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ば
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〔
序
〕

「
資
本
家
階
級
、
そ
の
政
治
的
代
表
部
と
し
て
の
政
府（

1
）

」「
ま
さ

し
く
支
配
階
級
の
執
行
委
員
会
、
階
級
支
配
の
機
関（

2
）

」。
廣
松
の
国
家
把
握
の

根
基
、
原
理
は
こ
れ
で
あ
る
。
衆
目
の
見
る
所
か
の
『
共
産
党
宣
言
』（
一
八

四
八
年
、
マ
ル
ク
ス
）
に
お
け
る
、「
近
代
の
国
家
権
力
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階

級
全
体
の
共
同
事
務
を
処
理
す
る
委
員
会
に
す
ぎ
な
い（

3
）

」
と
の
規
定
の
踏
襲

で
あ
る
。
新
左
翼
の
理
論
家
と
云
わ
れ
た
廣
松
の
国
家
把
握
と
は
、
か
か
る
古
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典
的
、
あ
ま
り
に
も
古
典
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
国
家
論
で
あ
っ
た
。

だ
が
と
は
い
え
、
二
〇
世
紀
も
後
半
の
哲
学
者
廣
松
が
、
こ
の
単
純
な
原
理

を
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト
に
提
起
す
る
は
ず
も
な
い
。
そ
れ
は
被
媒
介
性
つ
ま

り
、
そ
こ
に
到
る
複
雑
な
理
論
的
装
い
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
到
達
し
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
の
結
論
は
始
め
か
ら
決
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
問
題
は
、
そ
の
端
緒
に
し
て
結
論
に
至
る
下
向
・
上
向
の
論
理
的
回
路

で
あ
る
。
以
下
順
に
こ
れ
ら
を
見
て
い
こ
う
。

〔
唯
物
史
観
〕

「
廣
松
渉
は
、
近
代
と
は
な
に
か
、
近
代
を
超
克
す
る
と

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
の
か
、
を
哲
学
的
に
問
い
つ
め
る（

4
）

」。
こ
う

熊
野
純
彦
は
記
す
。
然
り
、
近
代
と
そ
の
超
克
こ
そ
は
、
廣
松
革
命
哲
学
の
ア

ル
フ
ァ
ー
に
し
た
て
オ
メ
ガ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
近
代
の
揚
棄
を
諦
め
、
近

代
の
宿
命
に
耐
え
な
が
ら
、
そ
の
中
で
近
代
的
市
民
の
自
由
な
あ
り
方
を
模
索

し
た
丸
山
眞
男
と
は
全
く
異
な
る
。
廣
松
に
あ
る
の
は
た
だ
近
代
の
超
克
へ
の

熱
い
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
大
志
の
み
で
あ
る
。
廣
松
は
こ
の
畢
生
の
課
題
を
、

主
に
自
ら
の
理
論
哲
学
、
具
体
的
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
、
唯
物
史
観
の
現
代
的

体
系
化
の
中
に
懸
命
に
追
究
し
続
け
て
行
く
。
全
三
巻
か
ら
な
る
主
著
『
存
在

と
意
味
』（
岩
波
書
店
）
は
、
そ
の
成
果
に
外
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
こ
の
主
著
は

第
一
巻
の
み
の
完
成
、
第
二
巻
は
完
成
せ
ず
に
廣
松
は
早
逝
し
、
第
三
巻
は
全

く
白
紙
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
我
々
の
課
題
た
る
国
家
論
は
殆
ん
ど
含
ま
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
国
家
論
に
関
し
て
か
つ
て
彼
は
こ
う
語
っ
て
い
た
。「
マ

ル
ク
ス
国
家
論
の
再
構
成
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
二
十
年
以
来
の

懸
案
」

（
5
）

で
「
ず
っ
と
一
貫
し
て
基
本
的
な
課
題
の
一
つ
な
ん
で
す（

6
）

」。
ま
た
、

「
し
か
し
何
分
に
も
素
人
芸
で
し
て
、
国
家
論
と
い
っ
た
次
元
よ
り
は
る
か
以

前
の
哲
学
プ
ロ
パ
ー
の
と
こ
ろ
を
低
迷
し
て
お
り
ま
す（

7
）

」
と
謙
遜
し
つ
つ
も
、

「
私
自
身
、
国
家
論
の
問
題
は
二
十
何
年
興
味
を
持
ち
続
け
て
参
っ
た
も
の
で

す
し
、
あ
る
意
味
で
は
、
私
な
り
に
、
一
番
中
心
に
な
る
仕
事
と
し
て
は
結
局
、

国
家
論
関
係
に
到
り
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
自
分
で
は
思
っ
て
お
り
ま
す（

8
）

。」

と
率
直
に
吐
露
し
て
い
る
。
廣
松
の
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
へ
の
並
々
な
ら
ぬ

思
い
入
れ
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
若
し
廣
松
に
藉
す
に
時
日

を
も
っ
て
し
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
彼
な
り
の
纏
っ
た
国
家
論
体
系
を
残
し
得

た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
実
際
に
残
さ
れ
た
も
の
は
、
廣
松
が
「
他
日
を
期
し

つ
つ
」
世
に
問
う
た
、
論
文
集
『
唯
物
史
観
と
国
家
論
』（
論
創
社
、
一
九
八

二
年
。
後
に
一
九
八
九
年
、
青
木
孝
平
の
論
説
を
付
し
て
「
講
談
社
学
術
文
庫
」

882
の
中
に
収
め
ら
れ
た
）、
お
よ
び
彼
が
他
の
諸
著
作
の
中
で
国
家
に
言
及
し

た
諸
々
の
部
分
で
あ
る
。
で
は
、
か
か
る
未
完
に
し
て
か
つ
体
系
的
と
は
い
え

ぬ
国
家
に
関
す
る
廣
松
の
見
解
を
、
我
々
は
何
故
に
敢
て
検
討
す
べ
く
採
り
上

げ
た
の
で
あ
る
か
。
な
る
ほ
ど
私
も
一
部
に
は
例
え
ば
、「
廣
松
理
論
が
、
他

の
諸
分
野
と
同
様
に
国
家
論
の
領
域
で
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
歴
史
に
お

い
て
特
筆
す
べ
き
位
置
に
あ
る
こ
と
に
は
、
お
そ
ら
く
異
論
の
余
地
は
な
い
だ

ろ
う
。
廣
松
国
家
論
の
出
現
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
は
、
文
字
ど

お
り
新
段
階
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

9
）

」
と
す
る
如
き
評
価

（
10
）

の
存
す

る
の
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
私
は
む
し
ろ
冒
頭
に
紹
介
し
た
、
あ
ま

り
に
も
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
階
級
国
家
観
が
、
現
代
の
哲
学
者
廣
松
の
頭
脳
に
去
来

し
た
所
以
を
、
原
理
的
に
探
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
近
代
の
批
判
的
把
握
と
そ
の
超
克
と
い
う
廣
松
哲
学
の

根
本
課
題
は
、
彼
の
国
家
論
に
お
い
て
も
、
否
国
家
論
に
お
い
て
こ
そ
最
も
鋭

く
問
わ
れ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
革
命
の
哲
学
と
し
て
の
廣
松
理
論

に
と
っ
て
、
革
命
の
直
接
対
象
た
る
国
家
を
い
か
に
把
握
す
る
か
は
決
定
的
な
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重
要
性
を
有
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
を
見
よ
。（
こ
こ
で
予
め

断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
近
代
の
批
判
と
近
代
の
超
克
と
い
う

廣
松
の
二
つ
の
重
要
課
題
は
、
も
と
よ
り
相
互
に
深
く
関
連
し
て
お
り
切
り
離

せ
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
主
に
前
者
つ
ま
り
近
代
の
批
判
的
考
察
に

的
を
絞
り
、
後
者
の
近
代
の
超
克
の
方
は
別
途
扱
う
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
近

代
の
超
克
と
い
う
言
葉
自
体
を
、
私
は
使
用
し
な
い
。
私
見
で
は
そ
れ
は
歴
史

的
に
も
理
論
的
に
も
、
天
皇
主
権
国
家
の
軍
国
主
義
時
代
の
戦
時
中
に
大
流
行

し
た
代
物
で
あ
っ
て
、
近
代
の
止
揚
と
は
全
く
異
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
）。
ま
た
未
完
、
非
体
系
的
と
は
い
え
廣
松
哲
学
に
お

い
て
も
国
家
論
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
要
綱
（G
ru
n
d
lin
ie
d
er

P
h
ilosop

h
ie
d
es
R
ech
ts,
1821

）』
―
―
国
家
論
―
―
が
難
解
な
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
の
い
わ
ば
総
仕
上
げ
（
拙
者
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
理
論
』
二
六
二
―
二
六

三
頁
）
た
る
如
き
位
置
に
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
大
い
な
る

相
違
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
国
家
論
―
法
哲
学
は
経
済
学
の
上
位
に
あ
り

こ
れ
を
包
摂
す
る
の
に
対
し
て
、
廣
松
（
お
よ
び
後
期
マ
ル
ク
ス
）
の
ば
あ
い

に
は
逆
に
経
済
学
の
下
位
に
国
家
論
―
―
政
治
学
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま

り
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
国
家
は
人
倫
的
理
念
の
最
高
の
現
実
態
な
の
に
、
廣
松
理
論

で
は
国
家
は
単
に
経
済
の
補
助
、
助
手
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、

国
家
に
対
す
る
廣
松
の
思
い
入
れ
が
し
か
く
強
く
深
く
と
も
、
彼
の
国
家
考
察

が
、
未
完
か
つ
断
片
的
に
な
っ
た
の
も
宜
な
る
か
な
と
も
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
そ
の
信
奉
す
る
唯
物
史
観
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
筋
道
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
。
い
ま
先
ば
し
っ
て
そ
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
廣
松

曰
く
、「
著
者
の
見
解
と
い
う
以
前
に
唯
物
史
観
に
よ
れ
ば
、
政
治
が
経
済
に

対
し
て
結
局
自
律
性
を
有
た
な
い
の
は
、何
も
近
代
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
い
」

（
廣
松
『
唯
物
史
観
と
国
家
論
』
論
創
社
、
二
二
二
頁
）
と
。

本
題
に
入
ろ
う
。
中
心
は
、
近
代
に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
と
の
関
係
、

こ
れ
を
い
か
に
解
す
る
か
で
あ
る
。
廣
松
は
、
市
民
社
会
と
国
家
（
廣
松
に
お

い
て
は
国
家
．
．

と
市
民
社
会
で
は
な
く
、
い
つ
も
つ
ね
に
市
民
社
会

．
．
．
．

と
国
家
と
い

う
如
く
、
市
民
社
会
が
国
家
の
先
に
来
て
い
る
こ
と
に
注
意
。
こ
れ
は
単
に
偶

然
的
な
コ
ト
バ
の
順
序
と
い
う
の
に
止
ま
ら
ず
、
後
述
の
廣
松
の
唯
物
史
観
か

ら
の
必
然
な
の
だ
）。
の
実
体
的

．
．
．

分
離
を
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
中
核
と
把
握
し
、
断
固
と
し
て
こ
れ
を
斥
け
る
。
例
え
ば
曰
く
、「
わ
れ

わ
れ
は
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
市
民
社
会
―
―
国
家
体
制
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
な
概
念
枠
に
自
ら
の
め
り
こ
む
の
愚
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い（

11
）

」「
市
民
社

会
と
国
家
体
制
と
の
二
重
化
的
分
離
と
い
う
近
代
＝
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
基
盤（

12
）

」「
市
民
社
会
と
国
家
体
制
と
の
実
体
的
二
元
化
の
図
式（

13
）

」「
政．

治．
を
経
済
か
ら
実
体
的
に
（
つ
ま
りen

s
p
er
su
i

と
し
て
）
分
離
し
て
扱
う

と
い
う
こ
と（

14
）

」
と
。
も
う
少
し
引
用
し
て
お
こ
う
。「
市
民
社
会
と
国
家
体
制

と
は
実
体
的
に
別
々
の
も
の
で
あ
る
の
か
？
　
な
る
ほ
ど
産
業
資
本
主
義
＝
自

由
主
義
の
時
代
に
は
、
商
品
経
済
の
自
立
性
と
称
さ
れ
る
事
態
が
現
出
し
、
そ

れ
を
投
影
し
て
、
市
民
社
会
と
国
家
体
制
と
を
実
体
的
に
分
離
し
て
し
ま
う
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
登
場
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
十
九
世
紀
こ
の
か
た
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
国
家
論
の
大
枠
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
で
す
。
国
家
と
い
う
形
へ
の
市

民
社
会
の
総
括
、
幻
想
的
共
同
体
と
し
て
の
国
家
と
い
う
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
捉
え
方
に
お
い
て
は
、
ど
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
？
　
幻
想
的
共
同
性

を
支
え
る
基
盤
と
し
て
、
市
民
社
会
的
オ
ー
ダ
ー
と
国
家
体
制
の
オ
ー
ダ
ー
と

を
実
体
的
に
截
断
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
両
者
の
概
念
上
の
区
別
は
可
能
で

あ
り
、
ま
た
、
あ
る
文
脈
で
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
必
要
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
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実
体
的
に
別
々
の
も
の
と
し
て
し
ま
う
の
は
そ
れ
こ
そ
自
由
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
捲
き
込
ま
れ
る
所
以
に
な
り
ま
す（

15
）

」。「
市
民
社

会
レ
ベ
ル
と
国
家
体
制
レ
ベ
ル
と
を
実
体
的
に
分
離
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に

も
実
践
的
に
も
、
ナ
ン
セ
ン
ス（

16
）

」「
市
民
社
会
と
国
家
体
制
と
の
実
体
的
な
分

断
が
不
可
能
だ
と
い
う
当
然
の
事
実（

17
）

」
等
々
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
廣
松
は
、
し
き
り
に
市
民
社
会
と
国
家
と
の
実
体
的
分
離

論
は
、
自
由
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
難
じ
て
い
る
。
難
ず

る
の
は
自
由
だ
が
、
し
か
し
そ
の
学
的
根
拠
の
明
示
は
予
想
に
反
し
て
極
め
て

薄
い
。
近
代
の
国
家
理
論
に
お
い
て
実
体
的
分
離
と
廣
松
が
非
難
す
る
当
の
も

．
．
．

の．
が
、
一
体
何
で
あ
る
の
か
が
よ
く
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
が
そ
の
検
討
の
前

