
二
三
二
頁
）
と
し
て
、
社

会
的
な
子
育
て
の
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
オ
ー
キ
ン
は
提
案
し
て
い
る
。「
育

児
は
家
庭
外
で
も
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
良
質
で
ア
ク
セ
ス
が
容
易

で
十
分
な
予
算
措
置
を
受
け
、
し
か
も
男
女
両
方
の
ス
タ
ッ
フ
を
も
つ
保

育
施
設
が
あ
れ
ば
、
そ
の
部
分
的
解
決
策
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
（
二

三
三
頁
）
。
こ
う
し
て
オ
ー
キ
ン
は
、
「
家
族
」
と
そ
こ
に
専
業
的
に
か
か

わ
ら
さ
れ
て
き
た
女
の
役
割
の
解
体
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
「
女
子
差

別
撤
廃
条
約
」
と
オ
ー
キ
ン
の
政
治
思
想
は
こ
の
点
で
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一
九
四
六
年
生
ま
れ
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
オ
ー
キ
ン
は
、

大
学
卒
業
後
、
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
や
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー

ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
学
位
を
と
り
、
一
九
九
二
年
に
は
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大

学
の
倫
理
学
の
教
授
を
し
て
い
た
と
い
う
。
本
書
は
、
こ
の
オ
ー
キ
ン
の

博
士
論
文
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政

治
思
想
史
の
「
正
典
（C

anon

）
」
と
も
い
え
る
政
治
思
想
の
巨
人
た
ち
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
前
夜
の
ル
ソ
ー
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
興
隆
期
の
ミ
ル
が
、
分

析
の
素
材
と
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
を
と
お
し
て
オ
ー
キ
ン
を
支
え
る
問
題
意
識
は
二
つ
あ
っ
た
。
一

つ
は
、
西
洋
の
政
治
哲
学
や
政
治
思
想
は
な
ぜ
一
貫
し
て
男
の
み
を
国
家

社
会
を
構
成
す
る
市
民
と
み
な
し
、
女
を
男
の
私
有
物
あ
る
い
は
男
の
人

格
の
一
部
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
見
な
し
つ
づ
け
て
き
た
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
、
西
洋
の
大
半
の
国
ぐ

に
お
い
て
女
の
政
治
的
人
権
で
あ
る
参
政
権
が
認
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
ぜ
女
は
相
変
わ
ら
ず
二
級
市
民
と
し
て
扱
わ
れ
、
保
護
の
対
象

と
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
い
を
掲
げ
て

オ
ー
キ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ミ
ル
に
い
た
る
西
洋
の
政
治
思
想
の
「
正

典
」
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ら
「
正
典
」
の
中
に
潜
む
強
烈
な
セ

ク
シ
ズ
ム
（
女
性
蔑
視
と
女
性
差
別
）
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
政
治
思
想
の
「
正
典
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
人
」
と
さ
れ
て
い
る

男
か
ら
み
れ
ば
、
民
主
主
義
的
な
あ
る
い
は
平
等
主
義
的
な
政
治
理
念
の

宝
庫
で
あ
っ
た
が
、
女
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
セ
ク
シ
ズ
ム
に
支
配

さ
れ
、
女
を
「
人
」
か
ら
排
除
し
、
男
の
所
有
物
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
家

族
」
の
中
で
子
産
み
・
子
育
て
を
す
る
母
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
み
捉

え
る
セ
ク
シ
ズ
ム
の
宝
庫
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
。
オ
ー
キ
ン
は
、

家
族
も
所
有
も
な
く
男
女
の
平
等
が
存
在
し
て
い
る
プ
ラ
ト
ン
の
「
ユ
ー

ト
ピ
ア
国
家
」
と
「
セ
カ
ン
ド
ベ
ス
ト
」
と
し
て
提
起
さ
れ
た
家
父
長
制

家
族
国
家
の
二
つ
を
比
べ
な
が
ら
、
財
産
所
有
と
家
族
の
導
入
に
セ
ク
シ

ズ
ム
を
成
り
立
た
せ
る
カ
ギ
が
あ
る
と
み
た
。

　

オ
ー
キ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ル
ソ
ー
へ
と
進
む
と

と
も
に
、
女
を
「
家
族
」
に
閉
じ
込
め
、
女
を
政
治
的
に
無
能
力
者
と
す

る
政
治
思
想
が
ま
す
ま
す
精
緻
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
そ
し
て
ま
た
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ル
ソ
ー
へ
と
進
む
に
つ
れ
、
女
の
本
性

と
男
の
本
性
が
ま
っ
た
く
相
反
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

例
え
ば
ル
ソ
ー
は
、
女
の
「
自
然
本
性
」
を
「
受
動
的
で
、
依
存
的
で
、

貞
節
で
、
理
性
面
で
は
劣
る
が
、
感
受
性
が
強
く
、
子
育
て
に
適
し
て
い

る
」
と
し
、
こ
の
本
性
の
ゆ
え
に
女
の
居
場
所
は
「
家
族
」
の
中
な
の
だ

と
指
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
家
父
長
制
家
族
」
の
中
で
、
女
は
子
ど
も
を

産
み
育
て
、
男
は
こ
の
「
家
族
」
を
統
治
し
支
配
し
代
表
す
る
。
男
は
妻

に
た
い
し
て
権
威
を
も
ち
、
女
は
こ
の
「
男
を
喜
ば
せ
、
男
の
役
に
た
ち
、

男
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
、
男
に
よ
っ
て
名
誉
を
与
え
ら
れ
、
男
の
子
を
育
て
、

そ
の
子
が
成
人
し
た
ら
世
話
を
し
、
相
談
に
乗
っ
た
り
、
慰
め
た
り
し
、

男
の
人
生
が
楽
し
く
魅
力
的
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
ら
す
べ

て
は
い
つ
い
か
な
る
と
き
に
も
女
の
義
務
で
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
少

女
時
代
に
教
え
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
『
エ
ミ
ー
ル
』
で
の

ル
ソ
ー
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
（
一
〇
三
頁
）
。
女
は
、
た
だ
家
族
の
長

で
あ
る
男
の
子
ど
も
を
産
む
た
め
に
性
的
な
魅
力
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
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ず
、
し
か
る
後
に
は
、
そ
の
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
に
専
念
し
、
性
的
に

は
貞
節
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
「
家
父
長
制
家
族
」
を
代
表
す
る
男
は
、
ル
ソ
ー
に
あ
っ
て

は
、
「
自
由
」
で
「
平
等
」
な
人
格
を
も
つ
も
の
と
措
定
さ
れ
て
い
た
。

女
は
家
族
を
代
表
す
る
男
に
従
属
し
、
男
は
自
由
な
政
治
主
体
と
し
て
国

家
を
構
成
す
る
。
女
に
は
そ
う
し
た
政
治
的
人
権
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

女
が
も
し
政
治
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
け
れ
ば
、
夫
を
と
お
し
て
そ
の
影

響
力
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
で
あ
る
と
ル
ソ
ー
は
い
う
の
で
あ
る
。

　

ミ
ル
に
な
る
と
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
事
情
が
変
わ
っ
て
く
る
。
資
本
主
義

シ
ス
テ
ム
が
整
い
つ
つ
あ
る
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
高
ま
り
つ

つ
あ
る
男
性
労
働
者
の
政
治
参
加
要
求
を
背
景
に
し
て
、
ミ
ル
は
、
女
性

の
政
治
的
な
人
権
を
認
め
る
方
向
に
歩
を
進
め
た
。
ル
ソ
ー
と
ち
が
っ
て

ミ
ル
は
、
女
は
も
と
も
と
男
に
比
べ
て
劣
っ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
れ

ま
で
の
政
治
思
想
を
論
駁
し
、
功
利
主
義
の
観
点
か
ら
、
女
に
対
す
る
不

平
等
な
処
遇
を
や
め
る
こ
と
は
、
社
会
の
一
般
的
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す

る
と
説
い
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ル
ソ
ー
に
お
い
て
声
高
に
主
張
さ
れ

て
き
た
「
男
女
の
差
異
」
は
、
「
自
然
的
な
も
の
」
で
は
な
く
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
と
し
、
夫
と
妻
の
間
の
法
的
不
平
等
を
廃
棄
し
、
女
に
も
政

治
に
参
加
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
を
ミ
ル
は
提
案
し
た
。
ミ
ル
が
こ
う

主
張
し
た
と
き
、
二
千
年
余
も
つ
づ
い
て
き
た
政
治
思
想
の
「
正
典
」
に

お
け
る
セ
ク
シ
ズ
ム
は
崩
壊
し
は
じ
め
る
。
セ
ク
シ
ズ
ム
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
に
反
転
し
は
じ
め
た
と
オ
ー
キ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
オ
ー
キ
ン
は
、
こ
こ
で
政
治
思
想
を
分
析
す
る
も
う
一
つ
の
メ

ス
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
女
性
は
ミ
ル
が
認
め
る
よ
う
な
政
治
的
権
利
を

手
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
ま
だ
な
ぜ
「
男
女
間
の
経
済
的
、
社
会
的
、

政
治
的
な
実
質
的
平
等
」
が
実
現
し
て
い
な
い
の
か
と
オ
ー
キ
ン
は
問
い
、

こ
の
メ
ス
で
も
っ
て
ミ
ル
の
政
治
思
想
の
奥
深
く
に
隠
さ
れ
て
い
る
セ
ク

シ
ズ
ム
を
暴
き
だ
す
の
で
あ
る
。
確
か
に
ミ
ル
は
女
性
の
参
政
権
を
認
め
、

家
庭
内
で
の
男
女
平
等
原
則
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
ミ
ル
は
、
男
は
社
会
に
お
い
て
働
い
て
稼
ぎ
、
女
は
家
庭
の
中
で
、

家
政
の
管
理
、
経
営
を
行
う
と
い
う
性
別
役
割
分
業
の
理
念
を
放
棄
し
て

は
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
ミ
ル
は
、
女
が
社
会
に
で
て
働
く
こ
と
を
認
め

て
い
た
が
、
し
か
し
女
の
本
来
的
な
居
場
所
は
家
庭
で
あ
り
、
子
育
て
を

含
め
て
家
庭
の
経
営
こ
そ
が
女
の
本
務
で
あ
る
と
み
て
い
た
と
オ
ー
キ
ン

は
い
う
。
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
や
ア
ン
・
オ
ー
ク
リ
ら
イ
ギ
リ

ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
鋭
く
暴
き
出
し
た
「
家
族
」
と
い
う
「
家
父
長
制
」

の
存
在
を
、
ミ
ル
は
問
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
ミ
ル
は
「
既
存
の
家
族

構
造
は
不
変
で
あ
る
」
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
こ
れ
が
「
ミ
ル
の
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
思
想
の
空
白
領
域
」
で
あ
る
（
一
七
三
頁
）
と
オ
ー
キ
ン
は
説
明

し
て
い
る
。

　

こ
の
「
ミ
ル
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
思
想
の
空
白
領
域
」
を
取
り
上
げ
、
そ

の
も
つ
セ
ク
シ
ズ
ム
を
問
う
こ
と
こ
そ
が
現
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
課
題
で

あ
っ
た
。
ミ
ル
の
『
女
性
の
解
放
』
（
原
題
は
女
性
の
従
属
、
一
八
六
九
年
）

が
出
版
さ
れ
て
一
四
○
年
た
ち
、
「
女
子
差
別
撤
廃
条
約
」
が
採
択
さ
れ
、

本
書
が
出
版
さ
れ
て
三
○
年
経
っ
た
今
、
ミ
ル
に
対
し
て
オ
ー
キ
ン
が
突

き
つ
け
た
問
題
は
解
消
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
解
消
さ
れ
て
い
る
と

は
思
え
な
い
。

　

オ
ー
キ
ン
の
仕
事
は
、
政
治
思
想
の
巨
人
た
ち
が
作
り
上
げ
た
セ
ク
シ
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ズ
ム
の
よ
り
所
と
し
て
の
「
家
族
」
か
ら
女
を
解
放
す
る
た
め
の
重
い
カ

ギ
を
こ
じ
開
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
「
家
族
」
か
ら
解

放
さ
れ
た
女
た
ち
は
（
そ
し
て
女
を
閉
じ
込
め
る
べ
き
「
家
族
」
を
失
っ
た
男

た
ち
も
）
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
行
く
べ
き
な
の
か
。
本
書
に
お
い
て
親
和

的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
分
析
さ
れ
て
は
い
な
い
空
想
的
な
社
会
主
義

者
た
ち
（
例
え
ば
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ト
ム
ソ
ン
と
か
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
と
い
っ

た
人
た
ち
）
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想
、
つ
ま
り
そ
も
そ
も
「
家
父
長
制
家
族
」

を
社
会
の
基
礎
単
位
と
見
な
さ
な
い
人
た
ち
の
思
想
と
オ
ー
キ
ン
の
提
起

す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
ど
う
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
、
政
治
思
想
の
「
正
典
」
の
研
究
史
に
刺
激
を
与
え
る
と
い
う

よ
り
は
む
し
ろ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想
の
現
代
的
課
題
を
考
え
る
上
で
、

大
き
な
刺
激
を
与
え
る
書
で
あ
る
。

 

（
や
す
か
わ
・
え
つ
こ
／
社
会
思
想
史
）

　

書
評　

『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
思
想
』

（
岩
田
靖
夫
著
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）

稲
村
一
隆

　

本
書
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
哲
学
の
基
本
的
な
論
理
構
造
を
捉

え
た
、
本
邦
初
の
本
格
的
な
研
究
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
を
民
主
主
義
の
理
論
家
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
革
新
的
な
試
み
で
あ

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
体
系
で
倫
理
学
と
政
治
学
は
密
接
な
関
係

に
あ
り
、
倫
理
学
は
「
人
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
を
考

察
し
、
そ
れ
を
受
け
て
政
治
学
は
「
そ
の
あ
る
べ
き
生
活
を
実
現
す
る
た
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め
に
ど
の
よ
う
な
社
会
を
作
る
べ
き
か
」
を
考
察
す
る
。
著
者
も
こ
の
問

題
意
識
を
共
有
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
一
九
八
五
年
に
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
倫
理
思
想
』
を
出
版
し
、
そ
し
て
後
者
の
問
題
意
識
に
答
え
る
た
め

に
本
書
が
執
筆
さ
れ
た
。
著
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

人
間
を
「
理
性
（logos

）
を
持
つ
動
物
」
と
し
て
捉
え
、
各
人
が
動
物
的

な
欲
求
を
理
性
に
よ
っ
て
統
御
す
る
こ
と
が
倫
理
の
意
味
で
あ
り
、
そ
し

て
社
会
の
次
元
に
お
い
て
市
民
の
欲
求
を
陶
冶
す
る
こ
と
が
政
治
の
役
割

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
人
間
が
理
性
を
所
有
す
る
以

上
、
各
人
は
等
し
く
政
治
に
参
加
し
、
理
性
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
生
き

方
を
民
主
的
に
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
「
自
律
の
原
理
」
を
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
思
想
の
特
徴
を
理
解
す
る
の
に
最
も
重
要
な
概

念
と
し
て
捉
え
、
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
で
は
ま
ず
著
者
独
自
の
興
味

深
い
議
論
を
章
ご
と
に
要
約
し
て
、
次
に
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
検
討
し
、

最
後
に
今
後
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
哲
学
の
研
究
に
関
す
る
課
題
を
考

察
し
よ
う
。

　

第
一
章
で
は
「
市
民
」
と
は
「
裁
判
と
政
治
権
力
に
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
る
人
」
で
あ
る
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
市
民
の
定
義
を
取
り
上

げ
、
著
者
は
こ
の
機
能
的
な
定
義
を
、
出
自
に
基
づ
く
当
時
の
実
践
に
反

し
て
、
「
未
来
に
大
き
な
可
能
性
を
開
く
、
非
常
に
革
新
的
な
市
民
観
」

で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
（
一
三
頁
）
。
と
い
う
の
も
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

奴
隷
、
外
国
人
、
女
性
で
も
政
治
的
な
能
力
が
あ
れ
ば
市
民
と
認
め
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
定
義
は
、
正
し
い
国
制

の
基
準
に
対
し
て
不
整
合
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
正
し
い
国
制
は
普
遍

的
な
利
益
を
配
慮
し
、
逸
脱
し
た
国
制
は
支
配
者
だ
け
の
利
益
を
配
慮
す

る
が
、
市
民
を
「
政
治
権
力
へ
の
参
加
の
資
格
」
と
い
う
観
点
か
ら
理
解

し
た
場
合
、
王
制
に
お
い
て
は
王
だ
け
が
、
貴
族
制
に
お
い
て
は
徳
あ
る

優
秀
者
の
み
が
市
民
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
正
し
い
国
制
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
王
制
や
貴
族
制
に
お
い
て
「
市
民
に
普
遍
的
な
利
益
」
と
は
要
す

る
に
支
配
者
の
利
益
の
こ
と
を
意
味
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

著
者
は
「
普
遍
的
な
利
益
」
の
対
象
者
を
居
留
外
国
人
や
奴
隷
な
ど
ポ
リ

ス
の
構
成
員
す
べ
て
に
拡
張
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
「
市
民
階
級
の
範
囲

の
限
定
を
破
壊
し
う
る
」
起
爆
力
と
し
て
捉
え
て
い
る
（
二
〇
頁
）
。

　

第
二
章
は
現
実
的
に
最
も
望
ま
し
い
国
制
と
さ
れ
る
「
中
間
の
国
制
」

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
著
者
の
解
釈
に
よ
る
と
、「
中
間
の
国
制
」
と
は
、

制
度
的
に
は
寡
頭
制
と
民
主
制
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
、
専
門
的
な
役
職

に
つ
い
て
は
選
挙
を
行
う
が
、
そ
れ
以
外
の
一
般
的
な
職
は
財
産
資
格
を

設
け
ず
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
る
国
制
で
あ
り
、
経
済
的
に
は
で
き
る
だ

け
中
間
階
層
の
人
々
か
ら
組
織
さ
れ
た
国
制
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
こ

の
「
中
間
の
国
制
」
が
、
少
数
の
優
れ
た
人
よ
り
も
多
数
者
の
道
徳
判
断

の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
す
る
『
政
治
学
』
第
三
巻
第
一
一
章
の
議
論
や
、

富
裕
者
や
貧
困
者
よ
り
中
産
階
級
の
方
が
理
性
に
従
い
や
す
い
と
す
る
第

四
巻
第
一
一
章
の
議
論
な
ど
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
て

い
る
。
さ
ら
に
政
治
学
は
数
学
と
異
な
り
演
繹
的
に
絶
対
的
真
理
を
把
握

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
人
々
の
通
念
（endoxa

）
か
ら
出
発
す
る

べ
き
だ
と
し
た
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
方
法
論
を
取
り
上
げ
、
こ
れ

が
ロ
ー
ル
ズ
の
「
反
省
的
均
衡
」
と
同
じ
く
（
五
九
頁
）
、
民
主
制
を
支

え
る
考
え
だ
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

第
三
章
は
民
主
主
義
論
で
あ
る
。
著
者
は
『
政
治
学
』
第
六
巻
を
も
と
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に
、
民
主
主
義
が
自
由
を
原
理
に
し
て
構
成
さ
れ
た
国
制
で
あ
る
以
上
、

「
人
間
性
の
実
現
に
真
に
相
応
し
い
国
制
で
あ
る
」
（
六
六
頁
）
と
論
じ
て

い
る
。
自
由
の
一
つ
の
意
味
は
「
好
き
な
よ
う
に
生
き
る
こ
と
」
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
自
分
の
欲
求
の
奴
隷
に
な
っ
て
い
る
の
と
変
わ
り
な
く
、
ま

た
必
然
的
に
他
人
の
利
害
と
衝
突
が
お
こ
る
の
で
、
自
由
の
も
う
一
つ
の

意
味
で
あ
る
「
交
互
に
支
配
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
平
等
な
自
由
の
実
現

を
は
か
る
の
が
民
主
主
義
の
本
質
で
あ
る
。
ま
た
著
者
は
民
主
主
義
が
多

数
派
の
専
制
に
な
ら
な
い
よ
う
、
富
裕
者
に
一
定
の
配
慮
を
し
な
が
ら
、

貧
困
者
に
仕
事
を
与
え
る
な
ど
し
て
「
中
間
の
国
制
」
へ
近
づ
け
る
こ
と

が
民
主
主
義
を
保
全
す
る
方
策
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
著
者
独
自
の
奴
隷
論
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
悪
名
高

い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
奴
隷
制
肯
定
論
に
よ
る
と
「
自
然
奴
隷
」
と
は
、

理
性
的
な
能
力
が
な
く
肉
体
に
よ
っ
て
他
人
に
奉
仕
す
る
た
め
の
存
在
で

あ
る
が
、
奴
隷
と
し
て
の
仕
事
を
果
た
す
に
は
主
人
の
指
示
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
程
度
の
知
性
を
持
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
（
『
政
治
学
』

1254b16-26

）
。
著
者
は
こ
れ
を
奴
隷
の
理
性
能
力
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
認
識
の
不
整
合
と
捉
え
、
こ
こ
か
ら
奴
隷
で
あ
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ

る
人
間
が
理
性
の
一
端
を
所
有
す
る
以
上
、
教
育
に
よ
っ
て
そ
の
理
性
を

陶
冶
し
、
市
民
の
一
員
と
す
る
よ
う
な
思
想
を
展
開
す
べ
き
だ
と
論
じ
て

い
る
（
一
〇
二
、
一
〇
八
頁
）
。

　

第
五
章
は
『
政
治
学
』
第
二
巻
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
批
判
を
取
り
上
げ
、

著
者
は
こ
の
批
判
の
要
旨
を
「
人
間
各
自
の
自
律
性
」
と
い
う
観
点
か
ら

捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
プ
ラ
ト
ン
の
妻
子
の
共
有
制
は
優
性
思
想
に
基
づ

く
人
間
の
操
作
で
あ
り
、
財
産
の
共
有
制
は
人
格
的
独
立
が
私
有
財
産
を

基
礎
に
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
哲
人
王
は
各
人
の

理
性
的
な
判
断
能
力
を
信
頼
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
各
人
の
倫
理
的
な
自
律
を
尊
重
し
て
い
る
た
め
、
多
様
な
人
々
か
ら

ど
の
よ
う
に
一
つ
の
国
家
を
構
成
す
る
か
、
と
い
う
政
治
学
の
真
の
課
題

に
取
り
組
ん
で
い
る
、
と
著
者
は
結
論
付
け
て
い
る
。

　

第
六
章
は
国
制
の
崩
壊
の
原
因
と
、
国
制
を
維
持
す
る
方
策
を
論
じ
た

『
政
治
学
』
第
五
巻
の
議
論
を
丹
念
に
要
約
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、

研
究
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
僭
主
制
保
全
策
に
つ
い
て
の
著
者
の
解
釈
で
あ

る
。
著
者
は1315a40

か
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
手
が
か
り
に
、
僭
主
は
民

衆
に
慈
悲
深
い
王
を
模
倣
す
る
こ
と
で
そ
の
政
治
体
制
を
維
持
で
き
る
、

と
い
う
僭
主
制
保
全
策
は
、
実
は
模
倣
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
実
際

に
性
格
が
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
独
裁
者
改
善
論
で
あ
る
と
捉
え

て
い
る
。
研
究
者
の
間
で
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
医
者
が
ど
れ
ほ
ど
重

い
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
身
体
の
中
で
も
生
か
せ
る
も
の
を
探
す
よ
う
に
、

医
者
の
息
子
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
ど
れ
ほ
ど
悪

い
も
の
、
さ
さ
い
な
も
の
の
中
に
も
善
い
も
の
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
僭

主
制
改
善
策
も
こ
の
思
考
様
式
の
適
用
で
あ
る
。

　

第
七
章
で
は
経
済
的
な
も
の
を
政
治
的
な
領
域
か
ら
完
全
に
排
除
し
た

ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
と
は
異
な
っ
て
、
著
者
は
経
済
を

政
治
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
著
者
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
経

済
と
は
、
人
間
が
生
き
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
物
財
を
採
取
し
、
生
産

し
、
調
達
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
経
済
は
常
に
手
段
で
あ
っ

て
、
決
し
て
自
己
目
的
で
は
あ
り
え
な
い
」
（
一
九
三
頁
）
。
こ
こ
か
ら
善

き
生
に
必
要
な
財
を
取
得
す
る
交
換
の
み
を
「
自
然
」
で
あ
る
と
す
る
『
政
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治
学
』
第
一
巻
の
議
論
や
、
貨
幣
を
交
換
の
手
段
と
し
て
捉
え
る
『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
五
巻
第
五
章
の
議
論
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

最
後
に
第
八
章
で
は
教
育
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
自
律
の
原

理
」
に
よ
れ
ば
、
法
は
単
に
強
制
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
市
民
の
自
由
意

志
か
ら
発
す
る
合
意
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ

え
、
市
民
に
法
治
「
体
制
の
構
造
を
認
識
し
、
そ
れ
の
設
立
、
改
良
、
維

持
に
責
任
を
持
っ
て
い
る
」
「
民
衆
の
心
性
を
育
て
る
こ
と
」
が
教
育
の

課
題
で
あ
る
（
二
二
六
頁
）
。
さ
ら
に
著
者
は
、
当
時
の
富
裕
者
の
よ
う
に

ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
て
金
銭
を
払
っ
て
得
ら
れ
る
私
的

な
教
育
で
は
な
く
、
公
の
費
用
で
市
民
の
す
べ
て
に
対
し
同
一
の
教
育
を

行
う
公
教
育
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
擁
護
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
著
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
、
現
代
の
民
主
主
義
に
哲
学

的
基
礎
を
与
え
、
理
性
を
持
っ
て
い
る
人
に
は
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
る

政
治
を
構
想
し
た
人
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
議
論
を
展
開

で
き
る
か
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
市
民
の
定
義
、
多
数
者
の
政
治
参
加

に
関
す
る
議
論
を
通
し
て
少
し
見
て
み
よ
う
。
第
一
に
正
し
い
国
制
が
配

慮
す
る
「
普
遍
的
な
利
益
」
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、「
市
民
（politēs

）
」

と
「
自
由
人
（eleutheros

）
」
の
区
別
を
お
さ
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
「
市
民
」
と
は
政
治
権
力
に
参
加
す
る
人
の
こ

と
で
あ
り
、
私
的
な
領
域
で
自
由
を
享
受
で
き
る
、
奴
隷
で
は
な
い
「
自

由
人
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
民
主
制
に
お
い
て
は
「
市
民
」

と
「
自
由
人
」
の
外
延
が
一
致
す
る
が
、
寡
頭
制
で
は
富
裕
者
だ
け
が
貴

族
制
で
は
優
秀
者
だ
け
が
市
民
と
な
り
、
商
工
業
者
な
ど
は
た
だ
の
「
自

由
人
」
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
支
配
者
と
被
支
配
者
に
「
普
遍
的
な
利
益
」

と
は
王
制
で
あ
れ
貴
族
制
で
あ
れ
「
自
由
人
に
共
通
な
利
益
」
を
配
慮
す

る
こ
と
で
あ
り
、
僭
主
制
や
寡
頭
制
や
民
主
制
が
逸
脱
し
て
い
る
の
は
、

支
配
者
だ
け
の
利
益
を
配
慮
し
て
そ
れ
以
外
の
自
由
人
（
寡
頭
制
で
は
貧

困
者
、
民
主
制
で
は
富
裕
者
）
の
利
益
を
配
慮
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
不
整
合
は
な
く
、
そ
の
定
義
は
民
主
制
だ
け

で
な
く
、
貴
族
制
や
寡
頭
制
に
も
適
用
可
能
で
あ
り
、
政
治
的
支
配
の
利

益
の
対
象
者
を
奴
隷
に
ま
で
拡
張
す
る
必
要
性
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
著
者
は
『
政
治
学
』
第
三
巻
第
一
一
章
の
「
多
数
者
の
知
恵
」
の

議
論
を
、
民
主
主
義
に
哲
学
的
基
礎
を
与
え
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
が

（
五
〇
―
五
二
頁
）
、
こ
こ
の
議
論
の
枠
組
み
は
優
秀
者
支
配
制
原
理
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
三
巻
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
、
誰
に
と
っ
て
も
平

等
な
分
配
を
要
求
す
る
民
主
的
正
義
を
批
判
し
、
徳
に
即
し
て
政
治
権
力

が
分
配
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
確
立
し
た
後
で
（
特
に1281a4-8

）
、

多
数
者
に
何
ら
か
の
領
域
で
徳
が
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
多
数
者
を
優

秀
者
支
配
制
原
理
に
組
み
込
む
形
で
擁
護
し
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
多
数

者
を
権
力
に
参
加
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
動
機
も
、
各
人
の
自
律
と
い
う

考
え
で
は
な
く
、
政
治
か
ら
多
数
者
を
完
全
に
排
除
す
る
の
は
危
険
だ
か

ら
と
い
う
現
実
的
な
認
識
に
す
ぎ
な
い
（1281b24-31

）
。
著
者
が
倫
理
的

自
律
の
原
則
を
擁
護
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
の
議
論
で
は
な
く
、
思

慮
の
実
践
を
幸
福
の
不
可
欠
な
要
件
と
し
た
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第

六
巻
第
一
三
章
の
議
論
な
ど
を
用
い
る
方
が
そ
の
意
に
添
う
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
著
者
は
現
代
の
自
由
民
主
主
義
的
な
心
情
を
投
影
し
て
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
読
み
込
む
た
め
に
、
必
ず
し
も
民
主
的
で
な
い
も
の
ま

で
、
民
主
制
の
可
能
性
を
開
く
も
の
と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
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の
よ
う
な
議
論
は
、
優
秀
者
支
配
制
擁
護
者
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
議
論
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
を
受

け
る
だ
け
で
な
く
、
徳
の
支
配
と
い
う
原
理
の
も
と
で
民
主
的
な
も
の
が

考
察
さ
れ
た
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
的
緊
張
が
や
や
失
わ
れ
、

現
代
の
自
由
民
主
主
義
に
な
い
も
の
に
発
展
す
る
積
極
的
可
能
性
あ
る
い

は
危
険
性
を
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
民
主
主
義

的
な
議
論
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
よ
り
内
在
的
に
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
思
考
に
即
し
て
考
察
し
た
方
が
よ
い
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
外
在
的
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
は

西
洋
政
治
思
想
史
上
、
「
出
ず
っ
ぱ
り
」
の
著
作
で
あ
る
が
、
本
書
は
自

然
法
の
伝
統
や
市
民
的
共
和
主
義
、
現
代
の
共
同
体
主
義
や
潜
在
能
力
ア

プ
ロ
ー
チ
な
ど
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
著
者
は
各
人
の
理
性
に
よ
る
自
律

的
な
意
思
決
定
を
重
要
視
す
る
た
め
、
選
択
や
実
践
理
性
の
能
力
を
重
視

し
た
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
解
釈
に
近
い
も
の
、
つ
ま
り
自
由
民
主
主
義
的
な
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
像
を
提
示
し
て
い
る
が
、
い
ま
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
に

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
現
代
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
上
多
様
な
文
脈
で
理
解
さ
れ
て
き
た
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
を
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
後
世
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
議
論
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
観
点
か

ら
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
。
岩
田
氏
の
基
本
的
な
概
説
書
の
出
版
を
受
け

て
、
よ
り
多
様
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
像
を
再
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
こ
の

本
を
読
む
者
の
課
題
で
あ
る
。

 

（
い
な
む
ら
・
か
ず
た
か
／
ギ
リ
シ
ア
哲
学
）

　

書
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『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス 

 
 

―
―
自
然
法
的
国
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史
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M
. &

 H
. M

arcus, 1913

（1. A
usgabe, 1880

）
の
翻
訳
で
あ
る
。
本
書
は
、

第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
い
て
活
躍
し
た
法
学
者
、
オ
ッ
ト
ー
・
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
（
一
八
四
一
―
一
九
二
一
年
）
の
政
治
学
お

よ
び
公
法
学
に
関
す
る
主
著
の
一
つ
で
あ
り
、
長
く
忘
却
さ
れ
て
来
た
ド

イ
ツ
の
法
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
（
一
五
五
七
／
六
三
―
一
六
三

八
年
）
の
名
は
、
本
書
に
よ
っ
て
一
躍
有
名
と
な
っ
た
。
発
掘
者
の
ギ
ー

ル
ケ
に
と
っ
て
は
や
や
皮
肉
な
こ
と
に
、
ギ
ー
ル
ケ
に
よ
る
発
掘
以
降
今

日
に
至
る
ま
で
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
発
掘
者
で
あ
る
ギ
ー
ル
ケ
以
上
に

持
続
的
な
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
は
二
部
構
成
を
と
り
、
本
論
が
全
九
章
、
そ
れ
に
序
文
と
結
語
、

そ
し
て
一
九
〇
二
年
と
一
九
一
三
年
の
二
度
に
わ
た
る
補
遺
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
訳
書
の
方
に
は
、
一
八
七
九
年
に
本
書
の
第
一
部
が
出

版
さ
れ
た
際
の
「
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
博
士
号
五
〇
周
年
記
念
に
対
す
る
献
辞
」

お
よ
び
「
あ
と
が
き
」
の
翻
訳
と
、
訳
注
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、

大
部
に
わ
た
る
原
注
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
大
半
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
部
に
お
い
て
は
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
生
涯
と
そ
の
学
問
に
つ
い
て

概
観
さ
れ
る
。
第
一
章
で
は
、
政
治
理
論
の
発
展
に
対
す
る
ド
イ
ツ
人
の

参
与
の
度
合
い
が
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
の
不
満
が
表
明
さ
れ
、

「
ド
イ
ツ
人
」
で
あ
る
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
今
日
忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

不
当
性
が
強
調
さ
れ
る
。
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
学
は
、
十
六
世
紀
の
宗

教
闘
争
の
中
で
成
熟
し
て
き
た
国
家
理
論
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
精
神
で

も
っ
て
拡
充
し
た
も
の
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
に
根
本
的

な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
『
政
治
学
』
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
理
論
の
核
心
は
、
不
可
譲
か
つ
不
可
分
の
人
民
主

権
と
い
う
命
題
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
人
民
」
は
、
家
族
、

任
意
団
体
（K

orporation

）
、
基
礎
自
治
体
（G

em
einde

）
、
広
域
自
治
体

（Provinz

）
、
国
家
と
い
う
形
で
、
黙
示
的
契
約
も
し
く
は
明
示
的
契
約
に

よ
り
生
み
出
さ
れ
た
各
種
結
合
体
が
、
下
か
ら
上
に
向
け
て
重
層
的
に
結

び
つ
い
た
共
同
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
人
民
の
主
権
と
い
え
ど
も
、

絶
対
的
な
権
力
で
は
な
く
、
一
定
の
法
的
制
限
に
服
し
て
お
り
、
ま
し
て

や
、
人
民
全
体
か
ら
そ
の
主
権
の
行
使
を
委
任
さ
れ
た
主
権
の
執
行
者
に

よ
る
権
力
の
濫
用
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
執
行
者
と
し
て
、

エ
フ
ォ
ル
と
最
高
執
政
官
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
重
要
視
さ
れ
る

の
は
、
最
高
執
政
官
を
監
視
し
、
必
要
に
応
じ
て
是
正
措
置
を
講
じ
る
役

割
を
与
え
ら
れ
た
エ
フ
ォ
ル
で
あ
る
。
最
高
執
政
官
と
し
て
の
支
配
者
が

権
力
を
濫
用
す
る
場
合
に
は
、
人
民
の
側
に
抵
抗
権
と
罷
免
権
が
発
生
し
、

国
家
を
構
成
す
る
各
部
分
は
結
合
契
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
さ
れ
、
こ
の

よ
う
な
形
で
、
権
力
に
対
す
る
確
固
た
る
法
的
制
限
が
存
在
し
て
い
る
と

す
る
。

　

第
三
章
で
は
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
法
学
が
概
観
さ
れ
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス

が
、
法
の
体
系
化
と
い
う
点
に
お
い
て
卓
越
し
た
先
駆
的
な
試
み
を
行
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
、
国
家
を
含
む
す
べ
て
の
社
会
体
の
存
在
根
拠
を
合
意

契
約
に
求
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
法
全
体
を
私
法
体
系
の
中
に
組
み
込

む
こ
と
に
成
功
し
、
自
然
法
的
な
社
会
契
約
論
の
先
駆
者
と
な
っ
た
こ
と

が
描
き
出
さ
れ
る
。

　

続
い
て
第
二
部
で
は
、
以
上
の
概
観
を
踏
ま
え
た
上
で
、
宗
教
的
要
素

（
第
一
章
）
、
国
家
契
約
論
（
第
二
章
）
、
人
民
主
権
論
（
第
三
章
）
、
代
表
原
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理
（
第
四
章
）
、
連
邦
制
の
理
念
（
第
五
章
）
、
法
治
国
家
の
理
念
（
第
六
章
）

と
い
う
各
ト
ピ
ッ
ク
ご
と
に
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
思
想
史
上
の
画
期
性
に

つ
い
て
、
詳
論
が
展
開
さ
れ
る
。

　

第
二
部
第
一
章
で
は
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
国
家
論
に
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派

の
精
神
の
大
き
な
影
響
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
国
家
を
自
由
な
契
約
の
所

産
で
あ
る
と
す
る
点
で
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
学
は
、
神
政
政
治
の
国

家
観
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　

続
い
て
第
二
章
で
は
、
国
家
人
格
を
人
民
と
支
配
者
に
分
裂
さ
せ
て
し

ま
っ
て
い
た
従
来
の
服
従
契
約
論
に
対
し
て
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
社
会
契

約
と
支
配
契
約
を
明
確
に
論
理
的
に
区
別
し
、
国
家
契
約
論
を
理
論
と
い

え
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
る
と
と
も
に
、
国
家
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
共
同
体

の
権
利
を
個
人
の
生
得
的
権
利
か
ら
導
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
に

と
っ
て
も
不
可
侵
の
個
人
の
生
得
権
と
い
う
考
え
方
を
確
立
し
た
と
評
価

さ
れ
る
。
社
会
契
約
と
支
配
契
約
の
明
確
な
区
別
と
結
合
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
理
論
的
成
果
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
前
者
の

除
去
、
そ
し
て
ル
ソ
ー
に
よ
る
後
者
の
除
去
と
い
う
そ
の
後
の
自
然
法
論

の
展
開
過
程
の
中
で
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
く
が
、
今
日
に
お
い
て
も
な

お
不
滅
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

第
三
章
で
は
、
人
民
主
権
論
の
歴
史
お
よ
び
人
民
主
権
論
と
支
配
者
主

権
論
の
抗
争
の
歴
史
が
、
主
権
概
念
自
体
の
歴
史
や
国
家
の
権
利
主
体
性

を
め
ぐ
る
観
念
の
歴
史
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
が
ら
叙
述
さ
れ
る
。
こ
こ
で

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
ボ
ダ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
支
配
者
主
権
論
者
に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
主
権
概
念
を
人
民
の
固
有
の
権
利
に
転
用
し
、
史
上

初
め
て
首
尾
一
貫
し
た
人
民
主
権
概
念
を
打
ち
立
て
た
先
駆
者
と
し
て
評

価
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
主
権
概
念
の
属
性
の
う
ち
、
ボ
ダ
ン
の
「
絶
対
的

権
力
」
と
い
う
属
性
を
否
認
し
、
主
権
権
力
へ
の
法
的
制
限
を
説
い
た
点
、

さ
ら
に
、
国
家
人
格
を
支
配
者
と
人
民
の
間
に
分
裂
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と

を
防
ぐ
「
国
家
主
権
」
概
念
獲
得
の
た
め
の
萌
芽
を
も
備
え
て
い
た
点
で
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、

私
法
上
の
契
約
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
国
家
の
個
人
主
義
的
な
由
来
と
い
う
、

彼
の
契
約
論
上
の
限
界
の
ゆ
え
に
、
最
終
的
に
は
そ
の
確
立
に
失
敗
す
る

こ
と
と
な
る
と
い
う
。
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
学
の
影
響
を
受
け
、
「
国

家
主
権
」
概
念
獲
得
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
、
二
重
主
権
論
者
や
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
の
政
治
理
論
家
た
ち

も
、
同
様
の
理
由
で
結
局
は
失
敗
に
終
わ
り
、
ル
ソ
ー
に
よ
る
絶
対
主
義

的
な
人
民
主
権
論
の
完
成
を
許
す
結
果
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
人
民
代
表
思
想
の
発
展
史
が
扱
わ
れ
、
こ
こ
で
ア
ル
ト

ジ
ウ
ス
は
、
人
民
の
直
接
集
会
に
最
高
決
定
権
が
あ
る
こ
と
を
明
言
し
、

民
主
的
な
代
表
制
観
念
を
貫
徹
し
た
と
評
価
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
自
然
法

国
家
論
に
基
づ
く
限
り
、
人
民
代
表
を
集
団
的
な
委
任
に
基
づ
く
代
理

（Stellvertretung

）
と
と
ら
え
る
限
界
は
克
服
で
き
な
い
と
さ
れ
、「
委
任
」

と
い
う
概
念
を
特
別
な
国
家
的
機
能
へ
の
「
任
命
」
と
い
う
概
念
に
置
き

換
え
、
「
代
理
」
と
い
う
概
念
を
「
機
関
」
と
い
う
概
念
に
置
き
換
え
る

必
要
が
説
か
れ
る
。

　

第
五
章
で
は
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
学
の
顕
著
な
特
徴
と
さ
れ
る
連

邦
制
の
理
念
の
発
展
史
が
扱
わ
れ
る
。
こ
こ
で
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
中
間

団
体
を
通
し
て
国
家
を
構
築
す
る
と
い
う
彼
独
自
の
社
会
契
約
概
念
を
貫

徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
背
反
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
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き
た
主
権
概
念
と
連
邦
制
の
理
念
を
両
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
評
価

さ
れ
る
。
こ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
理
論
的
成
果
は
、
複
合
国
家
論
と
自
由

な
結
社
論
と
い
う
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
自
然
法
論
へ
と
受
け

継
が
れ
、
反
中
央
集
権
的
な
色
彩
を
持
つ
自
然
法
的
社
会
理
論
の
原
型
と

な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
的
成
果
は
ド
イ
ツ
自
然
法
論
の
不
滅

の
功
績
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
個
人
主
義
的
か
つ
機
械
論
的
な
性
格
に
つ
い

て
は
、
歴
史
的
か
つ
有
機
的
な
解
釈
に
よ
る
修
正
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ

る
。

　

最
後
に
第
六
章
で
は
、
国
家
と
法
の
関
係
に
関
す
る
自
然
法
的
な
観
念

の
発
展
過
程
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
支
配
者
主
権
論
と
人
民
主
権
論

が
、
互
い
に
自
ら
の
権
力
の
絶
対
性
を
主
張
し
合
い
、
そ
の
意
味
で
両
者

と
も
が
絶
対
主
義
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は

主
権
の
絶
対
権
力
性
を
否
定
し
、
人
民
の
主
権
と
雖
も
法
的
な
拘
束
を
受

け
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
点
で
、
立
憲
主
義
的
な
法
治
国
家
理
念
の
擁

護
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
同
時
に
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
以
降
の
ド

イ
ツ
自
然
法
論
の
展
開
過
程
の
中
で
、
国
家
権
力
に
対
す
る
立
憲
的
な
制

限
の
根
拠
が
、
専
ら
自
然
法
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
契
約
に
置
か
れ
る
よ

う
に
な
り
、
「
公
共
の
福
祉
」
を
大
義
名
分
と
す
る
国
家
権
力
へ
の
実
定

的
な
拘
束
力
を
失
う
結
果
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
法
論

の
欠
点
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
、
ド
イ
ツ
歴
史
法
学
派
に
よ
る
自
然
法

と
実
定
法
の
統
一
が
要
請
さ
れ
、
正
義
の
理
念
が
自
然
法
概
念
に
お
い
て

勝
ち
取
っ
た
独
自
性
に
実
定
的
な
拘
束
力
を
与
え
る
方
途
が
示
さ
れ
る
。

　

一
九
〇
二
年
お
よ
び
一
九
一
三
年
の
補
遺
に
お
い
て
は
、
本
書
の
初
版

公
刊
後
に
出
版
さ
れ
た
諸
研
究
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
、
一
部
細
か
い
点
で

修
正
が
な
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
最
新
の
関
連
研
究
に
よ
っ
て
も
本

書
の
主
張
が
大
枠
に
お
い
て
維
持
で
き
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
が
、
た
だ
ち
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
構

成
上
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
部
は
、
形
の
上
で
は
第
一
部
の
総
論
に
対
す

る
各
論
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
が
、
第
二
部
の
叙
述
の
多
く
が
ギ
ー
ル

ケ
の
主
著
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
の
叙
述
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
学
の
注
釈
と
い
う
形
を
取
っ

た
、
ギ
ー
ル
ケ
自
身
の
思
想
の
発
露
と
い
う
側
面
が
強
い
。
ギ
ー
ル
ケ
自

身
も
一
九
〇
二
年
の
補
遺
の
中
で
述
懐
し
て
い
る
と
お
り
、
分
量
の
面
か

ら
見
て
も
、
内
容
の
面
か
ら
見
て
も
、
第
一
部
と
第
二
部
の
間
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
さ
は
否
め
な
い
が
、
こ
こ
に
は
当
初
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
忘
却
の
中

か
ら
掘
り
起
こ
す
こ
と
を
主
眼
に
し
て
い
た
と
い
う
本
書
成
立
時
の
事
情

が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
ギ
ー
ル
ケ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ル
マ
ン
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
強
引
な
解
釈
と
し
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
（
例
え
ばPeter Jochen W

inters, „Johannes A
lthusius “, 

（H
g.

） 

M
ich

ael S
tolleis, S

ta
a

tsden
ker im

 1
7

. u
n

d 1
8

. Ja
hrhu

n
dert. 

R
eichspublizistik, Politik, N

aturrecht, 2. A
ufl., Frankfurt a. M

.: M
etzner, 

1987, S. 29-51

）
。
し
か
し
、
本
訳
書
の
特
筆
さ
れ
る
べ
き
特
徴
と
し
て
、

特
に
第
一
部
に
対
す
る
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
ラ
テ
ン
語
原
典
に
ま
で
遡
る

極
め
て
詳
細
な
訳
注
が
収
録
さ
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

本
訳
注
を
読
む
限
り
で
は
、
ギ
ー
ル
ケ
の
解
釈
に
も
決
し
て
無
視
で
き
な

い
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
解
釈
に
つ
い
て

は
、
信
仰
と
政
治
思
想
の
統
合
と
い
う
彼
が
自
明
視
し
た
思
想
的
前
提
の
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理
解
や
、
ヘ
ル
ボ
ル
ン
の
教
授
か
ら
エ
ム
デ
ン
の
法
律
顧
問
へ
の
転
身
と

い
う
彼
の
境
遇
の
変
化
が
主
著
『
政
治
学
』
の
改
訂
作
業
に
与
え
た
影
響

の
評
価
な
ど
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
難
問
が
数
多
く
横
た
わ
っ
て
は
い

る
が
、
ギ
ー
ル
ケ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
解
釈
の
是
非
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

は
、
も
う
一
度
丁
寧
な
検
証
の
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
第
二
部
の
自
然
法
論
を
め
ぐ
る
ギ
ー
ル
ケ
の
浩
瀚
な
叙
述
は
、
ア

ル
ト
ジ
ウ
ス
政
治
学
の
注
釈
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
ギ
ー
ル
ケ
自
身
の

思
想
の
発
露
と
し
て
も
極
め
て
興
味
深
い
部
分
で
あ
る
。
今
日
の
目
か
ら

見
れ
ば
、
第
一
部
第
一
章
冒
頭
で
必
要
以
上
に
「
ド
イ
ツ
」
色
を
打
ち
出

し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
「
ゲ
ル
マ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う

後
世
の
批
判
は
、
ギ
ー
ル
ケ
が
自
ら
招
い
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
が
、
こ

れ
ほ
ど
独
創
的
か
つ
浩
瀚
な
思
想
史
叙
述
を
、
「
ゲ
ル
マ
ン
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
」
の
一
言
で
片
付
け
て
し
ま
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
も
っ
た
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
本
書
を
読
む
前
と
後
と
で
は
、
政
治
思
想
史

の
見
え
方
が
全
く
違
う
も
の
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
本

書
が
古
典
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

評
者
に
と
り
、
原
著
は
何
度
も
読
ん
だ
本
で
は
あ
る
が
、
極
め
て
丁
寧

に
翻
訳
さ
れ
た
本
訳
書
で
改
め
て
全
体
を
通
読
す
る
機
会
を
得
て
、
い
く

つ
も
の
新
た
な
発
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と

気
に
懸
か
っ
て
い
た
カ
ン
ト
国
家
論
の
位
置
づ
け
と
評
価
に
関
し
て
、
評

者
の
解
釈
を
再
考
す
る
余
地
を
発
見
で
き
た
点
や
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
四
巻
を
は
じ
め
と
す
る
ギ
ー
ル
ケ
晩
年
の
国
家
論
の
分
析
の
必
要
性
を

再
認
識
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
な
お
、
と
り
わ
け
第
二

部
に
お
け
る
大
胆
と
も
思
え
る
幾
多
の
ギ
ー
ル
ケ
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、

原
著
で
は
詳
細
な
脚
注
に
よ
る
丁
寧
な
根
拠
づ
け
が
行
わ
れ
て
お
り
、
大

部
に
わ
た
る
原
注
の
中
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
の
専
門
論
文
の
テ
ー
マ

と
も
な
り
う
る
ほ
ど
の
内
容
を
伴
う
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

本
訳
書
で
そ
の
大
半
の
訳
出
が
省
略
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
少
し
残
念
で

あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
大
部
の
原
注
の
訳
出
ま
で
求
め
る
の
は
過
大
な
要

求
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
随
所
に
散
ら
ば
る
ラ
テ
ン
語
の
引
用
、
邦
語

へ
の
訳
出
が
極
め
て
困
難
な
幾
多
の
団
体
に
関
す
る
術
語
や

“Verfassung ”

等
の
ギ
ー
ル
ケ
特
有
の
用
語
の
多
用
、
さ
ら
に
は“aber ”

や“doch ”

が
続
出
し
、
二
転
三
転
す
る
極
め
て
複
雑
な
論
理
展
開
な
ど
、

本
書
の
翻
訳
の
労
苦
に
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
文
翻
訳
の
労
を
多
と
す
べ
き
で
あ
り
、
想
像
を
絶
す
る
難
行
の
末
に
本

書
の
翻
訳
を
完
遂
さ
れ
た
訳
者
の
方
々
に
、
心
か
ら
の
感
謝
と
敬
意
を
表

し
た
い
。

 

（
え
ん
ど
う
・
や
す
ひ
ろ
／
西
洋
政
治
思
想
史
）
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書
評　

『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
弁
明
／
異
端
』

（
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
著
、
水
田
洋
編
訳
・
解
説
、�

�

未
来
社
、
二
〇
一
一
年
）

山
田
園
子

一　

書
評
の
構
成

　

本
書
は
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
考
の
翻
訳
に
、
訳
者
の
解
説
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
論
考
の
原
題
等
に
つ
い
て
、
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
弁
明
」
は 

C
onsiderations upon the reputation, loyalty, m

anners, &
 religion, 

of T
hom

as H
obbes of M

alm
esbury, w

ritten by him
self, by w

ay of 
letter to a learned person, London, W

illiam
 C

rook, 1680

、
「
異

端
」 

は A
n historical narration concerning heresie, and the 

punishm
ent thereof, by T

h
om

as H
obbes of M

alm
esbury, 

London, 1680 

で
あ
る
。

　

訳
者
の
水
田
洋
に
よ
る
解
説
部
分
で
は
、
上
記
二
つ
の
論
考
へ
の
そ
れ

に
加
え
て
、「In retrospect　

研
究
私
史
的
に
」
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ス
ミ
ス
」
、

「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
法
学
あ
る
い
は
統
治
論
」
と
い
う
見
出
し
順
に
議

論
が
続
く
。

　

社
会
契
約
説
の
視
点
か
ら
常
に
比
較
の
対
象
と
な
る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

と
同
様
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
翻
訳
著
作
集
が
出
版
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い

思
想
家
だ
が
、
翻
訳
さ
れ
た
論
考
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
ま
た
、
ホ
ッ

ブ
ズ
へ
の
関
心
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
集
中
す
る
。
本
格
的
な
研
究

開
始
が
戦
後
と
い
う
事
情
も
か
ら
ん
で
、
従
来
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

の
評
価
と
し
て
は
、
理
性
的
個
人
の
自
立
を
見
出
し
、
民
主
主
義
原
理
の

先
駆
と
み
な
す
論
調
が
一
般
的
だ
っ
た
。
本
訳
書
は
、
過
去
の
研
究
姿
勢

や
論
調
に
対
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
再
検
討
を
促
す
素
材
を
提
供
す
る
。

　

こ
の
書
評
で
は
以
下
の
順
序
で
議
論
を
進
め
る
。
「
二　

ホ
ッ
ブ
ズ
の

論
考
」
に
お
い
て
、
訳
さ
れ
た
二
論
考
を
簡
略
に
紹
介
す
る
。
「
三　

ホ
ッ

ブ
ズ
か
ら
ス
ミ
ス
へ
」
は
、
と
く
に
「In retrospect　

研
究
私
史
的
に
」

以
降
の
水
田
の
議
論
を
紹
介
す
る
。
「
四　

お
わ
り
に
―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
の

再
検
討
」
で
は
、
本
書
を
も
と
に
、
今
後
の
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
の
課
題
を
考

え
た
い
。
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二　

ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
考

　

「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
弁
明
」
は
、
数
学
者
ジ
ョ
ン
・
ウ
ォ
リ
ス
が
一
六
六
二

年
に
出
版
し
た
『
自
虐
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
』
へ
の
反
論
で
あ
る
。「
ホ
ッ

ブ
ズ
の
弁
明
」
は
一
六
八
〇
年
の
出
版
で
あ
り
、
ま
た
冒
頭
に
は
、
一
六

七
九
年
六
―
八
月
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
書
簡
を
付
す
が
、
実
際
の
執
筆
年
代
は

不
明
で
あ
る
。
内
容
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
お
そ
ら
く

最
も
多
産
な
時
期
だ
っ
た
一
六
六
〇
年
代
後
半
、
つ
ま
り
七
十
歳
代
末
か

ら
八
十
歳
代
前
半
に
か
け
て
の
作
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
時
期
に
、
本
書

の
も
う
一
つ
の
論
考
で
あ
る
「
異
端
」
、
さ
ら
に
『
ビ
ヒ
モ
ス
』
、
『
哲
学

者
と
法
学
徒
と
の
対
話
』
（
岩
波
文
庫
、
田
中
浩
・
重
森
臣
広
・
新
井
明
訳
）
、『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
ラ
テ
ン
語
版
へ
の
付
録
（
岩
波
文
庫
、
水
田
訳
、
第
四

分
冊
所
収
）
等
が
書
か
れ
た
。

　

ウ
ォ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
六
五
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
』
は
「
国
王
を
苦
難
の
う
ち
に
放
置
し
て
…
…
オ
リ
ヴ
ァ
ー
〔
・
ク
ロ

ム
ウ
ェ
ル
〕
の
地
位
を
ま
も
る
た
め
に
」
書
か
れ
た
。
ウ
ォ
リ
ス
は
ホ
ッ

ブ
ズ
の
「
不
忠
」
を
、
さ
ら
に
彼
の
「
無
神
論
」
を
非
難
し
た
。
復
古
政

権
下
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が
こ
の
種
の
非
難
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
二
つ

の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
を
も
と
に
、
ホ
ッ
ブ

ズ
は
無
神
論
者
・
異
端
者
だ
と
非
難
さ
れ
続
け
、
と
く
に
復
古
政
権
下
で

焚
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
妄
想
的
な
恐
怖
が
つ
き
ま
と
っ
た

こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
復
古
政
権
は
内
戦
時
に
問
わ
れ
た
課
題
を
解
決
し

た
上
で
登
場
し
た
の
で
は
な
く
、
王
及
び
議
会
の
権
限
、
王
の
宗
教
的
権

限
、
王
と
教
会
と
の
関
係
等
が
、
依
然
と
し
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。

　

「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
弁
明
」
、
つ
ま
り
ウ
ォ
リ
ス
に
対
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
反
論

は
二
点
に
整
理
で
き
る
。

　

第
一
に
、
「
保
護
と
服
従
は
相
対
的
で
あ
る
」
。
内
戦
期
に
フ
ラ
ン
ス
に

滞
在
し
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
政
権
下
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
戻
っ
て
き
た
か
ら

と
い
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
逃
亡
者
」
で
も
な
け
れ
ば
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル

あ
る
い
は
議
会
の
「
擁
護
者
」
で
も
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
を
含
む
陛
下
の
「
召

使
と
臣
民
」
は
、
自
己
の
生
命
財
産
を
救
う
た
め
に
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
と

妥
協
し
て
服
従
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
服
従
が
許
さ
れ

る
の
は
、
「
国
王
の
誠
実
な
党
だ
け
」
に
対
し
て
で
あ
る
。
「
オ
リ
ヴ
ァ
ー

の
党
派
は
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
へ
の
彼
ら
の
服
従
に
際
し
て
、
あ
の
保
護
の
欠

如
を
言
い
張
れ
」
な
い
。

　

第
二
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
無
神
論
者
で
は
な
い
。
ウ
ォ
リ
ス
ら
を
不
快
に

し
た
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
神
学
自
体
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
神
学

上
の
善
悪
や
学
説
を
判
定
す
る
の
は
「
国
王
」
だ
と
主
張
し
た
こ
と
に
あ

る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
「
全
聖
職
者
は
全
民
衆
と
同
じ
く
国
王
の
羊
群
」

だ
っ
た
。

　

も
う
一
つ
の
論
考
「
異
端
」
は
、
異
端
概
念
、
及
び
異
端
処
罰
の
経
緯

や
目
的
を
検
討
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
「
異
端
」
を
「
私
的
な
意
見
」
と

と
ら
え
た
上
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
に
よ
る
異
端
処
罰
の
法
制
定

は
、
神
学
上
の
真
理
へ
の
介
入
で
は
な
く
、
教
義
の
統
一
に
よ
る
国
民
の

平
和
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
皇
帝
の
姿
は
、
ホ
ッ
ブ

ズ
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
待
望
し
た
主
権
者
の
あ
り
様
だ
っ
た
。
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三　

ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
ス
ミ
ス
へ

　

解
説
部
分
で
は
、
「In retrospect　

研
究
私
史
的
に
」
以
降
が
、
以

下
の
二
点
で
興
味
深
い
議
論
を
提
供
す
る
。

　

第
一
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ス
ミ
ス
の
「
二
足
わ
ら
じ
」
で
進
め
て
き
た
水

田
の
研
究
の
出
発
点
が
、
一
九
四
二
年
の
南
方
従
軍
、
つ
ま
り
「
生
き
る

こ
と
」
が
「
日
常
の
事
実
に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
」
状
況
に
あ
っ
た
、

と
い
う
研
究
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
二
足
わ
ら
じ
」
の
二
足

を
つ
な
ぐ
も
の
は
、
「
不
可
侵
の
自
然
権
と
し
て
の
生
存
権
」
の
主
張
で

あ
る
。
水
田
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
「
生
存
権
を
礎
石
」
と
す
る
「
近
代
国
家
論

の
構
築
」
を
見
出
し
、
さ
ら
に
ス
ミ
ス
の
法
学
講
義
ノ
ー
ト
（
Ｌ
Ｊ
Ｂ
）

序
論
は
、「
明
示
的
に
ホ
ッ
ブ
ズ
を
継
承
」
し
た
と
指
摘
す
る
。
ス
ミ
ス
は
、

ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
点
で
あ
る
「
自
愛
心
と
理
性
の
一
致
」
を
継
承
し
、
生
存

権
を
も
つ
諸
個
人
の
「
競
争
と
契
約
の
社
会
像
」
を
組
み
立
て
た
の
で
あ

る
。

　

第
二
に
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ル
ケ
ナ
ウ
に
お
け
る
「
思
想
史
か
ら
歴
史
を

て
ら
し
だ
す
」
と
い
う
方
法
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
『
封
建
的

世
界
像
か
ら
市
民
的
世
界
像
へ
の
移
行
』
が
奈
良
本
辰
也
、
遠
山
茂
樹
、

松
島
栄
一
ら
の
日
本
史
研
究
者
を
ひ
き
つ
け
た
理
由
は
、
そ
の
方
法
に

あ
っ
た
。
こ
の
方
法
に
よ
り
、
水
田
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
生
存
権
」
の
主
張

を
、
「
近
代
化
に
対
応
し
つ
つ
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
地
主
層
」
の
思
想
の
一

表
現
と
し
て
把
握
す
る
。

四　

お
わ
り
に
―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
の
再
検
討

　

本
書
の
意
義
は
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
渦
中
に
お
け
る
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
の

身
の
処
し
方
」
を
示
し
、
「
服
従
」
の
本
質
と
「
主
権
者
の
モ
デ
ル
」
を

明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。
人
々
の
「
服
従
」
は
、
彼
ら
が
支
配
者
か
ら

「
保
護
」
を
期
待
で
き
て
こ
そ
の
そ
れ
で
あ
り
、
忠
誠
と
は
切
り
離
し
て

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
主
権
者
」
は
世
俗
的
、
教
会
的
権
威
を
そ
な
え
、

神
学
教
義
に
も
介
入
す
る
強
権
を
も
つ
が
、
そ
の
強
権
の
目
的
は
、
あ
く

ま
で
主
権
者
の
下
に
あ
る
人
々
の
平
和
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

整
理
し
て
も
本
書
に
は
不
可
解
な
点
が
多
い
。
疑
問
点
を
今
後
の
ホ
ッ
ブ

ズ
研
究
に
つ
な
げ
る
た
め
に
、
研
究
課
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
を
四

点
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
中
に
お
け
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
動
静
に
は
不
明
点

が
多
く
、
今
後
の
解
明
が
待
た
れ
る
。
本
書
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、
ウ
ォ

リ
ス
が
し
た
よ
う
な
非
難
が
ホ
ッ
ブ
ズ
に
浴
び
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ

る
。
な
ぜ
ホ
ッ
ブ
ズ
は
わ
ざ
わ
ざ
革
命
政
権
下
に
帰
国
し
た
の
か
。「
ホ
ッ

ブ
ズ
の
弁
明
」
は
「
フ
ラ
ン
ス
教
会
人
」
に
よ
る
脅
威
を
理
由
に
あ
げ
る

が
、
詳
細
は
明
か
さ
な
い
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
政
権
下
で
の
帰
国
の
他
、
フ

ラ
ン
ス
滞
在
中
の
言
動
、
王
政
復
古
ま
で
の
動
静
、
復
古
に
あ
た
っ
て
の

見
解
、
人
的
交
流
な
ど
、
解
明
す
べ
き
点
は
山
積
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
生
存
権
」
の
主
張
の
内
容
と
徹
底
性
が
問
わ

れ
る
。
「
保
護
と
服
従
は
相
対
的
で
あ
る
」
と
言
い
切
る
な
ら
、
ウ
ォ
リ

ス
ら
の
議
会
支
持
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
支
持
も
「
保
護
」
を
求
め
た
服
従
と
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な
ろ
う
。
議
会
派
に
す
れ
ば
、
国
王
こ
そ
「
生
存
権
」
の
破
壊
者
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
保
護
の
欠
如
を
理
由
に
新

し
い
主
人
に
服
従
す
る
自
由
を
も
つ
の
は
、
「
国
王
の
誠
実
な
党
だ
け
」

だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
生
存
権
と
保
護
の
内
容
を
め
ぐ
る
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と

議
会
派
と
の
対
立
が
あ
る
。
ボ
ル
ケ
ナ
ウ
の
方
法
を
用
い
る
な
ら
、
こ
う

し
た
議
論
の
対
立
を
読
み
解
く
こ
と
か
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
議
会
派
の
そ
れ

ぞ
れ
が
背
負
う
、
具
体
的
利
害
の
対
立
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
三
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
主
権
者
の
本
質
が
問
わ
れ
る
。
『
リ
ヴ
ァ

イ
ア
サ
ン
』
の
理
論
上
で
は
、
主
権
者
は
合
議
体
で
も
よ
く
、
ま
た
宗
教

事
項
に
ま
で
及
ぶ
主
権
者
の
絶
対
権
力
は
、
人
民
の
自
然
権
と
彼
ら
の
同

意
に
も
と
づ
き
、
か
つ
人
民
を
平
和
裡
に
保
護
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
な
ら
ば
、
革
命
時
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
や
議
会
こ
そ
、
主
権
者
で
あ
っ
て

よ
い
。
だ
が
、
実
際
に
は
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
や
議
会
を
服
従

の
対
象
と
み
な
し
て
も
、
主
権
者
と
は
認
め
な
い
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
ら
は

「
あ
な
た
の
主
人
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
単
な
る
服
従
の
対

象
と
主
権
者
と
の
間
に
、ど
の
よ
う
な
差
異
を
考
え
て
い
た
の
か
。
「
ホ
ッ

ブ
ズ
の
弁
明
」
は
主
権
者
の
本
質
と
し
て
、
保
護
の
付
与
は
主
権
者
の
必

要
条
件
で
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
契
約
や
同
意
の

み
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
何
も
の
か
の
存
在
を
示
唆
す
る
。

　

第
四
に
、
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
版
著
作
集
の
刊
行
が
進
行
す
る
中
、
歴
史
的

文
脈
を
考
慮
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
諸
著
作
の
一
層
の
解
読
、
さ
ら
に
ダ
ド

リ
ー
・
デ
ィ
グ
ス
や
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
等
の
同
時
代
に
お
け
る
類

似
の
内
容
を
も
つ
論
考
と
の
比
較
等
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ホ
ッ
ブ

ズ
の
継
承
に
つ
い
て
、
水
田
は
一
二
―
一
三
頁
の
注
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、

ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
ミ
ス
と
い
う
つ
な
が
り
を
主
張
す
る
が
、
こ
う
し
た
つ
な

が
り
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
一
七
五
〇
年
の
編
者
不
詳
の
ホ
ッ
ブ
ズ
著

作
集
が
気
に
な
る
。
誰
が
ど
う
い
う
動
機
で
出
版
し
た
の
か
。

　

翻
訳
自
体
に
つ
い
て
は
、
原
文
に
忠
実
と
は
い
え
代
名
詞
の
多
用
を
は

じ
め
、
問
題
点
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
弁
明
」
と
「
異
端
」

の
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
に
つ
い
て
訂
正
訳
を
示
し
て
お
く
。

（
一
） 

「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
弁
明
」
二
九
頁
、
五
行
目
末
尾
（
訳
の
欠
落
が
あ
る
）

 

　

「
…
…
正
当
化
し
た
が
、
背
信
行
為
は
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
」

（
二
）
「
異
端
」
七
七
頁
、
五
―
六
行
目

 

　

「
…
…
エ
ウ
テ
ュ
ケ
ー
ス
に
、
そ
し
て
彼
の
後
で
は
デ
ィ
オ
ス

コ
ロ
ス
に
、
キ
リ
ス
ト
に
は
た
だ
一
つ
の
本
性
し
か
な
い
と
主
張

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
」

 

（
や
ま
だ
・
そ
の
こ
／
政
治
思
想
史
）
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書
評　

『
デ
ィ
ド
ロ　

多
様
性
の
政
治
学
』

（
井
柳
美
紀
著
、
創
文
社
、
二
〇
一
一
年
）

鳴
子
博
子

　

ボ
ル
ド
ー
の
貴
族
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
平
民
な
が
ら
も
富
裕
な
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
。
彼
ら
の
一
世
代
後
に
生
き
、
彼
ら
と
は
異
な
り
、
生
き
る
糧
を

得
る
の
に
少
な
か
ら
ぬ
労
苦
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
庶
民
出
身

の
デ
ィ
ド
ロ
と
ル
ソ
ー
。
本
書
は
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
と
も
に
『
百
科
全

書
』
の
編
纂
者
と
し
て
そ
の
名
を
残
し
、
啓
蒙
の
世
紀
と
呼
ば
れ
る
十
八

世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
を
主
な
活
動
の
場
と
し
た
、ド
ゥ
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
（D

enis 

D
iderot ,

一
七
一
三
―
八
四
）
に
焦
点
を
当
て
、
デ
ィ
ド
ロ
の
思
想
の
特
質

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
啓
蒙
」
と
い
う
一
語
で
は
表
現
し

切
れ
な
い
複
雑
な
十
八
世
紀
の
思
想
世
界
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
る
。
本
書
は
、
第
一
章
「
自
然
と
多
様
性
」
、
第
二
章
「
美
と
多
様
性
」
、

第
三
章
「
政
治
と
多
様
性
」
の
三
章
で
構
成
さ
れ
、
デ
ィ
ド
ロ
の
自
然
に

対
す
る
捉
え
方
、
美
に
対
す
る
見
方
、
政
治
観
の
順
に
分
析
が
進
め
ら
れ

て
ゆ
く
。

　

著
者
は
デ
ィ
ド
ロ
の
自
然
や
美
に
関
す
る
見
方
が
時
の
経
過
と
と
も
に

変
容
し
て
ゆ
く
様
を
、
テ
ク
ス
ト
を
丹
念
に
追
う
こ
と
を
通
し
て
検
証
し

て
ゆ
く
。
普
遍
的
真
理
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
信
じ
る
デ
ィ
ド
ロ
か
ら
「
真
理
」

の
存
在
を
信
じ
つ
つ
も
、
多
様
性
の
価
値
に
徐
々
に
目
を
開
か
さ
れ
て
ゆ

く
デ
ィ
ド
ロ
へ
の
変
化
を
テ
ク
ス
ト
の
中
に
見
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
自
然
や
美
に
関
す
る
見
方
と
連
関
す
る
政
治
観
の
特
徴
や
変

容
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
。
各
章
の
分
量
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
各
章

は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
が
、
自
然
や
美
に
関
す
る
思
想
を
分
析
す

る
第
一
章
、
第
二
章
は
、
第
三
章
の
政
治
観
を
分
析
す
る
基
礎
と
な
っ
て

お
り
、
『
デ
ィ
ド
ロ　

多
様
性
の
政
治
学
』
と
題
さ
れ
た
本
書
の
第
一
の

目
的
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
観
の
探
求
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　

著
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
ス
ト
ラ
グ
ネ
ル
、
ス
タ
ン
ジ
ェ

等
の
代
表
的
な
先
行
研
究
の
成
果
を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史

の
方
向
に
沿
っ
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者

の
採
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
奇
を
て
ら
う
こ
と
な
く
あ
く
ま
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
で
あ
り
、
デ
ィ
ド
ロ
の
テ
ク
ス
ト
読
解
も
丁
寧
に
進
め
ら
れ
る
。
政
治
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観
を
巡
っ
て
は
、
ま
ず
、
『
百
科
全
書
』
編
集
時
代
に
み
ら
れ
る
、
普
遍

的
真
理
の
存
在
を
信
じ
、
啓
蒙
専
制
君
主
に
そ
の
普
遍
性
の
実
現
を
期
待

す
る
啓
蒙
専
制
君
主
擁
護
の
デ
ィ
ド
ロ
の
初
期
の
政
治
観
が
捉
え
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
時
を
経
て
、
ロ
シ
ア
の
地
で
、
啓
蒙
専
制
君
主
エ
カ
テ
リ
ー
ナ

二
世
の
統
治
の
現
実
に
接
し
た
後
の
、
「
真
理
」
の
存
在
を
否
定
し
な
い

も
の
の
、
も
は
や
一
人
の
君
主
の
善
政
に
期
待
せ
ず
、
啓
蒙
専
制
君
主
擁

護
の
立
場
を
脱
し
た
デ
ィ
ド
ロ
が
描
出
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
ロ
シ
ア
滞

在
後
の
デ
ィ
ド
ロ
の
、
信
じ
つ
つ
も
迷
い
、
迷
い
な
が
ら
も
進
む
思
想
の

軌
跡
は
、
確
た
る
信
念
を
持
ち
に
く
い
不
確
実
な
世
界
に
生
き
る
読
者
に
、

二
百
数
十
年
と
い
う
時
間
の
隔
た
り
よ
り
も
、
む
し
ろ
意
外
な
近
さ
、
親

和
性
を
感
じ
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
は
『
盲
人
書
簡
』
等
の
テ
ク

ス
ト
を
引
用
し
て
、
後
期
の
、
多
様
性
に
注
目
し
た
後
の
デ
ィ
ド
ロ
の
ま

な
ざ
し
が
、
彼
が
あ
え
て
「
怪
物m

onstre

」
と
呼
ぶ
障
害
者
や
、
女
性
、

非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
い
っ
た
他
者
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

デ
ィ
ド
ロ
の
政
治
観
は
、
個
性
や
多
様
性
の
価
値
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
を
生
ん
だ
十
九
世
紀
に
先
立
っ
て
多
様
性
を
発
見
、
擁
護

し
た
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
他
者
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

へ
の
視
線
を
持
つ
彼
の
思
想
が
、
社
会
的
分
断
や
排
除
を
克
服
で
き
な
い

現
代
社
会
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
点
も
強
調
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
る
「
多
様
性
」
の
発
見
は
、
ル
ソ
ー
に
よ

る
「
一
体
性
」
の
強
調
と
対
照
し
て
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
は
、
一

方
の
デ
ィ
ド
ロ
の
「
多
様
性
」
概
念
と
他
方
の
ル
ソ
ー
の
「
一
体
性
」
概

念
と
を
対
抗
軸
、
対
立
軸
と
し
て
用
い
て
、
十
八
世
紀
の
思
想
世
界
を
再

考
し
よ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
政

治
体
の
一
体
性
を
強
調
す
る
ル
ソ
ー
の
思
想
を
個
人
の
多
様
性
や
差
異
を

抑
圧
、
排
除
す
る
全
体
主
義
の
思
想
の
源
流
に
位
置
づ
け
た
上
で
、
ル
ソ
ー

の
思
想
を
批
判
し
、
デ
ィ
ド
ロ
の
他
者
へ
の
視
線
を
有
す
る
多
様
性
の
思

想
の
価
値
を
称
揚
す
る
の
で
あ
る
。

　

評
者
は
、
テ
ク
ス
ト
を
丹
念
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
思
想
家
、

特
に
政
治
思
想
家
と
し
て
の
デ
ィ
ド
ロ
に
新
た
な
光
を
与
え
よ
う
と
す
る

本
書
の
試
み
の
意
義
を
評
価
す
る
し
、
デ
ィ
ド
ロ
と
ル
ソ
ー
の
二
つ
の
概

念
を
対
抗
軸
、
対
立
軸
と
す
る
方
法
そ
れ
自
体
の
有
効
性
も
認
め
る
。
た

だ
し
、
そ
れ
に
は
対
抗
軸
の
立
て
方
に
問
題
が
な
け
れ
ば
と
い
う
留
保
が

つ
く
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
留
保
を
つ
け
た
か
と
言
え
ば
、
本
書
で
採
用

さ
れ
た
対
抗
軸
の
中
身
に
は
、
一
面
性
や
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
念
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
対
抗
軸
に
歪
み
が
あ
る
な

ら
ば
、
本
書
の
試
み
の
成
果
に
も
拙
速
な
断
定
や
一
面
的
な
理
解
と
い
っ

た
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
出
て
来
は
し
ま
い
か
。
残
念
な
が
ら
、
評
者
に
は
、

本
書
に
直
ち
に
は
肯
首
し
え
な
い
断
定
性
、
一
面
性
が
見
て
取
れ
る
よ
う

に
思
え
る
。
こ
の
点
を
巡
っ
て
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
ゆ
こ
う
。

　

著
者
は
「
ル
ソ
ー
は
人
民
の
総
意
に
よ
る
政
治
社
会
を
目
指
し
た
が
、

多
様
性
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
き
、
ル
ソ
ー
の
人
民
は
、
人
々
の
多
様

性
を
前
提
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
、
ル
ソ
ー

の
解
釈
史
上
、
つ
ね
に
付
き
ま
と
っ
て
き
た
」
と
述
べ
る
。
そ
の
代
表
例

と
し
て
、
著
者
は
タ
ル
モ
ン
と
ア
レ
ン
ト
の
名
を
挙
げ
る
。
確
か
に
、
著

者
の
指
摘
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
解
釈
の
中
で
、
タ
ル
モ
ン
―

ア
レ
ン
ト
的
な

解
釈
の
系
譜
は
一
方
に
存
在
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
ま

で
は
問
題
な
い
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
思
想
を
ル
ソ
ー
の
テ
ク
ス
ト
か
ら



193　●　〈書　評〉

著
者
が
直
接
、
読
解
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
十
分
に
経
ず
に
、
直
ち
に
ア
レ
ン

ト
の
ル
ソ
ー
理
解
を
無
批
判
的
に
踏
襲
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
も
と
よ
り
、
本
書
は
デ
ィ
ド
ロ
研
究
の
書
で
あ
っ
て
、
ル
ソ
ー
研

究
の
そ
れ
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
デ
ィ
ド
ロ
と
ル
ソ
ー
の
思
想
の
布
置

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
思
想
史
研
究
の
重
要

な
テ
ー
マ
で
あ
る
し
、
本
書
の
分
析
方
法
と
し
て
、
デ
ィ
ド
ロ
と
ル
ソ
ー

の
二
つ
の
概
念
を
対
抗
軸
に
置
い
た
の
も
著
者
自
身
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

本
書
の
分
析
の
根
幹
に
置
か
れ
る
対
抗
軸
の
一
方
の
概
念
へ
の
理
解
は
、

分
析
の
成
否
を
左
右
す
る
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
と
言
え
る
だ
け
に
、
そ

の
概
念
把
握
に
は
も
っ
と
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
る

な
ら
ば
、
評
者
の
危
惧
は
ア
レ
ン
ト
・
フ
ィ
ル
タ
ー
へ
の
危
惧
で
あ
る
と

も
言
え
る
。
ア
レ
ン
ト
を
参
照
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
ア
レ
ン
ト
を
媒
介
に
し
て
ル
ソ
ー
を
理
解
す
る
前
に
、
ル

ソ
ー
自
身
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
直
接
、
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
ま
た
、
ア
レ
ン
ト
か
ら
見
る
前
に
、
デ
ィ
ド
ロ
と
ル
ソ
ー
の
テ
ク

ス
ト
を
直
接
、
対
照
し
突
き
合
わ
せ
て
検
証
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
検
証
を
通
し
て
こ
そ
、
先
入
観
か
ら
自
由
な
、
新
た

な
知
見
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
と
よ
り
、
問
題
の
責
を
著
者
一
人
に
帰
す
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
し
、

そ
れ
は
評
者
の
本
意
で
も
な
い
。
ア
レ
ン
ト
か
ら
ル
ソ
ー
を
読
解
す
る
こ

と
が
、
特
に
、
若
い
世
代
に
広
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
功
罪
の
内
、
罪
の

方
が
看
過
で
き
な
い
ま
で
に
肥
大
し
て
い
る
よ
う
に
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。

ア
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
思
想
に
対
す
る
闘
い
の
意
義
を
評
者
は
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
ア
レ
ン
ト
の
多
く
の
瑕
疵
を
伴
っ
た
一
面
的
な
ル

ソ
ー
理
解
、
ル
ソ
ー
へ
の
断
罪
が
、
無
批
判
的
に
流
布
し
て
い
る
こ
と
を

憂
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
偏
っ
た
思
想
状
況
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た

原
因
の
一
つ
は
、
ル
ソ
ー
研
究
サ
イ
ド
に
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ル

ソ
ー
研
究
者
が
ア
レ
ン
ト
の
ル
ソ
ー
理
解
の
問
題
性
を
批
判
的
に
検
証
す

る
必
要
が
あ
る
の
に
、
や
や
も
す
る
と
沈
黙
し
、
論
駁
し
て
こ
な
か
っ
た

こ
と
は
否
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
反
駁
論
を
書
い
て
い
な
い
と

い
う
点
で
は
、
評
者
も
そ
の
一
人
で
あ
る
が
、
評
者
に
は
ル
ソ
ー
の
論
理

と
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
論
理
が
不
連
続
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、「
ル
ソ
ー

＝
ジ
ャ
コ
バ
ン
＝
全
体
主
義
」
の
理
解
の
誤
り
を
明
ら
か
に
し
た
論
考
が

あ
る
。

　

さ
て
、
「
ア
レ
ン
ト
問
題
」
か
ら
、
本
書
の
重
要
概
念
で
あ
る
多
様
性
、

差
異
、
一
体
性
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
の
政
治
体

は
、
多
様
性
や
差
異
を
排
除
す
る
全
体
主
義
へ
の
危
険
を
有
し
て
い
る
と

さ
れ
る
。
が
、
ル
ソ
ー
の
政
治
体
は
、
果
た
し
て
、
差
異
を
前
提
と
し
な

い
国
家
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
ル
ソ
ー
研
究
者
で
あ
る
評
者
に
は

看
過
で
き
な
い
重
要
な
問
い
で
あ
る
し
、
著
者
が
本
書
で
試
み
て
い
る
「
十

八
世
紀
再
考
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
も
深
く
か
か
わ
る
の
で
、
書
評
の
枠
を

や
や
は
み
出
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
以
下
に
私
見
を
粗
描
し
た
い
。

　

ル
ソ
ー
理
解
を
難
し
く
し
て
い
る
問
題
の
語
に
「
共
通
利
益intérêt 

com
m

un

」
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
立
論
の
中
に
一
度
だ

け
ど
う
し
て
も
必
要
な
全
員
一
致
が
存
在
す
る
。
人
々
の
間
に
利
害
対
立

が
あ
る
か
ら
こ
そ
国
家
を
設
立
す
る
の
だ
と
ル
ソ
ー
が
語
る
、
あ
の
国
家

設
立
時
の
全
員
一
致
で
あ
る
。
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
侯
の
言
葉
を
引
き
合
い

に
出
し
な
が
ら
、
ル
ソ
ー
が
問
題
を
三
者
間
か
ら
社
会
全
体
に
押
し
広
げ
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て
捉
え
る
、
全
員
の
「
共
通
利
益
」
で
あ
る
。
こ
の
、
国
家
設
立
時
の
「
共

通
利
益
」
の
「
共
通
」
は
、
文
字
通
り
、
す
べ
て
の
人
々
の
共
有
す
る
共

通
性
を
意
味
す
る
。
で
は
、
国
家
が
設
立
さ
れ
た
後
の
「
共
通
利
益
」
は

ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
国
家
設
立
後
の
「
共

通
利
益
」
＝
一
般
意
志
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
意
志
の
共
通
性
と
捉
え
る

べ
き
で
は
な
い
。
も
し
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
、
一
般
意
志
が
謎

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
引
用
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
の

言
葉
「
あ
る
種
の
分
裂
は
国
家
を
害
す
る
の
に
た
い
し
、
他
の
種
の
そ
れ

は
国
家
に
有
益
で
あ
る
こ
と
は
、
真
実
で
あ
り
、
徒
党
な
く
し
て
維
持
さ

れ
る
分
裂
は
国
家
を
助
け
る
」
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
評
者
の

理
解
に
よ
れ
ば
、
国
家
設
立
後
も
、
人
々
が
同
化
、
同
調
す
る
ど
こ
ろ
か
、

差
異
あ
る
人
々
が
差
異
あ
る
ま
ま
で
意
志
を
表
明
し
続
け
る
こ
と
が
、
国

家
を
維
持
す
る
条
件
で
あ
る
と
ル
ソ
ー
は
考
え
て
い
る
。
ア
レ
ン
ト
の
よ

う
に
、
自
己
の
中
に
他
者
を
見
る
の
で
は
な
く
て
、
自
己
が
自
己
で
あ
り

続
け
、
個
々
人
に
は
、
他
者
に
左
右
さ
れ
ず
自
己
の
意
志
を
表
明
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
国
家
内
の
差
異
は
、
個
人
の
差
異
で
あ
っ

て
、
党
派
、
集
団
の
分
立
は
可
能
な
限
り
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

差
異
あ
る
人
々
が
集
団
化
せ
ず
、
独
立
し
た
ま
ま
で
個
人
の
意
志
を
表
明

す
る
こ
と
が
一
般
意
志
創
出
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
差
異
あ

る
人
々
の
人
民
集
会
で
の
表
決
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
反
対
票
を
伴
う

が
ゆ
え
に
、
全
員
一
致
と
は
な
ら
な
い
。
全
員
に
共
通
す
る
利
益
（
共
通
性
）

は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。
あ
る
の
は
、
政
府
提
出
法
案
に
対
す
る
個

別
意
志
か
ら
過
不
足
を
相
殺
し
た
後
に
残
る
（
見
出
さ
れ
る
）
共
同
性
＝

一
般
意
志
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う
言
い
換
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
国
家
設
立
時
の
共
通
利
益
（
全
員
一
致
）
は
、こ
う
し
た
一
般
意
志
（
法
）

の
作
り
出
し
方
へ
の
合
意
で
あ
る
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
ル
ソ
ー
の
政
治
体
は

「
差
異
と
共
同
」
の
国
家
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
本
書
の
最
大
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
多
様
性
で
あ
る
か
ら
、
評
者

の
考
え
る
多
様
性
と
差
異
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
も
一
言
述
べ
て
お
き
た

い
。
評
者
は
ル
ソ
ー
の
国
家
に
あ
る
も
の
を
、
差
異
と
言
っ
て
多
様
性
と

は
言
わ
な
か
っ
た
。
多
様
性
は
個
人
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
集
団
に
も
用

い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
団
で
は
な
く
個
人
の
相
違
、

差
異
を
重
視
す
る
多
元
論
者
な
ら
ざ
る
ル
ソ
ー
に
は
、
多
様
性
で
は
な
く
、

差
異
の
概
念
を
用
い
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
る
。

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
問
題
に
向
き
合
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
、
評
者

の
著
者
に
対
す
る
希
望
、
期
待
で
あ
る
。
確
か
に
、こ
れ
は
論
争
的
な
テ
ー

マ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
の
よ
う
な
若
い
世
代
の
研
究
者
に
こ
そ
、

こ
う
し
た
問
い
に
向
き
合
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
通
説
に
沿
う

の
で
あ
っ
て
も
、
著
者
な
り
の
検
証
を
経
た
上
で
の
選
び
取
り
が
必
要
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
ィ
ド
ロ
の
懐
疑
の
精
神
を
、
研
究
の
さ
ら
な
る
深

化
、
進
展
の
た
め
に
、
通
説
や
多
数
説
に
対
し
て
も
発
揮
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 

（
な
る
こ
・
ひ
ろ
こ
／
政
治
思
想
史
・
政
治
理
論
）
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書
評　

『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
』

（
星
野
彰
男
著
、
関
東
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

渡
辺
恵
一

　

著
者
は
、
二
〇
〇
二
年
に
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
―
―
付
加

価
値
論
と
「
見
え
ざ
る
手
」
』
（
関
東
学
院
大
学
出
版
会
）
と
い
う
労
作
を
上

梓
し
た
。
こ
の
著
作
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
で

あ
っ
た
の
は
、
ス
ミ
ス
の
投
下
労
働
価
値
説
が
、
『
国
富
論
』
体
系
全
体

に
お
い
て
堅
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
理
論
的
か
つ
系
統
的
に
論
じ
た
初

め
て
の
研
究
書
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
著
に
寄
せ
ら
れ
た
批
評
へ

の
「
応
答
を
通
し
て
、
同
じ
主
題
の
さ
ら
な
る
掘
り
下
げ
と
展
開
を
試
み

た
も
の
」
（
「
ま
え
が
き
」
）
が
、
本
書
で
あ
る
。
『
国
富
論
』
研
究
の
現
代

的
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
比
較
的
短
い
「
序
論
」
を
除
く
と
、
本
書
は
、

前
著
の
主
要
論
点
を
さ
ら
に
敷
衍
し
た
「
理
論
的
な
部
分
」
（
第
一
章
―
第

五
章
）
と
、
寄
せ
ら
れ
た
批
評
に
直
接
応
答
し
た
「
論
争
的
部
分
」
（
第
六

―
第
九
章
）
、
そ
し
て
三
編
の
補
論
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

前
著
と
同
様
に
、
本
書
で
も
著
者
は
、
「
同
じ
テ
ー
マ
を
角
度
を
変
え

て
繰
り
返
し
論
じ
て
い
る
」
の
で
、
本
書
の
構
成
を
忠
実
に
辿
る
こ
と
は

せ
ず
、
そ
の
要
点
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
章
は
、
著
者
の
主
張
を
概
説
的
に
論
じ
た
箇
所
で
あ
る
。
第
一
章

と
そ
の
第
一
節
も
、
と
も
に
「
『
国
富
論
』
の
基
本
命
題
」
と
い
う
同
じ

タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
い
う
「
基
本
命
題
」
と
は
な
に

か
に
つ
い
て
、
当
該
箇
所
で
は
具
体
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
前
段
の
「
は
し
が
き
」
と
「
序
論
」
を
参
照
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
経

済
学
は
、「
分
業
→
労
働
生
産
力
（
才
能
）
改
良
に
よ
る
内
生
的
成
長
論
」

を
基
軸
と
す
る
「
付
加
価
値
」
増
加
論
と
し
て
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
、
こ
れ
が
著
者
の
い
う
「
『
国
富
論
』
の
基
本
命
題
」
で
あ
る
こ

と
が
判
明
す
る
。
以
下
の
諸
章
に
お
い
て
著
者
は
、
こ
の
基
本
命
題
を
論

証
す
る
た
め
に
、
ス
ミ
ス
価
値
論
を
め
ぐ
る
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
通
説
的

解
釈
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
問
題
点
を
逐
次
批
判
し
て
ゆ
く
。
そ
の
論
旨
は

き
わ
め
て
斬
新
か
つ
明
快
で
あ
る
。
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（
一
）
分
業
論
に
お
け
る
「
富
」
と
「
価
値
」
の
混
同

　

ス
ミ
ス
は
、
『
国
富
論
』
第
二
編
第
三
章
で
、
「
そ
の
国
の
土
地
と
労
働

の
年
々
の
生
産
物
の
価
値
を
増
加
さ
せ
る
に
は
、
そ
の
国
の
生
産
的
労
働

者
の
数
を
増
や
す
か
、
す
で
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
生
産
力
を
増

大
さ
せ
る
以
外
に
方
法
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
ス
ミ
ス

は
、
雇
用
さ
れ
る
生
産
的
労
働
者
数
が
増
え
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

分
業
の
進
展
に
よ
っ
て
労
働
者
一
人
当
た
り
の
労
働
生
産
性
が
上
昇
す
る

場
合
に
も
ま
た
、
一
定
数
（
同
数
）
の
労
働
者
が
付
加
す
る
総
生
産
物
の

価
値
は
増
加
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
付
加
価
値
増
加
論

は
、
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
分
業
に
お
け
る
「
『
熟
練
、
技
倆
、
判
断
力
』
と