に
も
う
一
つ
用
語
の
問
題
が
あ
る
。
廣
松
は
上
述
の
文
中
「
実
体
的
に
分
離
」

「
実
体
的
分
断
」「
実
体
的
に
別
々
の
も
の
」
の
ほ
か
に
「
二
重
化
的
分
離
」
ま

た
「
実
体
的
二
元
化
」
と
も
記
し
て
い
る
。「
実
体
的
」
は
共
通
だ
が
、
そ
の

下
に
つ
く
言
語
は
「
分
離
」「
分
断
」「
別
々
」「
二
重
化
」「
二
元
化
」
等
と

様
々
な
表
現
が
用
い
ら
れ
、
し
か
も
す
べ
て
同
一
の
意
味
内
容
を
与
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
言
語
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
意
味
を
有
し

て
い
、
学
的
概
念
の
使
用
に
殊
更
人
一
倍
敏
感
、
厳
格
た
る
べ
き
哲
学
に
お
い

て
、
か
か
る
曖
昧
な

．
．
．

使
用
法
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
単
に

形
式
的
な
用
語
上
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
深
く
内
容
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て

い
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
実
体
的
分
離
と
は
一
体
何
を
指
す
の
か
。
分
離
す
る
も
の
は

国
家
お
よ
び
市
民
社
会
以
外
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
の
二
つ
が
実
体
的
に
分
離

し
て
い
る
と
は
国
家
論
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
体
．
．

な
る
概

念
自
体
に
つ
い
て
廣
松
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「『
実
体
』
な
る
も
の

は
、
わ
け
て
も
第
一
実
体
の
場
合
に
そ
の
間
の
事
情
が
は
っ
き
り
し
ま
す
け
れ

ど
も
、
エ
ン
ス
・
ペ
ル
・
ス
イ
（en

s
p
er
su
i

）、
そ
れ
自
身
で
独
立
自
存
す

る
も
の
、
そ
の
よ
う
な
存
在
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
な
る
ほ
ど
、
実
体
は
他
の

実
体
と
関
係
を
も
つ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
関
係
な
る
も
の
は
実
体
そ
の
も
の
に

と
っ
て
は
偶
然
的
で
あ
り
、
実
体
は
自
存
者
で
あ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
、
こ
れ

が
形
而
上
学
的
世
界
像
の
基
礎
を
な
し
て
き
た
次
第
で
あ
り
ま
す（

18
）

」「
実
体
的

存
在
と
思
念
さ
れ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
、
独
立
自
存
し
、
自
足
的
に
そ
れ
自

身
で
存
在
す
る
と
思
念
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
眞
実
に
は
、
他
者
と
の
相
互
関

係
の
相
に
お
い
て
の
み
は
じ
め
て
そ
れ
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
関
係
規

定
を
超
絶
す
る
実
体
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
現
実
世

界
に
お
け
る
一
般
的
な
事
実
で
す（

19
）

」
と
。
け
だ
し
実
体
の
第
一
次
性
を
排
し

て
関
係
の
第
一
次
性
を
強
調
、
力
説
す
る
廣
松
哲
学
の
本
領
で
あ
ろ
う
。
だ
が

近
代
の
国
家
論
に
お
い
て
、
国
家
と
市
民
社
会
と
が
、
果
し
て
こ
の
よ
う
に
そ

れ
ぞ
れ
別
々
に
独
立
自
存
的
存
在
と
し
て
実
体
化
さ
れ
、
単
に
偶
然
的
に
の
み

関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

近
代
自
由
主
義
国
家
論
の
一
つ
の
典
型
た
る
カ
ン
ト
の
国
家
論
に
つ
い
て
そ

れ
は
ど
う
か
。
有
名
な
物
自
体
と
現
象
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ

リ
と
の
対
立
か
ら
な
る
カ
ン
ト
の
方
法
二
元
論
。
な
る
ほ
ど
そ
こ
で
は
近
代
法

治
国
家
の
形
相
、
理
想
と
し
て
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
国
家
と
近
代
権
力
国
家
の

き
び
し
い
現
実
を
描
い
た
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
の
国
家
と
は
、
截
然
、
分
断
、

区
別
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
実
体
的
分
離
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
よ
う

に
も
見
え
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
両
者
を
な
ん
と
か
地
上
で
和
解
、
折
衝
せ
し
め

ん
と
努
め
た
が
、
結
局
天
上
の
神
の
世
界
に
そ
の
実
現
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
実
は
、
カ
ン
ト
の
こ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
法
治
国
家
と
ア
・
ボ
ス
テ
リ

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

四

（5）
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オ
リ
の
権
力
国
家
と
は
、
近
代
国
家
に
お
け
る
「
正
義
と
権
力
と
の
、
法
と
独

裁
と
の
、
自
由
と
奴
隷
と
の
弁
証
法
的
統
一
、
そ
の
矛
盾
的
二
重
性
の
全
体
に

お
い
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
部
分

だ
け
を
切
り
と
っ
て
全
体
を
推
量
す
る
こ
と
は
誤
り（

20
）

」
な
の
で
あ
る
。
た
だ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
後
進
国
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
と
し
て
カ
ン
ト
は
、
進
ん
だ
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
国
家
の
現
実
．
．

に
、
か
か
る
抽
象
的
な
哲
学
理
論
．
．

の
上
で

追
い
つ
こ
う
と
し
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
の
方
性
二
元
論
と

い
う
形
で
近
代
自
由
主
義
国
家
の
二
重
性
と
い
う
内
的
論
理
の
秘
密
に
迫
り
得

た
の
だ
と
云
え
よ
う
。
そ
こ
に
実
体
的
分
離
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
で
は

更
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
そ
れ
ぞ
れ

．
．
．
．

の
国
家
の
内
部
に
あ
っ

て
は
、
国
家
と
市
民
社
会
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
ア
・
プ
リ
オ

リ
の
国
家
。
こ
れ
は
明
確
に
市
民
社
会
バ
イ
ア
ス
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
貫
か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
「
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
限
り
、
他
か
ら
の

意
志
お
よ
び
国
家
権
力
か
ら
の
一
切
の
干
渉
を
排
し
た
、
各
人
の
私
的
自
由
、

そ
の
幸
福
と
福
祉
の
追
求
の
権
利（

21
）

」
が
謳
歌
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
自

由
主
義
的
権
利
を
保
障
す
る
立
法
権
が
主
権
（
統
治
権
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
主

権
は
元
首
（
執
行
権
）
の
「
権
力
を
剥
奪
し
、
元
首
を
罷
免
し
、
あ
る
い
は
元

首
の
行
政
を
改
革
す
る（

22
）

」
こ
と
が
出
来
る
。
市
民
社
会
が
国
家
に
優
先
し
て

い
る
が
、
し
か
し
こ
の
両
者
が
実
体
的
に
分
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次

に
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
の
国
家
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
は
逆
に
明
ら
か
に
国
家
バ

イ
ア
ス
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
貫
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
一
切
の
法

的
支
配
の
外
に
立
つ
超
法
的
な
君
主
の
独
裁
的
権
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る（

23
）

。

対
し
て
人
民
は
公
的
事
項
に
関
し
て
啓
蒙
さ
れ
な
い
未
成
育
状
態
、
つ
ま
り
己

れ
の
悟
性
の
独
自
的
使
用
が
な
ん
ら
許
さ
れ
ず
、
つ
ね
に
他
人
の
指
導
を
待
た

ね
ば
な
ら
な
い
無
能
力
状
態
に
止
め
お
か
れ
る（

24
）

。
た
だ
僅
か
に
、
理
性
の
私

的
使
用
な
ら
ぬ
公
的
使
用
が
万
人
に
認
め
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
万
人
に
と

は
い
え
そ
れ
は
、
実
際
は
自
説
を
著
書
、
論
文
の
形
で
発
表
で
き
る
一
握
り
の

学
者
、
哲
学
者
の
自
由
で
あ
っ
て
、
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
縁
の
な
い
代
物
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
学
者
と
し
て
の
公
的
自
由
に
し
て
も
、
国
家
へ
の
基
本
的
忠

誠
に
支
え
ら
れ
、
決
し
て
国
家
に
敵
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と

き
て
い
る（

25
）

。
そ
れ
は
市
民
社
会
に
対
す
る
国
家
の
優
越
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
う
で
は
あ
る
が
し
か
し
こ
こ
で
も
、
両
者
が
実
体
的
に
分
離
し
て
い
る
と
は

云
え
な
い
。
い
か
な
強
大
な
君
主
権
力
と
い
え
ど
も
、
市
民
社
会
の
側
に
お
け

る
一
遍
の
自
由
な
く
し
て
は
近
代
国
家
は
存
続
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

廣
松
も
カ
ン
ト
の
国
家
論
を
論
じ
て
い
る
。
曰
く
、「
カ
ン
ト
が
国
家
を
論

ず
る
場
面
で
は
、
人
間
を
単
な
る
叡
智
的
存
在
者
と
し
て
で
は
な
く
、
現
象
界

に
属
す
る
経
験
的
存
在
者
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
者
で
は
な

い
。
…
…
し
か
し
、
現
象
体
と
叡
智
体
と
は
、
二
世
界
的
に
別
々
に
存
在
す
る

の
で
は
な
く
し
て
、
根
底
的
に
は
同
一
者
な
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
叡
智
体
と

し
て
の
人
間
の
世
界
に
基
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
の
道
徳

法
則
ひ
い
て
は
法
的
正
義
の
原
則
が
存
立
し
う
る
の
だ
と
い
う
事
情
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
廣
松
『
唯
物
史
観
と
国
家
論
』
一
九

八
頁
）
と
。
こ
れ
は
一
応
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
国
家
と
ア
・

ボ
ス
テ
リ
オ
リ
の
国
家
と
の
区
別
を
認
め
な
が
ら
も
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
国
家

の
優
越
の
上
に
両
者
の
同
一
性
を
説
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
廣
松
は
カ
ン

ト
国
家
論
の
厳
格
な
方
法
二
元
論
に
は
沿
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
主
権
に
つ
い

て
も
、
主
権
が
立
法
権
に
帰
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
国
家
と
、
主
権
を
最
高
権

力
者
に
帰
す
る
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
の
国
家
と
の
相
違
が
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
で
全
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く
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
仝
、
一
九
九
―
二
〇
三
頁
）。
そ
し
て

こ
う
結
論
づ
け
る
。「
カ
ン
ト
は
、
ル
ソ
ー
を
眞
似
て
契
約
を
云
々
し
、
ま
た
、

三
権
分
立
を
云
々
す
る
な
ど
、
一
見
進
取
的
な
議
論
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
内
容
に
お
い
て
は
―
―
啓
蒙
主
義
的
な
絶
対
君
主
主
義
の
待
望
―
―
と
り

わ
け
実
践
的
に
は
、
現
状
肯
定
主
義
を
い
く
ば
く
も
出
ぬ
域
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
、
と
評
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
…
…
実
質
的
に
は
空
理
空
論
―
―
と
い
っ
て

酷
で
あ
れ
ば
―
―
実
践
的
に
は
お
よ
そ
旧
体
制
に
と
っ
て
無
害
な
“
理
論
”

の
域
を
出
な
い
」（
仝
、
二
〇
三
頁
）
と
酷
評
し
て
い
る
。
し
か
し
廣
松
の
こ

の
評
は
、
カ
ン
ト
の
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
の
権
力
国
家
に
は
そ
れ
な
り
に
妥
当

す
る
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
法
治
国
家
面
に
は
全
く
無

関
係
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
近
代
自
由
主
義
国
家
理
論
の
一
典
型
た
る
カ
ン
ト
の

顔
も
丸
つ
ぶ
れ
で
あ
ろ
う
。
廣
松
の
先
述
し
た
如
き
叡
智
体
の
優
越
性
は
一
体

ど
こ
に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
丸
山
眞
男
の
ば
あ
い
は
ど
う
か
。
前
項
で
考
察
し
た
如
く
、
国
家
権
力

の
絶
対
性
と
不
可
譲
の
基
本
的
人
権
・
自
由
と
の
宿
命
的
二
元
論
、
こ
れ
が
丸

山
の
近
代
国
家
論
の
根
底
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
丸
山
は
、
国
家
と
市
民
社
会
と

の
分
裂
、
乖
離
を
前
提
に
、
市
民
社
会
的
自
由
の
方
に
重
点
を
置
く
。
と
は
い

え
、
彼
は
国
家
の
存
在
も
充
分
に
認
め
て
い
た
。
そ
こ
に
実
体
的
分
離
は
み
ら

れ
な
い
。
そ
も
そ
も
二
元
性d

u
alism

,
D
u
alism

u
s

と
二
重
性d

u
p
lication

,

D
u
p
lik
ation

と
は
異
る
が
、
し
か
し
ま
た
混
同
さ
れ
や
す
い
。
な
ぜ
か
。
二

重
性
は
換
言
す
れ
ば
弁
証
法
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
矛
盾
し
対
立
す
る
二
つ
の
も

の
の
間
の
統
一
、
相
互
依
存
性
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
二
元
性
で
は
、

両
者
の
分
離
と
統
一
と
が
論
理
的
に
整
合
さ
れ
ず
現
象
的
に
バ
ラ
バ
ラ
に
把
握

さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
二
元
性
と
二
重
性
と
は
、
二
つ
の
も
の
の
対

立
と
統
一
の
即
自
的
把
握
と
対
自
的
把
握
と
い
う
関
係
に
在
る
。
つ
ま
り
二
重

性
は
二
元
性
の
高
次
の
止
揚
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
お
け
る
近
代
国
家
の
絶

対
主
権
と
自
由
人
権
と
の
即
自
的
二
元
論
も
、
対
自
的
に
は
国
家
と
市
民
社
会

の
二
重
性
の
国
家
内
反
映
と
し
て
の
、
国
家
主
権
と
自
由
人
権
と
の
二
重
性
、

弁
証
法
的
存
在
な
の
で
あ
り
、
決
し
て
実
体
的
分
離
な
ど
で
は
な
い
。
ま
た
ア

ー
ネ
ス
ト
・
バ
ー
カ
ー
に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
の
二
元
論
は
、
分
離
よ
り