い
う
労
働
能
力
（
「
才
能
」
）
の
改
良
」
（
七
頁
）
問
題
と
し
て
明
確
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
の
労
働
生
産
性
を
一
定
と
想

定
す
る
リ
カ
ー
ド
ウ
や
そ
れ
を
継
承
し
た
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
自
身
が

分
業
論
に
お
い
て
「
富
」
と
「
価
値
」
を
混
同
（
同
一
視
）
し
て
い
る
も

の
と
誤
解
し
、
ス
ミ
ス
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
ス

ミ
ス
自
身
は
、
分
業
の
進
展
に
よ
っ
て
個
別
商
品
価
値
（
価
格
）
は
低
下

す
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
、
「
そ
の
［
商
品
価
値
の
］
低
下
率
を
上
回
る
率

で
商
品
総
量
が
増
加
す
る
」
（
一
四
三
頁
）
と
想
定
し
て
い
る
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

（
二
）
資
本
制
社
会
分
析
に
お
け
る
投
下
労
働
価
値
説
の
放
棄

　

分
業
の
進
展
に
伴
う
「
付
加
価
値
」
増
加
を
ス
ミ
ス
が
認
め
て
い
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
論
点
は
価
値
論
を
め
ぐ
る
ス
ミ
ス
の
議
論
に
も
影
響
が
及

ぶ
は
ず
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
価
値
論
の
「
破
綻
」
を
主
張
す
る
有
力
な
解
釈

と
し
て
、
ス
ミ
ス
は
、
商
業
社
会
（
あ
る
い
は
「
初
期
未
開
の
社
会
」
）
で

は
投
下
労
働
価
値
説
の
妥
当
性
を
主
張
し
た
が
、
資
本
制
社
会
の
分
析
で

は
そ
れ
を
放
棄
し
て
支
配
労
働
価
値
説
を
採
用
し
た
、
と
す
る
見
解
が
あ

る
。
し
か
し
著
者
は
、
ス
ミ
ス
が
付
加
価
値
生
産
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、

「
そ
の
労
働
が
投
下
さ
れ
た
対
象
の
価
値
を
増
加
さ
せ
る
」
と
か
、
「
投
下

さ
れ
た
対
象
に
価
値
を
付
加
す
る
（add to

）
労
働
」
と
い
う
よ
う
に
、

つ
ね
に
「
投
下
さ
れ
た
（bestow

ed upon

）
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
議

論
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「em

ployed

概
念
に
よ
る
労
働
費
用

論
」
（
五
二
頁
）
と
は
明
確
に
区
別
し
て
使
用
さ
れ
る
、
こ
の
投
下
労
働

＝
付
加
価
値
視
点
は
、
『
国
富
論
』
第
一
編
の
一
部
に
お
い
て
偶
然
に
認

め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
第
二
編
の
生
産
的
労
働
論
や
「
国
民
所
得
」
の

概
念
規
定
に
お
い
て
も
放
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
堅
持
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
支
配
労
働
価
値
説
の
「
存
在
理
由
」

　

ス
ミ
ス
に
お
け
る
付
加
価
値
形
成
＝
増
加
論
が
資
本
制
社
会
の
分
析
に

お
い
て
堅
持
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
投
下
労
働
価
値
説
と
支
配
労
働
価

値
説
は
「
代
替
関
係
」
（
一
〇
〇
頁
）
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
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な
関
係
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
支
配
労
働
価
値
説
を
提

起
し
た
理
由
は
、
資
本
制
社
会
や
そ
の
前
段
の
商
業
社
会
で
は
、
「
Ａ
商

品
の
生
産
者
の
投
入
労
働
量
は
、
…
…
他
者
と
し
て
の
Ｂ
商
品
の
生
産
者

の
投
入
労
働
量
（
労
働
能
力
）
へ
の
交
換
量
（
支
配
量
）
に
よ
っ
て
客
観
的

に
測
定
で
き
る
」
（
四
五
頁
）
と
い
う
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
利
潤

や
地
代
が
生
じ
る
資
本
制
社
会
の
「
個
別
商
品
価
値
の
規
定
に
当
た
っ
て

は
、
投
下
労
働
量
と
支
配
労
働
量
と
は
め
っ
た
に
比
例
し
な
い
か
ら
、
利

潤
や
地
代
の
分
配
量
は
、
支
配
労
働
量
に
よ
っ
て
測
る
他
は
な
い
」
（
九

五
頁
）
の
だ
が
、
そ
れ
は
投
下
労
働
価
値
説
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
は
こ
う
し
た
投
下
労
働
量
と
支

配
労
働
量
の
不
一
致
が
生
じ
る
と
は
い
え
、
例
え
ば
国
民
所
得
概
念
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
「
マ
ク
ロ
的
に
は
、
投
下
労
働
に
よ
る
付
加

価
値
と
支
配
労
働
価
値
と
は
、
本
来
、
一
致
す
る
」
と
前
提
し
て
議
論
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
九
五
―
九
六
、
一
六
五
頁
）
。

（
四
）「
生
産
的
労
働
」
規
定
の
二
重
性

　

『
国
富
論
』
第
二
編
第
三
章
の
生
産
的
労
働
論
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、

第
一
規
定
で
「
利
潤
を
生
み
だ
す
労
働
」
と
い
う
正
し
い
定
義
を
与
え
て

い
る
の
に
、
第
二
規
定
で
は
「
商
品
に
固
定
さ
れ
実
現
さ
れ
る
」
労
働
と

い
う
、
第
一
規
定
と
は
相
容
れ
な
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
、
と
批
判
し

た
。
内
田
義
彦
（
『
経
済
学
の
生
誕
』
）
は
、
第
二
規
定
に
は
「
剰
余
価
値

認
識
が
含
ま
れ
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
生

産
的
労
働
論
の
二
重
性
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

こ
の
内
田
解
釈
に
も
問
題
が
あ
る
と
い
う
。
第
一
規
定
は
、
通
説
に
従
っ

て
「
付
加
価
値
視
点
」
の
投
下
労
働
規
定
と
理
解
し
て
よ
い
が
、
サ
ー
ビ

ス
労
働
と
対
比
さ
れ
る
第
二
規
定
に
つ
い
て
著
者
は
、
「
労
働
能
力
の
価

値
＝
賃
金
価
値
部
分
」
の
み
に
限
定
し
た
議
論
だ
と
す
る
、
新
解
釈
を
提

起
し
て
い
る
（
一
五
三
―
五
五
、
一
七
七
―
八
七
頁
）
。

（
五
）
農
業
投
資
の
有
利
性
命
題
（
地
代
の
源
泉
問
題
）

　

『
国
富
論
』
第
二
編
第
五
章
の
資
本
用
途
論
に
お
い
て
ス
ミ
ス
は
、
農

業
と
製
造
業
で
「
等
量
の
生
産
的
労
働
」
が
雇
用
さ
れ
る
場
合
で
さ
え
、

農
業
資
本
は
そ
れ
と
等
量
の
製
造
業
資
本
と
比
べ
て
「
地
代
」
の
価
値
分

だ
け
、
よ
り
多
く
の
価
値
を
再
生
産
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
農
業
投

資
の
有
利
性
命
題
は
、
人
間
労
働
だ
け
が
付
加
価
値
を
生
産
す
る
と
い
う
、

投
下
労
働
価
値
説
の
原
理
と
矛
盾
す
る
見
解
で
あ
る
か
ら
、
ス
ミ
ス
価
値

論
の
破
綻
を
決
定
づ
け
る
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
、
こ
の
確
固
た

る
学
界
の
定
説
的
解
釈
に
た
い
し
て
も
異
論
を
提
起
す
る
。
そ
の
際
、
著

者
が
注
目
す
る
の
は
、
商
業
資
本
の
議
論
に
お
け
る
「
付
加
価
値
生
産
論
」

（
価
値
タ
ー
ム
）
と
「
付
加
価
値
分
配
論
」（
価
格
タ
ー
ム
）
と
の
区
別
で
あ
る
。

商
業
資
本
は
、
製
造
業
資
本
の
よ
う
に
付
加
価
値
を
直
接
生
産
す
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
製
造
業
の
付
加
価
値
形
成
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
付
加
価
値
の
一
部
が
商
業
利
潤
と
し
て
「
付
加
」
さ
れ
る
、
と
ス
ミ

ス
は
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
農
業
資
本
投
資
に
よ
っ
て

生
ま
れ
る
地
代
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
付
加
価
値
生
産
を
論
じ
た
も
の
で

は
な
く
、
販
売
価
格
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
「
付
加
価
値
分
配
論
」
と
し
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て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
一
―
七
六
、
一
五
八
―
六
三
頁
）
。
「
ス
ミ

ス
の
分
析
に
は
混
濁
や
勇
み
足
の
表
現
が
含
ま
れ
て
」
い
る
こ
と
は
事
実

だ
が
、
著
者
は
、
そ
れ
を
過
大
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
六
）「
見
え
ざ
る
手
」
と
価
値
法
則

　

投
下
労
働
価
値
説
は
、
過
去
、
「
搾
取
論
と
し
て
の
資
本
主
義
批
判
→

社
会
主
義
の
理
論
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
」
（
一
二
五
頁
）
。
市
場

理
論
や
自
由
貿
易
論
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ス
ミ
ス
の
「
見

え
ざ
る
手
」
は
、
こ
う
し
た
経
緯
が
あ
っ
て
こ
れ
ま
で
価
値
法
則
視
点
と

切
断
さ
れ
た
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
の
『
国
富

論
』
は
、
「
単
な
る
規
制
撤
廃
→
自
由
放
任
」
論
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

価
値
法
則
視
点
に
裏
打
ち
さ
れ
た
重
商
主
義
批
判
の
書
と
し
て
読
ま
れ
る

べ
き
で
あ
る
（
一
四
―
一
六
、
一
三
一
頁
）
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
「
『
見

え
ざ
る
手
』
を
自
由
放
任
＝
市
場
万
能
論
の
経
典
の
よ
う
に
見
な
し
さ
え

し
た
」
（
四
頁
）
現
代
経
済
学
の
問
題
点
も
明
ら
か
さ
れ
る
、
と
著
者
は

指
摘
す
る
。

　

本
書
全
体
の
論
旨
は
、
お
よ
そ
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
論
旨
は
前

著
と
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
寄
せ
ら
れ
た
批
評
へ
の
的
確
な
応

答
を
通
し
て
、
本
書
に
お
け
る
論
証
は
よ
り
具
体
的
か
つ
詳
細
に
わ
た
り
、

そ
の
面
で
説
得
力
が
増
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
な

お
検
討
す
べ
き
問
題
も
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
著
者
は
、

分
業
の
進
展
に
よ
る
作
業
の
単
純
化
が
個
別
労
働
者
の
「
労
働
能
力
（
「
才

能
」
）
」
を
改
善
し
、
そ
れ
が
付
加
価
値
を
増
加
さ
せ
る
原
因
と
な
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
新
解
釈
は
き
わ
め
て
斬
新
で
あ
り
、
評
価
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
の
分
業
論
に
は
、
著
者
の
議
論
と
並
行
し
て
、

作
業
の
単
純
化
→
労
働
強
化
（
例
え
ば
「
時
間
の
節
約
」
＝
労
働
時
間
の
実

質
的
延
長
）
に
よ
る
付
加
価
値
増
加
論
も
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

第
二
に
、
ド
イ
ツ
語
のA

rbeit

に
あ
る
「
労
働
対
象
化
」
の
含
意
が
英

語
のlabour

に
は
な
い
（
一
七
八
―
七
九
頁
）
、
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

用
語
の
解
説
と
し
て
は
そ
の
通
り
だ
が
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス

の
労
働
概
念
は
「
結
果
的
に
は
、
対
象
化
の
見
方
と
同
じ
こ
と
に
な
る
」

（
一
二
一
頁
）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
労
働
能
力
の
価
値
が
商
品
形
態

の
中
に
再
現
す
る
」
（
同
上
）
こ
と
と
「
労
働
対
象
化
」
と
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
こ
の
点
に
関
す
る
説
明
は
い
さ
さ
か
不
明
瞭
と

思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
『
国
富
論
』
第
四
編
第
九
章
の
ケ
ネ
ー
批
判
の
箇

所
に
つ
い
て
、
通
説
を
批
判
す
る
著
者
は
、
「
三
人
の
子
供
を
め
ぐ
る
」

議
論
は
「
ス
ミ
ス
自
身
の
観
点
で
は
な
く
、
ケ
ネ
ー
固
有
の
観
点
を
示
す

も
の
」
（
一
六
七
頁
、
な
お
一
八
二
―
八
六
頁
も
参
照
）
だ
と
す
る
新
解
釈
を

提
起
し
て
い
る
。
だ
が
、
当
該
箇
所
は
、
「
職
人
と
製
造
業
者
と
商
人
の

階
級
を
ま
っ
た
く
不
妊
的
で
不
生
産
的
だ
と
し
て
い
る
」
ケ
ネ
ー
の
学
説

の
「
主
要
な
誤
り
」
を
、
根
拠
を
あ
げ
て
批
判
し
て
い
る
記
述
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
の
主
張
は
、
地
代
（
三
人
目
の
子
供
）
を
生
ま
な
い
農
業
部
門
以

外
の
労
働
も
、
賃
金
だ
け
で
あ
れ
利
潤
（
二
人
目
の
子
供
）
を
含
む
場
合

で
あ
れ
、
付
加
価
値
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
産
的
労
働
と
呼
ぶ

べ
き
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
農
業
で
も
製
造
業
で
も
「
既
存
価
値
を
上
回

る
付
加
価
値
形
成
」
は
、
付
加
価
値
か
ら
派
生
す
る
所
得
の
節
約
→
蓄
積
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に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
農
業
労
働

だ
け
が
「
地
代
」
（
三
人
目
の
子
供
）
を
生
む
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
が
最
後

に
直
面
し
た
ス
ミ
ス
の
課
題
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
自
身
は
ケ
ネ
ー
が
提
起
し

た
農
業
投
資
の
有
利
性
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
当

該
箇
所
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
（
一
六
八
頁
）
を
、
著
者
が

論
じ
る
よ
う
に
、
「
付
加
価
値
論
と
し
て
の
利
潤
価
値
部
分
は
三
人
目
の

子
に
相
当
す
る
」
（
一
六
九
頁
）
と
解
釈
し
て
し
ま
う
と
、
通
説
と
同
じ
く
、

ケ
ネ
ー
の
学
説
を
乗
り
越
え
る
地
代
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
と
い
う
、

ス
ミ
ス
が
直
面
し
た
地
代
論
の
課
題
そ
の
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
れ
と
関
連
し
て
評
者
は
、
前
著
へ
の

拙
評
（
本
書
一
三
二
頁
、
注
（
4
）
参
照
）
に
お
い
て
、
農
業
投
資
の
有
利

性
命
題
（
地
代
の
源
泉
問
題
）
は
、
基
本
的
に
農
工
部
門
間
の
「
付
加
価

値
分
配
論
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
、
著
者
が
（
農

業
部
門
間
の
）
土
地
生
産
性
の
差
異
に
基
づ
く
差
額
地
代
の
問
題
と
し
て

の
み
考
察
し
て
い
る
こ
と
に
異
論
を
提
起
し
た
。
私
信
と
本
書
に
お
い
て

丁
重
な
る
回
答
を
頂
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
一
一
八
―
一
九
頁
）
、
評
者

の
上
記
の
疑
問
は
依
然
と
し
て
解
消
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

以
上
、
四
点
を
疑
問
と
し
て
提
起
し
た
が
、
前
著
と
同
様
、
本
書
で
提

起
さ
れ
た
「
『
国
富
論
』
の
基
本
命
題
」
に
つ
い
て
基
本
的
に
同
意
す
る

評
者
の
立
場
に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
を
、
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。

 

（
わ
た
な
べ
・
け
い
い
ち
／
経
済
学
史
・
経
済
思
想
史
）

　

書
評　

『
ア
ダ
ム
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
国
家
と 

 
 

市
民
社
会
―
―
共
和
主
義
・
愛
国
心
・
保
守
主
義

』

（
青
木
裕
子
著
、
勁
草
書
房
、
二
○
一
○
年
）

篠
原 

久

　

わ
が
国
で
最
初
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
（
全
著
作
を
対
象
と
し
た
）
本
格
的

な
研
究
書
が
天
羽
康
夫
氏
に
よ
っ
て
『
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
啓
蒙
』
（
勁
草
書
房
）
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
九
三
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
初
期
の
『
説
教
』
、
四
つ
の
小
冊
子
（
二
種
類
の
『
民
兵
論
』
、『
演

劇
論
』
『
プ
ラ
イ
ス
論
』
）
、
主
著
の
『
市
民
社
会
史
論
』
、
三
種
類
の
講
義
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録
（
『
ニ
ュ
ー
マ
テ
ィ
ク
ス
分
析
』
、『
道
徳
哲
学
綱
要
』
、『
道
徳
政
治
科
学
原
理
』
）
、

お
よ
び
ロ
ー
マ
史
論
（
『
ロ
ー
マ
共
和
国
盛
衰
史
』
）
だ
け
で
な
く
、
エ
デ
ィ

ン
バ
ラ
大
学
所
蔵
の
草
稿
「
論
説
集
」
を
も
取
り
あ
げ
て
、
フ
ァ
ー
ガ
ス

ン
の
「
思
想
と
行
動
」
の
全
体
像
を
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
」
を
背
景

に
論
じ
た
天
羽
氏
の
業
績
は
、
そ
の
巻
末
の
詳
細
な
「
文
献
目
録
」
と
相

俟
っ
て
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
論
と
し
て
は
他
の
研
究
者
の
追
随
を
容
易
に
許

さ
な
い
感
が
あ
り
、
三
年
後
に
発
表
さ
れ
た
三
二
編
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
草

稿
「
論
説
集
」
の
転
写
刊
行
（A

dam
 Ferguson, C

ollection of E
ssays, 

edited w
ith an introduction by Yasuo A

m
oh, R

insen B
ook C

o., 1996

）

に
よ
っ
て
、
海
外
の
研
究
者
か
ら
も
そ
の
貢
献
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

十
七
年
後
に
同
じ
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
今
回
の
青
木
裕
子
氏
の

「
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
論
」
は
、
天
羽
氏
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
な
素
材
を
扱
い
、

同
様
な
テ
ー
マ
（
思
想
と
行
動
）
を
扱
う
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
工
夫

が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
読
者
の
率
直
な
関
心
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
著
者
の
次
の
表
明
の

な
か
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
掘
り
起
こ
さ
れ
、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
何
故
だ
ろ
う
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
［
第
一
に
］
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
啓
蒙
研
究
の
更
な
る
拡
大
と
深
化
、
［
第
二
に
］
一
九
九
○
年
代
以

降
の
市
民
社
会
と
国
家
に
対
す
る
関
心
の
多
様
な
拡
が
り
、［
第
三
に
］

思
想
史
に
お
け
る
共
和
主
義
（republicanism

）
の
系
譜
に
対
す
る
関

心
の
高
ま
り
、
あ
る
い
は
個
人
主
義
的
自
由
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し

て
の
古
典
的
共
和
主
義
へ
の
関
心
の
高
ま
り
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
な
に
よ
り
も
『
市
民
社
会
論
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
と
呼
び
得
る

状
況
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
よ
り
多
く
の
研
究

者
が
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
想
家
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
市
民
社
会
』
に
つ
い
て
論
じ
る
書
物
は
、
ほ
と
ん
ど
必
ず
と
言
っ
て

よ
い
ほ
ど
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
に
言
及
し
て
い
る
。

　

市
民
社
会
論
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
冷
戦
体
制
下
の
社
会
主
義
側
の

東
欧
諸
国
の
人
々
が
政
府
の
圧
制
、
権
威
主
義
的
な
権
力
支
配
に
抗
議

す
る
た
め
に
、
国
家
の
統
制
や
介
入
か
ら
自
由
な
活
動
領
域
と
し
て
の

『
市
民
社
会
』
を
求
め
て
活
動
し
、
最
終
的
に
自
由
を
勝
ち
取
っ
た
こ

と
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
に
お
い
て
も
学
問
に
お
い
て
も
世
界
中
で
『
市
民

社
会
』
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
『
市
民
社
会
』

と
い
う
も
の
に
熱
い
注
目
と
期
待
が
集
ま
っ
た
結
果
生
じ
た
も
の
で

あ
る
」
（
二
二
～
二
三
頁
）
。

　

天
羽
氏
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
研
究
後
の
新
た
な
観
点
も
し
く
は
論
点
と
し

て
、
著
者
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙

研
究
の
進
展
と
深
化
」
、
「
市
民
社
会
論
の
ル
ネ
サ
ン
ス
」
、
お
よ
び
「
古

典
的
共
和
主
義
へ
の
関
心
の
高
ま
り
」
の
三
点
で
あ
り
、
第
二
論
点
は
「
現

代
市
民
社
会
論
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
、
今
回
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
研
究

と
し
て
の
本
書
で
は
、
こ
の
第
二
論
点
と
の
関
連
で
主
著
の
『
市
民
社
会

史
論
』
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
構
成
は
、
「
は
じ
め
に
」
、
「
総
括
」
、
お
よ
び
「
序
章
」
の
三
部

分
を
内
容
的
に
「
章
」
扱
い
に
す
れ
ば
、
全
体
で
以
下
の
よ
う
な
「
九
つ

の
章
別
構
成
」
と
な
っ
て
い
る
。
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［
一
］
は
じ
め
に
：
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と
現
代
市
民
社
会
論

［
二
］
序
章
：
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
派
教
会
に
お
け
る
穏
健
派
の
台

頭
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
へ

［
三
］
第
一
章　

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
歴
史
編
纂
と
社
会
契
約
論
の
否
定
：

「
未
開
人
の
徳
」
の
意
義

［
四
］
第
二
章　

現
代
文
明
社
会
：
未
開
社
会
か
ら
何
が
「
進
歩
」
し

て
き
た
か

［
五
］
第
三
章　

近
代
文
明
社
会
の
危
機

［
六
］
第
四
章　

「
多
数
に
よ
る
専
制
」
と
自
由
の
限
界

［
七
］
第
五
章　

活
動
的
精
神
と
対
立
の
重
要
性

［
八
］
第
六
章　

ア
メ
リ
カ
独
立
問
題
に
見
る
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
政
治

的
保
守
主
義

［
九
］
総
括
：
政
治
社
会
と
商
業
社
会
を
つ
な
ぐ
も
の

　

冒
頭
の
「
は
じ
め
に
」
と
末
尾
の
「
総
括
」
に
お
い
て
、
古
典
的
共
和

主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
現
代
市
民
社
会
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
絡
み
合
い

に
言
及
さ
れ
、
本
書
の
主
題
と
し
て
の
「
国
家
と
市
民
社
会
」
と
の
関
連

で
、
一
九
九
○
年
代
以
降
の
（
東
欧
社
会
主
義
政
権
の
崩
壊
に
連
な
る
）「
国

家
を
批
判
し
［
そ
れ
に
］
抵
抗
す
る
た
め
の
旗
印
」
と
し
て
の
「
市
民
社
会
」

論
［
二
四
頁
］
に
関
す
る
多
量
で
多
様
な
文
献
が
紹
介
さ
れ
、
今
回
の
著

者
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
研
究
の
視
点
が
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
多
様
な
「
現
代
市
民
社
会
論
」
に
関
す
る
巻
末
の
文
献
は
、
そ
の
タ

イ
ト
ル
を
調
べ
て
み
る
だ
け
で
も
、
「
ほ
と
ん
ど
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ

ど
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
に
言
及
し
て
い
る
」
と
い
う
著
者
の
コ
メ
ン
ト
が
確
認

し
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

「
序
章
」
で
は
、
上
記
第
一
論
点
と
の
関
係
で
「
ス
コ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙

の
担
い
手
と
し
て
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
穏
健
派
」
の
特
徴
が
論
じ
ら

れ
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
、
そ
の
後
の
「
本
論
」
部
分
で
あ
る
第
一

章
か
ら
第
六
章
で
、
主
著
の
『
市
民
社
会
史
論
』
（
お
よ
び
小
冊
子
と
講
義

録
等
の
他
の
著
作
）
に
則
り
な
が
ら
、
本
書
の
副
題
と
な
っ
て
い
る
「
共

和
主
義
」
、
「
愛
国
心
」
、
お
よ
び
「
保
守
主
義
」
と
の
関
連
で
、
フ
ァ
ー

ガ
ス
ン
の
「
市
民
社
会
」
概
念
の
多
義
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
「
多
義
性
」
に
関
し
て
は
、
本
書
冒
頭
の
「
は
じ
め
に
」
と
「
総
括
」

で
の
著
者
に
よ
る
整
理
が
必
ず
し
も
厳
密
に
一
致
し
て
い
な
い
よ
う
に
も

み
え
る
が
、
「
専
制
社
会
」
の
対
概
念
と
し
て
の
「
政
治
社
会
」
、
「
未
開
・

野
蛮
社
会
」
の
対
概
念
と
し
て
の
「
文
明
社
会
」
、
お
よ
び
「
人
類
と
共

に
常
に
あ
っ
た
」
包
括
的
社
会
と
し
て
の
「
共
同
体
」
と
い
う
「
総
括
」

で
の
（
三
種
類
の
社
会
概
念
と
し
て
の
）
整
理
が
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
三
の
社
会
概
念
に
関
し
て
、
著
者
は
フ
ー
コ
ー
に
よ

る
整
理
（
「
歴
史
的
か
つ
自
然
的
な
不
変
項
と
し
て
の
市
民
社
会
」
『
生
政
治
の

誕
生
―
―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
』
末
尾
）
（
三
一
、
二
一
八
頁
）

か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
知
識
人
の
共
通
の
特
徴
で
あ
る
「
歴
史
へ
の
関

心
」
を
反
映
し
て
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
提
示
し
た
歴
史
発
展
段
階
説
は
、
他

の
論
者
に
み
ら
れ
る
典
型
的
な
「
四
段
階
説
」
と
は
若
干
趣
を
異
に
し
た

も
の
で
、
著
者
は
こ
れ
を
「
未
開
社
会
（
野
生
社
会
→
前
期
野
蛮
社
会
→
後

期
野
蛮
社
会
）
→
文
明
社
会
（
古
代
文
明
社
会
→
近
代
文
明
社
会
）
」
と
い
う

図
式
に
整
理
し
、
未
開
と
文
明
の
「
決
定
的
な
分
岐
点
」
を
「
法
と
制
度

に
基
づ
い
て
、
人
々
の
財
産
や
安
全
を
保
障
す
る
統
治
の
有
無
」
に
求
め
、
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平
等
な
野
生
社
会
か
ら
、
専
制
的
な
後
期
野
蛮
社
会
へ
の
変
遷
を
一
種
の

「
腐
敗
」
、
す
な
わ
ち
「
次
の
段
階
で
あ
る
古
代
文
明
社
会
に
お
い
て
共
和

制
が
成
立
す
る
た
め
の
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
腐
敗
」
と
し
て
捉
え
て

い
る
（
八
五
～
八
六
頁
）
。
第
一
章
で
は
、こ
の
種
の
「
歴
史
把
握
の
方
法
論
」

に
言
及
さ
れ
た
あ
と
、
「
未
開
人
の
活
力
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
こ
れ

が
「
歴
史
貫
通
的
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
」
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
期
待
し
た

次
第
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
活
力
」
重
視
の
観
点
は
、
第
五
章
（
「
活

動
的
精
神
と
対
立
の
重
要
性
」
）
で
集
中
的
に
展
開
さ
れ
、
「
ア
レ
テ
ー
」
か

ら
「
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
」
（
優
秀
性
、
男
ら
し
さ
）
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
フ
ァ
ー

ガ
ス
ン
独
自
の
「business

」
観
（
反
営
利
活
動
と
し
て
のbusy

で
あ
る
こ

と
）
が
吟
味
さ
れ
、
「
男
ら
し
い
ふ
る
ま
い
」
（play

［ing

］ the m
an

）
に

伴
う
「
対
立
、
分
離
、
拮
抗
、
競
争
、
戦
争
」
等
が
、「
結
合
や
協
調
と
ま
っ

た
く
同
じ
程
度
に
人
間
本
性
の
一
部
」
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
「
市
民

的
＝
政
治
的
徳
」
で
あ
る
「
愛
国
心
」
と
し
て
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
一
七
四
～
一
七
七
、
一
八
三
頁
）
。

　

本
書
の
第
二
章
か
ら
第
四
章
は
、「
近
代
文
明
社
会
」
の
「
長
所
と
短
所
」

を
考
察
し
た
も
の
で
、
第
二
章
は
ま
ず
「
近
代
」
文
明
社
会
、
す
な
わ
ち

「
商
業
社
会
」
の
肯
定
的
な
側
面
の
考
察
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
と
り
わ
け
、
「
社
会
全
体
に
対
す
る
利
己
心
の
積
極
的
作
用
」
と
「
意

図
せ
ざ
る
結
果
」
の
思
考
枠
組
み
の
一
要
素
と
し
て
の
「
経
済
的
自
由
主

義
」
と
が
強
調
さ
れ
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
思
想
に
お
け
る
「
ス
ミ
ス
や
ヒ
ュ
ー

ム
と
の
共
有
」
点
が
指
摘
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
束
縛
の
な
い
未
開
人

の
自
由
［freedom

］
と
、
法
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
て
い
る
文
明
人
の
自

由
［liberty

］
」
と
が
対
比
さ
れ
、
の
ち
の
『
プ
ラ
イ
ス
へ
の
反
論
』
の
素

材
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
一
○
三
、
一
二
一
～
一
二
五
頁
）
。
こ
れ
に
対
し

て
第
三
章
と
第
四
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
古
典
的
共
和
主
義
」
と
「
民
主
制

へ
の
不
信
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
近
代
文
明
社
会
の
否
定
的
側
面
を
取
り

あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
「
善
き
生
は
経
済
発
展
次
第
で
あ
る
」
と
い
う
自

説
に
疑
問
を
持
た
な
か
っ
た
ヒ
ュ
ー
ム
に
対
し
て
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
に

と
っ
て
は
、
「
『
善
き
生
』
と
は
、
公
共
的
な
事
柄
に
積
極
的
に
関
与
す
る

『
活
動
的
な
生
活
』
を
含
む
政
治
用
語
と
し
て
規
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、
公
益
よ
り
も
私
益
を
優
先
す
る
こ
と
に
由
来
す

る
「
腐
敗
」
し
た
大
多
数
に
よ
る
「
専
制
」
以
上
に
「
圧
制
的
で
制
御
の

き
か
な
い
も
の
」
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
一
二
八
、
一
六
一
頁
）
。

　

以
上
の
第
一
章
か
ら
第
五
章
に
か
け
て
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
「
市
民
社

会
」
史
論
の
分
析
に
対
し
て
第
六
章
は
、
「
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
『
書
簡
集
』
、

『
プ
ラ
イ
ス
へ
の
反
論
』
、
「
カ
ー
ラ
イ
ル
委
員
会
報
告
書
」
、
フ
ァ
ッ
グ
に

よ
る
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
伝
記
を
主
な
手
掛
か
り
に
し
て
、
『
市
民
社
会
史

論
』
や
道
徳
哲
学
の
著
作
に
は
表
れ
て
い
な
い
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
政
治
観

を
検
討
」
し
た
も
の
で
あ
る
（
一
九
五
頁
）
。
こ
の
章
は
「
ア
メ
リ
カ
独
立

問
題
に
見
る
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
政
治
的
保
守
主
義
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
植
民
地
問
題
に
関
し
て
、
ス
ミ
ス
や
ヒ
ュ
ー

ム
と
は
対
照
的
な
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
（
そ
し
て
彼
が
所
属
す
る
エ
デ
ィ
ン
バ

ラ
穏
健
派
知
識
人
集
団
の
）
思
想
が
提
示
さ
れ
、
天
羽
氏
『
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン

論
』
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
メ
ロ
ー
レ
編
の
『
ア
ダ
ム
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
書

簡
集
』
（
一
九
九
五
年
、
二
巻
本
）
が
、
と
り
わ
け
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
フ
ァ
ー

ス
ン
宛
の
も
の
が
集
中
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
（
天
羽
氏
の
場
合
に
は
、
エ

デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
所
蔵
の
書
簡
を
利
用
し
て
い
た
）
。
対
ア
メ
リ
カ
植
民
地
問
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題
に
つ
い
て
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
「
高
圧
的
で
、
憎
悪
と
怒
り
に
満
ち
て

い
る
」
態
度
が
紹
介
さ
れ
た
あ
と
、
著
者
は
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
「
ア
メ
リ

カ
独
立
」
へ
の
批
判
の
根
拠
を
、
彼
の
「
愛
国
心
」
と
か
ら
め
て
次
の
よ

う
に
本
章
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

「
名
誉
革
命
体
制
に
よ
り
『
国
王
の
い
る
共
和
国
』
と
し
て
立
憲
君

主
制
を
実
現
し
、
議
会
制
民
主
主
義
が
定
着
し
、
経
済
的
に
発
展
し
た

グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
は
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
描
く
近
代
文
明
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
。
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
は
素
晴
ら
し
い
。
だ
か
ら
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
も
進
ん
で
そ
の
一
部
に
な
っ
て
発
展
し
て
い
る
と
考
え
な

け
れ
ば
、
合
邦
の
意
味
は
な
く
な
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
単
な
る
敗

者
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
は
偉
大

な
国
家
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン

が
ブ
リ
テ
ン
政
府
を
支
持
す
る
保
守
派
で
あ
っ
た
所
以
は
そ
こ
に
あ

る
。
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
威
光
を
守
る
こ
と
に
固
執
し
、
ア
メ
リ

カ
独
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
と
合
邦
し
て
独
立
を
失
っ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
と
し
て
の
思

い
が
強
く
作
用
し
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
」
（
二
一
五
頁
）
。

　

天
羽
氏
の
体
系
的
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
受
け
継
ぐ
本
書
は
、
そ
の
接
近
方
法

に
独
自
の
工
夫
を
こ
ら
し
、
「
現
代
市
民
社
会
論
」
の
諸
文
献
を
網
羅
的

に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
像
と
そ
の
「
思

想
と
行
動
」
を
提
供
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
本
書

「
全
九
章
」
の
う
ち
で
、
最
も
座
り
心
地
の
悪
い
の
が
二
つ
目
の
章
と
し

て
の
「
序
章
」
で
あ
ろ
う
。
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
思
想
を
論
じ
る
背
景
と
し
て
、

「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
派
教
会
の
歴
史
」を
ふ
ま
え
て
「
穏
健
派
の
台
頭
」

に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
「
穏
健
派
知
識
人
」
を
論
じ
た
最
重
要
文
献
と

し
て
の
シ
ャ
ー
の
『
教
会
と
大
学
』
（
一
九
八
五
年
）
が
十
分
に
消
化
紹
介

さ
れ
ず
、
逆
に
福
音
派
寄
り
の
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け

る
教
会
と
国
家
』
（
原
書
刊
行
は
一
八
九
一
年
）
が
無
批
判
の
ま
ま
多
用
さ

れ
て
い
る
。
ま
た 

「
福
音
派
」
も
し
く
は
「
民
衆
派
」
に
関
し
て
も
、
通

説
と
は
異
な
る
新
た
な
観
点
か
ら
の
文
献
（John R

. M
cIntosh, C

hurch 

and T
heology in E

nlightenm
ent Scotland: T

he Popular Party, 1740-1800, 

1998

）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
へ
の
よ
り
一
層
の
目
配
り

が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

（
し
の
は
ら
・
ひ
さ
し
／
社
会
思
想
史
）
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書
評　

『
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
と
「
有
用
な
科
学
」 

 
 

―
―
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
の
夢
か
ら
コ
ン
ド
ル
セ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
―
―

』

（
隠
岐
さ
や
香
著
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）

川
島
慶
子

　

本
書
を
読
み
な
が
ら
、
評
者
は
フ
ラ
ン
ス
留
学
時
の
或
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
強
烈
に
思
い
出
し
た
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
二
百
年
記
念
の
こ
ろ
、

つ
ま
り
一
九
八
九
年
前
後
の
話
だ
が
、
当
時
こ
の
国
で
は
「
大
学
教
育
は

い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
、
と
い
う
議
論
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま

り
ア
メ
リ
カ
風
の
大
学
の
大
衆
化
と
い
う
現
象
の
前
に
、
象
牙
の
塔
は
こ

の
ま
ま
で
い
い
の
か
、
も
っ
と
実
生
活
に
「
役
に
立
つ
」
こ
と
を
教
え
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
世
論
が
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
日
本
で

も
同
様
で
、
二
十
一
世
紀
初
頭
の
昨
今
は
大
学
教
員
に
と
っ
て
さ
ら
に
切

実
な
主
題
な
の
だ
が
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
の
テ
レ
ビ
で
、
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
が
こ
れ
に
つ
い
て
堂
々
た
る
正
論
を
述
べ
て
い
た
の
が
今

で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
彼
女
は
、
大
学
教
育
に
目
に
見
え
る
形
の
実
利
的

な
「
有
用
性
」
を
求
め
る
司
会
者
に
対
し
て
、「
大
学
と
は
市
民
（citoyen

）

を
育
成
す
る
場
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
た
。
つ
ま
り
大
学
、
ひ
い
て
は
学

問
の
「
有
用
性
」
は
こ
う
し
た
面
か
ら
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
実
利

面
だ
け
を
求
め
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
と
断
言
し
た
の
で
あ
る
。

　

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
と
行
動
を
共
に
し
た
経
験
も
持
つ

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
で
あ
り
、
当
時
の
ポ
ス
ト
は
、
本
書
に
も
繰
り
返

し
登
場
す
る
組
織
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
成
立
し
た
世
界
初
の
工
業
大
学

で
あ
り
、
現
在
で
も
超
エ
リ
ー
ト
校
で
あ
る
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー

ク
の
教
授
職
だ
っ
た
。
し
か
も
夫
は
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
の
法
務
大
臣
（
フ

ラ
ン
ス
に
死
刑
廃
止
を
確
立
さ
せ
た
立
役
者
）
だ
っ
た
。

　

隠
岐
さ
や
香
氏
が
本
書
で
徹
底
的
に
分
析
し
て
い
る
、
十
八
世
紀
に
お

け
る
「
科
学
の
有
用
性
」
の
問
題
は
、
あ
え
て
二
百
年
の
時
を
強
引
に
つ

な
げ
さ
せ
て
も
ら
う
な
ら
、
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
と
こ
の
司
会
者
の
対
話
に
つ

ら
な
る
話
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
じ
つ
は
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
専
門
は
啓

蒙
期
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
夫
と
共
著
で
、
本
書
の
中
心
人
物
の
ひ
と
り
で

も
あ
る
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
最
後
の
終
身
書
記
に
し
て
数
学
者
で
あ
る
コ

ン
ド
ル
セ
の
伝
記
も
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
夫
婦
と
も
に
実
践
と
理
論
の

両
方
で
活
躍
す
る
知
識
人
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
「
市
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民
を
育
成
す
る
た
め
の
大
学
」
と
い
う
主
張
の
背
後
に
は
、
単
な
る
教
養

主
義
で
は
な
く
、
現
世
に
お
け
る
人
間
の
福
祉
を
重
視
し
た
啓
蒙
の
フ
ィ

ロ
ゾ
ー
フ
達
の
思
想
が
ず
っ
し
り
と
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　

本
書
の
特
徴
は
、
と
も
す
れ
ば
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
よ
う
な
哲
学
者
や
思

想
史
研
究
者
が
見
逃
し
が
ち
な
「
科
学
」
と
い
う
主
題
と
、
反
対
に
科
学

史
研
究
者
が
つ
い
飛
ば
し
て
し
ま
う
「
経
済
や
社
会
思
想
」
と
い
う
主
題

の
両
方
を
し
っ
か
り
と
手
中
に
収
め
、
十
八
世
紀
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス

社
会
の
み
な
ら
ず
欧
米
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
パ
リ
の
王
立
科
学

ア
カ
デ
ミ
ー
（
一
六
六
六
―
一
七
九
三
年
）
の
変
遷
を
、
「
有
用
性
」
と
い

う
観
点
か
ら
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
発
言
と
本
書
の
話
が
つ
な
が
る
の
な
ら
、
科
学
が
市

民
の
育
成
に
有
用
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
く
方
も
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
ま
さ
に
そ
う
考
え
た
人
々
が
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
市

民
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
で
育
っ
た
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
十
八
世
紀

の
は
じ
め
か
ら
こ
の
概
念
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

本
書
に
よ
れ
ば
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
が
強
調
し
た
世
紀
前
半
の
科
学
の

有
用
性
は
、
い
わ
ゆ
る
技
術
的
応
用
に
加
え
、
幾
何
学
的
精
神
の
向
上
と

い
っ
た
形
而
上
学
的
側
面
、
あ
る
い
は
国
家
の
威
信
高
揚
と
い
っ
た
外
交

的
側
面
の
有
用
性
で
あ
っ
た
。
科
学
が
貢
献
し
う
る
技
術
に
つ
い
て
は
、

天
文
学
を
応
用
し
た
地
図
や
航
海
時
に
役
立
つ
時
計
の
制
作
、
機
械
学
を

応
用
し
た
船
舶
や
大
砲
の
制
作
な
ど
、
戦
争
に
よ
る
国
土
拡
大
を
図
っ
た

ル
イ
十
四
世
の
精
神
を
体
現
す
る
分
野
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
れ
が
世
紀
後

半
に
な
る
と
、
先
の
「
市
民
」
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
の
フ
ィ
ロ

ゾ
ー
フ
達
に
よ
る
公
共
性
の
理
論
に
影
響
を
受
け
て
、
流
体
力
学
を
応
用

し
た
運
河
計
画
、
生
理
学
や
化
学
を
応
用
し
た
監
獄
や
劇
場
の
衛
生
対
策

と
い
っ
た
、
国
民
の
生
活
に
直
結
す
る
分
野
へ
の
科
学
の
有
用
性
が
、
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
、
王
権
も
ま
た
、
彼
ら

を
単
な
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
以
上
の
存
在
と
し
て
重
用
す
る
傾
向
が
拡
大

し
て
ゆ
く
。

　

そ
し
て
本
書
の
一
番
の
特
徴
は
、
こ
の
啓
蒙
の
世
紀
に
は
、
こ
う
し
た

技
術
的
側
面
と
先
の
哲
学
的
側
面
、
あ
る
い
は
純
粋
科
学
と
応
用
科
学
が
、

ば
ら
ば
ら
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
豊
富
な
一
次
史
料
か
ら
鮮
明
に
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
基
礎
研
究
と
応
用
研

究
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
も
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
も
コ

ン
ド
ル
セ
も
、
自
分
た
ち
の
研
究
は
あ
ら
ゆ
る
方
向
へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く

も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。

　

ラ
ヴ
ワ
ジ
エ
に
典
型
的
だ
が
、
化
学
革
命
の
父
と
よ
ば
れ
る
こ
の
純
粋

科
学
研
究
の
英
雄
は
、
同
時
に
度
量
衡
や
都
市
衛
生
、
火
薬
製
造
の
エ
キ

ス
パ
ー
ト
だ
っ
た
。
彼
は
現
在
の
我
々
の
目
か
ら
見
る
と
、
基
礎
と
応
用

と
の
間
を
自
在
に
行
き
来
し
、
し
か
も
王
国
の
有
能
な
税
務
官
吏
、
と
い

う
ス
ー
パ
ー
マ
ン
に
見
え
る
が
、
ラ
ヴ
ワ
ジ
エ
本
人
は
そ
れ
を
啓
蒙
の
知

識
人
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い
た
。
断
じ
て
「
予
算
獲
得
の
た
め

に
」
い
や
い
や
応
用
研
究
や
公
的
事
業
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ

う
し
た
学
者
達
は
、
自
ら
の
科
学
が
多
面
的
に
国
家
に
有
用
で
あ
る
こ
と

を
自
明
の
こ
と
と
し
、
そ
れ
を
誇
り
に
し
て
い
た
。
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
に

と
っ
て
の
問
題
は
、
こ
の
「
真
実
」
を
為
政
者
や
知
識
人
た
ち
に
理
解
さ

せ
、
そ
の
能
力
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
地
位
や
報
酬
を
会
員
に
得
さ
せ
る
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こ
と
に
あ
っ
た
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
科
学
立
国
」
や
「
学
生
の
理
科
系
離
れ
は
国
家

の
危
機
」
と
い
っ
た
言
説
を
毎
日
聞
か
さ
れ
て
い
る
二
十
一
世
紀
の
日
本

か
ら
は
想
像
し
が
た
い
こ
と
だ
が
、
じ
つ
は
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
設
立
時
の

十
七
世
紀
末
あ
る
い
は
十
八
世
紀
の
初
頭
に
は
、
い
ま
だ
近
代
科
学
は
海

の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
わ
か
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、
社
会
の
上
層
に

あ
る
人
間
が
ま
じ
め
に
取
り
組
む
課
題
で
は
な
か
っ
た
。
じ
っ
さ
い
、
科

学
革
命
の
偉
人
ニ
ュ
ー
ト
ン
も
ガ
リ
レ
オ
も
社
会
の
最
上
層
の
出
で
は
な

い
し
、
彼
ら
の
正
式
な
肩
書
は
「
哲
学
者
」
で
あ
る
。

　

評
者
の
専
門
で
あ
る
、
十
八
世
紀
前
半
の
科
学
啓
蒙
家
デ
ュ
・
シ
ャ
ト

レ
侯
爵
夫
人
の
例
で
い
う
な
ら
、
夫
の
侯
爵
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
完
全
に
理

解
で
き
る
妻
の
才
気
を
自
慢
に
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
当
時
の
科
学