は
メ
ダ
ル
の
裏
表
の
如
き
統
一
面
に
重
き
が
お
か
れ
、
そ
こ
に
も
実
体
的
分
離

は
み
ら
れ
な
い
。

ち
な
み
に
国
家
と
市
民
社
会
の
関
係
で
は
な
い
が
、
丸
山
は
権
力
一
般
に
つ

い
て
、
一
方
で
「
権
力
と
い
う
の
は
す
ぐ
れ
て
函
教
概
念
で
あ
る
。
権
力
は
他

の
権
力
と
の
関
係
、
お
よ
び
権
力
行
使
の
対
象
と
な
る
人
間
の
価
値
意
識
と
行

動
様
式
の
変
化
に
応
じ
て
変
動
す
る
。
権
力
関
係
の
時
空
的
な
相
対
性
を
わ
す

れ
て
、
こ
れ
を
実
体
的
に
固
定
化
す
る
誤
謬
は
き
わ
め
て
一
般
的
で
あ
る（

26
）

」

と
、
権
力
の
実
体
概
念
を
は
っ
き
り
誤
謬
と
斥
け
て
い
る
。
同
時
に
他
方
で
、

「
し
か
し
権
力
関
係
が
実
体
的
に
表
象
さ
れ
る
傾
向
に
も
理
由
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
権
力
が
主
と
し
て
集
団
現
象
と
し
て
現
わ
れ
、
多
少
と
も
そ

の
動
き
が
溝
条
化can

alize

さ
れ
、『
制
度
』
と
し
て
凝
固
す
る
。
…
…
こ
こ

に
組
織
さ
れ
た
権
力
関
係
が
誕
生
す
る（

27
）

」
と
、
権
力
の
そ
れ
な
り
の
実
体
面

を
認
め
る
。
こ
の
よ
う
に
丸
山
は
権
力
の
関
係
性
の
第
一
次
性
の
立
場
に
立
ち

つ
つ
も
実
体
性
を
も
否
定
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
い
ず
れ
も
一
方

的
に
排
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
時
に
応
じ
て
双
方
の
長
所
と
短
所
と
に
醒
め
た
認

識
を
も
っ
て
対
処
す
る
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
的
な
機
能
主
義
を
説
い
て
い
る（

28
）

。

と
ま
れ
丸
山
に
権
力
の
一
方
的
な
実
体
化
の
無
い
こ
と
だ
け
は
明
白
で
あ
ろ

う
。
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と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
こ
と
か

．
．
．
．
．
．

、
当
の
廣
松
自
身
が
、
そ
の
著
書
の
あ
る
一
箇
所

で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
近
代
以
前
に
お
け
る
国

家
社
会
の
編
成
基
盤
に
な
っ
て
い
た
も
の
、
そ
れ
は
血
縁
共
同
体
で
あ
れ
、
地

縁
共
同
体
で
あ
れ
、
当
の
単
位
共
同
体
は
、
第
一
次
的
に
生
産
の
場
に
お
け
る

共
同
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
、
政
治
的
秩
序
の
細
胞
的
な
単
位
を
な
し
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
は
、
生
産
の
場
で

の
資
本
制
的
企
業
の
秩
序
と
、
政
治
的
編
成
の
秩
序
と
が
分
離
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
も
単
に
論
理
の
上
で
の
概
念
的
区
別
で
は
な
く
、
い
う
な
れ
ば
実
体
的
な

区
別
（
ゴ
チ
―
柴
田
）
で
あ
り
、
生
産
の
場
と
政
治
的
編
成
の
場
と
は
一
応
の

と
こ
ろ
空
間
的
に
も
分
離
さ
れ
て
お
り
ま
す（

29
）

」
と
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
前
近

代
に
比
し
て
、
近
代
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
と
の
実
質
的
な
区
別

．
．
．
．
．
．

・
分
離
．
．

の
存
在
が
、
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
眞
向
か
ら
否
定
し
て

き
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
肯
定
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
一
体
こ
れ

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
思
わ
ず
口
が
滑
っ
た
か
。
し
か
し
ミ
ス
・
プ
リ
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
廣
松
に
し
て
か
か
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
。
い
さ
さ
か

言
葉
も
な
い
。
で
も
廣
松
の
い
う
所
に
も
も
う
少
し
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
そ

の
す
ぐ
後
で
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
企
業
体
に
お
け
る
生
産
の
場
の
秩
序

が
崩
壊
す
る
と
き
、
果
し
て
資
本
制
社
会
の
国
家
的
『
秩
序
』
は
ど
う
な
る
で

あ
ろ
う
か
。
概
念
の
う
え
で
は
、
そ
れ
が
市
民
社
会
レ
ベ
ル
で
の
秩
序
の
崩
壊

で
あ
る
と
称
し
て
、
そ
れ
を
以
っ
て
国
家
体
制
の
レ
ベ
ル
で
の
秩
序
の
崩
壊
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
で
は
、

市
民
社
会
レ
ベ
ル
と
国
家
体
制
レ
ベ
ル
と
を
実
体
的
に
分
離
す
る
こ
と
は
、
理

論
的
に
も
実
践
的
に
も
、
ナ
ン
セ
ン
ス
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
、
思
い
半
ば

に
す
ぎ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
私
が
さ
し
あ
た
り
申
し
て
い
る

の
は
、
市
民
社
会
と
国
家
体
制
と
の
実
体
的
な
分
断
が
不
可
能
だ
と
い
う
当
然

の
事
実
に
立
脚
し
つ
つ
、
企
業
体
に
お
け
る
秩
序
な
る
も
の
を
国
家
的
支
配
の

存
在
構
造
の
な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン

ゲ
ル
ス
の
い
うS

oziale
M
ach
t

お
よ
びA

u
torität

の
問
題
、
こ
こ
に
一
つ

の
課
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
附
言
す
る
な
ら
ば
、
国
家

の
死
滅
と
い
う
こ
と
を
現
実
的
に
展
望
す
る
よ
う
な
革
命
論
に
と
っ
て
は
、
大

い
に
勘
案
す
べ
き
問
題
が
こ
こ
に
存
す
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
ま

で
は
申
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う（

30
）

」
と
。

こ
の
文
章
で
は
、
国
家
と
市
民
社
会
と
の
実
質
的
な
分
離
は
不
可
能
で
あ
り

ナ
ン
セ
ン
ス
と
の
持
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い

る
ケ
ー
ス
は
、
あ
ま
り
よ
く
分
ら
な
い
の
だ
が
ど
う
も
主
に
革
命
時
に
お
け
る

問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
市
民
社
会
の
中
核
に
存
す
る
生
産
の
場
た
る

企
業
体
の
革
命
的
崩
壊
に
際
し
て
は
国
家
秩
序
も
そ
の
ま
ま
で
は
済
ま
な
い
、

そ
れ
も
必
ず
崩
壊
す
る
に
違
い
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
同
時
崩
壊
な
い
し
一
蓮

托
生
的
な
意
味
合
で
、
国
家
と
市
民
社
会
の
実
質
的
分
離
は
不
可
能
と
否
定
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
で
は
革
命
時
で
は
な
く
通
常
時
の
ば
あ
い
は
ど
う
な

の
か
。
そ
こ
で
は
ま
え
に
引
用
し
た
文
章
に
あ
る
よ
う
な
実
質
的
な
分
離
が
存

在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
平
時
に
お
け
る
実
質
的
分
離
の
肯
定
と
革

命
時
に
お
け
る
そ
の
否
定
と
は
ど
う
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
く
分
ら
な

．
．
．
．
．

い．
。
た
だ
私
が
推
察
す
る
に
、
廣
松
は
国
家
と
市
民
社
会
の
「
相
対
的
な
分
離（

31
）

」

自
体
は
認
め
る
、
た
だ
し
そ
れ
は
決
し
て
実
体
的
分
離
で
は
な
い
、
実
体
的
分

離
論
は
や
は
り
自
由
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
考
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
し
か
し

．
．
．

自
由
主
義
的
近
代
国
家
論
の
ど
こ
に
、
国
家
と
市
民
社
会

と
の
実
質
的
分
離
論
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
の
如
く
否
で
あ
る
。
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か
か
る
廣
松
の
立
論
の
根
底
に
は
、そ
の
信
奉
す
る
唯
物
史
観
が
厳
存
す
る
。

次
に
そ
の
概
略
、
骨
子
を
見
て
お
こ
う
。
曰
く
、「
い
わ
ゆ
る
『
市
民
社
会
』

と
『
政
治
的
国
家
』
と
の
関
係
は
、
唯
物
史
観
に
お
い
て
は
、
…
…
さ
し
あ
た

り
『
土
台
』
と
『
上
部
構
造
』（
の
一
部
）
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
。

ま
さ
し
く
、
こ
の
捉
え
返
し
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
国
家
観
の
構
制
を
劃
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
国
家
論
に
お
い
て
常
套

に
な
っ
て
い
る
ご
と
き
『
市
民
社
会
―
政
治
国
家
』
と
い
う
構
制
そ
の
も
の
が

止
揚
さ
れ
て
い
る（

32
）

」
と
。
こ
の
よ
う
に
廣
松
は
唯
物
史
観
に
基
づ
く
〈
土

台
・
上
部
構
造
〉
論
を
、
疑
う
余
地
も
な
く
明
ら
か
に
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家

論
の
「
構
制
を
劃
す
」
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
論
に
「
今
ま
で

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
世
界
が
展
開
す
る（

33
）

」
も
の
と
称
揚
す
る
。
さ
ら

に
そ
れ
が
「
市
民
社
会
―
国
家
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
論
も

止
揚
す
る
の
だ
と
云
う
。
こ
こ
に
土
台
・
上
部
構
造
論
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
『
経
済
学
批
判
』
序
言
（
一
八
五
八
年
）
の
最
初
に
あ
る
、
後
期
マ
ル
ク
ス

の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
い
わ
ゆ
る
唯
物
史
観
公
式
に
外
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス

は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
私
に
と
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
、
そ
し
て
ひ
と
た
び

自
分
の
も
の
に
な
っ
て
か
ら
は
私
の
研
究
に
と
っ
て
導
き
の
糸
と
し
て
役
だ
っ

た
一
般
的
結
論
は
、簡
単
に
い
え
ば
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
は
、
彼
ら
の
生
活
の
社
会
的
生
産
に
お
い
て
、
一
定
の
、
必
然
的
な
、
彼

ら
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
諸
関
係
に
、
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
物
質
的
生
産
諸
力

の
一
定
の
発
展
段
階
に
対
応
す
る
生
産
諸
関
係
に
は
い
る
。
こ
れ
ら
の
生
産
諸

関
係
の
総
体
は
、
社
会
の
経
済
的
構
造
を
形
成
す
る
。
こ
れ
の
実
在
的
土
台

（
ゴ
チ
―
柴
田
）
で
あ
り
、
そ
の
上
に
一
つ
の
法
律
的
お
よ
び
政
治
的
上
部
構

造
（
ゴ
チ
―
柴
田
）
が
そ
び
え
立
ち
、
そ
し
て
そ
れ
に
一
定
の
社
会
的
諸
意
識

形
態
が
対
応
す
る
。
物
質
的
生
活
の
生
産
様
式
が
、
社
会
的
、
政
治
的
お
よ
び

精
神
的
生
活
過
程
一
般
を
制
約
す
る（

34
）

」
と
。

だ
が
土
台
＝
市
民
社
会
が
、
上
部
構
造
＝
国
家
を
一
方
的
に
規
定
す
る
と
す

る
こ
の
規
定
・
被
規
定
の
原
理
的
把
握
に
は
、
国
家
と
市
民
社
会
と
の
矛
盾
・

対
立
と
相
互
規
定
・
相
互
依
存
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
弁
証
法
性
よ
り
も
、
経
済
．
．

的
土
台
を
い
わ
ば
実
体
化
す
る
か
の
如
き

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

非
弁
証
法
的
な
匂
い
が
漂
っ
て
こ
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
ど
う
も
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
（
さ
し
あ

た
り
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』
一
一
六
―
一
一
八
頁
参
照
）。
な
る
ほ

ど
廣
松
も
、
下
部
構
造
に
対
す
る
上
部
構
造
の
反
作
用
お
よ
び
国
家
と
市
民
社

会
と
の
相
互
作
用W

ech
selw

irk
u
n
g

を
認
め
、
こ
れ
を
弁
証
法
と
称
し
て

は
い
る
。
例
え
ば
「
上
部
構
造
の
下
部
構
造
に
対
す
る
『
反
作
用
』
と
い
う
論

点
は
…
…
晩
年
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
“
妥
協
的
修
正
”
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
言
う
と
お
り
、
…
…
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス

は
、
前
々
か
ら
上
部
構
造
の
反
作
用
を
詳
し
く
論
考
し
て
い
る
し
、『
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
も
相
互
作
用
を
議
論
し
て
い
る
。
…
…
弁
証
法
的
に

発
想
す
る
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
下
部
構
造
を
以
て
一
方
的
な
原
因
と

み
た
筈
の
な
い
こ
と
は
、
…
…
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
』
で
明
確
に
打
ち
出
さ
れ

て
い
る
提
題
か
ら
も
諒
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（

35
）

」
等
々
、
引
用
は
さ
ら
に
可

能
だ
が
止
め
て
お
く
。
こ
こ
で
廣
松
が
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
い
っ
て
も

エ
ン
ゲ
ル
ス
を
前
面
に
出
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
の
だ
が
、
廣
松
の
マ
ル

ク
ス
主
義
が
エ
ン
ゲ
ル
ス
的
マ
ル
ク
ス
主
義
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
後
に
触
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
廣
松
に
お
い
て
、
た
し
か
に
相
互
作
用
は
認
め
ら
れ

て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
下
部
構
造
の
規
定
性
は
第
一
な
の
で
あ
る
。
彼

は
言
う
。「
結
局
の
と
こ
ろ
、
マ
ル
ク
ス
的
に
規
定
し
た
意
味
で
の
『
下
部
構
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造
』
の
基
軸
性
を
わ
れ
わ
れ
は
見
出
す
。
因
み
に
、
い
か
に

W
ech
selw

irk
u
n
g

の
総
体
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
末
梢
血
管
や
、
場
合
に

よ
っ
て
は
手
足
の
一
本
や
二
本
が
損
壊
し
て
も
生
体
は
維
持
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
心
臓
が
損
傷
さ
れ
れ
ば
全
体
が
崩
壊
す
る
が
、
歴
史
的
、
社
会
的
な
“
生

体
”
に
お
い
て
も
事
情
は
ア
ナ
ロ
ガ
ス
で
あ
る
。
け
だ
し
、
単
に
総
体
的
な

相
互
作
用
と
か
、
上
部
構
造
と
下
部
構
造
と
の
相
互
作
用
と
か
言
っ
た
だ
け
で

は
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
所
以
で
あ
る
。
下
部
構
造
の
起
動
性
に
着
眼

し
、
こ
の
視
点
か
ら
人
間
的
営
為
、
人
間
の
問
主
観
的
協
動
を
捉
え
返
す（

36
）

」

と
。「
下
部
構
造
の
基
軸
性
」「
下
部
構
造
の
起
動
性
」、
つ
ま
り
下
部
構
造
こ

そ
は
生
体
に
お
け
る
心
臓
に
類
似
し
匹
敵
す
る
決
定
因
そ
の
も
の
な
の
だ
。
国

家
等
々
の
上
部
構
造
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
上
で
相
対
的
な
反
作
用
や
相
互
作
用

に
終
始
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
ど
う
し
て
こ
れ
が
廣
松
の
説
く
如
き
国
家
と

市
民
社
会
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
二
元
論
の
止
揚
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
廣
松
は
国
家
論
へ
の
若
き
マ
ル
ク
ス
の
強
い
関
心
に
つ
い
て
、

「
一
八
四
〇
年
代
中
葉
の
マ
ル
ク
ス
が
、
次
第
に
市
民
社
会
の
解
剖
学
＝
経
済

学
の
方
に
重
点
を
移
行
さ
せ
て
い
っ
た
に
せ
よ
、
国
家
論
に
関
す
る
一
貫
し
た

課
題
意
識
を
懐
い
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
も
っ
て
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う（
37
）

」
と
書
い
て
い
る
。
事
実
そ
れ
は
、
一
八
四
五
年
二
月
一
日
、
マ
ル
ク
ス

が
、
パ
リ
滞
在
中
の
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
出
版
業
者
Ｃ
・
Ｗ
・
レ
ス
ケ
と
の

間
に
、
二
巻
か
ら
な
る
著
書
『
政
治
学
批
判
と
経
済
学
批
判
』（K

ritik
d
er

P
olitik

u
n
d
N
ation

alök
on
om
ie

）
出
版
の
た
め
の
正
式
契
約
書
を
交
換
し

た（
38
）

こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ル
ソ
ー

『
社
会
契
約
論
』
に
即
し
て
の
ノ
ー
ト
（
い
わ
ゆ
る
『
ル
ソ
ー
・
ノ
ー
ト
』）
は
、

廣
松
に
よ
れ
ば
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』（
一
八
四
三
年
七
月
―
八
月
）
よ

り
も
あ
と
、『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
』（
一
八
四
三
年
秋
）
よ
り
も
ま
え
に

書
か
れ
た
と
さ
れ
る（

39
）

。
こ
の
「『
ル
ソ
ー
・
ノ
ー
ト
』
に
寄
せ
て
」
と
の
副
題

の
あ
る
廣
松
の
紹
介
文
の
狙
い
は
、「
ル
ソ
ー
・
マ
ル
ク
ス
の
直
接
的
な
影
響

関
係
を
過
度
に
云
為
す
る
一
部
論
者
た
ち
の
思
念
を
衝
く
含
み（

40
）

」
を
も
っ
た

も
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
自
体
に
つ
い
て
私
は
今
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

む
し
ろ
私
が
関
心
を
持
つ
の
は
、
廣
松
が
そ
の
文
中
で
マ
ル
ク
ス
の
『
ヘ
ー
ゲ

ル
国
法
論
批
判
』
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
マ
ル
ク

ス
が
謂
う
に
は
、
市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
と
の
分
離
と
い
う
こ
と
が
近
代
国

家
で
は
現
実
に
生
じ
た
の
に
と
も
な
っ
て
、
人
間
諸
個
人
も
ま
た
二
重
的
な
存

在
に
分
裂
す
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
の
成
員
た
る
限
り
で
の
人
間
で
あ
る

『
私
人
』P

rivatm
eusch

と
、
政
治
的
国
家
の
成
員
た
る
限
り
で
の
人
間
で
あ

る
『
公
人
』Ö

ffentlicher
M
ensch

と
へ
の
分
裂
が
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
時
点
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
は
、
市
民
社
会
の
階
級
的
分
裂
で
は
な
く
、
各

個
人
の
一
人
一
人
が
市
民B

ü
rg
er

と
公
民S

taatsbü
rg
er

と
の
二
重
的
人

格
に
分
裂
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
市
民
社
会
と
国
家
と
の
分
離
と
相

即
す
る
こ
の
主
体
的
分
裂
こ
そ
が
、
近
代
の
社
会
・
国
家
に
お
け
る
基
本
的
な

矛
盾
で
あ
る
と
考
え
て
い
る（

41
）

」
と
、
い
み
じ
く
も
廣
松
は
こ
う
云
っ
て
い
る

の
だ
。
更
に
云
う
。「『
公
民
』
と
『
私
民
』
へ
の
二
重
化
的
分
裂
」「『
公
民
』

と
『
私
民
』
と
の
対
立
性
と
統
一
性
の
構
図
」「『
公
民
』
と
『
私
民
』
の
弁
証

法
的
矛
盾
と
統
一
」「
弁
証
法
的
矛
盾
と
そ
の
止
揚
と
し
て
の
『
人
間
的
解
放
』

と
い
う
シ
ェ
ー
マ
」、
等
々
と（

42
）

。
ま
さ
に
、
こ
の
国
家
と
市
民
社
会
と
の
二
重

的
分
裂
お
よ
び
そ
れ
に
相
即
す
る
私
人
と
公
民
と
へ
の
人
間
の
分
裂
こ
そ
が
近

代
的
矛
盾
の
中
核
な
の
だ
。
ま
た
そ
の
こ
と
が
若
き
マ
ル
ク
ス
に
学
ん
だ
、
私

自
身
の
立
脚
点
に
外
な
ら
な
い
の
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
マ
ル
ク
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ス
は
「
や
が
て
唯
物
史
観
に
立
脚
し
た
国
家
論
・
社
会
論
に
も
と
づ
き
、
プ
ロ

レ
タ
ア
独
裁
国
家
の
必
須
性
と
そ
れ
を
過
程
的
媒
介
と
し
て
の
“
国
家
そ
の
も

の
の
死
滅
を
定
式
化
す
る
に
及
ぶ（

43
）

」
と
廣
松
は
書
く
。
い
わ
ゆ
る
初
期
マ
ル

ク
ス
か
ら
中
期
・
後
期
マ
ル
ク
ス
へ
の
移
行
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
移
行

に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
就
中
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
を
境
と
し
た

初
期
マ
ル
ク
ス
と
後
期
マ
ル
ク
ス
と
の
断
絶
を
説
く
断
続
説
―
―
ア
ル
チ
ュ
セ

ー
ル
―
―
が
際
立
っ
て
い
る
。
廣
松
も
亦
疎
外
論
か
ら
物
象
化
論
へ
の
マ
ル
ク

ス
の
変
化
を
最
重
要
視
す
る
。
し
か
し
直
接
的
に
は
国
家
論
よ
り
は
哲
学
畑
の

テ
ー
マ
た
る
こ
の
問
題
に
深
入
り
は
し
な
い
で
お
く
。

た
だ
借
問
し
た
い
の
は
、
唯
物
史
観
に
転
ず
る
ま
で
の
初
期
青
年
マ
ル
ク
ス

も
、
国
家
と
市
民
社
会
の
「
実
質
的
分
断
」
と
い
う
廣
松
の
所
謂
る
ブ
ル
ジ
ョ

．
．
．
．

ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
愚

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

を
犯
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
一
事
で
あ

る
。『
聖
家
族
』（
一
八
四
四
年
八
月
末
―
十
一
月
執
筆
、
四
五
年
二
月
末
出
版
）

で
、「
近
代
国
家

．
．
．
．

に
よ
る
人
権
の
承
認

．
．
．
．
．

は
、
古
代
国
家

．
．
．
．

に
よ
る
奴
隷
制
の
承
認

．
．
．
．
．
．

と
な
ん
ら
ち
が
っ
た
意
味
は
も
た
な
い
。
つ
ま
り
古
代
国
家
が
奴
隷
制
を
そ
の

自
然
的
土
台
と
し
た
の
と
ま
さ
に
お
な
じ
よ
う
に
、
近
代
国
家

．
．
．
．

が
自
然
的
土
台

．
．
．
．
．

と
し
た
の
は
、
市
民
社
会
、
な
ら
び
に
市
民
社
会
の
人
間
．
．

、
す
な
わ
ち
、
私
的

利
害
と
無
意
識

．
．
．

の
自
然
必
然
性
と
い
う
き
ず
な
に
よ
っ
て
人
間
と
結
ば
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
独
立
の
人
間
、
営
利
活
動
と
彼
自
身
な
ら
び
に
他
人
の
私
利
的

．
．
．

欲
望
の
奴
隷
．
．

で
あ
る
。
近
代
国
家
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
み
ず
か
ら

の
こ
の
自
然
的
土
台
を
普
遍
的
人
権

．
．
．
．
．

の
か
た
ち
で
承
認
し
た
。
し
か
し
国
家
が

こ
れ
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
〔
近
代
国
家
〕
は
、
そ
れ
自
身
の

発
展
を
つ
う
じ
て
古
い
政
治
的
き
ず
な
を
こ
え
て
か
り
た
て
ら
れ
た
市
民
社
会

の
産
物
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
ん
ど
は
、
そ
れ
〔
近
代
国
家
〕
は
、
人
権
の
宣

．
．
．
．

言．
に
よ
っ
て
自
分
の
出
生
の
場
所
と
基
礎
を
承
認
し
た
」（
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン

ゲ
ル
ス
全
集
、
大
月
書
店
、
第
二
巻
一
一
六
頁
）
と
、
マ
ル
ク
ス
も
近
代
国
家

は
市
民
社
会
の
産
物
也
と
唯
物
史
観
に
近
い
発
想
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
同

時
に
続
い
て
直
ち
に
、
国
家
と
市
民
社
会
の
「
両
者
は
、
対
立
し
て
い
る
だ
け
、

そ
れ
と
お
な
じ
だ
け
、
た
が
い
に
制
約
し
あ
っ
て
い
るS

o
seh
r
sich

b
eid
e

entgegensetzt
sind,

so
sehr

bedingen
sie
sich

w
echselseitig

」（
仝

上
一
二
二
頁
）
と
相
互
の
対
立
と
お
な
じ
だ
け
の
制
約

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

と
い
う
弁
証
法
を
明
言

し
て
い
た
。
更
に
ほ
ぼ
同
時
期
に
マ
ル
ク
ス
の
書
い
た
い
わ
ゆ
る
『
国
家
論
ノ

ー
ト
』（
一
八
四
四
年
一
一
月
）
―
―
前
記
レ
ス
ケ
と
契
約
し
た
後
、
解
約
さ

れ
た
例
の
二
巻
本
の
う
ち
の
『
政
治
学
批
判
』
の
た
め
の
十
一
項
目
か
ら
な
る

草
稿
と
目
さ
れ
る
も
の
―
―
、
の
最
初
の
第
一
項
目
が
「
市
民
的
制
度
と
国
家

制
度
へ
の
す
べ
て
の
要
素
の
二
重
化
」、
最
後
の
第
十
一
項
目
が
「
選
挙
権
、

国
家
と
市
民
社
会
と
の
揚
棄
（d

ie
A
u
fh
eb
u
n
g
d
es
S
taats

u
n
d
d
er

bürg
erlich

en
G
esellsch

aft

）
の
た
め
の
闘
争
」
と
、
国
家
と
市
民
社
会
の

二
重
構
造
お
よ
び
そ
の
止
揚
と
い
う
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
基
本
構
想
が
示
さ
れ

て
い
る
（
拙
者
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』
五
九
―
六
二
頁
、
拙
著
『
ヘ
ー
ゲ

ル
の
国
家
理
論
』
二
七
八
頁
参
照
）
の
で
あ
る
。
未
だ
に
あ
ま
り
世
に
知
ら
れ

ざ
る
若
き
マ
ル
ク
ス
の
認
識
だ
が
、
こ
れ
も
廣
松
に
よ
れ
ば
マ
ル
ク
ス
に
お
け

る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
自

身
に
お
い
て
も
こ
の
弁
証
法
性
は
や
が
て
傍
流
と
さ
れ
、
代
っ
て
唯
物
史
観
が

主
流
中
の
主
流
を
占
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
最
も
注
目
す
べ
き
事
は
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
変
化
に
対
す
る
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
大
な
る
影
響
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
廣
松
は
次
の
如
く
に
累
説
し
て

い
る
。
そ
の
若
干
を
示
そ
う
。「
結
論
の
一
端
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
わ
れ

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
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わ
れ
は
通
説
と
は
反
対
に
、『
唯
物
史
観
お
よ
び
そ
れ
と
相
即
す
る
共
産
主
義

理
論
の
確
立
に
際
し
て
第
一
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
ひ
い
た
』
の
は
、
合
奏
の
初
期
．
．

に
関
す
る
限
り

．
．
．
．
．
．

（
傍
点
―
原
文
）、
む
し
ろ
エ
ン
ゲ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
を
確
認

せ
ざ
る
を
え
な
い（

44
）

」
廣
松
が
初
期
に
関
す
る
限
り

．
．
．
．
．
．
．
．

で
は
と
傍
点
を
付
し
て
断

っ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
後
期
マ
ル
ク
ス
の
作
『
資
本
論
』（
一
八
六
七
年
）

―
―
経
済
学
批
判
―
―
が
そ
の
念
頭
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。こ
う
云
っ
て
い
る
。

「
マ
ル
ク
ス
主
義
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
は
『
資
本
論
』

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
経
済
学
か
ら
一
応
切
離
し
て
論
じ
う
る
限

り
で
は
、
共
産
主
義
理
論
な
ら
び
に
唯
物
史
観
は
、
こ
の
『
共
産
党
宣
言
』
の

時
期
ま
で
に
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
際
、
経

済
学
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
と
い
う
点
は
措
く
と
し
て
、
共
産
主
義
理
論
と
唯