が
社
会
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
的
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。

デ
ュ
・
シ
ャ
ト
レ
家
の
よ
う
な
由
緒
正
し
い
帯
剣
貴
族
に
と
っ
て
、
最
高

級
の
仕
事
は
軍
事
で
あ
り
、
科
学
な
ど
は
「
女
か
ブ
ル
ジ
ョ
ア
男
」
の
す

る
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
妻
の
物
理
・
数
学
的
才
能
は
、
そ
れ
を
欠
い
て

い
る
侯
爵
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
、

デ
ュ
・
シ
ャ
ト
レ
夫
人
の
父
が
儀
典
官
と
し
て
仕
え
て
い
た
ル
イ
十
四
世

は
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
を
作
り
た
い
と
い
う
宰
相
コ
ル
ベ
ー
ル
の
案
に
乗

り
気
で
は
な
か
っ
た
。
王
は
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
や
芸
術
ア
カ

デ
ミ
ー
の
方
が
国
家
に
有
用
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
ル
イ
十
四
世
の

こ
の
感
覚
の
方
が
一
般
的
で
あ
り
、
時
代
に
先
ん
じ
る
コ
ル
ベ
ー
ル
の
発

想
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
当
時
と
し
て
は
賛
同
を
得
に
く
い
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

コ
ル
ベ
ー
ル
が
直
面
し
た
こ
の
問
題
に
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
た
ち

も
ま
た
直
面
す
る
。
彼
ら
は
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
も
七
〇
年
代
に

な
る
ま
で
、
国
家
か
ら
の
報
酬
も
十
分
で
は
な
く
、
現
在
の
我
々
か
ら
見

れ
ば
驚
く
ほ
ど
に
、
そ
の
才
能
に
見
合
っ
た
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
。

デ
ュ
・
シ
ャ
ト
レ
夫
人
の
恋
人
で
も
あ
っ
た
啓
蒙
の
知
識
人
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
な
ど
の
科
学
礼
賛
の
言
説
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
に
わ
か
に
は
信
じ
ら

れ
な
い
話
だ
が
、
現
実
に
は
王
政
は
な
か
な
か
科
学
の
国
家
的
有
用
性
を

認
め
、
そ
こ
に
き
ち
ん
と
し
た
予
算
を
つ
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

本
書
で
隠
岐
氏
は
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
た
ち
の
、
社
会
に
お
け
る

「
適
正
な
」
居
場
所
獲
得
の
た
め
の
戦
い
―
―
そ
れ
は
同
時
に
啓
蒙
の
理

想
の
実
現
を
目
指
す
十
八
世
紀
の
知
識
人
と
し
て
の
戦
い
―
―
を
、
多
く

の
未
発
表
草
稿
を
用
い
て
リ
ア
ル
に
再
現
し
て
い
る
。
本
書
で
特
に
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
数
学
の
有
用
性
を
め
ぐ
る
コ
ン
ド
ル
セ
の
戦

い
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
に
述
べ
た
ラ
ヴ
ワ
ジ
エ
の
よ
う
な
化
学
研

究
な
ら
、
た
と
え
ば
「
火
薬
」
と
い
っ
た
、
政
治
家
た
ち
に
非
常
に
わ
か

り
や
す
い
「
有
用
性
」
が
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
の
だ
が
、
数
学
と
な
る
と
い

さ
さ
か
難
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
コ
ン
ド
ル
セ
の
時
代
に
は
、
十
八

世
紀
初
頭
に
賞
賛
さ
れ
た
「
幾
何
学
的
精
神
の
向
上
」
は
も
は
や
流
行
遅

れ
で
あ
り
、
同
時
代
の
数
学
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
仮
に
こ
こ
を
絶
賛
さ

れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
ま
さ

に
後
の
「
市
民
」
に
つ
ら
な
る
よ
う
な
意
味
で
、
国
家
に
有
用
な
人
物
だ

と
認
め
ら
れ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
応
用
面
で
の
み
評
価
さ
れ
る
の
で
は
だ
め
な
の
だ
。
基
礎
と
応

用
の
分
断
を
「
排
す
る
」
形
で
そ
の
貢
献
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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か
っ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
彼
ら
は
単
な
る
旧
式
な
「
職
人
」
に
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
プ
ラ
イ
ド
か
ら
も
科
学
観
か
ら
も
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
ヴ
ワ
ジ
エ
夫
妻
が
、
後
に
ナ
ポ
レ

オ
ン
の
画
家
と
呼
ば
れ
る
ダ
ヴ
ィ
ド
に
自
分
た
ち
の
肖
像
画
を
描
か
せ
る

に
当
た
り
、
実
験
器
具
を
絵
の
前
面
に
置
か
せ
な
が
ら
、ラ
ヴ
ワ
ジ
エ
（
夫
）

は
自
分
を
「
本
―
理
論
―
を
書
く
人
」
と
し
て
表
現
さ
せ
た
の
は
有
名
な

話
だ
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
背
後
に
は
、
科
学
、
あ
る
い
は
科
学
研
究

者
の
定
義
を
め
ぐ
る
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
た
ち
の
百
年
に
わ
た
る
闘
い

の
歴
史
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
形
で
の
「
居
場
所
獲
得
」
の
戦
い
に
は
常
に
あ
る
種

の
危
険
が
つ
き
ま
と
う
。
じ
つ
は
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
そ
の
設
立
時
か
ら
、

宗
教
や
政
治
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
で
自
由
を
確
保
す
る
と
い
う
態
度
を

貫
い
て
き
た
。
こ
う
す
れ
ば
、
高
い
報
酬
が
約
束
さ
れ
な
い
代
わ
り
に
、

会
員
た
ち
は
国
王
や
大
臣
た
ち
の
き
ま
ぐ
れ
に
振
り
回
さ
れ
ず
に
す
む
。

つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
十
八
世
紀
の
知
識
人
た
ち
の
ゆ
る
や
か
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
あ
る
、
「
文
芸
共
和
国
」
の
理
想
が
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
啓
蒙
の
理
想
を
社
会
の
中
で
具
体
的
に
生
か
そ
う
と
す
る
時
、
人

は
政
治
や
経
済
に
近
づ
い
て
ゆ
く
。
最
初
は
お
ず
お
ず
と
、
そ
し
て
認
め

ら
れ
て
後
は
全
能
感
と
共
に
。
し
か
し
最
後
に
は
大
抵
の
場
合
、
理
想
は

い
つ
し
か
現
実
の
前
に
な
し
崩
し
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
現
実
に
よ
っ
て

抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

本
書
に
お
け
る
、
数
学
的
科
学
の
理
想
と
現
実
の
狭
間
で
絶
望
す
る
コ

ン
ド
ル
セ
の
姿
は
悲
壮
で
あ
り
、
同
時
に
、
い
つ
で
も
人
は
そ
う
な
り
う

る
の
だ
と
い
う
、
自
分
た
ち
の
合
わ
せ
鏡
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ラ
ヴ

ワ
ジ
エ
の
肖
像
画
を
描
き
な
が
ら
、
最
後
に
は
そ
の
ラ
ヴ
ワ
ジ
エ
も
科
学

ア
カ
デ
ミ
ー
も
滅
亡
に
追
い
込
む
革
命
家
ダ
ヴ
ィ
ド
の
激
し
い
復
讐
心
も

ま
た
、
別
の
角
度
か
ら
見
た
人
間
の
真
実
の
姿
で
あ
る
。

　

啓
蒙
の
理
想
に
貢
献
し
よ
う
と
し
て
、
当
初
の
原
則
を
破
っ
て
政
治
に

接
近
し
た
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
理
想
の
体
現
で
あ
る

は
ず
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
廃
絶
さ
れ
る
。
教
会
を
廃
し
、
一
週
間

を
十
日
に
す
る
ほ
ど
に
、
あ
る
意
味
で
数
学
的
原
則
に
こ
だ
わ
っ
た
革
命

が
、で
あ
る
。
し
か
も
、
第
三
身
分
の
会
員
が
一
番
多
か
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ー

こ
そ
が
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
コ
ン
ド
ル
セ
が

強
調
し
た
数
学
的
科
学
（
特
に
解
析
）
の
有
用
性
は
、
そ
れ
が
一
般
人
に

は
難
解
で
あ
る
が
ゆ
え
、
民
衆
派
で
あ
る
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
か
ら
敵
視
さ
れ

た
。
科
学
上
の
多
大
な
貢
献
は
一
顧
だ
に
さ
れ
ず
、
ラ
ヴ
ワ
ジ
エ
は
税
務

官
吏
と
し
て
処
刑
さ
れ
、
コ
ン
ド
ル
セ
は
逃
走
の
果
て
に
獄
中
で
自
殺
す

る
。

　

本
書
を
読
む
こ
と
で
、
読
者
は
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
科
学
ア

カ
デ
ミ
ー
と
い
う
組
織
の
歴
史
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
「
人
間
に
と
っ
て

の
科
学
、
ひ
い
て
は
学
問
の
有
用
性
」
「
社
会
の
中
に
自
分
の
居
場
所
を

確
保
す
る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
人
間
の
尊
厳
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
、
現

代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
あ
ま
た
の
主
題
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
人
で
も
多
く
の
研
究
者
に
読
ん
で
も
ら

い
た
い
一
冊
で
あ
る
。

 

（
か
わ
し
ま
・
け
い
こ
／
科
学
史
・
科
学
論
）
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『
功
利
主
義
論
集
』

（
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
著
、
川
名
雄
一
郎
・
山
本
圭
一
郎
訳
、�

�
�

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

赤
間
道
夫

　

功
利
主
義
が
現
代
思
想
に
お
い
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
契
機
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
で
あ
る
。
ま
た
、
現

代
政
治
を
動
か
す
ア
メ
リ
カ
の
政
治
思
想
は
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
、

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
そ
し
て
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
に
辿
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
庶
民
派
の
保
守
思
想
と
し
て
知
ら
れ
る
「
リ

バ
タ
リ
ア
ンLibertarian

」
―
―
社
会
的
平
等
よ
り
も
個
人
的
自
由
の

確
保
と
国
家
権
力
の
制
限
を
重
視
す
る
人
々
の
総
称
―
―
も
古
典
的
功
利

主
義
の
ベ
ン
サ
ム
思
想
に
行
き
着
く
と
も
い
わ
れ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
功
利

主
義
を
「
蛆
虫
」
と
切
り
捨
て
た
こ
と
や
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
が
経
済

学
と
倫
理
学
と
の
統
合
を
試
み
た
と
き
そ
の
視
点
の
先
に
功
利
主
義
を
お

い
た
こ
と
も
想
起
で
き
る
。
経
済
思
想
史
上
は
、
過
去
の
一
過
的
な
思
想

と
し
て
で
は
な
く
、
現
代
に
も
大
き
な
影
響
を
も
っ
て
い
る
。

　

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
の
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
（
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン

デ
ル
著
『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
―
―
い
ま
を
生
き
延
び
る
た
め

の
哲
学
』
鬼
澤
忍
訳
、
早
川
書
房
、
二
〇
一
〇
年
五
月
。
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル

著
『
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
講
義
録
＋
東
大
特
別
講
義
（
上
・
下
）
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ハ
ー

バ
ー
ド
白
熱
教
室
」
制
作
チ
ー
ム
・
小
林
正
弥
・
杉
田
晶
子
訳
、
早
川
書
房
、
二

〇
一
〇
年
十
月
）
で
に
わ
か
に
功
利
主
義
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
八
八
四
年
の
夏
、
四
人
の
イ
ギ
リ
ス
人
船
乗
り
が
南
太
平
洋
の
沖
合
を

小
さ
な
救
命
ボ
ー
ト
で
漂
流
し
て
い
た
。
乗
っ
て
い
た
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号

が
沈
没
し
、
今
持
っ
て
い
る
食
料
は
カ
ブ
の
缶
詰
二
個
だ
け
で
飲
み
水
は

な
い
。
最
初
の
三
日
間
は
、
カ
ブ
を
分
け
合
っ
て
食
べ
た
。
四
日
目
に
ウ

ミ
ガ
メ
を
一
匹
捕
ま
え
た
。
そ
の
後
の
数
日
間
は
ウ
メ
ガ
メ
と
残
り
の
カ

ブ
で
飢
え
を
し
の
ぎ
、
そ
れ
か
ら
の
八
日
間
は
食
べ
る
物
は
な
か
っ
た
。

四
人
の
う
ち
の
雑
用
係
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ー
カ
ー
は
十
七
歳
、
孤
児
で

長
期
の
航
海
は
初
め
て
だ
っ
た
。
パ
ー
カ
ー
は
ほ
か
の
者
の
忠
告
に
も
か

か
わ
ら
ず
海
水
を
飲
み
体
調
を
崩
し
救
命
ボ
ー
ト
の
隅
で
横
に
な
っ
て
い

た
。
漂
流
生
活
十
九
日
目
を
迎
え
た
と
き
、
ダ
ド
リ
ー
船
長
は
く
じ
引
き

で
誰
か
死
ぬ
べ
き
者
を
決
め
よ
う
と
提
案
し
た
が
ブ
ル
ッ
ク
甲
板
長
が
反
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対
し
た
た
め
く
じ
引
き
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
翌
日
、
船
長
は
ブ
ル
ッ
ク

に
目
を
そ
ら
し
て
い
る
よ
う
に
言
い
、
折
り
畳
み
ナ
イ
フ
で
ブ
ル
ッ
ク
少

年
の
頸
静
脈
を
刺
し
殺
し
た
。
雑
用
係
の
少
年
の
肉
と
血
が
残
り
の
三
人

の
命
を
つ
な
い
だ
。
そ
し
て
、
漂
流
し
て
二
十
四
日
目
、
三
人
の
生
存
者

は
救
助
さ
れ
た
。

　

サ
ン
デ
ル
は
こ
の
事
例
を
も
と
に
法
律
問
題
と
は
別
に
雑
用
係
の
少
年

の
殺
害
は
道
徳
的
に
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
し
、
行

動
の
道
徳
性
は
行
動
が
も
た
ら
す
結
果
だ
け
に
依
存
し
て
い
る
と
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
と
い
く
つ
か
の
義
務
や
権
利
は
社
会
的
結
果
と
は
無
関
係
に
尊

重
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
切
り
分
け
る
。
正
義
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
前
者
す
な
わ
ち
功
利
主
義
的
に
計
算
可
能
と
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
後
者
の
よ
う
に
計
算
を
超
越
し
て
い
る
も
の
な
の
か
。
サ
ン
デ

ル
の
「
正
義
の
話
」
は
こ
う
し
て
功
利
主
義
（
ベ
ン
サ
ム
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
）

か
ら
始
ま
る
。
ベ
ン
サ
ム
に
つ
い
て
は
か
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
や
貧
民
管

理
改
善
プ
ラ
ン
を
紹
介
し
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
コ
ロ
セ
ウ
ム
、
テ
ロ

容
疑
者
へ
の
拷
問
、
幸
福
の
町
、
肺
が
ん
の
便
益
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の

便
益
、
高
齢
者
費
用
便
益
分
析
、
大
学
女
子
寮
の
男
性
来
客
宿
泊
問
題
な

ど
古
代
か
ら
現
代
の
生
き
た
実
例
を
繙
い
て
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
を

「
道
徳
の
至
高
の
原
理
は
幸
福
、
す
な
わ
ち
苦
痛
に
対
す
る
快
楽
の
割
合

を
最
大
化
す
る
こ
と
」
（
『
こ
れ
か
ら
』
四
八
頁
）
と
ま
と
め
る
。
サ
ン
デ
ル

は
ま
た
「
効
用
を
超
え
た
道
徳
的
理
想
―
―
人
格
や
人
類
の
繁
栄
と
い
う

理
想
―
―
に
訴
え
て
い
る
以
上
、
ミ
ル
が
い
く
ら
そ
う
で
は
な
い
と
主
張

し
て
も
、
実
際
に
は
ベ
ン
サ
ム
の
原
理
を
洗
練
す
る
も
の
で
は
な
く
そ
れ

を
否
定
す
る
も
の
」
（
同
上
、
七
〇
頁
）
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
ベ
ン
サ
ム
と

の
違
い
を
摘
出
す
る
。
サ
ン
デ
ル
は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
は
快
楽
と
苦
痛
が

問
題
の
す
べ
て
で
あ
る
と
主
張
し
な
が
ら
質
の
高
い
快
楽
と
低
い
快
楽
を

認
め
る
こ
と
で
ベ
ン
サ
ム
功
利
主
義
を
救
お
う
と
し
た
と
す
る
。
人
気
の

あ
る
娯
楽
番
組
へ
の
学
生
の
反
応
を
引
き
合
い
に
出
し
、
「
ミ
ル
は
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
快
楽
と
苦
痛
に
よ
る
大
雑
把
な
計
算
に
還
元
し
て
し
ま
う

と
い
う
非
難
か
ら
功
利
主
義
を
救
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
に
は
、
効
用
そ

の
も
の
と
は
無
関
係
な
人
間
の
尊
厳
や
人
格
と
い
う
道
徳
的
理
念
に
訴
え

る
し
か
な
か
っ
た
」
（
同
上
、
七
六
頁
）
と
ま
と
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ベ
ン
サ
ム
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
の
内
容
を
吟
味

し
そ
の
意
味
を
問
い
か
け
た
白
熱
教
室
の
「
効
用
」
は
き
わ
め
て
大
き
い

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
本
論
集
を
み
れ
ば
、
功
利

主
義
に
ま
つ
わ
る
論
争
史
的
背
景
を
押
さ
え
つ
つ
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
功

利
主
義
論
の
形
成
過
程
を
理
解
す
る
一
次
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

本
論
集
に
は
、
「
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
論
説
」
（
一
八
三
五
年
四
月
）
、
「
ベ

ン
サ
ム
」
（
一
八
三
八
年
八
月
）
、
「
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
道
徳
哲
学
」
（
一
八
五

二
年
十
月
）
、「
功
利
主
義
」
（
一
八
六
一
年
十
月
―
十
二
月
）
、『
論
説
論
考
集
』

「
序
文
」
お
よ
び
「
附
論
」
（
一
八
五
九
年
四
月
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
道
徳
哲
学
」
と
「
序
文
」
・
「
附
論
」
以
外
に
つ
い
て

は
す
で
に
邦
訳
が
あ
り
、
初
訳
で
は
な
い
。
訳
者
に
よ
っ
て
「
ミ
ル
の
功

利
主
義
論
を
理
解
す
る
う
え
で
と
り
わ
け
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
論
考
を
収

録
」（
本
書
、
三
八
〇
頁
）
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
集
に
は
未
収
録
の
「
ジ
ェ

レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
死
」
（
一
八
三
二
年
六
月
）
、
「
ベ
ン
サ
ム
哲
学
覚
書
」

（
一
八
三
三
年
六
月
）
、
「
ブ
レ
イ
キ
ー
の
道
徳
科
学
史
」
（
一
八
三
三
年
十
月
）
、
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「
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
」
（
一
八
四
〇
年
三
月
）
な
ど
も
参
照
す
れ
ば
Ｊ
・
Ｓ
・

ミ
ル
功
利
主
義
論
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
論
集
は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
論
の
深
化
過
程
を
彼
の
知
的

活
動
の
営
為
に
見
い
だ
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
道
徳
感
情
の
陶
冶
と
功

利
主
義
の
両
立
を
み
て
、
ベ
ン
サ
ム
主
義
と
功
利
主
義
と
を
区
別
し
た
セ

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
論
、
ベ
ン
サ
ム
哲
学
の
基
本
原
理
を
擁
護
し
つ
つ
「
偏
狭
な

ベ
ン
サ
ム
主
義
」
か
ら
の
脱
却
を
試
み
た
ベ
ン
サ
ム
論
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル

の
功
利
主
義
論
の
確
定
版
と
見
な
し
う
る
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
論
、
快
楽
の
量

と
質
に
関
す
る
有
名
な
議
論
を
展
開
し
た
功
利
主
義
論
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル

の
功
利
主
義
論
の
展
開
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
河
内
一
男
東
京

大
学
総
長
の
卒
業
式
ス
ピ
ー
チ
（
一
九
六
四
年
三
月
二
十
八
日
）
―
―
も
っ

と
も
原
稿
に
は
あ
っ
た
が
実
際
の
訓
示
で
は
触
れ
て
い
な
い
―
―
で
有
名

に
な
り
、
サ
ン
デ
ル
『
こ
れ
か
ら
』
で
も
触
れ
て
い
る
「
満
足
し
た
豚
よ

り
も
不
満
を
抱
え
た
人
間
の
方
が
よ
く
、
満
足
し
た
愚
か
者
よ
り
も
不
満

を
抱
え
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
が
よ
い
」
は
「
功
利
主
義
」
の
一
節
で
あ
り

（
本
論
集
二
六
九
頁
）
、
こ
れ
で
も
っ
て
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
功
利
主
義
論
を
代

表
さ
せ
る
に
は
ま
さ
に
「
一
知
半
解
」
（
本
論
集
「
解
説
」
四
二
二
頁
）
で

あ
る
。
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
が
彼
自
身
の
も
の
か
ベ
ン
サ
ム
の
そ

れ
な
の
か
が
不
明
確
な
ま
ま
の
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
功
利
主
義
論
が
と
き
に
ベ

ン
サ
ム
基
本
原
理
を
執
拗
に
擁
護
し
な
が
ら
、
と
き
に
ベ
ン
サ
ム
主
義
と

功
利
主
義
の
区
別
の
強
調
を
後
退
さ
せ
な
が
ら
、
徐
々
に
輪
郭
を
と
と
の

え
て
い
く
。

　

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
自
身
功
利
主
義
に
つ
い
て
あ
る
書
簡
で
こ
う
書
き
記
し

て
い
る
。
「
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
人
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
な
た
は
功
利
性
の

0

0

0

0

観
念

0

0

が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
支
配
的
な
哲
学
だ

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
理

論
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
の
精
神
と
何
ら
か
の
類
似
点
を
見
い
出
す
人
が

い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
実
に
は
こ

こ
で
は
こ
の
理
論
は
き
わ
め
て
不
人
気
で
す
し
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
つ
ね

に
そ
う
で
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
著
述
家
の
多
く
は
そ
れ
を
拒
否
し
て

い
る
だ
け
で
な
く
蔑
ん
で
も
い
ま
す
。
そ
し
て
、
（
残
念
な
こ
と
に
）
ベ
ン

サ
ム
学
派
は
つ
ね
に
取
る
に
足
ら
な
い
少
数
派
と
み
な
さ
れ
て
き
ま
し

た
」
（
本
論
集
「
解
説
」
に
引
用
、
三
〇
四
頁
）
と
。
フ
ラ
ン
ス
（
ベ
ン
サ
ム

著
作
集
が
仏
訳
さ
れ
て
い
た
）
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力

を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
「
功
利
主
義
」
公
刊
以
降

で
あ
る
と
す
る
傍
証
と
な
る
言
辞
で
あ
る
。
か
の
マ
ル
ク
ス
が
「
自
由
、

平
等
、
所
有
そ
し
て
ベ
ン
サ
ム
」
の
有
名
な
言
葉
を
最
初
に
記
し
た
の
は

一
八
六
七
年
の
こ
と
で
あ
る
（
『
資
本
論
』
第
一
巻
初
版
刊
行
年
）
。
こ
こ
で

の
「
ベ
ン
サ
ム
」
は
功
利
主
義
を
意
味
す
る
一
般
名
詞
と
し
て
の
「
ベ
ン

サ
ム
」
と
い
う
の
が
評
者
の
考
え
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の

断
言
と
は
違
っ
て
眼
前
の
社
会
を
功
利
主
義
的
世
界
と
見
て
い
た
―
―
つ

ま
り
、
「
功
利
性
の
観
念
」
が
「
支
配
的
な
哲
学
」
で
あ
る
と
見
て
い
た

―
―
と
指
摘
し
て
お
こ
う
。
マ
ル
ク
ス
が
功
利
主
義
を
「
ベ
ン
サ
ム
」
に

代
表
さ
せ
た
理
由
の
解
明
は
評
者
自
身
の
宿
題
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

（
現
代
規
範
理
論
に
お
い
て
批
判
と
克
服
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
功
利
主
義
を
整

理
し
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ベ
ン
サ
ム
功
利
主
義
論
批
判
を
論
じ
た
、
赤
間
「
功
利

主
義
と
マ
ル
ク
ス
」
経
済
理
論
学
会
編
『
季
刊　

経
済
理
論
』
第
四
十
一
巻
第
四

号
、
桜
井
書
店
、
二
〇
〇
五
年
一
月
、
参
照
）
。
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サ
ン
デ
ル
白
熱
教
室
の
真
髄
は
あ
の
討
論
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
受
講

者
は
膨
大
な
古
典
を
読
み
、
そ
の
古
典
の
内
容
を
知
る
と
い
う
前
提
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
ベ
ン
サ
ム
の
『
道
徳
お
よ
び
立
法
の
諸
原
理
序
説
』
や

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
、
「
功
利
主
義
」
は
必
読
文
献
で
あ
る
。
翻
っ

て
日
本
語
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
文
献
は
ほ
ぼ
二
十
年
前

で
止
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
功
利
主
義
を
原

典
で
読
む
一
書
と
し
て
編
ま
れ
た
意
味
は
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
と
は
日
本
語
の
「
功
利
」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
の
功
利
主
義
は
、
功
利
主
義
の
前
提
と
な
る
社
会
経
済
的

実
態
が
そ
の
母
国
イ
ギ
リ
ス
と
違
っ
て
い
た
た
め
、
は
じ
め
か
ら
翻
訳
語

と
し
て
輸
入
さ
れ
、
概
念
化
さ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
不
幸
に
も
功
利
主

義
は
も
っ
ぱ
ら
私
欲
追
求
に
走
る
個
人
主
義
的
・
物
質
的
英
米
思
想
の
権

化
・
打
算
的
と
か
我
利
我
利
亡
者
と
い
っ
た
響
き
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら

れ
て
き
た
。
日
本
語
と
し
て
の
語
感
か
ら
す
る
一
種
の
誤
解
と
い
っ
て
い

い
。
し
か
し
、
功
利
主
義
が utilitarianism

 

の
翻
訳
語
と
し
て
紹
介
さ

れ
た
時
、
西に

し

周
あ
ま
ね

が
そ
の
ま
ま
当
て
字
を
使
用
し
て
「
烏
地
利
他
尼
亜
里

斯
吾
（
ウ
チ
リ
タ
ニ
ア
リ
ズ
ム
）
」
と
表
記
し
た
こ
と
や
小
野
梓
が utility 

を
訳
出
す
る
さ
い
仁
義
の
反
対
概
念
と
し
て
の
利
益
で
は
な
し
に
、
仏
教

で
い
う
と
こ
ろ
の
無
上
大
利
の
意
味
の
利
、
す
な
わ
ち
真
実
の
利
を
表
す

字
と
し
て
「
利
」
の
字
を
あ
て
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
記
憶
し
て
お
い

て
い
い
。

　

本
論
集
収
録
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
四
論
考
は
彼
自
身
「
き
わ
め
て
多
く
の
も

の
の
な
か
か
ら
選
び
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
形
は
ど
う
で
あ
っ
て
も
残

し
て
お
く
の
が
望
ま
し
い
と
著
者
が
考
え
て
い
る
多
方
面
に
わ
た
る
著
者

の
成
果
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
」
（
三
五
七
頁
）
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
集
の
功
利
主
義
論
は
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
自
身
が
選
ん
だ
最
良
の
テ
キ
ス

ト
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
個
々
人
の
原
理
と
社
会
の
原
理
、
帰
結
・

幸
福
・
総
和
・
最
大
化
と
い
っ
た
功
利
主
義
の
基
本
的
タ
ー
ム
が
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
も
っ
て
功

利
主
義
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
「
満
足
し
た
豚
」
と
「
不
満
を

抱
え
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
の
文
脈
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
な
ど
な
ど
功
利
主
義

に
纏
わ
る
素
朴
で
基
本
的
な
問
題
を
原
典
に
そ
く
し
て
し
か
も
日
本
語
と

し
て
確
認
で
き
る
の
だ
。

　

本
論
集
は
、
若
い
訳
者
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
巻
末
に

あ
る
約
六
〇
頁
ほ
ど
の
収
録
論
考
の
推
敲
過
程
、
収
録
雑
誌
の
書
誌
情
報
、

各
論
考
の
内
容
紹
介
は
よ
く
調
べ
研
究
し
て
叙
述
し
て
あ
る
。
Ｊ
・
Ｓ
・

ミ
ル
と
功
利
主
義
に
つ
い
て
の
一
研
究
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
実

際
の
と
こ
ろ
、
本
論
集
の
本
文
を
最
初
か
ら
読
み
通
し
て
も
そ
の
背
景
や

意
味
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
要
を
得
た
解
説
を
手
が
か
り
に

本
文
を
読
め
ば
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
功
利
主
義
論
の
特
徴
を
一
掴
み
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
訳
文
の
吟
味
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
労
を
惜
し
ま
な
い

重
厚
な
解
説
に
も
本
論
集
の
特
徴
が
あ
る
。

 

（
あ
か
ま
・
み
ち
お
／
経
済
学
史
）
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書
評　

『
日
本
政
治
思
想
史
―
―
十
七
～
十
九
世
紀

』

（
渡
辺
浩
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

森
岡
邦
泰

　

本
書
の
性
格
は
、
あ
と
が
き
で
著
者
自
身
が
「
『
一
般
』
の
読
者
の
た

め
に
、
十
七
・
十
八
・
十
九
世
紀
の
簡
略
な
通
史
を
提
供
す
る
こ
と
を
め

ざ
し
て
書
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
著
者
の
研
究
を

基
に
、
一
般
読
者
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
思
想
史
上
の
多

く
の
問
題
が
平
易
に
、
し
か
も
豊
富
な
資
料
の
引
証
に
支
え
ら
れ
て
解
明

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
「
本
当
に
タ
イ
ム
・
マ
シ
ー
ン
が
あ
れ
ば
な
あ
。

十
五
分
間
で
い
い
か
ら
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
人
と
会
っ
て
み

た
い
」
（
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
の
本
音
を
聞
く
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
歴
史
研
究
を
志
す
も
の
な
ら
誰
で
も
日
々

感
じ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
「
専
門
的
な
知
識
を
前
提
し
な
い
で
も

読
め
、
理
解
で
き
る
よ
う
に
」
（
あ
と
が
き
）
す
る
た
め
、
儒
学
・
朱
子
学

の
説
明
も
用
意
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
他
書
を
参
照
し
な
く
て
も
す
む
よ
う

に
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
数
学
書
で
言
う
と
こ
ろ
のself-contained

に

相
応
し
、
配
慮
が
行
き
届
い
て
い
る
。

　

本
書
は
徳
川
時
代
か
ら
明
治
時
代
の
半
ば
ま
で
の
通
史
を
扱
う
。
対
象

は
非
常
に
広
い
。
広
い
の
は
時
間
軸
の
長
さ
だ
け
で
は
な
い
。
通
常
の
○

○
思
想
史
と
か
哲
学
史
と
か
い
う
書
物
が
、
主
要
な
思
想
家
の
思
想
の
系

譜
を
時
系
列
で
扱
う
の
に
対
し
、
本
書
で
は
「
広
い
意
味
で
の
政
治
に
か

か
わ
る
考
え
・
思
い
・
意
識
・
心
情
等
と
そ
の
変
遷
を
対
象
と
す
る
」
（
三

頁
）
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、こ
れ
ま
で
社
会
史
や
文
化
史
な
ど
で
扱
っ

て
き
た
領
域
も
広
く
含
み
、
そ
れ
を
思
想
家
の
直
面
し
た
問
題
と
し
て
取

り
上
げ
て
い
る
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。

　

特
に
重
要
な
の
は
、
武
士
の
意
識
、
心
情
を
我
々
が
そ
の
ま
ま
追
体
験

で
き
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
点
で
あ
る
（
第
二
章
。
歴
史
の
追
体
験
と
い
う

と
デ
ィ
ル
タ
イ
的
だ
が
、
こ
の
点
で
本
書
は
従
来
の
思
想
史
と
大
い
に
異
な
る
）
。

武
士
と
は
「
一
人
一
人
が
弓
・
鉄
砲
・
槍
・
刀
な
ど
を
持
っ
て
、
顔
の
見

え
る
敵
と
対
峙
し
、
そ
の
生
身
の
手
応
え
を
感
じ
、
返
り
血
を
浴
び
つ
つ
」

（
三
四
頁
）
戦
闘
を
行
う
軍
人
で
あ
る
。
戦
闘
で
は
放
火
・
略
奪
・
強
姦

な
ど
が
伴
い
、
い
か
な
る
「
謀
略
」
を
用
い
て
も
敵
を
陥
れ
る
の
が
当
た

り
前
だ
っ
た
。
「
矢
や
銃
弾
が
降
り
注
ぎ
、
槍
ぶ
す
ま
が
待
ち
か
ま
え
る
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戦
場
で
武
士
た
ち
を
支
え
た
の
は
、
何
よ
り
も
個
々
人
の
名
誉
心
で
あ
り

恥
の
意
識
で
あ
っ
た
」
（
三
六
頁
）
。
ま
た
そ
こ
に
誇
り
も
あ
っ
た
。
し
か

し
戦
国
の
世
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
幼
時
よ
り
武
士
と
し
て
の
誇
り
を

持
ち
、
武
芸
に
励
み
、
戦
さ
を
待
っ
た
が
、
待
て
ど
も
待
て
ど
も
戦
さ
は

こ
な
か
っ
た
。
「
待
ち
続
け
て
、
世
代
交
代
を
続
け
、
た
ま
た
ま
二
世
紀

以
上
も
経
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
（
四
二
頁
）
。
か
く
し
て
武
士
は
慢

性
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
に
陥
っ
た
。
こ
の
「
二
世
紀

以
上
、
戦
争
経
験
無
し
に
世
襲
し
て
い
る
軍
事
組
織
」
（
三
四
頁
）
と
い

う
存
在
自
体
の
矛
盾
が
思
想
世
界
を
根
底
か
ら
規
定
す
る
一
因
に
な
る
。

そ
れ
と
同
様
に
重
要
な
の
が
、
イ
エ
の
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い
る
日
本

社
会
の
特
質
（
家
職
国
家
、
第
四
章
）
で
あ
る
。

　

歴
史
の
縦
軸
と
し
て
本
書
を
貫
い
て
い
る
の
が
「
御
威
光
」
で
あ
る
（
第

三
章
）
。
徳
川
政
権
は
御
威
光
と
畏
怖
と
そ
れ
を
演
出
す
る
装
置
に
よ
っ

て
そ
の
政
権
を
保
っ
て
い
た
が
、
公
儀
の
持
っ
て
い
た
権
威
、
武
士
の
持
っ

て
い
た
権
威
が
、
二
百
数
十
年
間
に
次
第
に
低
下
し
て
い
っ
た
。

　

そ
れ
を
縦
軸
と
す
れ
ば
、
横
軸
と
し
て
時
代
の
共
通
の
問
題
に
思
想
家

が
ど
う
取
り
組
ん
だ
の
か
が
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
十
七
世
紀
か
ら
次
第

に
浸
透
し
始
め
た
儒
学
は
、
し
ば
し
ば
そ
う
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
、
武

家
社
会
に
適
合
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
根
本
的
に
不
整
合
な
点
を
持
っ
て

い
た
。
儒
学
は
、
そ
れ
を
学
ん
で
徳
を
身
に
つ
け
た
人
が
統
治
の
人
に
つ

く
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
文
人
の
論
理
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
の

徳
川
社
会
は
、
先
ほ
ど
追
体
験
し
た
よ
う
な
、
世
襲
制
に
基
づ
く
臨
戦
態

勢
を
と
っ
た
武
家
社
会
で
あ
る
。
し
か
も
儒
学
の
理
念
を
厳
密
に
実
行
す

れ
ば
科
挙
の
実
施
と
な
り
、
身
分
社
会
の
転
覆
、
家
職
国
家
の
破
壊
を
も

た
ら
し
か
ね
な
い
。
実
は
儒
学
は
武
家
社
会
に
と
っ
て
危
険
な
の
で
あ
る

（
九
八
頁
）
。
そ
こ
で
第
五
章
で
は
、
こ
の
矛
盾
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
儒

者
が
対
応
し
た
の
か
が
分
類
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
儒
者
の
対
応
は
、

あ
く
ま
で
儒
学
の
原
理
に
忠
実
に
科
挙
を
設
け
る
の
が
望
ま
し
い
と
す
る

立
場
（
小
瀬
甫
庵
）
、
現
に
い
る
武
士
を
教
育
に
よ
っ
て
儒
教
の
統
治
者
像

に
近
づ
け
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
人
物
を
抜
擢
す
る
と
い
う
次
善

策
を
と
る
立
場
、
そ
れ
が
無
理
で
も
、
あ
く
ま
で
教
説
上
は
儒
学
的
「
士
」

の
在
り
方
を
説
く
立
場
、
儒
学
の
教
え
を
普
遍
的
部
分
と
相
対
的
部
分
に

分
け
、
後
者
に
際
し
て
は
柔
軟
に
変
更
を
認
め
る
立
場
（
中
江
藤
樹
）
、
さ

ら
に
進
ん
で
「
世
間
」
に
あ
わ
せ
て
意
識
的
に
儒
学
を
変
え
て
し
ま
う
立

場
（
山
鹿
素
行
）
な
ど
。
つ
ま
り
本
書
は
思
想
家
別
に
時
系
列
で
考
察
す

る
一
方
で
、
問
題
別
に
、
つ
ま
り
当
時
の
社
会
で
生
じ
た
思
想
上
、
あ
る

い
は
意
識
の
上
で
起
こ
っ
た
共
通
の
問
題
に
対
し
て
、
思
想
家
た
ち
が
そ

れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
対
応
し
格
闘
し
た
の
か
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
通
史
で
あ
る
か
ら
著
名
な
思
想
家
の
思
想
も
順
次
解
説
さ
れ
る
。

い
わ
ば
「
情
」
善
説
に
立
つ
伊
藤
仁
斉
（
第
七
章
）
、
儒
学
的
に
統
治
を

再
編
し
よ
う
と
し
た
新
井
白
石
（
第
八
章
）
、
反
「
近
代
」
の
構
想
を
主

唱
し
た
荻
生
徂
徠
（
第
九
章
）
、
農
民
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
い
た
安
藤
昌

益
（
第
十
一
章
）
、
文
献
学
者
で
は
な
い
歴
史
学
者
と
し
て
の
本
居
宣
長
（
第

十
三
章
）
、
民
を
「
ウ
カ
ス
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
し
た
海
保
青
陵
（
第
十

四
章
）
。
そ
し
て
そ
の
間
に
徂
徠
学
の
崩
壊
を
扱
っ
た
第
十
章
。
年
貢
の

増
徴
を
阻
止
し
政
治
体
制
を
内
部
か
ら
腐
朽
さ
せ
て
い
っ
た
農
民
を
描
い

た
第
十
二
章
が
挟
ま
れ
る
。
徂
徠
の
影
響
は
、
弟
子
た
ち
だ
け
で
な
く
、

ほ
か
の
思
想
家
に
も
何
ら
か
の
形
で
現
れ
た
と
い
う
。
農
民
だ
け
の
ユ
ー
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ト
ピ
ア
社
会
を
描
い
た
安
藤
昌
益
は
「
聖
人
」
と
い
う
悪
人
が
出
現
し
た

こ
と
に
よ
り
、
自
然
の
世
が
堕
落
し
た
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く

「
聖
人
」
に
よ
っ
て
文
明
が
始
ま
っ
た
と
考
え
る
徂
徠
の
主
張
の
意
識
的

転
倒
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　

第
十
五
章
は
、
藩
こ
そ
が
国
で
あ
っ
て
日
本
全
体
を
国
と
す
る
意
識
が

な
か
っ
た
と
い
う
俗
説
を
論
駁
し
、
さ
ら
に
日
本
人
、
日
本
と
い
う
国
の

自
己
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
。
第
十
七
章

は
当
時
の
西
洋
理
解
の
実
際
を
示
す
が
、
そ
れ
は
儒
学
的
教
養
の
目
を
通

し
て
の
も
の
だ
っ
た
。
一
八
六
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
の
政
治
制
度
を
理
想
の

儒
学
的
統
治
の
実
現
と
見
て
い
た
者
も
い
た
（
横
井
小
楠
）
。

　

さ
て
本
書
の
大
き
な
問
題
意
識
は
、
「
歴
史
上
わ
れ
わ
れ
が
知
り
得
る

も
っ
と
も
完
全
か
つ
ラ
ジ
カ
ル
な
革
命
」
（
実
見
し
た
ロ
シ
ア
人
革
命
家
の

言
葉
。
三
頁
）
で
あ
る
明
治
維
新
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
徳
川
家
の
支
配
が
確
立
し
た
時
に
も
、

苛
酷
な
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
実
行
し
た
時
に
も
、
寛
文
十
三
（
一
六
七
三
）

年
に
通
商
再
開
を
求
め
る
イ
ギ
リ
ス
の
要
請
を
す
げ
な
く
拒
絶
し
た
時
に

も
、
お
よ
そ
予
想
で
き
な
か
っ
た
事
態
」
（
四
頁
）
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
直
接
の
解
答
と
な
る
の
が
第
十
八
章
（
思
想
問
題
と
し
て
の
「
開
国
」
）

以
下
で
あ
る
（
そ
れ
ま
で
の
諸
章
は
そ
の
準
備
も
兼
ね
る
。
性
に
つ
い
て
述
べ

た
第
十
六
章
も
そ
れ
自
体
非
常
に
興
味
深
い
だ
け
で
な
く
幕
末
に
禁
裏
の
権
威
が

伸
張
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
準
備
も
兼
ね
て
い
る
）
。
開
国
は
外
圧
に
よ
っ
て

強
い
ら
れ
た
も
の
だ
と
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
歴
史
の
一

面
で
し
か
な
い
。
ラ
ク
ス
マ
ン
以
来
の
外
国
と
の
関
係
に
お
け
る
道
理
に

つ
い
て
の
論
争
を
検
討
し
て
、
開
国
は
ペ
リ
ー
来
航
の
遙
か
前
か
ら
「
道

理
」
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
思
想
問
題
と
し
て
あ
っ
た
と
し
、

ペ
リ
ー
の
開
国
要
求
の
受
諾
は
、
道
理
に
関
す
る
説
得
に
あ
い
、
そ
れ
に

積
極
的
に
賛
同
し
た
結
果
だ
と
主
張
す
る
。

　

続
い
て
第
十
九
章
で
は
「
御
威
光
」
の
失
墜
か
ら
公
儀
輿
論
へ
の
転
換

（
公
儀
権
力
が
実
は
被
治
者
の
慣
れ
に
よ
る
受
容
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
露
見

し
、
合
意
調
達
へ
の
支
配
に
瞬
時
に
裏
返
っ
た
時
）
と
禁
裏
の
権
威
の
上
昇
の

理
由
、
尊
王
論
が
も
た
ら
す
武
士
の
自
己
否
定
が
明
治
に
お
い
て
武
士
身

分
の
解
消
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
明
治
維
新
が
下
級

武
士
の
革
命
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
尊
皇
で
も
攘
夷
で
も
な
く
、
二
世
紀

以
上
鬱
積
し
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
感
じ
て
い
た
下
級
武
士
の
解
放
宣
言
だ
っ

た
と
い
う
。

　

第
二
十
章
は
文
明
開
化
を
扱
う
。
そ
れ
は
御
威
光
と
身
分
制
度
の
開
放

感
の
中
で
、
西
洋
渡
来
の
新
奇
で
華
や
か
な
都
会
的
流
行
が
、
儒
学
的
な

「
道
」
と
富
強
の
追
求
と
、
賑
や
か
に
融
合
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
明

治
国
家
は
議
会
と
い
う
西
洋
的
な
も
の
と
、
天
皇
制
と
い
う
日
本
的
な
も

の
の
単
純
な
総
合
な
ど
で
は
な
く
、
議
会
は
一
面
で
は
古
い
「
公
議
」
「
公

論
」
思
想
の
実
現
で
あ
り
、
明
治
の
天
皇
制
は
十
九
世
紀
西
洋
国
家
が
国

民
の
紐
帯
と
し
て
い
た
宗
教
の
代
わ
り
に
な
る
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
と
主
張
す
る
。

　

第
二
十
一
章
は
独
立
し
た
個
人
に
よ
る
社
会
を
描
い
た
福
沢
諭
吉
、
第

二
十
二
章
は
ほ
と
ん
ど
朱
子
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
進
歩
主
義
者
で
あ
り

自
由
民
権
論
者
で
も
あ
る
と
い
う
中
江
兆
民
を
扱
う
。

　

本
書
の
特
徴
と
し
て
日
本
思
想
史
の
本
に
し
て
は
西
洋
の
思
想
に
言
及

し
比
較
し
て
い
る
箇
所
が
多
い
こ
と
、
儒
学
の
言
説
を
、
開
国
か
ら
兆
民
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に
到
る
ま
で
（
そ
れ
以
前
は
も
ち
ろ
ん
）
丹
念
に
取
り
上
げ
考
察
し
て
い
る

こ
と
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
儒
学
が
明
治
維
新
ま
で
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
（
一
一
頁
）
。
そ
れ
に
よ
り
い
か
に
知
識
人

が
明
治
期
に
到
る
ま
で
儒
学
言
説
の
枠
組
み
の
中
で
思
考
し
て
い
た
か
と

い
う
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
（
む
ろ
ん
そ
れ
に
収
ま
り
き
ら
な
い
知
識
人
も