．
．
．
．
．
．
．
．

物
史
観
と
の
い
ず
れ
の
方
面
に
お
い
て
も

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
方
が
先
行
し
か
つ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

主
導
し
た

．
．
．
．

（
傍
点
―
柴
田
）
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
に
思
う（

45
）

」。
唯
物
史
観
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
先
行
お
よ
び
主
導

説
で
あ
る
。
ま
た
曰
く
、「
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
打
出
し
た
思
想
が
、
と
い
う
よ
り

四
四
年
を
通
じ
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
向
っ
て
き
た
方
向
が
、
や
が
て
両
人
の
共
通

の
路
線
と
な
っ
て
い
く（

46
）

」「
あ
り
て
い
に
云
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
方
が
い
か
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

甚
し
く
立
後
れ
て
い
た
か

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
ま
た
唯
物
史
観
は
主
と
し
て
専
ら
エ
ン
ゲ
ル
ス
創

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

見
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
む
し
ろ
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
学
ん
だ
の
だ
と

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

い
う
こ
と

．
．
．
．

（
傍
点
―
柴
田
）、
こ
れ
が
判
る（

47
）

」。
更
に
云
う
。「
従
来
の
研
究
者

た
ち
は
、『
唯
物
史
観
誕
生
の
書
』
と
俗
称
さ
れ
る
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
』
の
中
枢
部
、
す
な
わ
ち
『
第
一
篇
、
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
唯
物
論
的
な

観
方
と
観
念
論
的
な
観
方
と
の
対
立
』
が
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
執
筆
に
な
る
こ
と
を

無
視
し
て
き
た（

48
）

」「
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
こ
の
時
点
に
お
け
る

イ
ニ
シ
ャ
チ
ー
ヴ
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
り
え
な
い
。
…
…
第
一
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
を
弾
い
た
の
が
エ
ン
ゲ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
を
容
れ
る
に
難
い
筈
で
あ

る（
49
）

」
も
う
一
つ
。「
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
前
章
で
、
エ
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
に
お
け

る
『
講
演
』
や
『
英
国
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状
態
』
を
紹
介
し
た
際
、
エ

ン
ゲ
ル
ス
が
社
会
経
済
の
視
座
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
姿
勢
を
い
よ
い
よ
始
め

た
こ
と
、
し
か
も
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
時
代
に
は
そ
れ
に
披
せ
て
い
た
“
哲
学

的
糖
衣
”
を
も
は
や
用
い
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
い
た
。
彼
は

国
家
や
貨
幣
を
疎
外
論
を
以
て
論
ず
る
ヘ
ス
流
の
議
論
を
採
る
こ
と
な
く
、
ま

た
…
…
『
現
存
の
経
済
的
諸
関
係
お
よ
び
国
民
経
済
学
の
諸
原
理
か
ら
』
社
会

革
命
が
迫
っ
て
く
る
こ
と
を
『
論
証
』
し
、
共
産
主
義
を
『
そ
の
経
済
的
必
然

性
』
に
む
い
て
権
利
づ
け
た
の
で
あ
っ
た（

50
）

」
と
。
最
後
に
と
ど
め
、「
後
年
の

マ
ル
ク
ス
が
い
わ
ゆ
る
“
唯
物
史
観
の
公
式
”
と
し
て
定
式
化
し
た
諸
論
点

が
、
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
ウ
ア
テ
ク
ス
ト
（『
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
のU

rtex
t

の
こ
と
―
柴
田
）
の
う
ち
に
現
わ
れ
て
い

る（
51
）

」
と
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
で
あ
る
。
こ
こ

は
ま
さ
に
廣
松
の
創
見
か
つ
独
壇
場
と
い
う
外
は
な
い
。
私
も
廣
松
の
こ
の
エ

ン
ゲ
ル
ス
主
導
説
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ー
ヴ
を
認
め
る
。
私
が
廣
松
の
を
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
的
マ
ル
ク
ス
主
義
と

前
述
し
た
所
以
で
あ
る（

52
）

。
だ
が
し
か
し
、
私
の
認
め
る
の
は
そ
の
限
り

．
．
．
．

で
あ

っ
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
的
唯
物
史
観
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
廣
松
と

は
異
り
そ
れ
に
批
判
的
な
こ
と
、
を
急
ぎ
断
っ
て
お
き
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

マ
ル
ク
ス
が
一
八
四
五
年
二
月
に
『
政
治
学
批
判
と
経
済
学
批
判
』
と
題
す

る
二
巻
本
の
正
式
の
出
版
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
し
か
し
丁
度

二
年
後
こ
の
契
約
は
解
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
当
時
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の

東
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共
同
著
作
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
仕
事
に
忙
殺
さ
れ
て
二
巻
本
の
執

筆
が
遅
延
し
た
の
を
口
実
に
、
ド
イ
ツ
官
憲
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
前
に
出

版
業
者
レ
ス
ケ
が
出
版
を
断
念
し
た
と
い
わ
れ
る（

53
）

。
し
か
し
こ
の
二
巻
本
の

う
ち
経
済
学
批
判
は
後
の
『
資
本
論
―
経
済
学
批
判
』
と
し
て
結
実
し
た
の
に

反
し
て
、
政
治
学
批
判
の
方
は
遂
に
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
は
未
完
の
ま
ま
に
終

っ
て
い
る
。
そ
の
根
因
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
主
導
の
唯
物
史
観
に
存
る
と
私
は
見
る

の
だ
が
、
そ
も
そ
も
二
巻
本
出
版
中
止
の
契
機
と
な
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
執
筆
遅

延
の
一
因
が
、
マ
ル
ク
ス
が
国
家
と
市
民
社
会
の
二
重
構
造
的
把
握
か
ら
、
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
強
い
影
響
下
に
市
民
社
会
重
視
の
唯
物
史
観
に
移
行
す
る
理
論
的

苦
闘
の
過
程
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
廣
松
も
こ
う
書
い
て

い
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
ウ
ァ
テ
ク
ス
ト
の
思
想
内
容
は
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
に
レ

ス
ケ
と
約
束
し
た
『
政
治
な
ら
び
に
国
民
経
済
学
の
批
判
』
の
中
断
を
余
儀
な

く
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
ほ
ど
の
思
想
的
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
、
こ
れ
も
ほ
ぼ

間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る（

54
）

」
と
。「
一
因
と
な
っ
た
ほ
ど
の
思
想
的
衝
撃
を

与
え
た
」
と
あ
る
が
、
衝
撃
す
な
わ
ち
突
然
の
激
し
い
打
撃

．
．
．
．
．
．
．
．

が
マ
ル
ク
ス
を
襲

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
因
と
い
う
べ
く
む
し
ろ
根
因
に
近
い
の
で
は
な
い

の
か
、
廣
松
も
恐
ら
く
そ
う
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
エ
ン
ゲ
ル

ス
は
ま
た
、
一
八
八
三
年
の
マ
ル
ク
ス
の
死
以
降
、『
資
本
論
』
の
残
り
の
部

分
の
仕
上
げ
に
多
く
意
を
注
い
だ
反
面
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』（
一
八
四

三
年
）
や
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
・
序
文
』（
一
八
四
三
―
一
八
四
四
年
）

と
い
う
初
期
マ
ル
ク
ス
の
重
要
文
献
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
は
そ
の
意
味
の
大

部
分
を
失
っ
た
と
主
張
、
後
者
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
計
画
を
も
妨
害
し
た
と
謂

わ
れ
る（

55
）

。
だ
が
か
か
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
初
期
か
ら
中

期
・
後
期
に
か
け
て
ほ
と
ん
ど
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔
政
治
・
経
済
学
批
判
〕

先
述
の
よ
う
に
一
八
四
五
年
レ
ス
ケ
と
出
版
契

約
を
結
び
二
年
後
に
解
約
さ
れ
た
二
巻
本
の
う
ち
、
経
済
学
批
判
は
後
に
『
資

本
論
』
と
し
て
一
応
学
的
に
体
系
化
さ
れ
た
の
に
反
し
て
、
政
治
学
批
判
の
方

は
中
断
さ
れ
、
未
完
の
ま
ま
幻
の
著
作
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
初
期
マ
ル
ク
ス

の
こ
の
未
完
の
政
治
学
批
判
の
構
想
を
、
い
か
に
現
代
的
に
継
承
、
発
展
せ
し

め
る
べ
き
か
、
が
今
日
我
々
に
問
わ
れ
て
い
る
と
、
以
前
か
ら
私
は
主
張
し
執

筆
も
し
て
き
た
。
し
か
し
廣
松
は
、
私
の
よ
う
に
政
治
学
批
判
お
よ
び
経
済
学

批
判
と
し
て
、
両
者
を
区
別
し
か
つ
並
存
せ
し
め
る
こ
と
に
批
判
的
つ
ま
り
反

対
な
の
で
あ
る
。
こ
う
云
っ
て
い
る
。「
私
と
し
て
は
、『
資
本
論
』
が
単
な
る

経
済
学
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
し
、
彼
の
本
来
的
な
構
案
で
は
、
経
済
学
批
判
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
一
八
四
五
年
に
レ
ス
ケ
と
出
版
契
約
を
結
ん

だ
時
の
題
名
で
あ
り
、『
経
済
（
学
）
な
ら
び
に
政
治
（
学
）
一
般
の
批
判
』

体
系
が
志
向
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
。そ
れ
は
二
部
門
の
並
存
で
は
な
い

（
56
）

」

と
。
要
は
二
巻
本
の
形
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
実
際
は
一
部
門
で
あ
り
、
そ

れ
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
本
来
の
〈
政
治
・
経
済
学
批
判
〉
だ
と
廣
松
は
考
え
る
の

だ
。
従
っ
て
経
済
学
に
関
し
て
も
廣
松
は
問
う
。「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
学
問
上
、

な
い
し
は
、
理
論
体
系
上
、『
経
済
学
』
な
る
も
の
が
成
立
す
る
の
か
ど
う
か（

57
）

」

と
。
廣
松
の
答
え
は
否
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
分
科
と
の
関

係
上
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
一
つ
の

事
実
問
題
で
あ
る（

58
）

」。
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
の
ば
あ
い
は
単
な
る
経
済
学
で

は
な
く
、
経
済
学
批
判
、
正
確
に
は
政
治
経
済
学
批
判
な
の
で
あ
る
と
い
う
。

「
マ
ル
ク
ス
の
『
政
治
経
済
（
学
）
批
判
』
体
系
が
、
学
説
史
上
、
第
一
級
の

理
論
経
済
学
と
し
て
の
意
義
を
有
つ
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
も
、
マ
ル
ク
ス
本

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
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人
は
講
壇
科
学

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

流
の
経
済
学
を
説
述
し
よ
う
と
図
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た（

59
）

」。

ま
ず
な
に
よ
り
も「
そ
れ
は
資
本
主
義
経
済
体
制
の
原
理
的
批
判
の
書
と
し
て
、

資
本
主
義
の
実
践
的
揚
棄
に
理
論
的
基
礎
づ
け
を
与
え
る
革
命
指
南
の
書
で
あ

る（
60
）

」
と
。
今
そ
れ
ら
は
措
こ
う
。
廣
松
は
、
政
治
経
済
学p

o
litisc

h
e

ök
on
om
ie

と
は
、
政
治
と
は
つ
け
て
い
る
も
の
の
そ
れ
は
古
代
の
オ
イ
コ
ー

ミ
ケ
ー
（
家
政
学
）
と
区
別
さ
れ
た
近
代
国
民
経
済
学N

ational-ökonom
ie

、

今
日
の
「
経
済
学
」
の
こ
と
だ
と
周
知
の
断
り
を
入
れ
た
上
で
、
マ
ル
ク
ス
自

身
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
体
系
の
批
判
的
叙
述
、
そ
れ
は
同
時
に
、
体
制

の
叙
述
で
も
あ
り
、
ま
た
叙
述
に
よ
る
体
制
の
批
判
で
も
あ
る
」
と
い
う
言
葉

を
と
つ
こ
に
取
っ
て
、「
ボ
リ
テ
イ
ッ
シ
ェ
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
謂
う
の
は
『
経

済
学
』
と
『
経
済
体
制
』
と
の
二
義
性
を
含
意
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

け
だ
し
、『
政
治
経
済
（
学
）
と
標
記
す
る
所
以
で
あ
る（

61
）

」
と
す
る
。
し
か
し

こ
れ
は
い
さ
さ
か
強
弁
に
過
ぎ
よ
う
。
経
済
体
制
は
あ
く
ま
で
経
済
の
シ
ス
テ

ム
で
あ
っ
て
、
政
治
の
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
マ
ル
ク
ス
が
体
制

と
云
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
経
済
体
制
の
中
に
政
治
体
制
ま
で
も
含
む
と

廣
松
は
解
し
て
、
政
治
経
済
学
批
判
を
経
済
学
批
判
プ
ラ
ス
政
治
（
学
）
批
判

に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

更
に
廣
松
の
ば
あ
い
こ
れ
に
『
資
本
論
』
に
関
す
る
例
の
プ
ラ
ン
問
題
が
か

ら
ん
で
く
る
。
こ
こ
で
プ
ラ
ン
問
題
に
詳
し
く
か
か
わ
る
こ
と
は
し
な
い

（
62
）

が
、

経
済
学
と
国
家
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
構
想
は
、
私
見
に
よ
れ

ば
三
度
の
変
更
を
閲
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
第
一
段
階
（
一
八
四
〇
年
代
）

で
は
、
政
治
学
批
判
と
経
済
学
批
判
、
第
二
段
階
で
は
、
一
八
五
〇
年
代
は
経

済
学
批
判
の
中
の
一
部
と
し
て
の
国
家
論
、
一
八
六
〇
年
代
以
降
は
、『
資
本

論
―
―
経
済
学
批
判
と
国
家
論
と
い
う
所
で
あ
る
。
だ
が
、
も
と
よ
り
マ
ル
ク

ス
は
、
こ
の
第
二
段
階
に
お
い
て
も
、
体
系
的
な
国
家
論
を
後
世
に
残
す
作
業

に
は
全
く
及
び
え
な
か
っ
た
。『
資
本
論
』
で
す
ら
そ
の
第
二
巻
、
第
三
巻
は

マ
ル
ク
ス
の
死
後
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
し
て
国
家
論
に
お
い
て
お
や（