い
た
で
あ
ろ
う
が
）
。
一
般
的
に
は
、
人
間
は
ど
う
し
て
も
慣
れ
親
し
ん
だ

従
来
の
用
語
と
思
考
法
を
用
い
て
新
事
態
に
対
処
し
そ
れ
を
論
述
し
よ
う

と
す
る
の
で
、
果
た
し
て
そ
の
意
味
内
容
は
ど
こ
ま
で
同
じ
か
と
い
う
思

想
史
研
究
上
の
難
問
が
常
に
つ
き
ま
と
う
が
（
た
と
え
ば
イ
デ
ー
と
い
う
語

は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
に
発
す
る
が
、
長
年
の
間
に
人
に
よ
り
意
味
内
容
は
違
っ

て
き
て
い
る
）
、
本
書
の
論
証
に
牽
強
付
会
な
と
こ
ろ
は
感
じ
ら
れ
ず
、
説

得
的
だ
と
い
え
よ
う
。

　

プ
ラ
ト
ン
と
い
え
ば
、
本
書
が
し
ば
し
ば
西
洋
思
想
に
言
及
し
て
い
る

例
を
一
つ
上
げ
れ
ば
、
朱
子
に
は
、
知
る
と
は
生
来
有
す
る
知
を
思
い
出

す
こ
と
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
想
起
説
に
似
た
も
の
が
あ
り
、
前
提
に
お
い

て
は
プ
ラ
ト
ン
と
朱
子
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
一
二
七

―
一
二
八
頁
）
［
ま
っ
た
く
の
余
談
だ
が
、
想
起
説
に
関
し
て
、
数
学
の
真
理
と

は
発
見
さ
れ
た
も
の
か
、
発
明
さ
れ
た
も
の
か
、
実
は
想
起
で
あ
る
と
同
時
に
外

界
の
認
識
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
注
が
つ
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
い
ろ
い

ろ
な
見
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
小
平
邦
彦
は
「
筆
者
の
見
る
所
で

は
、
数
学
は
、
物
理
学
が
物
理
的
現
象
を
記
述
し
て
い
る
の
と
同
様
な
意
味
で
、

実
在
す
る
数
学
的
現
象
を
記
述
し
て
い
る
」
（
『
複
素
解
析
』
岩
波
書
店
、
一
九
九

一
年
、
ま
え
が
き
）
と
い
う
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
］
。

　

最
後
に
、
何
を
テ
ー
マ
と
す
る
か
は
研
究
者
の
自
由
な
の
で
個
人
的
な

興
味
を
述
べ
る
の
は
僭
越
な
の
だ
が
、
敢
え
て
述
べ
さ
せ
て
も
ら
う
と
、

高
杉
晋
作
が
西
洋
の
科
学
技
術
を
め
ぐ
っ
て
上
海
の
文
人
と
筆
談
し
た
際
、

文
人
が
ア
ヘ
ン
戦
争
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朱
子
学
の
窮
理
は
修

身
の
た
め
だ
が
西
洋
の
窮
理
は
術
数
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
た
の
に
対
し
、

高
杉
は
「
航
海
砲
術
器
械
等
」
を
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
聖
人
の
言

を
唱
え
て
い
る
だ
け
で
は
、
夷
敵
の
「
奴
僕
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
応
答

し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
（
三
五
一
頁
）
、
そ
の
後
の
科
学
技
術
論
の
展

開
に
つ
い
て
興
味
が
あ
っ
た
が
、
あ
ま
り
そ
れ
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
興
味
を
持
つ
の
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
非
西
洋
諸
国
が

直
面
し
た
最
大
の
問
題
が
、
科
学
技
術
の
後
れ
に
よ
る
敗
北
（
軍
事
に
お

い
て
も
産
業
に
お
い
て
も
）
で
あ
り
、
幕
府
も
雄
藩
も
明
治
政
府
も
喫
緊
の

課
題
と
し
て
取
り
組
ん
だ
の
は
科
学
技
術
の
導
入
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

そ
し
て
現
代
に
お
い
て
も
そ
れ
が
国
家
の
命
運
を
左
右
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

著
者
は
「
歴
史
の
探
求
は
、
そ
れ
自
体
、
楽
し
い
こ
と
で
あ
る
。
人
に

と
っ
て
人
ほ
ど
興
味
深
い
も
の
は
無
い
。
…
…
本
書
で
は
、
そ
の
歓
び
を

分
か
ち
合
う
こ
と
を
め
ざ
し
た
い
」
（
序
章
）
と
述
べ
る
。
読
者
は
本
書

と
い
う
タ
イ
ム
・
「
マ
シ
ー
ン
を
利
用
し
て
、
時
の
流
れ
を
約
一
〇
〇
年

前
か
ら
四
〇
〇
年
前
に
遡
」
（
五
頁
）
り
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
訪
れ

た
西
洋
人
た
ち
を
驚
嘆
さ
せ
夢
心
地
に
さ
せ
た
、
か
つ
て
の
お
伽
の
国
の

よ
う
に
美
し
い
日
本
へ
の
旅
へ
と
誘
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

（
も
り
お
か
・
く
に
や
す
／
社
会
思
想
史
）
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書
評　

『
明
治
維
新
と
世
界
認
識
体
系 

 
 

―
―
幕
末
の
徳
川
政
権　

信
義
と
征
夷
の
あ
い
だ
―
―

』

（
奈
良
勝
司
著
、
有
志
舎
、
二
〇
一
〇
年
）

安
田
常
雄

　

本
書
は
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
政
治
と
思
想
の
交
錯
関
係
を
通
し
て
、

明
治
維
新
の
構
造
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
の
間
に
、
明
治
維
新
史
研
究
は
大
き

く
変
貌
し
た
。
か
つ
て
「
幕
藩
体
制
論
」
と
い
わ
れ
た
枠
組
は
大
き
く
問

い
直
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
研
究
視
角
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
か
つ
て
近
代
日
本
を
準
備
し
た
明
治
維
新
の
世
界
史
的
意
義
、
そ
の

階
級
構
造
の
特
質
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
発
展
段
階
と
い
っ
た
大
き
な
枠

組
の
議
論
は
後
景
に
退
き
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
「
幕
藩
体
制
」
そ
の
も
の

の
内
部
構
造
を
緻
密
な
実
証
で
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
動
向
が
、
一
つ
の

流
れ
を
作
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
「
鎖
国
」
の

見
直
し
に
始
ま
り
、
多
様
な
形
で
の
在
村
的
伝
統
の
再
評
価
で
あ
り
、
国

際
関
係
に
お
い
て
も
欧
米
列
強
に
よ
る
対
外
的
危
機
一
元
論
か
ら
、
東
ア

ジ
ア
に
お
け
る
「
華
夷
秩
序
」
を
ふ
ま
え
た
多
様
な
地
域
的
対
応
の
差
異

を
検
証
す
る
動
き
と
な
り
、
そ
の
な
か
で
琉
球
・
ア
イ
ヌ
・
朝
鮮
関
係
の

転
回
や
日
本
と
の
関
係
な
ど
が
捉
え
直
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（
た
と
え

ば
木
村
直
也
「
総
論 

世
界
史
の
な
か
の
明
治
維
新
」
、
明
治
維
新
史
学
会
編
『
講

座 

明
治
維
新
』
第
一
巻
、
有
志
舎
、
二
〇
一
〇
年
、
所
収
）
。

　

本
書
も
こ
う
し
た
近
年
の
研
究
潮
流
の
な
か
に
あ
り
、
そ
の
問
題
構
成

は
次
の
三
点
に
お
か
れ
て
い
る
。

　

第
一
は
幕
末
維
新
期
を
「
文
脈
未
決
定
の
時
代
」
（
五
頁
）
と
捉
え
、

同
時
代
の
思
想
と
政
治
（
厳
密
に
は
「
政
局
構
造
」
と
い
わ
れ
る
）
の
交
錯

を
と
ら
え
る
こ
と
。
第
二
は
、
徳
川
政
権
内
部
に
焦
点
を
お
く
こ
と
。
こ

れ
は
近
年
の
研
究
動
向
が
旧
来
の
「
維
新
変
革
」
主
体
論
か
ら
「
天
皇
権

威
の
周
辺
で
生
じ
た
権
力
再
編
」
に
移
っ
た
が
、
徳
川
政
権
分
析
に
つ
い

て
は
依
然
副
次
的
な
ま
ま
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
は
こ
う
し
た
政
治

（
＝
政
局
構
造
）
を
通
し
て
、
そ
の
思
想
的
底
流
に
は
著
者
の
い
う
「
世
界

認
識
体
系
」
を
め
ぐ
る
「
せ
め
ぎ
あ
い
」
が
存
在
し
、
そ
の
多
様
な
潮
流

を
「
複
線
的
に
捉
え
る
こ
と
」（
七
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
世

界
認
識
体
系
」
と
は
「
国
家
レ
ベ
ル
の
自
他
認
識
に
も
と
づ
き
体
系
化
さ
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れ
た
世
界
観
」
（
二
頁
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
十

八
世
紀
中
葉
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
は
じ
ま
り
幕
末
期
に
か
け
て
の
儒
教

的
知
識
人
の
テ
ク
ス
ト
分
析
を
軸
に
分
析
が
す
す
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
本
書
は
、
幕
末
知
識
人
の
「
世
界
認
識
体
系
」
に
関
す
る
思
想
史
的
分

析
と
、
彼
ら
の
潮
流
が
幕
末
政
局
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
動
き
を
み
せ
た

か
と
い
う
政
治
過
程
論
的
分
析
を
複
合
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ

る
。
こ
の
書
評
で
は
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
そ
の
両
者
の
全
体
を
追
う
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
思
想
史
的
視
点
を
中
心
に
そ
の
意
義
と
若
干

の
問
題
を
提
出
す
る
こ
と
に
限
定
し
た
い
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
は
全
体
が
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
序
論
で
問
題
意
識

が
明
ら
か
に
さ
れ
、
第
一
部
は
「
積
極
開
国
論
」
の
系
譜
、
第
二
部
が
「
徳

川
政
権
の
幕
末
政
治
」
と
さ
れ
、
結
論
と
し
て
「
明
治
維
新
の
世
界
認
識

体
系
」
と
い
う
ま
と
め
が
お
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
第
一
部
は
思
想
史
的

分
析
、
第
二
部
が
政
治
過
程
論
に
対
応
す
る
。

　

第
一
部
で
は
い
わ
ゆ
る
攘
夷
論
と
開
国
論
の
二
項
対
立
を
「
攘
夷
の
な

か
の
開
国
論
」
に
注
目
し
、
そ
の
隠
れ
た
思
想
の
潮
流
を
検
証
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
具
体
的
に
著
者
が
注
目
す
る
の
は
、
古
賀
侗
庵
と
そ
の
一
門

の
儒
学
者
の
思
想
で
あ
る
。
第
一
章
「
『
変
通
』
下
の
儒
教
普
遍
主
義
」

は
本
書
の
い
わ
ば
「
序
説
」
の
位
置
に
お
か
れ
、
全
体
を
見
渡
す
周
到
な

思
想
史
的
枠
組
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
古
賀
侗
庵
と
は
一
八
〇
九
年
か
ら

四
七
年
ま
で
昌
平
黌
の
最
高
幹
部
と
し
て
活
躍
し
た
儒
教
知
識
人
で
あ
り
、

そ
の
門
下
か
ら
多
く
の
有
能
な
学
者
、
官
僚
を
輩
出
し
た
源
流
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
（
そ
の
息
子
、
古
賀
謹
一
郎
は
洋
学
に
も
関
心
が
深
く
、
の
ち
に
帝

国
大
学
初
代
総
長
と
な
る
）
。
古
賀
侗
庵
は
戦
前
に
は
「
対
外
膨
張
主
義
」

と
の
関
わ
り
で
評
価
さ
れ
た
が
戦
後
は
忘
れ
ら
れ
、
一
九
八
〇
年
代
に
再

評
価
さ
れ
現
在
で
は
、
眞
壁
仁
『
徳
川
後
期
の
学
問
と
政
治
―
―
昌
平
坂

学
問
所
儒
者
と
幕
末
外
交
変
容
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
）
に

そ
の
到
達
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
著
者
は
そ
う
し
た
研
究
史

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
古
賀
一
門
の
思
想
を
「
積
極
開
国
論
」
と
よ
び
、
そ

の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
弟
子
に
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
弟
子
を
通

じ
て
、
幕
末
政
局
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
分
析

し
て
い
く
。

　

そ
れ
で
は
古
賀
一
門
の
「
積
極
開
国
論
」
と
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
か
。
著
者
は
そ
の
代
表
作
で
あ
る
『
海
防
臆
測
』
か
ら

そ
の
「
世
界
認
識
体
系
」
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

　

「
そ
の
国
家
観
の
特
質
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
勃
興
し
た
当
該
期
に

中
国
の
優
越
性
を
否
定
し
て
中
華
思
想
を
克
服
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
西

洋
諸
国
や
自
国
に
対
し
て
も
安
易
に
上
下
、
優
劣
関
係
を
設
け
ず
、
基
本

的
に
は
同
質
な
諸
国
家
の
集
合
に
よ
る
国
際
社
会
を
想
定
し
て
み
せ
た
点

に
あ
っ
た
」
（
三
六
頁
）
。

　

そ
の
な
か
で
相
互
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
れ
は
必
然

的
に
リ
ア
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
い
た
国
際
感
覚
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
「
条

約
」
と
は
そ
の
相
互
関
係
（
普
遍
的
な
「
道
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
国
家
間

の
「
約
」
）
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
軍
事
力
を
背
景
に
、

条
約
と
い
う
相
互
契
約
で
お
互
い
を
規
定
す
る
世
界
」
（
三
八
頁
）
と
い

う
二
つ
の
面
を
併
せ
も
つ
。
そ
れ
は
「
暴
力
」
（
軍
事
力
）
と
緊
張
関
係

を
も
つ
「
契
約
」
の
両
義
性
と
い
え
よ
う
。

　

本
書
は
こ
う
し
た
同
時
代
で
は
特
異
な
国
際
認
識
が
可
能
に
な
っ
た
根
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拠
と
し
て
、
古
賀
侗
庵
の
「
変
通
」
論
に
注
目
し
て
い
る
。
「
変
通
」
論

と
は
「
祖
法
」
や
外
交
制
度
が
変
わ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
し
、
そ
う
あ

る
べ
き
だ
と
い
う
「
徹
底
し
た
相
対
主
義
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
性
で

は
な
く
高
度
な
機
能
性
を
も
つ
「
理
」
観
念
に
支
え
ら
れ
る
「
緩
や
か
な

普
遍
主
義
」
（
四
八
頁
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
自
国
中
心
主
義
否
定
も

こ
こ
に
起
源
を
も
ち
、
「
厳
密
な
意
味
で
の
契
約
観
念
」
発
生
の
根
拠
と

な
る
。
「
彼
ら
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
自
ら
の
不
完
全
性
に
対
す
る
明
確

な
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
我
の
関
係
性
は
あ
く
ま
で
も
「
平
均
」
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独
善
に
よ
る
悲
劇
を
避
け
る
た

め
に
、
完
全
の
追
求
自
体
が
断
念
さ
れ
る
」
（
五
一
頁
）
。

　

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
「
世
界
認
識
体
系
」
を
も
つ
古
賀
一
門
は
ど
の
よ

う
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
こ
う
し
た

思
想
潮
流
は
昌
平
黌
内
で
の
テ
キ
ス
ト
の
流
布
と
人
的
連
鎖
を
通
し
て
持

続
さ
れ
、
表
面
的
に
は
広
く
認
知
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
後
身
の

幕
臣
エ
リ
ー
ト
層
に
隠
然
た
る
影
響
力
を
発
揮
し
た
。
そ
こ
に
は
福
山
藩

や
佐
倉
藩
な
ど
の
幕
臣
、
さ
ら
に
ペ
リ
ー
来
航
時
の
浦
賀
奉
行
、
戸
田
氏

栄
な
ど
外
務
官
僚
も
含
ま
れ
、
「
状
況
追
随
派
」
（
現
状
維
持
派
）
に
対
す

る
拠
点
を
形
成
し
た
。
し
か
し
彼
ら
条
約
推
進
派
は
個
別
分
散
的
で
あ
り
、

し
だ
い
に
政
権
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
（
第
二
章
）
。
ま
た
第

四
章
「
二
つ
の
開
国
論
」
は
、
こ
う
し
た
「
積
極
開
国
論
」
を
安
政
～
文

久
期
の
幕
末
政
局
の
な
か
で
位
置
づ
け
た
論
考
で
あ
り
、
同
時
代
の
思
想

史
的
見
取
り
図
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
広
義
の
「
攘
夷
派
」

と
い
え
ど
も
頑
迷
な
「
鎖
国
派
」
で
は
な
く
、
多
様
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ

た
「
攘
夷
＝
条
件
付
開
国
論
」
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
「
条
件
付

交
易
」
を
主
張
す
る
徳
川
斉
昭
や
交
易
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、

そ
れ
が
い
か
に
「
屈
辱
的
」
で
な
い
か
を
規
準
と
す
る
藤
田
東
湖
ら
の
議

論
が
あ
り
、
長
州
・
薩
摩
も
「
開
か
さ
れ
た
開
国
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
大
国
隆
正
の
開
国
は
「
自
国
中
心
主
義
・
優
越
主
義
を
核
と
す
る
」

と
い
う
言
明
の
な
か
に
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
（
一
五
二
頁
）
。
こ
う
し

た
な
か
で
古
賀
侗
庵
の
思
想
の
流
れ
を
汲
む
「
積
極
開
国
論
」
派
は
、「
変

通
之
理
」
（
状
況
に
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
リ
ア
リ
ズ
ム
）
に
基
づ
き
、
国
家

対
等
と
い
う
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
る
膨
張
主
義
の
抑
制
と
「
海
防
意

識
に
も
と
づ
く
積
極
的
海
外
進
出
論
」
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
条
約
締
結

主
体
を
あ
く
ま
で
「
徳
川
政
権
」
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
天
皇
権
威

の
相
対
化
」
を
も
含
意
し
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
対
馬
問

題
に
関
し
て
も
、
朝
鮮
を
日
本
の
「
皇
朝
」
に
服
属
さ
せ
る
「
朝
鮮
攘
夷

論
」
（
幕
末
征
韓
論
）
に
対
し
て
「
朝
鮮
国
開
港
交
易
」
論
（
向
山
一
履
、

一
六
六
頁
）
を
主
張
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
古
賀
門
の

流
れ
を
汲
む
「
積
極
開
国
論
」
は
少
数
派
に
終
わ
り
、
全
体
と
し
て
は
多

様
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
「
攘
夷
論
」
が
そ
の
後
の
流
れ
を
決
め
て
い
く

の
で
あ
り
、
著
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
外
交
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

と
し
て
近
代
に
流
れ
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
対
西
洋
の
「
条

約
改
正
」
は
「
破
約
攘
夷
の
代
替
物
」
で
あ
り
、「
攘
夷
」
は
そ
の
名
を
「
愛

国
」
と
改
め
た
だ
け
で
、
人
び
と
の
意
識
の
な
か
で
も
底
流
と
し
て
存
続

し
て
い
き
、
東
ア
ジ
ア
に
対
し
て
は
「
華
夷
秩
序
」
解
体
の
「
方
便
」
と

し
て
「
万
国
公
法
」
を
使
い
な
が
ら
「
文
明
国
」
の
名
の
も
と
で
介
入
を

正
当
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ほ
ぼ
以
上
が
第
一
部
の
内
容
で
あ
る
が
、
第
二
部
で
は
「
違
勅
問
題
」
、
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「
奉
勅
攘
夷
体
制
」
（
幕
府
は
攘
夷
の
実
行
機
関
）
の
性
格
規
定
、
横
浜
鎖
港

問
題
、
将
軍
進
発
問
題
、
征
夷
大
将
軍
辞
職
論
な
ど
の
諸
問
題
を
と
り
あ

げ
な
が
ら
幕
末
の
政
治
過
程
論
が
実
証
的
に
追
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
政
局
の
推
移
の
な
か
で
古
賀
一
門
は
時
に
政
局
の
表
面
に
浮
上
す
る
。

た
と
え
ば
「
奉
勅
攘
夷
体
制
」
の
否
定
派
と
し
て
、
ま
た
「
将
軍
進
発
問

題
」
で
は
長
州
追
討
の
た
め
の
「
将
軍
進
発
」
推
進
主
体
と
し
て
姿
を
あ

ら
わ
し
、
特
に
「
征
夷
大
将
軍
辞
職
論
」
に
お
い
て
は
、
「
征
夷
」
の
義

務
か
ら
の
解
放
と
朝
廷
権
威
か
ら
の
訣
別
の
二
つ
を
目
指
し
た
と
い
う
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
失
敗
に
終
わ
り
、
そ
れ
は
「
徳
川
政
権
の
内
部
か
ら
天

皇
権
威
を
克
服
し
う
る
論
理
の
消
滅
、
な
い
し
は
大
幅
に
減
退
し
た
こ
と

を
意
味
し
た
」
（
三
〇
六
頁
）
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
古
賀
門
は

「
実
務
官
僚
」
と
し
て
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
本
書
は
私
た
ち
の
明
治
維
新
像
に
新
し
い

光
を
あ
た
え
た
意
欲
的
な
研
究
で
あ
り
、
明
治
維
新
の
複
雑
で
屈
折
し
た

性
格
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、

第
一
に
は
昌
平
黌
の
儒
教
知
識
人
、
古
賀
侗
庵
と
そ
の
門
下
お
よ
び
そ
の

影
響
を
受
け
た
人
び
と
の
思
想
を
「
積
極
開
国
派
」
と
捉
え
、
そ
の
思
想

内
容
の
構
造
を
捉
え
直
し
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
儒
教
と
い
う
「
旧
体

制
＝
伝
統
派
」
の
内
部
か
ら
、
諸
国
家
対
等
観
に
基
づ
く
「
契
約
」
観
念

が
浮
上
し
、
そ
の
根
底
に
古
賀
侗
庵
の
い
う
「
変
通
之
理
」
と
い
う
徹
底

し
た
相
対
主
義
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お

そ
ら
く
西
欧
の
十
九
世
紀
型
「
現
実
政
治
」
感
覚
に
近
い
。
そ
の
意
味
で

著
者
は
「
弱
肉
強
食
（
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
）
」
（
三
一
四
頁
）
と
「
暴

力
と
契
約
の
両
輪
で
構
成
さ
れ
た
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」（
三
二
九
頁
）

と
い
う
二
つ
の
表
現
を
し
て
い
る
が
、
概
念
規
定
を
明
確
に
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
ま
た
本
書
で
は
「
積
極
開
国
派
」
は
幕
末
政
治
過
程
の
な
か
で

少
数
派
に
止
ま
り
、
「
実
務
官
僚
」
と
し
て
維
新
政
権
に
相
渉
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
「
挫
折
」
の
思
想
的
根
拠
は
何
か
、
ま
た
古
賀
門
に
連

な
る
人
び
と
の
明
治
維
新
以
後
の
思
想
動
向
が
気
に
か
か
る
（
天
皇
相
対

化
論
の
ゆ
く
え
は
？
）
。
そ
れ
は
彼
ら
の
思
想
の
継
承
が
近
代
に
お
い
て
も

重
要
さ
を
失
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
本
書
の
大
き
な
特
徴

が
、
狭
義
の
思
想
家
個
人
の
分
析
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
思
想
潮
流
が

独
自
の
担
い
手
を
も
ち
、
具
体
的
な
政
治
過
程
の
な
か
で
い
か
な
る
機
能

を
果
た
し
た
か
を
追
跡
し
た
点
に
あ
る
。
思
想
史
研
究
は
狭
義
の
テ
ク
ス

ト
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
思
想
の
流
通
過
程
に
お
い
て
い
か
に

実
現
さ
れ
、
あ
る
い
は
歪
め
ら
れ
て
い
く
か
も
含
め
て
分
析
さ
れ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
は
、
「
攘
夷
と
開
国
」
を
二
元
的
に

把
握
す
る
の
で
は
な
く
、「
開
国
」を
暗
黙
の
了
解
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
「
攘

夷
」
が
乱
舞
す
る
様
相
を
描
い
た
の
は
本
書
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
が
、

私
の
関
心
で
は
同
時
代
に
お
い
て
、
民
衆
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
の
社
会
意

識
あ
る
い
は
対
外
意
識
の
レ
ベ
ル
で
は
ど
の
よ
う
な
「
攘
夷
」
の
ス
ペ
ク

ト
ル
が
描
き
だ
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
も
う
一
つ
の
明
治
維
新
論

の
視
点
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 

（
や
す
だ
・
つ
ね
お
／
近
現
代
日
本
思
想
史
）
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『
近
代
日
本
の
政
治
構
想
と
オ
ラ
ン
ダ
』

（
大
久
保
健
晴
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

小
田
川
大
典

　

西
洋
の
学
問
の
受
容
を
そ
の
近
代
化
の
主
た
る
原
動
力
と
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
近
代
日
本
に
お
い
て
、
ど
の
外
国
語
を
学
ぶ
か
と
い
う
こ
と
は
、

知
識
人
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
近
世
の
鎖
国
体
制

下
で
あ
れ
ば
、
長
崎
の
出
島
で
の
オ
ラ
ン
ダ
と
の
交
易
だ
け
が
ほ
と
ん
ど

唯
一
の
「
小
さ
な
窓
」
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
蘭
学
―
―
オ
ラ
ン
ダ
語
を
媒

介
と
し
た
西
洋
の
学
問
の
研
究
―
―
以
外
に
選
択
肢
は
な
か
っ
た
。
だ
が

開
国
後
の
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
の
文
物
の
流
入

は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
相
対
的
な
地
位
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
五
九
年
に
横
浜
居
留
地
を
訪
れ
た
際
の
経
験
を
福
沢
諭
吉
は
次
の
よ

う
に
回
顧
し
て
い
る
。
「
横
浜
か
ら
帰
っ
て
、
私
は
実
に
落
胆
し
て
し
ま
っ

た
。
今
ま
で
数
年
の
間
、
死
物
狂
い
に
な
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
書
を
読
む
こ

と
を
勉
強
し
た
。
そ
の
勉
強
し
た
も
の
が
、
今
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
商

売
人
の
看
板
を
見
て
も
読
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
さ
り
と
は
誠
に
詰
ら
ぬ

こ
と
を
し
た
わ
い
と
、
実
に
落
胆
し
て
し
ま
っ
た
」
（
『
福
翁
自
伝
』
）
。

　

こ
の
よ
う
に
後
世
か
ら
見
れ
ば
幕
末
洋
学
の
中
で
凋
落
の
一
途
を
辿
っ

て
い
た
か
の
如
き
蘭
学
で
あ
る
が
、
ペ
リ
ー
来
航
を
契
機
に
徳
川
政
権
が

設
立
し
た
調
査
機
関
で
あ
る
蕃
書
調
所
で
は
、
天
保
年
間
以
来
の
長
年
の

蓄
積
と
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
媒
介
と
し
た
西
洋
人
文
社

会
科
学
の
研
究
が
粛
々
と
進
め
ら
れ
て
い
た
。
就
中
、
蕃
書
調
所
教
授
手

伝
並
だ
っ
た
西
周
と
津
田
真
道
が
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
し
、
ラ
イ
デ
ン
大
学

法
学
部
教
授
Ｓ
・
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
下
で
自
然
法
、
国
際
法
、
国
法
学
、

経
済
学
、
統
計
学
の
五
科
講
義
を
受
け
、
帰
国
後
に
そ
の
ノ
ー
ト
を
訳
述

し
た
こ
と
は
、
西
洋
の
人
文
社
会
科
学
に
つ
い
て
の
理
解
と
普
及
を
飛
躍

的
に
推
し
進
め
た
。
そ
し
て
自
由
民
権
運
動
期
に
は
、
自
由
民
権
運
動
家

に
し
て
、
法
制
官
僚
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
小
野
梓
が
、
フ
ィ
ッ
セ
リ

ン
グ
の
同
僚
で
あ
る
Ｊ
・
Ｅ
・
ハ
ウ
ド
ス
ミ
ッ
ト
の
ロ
ー
マ
法
研
究
と
の

格
闘
を
通
じ
て
、
日
本
の
法
的
伝
統
を
根
底
か
ら
捉
え
直
し
、
憲
法
と
民

法
を
め
ぐ
る
独
自
の
構
想
を
展
開
す
る
に
至
る
。
本
書
は
、
こ
の
二
つ
の

動
向
に
着
目
し
つ
つ
、
近
代
日
本
政
治
思
想
史
に
お
い
て
近
世
蘭
学
が
辿

り
着
い
た
臨
界
点
に
照
射
す
る
こ
と
を
試
み
た
力
作
で
あ
り
、
前
半
（
第
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一
～
三
章
）
で
は
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
所
蔵
の
手
書
き
の
フ
ィ
ッ
セ

リ
ン
グ
講
義
録
の
解
読
を
中
心
と
し
た
オ
ラ
ン
ダ
で
の
史
料
調
査
を
も
と

に
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
五
科
講
義
の
思
想
史
的
な
分
析
と
、
帰
国
し
た
西

と
津
田
が
近
代
日
本
の
形
成
過
程
の
中
で
そ
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
消
化

し
た
か
が
検
討
さ
れ
、
後
半
（
第
四
、
五
章
）
で
は
「
法
典
編
纂
」
「
憲
法

制
定
」
と
い
う
具
体
的
な
国
家
構
想
が
問
題
化
し
た
自
由
民
権
運
動
期
に

お
い
て
、
西
た
ち
の
問
題
意
識
を
引
き
継
い
で
オ
ラ
ン
ダ
法
学
を
受
容
し

た
小
野
梓
の
政
治
思
想
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

一
八
六
三
年
、
「
た
っ
た
数
年
の
留
学
期
間
」
に
「
日
本
で
は
全
く
の

未
知
の
領
域
」
で
あ
る
「
統
計
学
、
法
学
、
経
済
学
、
政
治
学
、
外
交
」

に
つ
い
て
「
効
果
的
か
つ
簡
潔
に
教
授
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
蕃

書
調
所
の
要
望
を
受
け
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
は
西
と
津
田
の
指
導
教
員
と
し

て
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
を
推
薦
し
た
。
週
二
回
、
二
年
間
の
自
宅
で
の
指
導

を
通
じ
て
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
が
講
じ
た
五
科
の
う
ち
、
自
然
法
学
と
国
法

学
が
第
一
章
で
、
統
計
学
と
経
済
学
が
第
二
章
で
、
国
際
法
学
が
第
三
章

で
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
密
接
な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
著
者

は
、
そ
の
内
的
な
連
関
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
が

恩
師
Ｊ
・
Ｒ
・
ト
ル
ベ
ッ
ケ
か
ら
継
承
し
た
自
由
主
義
的
な
「
歴
史
化
さ

れ
た
自
然
法
」
思
想
―
―
普
遍
的
な
自
然
法
の
理
念
を
認
め
つ
つ
も
、
そ

れ
を
抽
象
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
歴
史
過
程
の
中
で
顕
現

す
る
実
定
法
の
理
念
と
し
て
再
定
位
す
る
―
―
に
求
め
る
。
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
「
世
界
的
趨
勢
に
よ
る
一
般
原
理
」
の
顕
れ
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の

原
理
の
実
現
を
、
あ
く
ま
で
も
「
特
定
の
国
民
性
や
状
況
に
従
っ
た
制
度
」

（
具
体
的
に
は
立
憲
君
主
制
）
の
改
革
の
中
で
追
求
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う

に
「
抽
象
的
思
索
」
を
排
し
た
「
実
践
的
」
な
憲
法
解
釈
書
『
憲
法
釈
義
』

の
刊
行
に
よ
っ
て
、
ト
ル
ベ
ッ
ケ
は
立
憲
主
義
的
な
自
由
主
義
運
動
の
旗

手
と
な
り
、
つ
い
に
は
首
相
に
任
命
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
継
者
と
し
て
ラ

イ
デ
ン
大
学
法
学
部
教
授
に
就
任
し
た
の
が
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

　

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
「
歴
史
化
さ
れ
た
自
然
法
」
思
想
の
特
質
は
、
第

二
章
で
扱
わ
れ
る
彼
の
統
計
学
と
経
済
学
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
表
れ
て

い
る
。
し
ば
し
ば
「
近
代
日
本
法
の
父
」
と
い
う
扱
い
を
受
け
る
フ
ィ
ッ

セ
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
十
九
世
紀
と
い
う
「
統
計
的
精
神
の
時
代
」
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
彼
は
最
新
の
統
計
学
に
明
る
い
経
済
学
者
と
し
て
そ

の
名
を
馳
せ
て
い
た
。
自
然
法
を
、
抽
象
的
に
で
は
な
く
、
人
び
と
の
生

活
の
中
で
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
フ
ィ
ッ

セ
リ
ン
グ
は
、
「
社
会
生
活
」
に
つ
い
て
の
経
験
的
研
究
と
し
て
の
統
計

学
と
経
済
学
に
お
い
て
そ
の
本
領
を
発
揮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
著
者
に

よ
れ
ば
「
社
会
生
活
」
の
具
体
的
把
握
を
軸
と
し
た
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の

五
科
講
義
に
は
次
の
二
つ
の
特
質
が
看
取
さ
れ
る
。
第
一
に
そ
れ
は
、「
共

に
相
生
養
」
す
る
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
「
性
＝
自
然
」
に
基
づ

く
自
然
法
の
存
在
を
認
め
つ
つ
も
、
国
法
論
を
、
自
然
法
に
つ
い
て
の
抽

象
的
な
思
弁
か
ら
導
く
の
で
は
な
く
、
個
々
の
国
々
の
文
明
と
い
う
「
社

会
生
活
＝
相
生
養
の
道
」
の
歴
史
的
形
態
に
即
し
て
論
じ
る
「
法
と
文
明
」

「
自
然
法
と
歴
史
」
と
い
う
歴
史
主
義
的
な
観
点
に
立
脚
し
て
い
た
。
彼

の
国
法
学
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
産
物
で
あ
る
三
権
分
立
に
基
づ
く

立
憲
君
主
制
を
（
当
時
の
社
会
生
活
に
と
っ
て
）
理
想
的
な
政
体
と
し
て
賛

美
し
て
い
た
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
五
科
講
義
に
は
、
人
び
と

が
自
ら
の
幸
福
を
追
求
す
る
な
か
で
、
社
会
の
紐
帯
は
強
ま
り
、
「
交
易
」
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が
拡
大
し
、
「
一
般
的
功
利
」
が
増
大
す
る
と
い
う
歴
史
認
識
に
立
脚
し

つ
つ
、
人
び
と
の
社
会
生
活
を
貫
く
法
則
性
を
捉
え
る
統
計
学
と
、
社
会

生
活
の
進
む
べ
き
方
向
性
を
経
験
的
に
示
す
「
実
践
」
的
な
経
済
学
を
重

視
す
る
「
実
践
へ
の
志
向
と
経
済
的
自
由
主
義
」
と
い
う
特
質
が
見
ら
れ

た
（
一
六
六
頁
以
下
を
参
照
）
。

　

国
法
学
に
せ
よ
、
国
際
法
学
に
せ
よ
、
「
社
会
生
活
」
が
置
か
れ
て
い

る
個
別
具
体
的
な
歴
史
的
文
脈
を
離
れ
て
抽
象
的
に
研
究
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
第
一
章
、
第
三
章
で
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン

グ
は
そ
の
よ
う
な
徹
頭
徹
尾
歴
史
主
義
的
な
観
点
か
ら
国
法
学
と
国
際
法

学
を
展
開
し
つ
つ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
経
済
的
自
由
主
義
へ
と
向
か
う
「
実

践
」
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
に
あ
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
い
て
様
々
な
慣
行
を
媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
国
内
法
や
国
際
法

の
自
由
主
義
的
な
体
系
に
対
す
る
彼
の
暗
黙
の
信
頼
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば

フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
が
そ
の
国
法
学
や
国
際
法
学
に
お
い
て
立
憲
政
体
や
文

明
の
公
法
と
い
う
理
想
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
立
憲
主
義
や
自
由

貿
易
な
ど
の
経
済
的
・
政
治
的
・
道
徳
的
価
値
を
共
有
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

近
代
の
歴
史
的
条
件
―
―
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う
「
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

公
法
」
！
―
―
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
立
憲
政
体
論
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の

歴
史
的
「
形
勢
」
と
い
う
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
歴

史
的
前
提
を
持
た
な
い
日
本
に
お
い
て
、
如
何
に
し
て
そ
れ
に
類
す
る
法

律
制
度
の
可
能
性
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

第
四
、
五
章
で
は
、
こ
の
西
と
津
田
が
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
歴

史
主
義
的
な
問
題
を
め
ぐ
る
小
野
梓
の
思
想
的
な
格
闘
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
の
同
僚
に
し
て
、
同
じ

く
ト
ル
ベ
ッ
ケ
の
影
響
を
受
け
た
Ｊ
・
Ｅ
・
ハ
ウ
ド
ス
ミ
ッ
ト
の
ロ
ー
マ

法
論
の
小
野
に
よ
る
「
簒
訳
」
『
羅
瑪
律
要
』
で
あ
る
。
簒
訳
と
い
う
の

は
原
文
の
忠
実
な
訳
述
の
中
に
、
訳
文
に
は
な
い
小
野
自
身
の
文
章
が
縦

横
無
尽
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
こ
の
簒
訳
に
挿

入
さ
れ
た
文
章
の
多
く
が
、
功
利
主
義
者
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
の
著
作
か
ら
の

引
用
と
そ
れ
に
基
づ
く
独
自
の
考
察
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
著
者
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
小
野
の
狙
い
は
、
歴
史
的
に
形
成
さ

れ
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
制
の
不
変
の
「
泉
源
」
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法

に
遡
る
と
と
も
に
、
ベ
ン
サ
ム
功
利
主
義
の
「
真
利
の
大
旨
」
に
よ
っ
て
、

そ
の
中
に
含
ま
れ
る
夾
雑
物
た
る
「
非
理
」（
例
え
ば
奴
隷
制
）
を
取
り
除
き
、

「
普
遍
的
」
で
「
有
用
」
な
「
法
理
」
を
剔
抉
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ

し
て
果
た
せ
る
か
な
、
小
野
は
そ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
、
生
ま
れ
な
が

ら
に
付
与
さ
れ
た
「
天
賦
」
の
も
の
で
は
な
く
、
「
人
間
交
際
の
安
康
を

防
護
す
る
為
め
」
に
「
種
々
の
法
度
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
法
的
権
利

と
し
て
の
「
民
権
（civil right

）
」
と
い
う
考
え
方
に
辿
り
着
く
。
日
本

に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
法
と
政
治
の
歴
史
の
欠
落
は
、
西
と
津
田
を

絶
望
さ
せ
た
。
だ
が
、
小
野
は
、
彼
我
の
距
離
を
縮
め
る
べ
く
、
西
洋
の

法
的
伝
統
を
遡
り
、
そ
の
「
泉
源
」
た
る
ロ
ー
マ
法
の
な
か
に
、
「
衆
民

自
治
」
と
い
う
水
平
的
な
政
治
文
化
に
支
え
ら
れ
た
、
対
他
的
な
関
係
性 

‘status ’ 

を
基
礎
と
す
る
法
的
権
利
論
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
で
も
ま
だ
歴
史
法
学
的
な
難
題
は
残
る
。
「
独
立
自
治
の

精
神
」
の
陶
冶
が
妨
げ
ら
れ
て
き
た
日
本
の
伝
統
的
な
政
治
文
化
に
お
い

て
、
「
衆
民
自
治
」
に
根
ざ
し
た
「
民
権
」
を
確
立
す
る
こ
と
の
困
難
で
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あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
小
野
は
そ
の
主
著
『
国
憲
汎
論
』
で
、

代
議
政
体
・
議
院
内
閣
制
を
中
軸
と
す
る
「
主
治
被
治
の
関
係
」
の
改
善

を
通
じ
た
「
被
治
者
相
対
の
交
通
」
の
正
常
化
と
い
う
制
度
論
的
対
応
と
、

『
日
本
書
紀
』
や
中
世
武
家
法
の
再
解
釈
に
よ
る
「
民
権
の
命
脈
」
の
発

掘
と
い
う
歴
史
論
的
対
応
を
試
み
て
い
る
。

　

「
日
本
の
歴
史
」
の
中
に
埋
も
れ
た
「
衆
民
自
治
」
の
政
治
文
化
を
再

生
し
つ
つ
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
た
立
憲
政
体
を
樹
立
す
る
こ
と
。
そ
れ
が

『
国
憲
汎
論
』
下
巻
出
版
の
四
カ
月
後
に
三
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
小
野

梓
の
悲
願
で
あ
り
、
本
書
が
再
構
成
を
試
み
た
、
①
天
保
年
間
に
お
け
る

の
限
定
的
な
摂
取
→
②
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
五
科
講
義
を
媒
介
と
し
た
西
洋

人
文
社
会
科
学
の
体
系
的
な
理
解
と
普
及
→
③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
制
の
「
泉

源
」
へ
の
遡
行
と
日
本
の
法
的
伝
統
を
踏
ま
え
た
根
源
的
な
深
化
と
い
う
、

近
世
蘭
学
の
歴
史
的
展
開
の
到
達
点
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
日
本
の
知
識
社

会
に
お
け
る
蘭
学
の
凋
落
は
既
に
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
し
、
実

際
の
明
治
国
家
体
制
の
中
で
ど
の
よ
う
な
「
日
本
の
伝
統
」
を
踏
ま
え
た

法
制
度
が
確
立
さ
れ
た
か
を
考
え
れ
ば
、
小
野
ら
の
歴
史
的
な
敗
北
は
否

定
し
が
た
い
と
い
え
よ
う
。
多
く
の
日
本
政
治
思
想
史
研
究
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
本
書
も
ま
た
壮
大
な
挫
折
と
敗
北
の
物
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

だ
が
、
膨
大
な
史
料
の
解
読
に
基
づ
く
著
者
の
丹
念
な
分
析
は
、
小
野
ら

の
挫
折
と
敗
北
の
中
に
埋
も
れ
て
い
た
西
洋
人
文
社
会
学
の
豊
か
な
資
産

目
録
を
掘
り
出
し
、
日
本
政
治
思
想
史
の
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
思
想
史

研
究
に
携
わ
る
す
べ
て
の
者
に
、
そ
の
批
判
的
な
継
承
を
迫
っ
て
い
る
。

 

（
お
だ
が
わ
・
だ
い
す
け
／
政
治
思
想
史
）

　

書
評　

『
ル
ド
ル
フ
・
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ 

 
 

―
―
帝
国
主
義
論
か
ら
現
代
資
本
主
義
論
へ
―
―

』

（
上
条
勇
著
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
一
年
）

恒
木
健
太
郎

　

本
書
の
問
題
意
識
は
、
マ
ル
ク
ス
＝
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
な
「
帝
国
主
義

論
」
の
枠
組
み
に
お
い
て
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
ヒ

ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
『
金
融
資
本
論
』
お
よ
び
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」

論
を
、
「
現
代
資
本
主
義
論
」
と
し
て
創
造
的
に
甦
ら
せ
よ
う
と
す
る
点

に
あ
る
。
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著
者
は
、ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
議
論
枠
組
み
を
「
理
論
」
と
「
政
策
」

の
二
分
法
と
し
て
捉
え
、
そ
の
動
機
・
方
法
・
叙
述
展
開
の
正
確
な
把
握

を
試
み
る
。
そ
し
て
、
時
代
の
制
約
と
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
本
人
の
限
界

を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
れ
を
超
え
た
彼
の
議
論
の
可
能
性
を
提
示
し
よ
う
と

す
る
。
こ
の
や
り
方
が
一
定
の
成
果
を
収
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

『
金
融
資
本
論
』
と
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
論
」
と
の
相
関
関
係
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

第
一
章
第
一
節
に
お
い
て
著
者
は
、ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
マ
ッ
ク
ス
・

ア
ド
ラ
ー
の
弁
証
法
理
解
に
影
響
を
う
け
た
と
述
べ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

ア
ド
ラ
ー
の
考
え
で
は
弁
証
法
を
適
用
し
う
る
の
は
思
惟
の
対
立
に
お
い

て
の
み
で
あ
り
、
現
実
に
つ
い
て
は
弁
証
法
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
考
え

が
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
理
論
と
政
策
（
現
実
）
と
の
方
法
的
区

別
に
つ
な
が
っ
て
い
く
、
と
い
う
の
が
本
書
の
根
本
主
張
で
あ
る
。

　

そ
の
含
意
は
、
ま
ず
『
金
融
資
本
論
』
の
篇
別
の
整
理
に
現
れ
る
。
こ

れ
ま
で
こ
の
書
物
は
、
第
一
―
四
編
と
第
五
編
と
の
間
に
方
法
上
の
断
絶

が
み
ら
れ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
は

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
方
法
論
的
一
貫
性
の
な
さ
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
前
者
を
「
理
論
」

の
部
、
後
者
を
「
政
策
」
の
部
と
し
て
区
別
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

そ
の
点
に
つ
い
て
の
重
要
な
記
述
は
本
書
の
第
一
章
第
三
節
に
あ
る
。

　

ま
ず
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
「
理
論
」
の
部
に
お
い
て
、
商
品
の
う

ち
使
用
価
値
を
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
考
察
外
に
お
き
、
も
っ
ぱ
ら
価

値
の
み
を
経
済
学
の
対
象
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
現
実
の

矛
盾
と
し
て
捉
え
て
い
た
商
品
に
お
け
る
使
用
価
値
と
価
値
の
対
立
は
、

彼
の
思
惟
の
弁
証
法
に
お
い
て
問
題
と
な
ら
な
く
な
る
。
彼
は
そ
の
結
果
、

貨
幣
が
価
値
の
量
的
規
定
を
あ
た
え
る
か
の
ご
と
く
、
貨
幣
を
媒
介
と
し

た
交
換
を
す
べ
て
必
然
的
に
等
価
な
も
の
と
み
な
す
に
い
た
る
。
『
金
融

資
本
論
』
に
お
い
て
「
価
値
」
は
「
価
格
」
と
同
一
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
紙
幣
が
貨
幣
の
代
替
物
と
な
る
こ
と

を
指
摘
し
、
そ
の
根
拠
を
流
通
最
低
限
に
お
け
る
「
無
政
府
性
の
除
去
」

（
貨
幣
の
流
通
最
低
限
に
お
い
て
確
実
に
価
値
の
交
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
）
に
求

め
る
。
そ
し
て
、
総
商
品
流
通
を
無
政
府
性
の
除
去
さ
れ
た
流
通
最
低
限

と
無
政
府
的
な
生
産
に
も
と
づ
く
商
品
流
通
と
に
分
割
し
、
資
本
主
義
の

発
展
に
よ
る
前
者
の
比
重
の
増
大
を
主
張
す
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
信

用
の
組
織
化
に
よ
る
意
識
的
調
整
（
中
央
銀
行
の
通
貨
政
策
な
ど
に
よ
る
金

融
パ
ニ
ッ
ク
の
防
止
）
に
基
づ
く
「
資
本
主
義
社
会
に
適
合
さ
せ
ら
れ
た

社
会
主
義
」
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

　

こ
れ
に
加
え
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
利
潤
率
の
均
等
化
法
則
の
貫
徹

に
こ
だ
わ
っ
た
と
い
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
彼
は
資
本
の
集
積
・
集
中
（
独

占
化
）
に
と
も
な
っ
た
カ
ル
テ
ル
形
成
に
よ
る
自
由
競
争
の
止
揚
が
全
産

業
部
門
に
波
及
す
る
こ
と
で
、
カ
ル
テ
ル
部
門
と
非
カ
ル
テ
ル
部
門
と
の

利
潤
率
の
不
平
等
が
是
正
さ
れ
て
い
く
と
考
え
た
。
そ
の
結
果
「
一
般
カ

ル
テ
ル
」
が
形
成
さ
れ
、
資
本
主
義
的
生
産
が
一
つ
の
審
判
所
に
お
い
て

意
識
的
に
調
整
さ
れ
る
貨
幣
を
必
要
と
し
な
い
「
敵
対
的
で
意
識
的
に
調

整
さ
れ
た
社
会
」
段
階
に
達
す
る
。
「
貨
幣
な
き
社
会
」
の
到
来
を
、
彼

は
展
望
し
て
い
た
。

　

こ
の
点
で
、
第
二
章
に
お
け
る
「
金
融
資
本
」
概
念
と
の
関
連
が
重
要

に
な
る
。
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
「
金
融
資
本
」
を
銀
行
資
本
・
商
業
資
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本
・
産
業
資
本
を
統
一
す
る
貨
幣
形
態
と
定
義
す
る
が
、
金
融
部
門
・
流

通
部
門
と
産
業
部
門
を
統
合
す
る
こ
の
資
本
の
量
的
発
展
は
、
そ
の
完
成

形
態
に
い
た
っ
て
少
数
の
最
も
強
大
な
諸
資
本
に
よ
る
「
生
産
に
た
い
す

る
社
会
的
管
理
」
を
可
能
に
す
る
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
競
争
が
止

揚
さ
れ
て
指
令
と
計
画
化
に
も
と
づ
く
「
生
産
の
社
会
化
」
、
社
会
主
義

へ
の
過
渡
的
形
態
と
し
て
の
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
が
実
現
さ
れ
う

る
こ
と
を
、
彼
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
代
経
済
に
お
い
て
、
金
融
政
策
や
意
識
的
な
生
産
調
整
が
「
貨
幣
な

き
社
会
」
へ
の
展
望
を
可
能
に
す
る
ほ
ど
の
有
効
性
を
も
ち
え
て
い
る
か

ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
最
近
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
は
金
融
政
策
の
非

力
な
側
面
を
露
わ
に
し
た
よ
う
に
み
え
る
し
、
巨
大
資
本
に
よ
る
合
併
・

統
合
や
カ
ル
テ
ル
等
に
よ
る
意
識
的
生
産
調
整
も
ま
た
厳
し
い
競
争
に
さ

ら
さ
れ
て
物
価
の
乱
高
下
を
止
め
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事

実
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
「
現
代
資
本
主
義
」
の
諸

矛
盾
を
正
確
に
捉
え
て
い
な
い
部
分
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
幾
度
と
な
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
し
、
著
者
も
手
厳
し
く
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
著
者
が
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
み
る
可
能
性
と
は
、
そ
の
経

済
政
策
論
上
の
柔
軟
性
に
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
著
者
の
指
摘
に

し
た
が
う
な
ら
、
『
金
融
資
本
論
』
第
五
篇
は
ド
イ
ツ
を
典
型
国
と
し
た

歴
史
的
・
個
別
的
・
具
体
的
な
分
析
と
叙
述
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
弁
証
法

が
な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
一
般
カ
ル
テ
ル
」
の
成
立
に
よ

る
「
貨
幣
な
き
社
会
」
の
到
来
は
抽
象
的
な
仮
定
に
過
ぎ
ず
、
現
実
的
に

は
「
社
会
的
・
政
治
的
」
条
件
に
よ
り
不
可
能
に
な
る
、
と
い
う
彼
の
主

張
で
あ
る
。

　

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
競
争
の
止
揚
傾
向
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
「
一

般
カ
ル
テ
ル
」
の
不
成
立
を
経
済
学
的
に
説
明
し
て
い
な
い
。
そ
の
不
成

立
の
根
拠
と
し
て
彼
が
考
え
た
の
は
、
カ
ル
テ
ル
を
め
ぐ
る
利
害
対
立
や

階
級
の
利
害
対
立
、
そ
し
て
国
家
に
よ
る
規
制
（
例
え
ば
小
経
営
保
護
）
等

で
あ
っ
た
。
「
一
般
カ
ル
テ
ル
」
の
成
否
は
利
害
対
立
や
国
家
の
経
済
政

策
に
左
右
さ
れ
る
、
と
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
経
済
学
的
難

点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
彼
が
『
金
融
資
本
論
』
に
お
い
て
見
出
し
た
経

済
政
策
に
お
け
る
「
社
会
的
・
政
治
的
」
条
件
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
着

眼
を
高
く
評
価
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
白
眉
を
な

す
と
著
者
が
み
て
い
る
点
と
は
、
「
危
機
→
革
命
」
と
い
う
左
翼
公
式
主

義
的
な
発
想
に
囚
わ
れ
な
い
そ
の
柔
軟
性
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

か
つ
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
公
式
的
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
帝
国
主
義
戦

争
の
危
機
か
ら
社
会
革
命
へ
と
至
る
の
は
必
然
で
あ
り
、
現
状
の
資
本
主

義
は
社
会
主
義
の
前
夜
で
し
か
な
い
。
『
金
融
資
本
論
』
の
認
識
は
こ
れ

に
棹
さ
す
も
の
で
あ
り
、
少
数
の
資
本
家
に
よ
る
「
一
般
カ
ル
テ
ル
」
は

実
現
せ
ぬ
ま
ま
、
戦
争
か
ら
一
挙
に
革
命
へ
至
る
、
と
い
う
展
望
を
抱
い

て
い
た
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
民
主
党

の
戦
争
協
力
、
国
際
社
会
主
義
運
動
の
分
裂
、
国
家
権
力
の
尋
常
な
ら
ざ

る
強
化
と
戦
時
統
制
経
済
に
よ
る
著
し
い
組
織
化
と
計
画
化
、
さ
ら
に
は

戦
争
前
か
ら
進
展
し
て
い
た
経
済
的
改
善
に
と
も
な
う
労
働
者
階
級
の
体

制
順
応
傾
向
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
こ
の
「
危
機
→
革
命
」
と
い
う
想

定
は
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
こ
と
を
典
型
的
に
表
す
の
が
、
将
来
の
体
制
お
よ
び
実
現
す
べ
き
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政
策
に
関
す
る
選
択
肢
の
提
示
の
仕
方
で
あ
る
。
体
制
選
択
に
つ
い
て
い

え
ば
、
『
金
融
資
本
論
』
で
は
帝
国
主
義
対
社
会
主
義
を
と
い
う
構
図
を

た
て
、
こ
れ
と
並
行
的
に
帝
国
主
義
の
政
策
と
社
会
主
義
の
政
策
を
対
置

し
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
争
期
に
な
っ
て
彼
は
二
つ
の
面
で
変
化
を
生
じ

さ
せ
る
。
ま
ず
、
将
来
の
体
制
選
択
に
つ
い
て
は
、
「
組
織
さ
れ
た
資
本

主
義
」
と
社
会
主
義
と
の
二
者
択
一
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
政
策
と
し
て
は
、
帝
国
主
義
の
政
策
に
自
由
貿
易
政
策
を
対
置

す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。

　

組
織
化
・
計
画
化
の
進
捗
と
労
働
者
階
級
の
体
制
順
応
傾
向
を
み
た
ヒ

ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
そ
こ
に
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
の
現
実
的
可

能
性
を
み
た
。
そ
の
状
況
下
に
お
い
て
彼
が
提
唱
し
た
の
は
、
国
際
的
な

労
働
者
階
級
の
統
一
で
あ
り
、
そ
れ
と
リ
ン
ク
し
た
国
際
平
和
秩
序
の
構

築
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
主
義
段
階
か
ら
い
き
な
り
社
会
主
義
革

命
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
考
え
て
、
ま
ず
は
「
組
織

さ
れ
た
資
本
主
義
」
下
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
要
求
の
平
和
的

な
実
現
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
切
り
札
と
な
っ
た
の
が
自
由
貿
易
政
策
で
あ
る
。
す
で
に
『
金
融

資
本
論
』
に
お
い
て
自
由
貿
易
政
策
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
経
済
政
策

と
し
て
批
判
さ
れ
つ
つ
も
、
生
産
力
増
大
の
観
点
か
ら
「
統
一
的
経
済
領

域
」
の
構
築
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
、
こ
の
領
域
を
分
断
す
る
帝
国
主
義

的
な
保
護
関
税
政
策
や
経
済
領
域
闘
争
よ
り
も
望
ま
し
い
も
の
と
理
解
さ

れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
主
義
よ
り
も
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」

の
ほ
う
が
現
実
味
を
帯
び
る
と
み
た
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
高
価
格
で

商
品
を
売
り
つ
け
る
う
え
に
販
路
を
狭
め
る
こ
と
に
な
る
保
護
関
税
政
策

よ
り
も
、
低
価
格
で
商
品
を
提
供
し
販
路
を
広
げ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

自
由
貿
易
政
策
を
、
生
産
力
拡
大
と
労
働
者
階
級
の
物
質
的
要
求
と
を
実

現
し
う
る
経
済
政
策
と
し
て
提
示
し
な
お
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
路
線
転
換
を
可
能
に
し
た
も
の
と
は
、
「
理
論
」
構
築

と
「
政
策
」
分
析
と
の
方
法
的
分
離
に
あ
っ
た
。
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の

考
え
に
よ
る
と
、
各
階
級
の
利
害
が
対
立
し
つ
つ
調
整
さ
れ
る
政
治
領
域

は
、
価
値
法
則
が
貫
徹
す
る
と
さ
れ
る
経
済
領
域
か
ら
独
立
し
た
も
の
と

認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
金
融
資
本
の
経
済
政
策
た
る
保
護
関
税
を

基
軸
と
し
た
帝
国
主
義
政
策
が
そ
の
ま
ま
国
家
の
経
済
政
策
と
な
る
、
と

い
う
よ
う
な
経
済
決
定
論
で
は
な
い
。
状
況
次
第
で
は
、
議
会
等
を
通
じ

た
民
主
主
義
的
な
利
害
調
整
過
程
で
金
融
資
本
の
経
済
政
策
と
は
異
な
る

国
家
の
政
策
意
思
形
成
が
可
能
に
な
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
ド
イ
ツ

革
命
と
「
社
会
化
」
の
挫
折
を
へ
て
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
相
対
的
安

定
期
に
お
い
て
前
面
に
押
し
出
し
て
く
る
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
論

と
は
、
こ
う
し
た
見
通
し
の
う
え
に
た
っ
た
改
良
主
義
的
社
会
主
義
実
現

論
で
あ
っ
た
。

　

本
書
第
二
部
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
論
の

中
身
は
、
著
者
の
強
調
す
る
と
お
り
現
在
に
お
い
て
も
政
策
論
と
し
て
「
現

実
的
」
魅
力
を
も
ち
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
小
農
を
関
税
で
は
な
く

自
由
貿
易
下
に
お
け
る
合
理
化
と
農
産
物
価
格
の
政
治
的
決
定
と
い
う
国

家
干
渉
に
よ
っ
て
保
護
育
成
す
る
農
業
政
策
、
株
式
等
の
所
有
か
ら
の
経

営
機
能
の
分
離
・
独
立
化
を
ふ
ま
え
た
経
営
へ
の
労
働
者
の
参
画
を
促
す

経
営
評
議
会
の
設
置
と
労
働
者
の
能
力
養
成
を
基
調
と
し
た
「
経
済
民
主

主
義
」
論
、
労
働
市
場
を
中
心
と
し
た
市
場
価
格
機
構
（
金
融
市
場
も
こ
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こ
に
含
ま
れ
る
）
へ
の
政
治
的
介
入
等
を
通
じ
た
国
家
に
よ
る
経
済
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
提
唱
し
た
資
本
主
義
の
「
構
造
的
改
革
」
論
、
そ
し
て
こ
れ

を
支
え
る
自
由
貿
易
お
よ
び
国
際
的
な
商
業
・
通
貨
・
信
用
取
引
の
安
定

と
拡
大
を
保
障
す
る
英
米
中
心
の
国
際
的
平
和
秩
序
を
構
想
し
た
「
現
実

的
平
和
主
義
」
論
、こ
れ
ら
は
昨
今
の
経
済
危
機
を
も
た
ら
す
遠
因
と
な
っ

た
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
流
の
新
自
由
主
義
的
市
場
原
理
主
義
に
対
抗
す
る

政
策
原
理
と
し
て
、
か
つ
て
の
左
翼
公
式
主
義
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
「
現

実
的
」
魅
力
を
も
つ
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
前
段
で
述
べ
た
よ
う
に
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
議
論
に
は
資

本
主
義
の
根
本
的
な
諸
矛
盾
に
つ
い
て
の
認
識
で
弱
点
が
あ
る
、
と
著
者

は
述
べ
る
。
な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
論
が
「
現

実
的
」
で
あ
る
と
い
え
る
理
由
を
、
そ
の
弱
点
を
含
み
こ
ん
だ
う
え
で
突

き
詰
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
大
恐
慌
後
の
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ

は
赤
字
財
政
と
イ
ン
フ
レ
政
策
に
よ
る
積
極
的
な
景
気
刺
激
策
に
反
対
し
、

通
貨
供
給
量
は
増
や
し
つ
つ
も
増
税
に
よ
る
均
衡
財
政
の
確
立
を
目
指
し

た
。
だ
が
こ
の
政
策
は
支
持
を
え
ら
れ
ず
ナ
チ
ス
に
敗
北
し
、
彼
は
亡
命

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。
著
者
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
た
し
か
に
歳

入
不
足
と
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
の
記
憶
を
考
慮
す
れ
ば
国
家
財
政
の
破
綻

を
避
け
る
た
め
に
「
現
実
的
」
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
公

益
」
の
た
め
に
納
税
者
の
大
半
に
痛
み
を
強
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ

が
失
敗
し
た
の
は
経
済
的
な
悪
条
件
の
ゆ
え
な
の
か
。
む
し
ろ
そ
の
「
現

実
的
」
性
格
の
ゆ
え
に
、
彼
の
経
済
政
策
論
は
民
衆
の
支
持
を
え
ら
れ
ず
、

ナ
チ
ス
政
権
の
招
来
に
ま
っ
た
く
無
力
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
に
お
い
て
財
政
危
機
が
各
国
で
叫
ば
れ
る
な

か
で
、
本
当
に
「
現
実
的
」
な
経
済
政
策
論
が
独
裁
主
義
的
革
命
思
想
へ

の
有
効
な
対
抗
軸
と
な
り
う
る
の
か
。
錯
雑
と
し
た
本
書
の
豊
富
な
内
容

を
今
後
に
生
か
す
た
め
に
は
、
こ
れ
を
歴
史
的
に
問
い
直
す
こ
と
が
重
要

に
な
る
。

 

（
つ
ね
き
・
け
ん
た
ろ
う
／
社
会
思
想
史
）
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書
評　

『
移
動
す
る
理
論
―
―
ル
カ
ー
チ
の
思
想
』

（
西
角
純
志
著
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
一
年
）

初
見 

基

　

本
書
の
表
題
と
な
っ
て
い
る
『
移
動
す
る
理
論
』
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・

サ
イ
ー
ド
の
『
世
界
・
テ
ク
ス
ト
・
批
評
家
』
に
収
め
ら
れ
た
一
論
考
の

題
名
（T

raveling T
heory

）
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
サ
イ
ー

ド
は
、
あ
る
理
論
が
「
人
か
ら
人
、
状
況
か
ら
状
況
、
あ
る
時
代
か
ら
別

の
時
代
」
へ
と
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
よ
り
力
を
獲
得
し
た
り
力
を
失
っ

た
り
す
る
、
こ
の
変
化
の
過
程
を
「
移
動
＝
旅
（T

raveling

）
」
と
言
い

表
わ
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
ジ
ェ
ル
ジ
・
ル
カ
ー
チ
の
『
歴
史
と
階

級
意
識
』
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
「
物
象
化
論
」
が
そ
の
後
、
フ
ラ

ン
ス
で
活
躍
し
た
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ゴ
ル
ド
マ
ン
、
さ
ら
に
英
国
の
文
芸
批

評
家
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
お
い
て
い
か
な
る
変
容
を
遂
げ
た

か
を
略
述
し
て
い
る
。
確
固
と
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
ひ
と
つ
の
理
論
で

あ
っ
て
も
、
受
容
に
よ
っ
て
そ
の
か
た
ち
、
そ
の
意
味
合
い
に
は
お
お
き

な
段
差
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
初
源
の
意
志
と
し
て
あ
っ
た

「
抵
抗
」
の
姿
勢
が
後
退
す
る
な
ら
ば
、
理
論
は
「
ド
グ
マ
」
と
な
り
か

ね
な
い
、
そ
れ
故
に
理
論
と
出
会
う
に
当
た
っ
て
つ
ね
に
批
判
的
意
識
を

研
ぎ
澄
ま
せ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
要
請
を
サ
イ
ー

ド
の
文
章
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
「
移
動
す
る
理
論
」
と
い
う
言
い
回
し
を
、
一
人
の
思
想
家
に
お

け
る
変
遷
に
限
定
し
た
う
え
で
敢
え
て
書
名
と
し
て
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
、

著
者
の
西
角
氏
に
は
自
ら
の
ル
カ
ー
チ
把
握
を
端
的
に
そ
こ
に
押
し
出
そ

う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
ろ
う
。
ル
カ
ー
チ
と
い
う
毀
誉
褒
貶
の
落
差
が

甚
だ
し
い
、
ま
た
生
涯
の
思
想
的
歩
み
を
追
っ
て
も
明
快
な
一
貫
性
を
思

い
描
く
こ
と
の
難
し
い
思
想
家
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
統
一
的
に
捉
え
る

方
途
を
こ
う
し
て
見
い
だ
そ
う
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
通
常
な
ら

大
き
な
飛
躍
、
転
回
を
伴
う
と
見
な
さ
れ
る
ル
カ
ー
チ
の
思
想
に
お
い
て
、

誰
に
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
非
連
続
性
を
強
調
す
る
の
で
は
な
し
に
、
非
連

続
を
際
だ
た
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
う
ち
に
連
続
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
試

み
と
言
っ
た
ら
良
い
だ
ろ
う
か
。
断
絶
と
見
え
る
箇
所
に
切
断
面
を
見
る

の
で
な
く
、「
連
続
の
非
連
続
」
に
こ
そ
ル
カ
ー
チ
の
思
想
の
本
領
が
あ
り
、

そ
れ
を
捉
え
よ
う
と
い
う
思
惑
は
、
本
書
の
枠
組
み
の
な
か
で
は
成
功
を
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し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
さ
ら
に
、
本
書
も
ま

た
理
論
の
「
移
動
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
、
つ
ま
り
先
行
思
想
を
批

判
的
に
吟
味
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
当
初
の
理
論
か
ら
は
隔
た
っ
た
層
を

も
掘
り
起
こ
す
、
そ
の
よ
う
な
意
欲
的
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

本
書
は
五
つ
の
章
と
二
つ
の
補
論
か
ら
成
っ
て
い
る
。
所
論
の
根
幹
を

な
し
て
い
る
の
は
最
初
の
二
章
で
、
そ
こ
で
は
青
年
ル
カ
ー
チ
が
思
想
形

成
を
し
て
ゆ
く
過
程
が
、
世
紀
末
ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
知
的
雰
囲
気
を
背
景
に
、

著
作
『
魂
と
形
式
』
、
『
小
説
の
理
論
』
そ
し
て
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
と

い
う
三
作
品
を
中
心
と
し
て
た
ど
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
旅
」
と
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
ル
カ
ー
チ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
転
位
に
行
き
着
く
も
の

だ
っ
た
。

　

第
一
章
「
世
紀
末
の
ブ
ダ
ペ
ス
ト
と
モ
デ
ル
ネ
」
で
は
、
合
理
化
な
ど

を
伴
う
社
会
的
な
「
近
代
」
へ
の
芸
術
的
対
抗
と
し
て
現
わ
れ
た
「
文
化

的
モ
デ
ル
ネ
」
な
い
し
「
美
的
モ
デ
ル
ネ
」
の
な
か
に
ル
カ
ー
チ
の
営
み

が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
「
美
的
モ
デ
ル
ネ
」

の
嚆
矢
と
な
っ
た
印
象
主
義
、
そ
し
て
審
美
主
義
を
さ
ら
に
超
え
る
べ
く
、

そ
う
し
た
芸
術
至
上
主
義
へ
の
批
判
が
『
魂
と
形
式
』
か
ら
『
小
説
の
理

論
』
へ
と
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
「
全
体
性
喪
失
の
時
代
に
お
け
る

全
体
性
形
式
」
と
し
て
芸
術
作
品
が
把
握
さ
れ
て
ゆ
く
様
が
追
わ
れ
て
い

た
。

　

第
二
章
「
初
期
ル
カ
ー
チ
の
思
想
形
成
」
は
、
前
章
で
扱
わ
れ
た
時
代

に
つ
い
て
の
記
述
を
承
け
つ
つ
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
へ
の
道
筋
が
確

認
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い

た
「
物
象
化
論
」
が
、
客
体
の
対
象
的
構
造
と
と
も
に
「
意
識
の
物
象
化
」

を
重
要
な
契
機
と
し
て
含
む
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、

ル
カ
ー
チ
に
お
い
て
「
『
階
級
意
識
』
論
そ
の
も
の
が
、
『
魂
と
形
式
』
と

直
接
の
接
続
を
為
し
て
い
る
」
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て

こ
う
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
「
初
期
ル
カ
ー
チ
の
作
品
を
貫
く
主
題
は
、
『
魂

の
現
実
』
か
ら
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
意
識
の
覚
醒
で
あ
り
、
失

わ
れ
た
『
全
体
性
』
の
回
復
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
全
体
性
』
喪

失
の
時
代
に
お
け
る
魂
の
形
式
化
（
＝
『
全
体
性
』
形
式
）
の
渇
望
で
あ
っ

た
」
。

　

こ
う
し
て
最
初
の
二
章
を
通
じ
て
、
個
別
で
見
た
場
合
に
は
様
相
が
お

お
き
く
異
な
る
ル
カ
ー
チ
の
三
作
品
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
読
み
う
る

可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　

右
の
よ
う
な
論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
『
魂
と
形
式
』
か
ら
『
歴
史
と

階
級
意
識
』
へ
の
道
程
を
西
角
氏
は
、
「
悲
劇
的
世
界
観
」
の
克
服
と
呼

ん
で
い
た
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
悲
劇
的
世
界
観
」
と
は
、
全
体
性
を
渇

望
し
な
が
ら
も
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
そ
の
よ
う
な
限
界
意

識
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
ル
カ
ー
チ
の
悲
劇
観
へ
の
考
察
の
追
補

と
し
て
、
本
書
第
三
章
「
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
ル
カ
ー
チ
」
が
置
か

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
ド
イ

ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
触
れ
ら
れ
る
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
ル
カ
ー
チ
の

「
悲
劇
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
手
が
か
り
に
、「
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
死
」

に
つ
い
て
、
「
生
の
絶
対
的
限
界
と
し
て
の
死
を
通
し
て
、
永
遠
の
生
と

し
て
の
不
死
性
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
づ
く
第
四
章
「
ル
カ
ー
チ
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
」
で
は
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
学
派
成
立
の
前
史
と
ル
カ
ー
チ
と
の
関
連
に
つ
い
て
紹
介
さ
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れ
た
う
え
で
、
彼
の
「
物
象
化
論
」
を
受
け
容
れ
つ
つ
も
「
階
級
意
識
」

論
を
継
承
し
な
か
っ
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
ら
の
議
論
が
、『
啓

蒙
の
弁
証
法
』
へ
と
到
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
補
論
一
の
「
ア

ド
ル
ノ
と
ル
カ
ー
チ
」
で
は
、
表
現
主
義
の
芸
術
作
品
が
も
つ
可
能
性
を

擁
護
す
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
ら
と
、
そ
れ
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
触
れ

あ
う
と
し
て
批
判
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
芸
術
を
推
奨
す
る
ル
カ
ー
チ
ら
と
の

あ
い
だ
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
表
現
主
義
論
争
」
の

「
校
訂
版
」
と
し
て
、
戦
後
の
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
ル
カ
ー
チ
批
判
を
捉
え

直
し
、
ル
カ
ー
チ
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
観
を
そ
こ
か
ら
略
述
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
箇
所
で
西
角
氏
は
、
対
立
す
る
ど
ち
ら
か
の
側
に
肩
入
れ
を
す

る
こ
と
の
な
い
記
述
的
な
態
度
に
自
己
抑
制
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。

　

第
五
章
「
評
議
会
民
主
主
義
と
独
裁
」
で
は
一
転
し
て
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
議
会
制
民
主
主
義
批
判
と
ル
カ
ー
チ
の
議
会
主
義
批
判
と
い
う

左
右
か
ら
の
議
論
が
突
き
合
わ
せ
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

後
者
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
の
な
か
で
構
想
し
た
「
評
議
会
民
主
主
義
」
、

そ
し
て
革
命
敗
北
を
踏
ま
え
て
起
草
さ
れ
た
「
ブ
ル
ム
・
テ
ー
ゼ
」
の
「
民

主
主
義
独
裁
」
の
議
論
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
の
「
構
成
的
権
力
」
概
念
を
援

用
し
、
「
ル
カ
ー
チ
は
、
階
級
意
識
を
、
階
級
を
『
構
成
す
る
権
力
』
と

し
て
位
置
づ
け
、
『
理
念
型
』
を
用
い
て
、
『
階
級
意
識
の
客
観
的
可
能
性

の
理
論
』
と
し
て
再
構
成
し
た
」
と
い
う
立
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

は
本
書
の
別
な
箇
所
で
触
れ
ら
れ
て
い
た
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
概

念
を
所
与
の
実
体
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
「
物
象
化
に
対
抗
す
る

意
識
」
を
表
わ
す
た
め
の
「
比
喩
表
現
」
と
読
み
替
え
た
サ
イ
ー
ド
の
読

み
方
に
倣
っ
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
構

成
的
権
力
」
概
念
そ
の
も
の
が
ま
だ
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
こ
と
を
は
じ

め
と
し
て
、
よ
り
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、こ
れ
に
よ
っ

て
ル
カ
ー
チ
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

た
と
え
ば
「
全
体
性
」
と
い
っ
た
い
ま
で
は
あ
ま
り
見
向
き
も
さ
れ
な
い

概
念
に
し
て
も
、
現
在
的
な
問
題
意
識
の
な
か
で
よ
り
有
効
に
組
み
替
え

る
こ
と
の
で
き
る
余
地
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
補
論
二
は
「
日
本
に

お
け
る
ル
カ
ー
チ
の
翻
訳
・
受
容
史
概
観
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
歴

史
の
さ
ら
に
先
に
よ
り
豊
か
な
ル
カ
ー
チ
受
容
を
期
待
す
る
た
め
に
も
、

そ
れ
は
是
非
と
も
進
め
ら
れ
る
べ
き
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

以
上
、
本
書
の
概
略
を
示
し
た
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
そ
こ
に
評
者
か

ら
の
若
干
の
注
文
を
並
べ
る
こ
と
で
、
今
後
の
議
論
へ
の
端
緒
と
し
た
い
。

　

ま
ず
は
、
本
書
の
な
か
で
『
魂
と
形
式
』
や
『
小
説
の
理
論
』
で
の
論

の
運
び
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
ル
カ
ー
チ
自
身
の
記
述
が
丁
寧
に
追
わ

れ
た
祖
述
と
な
っ
て
お
り
、
理
解
の
助
け
と
な
っ
て
い
る
、
と
は
い
う
も

の
の
、
「
生
」
と
「
形
式
」
、
あ
る
い
は
「
魂
」
等
々
と
ル
カ
ー
チ
が
い
わ

ば
「
文
学
」
的
に
語
っ
て
い
る
語
句
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
歩
進
め
て
本

書
の
文
脈
に
合
わ
せ
大
胆
に
再
構
成
し
た
方
が
、
「
移
動
」
の
あ
り
方
も

明
快
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
議
論
が
よ
り
幅
を
持
ち
え
た
の
で
は
な
い

か
。

　

ま
た
、
「
全
体
性
」
と
い
っ
た
ル
カ
ー
チ
が
固
執
し
た
観
念
に
対
し
て

現
在
の
観
点
か
ら
西
角
氏
が
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
、
そ
し
て
そ
れ
と

ど
う
向
き
合
う
の
か
、
こ
れ
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
い
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う
思
い
も
禁
じ
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
全
体
性
」
の
内
実
が
、
芸
術

作
品
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
社
会
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
で
同
じ
で
あ
る
の
か
異
な
る
の

か
、
こ
れ
は
ル
カ
ー
チ
評
価
の
根
幹
に
係
わ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら

だ
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
点
は
本
書
で
直
接
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
後

期
の
ル
カ
ー
チ
を
検
討
す
る
う
え
で
も
重
要
と
な
る
。

　

そ
も
そ
も
本
書
で
扱
わ
れ
る
ル
カ
ー
チ
の
思
想
の
範
囲
は
か
な
り
限
定

さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
そ
の
旅
の
行
程
が
追
わ
れ
る
の
は
半
ば
ま
で
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
「
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
が
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
中
心
に

位
置
し
て
い
る
」
と
い
う
著
者
の
評
価
か
ら
し
て
必
然
的
な
措
置
で
は
あ

る
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
も
し
「
移
動
す
る
理
論
」
と
い
う
枠
組
み
を
ル

カ
ー
チ
ひ
と
り
の
思
想
に
対
し
て
適
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
中
期
、

後
期
の
局
面
も
が
「
連
続
の
非
連
続
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
の
見

通
し
を
示
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

本
書
で
説
得
的
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
初
ル
カ
ー
チ
も
そ
の
う

ち
に
あ
っ
た
芸
術
的
反
抗
と
し
て
の
「
モ
デ
ル
ネ
」
の
運
動
は
、
社
会
的

「
モ
デ
ル
ネ
」
と
い
う
合
理
化
の
推
進
に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
「
反
現
実
」

的
な
位
相
に
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
で
、
現
実
を
直
接
侵

害
す
る
こ
と
の
な
い
、
む
し
ろ
そ
れ
を
補
完
す
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
。

通
例
の
ロ
マ
ン
主
義
的
反
抗
は
、
多
少
の
現
実
か
ら
の
踏
み
外
し
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
大
方
は
そ
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
も
し
現

実
に
力
を
及
ぼ
し
た
い
と
考
え
た
と
き
、
芸
術
的
反
抗
と
い
う
現
実
に
対

し
て
力
を
も
ち
え
な
い
位
置
か
ら
、
政
治
と
い
う
現
実
へ
と
介
入
し
て
ゆ

く
位
置
へ
の
転
回
が
起
こ
り
う
る
。
ま
さ
に
ル
カ
ー
チ
に
も
認
め
ら
れ
る

点
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
場
合
を
見
る
と
、
そ
の
転
回
は
唐
突
か
つ
即
座
の

跳
躍
だ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
私
見
で
は
、
美
の
領
域
か
ら
政
治
の
領
域

へ
、
切
断
を
経
な
い
ま
ま
で
の
「
移
動
」
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
、
芸
術
的

反
抗
と
し
て
の
「
モ
デ
ル
ネ
」
と
、
現
実
に
お
け
る
政
治
運
動
と
の
連
接
、

連
続
性
に
つ
い
て
は
、
二
十
世
紀
社
会
思
想
史
を
振
り
返
る
う
え
で
も
考

察
す
る
べ
き
例
は
多
々
あ
り
、
ル
カ
ー
チ
の
位
置
も
そ
う
し
た
相
対
化
の

な
か
で
測
ら
れ
る
の
が
相
応
だ
ろ
う
。
た
だ
彼
の
場
合
、
本
書
記
述
に
は

含
ま
れ
な
い
後
期
に
あ
っ
て
は
、
逆
に
「
美
的
な
も
の
」
と
切
断
し
た
と

こ
ろ
で
「
政
治
」
を
優
位
に
置
い
た
、
こ
れ
が
評
者
の
判
断
に
な
る
。
そ

し
て
こ
の
見
方
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
を
「
移
動
」
と
呼
ぶ

に
は
躊
躇
い
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
。
右
で
、
そ
こ
ま
で
の
見
通
し
を
著

者
に
つ
け
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
述
べ
た
所
以
だ
。

　

西
角
氏
は
現
下
の
社
会
状
況
を
見
つ
め
つ
つ
、
「
『
階
級
社
会
』
が
は
っ

き
り
し
、
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
る
。
『
階
級
社
会
』
を
廃
絶
す
る
た

め
に
、
今
こ
そ
、
ル
カ
ー
チ
の
思
想
を
読
み
直
し
、
二
十
世
紀
社
会
主
義

の
な
か
で
正
し
い
評
価
付
け
が
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。

私
見
で
は
、
護
教
的
な
姿
勢
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
サ
イ
ー
ド
に
倣
っ
て

ル
カ
ー
チ
を
「
比
喩
」
と
し
て
読
む
と
き
に
こ
そ
、
現
在
で
も
有
効
で
あ

る
示
唆
が
よ
り
豊
か
に
得
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
移
動
す
る
理
論
」
を
現
在

生
き
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

 

（
は
つ
み
・
も
と
い
／
ド
イ
ツ
文
学
・
思
想
）



社会思想史研究　No. 36　2012

●　232

　

書
評　

『
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー 

 
 

―
―
市
場
社
会
・
民
主
主
義
・
人
間
の
自
由
―
―

』

（
若
森
み
ど
り
著
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）

塚
本
隆
夫

　

本
書
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
政
治
経
済
研
究
所
が
所
蔵
す
る
膨
大

な
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
な
が
ら
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
一
九
二
〇
年
代
か
ら

晩
年
の
一
九
五
〇
年
代
ま
で
を
追
跡
し
、
そ
の
「
社
会
科
学
の
全
体
像
」

を
描
き
だ
そ
う
と
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
色
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
人
間

の
自
由
」
論
が
通
奏
低
音
の
よ
う
に
本
書
全
体
に
響
い
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

著
者
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
自
由
論
を
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論
か
ら
の
超
克

と
し
て
描
き
だ
し
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
独
自
の
自
由
論
の
構
築
過
程
を
追
跡
す

る
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
重
視
す
る
「
自
由
」
と
は
、
「
責
任
か
ら
の
自
由
」

で
は
な
く
、
「
責
任
を
通
し
て
の
自
由
」
（
六
八
頁
）
で
あ
る
、
と
著
者
は

強
調
す
る
。こ
の
自
由
論
が
、
本
書
の
八
つ
の
章
を
結
ぶ
導
き
の
糸
と
な
っ

て
い
る
。

　

本
書
の
ポ
ラ
ン
ニ
ー
論
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

影
響
が
重
視
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
取
り
分
け
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
、ウ
ェ
ー

バ
ー
の
『
一
般
社
会
経
済
史
要
論
』
を
読
み
込
む
こ
と
で
得
た
「
形
式
合

理
性
」
と
「
実
質
合
理
性
」
の
対
立
（
一
八
二
頁
）
の
視
点
を
確
立
し
た

こ
と
が
重
要
な
論
点
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら

ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
得
た
視
点
に
よ
っ
て
、
「
社
会
に
お
け
る
経
済
シ
ス
テ
ム

の
位
置
」
（
一
八
四
―
一
八
五
頁
）
と
い
う
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
研
究
課
題
が
明

確
化
さ
れ
た
、
と
主
張
す
る
。
著
者
は
、
こ
の
よ
う
に
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
思

索
の
足
跡
を
追
い
、
『
大
転
換
』
、
そ
し
て
『
人
間
の
経
済
』
へ
と
思
索
を

重
ね
て
い
っ
た
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
経
済
社
会
学
」
の
枠
組
み
と
、
そ
の
「
自

由
論
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

　

「
序
章
」
で
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
ポ
ラ
ン
ニ
ー
研
究
の
変
遷
を
整
理

す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
ポ
ラ
ン
ニ
ー
像
は
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
ろ
う

と
し
て
い
る
」
（
八
頁
）
。
ス
タ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
（J. R

. Stanfield

）
に
よ
る

T
he E

conom
ic T

hought of K
arl Polanyi 

（
一
九
八
六
） 

が
、
こ
の
画
期

と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
大
転
換
』
の
本
格
的
研
究
が
促
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
代
わ
る
新
自
由
主
義
へ
の

対
抗
軸
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
八
―
九
頁
）
。
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「
第
一
章
」
で
は
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
経
歴
が
、
そ
の
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
時
代
」

か
ら
「
北
ア
メ
リ
カ
時
代
」
ま
で
の
四
つ
の
時
期
に
区
切
っ
て
論
じ
ら
れ

る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
時
代
」
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
社
会
主
義
者
た
ち
と
の
交
流
か
ら
得
た
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論
の
克
服

と
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
研
究
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論
の
研
究

は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
終
生
追
求
す
る
「
自
由
論
」
の
理
論
化
を
深
め
た
。

ま
た
産
業
革
命
の
研
究
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
主
著
『
大
転
換
』
へ
と
後
に

結
実
す
る
。

　

本
書
の
「
第
二
章
」
と
「
第
三
章
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー

の
「
自
由
論
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
「
疎
外
論
」
と
「
物
象
化
論
」
に
基
づ

き
、
「
自
由
」
の
問
題
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
責
任
か
ら
の
自
由
」
と
な
る
。

そ
こ
で
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
「
人
間
の
意
図
し
た
行
為
」
が
も
た
ら
す
「
意

図
せ
ざ
る
結
果
」
に
そ
の
人
の
責
任
は
あ
る
の
か
、
を
問
題
に
す
る
。
人

間
が
意
図
し
た
行
為
が
、
第
三
者
に
と
っ
て
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
も
た
ら

す
。
こ
の
と
き
そ
の
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
は
、
客
観
的
な
も
の
と
な
り
、

社
会
法
則
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
社
会
法
則
に
従
っ
て
行
動
し
た
の
で
あ

り
、
自
己
の
意
志
に
基
づ
い
て
行
為
の
選
択
を
意
図
し
て
行
っ
た
訳
で
は

な
い
。
い
わ
ば
制
度
や
社
会
法
則
に
「
強
制
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
こ
の
行
為
主
体
に
「
自
由
」
と
「
自
分
の
行
動
の
結
果
」
に
対

す
る
責
任
は
あ
る
の
か
。
こ
れ
が
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
人
間
の
自
由
」
の
意

味
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
で
あ
る
。

　

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
自
由
」
は
、
「
責
任
を
通
し
て
の
自
由
」
（
六
八
頁
）

で
あ
る
。
義
務
や
責
任
か
ら
の
自
由
で
は
な
い
。
義
務
と
責
任
を
通
し
て

自
由
が
実
現
で
き
る
、
と
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
考
え
る
。

　

著
者
は
こ
れ
を
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
見
通
し
問
題
」
と
し
て
究
明
す
る

（
六
九
頁
）
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
主
張
す
る
「
責
任
を
通
し
て
の
自
由
」
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
「
意
図
し
た
」
選
択
・
行
為
の
結
果
、
複
雑
な
市
場

経
済
が
も
た
ら
す
「
意
図
せ
ざ
る
」
帰
結
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
の

か
を
、
「
見
通
し
」
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
市
場
経

済
で
は
、
人
び
と
は
、
自
ら
の
行
為
や
選
択
が
他
の
人
び
と
に
及
ぼ
す
影

響
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
ず
、
行
為
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
と
る
た
め

の
見
通
し
も
能
力
も
奪
わ
れ
て
い
る
」
（
七
〇
頁
）
。
「
人
間
の
根
底
的
な

相
互
関
係
を
覆
い
隠
す
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
ト
リ
ッ
ク
が
人
び
と
を
自
分

の
行
為
と
選
択
に
対
す
る
責
任
か
ら
免
除
し
て
い
る
」
（
七
〇
頁
）
。

　

資
本
主
義
経
済
の
社
会
的
分
業
が
覆
い
隠
し
た
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
ぎ
落
と

し
、
市
場
経
済
に
お
け
る
透
明
性
を
高
め
、
「
見
通
し
」
を
得
る
こ
と
で
、

は
じ
め
て
「
責
任
を
通
し
た
自
由
」
と
い
う
問
題
に
人
び
と
は
向
き
あ
え

る
。

　

個
人
の
意
図
し
た
行
為
が
、
見
知
ら
ぬ
第
三
者
に
も
た
ら
す
意
図
せ
ざ

る
帰
結
に
「
見
通
し
」
が
つ
か
な
い
な
ら
ば
、
「
責
任
か
ら
の
自
由
」
が

主
張
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
自
由
が
行
き
つ
く
先
は
、
「
市
場
経

済
の
危
機
」
を
も
た
ら
し
、
そ
の
解
決
が
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
委
ね
ら
れ

て
し
ま
う
。
こ
れ
が
本
書
の
「
第
三
章
」
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
「
第
四
章
」
で
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
主
著
『
大
転
換

）
1
（

』
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
こ
こ
で
物
象
化
さ
れ
た
市
場
経
済
を
「
透
明

化
」
し
、
「
見
通
し
」
を
得
よ
う
と
し
た
。

　

ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
「
自
己
調
整
的
市
場
」
が
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
あ
り
、



社会思想史研究　No. 36　2012

●　234

人
間
を
破
壊
し
、
そ
の
環
境
を
荒
野
に
変
え
て
し
ま
う
、
と
主
張
す
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
取
り
分
け
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
の
自
己
調
整

的
市
場
の
崩
壊
と
そ
れ
に
伴
う
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
出
現
を
分
析
す
る
。
こ
れ

を
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
「
十
九
世
紀
文
明
」
を
支
え
る
四
つ
の
制
度
の
崩
壊

と
し
て
捉
え
る
。
四
つ
の
制
度
と
は
、
①
自
己
調
整
的
な
市
場
経
済
、
②

自
由
主
義
的
国
家
、
③
国
際
金
本
位
制
、
そ
し
て
④
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・

パ
ワ
ー
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の

分
析
を
通
し
て
、
十
九
世
紀
文
明
の
形
成
と
崩
壊
を
追
求
す
る
。

　

産
業
革
命
を
も
た
ら
し
た
機
械
制
生
産
は
、
多
額
の
資
本
を
必
要
と
し

た
。
こ
の
資
本
の
要
求
は
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
に
自
己
調
整
的
市
場
を
強

要
す
る
。
「
人
間
存
在
の
別
名
で
あ
る
労
働
や
自
然
環
境
の
別
名
で
あ
る

土
地
、
そ
し
て
い
か
な
る
意
味
で
も
商
品
と
し
て
発
行
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
貨
幣
」
（
一
三
一
頁
）
が
、
自
己
調
整
的
市
場
の
要
請
に
従
っ
て
、
あ

た
か
も
商
品
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
が
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
擬
制

商
品
」
論
で
あ
る
。
こ
う
し
て
社
会
は
「
悪
魔
の
ひ
き
臼
」
に
か
け
ら
れ
、

紐
帯
を
失
い
ば
ら
ば
ら
に
分
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に

社
会
は
、
自
己
調
整
的
な
市
場
か
ら
自
ら
を
守
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
自
己

調
整
的
市
場
と
社
会
の
自
己
防
衛
が
織
り
な
す
緊
張
関
係
が
「
二
重
運
動
」

と
し
て
描
か
れ
る
。
自
己
調
整
的
市
場
は
、「
社
会
の
自
己
防
衛
を
誘
発
し
、

自
ら
の
危
機
を
招
く
」
（
一
三
二
―
一
二
三
頁
）
と
い
う
市
場
経
済
の
宿
命

的
弱
点
が
描
き
だ
さ
れ
る
。
こ
の
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
議
論
を
、
著
者
は
「
制