63
）

」。
廣
松
は
、
こ
の
う
ち
の
第
二
段
階
す
な
わ

ち
『
経
済
学
批
判
』
の
『
序
言
』（
一
八
五
九
年
）
で
マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
、

土
地
所
有
、
賃
労
働
、
国
家
、
外
国
貿
易
、
世
界
市
場
と
全
六
部
の
う
ち
の
第

四
部
に
国
家
論
を
含
め
て
い
る
の
に
留
意
す
る
。
廣
松
も
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
プ

ラ
ン
変
更
の
可
能
性
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
局
「
著
者
（
廣
松
の

こ
と
―
柴
田
）
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
』
の
体
系
に
は
「
国

家
論
」
や
国
際
貿
易
論
を
事
の
原
理
上
含
ん
で
は
な
ら
な
い

．
．
．
．

と
判
断
す
る
に
至

っ
た
の
だ
と
は
思
わ
な
い
．
．

」
と
、
あ
ま
り
歯
切
れ
の
良
く
な
い
推
論
に
終
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
「
事
の
原
理
上
」
と
あ
る
の
は
、
経
済
的
下
部
構
造
が
政
治
的

上
部
構
造
を
究
極
的
に
規
定
す
る
と
す
る
唯
物
史
観
公
式
以
外
で
は
な
い
。
以

上
、
廣
松
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
は
単
に
経
済
学
に
止
ま
ら
ず

国
家
論
を
も
含
有
す
る
政
治
経
済
学
批
判
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

．
．
．
．

そ
の

廣
松
が
こ
う
も
云
っ
て
い
る
の
だ
。「
マ
ル
ク
ス
の
『
政
治
経
済
（
学
）
批
判
』

体
系
は
―
―
そ
こ
に
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
経
済
学
と
て
参
酌
せ
ざ
る
を
え
な
い
経

済
学
的
諸
命
題
が
数
多
く
定
位
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
―
―
、
総
じ
て
は
、
い
わ

ゆ
る
“
近
代
的
市
民
社
会
”
像
の
擬
制
性
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
そ
れ
こ
そ

『
政
治
経
済
（
学
）』
的
に
批
判
す
る
独
特
の
体
系
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

64
）

」

と
。
廣
松
は
市
民
社
会

．
．
．
．

に
つ
い
て
の
概
念
規
定
を
遺
憾
な
が
ら
殆
ん
ど
全
く
し

て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ご
く
僅
か
に
「
市
民
社
会
（
正
し
く
は
経
済
過
程
）

（
65
）

」

と
し
て
い
る
の
み
か
。
し
か
し
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
上
述
の
文
か
ら
は
政

治
経
済
学
体
系
は
そ
れ
こ
そ
市
民
社
会
の
解
剖
学
と
は
な
っ
て
も
、
政
治
的
国

．
．
．
．
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家．
の
解
剖
に
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
国
家
論
を
含
む
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
一
体
廣
松
の
政
治
経
済
学
体
系
は
、
市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
を
と
も

に
含
む
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
市
民
社
会
の
み
の
学
的
体
系
な
の
か
。

た
だ
し
か
し
そ
れ
に
関
連
し
て
廣
松
が
対
談
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の

を
我
々
は
ど
う
解
す
べ
き
か
。
少
し
長
く
は
な
る
が
、
そ
の
引
用
を
許
さ
れ
た

い
。「
意
の
あ
る
と
こ
ろ
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
あ
え

て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
私
は
柴
田
先
生
よ
り
も
或
る
意
味
で
は
ウ
ル
ト
ラ
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
一
昔
前
だ
っ
た
ら
、
柴
田
先
生
の
よ
う
に
『
資
本
論
』
と
並
ぶ

形
で
政
治
学
を
立
て
よ
う
と
し
よ
う
も
の
な
ら
、
教
条
主
義
的
な
マ
ル
ク
ス
主

義
者
た
ち
か
ら
、
そ
れ
は
け
し
か
ら
ん
と
怒
ら
れ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
私
と

し
て
は
、
し
か
し
、
単
に
経
済
学
と
政
治
学
と
の
並
存
と
い
っ
た
相
で
は
な
く
、

社
会
諸
科
学
の
総
括
形
態
と
い
う
よ
り
、
社
会
的
諸
事
象
を
総
合
的
統
括
的
に

体
系
化
す
る
学
を
考
え
た
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
総
合
的
社
会
学
と
呼
ん
で
も

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
私
は
む
し
ろ
そ
れ
を
『
国
家
論
』
と
名
づ
け

た
い
の
で
す
。
こ
の
場
合
に
は
『
国
家
』
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
変
る
と
い
う

よ
り
、
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
…
。
そ
れ
は
マ
ル
ク

ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
社
会
の
国
家
と
い
う
形
態
に
お
け
る
総
括
と
言
っ
て
い
る

さ
い
の
、
総
括
態
と
し
て
の
国
家
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
総
括
態
と
し
て
の

「
国
家
」
の
学
は
、
一
方
で
は
単
な
る
唯
物
史
観
と
次
元
を
異
に
す
る
と
同
時

に
、
他
方
で
は
、
旧
来
の
デ
シ
ッ
プ
リ
ン
の
よ
う
な
経
済
学
と
か
政
治
学
と
か

い
っ
た
も
の
と
も
次
元
が
違
う
。
そ
れ
じ
ゃ
、
旧
来
の
経
済
学
・
政
治
学
・
社

会
学
を
並
列
的
に
統
括
し
た
も
の
か
と
い
え
ば
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
。
強

い
て
言
え
ば
、
そ
れ
ら
を
シ
ヒ
ト
（
層
）
と
し
て
含
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
た
形
に
な
る
。

私
の
い
う
「
国
家
論
」
の
場
合
、
ど
こ
が
「
端
初
」
に
な
る
か
、
旧
来
の
部

門
分
類
で
い
え
ば
、ど
の
学
に
近
い
も
の
が
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
位
置
を
占
め
る
か
、

こ
の
点
を
考
え
る
と
き
、
旧
来
の
呼
び
方
で
の
経
済
学
と
政
治
学
と
が
並
列
的

に
ネ
ー
ベ
ン
の
関
係
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
市
民
社
会
と
政

治
国
家
と
の
分
離
と
い
っ
た
こ
と
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
の
一
局
面

に
お
い
て
、
そ
う
い
う
見
方
を
促
す
よ
う
な
歴
史
的
情
況
が
一
時
的
に
成
立
し

た
こ
と
は
確
か
だ
け
れ
ど
も
、
現
実
に
、
両
者
が
実
体
主
義
的
な
分
離
を
許
す

わ
け
で
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
射
影
的
に
区
別
で
き
る
と
い
う
だ
け
の
話
な
ん
で

す
ね
。
市
民
社
会
と
政
治
国
家
と
の
分
離
的
二
重
化
と
い
っ
た
思
念
を
媒
介
に

し
て
よ
う
や
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
下
部
構
造
的
次
元
の
射
影
相
、
こ
れ
は

歴
史
貫
通
的
に
立
て
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
唯
物

史
観
な
る
も
の
も
存
立
す
る
。
し
か
し
、
上
向
法
的
に
展
開
し
て
み
せ
る
べ
き

如
実
の
現
実
態
は
、
下
部
構
造
だ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
い
わ
ん
や
上
部
構
造
だ

け
で
も
な
く
、
ま
た
両
者
の
並
存
相
で
も
な
く
、
ま
さ
に
相
互
浸
透
的
・
相
互

媒
介
的
な
反
照
的
規
定
態
の
は
ず
で
す
。
こ
の
こ
と
は
未
来
に
お
け
る
シ
ュ
タ

ー
ツ
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
と
い
う
次
第
で
私
と
し
て
は
、

「
国
家
」
論
の
対
象
をZ

u
sam
m
en
fassu

n
g
d
er
G
esellsch

aft
in
d
em

S
taat

と
い
う
次
元
で
立
て
た
い
の
で
、
こ
の
点
で
、
市
民
社
会
と
政
治
国
家

と
の
分
離
に
定
位
し
た
「
人
間
の
解
剖
」
た
る
柴
田
国
家
論
と
は
モ
チ
ー
フ
が

違
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
柴
田
先
生
の
よ
う
に
、
無
理
を
し
て
ま

で
、
社
会
と
国
家
と
の
分
離
的
二
重
化
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
、
そ
れ
を
方

法
論
上
の
権
利
根
拠
に
す
る
こ
と
に
懐
疑
的
な
ん
で
す
。

露
骨
に
い
え
ば
、
柴
田
先
生
が
さ
き
ほ
ど
廣
松
の
考
え
で
は
そ
う
だ
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
と
お
り
、
市
民
社
会
と
政
治
国
家
と
の
分
離
的
二
重
化
を
前
提

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

一
四
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し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
地
平
に
属
す
る
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
治
学
、
近
代
科
学
と
し
て
の
国
家
論
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
流
派
に
分
か
れ
て
お
り
な
が
ら
も
、
そ
う
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
地
平

を
共
通
の
土
俵
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
は
、

そ
う
い
う
政
治
学
な
り
国
家
論
な
り
と
並
ぶ
経
済
学
で
は
な
い
と
私
は
考
え
ま

す
。」（『
国
家
論
研
究
』N

o.19

、
論
創
社
、
一
九
八
〇
年
、
五
三
―
五
四
頁
）。

こ
こ
で
廣
松
は
、
単
な
る
唯
物
史
観
の
次
元
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
旧
来
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
次
元
に
お
け
る
経
済
学
・
政
治
学
・
社
会
学
で

も
な
く
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
統
括
的
に
体
系
化
し
た
総
合
社
会
学
な
る
も
の
を

全
く
新
た
に
提
案
し
、
別
名
こ
れ
を
国
家
論
と
名
づ
け
た
い
、
と
し
て
い
る
。

国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
・
二
重
化
と
い
う
私
の
把
握
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
地
平
に
属
す
る
と
す
る
の
は
変
ら
な
い
が
、
注
目
は
こ
こ
で
唯
物
．
．

史
観
の
次
元
と
は
異
る
発
想
を
廣
松
が
示
し
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

点
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の

ど
こ
か
に
も
彼
の
か
か
る
構
想
が
存
す
る
の
か
ど
う
か
は
今
の
私
に
は
分
ら
な

い
。
し
か
し
、
次
の
政
治
学
に
関
す
る
廣
松
の
把
握
を
み
れ
ば
、
依
然
と
し
て

彼
が
唯
物
史
観
主
義
に
止
ま
っ
て
い
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。

政
治
学
に
つ
い
て
廣
松
は
言
う
。「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
家
論
と
い
う
と
き
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
政
治
学
な
る
も
の
が
、
経
済
学
な
ど
と
並
ぶ
、
独
立
の
学
問

分
野
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
問
題
に

な
る
。
現
実
に
は
、
勿
論
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
分
科
と
の
即
応
上
、
マ
ル
ク
ス

主
義
政
治
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
が
、
学
問
上
、
果
し
て
マ
ル
ク
ス

主
義
政
治
学
な
る
も
の
が
独
立
の
分
科
的
部
門
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る

か
、
こ
の
こ
と
が
問
い
返
さ
れ
う
る
し
、
そ
の
こ
と
を
好
便
な
通
路
に
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
地
平
を
照
射
で
き
る
よ
う
に
思
う（

66
）

」
と
。
一
応
問

題
提
起
の
形
は
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
廣
松
の
結
論
は
初
め
か
ら
決
っ
て
い

る
。
経
済
学
と
並
存
し
う
る

．
．
．
．
．

独
立
の
学
問
体
系
と
し
て
の
政
治
学
・
マ
ル
ク
ス

主
義
政
治
学
な
る
も
の
な
ど
は
存
在
し
な
い
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯

物
史
観
か
ら
は
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
曰
く
、
市
民
社

会
と
国
家
と
の
関
係
を
「
下
部
構
造
と
上
部
構
造
と
い
う
こ
と
で
捉
え
返
し
た

場
合
に
は
、
も
は
や
両
者
は
並
存
的
・
同
格
的
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
か

ら
、
資
本
論
と
国
家
論
（
経
済
学
と
政
治
学
）
と
が
並
列
的
な
体
系
に
は
な
り

得
な
い
、
そ
こ
で
は
土
台
に
関
す
る
学
と
上
部
構
造
に
関
す
る
学
と
い
う
格
差

と
い
う
か
、
せ
い
ぜ
い
オ
ー
ダ
ー
の
差
が
つ
く
の
で
は
な
い
か（

67
）

」
と
。
廣
松

に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
ど

う
か
も
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、お
こ
が
ま
し
く
存
在
す
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
経
済
学
と
並
存
し
な
い

．
．
．
．
．

下
位
の
格
差
な
い
し
オ
ー
ダ
ー
の
相

違
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
。

挙
句
、
廣
松
は
自
ら
の
政
治
経
済
学
体
系
に
つ
い
て
、
苦
心
し
て
国
家
論
を

含
む
か
含
ま
な
い
か
で
、
こ
れ
を
狭
義
と
広
義
と
の
二
つ
に
分
け
る
。
国
家
論

を
含
ま
な
い
の
が
狭
義
、
含
む
の
が
広
義
で
あ
る
。
し
か
し
狭
義
の
も
の
に
も

国
家
へ
の
言
及
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
廣
松
は
「
国
家

論
の
体
系
的
構
築
に
と
っ
て
狭
義
の
『
政
治
経
済
学
批
判
』
体
系
に
お
け
る
国

家
論
攷
が
“
管
制
高
地
”
に
な
る
と
考
え
る
。
け
だ
し
、
経
済
の
編
制
と
論
理

に
即
し
て
国
家
の
存
立
性
を
見
極
め
て
お
く
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論

の
全
体
系
に
そ
っ
て
方
法
論
的
指
南
に
な
る
も
の
と
予
期
す
る
所
以
で
も
あ

る（
68
）

」
と
明
言
す
る
。
広
義
の
政
治
経
済
学
体
系
に
対
し
て
、
ま
さ
に
管
制
高

．
．
．

地．
す
な
わ
ち
そ
の
自
由
な
活
動
を
制
限
し
、
そ
れ
に
対
す
る
監
視
を
強
化
す
る

役
割
を
演
ず
る
狭
義
の
政
治
経
済
学
＝
経
済
学
批
判
＝
資
本
論
と
い
う
シ
ェ
ー
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マ
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
主
導
の
唯
物
史
観
論
者
廣
松
の
面
目
躁
如
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
把
握
か
ら
は
、
既
述
し
た
政
治
学
批
判
の
た
め
と
目
さ
れ
る
初
期
マ

ル
ク
ス
の
近
代
国
家
論
草
稿
プ
ラ
ン
（
一
八
四
四
年
十
一
月
頃
）”
に
対
す
る
、

廣
松
に
よ
る
歯
牙
に
も
か
け
ぬ
と
い
う
程
で
は
な
い
に
し
て
も
黙
殺
は
必
然
で

あ
ろ
う
。
プ
ラ
ン
自
体
は
廣
松
も
知
っ
て
い
る（

69
）

。
だ
が
そ
の
内
容
に
関
し
て

は
一
遍
の
云
云
も
言
及
も
見
ら
れ
な
い
。
廣
松
に
と
っ
て
こ
れ
は
当
然
と
い
え

ば
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
私
見
か
ら
す
れ
ば
遺
憾
と
い
う
も
愚
か
也
と
云
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
ま
たK

ritik
der
P
olitik

und
N
ational

ökonom
ie

“
政
治
学

批
判
と
経
済
学
批
判
”
に
つ
い
て
も
、“
政
治
〔
学
〕
な
ら
び
に
国
民
経
済

〔
学
〕
の
批
判（

70
）

”、
“
政
治
な
ら
び
に
国
民
経
済
学
の
批
判（

71
）

”、“
政
治
学
な
ら
び

に
国
民
経
済
学
の
批
判（

72
）

”
さ
ら
に
は
“
国
民
経
済
学
な
ら
び
に
政
治
学
一
般

の
批
判（

73
）

”
等
々
と
訳
が
一
定
し
て
い
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．

の
も
目
に
つ
く
。
国
民
経
済
学
は

ほ
ぼ
変
ら
な
い
が
、P

olitik

の
方
は
政
治
〔
学
〕、
政
治
、
政
治
学
と
変
転
し

て
い
る
。
つ
ま
り
政
治
批
判
な
の
か
政
治
学
批
判
な
の
か
、
こ
の
肝
心
の
点
が

曖
昧
で
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
う
ち
註
の
（
70
）（
71
）

（
72
）
は
廣
松
の
著
書
『
エ
ン
ゲ
ル
ス
論
』
の
ご
く
近
接
し
た
箇
所
で
次
々
に

発
見
さ
れ
る
の
だ
。
こ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
事
は
政
治

学
と
い
う
一
箇
の
学
問
体
系
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
多
分
そ
れ
は
政
治
学
な
る

も
の
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
廣
松
の
逡
巡
．
．

を
示
し
て
い
る
、
と
私
は
見

る
。
廣
松
に
と
っ
て
政
治
学
は
、
経
済
学
と
所
詮
並
立
す
べ
き
資
格
を
も
た
ぬ
、

経
済
学
の
一
部
な
の
だ
。
現
に
「
レ
ス
ケ
と
の
約
束
で
は
『
政
治
…
…
』
と
な

っ
て
い
る
が
、
残
さ
れ
た
ノ
ー
ト
か
ら
み
て
も
、
ま
た
、
四
六
年
八
月
一
日
付

の
レ
ス
ケ
宛
の
手
紙
や
四
六
年
十
二
月
二
八
日
付
の
ア
ネ
ン
コ
フ
宛
の
手
紙
で

『
経
済
学
の
本
』
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
実
質
的
に
は
経
済
学
の

実
物
に
な
る
予
定
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
本
当
に
そ
う
な

の
か
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
廣
松
はK

ritik
der
P
olitik

und
N
ational

ökonom
ie

のund

（
英
語
のand

）
を
上
述
の
よ
う
に
、
常
に
“
な
ら
び
に
”

と
訳
し
て
い
る
。
“
と
”
と
訳
し
て
も
、“
及
び
”
と
訳
し
て
も
良
さ
そ
う
な

も
の
を
、“
な
ら
び
に
”
に
は
並
列
の
意
が
強
い
の
に
な
ぜ
“
な
ら
び
に
”
な

の
か
。
こ
れ
で
は
政
治
学
と
経
済
学
と
は
決
し
て
並
存
し
な
い
と
い
う
廣
松
の

意
に
ま
る
で
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。決
し
て
揚
足
取
り
で
は
な
い
。

〔
国
家
〕

さ
て
い
よ
い
よ
国
家
で
あ
る
。
唯
物
史
観
論
者
廣
松
は
、
政
治

権
力
の
前
に
存
在
し
か
つ
そ
の
根
基
た
る
べ
し
と
す
る
社
会
的
権
力S

oziale

M
ach
t

を
最
重
要
視
し
、
そ
れ
を
再
三
強
調
し
て
止
ま
な
い
。
次
は
そ
の
ほ

ん
の
一
例
。「
政
治
的
権
力
の
基
底
は
社
会
的
権
力
で
あ
る（

75
）

」「
政
治
的
権
力

は
、
実
態
に
お
い
て
はu

ltim
a
M
ach
t

た
る
に
す
ぎ
ず
、
社
会
的
権
力
に
よ

っ
て
実
質
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
権
力
は
水
面
上
に
出
て

い
る
氷
山
の
一
角
に
譬
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
支
配
的
権
力
の
本
体
的
内
容

は
、
大
半
が
水
面
下
に
あ
る
社
会
的
権
力
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る（

76
）

」

「
唯
物
史
観
の
国
家
論
は
、
権
力
構
造
の
か
か
る
社
会
性
、
社
会
的
権
力
の
基

底
性
を
洞
見
し
、
そ
の
洞
見
に
立
脚
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な

特
質
を
も
つ（

77
）

」
と
。
こ
こ
に
社
会
的
権
力
と
は
、
一
般
に
生
産
の
場
に
お
け

る
「
規
範
的
拘
束
力（

78
）

」
の
よ
う
で
あ
る
。
曰
く
、
生
産
・
流
通
の
「
秩
序
は

基
本
的
に
い
え
ば
、
資
本
・
商
品
の
論
理
に
内
在
的
な
マ
ハ
ト
、S

oziale

M
ach
t

の
規
制
力
、
後
年
の
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
表
現
で
い
え
ば
、

生
産
の
場
で
の
ア
ウ
ト
リ
テ
ー
ト
、
こ
れ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

一
六
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い
う
こ
と
を
対
自
的
に
と
ら
え
か
え
し
て
国
家
論
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い（
79
）

」
と
。
生
産
の
場
で
の
ア
ウ
ト
リ
テ
ー
ト
と
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
（
マ
ル
ク

ス
で
は
な
い

．
．
．
．

）
の
小
論
文
『
権
威
に
つ
い
て
』（
一
八
七
二
年
―
七
三
年
の
間

に
執
筆
）
に
関
す
る
こ
と
を
謂
う
。“
権
威
”
と
邦
訳
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語

の
原
文
はA

u
torität

（
英
語
のau

th
ority

）
で
、
こ
の
ア
ウ
ト
リ
テ
ー
ト
を

認
め
な
い
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
、
反
権
威
主
義
者
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
こ
こ
で
激
し
く

批
判
し
て
い
る
。
綿
紡
績
工
場
や
鉄
道
、
船
舶
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
エ
ン
ゲ
ル

ス
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
一
方
で
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で

授
権
さ
れ
る
に
せ
よ
一
定
の
権
威
が
、
他
方
で
は
、
一
定
の
従
属
が
、
ど
の
よ

う
な
社
会
組
織
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
生
産
物
を
生
産
し

流
通
さ
せ
る
物
質
的
諸
要
件
に
と
も
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
強
要
さ
れ
る
こ
と

を
見
た（

80
）

」
と
。
い
か
な
る
社
会
組
織
に
お
け
る
生
産
で
あ
ろ
う
と
、
ど
こ
で

も
そ
こ
で
は
、
一
定
の
権
威
と
そ
れ
に
対
す
る
従
属
が
強
要
さ
れ
る
、
と
エ
ン

ゲ
ル
ス
は
云
う
の
だ
。

一
般
に
権
力
論
は
政
治
学
上
そ
の
最
も
重
要
か
つ
困
難
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で

あ
る
。
こ
れ
に
更
に
権
威
論
が
加
わ
れ
ば
問
題
は
一
層
複
雑
に
な
っ
て
く
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
の
私
見
の
詳
細
は
、
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
序
説
』

（
三
一
書
房
、
一
九
六
四
年
）
の
中
の
「
政
治
権
力
論
」（
二
六
九
頁
以
下
）
を

ご
参
照
願
う
が
、
次
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。「
ラ
ス
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、『
或
る

人
が
権
威
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
彼
が
実
際
に
権
力
を
も
つ
こ
と
で
は
な
く
、

政
治
定
式
（p
olitical

form
u
la

）
が
彼
に
権
力
を
指
定
し
、
そ
の
定
式
を
守

る
人
々
が
、
彼
が
権
力
を
持
つ
こ
と
を
期
待
し
、
ま
た
そ
の
権
力
の
行
使
を
公

正
至
当
な
も
の
と
見
な
す
、
と
い
う
こ
と（

81
）

』
で
あ
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
実

質
的
権
力
（eftectiv

e
p
ow
er

）
と
し
て
の
統
制
（con

trol

）
か
ら
区
別
さ

れ
た
形
式
的
権
力
（form

al
p
ow
er

）
が
権
威
（au

th
ority

）
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
権
力
と
権
威
と
は
、
本
質
的
に
区
別
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
権
威
は
権
力

の
一
部
と
し
て
の
形
式
的
権
力
、
そ
の
政
治
的
象
徴
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
力
点
は
あ
く
ま
で
支
配
的
権
力
の
側
に
あ
る
。
そ
れ
は
権
力
の

．
．
．

権

威
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
権
力
と
権
威
と
を
一
応
は
区
別
し
な
が
ら
も
、

両
者
の
関
連
を
権
威
．
．

に
重
点
を
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
イ
ー
ス
ト

ン
で
あ
る
。
イ
ー
ス
ト
ン

（
82
）

に
よ
れ
ば
、
価
値
を
め
ぐ
る
論
争
が
、
社
会
の
自

主
的
、
私
的
な
相
互
作
用
に
よ
り
、
慣
習
的
規
範
や
定
型
行
動
に
よ
っ
て
統
制

さ
れ
る
場
合
は
問
題
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
う
ま
く
ゆ
か
な
い
場
合
、

も
う
一
つ
の
方
法
、
つ
ま
り
政
治
的

．
．
．

方
法
に
よ
っ
て
秩
序
の
維
持
が
は
か
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
政
治
体
制
に
お
い
て
権
威
の
演
ず
る
役
割
は
決
定
的

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
権
威
は
、
影
響
力
（influence

）
関
係
の
一
種

と
さ
れ
る
。
そ
の
影
響
力
に
は
二
つ
あ
っ
て
、
べ
つ
に
な
ん
の
意
図
も
な
く
て

相
手
に
影
響
を
与
え
る
場
合
は
た
ん
な
る
影
響
力
（m

ere
in
flu
en
ce

）
で
あ

る
が
、
始
め
か
ら
そ
の
意
図
が
あ
っ
て
し
か
も
有
効
な
影
響
を
与
え
る
の
が
権

力
（p

ow
er

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
権
力
関
係
に
お
い
て
、
相
手
が
権
力

の
側
の
意
図
を
知
ら
な
い
で
そ
れ
に
し
た
が
う
場
合
が
操
作
．
．

（m
anipulation

）

で
あ
り
、
相
手
も
権
力
の
側
の
意
図
を
知
っ
て
い
て
、
物
理
的
に
こ
れ
を
強
制

し
て
従
わ
す
の
が
実
力
．
．

（force

）、
そ
う
す
る
の
が
い
か
に
望
ま
し
い
か
を
納

得
さ
せ
て
従
わ
す
の
が
説
得
．
．

（p
ersu

ation

）
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

相
手
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
者
の
意
図
を
知
り
つ
つ
、
し
か
も
、
説
得
な
し
に
、

そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
自
分
の
行
動
の
基
礎
と
し
て
受
容
す
る
場
合
に
、
そ
の
発

信
者
は
権
威
．
．

（au
th
ority

）
を
も
つ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、

そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
が
合
理
的
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
服
従
の
動
機
如
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何
に
関
係
な
く
、
た
だ
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
実
際
に
相
手
に
よ
っ
て

従
わ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
肝
要
で
あ
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
イ

ー
ス
ト
ン
の
場
合
に
は
、
実
力
を
用
い
る
こ
と
は
権
威
で
は
な
い
が
、
そ
の
威

嚇
に
よ
っ
て
相
手
の
服
従
を
得
る
場
合
に
は
、
権
威
と
い
え
る
。
だ
か
ら
、
そ

れ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
正
当
性
の
概
念
よ
り
広
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い（

83
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
と
も
か
く
、
服
従
さ
れ
得
る
権
力
、
そ
れ
が
権
威
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
権
威
の

．
．
．

権
力
で
あ
る
。『
関
係
者
全
体
の
是
認
の
下
に
行

使
な
い
し
行
使
さ
れ
得
る
実
力
が
、
権
威
で
あ
る（

84
）

』
と
い
う
の
も
大
同
小
異

で
あ
ろ
う
。
現
実
主
義
的
な
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
場
合
に
は
、
権
威
が
権
力
の
側
か

ら
つ
か
ま
え
ら
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
ヨ
リ
理
想
主
義
的
な
イ
ー
ス
ト
ン

で
は
逆
に
権
力
が
権
威
の
側
か
ら
つ
か
ま
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
方
が
権
力
の

関
係
的
側
面

．
．
．
．
．

の
重
視
が
ヨ
リ
徹
底
的
だ
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
、
両
者
と
も
、

権
力
と
権
威
と
が
本
質
的
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
点
は
共
通
で
あ
る
。

で
は
、わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
権
威
と
権
力
と
の
区
別
．
．