度
転
換
と
し
て
の
十
九
世
紀
文
明
の
形
成
と
崩
壊
」
と
題
す
る
一
覧
表
に

整
理
し
て
い
る
（
一
三
三
頁
）
。

　

し
か
し
著
者
に
従
え
ば
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
力
点
は
、
「
市
場
経
済
対
社

会
の
自
己
防
衛
」
の
原
理
的
対
抗
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
そ

の
原
理
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
諸
制
度
を
要
求
す
る
階
級
や
階
層
を

巻
き
込
ん
だ
運
動
と
し
て
衝
突
し
た
こ
と
に
照
明
を
当
て
て
い
る
」
（
一

五
二
頁
）
。
自
己
調
整
的
市
場
の
理
念
は
、
経
済
的
自
由
主
義
を
産
み
だ
し
、

「
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
観
」
（
一
六
八
頁
）
を
確
立
す
る
。
こ
こ
か

ら
人
間
の
自
由
を
放
棄
し
て
権
力
と
強
制
を
賛
美
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
と

至
る
道
が
用
意
さ
れ
る
。
し
か
し
著
者
は
こ
こ
で
、
『
大
転
換
』
の
な
か

で
は
、
「
責
任
を
通
し
て
の
自
由
」
と
い
う
概
念
が
、
表
面
的
に
は
登
場

し
て
い
な
い
、
と
論
難
す
る
（
一
七
四
頁
）
。

　

こ
の
「
責
任
を
通
し
て
の
自
由
」
の
考
察
は
、
本
書
「
第
五
章
」
で
ポ

ラ
ン
ニ
ー
の
「
経
済
社
会
学
」
と
い
う
切
り
口
で
展
開
さ
れ
る
。
ポ
ラ
ン

ニ
ー
は
、ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
一
般
社
会
経
済
史
要
論
』
と
『
経
済
と
社
会
』

を
批
判
的
に
継
承
し
、
形
式
合
理
性
と
実
質
的
合
理
性
の
関
係
を
掘
り
下

げ
る
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
「
社
会
に
お
け
る
経
済
の
位
置
」
と
い
う
研
究

課
題
が
、ウ
ェ
ー
バ
ー
の
意
図
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
考
え
た
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー

の
『
初
期
帝
国
に
お
け
る
交
易
と
市
場
』
（
一
九
七
五
年
）
が
『
大
転
換
』

以
降
に
展
開
さ
れ
た
研
究
テ
ー
マ
の
到
達
点
を
示
す
（
一
八
六
頁
）
。
こ
こ

で
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
「
過
程
」
と
「
制
度
化
」
と
い
う
二
つ
の
レ
ベ
ル
か

ら
経
済
を
非
市
場
経
済
だ
け
で
な
く
市
場
経
済
ま
で
を
も
分
析
し
、
「
経

済
が
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
離
床
し
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

経
済
過
程
を
制
度
化
の
観
点
か
ら
分
析
」
す
る
手
法
を
提
示
す
る
（
一
八

九
頁
）
。

　

こ
の
枠
組
み
か
ら
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
と
古
代
ギ
リ

シ
ャ
の
経
済
論
が
再
検
討
さ
れ
る
。
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本
書
「
第
六
章
」
で
は
、
ロ
ー
ト
シ
ュ
テ
ィ
ン
が
ポ
ラ
ン
ニ
ー
と
の
対

話
を
記
録
し
た
「
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
ノ
ー
ト
」
に
あ
る
「
ル
ソ
ー
・
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
」
の
議
論
が
注
目
さ
れ
る
。

　

市
場
経
済
の
拡
大
と
社
会
の
自
己
防
衛
、
そ
の
根
底
に
あ
る
市
場
経
済

と
人
間
の
自
由
の
対
抗
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
思
索
を
深
め

る
。
か
く
し
て
「
社
会
の
存
続
の
原
理
」
と
「
個
人
的
自
由
の
原
理
」
の

ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
「
社
会
の
現
実
」
の
解
決
が
探
求
さ
れ
る
。
こ
の
ジ
レ

ン
マ
を
「
人
間
は
自
由
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
」
（
二
三
四
頁
）
と
し
た
「
ル

ソ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
し
て
提
示
す
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解

決
を
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
ル
ソ
ー
の
中
に
見
つ
け
だ
す
。
そ
れ
が
ル
ソ
ー
の

「
普
通
の
人
び
と
の
発
見
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
ポ
ラ
ン

ニ
ー
は
解
決
策
を
探
る
。

　

こ
こ
か
ら
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
現
代
の
産
業
社
会
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
「
良
き
生
活
」
の
問
題
を
捉
え
直
す
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
ガ
ル
ブ

レ
イ
ス
を
導
き
の
糸
と
し
な
が
ら
、
『
ゆ
た
か
な
社
会
』
で
示
さ
れ
た
完

全
雇
用
に
あ
る
産
業
社
会
に
お
け
る
「
自
由
」
を
問
い
直
し
た
。
ガ
ル
ブ

レ
イ
ス
の
『
ゆ
た
か
な
社
会
』
は
、
『
大
転
換
』
と
補
完
関
係
を
な
す
。

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
産
業
社
会
に
お
け
る
良
き
生
活
」
に
と
っ
て
は
、
自
由

が
決
定
的
な
要
素
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
自
由
の
拡
大
に
は
、
費
用
と
犠

牲
が
伴
う
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
人
間
の
自
由
」
が
意
味
す
る
の
は
、
選
択

し
た
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
で
あ
る
（
二
四
九
―
二
五
〇
頁
）
。

　

以
上
の
よ
う
に
著
者
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
自
由
論
」
を
軸
に
そ
の
「
経

済
社
会
学
」
の
姿
を
描
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
取
り
分
け
こ
の
論
調
を

色
濃
く
反
映
し
て
い
る
の
が
、
「
第
二
章　

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
社
会
哲
学
の

源
流
」
と
「
第
六
章　

産
業
文
明
と
人
間
存
在
」
と
題
さ
れ
た
二
つ
の
章

で
あ
る
。
「
第
二
章
」
で
は
若
き
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
取
り
組
ん
だ
「
責
任
に

基
づ
く
自
由
」
論
が
、
「
第
六
章
」
の
「
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
ノ
ー
ト
」

で
は
年
月
を
重
ね
た
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
、
色
褪
せ
る
こ
と
な
く
再
び
こ
の

テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
著
者
の
ポ
ラ
ン
ニ
ー
像
、
取
り
分
け
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
影
響
を

強
調
す
る
切
り
口
は
、
野
口
建
彦
に
よ
る
ポ
ラ
ン
ニ
ー
像
と
は
食
い
違
い

を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
野
口
は
、
『
Ｋ
・
ポ
ラ
ニ
ー
―
―
市
場
自
由
主
義
の
根
源
的
批

判
者
』
で
『
大
転
換
』
を
中
心
に
ポ
ラ
ン
ニ
ー
像
を
描
き
だ
し
て
い
る
。

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
の
分
析
に
焦
点
を
当
て
、
ス
ピ
ー

ナ
ム
ラ
ン
ド
法
、
自
己
調
整
的
市
場
、
擬
制
商
品
、
二
重
の
運
動
と
い
う

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
分
析
手
法
に
光
を
当
て
て
い
る
。
そ
し
て
野
口
は
、
ポ
ラ

ン
ニ
ー
の
今
日
的
意
義
と
し
て
一
九
七
一
年
の
金
・
ド
ル
兌
換
停
止
と
い

う
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
の
終
焉
が
、
ポ

ラ
ン
ニ
ー
が
貨
幣
を
「
擬
制
商
品
」
と
し
た
分
析
の
正
し
さ
を
証
明
す
る

も
の
で
あ
っ
た
、
と
の
評
価
を
与
え
て
い
る

）
2
（

。

　

こ
の
野
口
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
著
者
が
論
じ
る
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
貨
幣

論
は
、
未
展
開
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
相
違
は
、
野
口
と
著
者
が

抱
い
て
い
る
ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
対
す
る
問
題
意
識
の
相
違
で
も
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
両
者
が
描
き
だ
す
相
違
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
思
想
の
豊
饒
性
の
証
左

で
も
あ
る
。

　

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
経
済
社
会
学
」
は
、
社
会
科
学
と
は
何
か
の
問
い
直
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し
を
迫
る
。
著
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
ポ
ラ
ン
ニ
ー
像
は

新
し
く
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
」
（
八
頁
）
。
著
者
の
つ
ぎ
な
る
ポ

ラ
ン
ニ
ー
論
の
進
展
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。

 

（
つ
か
も
と
・
た
か
お
／
経
済
学
史
・
経
済
思
想
史
）

注（
1
） 

拙
稿
「
書
評　

ポ
ラ
ニ
ー
著
、
野
口
・
栖
原
訳
『
新
訳　

大
転
換
』
」
『
経

済
集
志
』
日
本
大
学
経
済
学
部
、
八
一
巻
、
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
八

五
―
九
三
頁
。

（
2
） 

野
口
建
彦
『
Ｋ
・
ポ
ラ
ニ
ー
―
―
市
場
自
由
主
義
の
根
源
的
批
判
者
』
文

眞
堂
、
二
〇
一
一
年
、
二
二
〇
頁
。

　

書
評　

『
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク 

 
 

―
―
〈
新
し
い
思
考
〉
の
誕
生
―
―

』

（
佐
藤
貴
史
著
、
知
泉
書
館
、
二
〇
一
〇
年
）

徳
永 

恂

　

フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
名
は
、
輝
か
し
い
、
し
か
し
謎

め
か
し
い
ア
ウ
ラ
に
包
ま
れ
て
い
る
。
通
常
の
哲
学
史
の
教
科
書
な
ど
に

は
、
彼
の
名
は
見
当
ら
な
い
。
わ
ず
か
に
哲
学
辞
典
な
ど
に
『
ヘ
ー
ゲ
ル

と
国
家
』
（
一
九
二
〇
年
）
の
著
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

が
、
こ
れ
も
歴
史
家
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
も
と
で
の
学
位
論
文
で
あ
っ
て
み
れ
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ば
、
国
家
論
の
歴
史
と
い
う
系
列
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
や

や
狭
い
専
門
研
究
者
の
間
で
は
、
彼
が
校
訂
出
版
し
た
「
ド
イ
ツ
観
念
論

の
最
古
の
体
系
計
画
」
と
い
う
筆
者
不
明
の
草
稿
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
の

か
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
も
の
か
で
注
目
さ
れ
、
書
誌
学
的
関
心
を
呼
ん
だ
に

す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
何
と
言
っ
て
も
、
思
想
史
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
、
沈
み

ゆ
く
金ゆ

う
ず
つ星

の
よ
う
な
光
芒
を
輝
か
せ
た
の
は
、
一
九
二
一
年
に
出
た
大
冊

『
救
済
の
星
』
（D

er Stern der E
rlösung

）
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
国
家
』
と
『
救
済
の
星
』
と
は
、
出
版
年
次
こ
そ
一
年

し
か
違
わ
な
い
が
、
そ
の
執
筆
年
次
に
は
、
ほ
ぼ
十
年
の
時
差
が
あ
る
。

そ
れ
は
時
代
史
的
に
は
、
二
十
世
紀
の
一
〇
年
代
に
相
当
す
る
が
、
そ
こ

に
は
十
年
と
い
う
長
さ
以
上
に
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
と
っ
て
決
定

的
な
断
層
が
い
く
つ
か
横
た
わ
っ
て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、
彼
は
マ
イ
ネ
ッ

ケ
の
も
と
で
教ハ

ビ
リ
タ
チ
オ
ン

授
資
格
を
と
る
こ
と
を
断
念
し
て
、
そ
の
頃
マ
ー
ル
ブ
ル

ク
大
学
を
辞
め
て
、
ベ
ル
リ
ン
神
学
校
に
来
て
い
た
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ

ン
の
も
と
に
走
り
、
「
歴
史
家
か
ら
哲
学
者
へ
の
転
進
」
を
は
か
る
。
第

二
に
、
キ
リ
ス
ト
教
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
に
改
宗
し
た
従
兄
弟
た
ち
と

の
議
論
を
重
ね
つ
つ
、
洗
礼
寸
前
ま
で
行
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
接

近
か
ら
引
き
帰
し
て
、
あ
ら
た
め
て
自
覚
的
に
「
ユ
ダ
ヤ
教
へ
回
帰
」
す

る
。
そ
し
て
第
三
に
、
一
九
一
四
年
に
勃
発
し
た
第
一
次
大
戦
に
あ
っ
て

は
、
一
兵
士
と
し
て
召
集
さ
れ
戦
闘
に
参
加
す
る
。
そ
う
い
う
戦
争
な
い

し
「
従
軍
・
戦
場
体
験
」
。
こ
れ
ら
三
つ
が
、
密
接
に
関
連
し
つ
つ
、
彼

の
人
生
を
横
切
っ
て
い
る
。

　

『
救
済
の
星
』
に
結
晶
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
再
生
・
再
把
握
の
構
想
は
、

バ
ル
カ
ン
戦
線
で
の
砲
火
飛
び
交
う
塹
壕
の
中
で
暖
め
ら
れ
た
と
い
う
。

同
書
冒
頭
の
「
〈
す
べ
て
〉
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
死
か
ら
、
死
へ
の
恐

怖
か
ら
、
始
ま
る
」
と
い
う
印
象
的
な
書
き
出
し
は
、
少
な
く
と
も
彼
の

戦
場
体
験
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
よ
し
ん
ば
彼
の
ユ

ダ
ヤ
教
へ
の
復
帰
の
意
向
が
、
す
で
に
前
年
一
九
一
三
年
に
固
め
ら
れ
て

い
た
と
し
て
も
。
「
戦
争
体
験
」
、
そ
れ
は
度
合
い
こ
そ
異
な
れ
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
「
死
へ
の
存
在
」
と
い
う
実
存
把
握
に
も
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の

「
西
欧
の
没
落
」と
い
う
歴
史
観
に
も
共
通
す
る
同
世
代
の
時
代
体
験
だ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
終
末
を
前
に
し
て
、
人
は
初
め
て
、
人
生
を
、
あ
る
い

は
世
界
史
を
、
全
体
と
し
て

0

0

0

0

0

見
渡
す
地
平
に
立
た
さ
れ
る
の
だ
。

　

そ
う
い
う
地
平
に
立
っ
て
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
こ
れ
ま
で
の

キ
リ
ス
ト
教
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
伝
統
の
す
べ
て

0

0

0

、
「
イ
オ
ニ
ア
か
ら

イ
エ
ナ
に
至
る
」
ま
で
の
西
欧
形
而
上
学
（
つ
ま
り
タ
ー
レ
ス
か
ら
ヘ
ー
ゲ

ル
に
至
る
ま
で
、
「
一ヘ

ン

・

カ

イ

・

パ

ン

つ
に
し
て
全
な
る
も
の
」
を
求
め
た
存
在
論
）
の
没
落
を

目
撃
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
根
源
に
帰
る
こ
と
で
、
そ
の
蘇
生
・
再
生
を
は
か

ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
「
ユ
ダ
ヤ
教
へ
の
回
帰
」
と
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
は
個
人
史
的
な
一
時
期
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
傾
斜
か
ら
の
復
帰
で

あ
っ
て
、
伝
統
的
な
旧
い
ユ
ダ
ヤ
教
学
へ
の
復
帰
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
教
学
の
全
面
的
刷
新
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教

の
流
れ
で
い
え
ば
、
パ
ス
カ
ル
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
バ
ル
ト
ら
の
覚
醒
運

動
に
比
肩
さ
れ
る
よ
う
な
、
現
代
と
い
う
時
代
地
平
で
の
ユ
ダ
ヤ
教
原
理

の
再
構
成
で
あ
り
刷
新
の
試
み
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
刷
新
が
、
ど

の
程
度
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
新
し
い

0

0

0

」
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
こ
に

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
転
生
、
あ
る
い
は
思
想
史
的
な
意
味
が
か
け
ら

れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
独
自
な
発
想
と
ス
タ
イ
ル
を
見
る
た
め
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に
、
『
救
済
の
星
』
の
目
次
を
日
本
語
訳
（
村
岡
・
細
見
・
小
須
田
訳
、
み

す
ず
書
房
）
で
掲
げ
て
お
こ
う
。

　

フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
『
救
済
の
星
』 

 
 

（D
er Stern der E

rlösung

）

第
一
巻　

要
素
、
あ
る
い
は
永
続
的
な
前
世
界

　

序
論
〈
す
べ
て
〉
を
認
識
す
る
可
能
性
に
つ
い
て

第
一
章　

神
と
そ
の
存
在
、
あ
る
い
は
メ
タ
自
然
学

第
二
章　

世
界
と
そ
の
意
味
、
あ
る
い
は
メ
タ
論
理
学

第
三
章　

人
間
と
そ
の
〈
自
己
〉
、
あ
る
い
は
メ
タ
倫
理
学

移
行

第
二
巻　

軌
道
、
あ
る
い
は
つ
ね
に
更
新
さ
れ
る
世
界

　

序
論　

奇
跡
を
体
験
す
る
可
能
性
に
つ
い
て

第
一
章　

創
造
、
あ
る
い
は
事
物
の
永
続
的
な
根
拠

第
二
章　

啓
示
、
あ
る
い
は
つ
ね
に
更
新
さ
れ
る
魂
の
誕
生

第
三
章　

救
済
、
あ
る
い
は
御
国
の
永
遠
の
未
来

敷
居

第
三
巻　

形
態
、
あ
る
い
は
永
遠
の
超
世
界

　

序
論　

御
国
を
祈
り
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て

第
一
章　

火
、
あ
る
い
は
永
遠
の
生

第
二
章　

光
線
、
あ
る
い
は
永
遠
の
道

第
三
章　

星
、
あ
る
い
は
永
遠
の
真
理

門

　

ご
覧
の
と
お
り
、
一
見
し
て
そ
の
斬
新
さ
は
目
を
見
張
る
ば
か
り
だ
し
、

第
一
巻
、
二
巻
、
三
巻
は
（
佐
藤
氏
著
で
は
第
一
部
、
二
部
、
三
部
）
、
そ
れ

ぞ
れ
要
素
（E

lem
ent

）
、
軌
道
、
形
態
と
い
う
ふ
う
に
天
文
学
用
語
が
使

わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
さ
ら
に
各
三
章
仕
立
で
、
神
、
世
界
、
人
間
。
創

造
、
啓
示
、
救
済
。
火
、
光
線
、
星
に
分
け
ら
れ
、
各
巻
の
間
は
、
移
行
、

敷
居
、
門
と
い
う
象
徴
的
な
名
称
で
繋
が
れ
、
最
終
的
に
「
救
済
の
星0

」

に
至
る
形
に
整
然
と
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
魅

力
的
な
語
り
口
や
個
性
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
に
気
を
取
ら
れ
る
と
、
と
も
す

れ
ば
論
旨
の
進
行
や
各
部
門
の
関
連
は
中
断
さ
れ
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
全
巻
は
、
周
到
に
計
画
さ
れ
た
一
箇
の
「
体
系
」

と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
理
解
す
る
た
め
に

は
、
ま
ず
こ
の
本
を
体
系
と
し
て
、
（
し
か
も
論
理
的
整
合
性
だ
け
で
は
く
、

歴
史
と
も
相
蔽
う
形
で
）
読
み
解
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

決
し
て
容
易
な
作
業
で
は
な
い
。

　

一
昨
年
（
二
〇
一
〇
年
）
知
泉
書
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
佐
藤
貴
史
氏
の

著
書
『
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
』
は
、
本
来
ド
ク
タ
ー
論
文

と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
『
救
済
の
星
』
へ
の
入
門
書
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
テ
キ
ス
ト
を
忠
実
に
読
む
こ
と
、
あ
く
ま
で
内

在
的
理
解
を
目
指
す
点
で
、
そ
し
て
諸
家
の
論
評
を
も
し
か
る
べ
き
距
離

を
保
っ
て
参
照
し
つ
つ
、
着
実
に
対
話
を
進
め
て
い
る
点
で
、
充
分
に
、

よ
き
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
い
う
資
格
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

い
。
佐
藤
氏
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
一
九
二
五
年
に
書
い
た
自
著
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へ
の
コ
メ
ン
ト
「
新
し
い
思
考
」
（
『
思
想
』
二
〇
〇
八
年
十
月
号
に
、
合
田

正
人
氏
と
佐
藤
氏
の
共
訳
と
い
う
形
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
）
に
依
り
つ
つ
、
ロ
ー

ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
新
し
さ

0

0

0

と
は
何
か
、
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
「
時
間
性
」

と
「
対
話
」
を
キ
ー
・
ワ
ー
ド
に
し
つ
つ
、
人
間
と
世
界
と
神
か
ら
始
め

て
、
三
部
構
成
の
各
章
、
各
部
を
つ
な
ぐ
「
と0

」
の
連
関
を
、
体
系
的
に

0

0

0

0

説
き
明
か
そ
う
と
す
る
。

　

し
か
し
そ
の
場
合
、
「
体
系
」
と
は
、
新
カ
ン
ト
派
の
代
表
と
し
て
の

前
期
コ
ー
エ
ン
が
作
り
あ
げ
た
（
数
学
を
モ
デ
ル
に
し
た
、
経
験
と
ア
プ
リ

オ
リ
と
の
統
一
と
い
う
）
静
的
な
認
識
論
的
図
式
と
は
違
っ
て
、
あ
る
意
味

で
む
し
ろ
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
晩
年
の
コ
ー
エ
ン
の
中
に
見
出
す

「
無
意
識
的
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
」
つ
ま
り
、
歴
史
の
中
で
の

0

0

0

0

0

0

真
理
の
顕
現
、

と
い
う
動
的
モ
デ
ル
に
近
づ
く
。
た
だ
し
そ
の
方
向
は
、む
ろ
ん
逆
で
あ
っ

て
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
出
発
す
る
の
は
、
絶
対
精
神
で
は
な
く
、

観イ

デ

ア

リ

ス

ム

念
論
哲
学
の
崩
壊
と
い
う
現
代
の
状
況
で
あ
り
、
そ
の
「
経
験
」
か
ら

出
発
し
て
、
歴
史
は
、「
時
間
性
の
中
で
の
」
、「
人
間
と
他
者
（
神
）
と
の
」

「
対
話
」
と
し
て
溯
及
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
う
い
う
現
代
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ

的
状
況
と
い
う
「
事
実
後
の
経
験
」
か
ら
の
出
発
は
、
彼
の
「
新
し
い
思

考
」
に
、
単
な
る
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
神
学
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
思
想
地
圏
を

超
え
た
、
普
遍
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
没
後
（
一
九
二
九
年
）
に
エ
ル
サ
レ
ム
で
行

わ
れ
た
葬
儀
で
弔
辞
を
述
べ
、
ま
た
『
救
済
の
星
』
の
再
版
（
一
九
三
一
年
）

に
序
文
を
寄
せ
た
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
本
の
出

現
は
、
当
時
の
自
足
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
神
学
者
た
ち
に
「
狼
狽
す
る
ほ
ど

の
」
衝
撃
を
与
え
た
と
い
う
。
そ
の
衝
撃
は
、
―
―
直
接
の
影
響
関
係
は

別
と
し
て
も
―
―
、
二
〇
年
代
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
い
た
バ
ル
ト
、
ブ
ル

ト
マ
ン
、
テ
ィ
ー
リ
ッ
ヒ
と
い
っ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
影
響
下
に
あ
っ
た

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
若
い
神
学
者
た
ち
、
本
来
カ
ト
リ
ッ
ク
系
だ
っ
た

初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
存
在
の
分
析
論
」
と
も
呼
応
、
共
鳴
す
る
も
の

だ
っ
た
。
そ
の
衝
撃
波
は
、
や
が
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
と
い
っ
た
、
広
義
の
ユ
ダ
ヤ
系
思
想
家
た
ち
の
間
に
、
神
学
、

哲
学
、
文
学
、
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
拡
ま
っ
て
ゆ
き
、
一
九
八

六
年
に
生
地
カ
ッ
セ
ル
で
の
生
誕
一
〇
〇
年
を
記
念
し
た
国
際
学
会
に
は
、

数
百
人
の
学
者
が
集
ま
り
、
記
念
論
集
（
部
厚
い
計
四
冊
）
に
は
百
本
以

上
の
論
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
で
も
、
今
回
の
佐
藤
氏
の
著
書
を
含
め
、
村
岡
・
合
田
氏
ら
の
著

作
・
翻
訳
（
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
ブ
ー
レ
ッ
ツ
ら
）
な
ど
、
ブ
ー
ム
化
の
気
配
さ

え
感
じ
ら
れ
る
。
よ
ろ
こ
ば
し
い
と
も
言
え
よ
う
が
、
一
抹
の
危
惧
の
念

も
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
と
わ
れ

わ
れ
を
隔
て
て
い
る
一
世
紀
近
い
歴
史
を
横
切
っ
て
い
る
時
間
の
断
層
か

ら
生
じ
て
い
る
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
の
終
わ
っ
た
後
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
既
成

の
大
学
に
こ
も
る
道
を
捨
て
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
「
自
由
ユ
ダ
ヤ
学

院
」
を
創
設
し
た
（
フ
ロ
ム
も
そ
こ
の
助
教
だ
っ
た
）
。
し
か
し
二
九
年
に

そ
の
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
、
晩
年
の
八
年
を
彼
は
病
床
で
過
ご
し
た
。
「
脊

椎
側
索
硬
化
症
」
と
い
う
筋
肉
・
神
経
の
麻
痺
か
ら
死
に
到
る
難
病
。
私

の
父
も
そ
れ
で
命
を
落
と
し
た
し
、
医
学
史
的
に
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
パ
リ

時
代
の
師
シ
ャ
ル
コ
ー
の
研
究
で
名
高
い
が
、
未
だ
に
そ
の
治
療
法
は
見

つ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
病
床
に
あ
っ
て
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
取
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り
組
ん
だ
の
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
の
『
聖
書
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
だ
っ
た
。

未
完
に
終
わ
り
ブ
ー
バ
ー
に
引
き
継
が
れ
た
、
そ
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
は
、

た
と
え
ばG

esetz

（
律
法
）
はVerw

eisung

（
教
示
）
と
さ
れ
て
い
る
。
「
律

法
」
が
、
命
令
・
違
反
・
処
罰
と
い
う
「
罪
と
罰
」
連
関
に
置
か
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
「
教
示
」
に
は
、
愛
情
を
も
っ
て
教
え
諭
す
と
い
う
親

和
関
係
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
き
び
し
い
神
の
表
情
は
和
ら
い
で
見
え
る
。

対
話
に
し
て
も
、
人
間
ど
お
し
の
言
葉
に
よ
る
駆
け
引
き
、
妥
協
の
形
式

で
は
な
く
、
神
が
人
間
に
対
し
て
抱
く
「
隣

ネ
ヒ
ス
ト
リ
ー
ベ

人
愛
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対

す
る
人
間
の
信
頼
な
の
だ
。
こ
れ
は
コ
ー
エ
ン
晩
年
の
考
え
に
由
来
す
る

と
言
え
よ
う
が
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
さ
ら
に
「
時
間
性
」
の
次
元

で
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
差
異
を
対
照
し
て
見
せ
る
。
メ
シ
ア
的

救
済
理
想
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
は
、
す
で
に
過
去
に

0

0

0

（
創
造
の
啓
示

に
お
い
て
）
成
就
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
救

い
は
将
来
に

0

0

0

、
イ
エ
ス
の
再
臨
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。こ
の
意
味
で
、「
ユ

ダ
ヤ
教
は
イ
エ
ス
を
必
要
と
し
て
い
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
世
界
史
を

必
要
と
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
自
己
を
啓
示
し
、
人
間
を
救
う
こ
と
は
、

同
時
に
神
の
「
自
己
救
済
」
だ
と
言
わ
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
も
っ
と
一

般
化
し
て
、
神
を
主
語
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
述
語
命
題
が
延
べ
ら
れ
る
時
、

そ
れ
は
「
経
験
を
超
え
た
」
形メ

タ
フ
ィ
ジ
ィ
ク

而
上
学
な
の
か
、
そ
れ
と
も
神
が
世
界
の

中
へ
招
致
さ
れ
、
「
世
界
内
存
在
」
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
『
創
世
記
』
の

神
話
を
も
、
体
系
の
中
に
取
り
込
も
う
と
す
る
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の

哲
学
体
系
の
基
礎
経
験
の
新
し
さ

0

0

0

は
、
神
に
よ
る
創
造
物
と
し
て
の
世
界
、

啓
示
の
瞬
間
に
現
れ
る
永
遠
と
い
う
古
い
図
式

0

0

0

0

に
、
再
び
組
み
込
ま
れ
は

し
な
い
か
。
少
な
く
と
も
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
啓
蒙

0

0

さ
れ
世
俗
化

0

0

0

さ
れ

た
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
は
、
そ
う
い
う
疑
念
を
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
し
こ
れ
を
「
神
秘
主
義
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
神
秘
主
義
は
、
社
会
思
想

史
の
対
象
と
は
成
り
え
て
も
、
方
法
に
は
成
り
え
な
い
の
か
。
も
し
そ
う

な
ら
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
つ
い
て
問
う
べ
き
は
、「
ニ
ー
チ
ェ
以
後
」

と
い
う
出
発
点
よ
り
は
、
「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
以
後
」
を
知
ら
な
か
っ
た
、

と
い
う
後
日
談
の
今
日
的
意
味
だ
ろ
う
か
。
第
二
次
大
戦
後
、
ロ
ー
ゼ
ン

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
・
ブ
ー
バ
ー
の
ド
イ
ツ
語
訳
『
聖
書
』
が
日
の
目
を
見
た
時
、

ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
そ
れ
を
「
受
け
と
り
人
の
な
い
手
紙
」

だ
と
し
て
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
共
生
と
い
う
「
神
話
」
の
終
焉
を
認
定
し

た
。
は
た
し
て
そ
う
な
の
か
。
事
は
た
ん
に
ド
イ
ツ
と
ユ
ダ
ヤ
の
間
と
い

う
二
国
間
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ル
タ
ー
訳
聖
書
に
基
く
キ
リ
ス
ト
教

か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
教
理
解
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
そ
れ
は
尚
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
を
持
つ
の
か
。
そ
の
判
定
は
容
易
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、「
救

済
を
知
っ
て
も
啓
示
を
知
ら
ぬ
」
ア
ド
ル
ノ
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
対
し
て
、

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
、
「
啓
示
の
声
」
と
し
て
の
「
救
済
の
星
」
を
、

目
に
見
え
る
形
で
ロ
ゴ
ス
化
す
る
と
い
う
課
題
に
、
生
命
を
賭
け
て
い
た

こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
佐
藤
貴
史
氏
の
真
摯
な
労
作
は
、
そ
の
後
を
辿
る

わ
れ
わ
れ
に
も
、
何
事
か
を
啓
示
し
て
く
れ
る
筈
で
あ
る
。

 

（
と
く
な
が
・
ま
こ
と
／
哲
学
・
社
会
思
想
史
）
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書
評　

『
内
田
義
彦
論
―
―
ひ
と
つ
の
戦
後
思
想
史

』

（
鈴
木
信
雄
著
、
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）

安
藤
隆
穂

　

「
私
は
内
田
義
彦
の
生
涯
を
辿
り
な
が
ら
、
内
田
が
追
い
求
め
て
き
た

も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
努
め
て
き
た
。
…
…
そ

れ
は
日
本
に
お
け
る
『
自
立
し
た
個
人
』
の
育
成
と
反
権
威
主
義
的
な
『
柔

軟
で
公
平
な
社
会
』
の
実
現
の
問
題
で
あ
っ
た
と
思
う
」
と
「
む
す
び
」

に
あ
る
。
内
田
義
彦
の
市
民
社
会
の
思
想
と
理
論
の
歴
史
を
「
戦
後
思
想

史
」
の
魂
の
軌
跡
と
し
て
描
い
た
好
著
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
「
第
一
章　

『
経
済
学
の
生
誕
』
ま
で
」
、
「
第
二
章　

『
経
済

学
の
生
誕
』
の
世
界
」
、「
第
三
章　

日
本
思
想
史
研
究
と
ス
ミ
ス
・
ヴ
ェ
ー

バ
ー
」
、
「
第
四
章　

社
会
を
見
る
目
の
構
造
を
変
え
る
武
器
と
し
て
の
社

会
科
学
」
、
「
第
五
章　

創
造
現
場
の
社
会
科
学
」
、
「
補
論　

感
情
の
哲
学

者
ス
ミ
ス
」
と
「
む
す
び
」
か
ら
な
る
。
「
補
論
」
は
内
田
義
彦
の
継
承

に
賭
け
る
著
者
渾
身
の
ス
ミ
ス
論
で
あ
る
。

　

内
田
の
市
民
社
会
思
想
の
理
論
的
精
緻
化
の
歩
み
が
見
事
に
再
現
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
内
田
を
め
ぐ
る
学
問
的
論
争
や
政
治
的
環
境
へ
の
具

体
的
言
及
が
少
な
く
、
論
文
の
執
拗
な
書
き
直
し
作
業
で
の
内
田
の
動
揺

と
混
乱
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
一
読
後
、
「
柔
軟

で
公
平
な
社
会
」
像
の
明
確
さ
に
比
べ
て
、
「
日
本
に
お
け
る
『
自
立
し

た
個
人
』
」
の
歴
史
具
体
像
は
結
ぶ
こ
と
困
難
で
あ
っ
た
。
内
田
に
と
っ

て
「
自
立
し
た
個
人
」
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
社
会

主
義
革
命
へ
と
導
く
講
座
派
的
主
体
で
あ
っ
た
と
思
う
。
日
本
資
本
主
義

の
変
貌
に
反
応
し
な
が
ら
、
そ
の
都
度
、
講
座
派
的
変
革
表
象
を
改
編
し
、

そ
れ
を
受
け
取
る
主
体
を
内
田
は
探
し
た
。
市
民
社
会
論
を
作
り
直
す
過

程
に
は
、
誰
に
向
か
っ
て
ど
う
書
く
か
苦
闘
す
る
ド
ラ
マ
が
あ
る
に
違
い

な
い
が
、
そ
の
市
民
社
会
思
想
は
民
衆
に
届
い
た
か
。
こ
れ
が
私
の
最
大

関
心
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、
以
下
、
本
書
を
読
み
直
し
、
身
勝
手
な
紹

介
と
批
評
と
を
試
み
た
い
。

　

第
一
章
は
、
早
熟
な
思
想
形
成
の
伝
記
風
記
述
に
続
い
て
、
内
田
の
戦

後
の
思
想
活
動
の
開
始
を
記
述
す
る
。
内
田
は
、
丸
山
真
男
な
ど
と
同
じ

く
、
「
民
衆
自
身
が
巨
大
な
社
会
的
複
眼
を
構
成
す
る
」
主
体
と
な
る
民

主
主
義
の
実
現
を
目
標
と
し
た
。
内
田
は
、
日
本
資
本
主
義
を
「
所
有
と
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し
て
の
力
が
や
た
ら
強
く
て
自
然
力
の
合
理
的
支
配
を
は
ば
ん
で
い
る
」

と
独
特
に
捉
え
な
が
ら
、
大
河
内
一
男
の
社
会
政
策
論
や
武
谷
三
男
の
技

術
論
な
ど
の
戦
時
生
産
力
論
を
評
価
し
、
「
日
本
の
近
代
化
を
社
会
主
義

革
命
の
前
提
と
考
え
る
講
座
派
的
認
識
に
立
ち
、
生
産
力
が
発
展
す
れ
ば

生
産
関
係
が
変
化
す
る
こ
と
（
日
本
の
近
代
化
）
へ
の
確
信
」
を
保
持
し

て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
価
値
論
を
生
産
諸
力
の
編
成
と
発
展
の
力
学
で
あ

る
歴
史
の
理
論
と
し
、
「
自
然
法
思
想
」
を
「
史
的
唯
物
論
」
の
十
七
・

八
世
紀
的
表
現
と
理
解
す
る
学
説
が
生
み
出
さ
れ
た
。
内
田
は
、
一
方
で

独
特
の
ス
ミ
ス
論
を
マ
ル
ク
ス
に
繋
げ
て
構
想
し
、
他
方
で
、
丸
山
的
民

主
主
義
論
を
経
済
と
社
会
に
向
か
っ
て
展
開
し
よ
う
と
し
た
。
本
章
を
こ

の
よ
う
に
読
み
取
り
、
か
つ
納
得
す
る
が
、
鈴
木
の
内
田
評
価
に
は
同
意

で
き
な
い
。
ナ
チ
ス
に
つ
い
て
「
そ
の
歴
史
的
反
動
と
い
う
の
は
、
歴
史

的
に
古
い
も
の
の
復
活
と
か
再
現
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
革

新
と
言
う
形
で
『
進
歩
』
が
入
り
込
ん
で
い
る
」
と
い
う
内
田
の
発
言
を

ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
鈴
木
は
こ
れ
を
、
歴
史
的
反
動
の
中

で
も
「
歴
史
を
貫
徹
す
る
合
理
化
」
は
進
展
す
る
と
い
う
認
識
と
み
て
、
こ

う
し
た
内
田
の
生
産
力
論
は
今
日
再
審
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

内
田
の
主
眼
は
合
理
化
と
生
産
力
の
発
展
が
反
動
を
利
用
す
る
こ
と
へ
の

批
判
に
あ
っ
て
、
「
生
産
力
が
発
展
す
れ
ば
生
産
関
係
が
変
化
す
る
」
と

い
う
単
純
な
確
信
は
講
座
派
に
も
内
田
に
も
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
、
内

田
は
封
建
遺
制
を
克
服
す
る
の
は
社
会
主
義
だ
と
い
う
講
座
派
的
信
念
に

立
ち
、こ
の
時
期
、
日
本
資
本
主
義
に
見
え
始
め
た
資
本
主
義
と
封
建
反
動

と
の
融
和
性
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
そ
う
し
て
、労
働
運
動
と
市
民
運

動
の
現
実
の
分
裂
を
思
い
、
民
主
主
義
を
担
う
社
会
主
義
的
変
革
主
体
像

の
再
点
検
を
始
め
、
迷
い
の
な
か
に
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
章
は
、
『
経
済
学
の
生
誕
』
と
『
潮
流
』
論
文
「
国
内
市
場
論

―
―
工
業
再
建
の
方
向
」
と
の
結
び
つ
き
か
ら
説
き
起
こ
し
、
内
田
の
独

特
な
ス
ミ
ス
研
究
と
日
本
資
本
主
義
批
判
の
課
題
と
の
密
接
な
関
係
を
喚

起
す
る
。
『
経
済
学
の
生
誕
』
の
出
現
ま
で
、
ス
ミ
ス
と
「
本
来
的
重
商

主
義
」
は
「
封
建
的
独
占
」
批
判
と
い
う
同
一
課
題
を
背
負
う
思
想
と
さ

れ
て
い
た
。
内
田
は
こ
れ
に
挑
戦
し
、
ス
ミ
ス
に
よ
る
独
占
批
判
の
主
要

対
象
が
「
本
来
的
重
商
主
義
的
独
占
」
で
あ
っ
て
、
ス
ミ
ス
は
民
主
主
義

の
産
業
資
本
に
よ
る
独
占
を
攻
撃
し
た
と
主
張
し
た
。
内
田
説
で
は
、
ス

ミ
ス
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
と
対
照
的
な
「
経
験
的
自
然
法
」
の
手
法

を
用
い
て
、
利
己
心
の
活
動
に
よ
っ
て
「
正
義
を
み
と
め
、
等
価
交
換
の

法
則
の
上
に
立
っ
て
利
益
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
『
慎
慮
の
人
』
」

が
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
功
利
主
義
を
ウ
イ
ッ
グ
的
重
商

主
義
の
思
想
と
し
て
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
鈴
木
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

内
田
の
や
り
方
で
経
験
論
と
自
然
法
の
論
理
的
結
合
を
図
る
の
は
無
理
で

あ
っ
て
、
そ
の
逸
脱
に
は
、
経
験
論
の
相
対
主
義
を
超
え
て
「
進
歩
・
発

展
」
の
論
理
を
探
ろ
う
と
い
う
日
本
資
本
主
義
の
全
体
主
義
的
傾
向
を
批

判
し
た
人
々
共
通
の
思
い
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
評
者
は
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
内
田
の
逸
脱
の
方
向
が
丸
山
や
大
塚
久
雄
と
異
な
る
点
に
注
目

し
た
い
。
日
本
資
本
主
義
に
お
け
る
反
動
の
復
活
を
、
丸
山
や
大
塚
の
市

民
主
義
が
封
建
批
判
と
し
て
展
開
し
た
時
、
内
田
は
、
産
業
資
本
が
反
動

を
呼
び
戻
す
論
理
の
解
明
へ
と
向
か
う
。
そ
れ
は
、
市
民
主
義
に
よ
る
封

建
反
動
批
判
を
不
十
分
と
考
え
、
市
民
主
義
と
社
会
主
義
の
主
体
的
結
合

を
急
ぐ
講
座
派
的
魂
の
試
練
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
『
経
済
学
の
生
誕
』
後
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篇
は
、
『
国
富
論
』
に
『
資
本
論
』
を
読
み
込
み
、
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス

の
理
論
的
対
比
を
急
い
だ
の
だ
ろ
う
。
内
田
の
混
乱
に
は
、
日
本
資
本
主

義
の
変
革
主
体
像
を
め
ぐ
る
先
に
見
た
困
難
が
反
映
し
て
い
る
と
み
る
の

は
、
深
読
み
だ
ろ
う
か
。

　

第
三
章
で
は
、
『
経
済
学
の
生
誕
』
の
近
代
像
を
日
本
資
本
主
義
の
思

想
像
へ
と
転
位
す
る
内
田
の
構
想
が
、
後
に
『
日
本
資
本
主
義
の
思
想
像
』

（
一
九
六
七
年
）
に
収
録
さ
れ
る
諸
論
考
を
も
と
に
示
さ
れ
る
。
「
近
代
的

な
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
日
本
に
お
け
る
流
れ
」
に
ス
ミ
ス
的
近
代
人

の
ル
ソ
ー
的
屈
折
を
み
る
内
田
独
特
の
議
論
は
今
も
魅
力
を
失
わ
な
い
。

内
田
が
提
出
し
た
の
は
、
徳
富
蘇
峰
、
山
路
愛
山
、
徳
冨
蘆
花
と
い
う
系

譜
に
お
い
て
、「
独
立
の
精
神
」
と
「
思
想
の
自
由
」
を
求
め
る
「
力
作
型
」

経
済
人
が
反
経
済
人
的
あ
る
い
は
反
市
民
的
屈
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
日

本
資
本
主
義
の
思
想
像
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
田
口
卯
吉
の
経
済
的
合
理
主

義
と
河
上
肇
の
「
本
来
的
自
由
主
義
の
魂
」
を
経
て
、
戦
時
中
の
大
河
内

一
男
の
生
産
力
論
と
大
塚
、
川
島
武
宣
、
丸
山
の
学
問
を
包
括
す
る
「
市

民
社
会
青
年
」
の
出
現
に
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
市
民
社
会
青
年
型

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
の
成
立
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
市
民
社
会
の
日
本
に
お
け

る
展
開
の
可
能
性
と
し
て
検
索
さ
れ
、
「
経
済
の
市
民
的
構
成
」
を
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
が
経
済
の
外
で
引
き
受
け
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
鈴
木

が
再
現
す
る
市
民
社
会
論
の
発
展
を
追
い
な
が
ら
、
や
は
り
気
に
な
る
の

は
、
こ
の
時
期
の
内
田
が
日
本
資
本
主
義
の
市
民
社
会
像
を
民
衆
の
変
革

表
象
に
繋
げ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
徳
冨
蘆
花
に
よ
る
ル
ソ
ー
的
近
代

人
が
蘆
花
の
読
者
に
伝
わ
り
え
た
か
を
内
田
は
検
討
し
な
い
。
『
火
山
灰

地
』
に
つ
い
て
、「
雨
宮
の
、
人
間
と
大
地
と
の
代
謝
過
程
と
い
う
視
角
が
、

農
民
グ
ル
ー
プ
の
生
産
関
係
視
点
と
交
錯
す
る
」
と
述
べ
な
が
ら
、
久
保

栄
の
描
く
農
民
像
を
問
題
と
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
時
期
の
内
田
に
は
、

日
本
資
本
主
義
の
思
想
像
を
民
衆
の
側
か
ら
も
う
一
度
見
直
す
視
点
が
希

薄
で
あ
る
。
当
時
、
民
衆
思
想
史
、
社
会
史
な
ど
が
、
講
座
派
的
枠
組
み

を
離
れ
る
変
革
主
体
像
を
示
し
つ
つ
あ
っ
た
。
内
田
的
「
市
民
社
会
青
年
」

と
学
問
は
、
呼
び
か
け
る
宛
先
の
民
衆
像
を
あ
い
ま
い
に
し
、
知
識
人
の

世
界
に
孤
立
し
て
い
く
傾
向
も
持
つ
と
い
う
思
い
を
持
つ
。

　

第
四
章
は
、
『
資
本
論
の
世
界
』
（
一
九
六
六
年
）
の
今
日
も
褪
せ
る
こ

と
の
な
い
魅
力
を
示
す
。
「
資
本
制
的
生
産
様
式
の
発
展
が
、
ま
ず
人
間

の
自
然
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
、
つ
い
で
そ
れ
が
資
本
の

価
値
増
殖
の
生
産
力
姿
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
面
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に

捉
え
ら
れ
」
、
「
未
来
社
会
へ
の
展
望
を
含
め
た
、
資
本
主
義
の
歴
史
的
意

義
」
が
認
識
さ
れ
て
い
く
と
い
う
『
資
本
論
』
の
読
み
方
、
さ
ら
に
は
、「
労

働
力
に
対
す
る
処
分
権
は
持
つ
が
、
労
働
に
対
す
る
処
分
権
を
持
た
な
い

『
賃
労
働
者
』
」
と
い
う
人
間
存
在
を
捉
え
る
内
田
独
特
の
手
法
が
再
現
さ

れ
て
い
く
。
内
田
の
「
作
風
の
変
化
」
に
も
注
意
が
促
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス

の
市
民
社
会
像
に
お
け
る
「
人
間
的
平
等
の
感
覚
」
の
意
味
を
取
り
出
し
、

「
市
民
的
自
由
と
社
会
的
生
産
力
の
幸
福
な
る
結
合
」
を
構
想
す
る
思
想

と
し
て
ス
ミ
ス
→
サ
ン
・
シ
モ
ン
→
マ
ル
ク
ス
と
い
う
市
民
社
会
論
の
系

譜
を
提
起
し
、
内
田
は
、
「
市
民
社
会
」
概
念
の
「
空
想
的
」
性
格
を
強

く
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
民
社
会
に
お
け
る
能
力
主
義
の
意
義
が

問
わ
れ
、
「
フ
ォ
ル
シ
ュ
ン
グ
と
し
て
の
学
問
」
論
お
よ
び
「
読
書
論
」

が
展
開
さ
れ
た
。
「
市
民
社
会
」
概
念
は
「
純
粋
資
本
主
義
」
と
区
別
さ
れ
、

「
抽
象
的
な
歴
史
貫
通
的
な
概
念
」
と
し
て
体
制
と
し
て
の
社
会
主
義
批
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判
に
繋
が
っ
て
い
く
。
こ
の
章
で
も
ま
た
、
鈴
木
の
整
理
は
、
社
会
形
成

原
理
の
問
題
に
集
中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
資
本
論
の
世
界
』
の
一
番

の
魅
力
は
、
賃
労
働
者
個
人
の
日
常
意
識
を
捉
え
る
試
み
を
行
っ
て
い
た

こ
と
に
あ
る
と
私
は
思
う
。
商
品
論
に
あ
る
「
心
の
欲
望
」
の
記
述
を
資

本
蓄
積
論
と
生
産
資
本
循
環
論
に
よ
っ
て
膨
ら
ま
せ
、
内
田
は
、
範
疇
の

人
格
化
を
生
き
「
心
の
欲
望
」
に
迷
い
な
が
ら
精
神
労
働
を
担
う
労
働
者

の
個
人
と
し
て
の
日
常
意
識
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
内
田
は
こ
の
時
期
、

日
本
資
本
主
義
の
変
革
主
体
像
を
知
識
人
主
導
の
市
民
的
個
人
か
ら
賃
労

働
者
個
人
へ
と
移
し
、
生
活
者
の
日
常
に
寄
り
添
い
な
が
ら
資
本
主
義
の

思
想
像
を
語
る
方
法
を
模
索
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
消
費
者

を
意
識
す
る
生
産
者
像
、
「
素
人
の
目
と
専
門
家
の
目
の
統
一
」
へ
の
方

法
的
問
い
を
内
蔵
す
る
学
問
で
あ
る
「
看
護
人
的
学
問
」
な
ど
に
つ
い
て

の
内
田
の
発
言
も
こ
れ
に
か
か
わ
る
だ
ろ
う
。

　

内
田
の
市
民
社
会
像
は
、
着
地
点
と
し
て
の
民
衆
像
を
見
出
し
た
だ
ろ

う
か
。
「
内
田
は
『
歴
史
に
貫
通
す
る
も
の
の
存
在
形
態
の
探
求
』
を
、

す
な
わ
ち
、
『
人
格
的
依
存
関
係
』
か
ら
『
物
的
依
存
関
係
』
へ
の
発
展

の
よ
う
な
人
間
活
動
の
社
会
的
形
態
の
歴
史
的
『
進
歩
・
発
展
』
の
探
求

を
意
識
し
つ
つ
、
超
急
速
度
に
超
近
代
化
さ
れ
た
日
本
の
な
か
に
あ
る
『
前

近
代
的
な
も
の
』
の
摘
出
の
必
要
性
を
強
調
」
し
、
「
『
前
近
代
的
』
な
る

も
の
は
『
社
会
の
仕
組
み
の
中
の
前
近
代
』
と
『
考
え
方
に
お
け
る
前
近

代
』
と
い
う
よ
う
に
二
重
に
存
在
し
て
い
る
」
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
踏

ま
え
て
、
た
と
え
ば
、
卒
業
式
の
参
列
者
が
国
歌
斉
唱
を
拒
否
し
て
起
立

し
な
い
場
合
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
君
が
代
斉
唱
は
規
律
強
制
の
形

式
で
あ
っ
て
、
強
制
の
構
造
と
論
理
を
見
抜
く
た
め
に
は
近
代
を
認
識
す

る
理
論
的
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
場
の
個
人
が
対
峙
す
る
の

は
、
君
が
代
の
持
つ
前
近
代
性
を
め
ぐ
る
歴
史
性
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
日
本
資
本
主
義
の
民
衆
の
各
々
に
お
い
て
社
会
形
成
原
理
と

歴
史
性
と
が
独
自
に
交
錯
す
る
。
こ
の
よ
う
な
現
場
に
内
田
の
理
論
を
持

ち
込
ん
で
み
る
と
、
「
歴
史
貫
通
的
な
概
念
」
と
し
て
の
市
民
社
会
と
日

本
資
本
主
義
の
変
革
主
体
の
現
場
に
現
れ
る
歴
史
性
と
の
繋
が
り
に
つ
い

て
は
見
通
し
が
悪
く
、
『
資
本
論
の
世
界
』
の
方
法
と
日
本
的
現
実
認
識

と
の
間
に
は
、
架
橋
の
困
難
な
距
離
を
感
じ
る
。

　

第
五
章
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
を
組
み
込
ん
だ
ス
ミ
ス
論
、
「
最
終
消
費

者
で
あ
る
読
者
」
を
意
識
し
て
書
く
「
作
品
と
し
て
の
社
会
科
学
」
の
出

版
、
「
人
間
の
文
化
的
さ
な
ぎ
の
産
婆
術
」
と
し
て
の
学
問
と
教
育
の
提

案
な
ど
、
内
田
晩
年
の
思
想
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
よ
く
伝
え
る
。
「
話

し
手
と
聞
き
手
の
双
方
の
協
働
に
よ
る
『
現
実
の
論
理
的
考
究
と
再
現
の

術
』
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
執
念
」
に
学
び
、
市
民

社
会
を
日
本
の
民
衆
の
世
界
に
実
現
し
よ
う
と
内
田
は
歩
み
続
け
た
。
市

民
社
会
は
「
直
接
共
感
だ
け
に
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
無

用
な
ル
ソ
ー
的
な
自
然
社
会
」
で
は
な
く
、レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
「
人

間
的
平
等
の
感
覚
」
に
基
づ
く
共
感
を
具
体
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か

ら
知
識
人
は
、
日
本
語
で
考
え
「
実
体
の
あ
る
言
葉
」
＝
日
常
語
と
の
緊

張
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
民
衆
と
の
学
問
的
対
話
を
願
う
内
田
の
言
葉

が
鈴
木
の
決
意
の
よ
う
に
響
く
。
思
想
と
し
て
の
「
戦
後
」
を
喚
起
し
、

内
田
義
彦
を
熟
読
し
た
い
と
思
わ
せ
る
一
冊
で
あ
る
。

 

（
あ
ん
ど
う
・
た
か
ほ
／
社
会
思
想
史
）
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二
〇
一
一
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
）

【
著
書
】

井
柳
美
紀
『
デ
ィ
ド
ロ
―
―
多
様
性
の
政
治
学
』
創
文
社

梅
垣
千
尋
『
女
性
の
権
利
を
擁
護
す
る
―
―
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト

の
挑
戦
』
白
澤
社

隠
岐
さ
や
香
『
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
と
「
有
用
な
科
学
」
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

小
田
川
大
典
ほ
か
編
『
国
際
政
治
哲
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

重
田
園
江
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
―
―
近
代
を
裏
か
ら
読
む
』
ち
く
ま
新
書

上
條
勇
『
ル
ド
ル
フ
・
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
―
―
帝
国
主
義
論
か
ら
現
代
資
本

主
義
論
へ
』
御
茶
の
水
書
房

萱
野
稔
人
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
悪
な
の
か
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書

川
田
稔
『
昭
和
陸
軍
の
軌
跡
―
―
永
田
鉄
山
の
構
想
と
そ
の
分
岐
』
中
央
公
論

新
社

北
見
秀
司
『
サ
ル
ト
ル
と
マ
ル
ク
ス 

２
―
―
万
人
の
複
数
の
自
律
の
た
め
に
』

春
風
社

倉
島
隆
『
ネ
ヴ
ィ
ル
の
共
和
主
義
的
政
体
思
想
研
究
』
三
和
書
籍

倉
田
稔
『
ル
ー
ド
ル
フ
・
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
研
究
』
成
文
社

小
峯
敦
編
『
経
済
思
想
の
な
か
の
貧
困
・
福
祉
―
―
近
現
代
の
日
英
に
お
け
る
「
経

世
済
民
」
論
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

齋
藤
純
一
ほ
か
編
『
政
治
経
済
学
の
規
範
理
論
』
勁
草
書
房

齋
藤
純
一
編
『
支
え
る
―
―
連
帯
と
再
配
分
の
政
治
学
』
風
行
社

斉
藤
日
出
治
ほ
か
編
著
『
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
空
間
の
物
語
』
東
信
堂

坂
本
達
哉
『
ヒ
ュ
ー
ム 

希
望
の
懐
疑
主
義
―
―
あ
る
社
会
科
学
の
誕
生
』
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会

桜
井
哲
夫
『
今
村
仁
司
の
社
会
哲
学
・
入
門
―
―
目
覚
め
る
た
め
に
』
講
談
社

佐
々
木
隆
治
『
マ
ル
ク
ス
の
物
象
化
論
―
―
資
本
主
義
批
判
と
し
て
の
素
材
の

思
想
』
社
会
評
論
社

清
水
晋
作
『
公
共
知
識
人　

ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
―
―
新
保
守
主
義
と
ア
メ
リ
カ

社
会
学
』
勁
草
書
房

宇
野
重
規
・
髙
山
裕
二
ほ
か
編
『
社
会
統
合
と
宗
教
的
な
も
の
―
―
一
九
世
紀

フ
ラ
ン
ス
の
経
験
』
白
水
社

高
田
宏
史
『
世
俗
と
宗
教
の
あ
い
だ
―
―
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
理
論
』

風
行
社

竹
本
洋
ほ
か
編
『
回
想　

小
林
昇
』
日
本
経
済
評
論
社

田
中
秀
夫
ほ
か
編
『
啓
蒙
と
社
会
―
―
文
明
観
の
変
容
』
京
都
大
学
学
術
出
版

会

木
前
利
秋
・
時
安
邦
治
ほ
か
編
『
変
容
す
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
―
―
境
界
を

め
ぐ
る
政
治
』
白
澤
社

内
藤
敦
之
『
内
生
的
貨
幣
供
給
理
論
の
再
構
築
―
―
ポ
ス
ト
ケ
イ
ン
ズ
派
の
貨

幣
・
信
用
ア
プ
ロ
ー
チ
』
日
本
経
済
評
論
社

中
倉
智
徳
『
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
―
―
贈
与
と
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
体
制
へ
』

洛
北
出
版

西
川
長
夫
『
パ
リ
五
月
革
命 

私
論
―
―
転
換
点
と
し
て
の
六
八
年
』
平
凡
社
新
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書

西
角
純
志
『
移
動
す
る
理
論
―
―
ル
カ
ー
チ
の
思
想
』
御
茶
の
水
書
房

西
山
拓
『
協
同
社
会
の
構
築
と
教
育
―
―
包
括
的
教
育
学
の
試
み
』
シ
ー
エ
ー

ピ
ー
出
版

野
口
雅
弘
『
官
僚
制
批
判
の
論
理
と
心
理
―
―
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
友
と
敵
』
中

央
公
論
新
社

野
口
雅
弘
『
比
較
の
エ
ー
ト
ス
―
―
冷
戦
の
終
焉
以
後
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
』
法
政
大
学
出
版
局

細
見
和
之
『
家
族
の
午
後
―
―
細
見
和
之
詩
集
』
澪
標

細
見
和
之
『
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
生
き
る
詩
人 
金
時
鐘
』
岩
波
書
店

三
島
憲
一
『
ニ
ー
チ
ェ
以
後
―
―
思
想
史
の
呪
縛
を
越
え
て
』
岩
波
書
店

三
ツ
木
道
夫
『
翻
訳
の
思
想
史
―
―
近
現
代
ド
イ
ツ
の
翻
訳
論
研
究
』
晃
洋
書

房

見
附
陽
介
『
象
徴
機
能
と
物
象
化
―
―
人
間
と
社
会
の
時
代
診
断
に
向
け
て
』

北
海
道
大
学
出
版
会

横
川
洋
ほ
か
編
『
生
態
調
和
的
農
業
形
成
と
環
境
直
接
支
払
い
―
―
農
業
環
境

政
策
論
か
ら
の
接
近
』
青
山
社

若
森
み
ど
り
『
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
―
―
市
場
社
会
・
民
主
主
義
・
人
間
の

自
由
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版

【
翻
訳
】

ア
ド
ル
ノ
（A
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theorizing, and next, it summarizes Cohen’s critique of Rawls with the 
viewpoint of their conflicting interpretations of the Difference Principle. 
Third, it makes clear the nature of the controversy by introducing a further 
distinction of basic structure/individual action as a Rawlsian response to 
Cohen. Finally, it points out that we can find a way out of this controversy 
by moving the focus of normative theorizing from the ideal state of affairs 
to the nonideal ones.

Keywords: Rawls, Cohen, Dif ference Principle, ideal theory, nonideal 
theory
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The Place of “Reality” in Normative Theory: Reexamining 
G. A. Cohen’s Critique of Rawls

Masakazu MATSUMOTO

　　John Rawls labels his political philosophy as a “realistic utopia.” This 
label consists of two factors: first, the reality of the society where we live, 
and second, the ideal of justice that we should realize yet have not. The 
seemingly contradictory idea of realistic utopia means to unite these two 
factors in a coherent manner.
　　Rawls’ proposal poses a big question to the very activity of normative 
theorizing: how ideal should a normative theory be given the reality it 
seeks to address? On the one hand, when caught in the current state of 
society, then a normative theory would become too conservative and fail to 
play the role of presenting values and ideas that should be pursued. On the 
other, when dragged into the ideal without considering various restrictions 
of the real world, then a normative theory would describe the mere empty 
wish that can hardly be achieved. Therefore, the balance problem that 
Rawls deals with between the ideal and the real is the question that can be 
faced by anyone interested in normative theorizing.
　　Now, a long standing controversy has erupted especially in the journal 
Philosophy and Public Af fairs in relation to the above-mentioned question 

since the latter half of the 1990s. This dispute took roots in analytical 
Marxist G. A. Cohen’s critique of Rawls, and can be reconstituted as one of 
the problems over the balance between the ideal and the real in normative 
theory. This ar ticle aims at showing an answer to this problem with 
reexamination of the hypothetically reconstr ucted Rawls-Cohen 
controversy.
　　This article proceeds as follows: first, it introduces the distinction of 
ideal/nonideal theories that Rawls presents as varieties of normative 
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the ethical and “peaceful” relation with the “face (visage)”. The constant 
dialogue Levinas under takes with Plato shows accordingly that the 
development of his ethical thought can be characterized as a search for 
“another principle (arché)”, that is to say, commandment as speech at the 

discursive relation with the Other. Far from denying any attempt of the 
political thought, Levinas proposed, always in company with Plato, an 
ethical arché that should precede a political one.

Key words: Emmanuel Levinas, Ethics, Political, Plato, Tyranny
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Ethics and Politics in Levinas: 
Interpreting Plato in search for ‘‘another arché’’

Yotetsu TONAKI

　　This article deals with the question as to what was at the motif of 
Levinas’ thought, when he requires the ethics as the first philosophy and 
situates the politics “after” the ethics. To begin with, we will argue that an 
ambiguity of the levinasian view of the political we find at the midst of 
Totality and infinity – exigency of the universality of the politics on the one 

hand and critique of the politics as “another tyranny” on the other – can be 
understood in the light of his article of 1953, “Liberty and commandment”. 
Our analysis of this article shows that it’s a constant reading of the political 
philosophy of Plato, par ticularly an interpretation of the notion of 
commandment/rule (archein), that allows Levinas to formulate the 
cleavage between ethics and politics as well as to develop his own ethical 
thought in the 1950s, which prepares his first major work Totality and 

infinity and the severe critique of the political. In the article of 1953, 

through the lecture of The Republic of Plato, Levinas formulates his 
conception of “another tyranny”, which seems firstly to designate the rule 
of a rational, universal but exterior order of the law. But this conception 
does not aim at what Plato called the rule of law as such. Further analysis 
makes it clear that Levinas’ conception of “tyranny” refers to the process of 
the interiorization of the exterior, accomplished by the political order, the 
same process that he highlights, in his philosophical works, as the 
assimilation of the Other to the Same. Whereas other contemporary 
thinkers, like Hannah Arendt, reject the platonic political philosophy in 
order to propose some more original concept of the political, Levinas’ 
reading of Plato is motivated by the aim of making explicit the contrast 
between the relation based on the political, but “tyrannical”, principle and 
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trade union is also important for social reform when society has the serious 
social cleavage derived from inequality.
　　Thirdly, Laski proposes scheme for global democracy without 
sovereignty through the gradual reformation of the League of Nations, 
while after 1930’s he realizes the necessity of actualizing domestic 
democracy through realizing economic equality in order to actualize it in 
global scale. Laski’s design for international organization presents federal 
model for world state which contains political, social, and economic 
functions which deal with global problems. In addition, after 1930’s, from 
the examination of the influence brought by imperialism in both domestic 
and global order, Laski realizes that domestic democracy with equality is 
the key to actualization of global democratic order, which leads him to 
conception of “Revolution by Consent”.
　　In conclusion, I briefly summarize the paper, and emphasize some 
actual and academic importance of examining theories of state at early 20th 
century from the perspective related to the on-going reformation of welfare 
states in this globalizing 21st century.

Keywords: Harold J. Laski, Pluralistic Theory of State, Social Democracy, 
Welfare State, Global Democracy
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Harold Laski’s Liberal Egalitarianism and Aspiration for 
Post-sovereign Global Democracy

Akira MOURI

　　This paper examines the thought of Harold Laski, who bitterly 
criticized monistic conception of sovereignty and was the passionate 
advocate for democracy with liberal egalitarian thought. Laski has been 
regarded as the inconsistent thinker who failed to articulate his own ideas, 
especially criticized for arbitrary adoption of quasi-Marxist theory after 
1930’s. Thus, Laski’s egalitarianism has been neglected for long because it 
was identified with crude egalitarianism which was hardly worth to 
scrutinize. However, I argue the Laski’s criticism against sovereignty has 
strong connection with his egalitarian and pluralistic theory of state and he 
has certain consistency in pursuing for global democracy by actualizing 
domestic democracy through realization of equality within existing 
boundaries of states.
　　Firstly, I describe Laski’s egalitarian and pluralistic theory of state and 
its philosophical foundation. Laski promotes self-realization of citizens 
through the state intervention such as social security or the idea of “civic 
minimum”, although under influence of philosophical pluralism by W. 
James he denies the religious foundation of T. H. Green’s conception of 
“common good” and insists on “the interest of humanity”.

　　Secondly, I analyze Laski’s institutional design for pluralistic state. He 
proposes reformation of the parliament, pragmatic management and 
socialization of fundamental industries, and establishment of diverse 
consultative councils which are composed of consumers, producers, and 
various stake-holders, in order to reflect existing plurality and diversity of 
society into governance by state. Laski thinks basis for pluralistic social 
integration is vocational bodies of various industries, while the solidarity by 
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conditions of production. In the pre-modern society, the condition of 
production was tied to the producer based on personal relations. The 
producer was originally recognized as one of those in the community who 
have the right of property based on the condition of production. However, 
in the modern society the producer is deprived of the means of production. 
One can be linked to the condition of production only by selling one’s own 
labor power. Yet, this link is not guaranteed, because the sale of labor 
power depends on accidental conditions. This is the reason why Marx 
called wageworkers the potential pauper.
　　Mar x never accepted the modern freedom. In the chapter of 
“Historical Tendency of Capitalist Accumulation” he praised “the free 

individuality”, which is not modern, but pre-modern or post-modern. The 
free individuality, which Marx estimated highly, depends on the pre-
modern petty industry or the association of producers. Therefore, the 
“individual property” does not belong to the modernity. This concept 

means that the development of the free individuality is possible only in the 
original unity of the means of production and the producer.

Keywords: reification, modernity, community, property, labor
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The “Personifikation der Sache” and the Property in Marx

Ryuji SASAKI

　　The purpose of this paper is to rethink Mar x’s concept of 
“Eigentum”(property). The theory of property has been one of the most 

important subjects in the study of Marx for a long time. Nevertheless, 
previous studies did not understand it correctly, for they also did not grasp 
properly the theory of “Versachlichung”(reification) and that of community. 
Therefore, this paper focuses on the relationship between the theory of 
property and these two other theories.
　　The concept of “Versachlichung” means that private individuals, who 
carry out their work independently of each other, must exchange products 
of their labor as things which possess a social power, that is, as 
commodities, because their private work does not directly have the social 
character. Here, the individuals exist for each other merely as 
representatives of, and, therefore, as owners of, commodities. So, they 
relate each other as the personification of the economic relations to which 
they belong. This is “Personifikation der Sache”.
　　The concept  of  proper ty must  be understood in ter ms of 
“Personifikation der Sache”, because the property is established by the 

mutual recognition of persons as representatives of commodities. The 
property of commodity is therefore nothing but a recognized possession of 
commodities. In other words, the modern right of property is based on the 
social power of commodities.
　　Contrary to the modern one, the pre-modern right of property was 
grounded upon personal relations. It is because the pre-modern right of 
property was established by the mutual recognition of persons as members 
of a community in the pre-modern society.
　　This difference concerning the right of property emerges from that of 
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guarantee the freedom of speech. Kant maintains that to deprive the people 
of this freedom would be to deprive a monarch of all knowledge of what he 
would himself reform if he only knew it, and it would then put him into 
contradiction with himself. A monarch should always be better informed by 
the judging public (a rege male informato ad regem melius informandum). It is 
in the praxis of judging the social institutions in the light of the original 
contract that the public develops its patriotic and republican way of 
thinking.

Keywords: original contract, patriotism, republicanism, freedom of speech, 
government
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The problem of “government” in the social thought of 
Immanuel Kant: Or the acquisition and praxis of patriotic 

“way of thinking”

Takuya SAITO

　　The purpose of this paper is to examine the relation of the judging 
public to the despotic government, which is to be reformed, in Kantian 
social thought. Instead of revolution, which he rejects as a way of changing 
a constitution, Kant proposes gradual reform of the despotic government 
with a view to establishing a republic, where freedom and equality under 
the law are guaranteed. This process of gradual reform is known as Kantian 
“republicanism”.

　　The concept of gradual reform has several aspects. First, the reform of 
the government of the monarch is required to separate legislative and 
executive power and establish a division of powers. Kant considered the 
monarchical government of his age especially problematic, because it 
could easily become despotic and paternalistic. Second, the reform of 
hereditary nobility as a class in political society is to be pursued so as to 
achieve equality before the law. Third, the reforms of social institutions 
such as the knighthood and the church should be carried out when the 
public needs them.
　　These aspects of gradual reform are interrelated and guided by the 
ideal of the original contract. In the Kantian concept of reform, the ideal of 
the original contract shows not only how the monarch should pursue the 
reforms, but also the principles of legislation, according to which only the 
general will of the people can legitimately make law. The public should 
discuss and judge the laws and institutions in political society according to 
these principles and the monarch should respect the judgments of the 
public. At this point in his argument Kant resorts to a rhetorical strategy to 
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ず
、
Ａ
４
判
用

紙
を
使
用
し
、
一
ペ
ー
ジ
四
〇
字
×
四
〇
行
の
書
式
と
す
る
。
ま
た
電
子

デ
ー
タ
を
添
付
す
る
こ
と
。

六
、
投
稿
者
は
、
別
に
次
の
文
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

ア　

編
集
連
絡
用
覚
書
。
論
題
、
執
筆
者
名
、
連
絡
先
住
所
、
電
話
番
号
、

E
-m

ail

ア
ド
レ
ス
、
執
筆
者
名
の
読
み
（
ひ
ら
が
な
）
、
執
筆
者
の

専
門
領
域
（
な
る
べ
く
簡
潔
に
）
を
明
記
す
る
。

イ　

英
文
抄
録
。
論
題
お
よ
び
執
筆
者
名
の
英
文
表
記
を
含
め
、
四
〇
〇

語
程
度
の
抄
録
を
作
成
す
る
。
ま
た
別
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
三
か
ら
五

を
付
す
。

七
、
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
執
筆
要
領
を
参
照
の
こ
と
。
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（
２
）
評
価
は
Ａ
、
Ｂ
の
上
、
Ｂ
の
下
、
Ｃ
の
四
段
階
に
区
別
し
て
下
す
。

そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
つ
ぎ
の
も
の
と
す
る
。

Ａ
：
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
水
準
に
到
達
し
て
お
り
、
本
年
報
掲
載

に
値
す
る
。
提
出
原
稿
の
書
き
直
し
は
、
技
術
上
の
箇
所
を
除
い
て
、
必

要
と
認
め
ら
れ
な
い
。

Ｂ
の
上
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
る
が
、

部
分
的
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
審
査
員
は
書
き
直
し
箇
所
と
そ
の

理
由
を
必
ず
あ
き
ら
か
に
す
る
。

Ｂ
の
下
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
る
が
、

論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
論
の
構
成
、
論
証
の
し
か
た
な

ど
に
つ
き
、
編
集
委
員
会
の
指
示
に
従
っ
て
大
幅
な
書
き
直
し
が
必
要
で

あ
る
。
審
査
員
は
書
き
直
し
箇
所
と
書
き
直
し
の
理
由
を
必
ず
あ
き
ら
か

に
す
る
。

Ｃ
：
内
容
的
に
み
て
、
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。

審
査
員
は
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

（
３
）
審
査
結
果
は
、
審
査
員
署
名
つ
き
の
書
面
に
記
し
、
封
書
に
て
依

頼
書
に
記
さ
れ
た
期
日
ま
で
に
下
記
連
絡
先
に
通
知
す
る
。
審
査
論
文
の

複
写
は
、
本
年
報
刊
行
時
ま
で
審
査
員
が
保
管
す
る
。

連
絡
先
：（
当
該
年
度
公
募
論
文
担
当
編
集
委
員
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
、

Fax
番
号
、E

-m
ail

ア
ド
レ
ス
）

（
４
）
当
該
論
文
掲
載
の
最
終
審
査
は
編
集
委
員
会
で
お
こ
な
う
。

　

公 

募 

論 

文 

審 

査 

規 

定

一
、
編
集
委
員
会
の
権
限
と
機
能

『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
す
る
公
募
論
文
お
よ
び
特
集
論
文
（
以
下
、

「
論
文
」
と
い
う
）
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会
が
、
審
査
員
の
審
査
報
告

に
基
づ
き
、
必
要
に
お
う
じ
て
査
読
委
員
会
の
議
を
経
た
う
え
で
、
決
定

す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
内
容
、
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
投
稿
者

に
再
検
討
を
う
な
が
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
審
査
員
の
委
嘱

１　

編
集
委
員
会
は
審
査
員
の
委
嘱
に
あ
た
っ
て
査
読
委
員
会
を
召
集
し
、

査
読
委
員
会
の
議
を
経
た
う
え
で
、
論
文
テ
ー
マ
・
内
容
を
考
慮
し

て
、
論
文
一
篇
に
つ
き
複
数
名
の
審
査
員
を
委
嘱
す
る
。
そ
の
さ
い

投
稿
者
と
審
査
員
の
関
係
に
お
い
て
公
平
を
欠
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、

慎
重
に
配
慮
す
る
。

２　

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
審
査
員
の
間
お
よ
び
審
査
員

相
互
間
は
匿
名
と
し
、
審
査
員
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事
後
に
も
編

集
委
員
会
お
よ
び
査
読
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

（
１
）
審
査
員
は
対
象
論
文
を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
熟
読
し
、
ま
た
年
報

既
刊
号
掲
載
の
関
連
・
周
辺
論
文
を
併
読
し
、
本
年
報
に
掲
載
可
能
か
ど

う
か
を
審
査
し
、
所
見
を
表
明
す
る
。
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四
、
投
稿
者
へ
の
審
査
結
果
通
知
お
よ
び
リ
ラ
イ
ト
要
請

（
１
）
編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
員
の
名
を
伏
し
た
う
え
で
審
査

報
告
の
コ
ピ
ー
を
同
封
し
て
、
審
査
結
果
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要

な
場
合
に
は
リ
ラ
イ
ト
を
要
請
す
る
。

（
２
）
原
則
と
し
て
、
審
査
員
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、
論
文
に
Ｃ
の
評

価
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
不
採
用
と
な
る
。
た
だ
し
、
審
査
員
の
間
で
、

評
価
に
懸
隔
が
み
ら
れ
る
場
合
、
編
集
委
員
会
は
、
査
読
委
員
会
の
議
を

経
た
う
え
で
、
採
否
を
決
定
す
る
。
そ
の
さ
い
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
査
読

委
員
会
は
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
３
）
不
採
用
の
場
合
も
、
投
稿
者
は
当
該
論
文
を
修
正
の
う
え
再
度
投

稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
論
文
の
最
終
審
査

編
集
委
員
会
は
、
リ
ラ
イ
ト
の
結
果
を
審
査
報
告
に
て
ら
し
て
検
討
し
、

論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
と
と
も
に
、
幹
事
会
に
報
告
す
る
。
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執 

筆 

要 

領

■
表　

記

１　

現
代
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
を
使
用
。

２　

接
続
詞
、
副
詞
の
類
の
漢
字
語
は
な
る
べ
く
仮
名
書
き
と
し
、
当
て
字
は

避
け
る
。

（
例
）　

故
に
→
ゆ
え
に　

所
謂
→
い
わ
ゆ
る　

然
る
に
→
し
か
る
に

　

等

３　

引
用
文
は
「　
　

」
で
括
る
。
引
用
文
中
に
さ
ら
に
引
用
の
あ
る
場
合
は

二
重
の
鍵
括
弧
『　
　

』
で
括
る
。
欧
文
を
使
用
す
る
時
は“　
　

”

な

ど
で
括
る
。
た
だ
し
、
長
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
前
後
を
一
行
空
け
て

段
落
全
体
を
一
字
下
げ
と
し
、
括
弧
は
用
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
一
行
目

は
さ
ら
に
一
字
下
げ
と
す
る
。

４　

数
字
は
次
の
要
領
に
て
表
記
す
る
。

［
１
］
一
般
の
数
（
基
数
詞
の
類
）
に
つ
い
て
は
十
（
ト
ン
ボ
）
を
入
れ
ず
四

桁
目
ま
で
は
和
数
字
を
並
べ
る
。
万
・
億
・
兆
に
つ
い
て
は
単
位
語
を
入

れ
る
。
「
三
桁
区
切
」
の
読
点
は
不
要
。

（
例
）　

一
億
八
三
六
万
二
〇
〇
〇
円　
　

二
四
万
二
六
三
人

［
２
］
千
万
、
百
万
、
千
、
百
の
位
で
き
り
の
よ
い
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位

語
を
使
用
。

（
例
）　

六
千
万
年　

六
百
年

［
３
］
暦
年
に
つ
い
て
は
和
暦
に
十
（
ト
ン
ボ
）
を
使
用
し
、
西
暦
は
ト
ン
ボ

を
使
用
し
な
い
。

（
例
）　

一
九
六
五
（
昭
和
四
十
）
年

［
４
］
年
齢
と
月
日
は
ト
ン
ボ
を
使
用
す
る
。

（
例
）　

十
一
月
十
八
日
で
三
十
一
歳
に
な
る

［
５
］
数
字
の
幅
は
最
後
に
単
位
語
を
付
す
。

（
例
）　

三
四
〇
―
四
八
〇
円　
　

一
九
六
〇
―
六
五
年

［
６
］
分
数
・
小
数
の
表
記
。

（
例
）　

三
分
の
一　
　

一
二
分
の
五　
　

五
二
・
三

［
７
］
紀
元
前
・
後
の
表
記
。

（
例
）　

前
二
二
―
後
三
二
年

［
８
］
世
紀
な
ど
の
序
数
詞
は
十
（
ト
ン
ボ
）
を
使
用
す
る
。

（
例
）　

十
九
世
紀　

二
十
一
世
紀　

ル
イ
十
四
世

■
翻
訳
上
の
記
号
の
置
換

お
お
よ
そ
、
次
の
様
な
要
領
に
て
置
換
す
る
。

［
１
］
原
文
中
の
引
用
符　

《　

》　

〝　
　

〞　

等
は
「　
　

」
に
。
引
用
符
中

の
引
用
符
は
『　
　

』
あ
る
い
は
〈　
　

〉
に
し
て
統
一
的
に
処
理
。

［
２
］
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
は
、
書
名
・
作
品
名
・
紙
誌
名
の
場
合
『　

』

で
括
る
。

［
３
］
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
強
調
な
い
し
概
念
表
現
で
あ
る
場
合
、
傍

点
を
付
す
。

［
４
］
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
、
単
に
原
文
に
対
す
る
外
国
語
で
あ
る
が
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故
に
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
は
何
も
し
な
い
。
或
い
は
必
要
に
応
じ
片

仮
名
で
ル
ビ
表
記
を
す
る
。

［
５
］
原
文
に
あ
る
［　
　

］
（
原
著
者
が
引
用
し
た
も
の
に
対
す
る
原
著
者

の
補
足
・
注
記
な
ど
）
は
そ
の
ま
ま
［　
　

］
に
。

［
６
］
訳
者
に
よ
る
訳
註
な
ど
の
補
足
は
〔　
　

〕
で
括
る
。

［
７
］
原
文
の
（　
　

）
は
そ
の
ま
ま
（　
　

）
に
。

［
８
］
意
味
の
纏
ま
り
な
ど
を
表
現
す
る
上
で
頗
る
効
果
的
で
あ
る
、
な
ど
の

意
識
的
な
判
断
に
よ
っ
て
、
原
文
に
は
な
い
「　
　

」
（　
　

）
な
ど
を

敢
え
て
多
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
む
ね
説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

■
構　

成

１　

本
文
中
に
節
を
設
け
る
場
合
は
、
一　

二　

三　

…
と
し
、
さ
ら
に
項
を

立
て
る
場
合
は
、
１　

２　

３　

…
と
す
る
。
そ
れ
以
上
の
細
分
は
避
け

る
こ
と
。
ま
た
、
節
の
見
出
し
を
「
は
じ
め
に
」
や
「
お
わ
り
に
」
等
と

す
る
場
合
に
は
、
数
字
は
不
用
と
す
る
。

２　

本
文
以
外
の
補
足
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
注
、
参
考
文
献
の
順
と
す
る
。

参
考
文
献
リ
ス
ト
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
な
お
、
注
と
参
考
文
献

リ
ス
ト
も
原
稿
枚
数
に
含
む
。

■
注

１　

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に
（
１
）
（
２
）
（
３
）
…
と
記
し
、
稿
末
に
注

を
纏
め
て
番
号
順
に
配
列
す
る
。
注
番
号
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
使
用
せ

ず
に
、
英
数
半
角
で
普
通
の
入
力
で
お
こ
な
う
。
ま
た
引
用
の
場
合
に
は

引
用
カ
ッ
コ
の
す
ぐ
後
に
、
文
章
注
の
場
合
に
は
句
読
点
の
前
に
入
力
す

る
。
稿
末
に
配
列
す
る
注
に
は
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
、
（
２
）
…
と
表
記
す
る

こ
と
。

（
例
）
「　
　

」
（
１
）　
　

『　
　

』
（
２
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す

で
に
多
く
の
分
析
が
あ
る
（
３
）
。

２　

注
の
内
、
引
用
文
献
は
次
の
要
領
で
表
記
す
る
。
参
考
文
献
に
つ
い
て
も

同
様
に
表
記
。

（
参
考
文
献
の
配
列
の
基
本
は
、
和
文
の
場
合
は
五
十
音
順
に
、
欧
文
の

場
合
は
ロ
ー
マ
字
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
と
す
る
）
。

①　

表
記
す
る
情
報
は
、
著
者
名
、
（
あ
る
場
合
は
編
者
名
）
、
書
名
／

論
文
名
、
（
論
文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
）
、
雑
誌
名
（
号
数
も
）
、
発

行
所
或
い
は
発
行
者
名
、
刊
行
年
。

②　

和
書
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
『　
　

』
で
括
り
、
論

文
名
は
「　
　

」
で
括
る
。

③　

欧
文
文
献
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で

入
力
、
ま
た
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
付
し
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
原

稿
に
も
、
そ
の
箇
所
を
手
書
き
赤
線
で
「
イ
タ
リ
ッ
ク
」
と
指
示
す
る
。

［
和
書
の
場
合
］

（
例
）

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五

二
年
、
一
二
二
―
五
頁
。

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
『
世
界
』
五
月
号
、
岩
波

書
店
、
一
九
四
六
年
。

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
同
『
増
補
版　

現
代
政

治
の
思
想
と
行
動
』
、
未
來
社
、
一
九
六
四
年
。
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某
「
論
文
名
」
某
編
（
或
い
は
監
修
等
）
『
論
文
所
収
書
名
』
、
出
版
社

名
、
刊
行
年
。

 

［
和
訳
書
の
場
合
］

（
例
）

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
―
―
社
会
的
判
断

力
批
判
』
、
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、
、
五
六
七
頁
。

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ
ン
、
ジ
ャ

ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ン
ボ
ル
ド
ン
『
社
会
学
者
の
メ
チ
エ
―
―
認
識

論
上
の
前
提
条
件
』
、
田
原
音
和
・
水
島
和
則
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九

九
四
年
。

［
外
国
語
文
献
］

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
な
い
し
専
門
分
野
で
の
慣
習
に
従
っ
て
表
記
し
て
か

ま
わ
な
い
が
、
論
文
内
で
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
。
お
お
よ
そ
の
基
準
は

以
下
の
例
を
参
照
。
な
お
、,  .  :  

な
ど
の
前
に
は
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
ず

に
入
力
し
、,  .  :　

の
後
に
は
一
文
字
分
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

和
書
同
様
に
著
者
名
、
（
あ
る
場
合
は
編
者
名
）
、
書
名
／ 

論
文
名
、
（
論

文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
）
、
雑
誌
名
（
号
数
も
）
、
発
行
地
、
出
版
社
、

刊
行
年
、
引
用
ペ
ー
ジ
を
表
記
す
る
。

書
名
・
雑
誌
名
の
部
分
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
入
力
、
あ
る
い
は
ア
ン
ダ
ー

ラ
イ
ン
を
付
す
（
印
刷
時
イ
タ
リ
ッ
ク
体
表
記
）
。

（
例
）

B
obbio, N

orberto, G
ram

sci and the concept of civil society, 
in C

hantal M
ouffe, ed., G

ram
sci and M

arxist T
heory, London:  

R
outledge 1979, p. 30.

W
ittig, M

onique, “T
he M

ark of G
ender, ” F

em
inist Issues,  

Vol. 5, N
o. 2, Fall 1985, p. 4.

H
obson, B

arbara

（1996

）: Frauenbew
egung für Staatsrechte. 

In: Fem
inistische Studien, 14. Jg., 2, S. 18.

H
aberm

as, Jürgen, G
renzen des N

eohistorism
us, in:  ders., 

D
ie nachholende R

evolution,Frankfurt am
 M

ain : Suhrkam
p , 

1990, S. 149.
 

（
以
上
）
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社
会
思
想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
規
定

一　

目
的
お
よ
び
名
称

１　

社
会
思
想
史
学
会
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
公
募
論
文
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
論
文
を
執
筆
し
た
研
究
者
に
対
し
て
、

そ
の
業
績
を
顕
彰
し
、
さ
ら
な
る
研
究
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
「
社
会
思

想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
」
を
授
与
す
る
。

二　

受
賞
資
格
者

１　

論
文
掲
載
時
点
で
修
士
号
取
得
後
十
五
年
未
満
の
会
員
に
限
る
。

２　

受
賞
は
一
回
限
り
と
す
る
。

三　

選
考
方
法

１　

受
賞
者
は
年
報
編
集
委
員
会
の
審
議
に
基
づ
き
、
幹
事
会
で
決
定
さ

れ
る
。

四　

賞
の
授
与
お
よ
び
公
表

１　

受
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
（
三
万
円
）
を
授
与
す
る
。

２　

社
会
思
想
史
学
会
全
国
大
会
総
会
で
受
賞
者
の
表
彰
を
お
こ
な
う
。

３　

受
賞
論
文
に
つ
い
て
は
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
そ
の
旨
を
明
記
す

る
。

五　

附
則

１　

本
規
定
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
三
五
号
（
二
〇
一
一
年
刊
行

予
定
）
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

２　

本
規
定
の
改
正
は
、
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
総
会
の
承
認
を
得
る
も

の
と
す
る
。



　
　

社
会
思
想
史
学
会
の
創
立
に
あ
た
っ
て

　

こ
の
た
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
お
い
て
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格
に
関
心
を
も
っ
て
い

る
も
の
が
あ
つ
ま
り
、
社
会
思
想
史
学
会
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

社
会
思
想
史
が
学
界
で
市
民
権
を
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
内
は
も
と
よ
り
国
際
的
に
も

比
較
的
あ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
思
想
史
研
究
者
た
ち
は
、
既
成
の
各
学
問

分
野
で
訓
練
を
う
け
、
そ
こ
に
所
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
社
会
思
想
史
を
研
究
し

て
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
社
会
思
想
史
と
い
う
多
面
的
な
研
究
対
象
に
接
近
す
る
の
に
、
か
え
っ

て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
今
後
も
こ
の
接
近
方
法
を
持
続
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
反
面
で
は
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
接
近
に
意
見
交
流
の
場
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

さ
ら
に
効
果
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
意
図
し
て
い
る
あ
た
ら
し
い
学
会
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
既
成
諸
学
会
の
存
在
を

前
提
と
し
た
横
断
組
織
と
し
て
の
思
想
史
研
究
者
の
あ
つ
ま
り
で
あ
り
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格

へ
の
関
心
を
核
と
し
た
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
思
想
史
的
関
心
を
お

も
ち
の
研
究
者
各
位
の
広
範
な
ご
参
加
を
期
待
し
ま
す
。 

（
一
九
七
六
年
）
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編
集
後
記

　

本
号
は
、
特
集
論
文
二
本
、
公
募
論
文

五
本
、
書
評
二
二
本
で
、
二
七
二
頁
の
ボ

リ
ュ
ー
ム
と
な
っ
た
。
新
た
に
書
評
特
集

の
欄
を
設
け
て
、
前
号
以
来
の
書
評
の
充

実
の
傾
向
を
一
層
鮮
明
に
し
た
。
社
会
思

想
史
に
関
す
る
学
会
誌
と
し
て
、
間
口
を

広
げ
る
と
と
も
に
、
質
の
向
上
を
は
か
っ

て
い
き
た
い
。

　

編
集
委
員
の
仕
事
も
今
年
度
で
最
後
で

あ
る
。
感
ず
る
こ
と
は
、
自
己
の
「
思
想
」

の
開
陳
と
思
想
史
研
究
の
成
果
の
発
表
と

の
違
い
を
弁
え
ぬ
論
文
の
投
稿
が
依
然
と

し
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

「
研
究
」
は
、
対
象
と
な
る
テ
キ
ス
ト
を
、

歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
を
無
視
し
て
扱
い
、

自
ら
の
見
解
に
沿
う
側
面
の
み
を
強
調
す

る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
活
学
活
用
主
義
」

的
な
傾
向
と
い
う
共
通
性
を
持
つ
。

　

か
つ
て
編
集
子
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
思

想
史
研
究
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
傾
向
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

　

「
こ
の
よ
う
な
『
読
み
方
』
は
、
思
想

家
あ
る
い
は
哲
学
者
に
は
必
要
な
も
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
思
想
史
研
究
者
の
と
る

べ
き
方
法
で
は
な
い
。
上
述
の
『
思
想
家
』

た
ち
は
独
自
の
思
想
を
展
開
し
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

解
明
す
る
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
、
混

乱
を
持
ち
込
ん
だ
だ
け
で
あ
る
。
対
象
と

な
る
思
想
は
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
な
の

か
、
そ
の
思
想
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
有
効
性
を
も
つ
の
か
、
こ
の
よ
う
な

思
想
史
研
究
に
と
っ
て
の
中
心
的
問
題
を

彼
ら
は
検
討
し
よ
う
と
も
し
な
い
。
」（
『
岡

山
大
学
経
済
学
会
雑
誌
』
第
三
四
巻
第
四

号
、
四
四
頁
）
。

　

現
代
的
問
題
意
識
を
も
っ
て
研
究
を
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
見
解
を
展
開

す
る
た
め
に
、
研
究
対
象
の
一
部
分
を
利

用
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

 

（
編
集
主
任　

太
田
仁
樹
）