と
連
関
．
．

の
問
題
を
、

い
か
に
考
え
た
ら
い
い
で
あ
ろ
う
か
。
権
威
も
権
力
も
、
そ
れ
に
よ
る
個
と
個

と
の
指
導
・
被
指
導
関
係
の
成
立
を
通
じ
て
、
全
体
と
個
と
の
間
の
な
ん
ら
か

の
矛
盾
の
解
決
す
な
わ
ち
社
会
統
制
を
可
能
な
ら
し
め
得
る
力．
で
あ
る
点
は
共

通
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
権
力
的
指
導
と
い
う
の
は
、
相
手
に
た
い
す
る
な
ん

ら
か
の
価
値
剥
奪
力
を
前
提
と
し
て
、
相
手
の
行
動
を
自
己
の
欲
す
る
方
向
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
権

威
と
は
、
同
じ
指
導
力
で
あ
っ
て
も
、
相
手
に
た
い
す
る
価
値
剥
奪
を
前
提
と

し
な
く
と
も
、
相
手
が
そ
の
指
導
の
方
向
に
服
す
る
場
合
の
そ
の
力
で
あ
る
。

『
桃
李
も
の
言
わ
ざ
れ
ど
も
下
お
の
ず
か
ら
径
を
な
す
』
と
い
う
諺
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
積
極
的
に
相
手
に
働
き
か
け
ず
、
こ
ち
ら
か
ら
価
値
剥

奪
的
な
い
し
は
価
値
附
与
的
な
行
為
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
相
手
の
方
か
ら
求

め
て
そ
の
指
導
に
服
す
る
力
、
し
か
も
、
相
手
が
そ
の
指
導
に
服
さ
ず
と
も
べ

つ
に
価
値
剥
奪
的
な
い
し
そ
の
他
の
行
為
を
行
な
わ
な
い
が
、
そ
の
上
で
な
お

み
ず
か
ら
の
価
値
を
高
め
る
た
め
に
相
手
が
ど
う
し
て
も
そ
の
指
導
を
受
け
ね

ば
な
ら
な
い
と
す
る
そ
の
よ
う
な
力
、
こ
れ
こ
そ
が
権
威
で
あ
る
。
真
の
教
育

と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う（

85
）

」。

か
か
る
権
力
と
権
威
に
つ
い
て
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
云
っ

た
権
威
と
は
実
は
権
力
に
外
な
ら
ぬ
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、「
こ
こ
で
問
題
と
さ

れ
て
い
る
意
味
で
の
権
威
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
他
人
の
意
志
を
お
し
つ

け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
権
威
は
、
他
方
に
お
い
て
従
属
を
前
提
と
し
て
い

る
の
で
あ
る（

86
）

」
と
し
て
、
そ
の
権
威
の
最
た
る
も
の
と
し
て
革
命
に
お
け
る

暴
力
の
行
使
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、「
革
命
は
、
た
し
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
な
か
で
最
も
権
威
的
な
事
柄
で
あ
る
。
革
命
は
、
住
民
の
一
部
が
他
の
部

分
に
た
い
し
て
、
銃
や
銃
剣
や
大
砲
を
手
段
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
あ

り
う
る
か
ぎ
り
の
権
威
的
な
手
段
に
よ
っ
て
自
分
の
意
志
を
お
し
つ
け
る
行
為

で
あ
る
。
そ
し
て
、
勝
利
し
た
党
派
が
自
己
の
闘
争
を
む
だ
に
終
わ
ら
せ
た
く

な
い
な
ら
ば
、
彼
ら
は
、
そ
の
武
器
が
反
動
家
た
ち
に
ひ
き
お
こ
す
恐
怖
に
よ

っ
て
こ
の
支
配
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

87
）

」
と
。
も
は
や
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
そ
の
権
威
と
は
相
手
の
重
大
な
価
値
剥
奪
を
伴
う
権
力
な
の
だ
。
エ
ン

ゲ
ル
ス
は
、
権
威
と
自
治
に
つ
い
て
「
権
威
と
自
治
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
作
用
範
囲
は
社
会
発
展
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
で
さ
ま
ざ
ま
に
異
る（

88
）

」
と

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
い
う
自
治
が
権
威
に
近
い
。
こ
の
よ
う

に
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
は
権
力
と
権
威
と
自
治
、
こ
れ
ら
三
者
の
概
念
規
定
も
異
同

も
な
ん
ら
見
ら
れ
な
い
。

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
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権
威
的
指
導
は
政
治
で
は
な
い
。
権
力
的
指
導
が
政
治
な
の
で
あ
る
。
権
威

が
権
力
に
転
化
し
、
ま
た
権
力
が
エ
セ
権
威
化
す
る
の
は
、
そ
の
上
で
の
話
し

で
あ
る
。
権
力
は
ど
ん
な
権
力
で
あ
っ
て
も
つ
ね
に
政
治
．
．

権
力
な
の
で
あ
る
。

政
治
権
力
を
国
家
権
力
と
だ
け
解
し
て
き
た
既
式
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
改
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
廣
松
に
お
い
て
も
同
様
。
こ
れ
は
政
治
学
上
、
政
治
は
国

家
現
象
か
そ
れ
と
も
国
家
外．
・
集
団
現
象
か
、
と
争
わ
れ
て
き
た
古
く
か
ら
の

問
題
だ
が
、
私
は
、
政
治
は
一
般
に
国
家
外．
の
市
民
社
会
に
も
家
庭
の
中
に
見

ら
れ
る
、
だ
が
政
治
の
中
の
政
治
、
政
治
の
最
も
政
治
ら
し
き
も
の
は
国
家
の

政
治
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
し（

88
）

、
今
も
全
く
変
ら
な
い
。
図
式
化
す
れ
ば

〔
権
力
＝
政
治
権
力>

国
家
権
力（

89
）

〕
と
な
る
。
人
間
間
の
権
力
的
指
導
・
被
指

導
つ
ま
り
、
支
配
・
服
従
関
係
は
す
べ
て
政
治
な
の
だ
。
が
、
た
だ
そ
の
政
治

の
現
象
す
る
場．
に
相
違
が
あ
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
廣
松
が
国
家
の

場
以
外
の
市
民
社
会
に
お
け
る
経
済
、
生
産
の
場
で
の
規
範
的
規
制
力
を
、
マ

ル
ク
ス
に
倣
っ
てS

oziale
M
ach
t

と
す
る
の
は
自
由
だ
が
、
そ
れ
を
社
会
．
．

的

権
力
と
し
て
殊
更
に
政
治
権
力
か
ら
峻
別
す
る
の
に
は
同
じ
難
い
。
社
会
的
権

力
と
は
社
会
の
場
に
お
け
る
政
治
権
力
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
廣
松
自
身

S
oziale

M
ach
t

を
一
つ
も
社
会
的
権
力
．
．

と
は
訳
さ
ず
に
、
社
会
的
マ
ハ
ト

．
．
．

、

社
会
的
威
力
．
．

、
社
会
的
力．
等
々
と
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
社
会
的
権
力

と
い
う
、
強
制
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
不
可
避
に
伴
う
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
に
た

め
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

廣
松
は
こ
のS
oziale

M
ach
t

に
よ
る
従
属
を
物
象
化
さ
れ
た
錯
誤
に
よ
る

も
の
と
は
い
え
、
生
産
の
場
で
の
労
働
者
自
身
の
自
己
拘
束

．
．
．
．

だ
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
資
本
制
生
産
過
程
は
、
総
じ
て
、
無
人
工
程
で
な
い
以
上
、
意

識
性
・
自
発
性
を
そ
な
え
た
人
間
労
働
者
の
活
動
を
前
提
に
し
て
い
る
道
理
で

し
て
、
労
働
者
た
ち
の
規
律
随
順
的
な
労
働
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
生
産
機
構
が

存
立
し
ま
す
。
こ
こ
で
の
労
働
規
律
随
順
は
、
単
純
な
物
理
的
・
暴
力
的
強
制

で
は
な
く
、
い
か
に
慣
習
化
さ
れ
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
一

種
の
規
範
的
拘
束
で
す
。
こ
の
規
範
的
強
制
力
は
、
協
働
連
関
の
物
象
化
さ
れ

た
『
社
会
的
威
力
（soziale

M
ach
t

）』
と
マ
ル
ク
ス
の
呼
ぶ
も
の
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
作
業
部
署
の
階
統
的
編
制
か
ら
し
て
協
働
連
関
が
制

度
的
に
物
象
化
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
が
、作
業
場
内
部
で
は
、

生
産
活
動
の
協
働
連
関
が
物
象
化
さ
れ
た
『
社
会
的
マ
ハ
ト
』
の
拘
束
性
に
よ

っ
て
個
々
の
労
働
者
が
律
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

生
産
機
構
の
内
部
は
、
外
部
観
察
的
に
は
機
械
の
部
品
体
系
の
よ
う
に
記
述

さ
れ
よ
う
と
も
、
実
態
に
立
入
っ
て
見
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
規
範
的
な
拘
束

に
も
と
づ
く
作
業
・
行
為
の
連
関
態
な
の
で
あ
り
、
労
働
者
た
ち
は
、
生
産
活

動
の
場
で
の
社
会
的
マ
ハ
ト
に
服
属
し
、
規
範
的
規
律
に
自
己
拘
束
的
に
随
順

す
る
と
い
う
在
り
方
で
、
生
産
資
本
の
下
へ
包
摂
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

（
規
範
的
・
規
律
的
な
拘
束
が
深
層
催
眠
的
に
貫
徹
す
る
発
生
論
的
機
制
が
、

報
奨
・
昇
進
や
減
給
・
解
雇
と
い
う
正
負
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
こ
と
さ
ら
に
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
）。
―
―
こ
う
い

う
在
り
方
に
お
い
て
、
労
働
者
た
ち
は
、
資
本
の
下
に
生
産
の
現
場
で
、
実
質

的
に
包
摂
さ
れ
る
次
第
と
な
っ
て
お
り
ま
す（

90
）

。」
と
。
し
か
し
『
資
本
論
』
で

の
次
の
マ
ル
ク
ス
の
有
名
な
言
葉
は
ど
う
か
。「
労
働
力
の
消
費
は
、
ほ
か
の

各
商
品
の
消
費
と
等
し
く
、
市
場
ま
た
は
流
通
部
面
の
そ
と
で
行
な
わ
れ
る
。

だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
貨
幣
所
有
者
お
よ
び
労
働
力
所
有
者
と
い
っ
し
ょ
に
、

こ
の
騒
々
し
い
、
表
面
上
で
行
な
わ
れ
て
い
て
誰
の
眼
に
も
つ
く
流
通
部
面
を

見
す
て
て
、
右
の
両
者
の
後
に
つ
い
て
、
そ
の
入
口
に
は
無
用
の
者
入
る
べ
か

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
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ら
ず
と
掲
示
さ
れ
て
あ
る
隠
さ
れ
た
生
産
の
場
所

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

に
、
は
い
っ
て
行
こ
う
。
こ

こ
で
は
、
い
か
に
し
て
資
本
が
生
産
す
る
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
い

か
に
し
て
資
本
そ
の
も
の
が
生
産
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
明
ら
か
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
貨
殖
の
秘
密
が
つ
い
に
暴
露
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…

こ
の
単
純
流
通
あ
る
い
は
商
品
交
換
の
部
面
―
―
こ
こ
か
ら
、
俗
流
自
由
貿

易
論
者
は
、
資
本
と
賃
労
働
と
の
社
会
に
か
ん
す
る
見
解
、
概
念
お
よ
び
自
分

の
判
断
の
基
準
を
ひ
き
出
し
て
く
る
の
だ
―
―
か
ら
訣
別
す
る
に
さ
い
し
、
わ

が
登
場
人
物
た
ち
の
風
貌
は
す
で
に
幾
ら
か
変
わ
っ
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

よ
う
に
思
わ
れ

る
。
さ
き
の
貨
幣
所
有
者
は
資
本
家
と
し
て
先
に
た
ち
、
労
働
力
所
有
者
は
彼

の
労
働
者
と
し
て
そ
の
後
に
つ
づ
く
、
―
―
前
者
は

．
．
．

、
意
味
あ
り
げ
に
作
り
笑

．
．
．
．
．
．
．
．
．

い
を
し
な
が
ら

．
．
．
．
．
．

、
業
務
一
途
に

．
．
．
．
．

。
後
者
は

．
．
．

、
あ
た
か
も
自
分
じ
し
ん
の
皮
を
売

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

渡
し
て
し
ま
っ
て

．
．
．
．
．
．
．

、
い
ま
や
な
め
し
皮
に
さ
れ
る
こ
と
以
外
に
は
何
も
期
待
で

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

き
な
い
者
の
よ
う
に

．
．
．
．
．
．
．
．

、
お
ず
お
ず
と
渋
々
な
が
ら

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

（
傍
点
―
柴
田
）

（
91
）

」「
ロ
ー

マ
の
奴
隷
は
鎖
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
者
に
繋
が
れ
て
い
た
が
、
賃
労
働
者
は
目

に
見
え
な
い
糸
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
者
に
繋
が
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
独
立
と
い

う
仮
象
は
、
個
人
的
賃
雇
主
の
た
え
ざ
る
変
動
と
、
契
約
と
い
う
法
的
擬
制
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る（

92
）

」。
生
産
の
場
に
お
け
る
、
資
本
家
に
よ
る
権
力
的

統
制
下
に
あ
る
か
か
る
労
働
者
達
に
、
彼
ら
自
身
に
よ
る
「
自
己
拘
束
」、「
規

律
随
順
」
い
わ
ば
そ
の
自
治
つ
ま
り
権
威
的

．
．
．

自
己
統
制
が
可
能
か
ど
う
か
。
廣

松
自
身
、
近
代
の
賃
銀
奴
隷
制
に
関
し
て
こ
う
言
っ
て
い
る
の
だ
。

「
賃
金
奴
隷
制
と
い
う
も
の
は
、
古
代
な
ど
の
身
分
奴
隷
制
と
は
異
な
っ
て
、

『
労
働
力
商
品
』
の
売
買
と
い
う
形
式
、
労
働
力
の
等
価
交
換
と
い
う
商
品
経

済
の
論
理
に
も
と
づ
く
制
度
、
そ
の
こ
と
か
ら
形
式
的
・
実
質
的
に
資
本
の
下

に
包
摂
さ
れ
る
制
度
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
賃
金
水
準
が
上
昇
し
て
も
賃
金
奴

隷
制
は
依
然
賃
金
奴
隷
制
な
の
で
す
。
し
か
る
に
、
近
代
市
民
主
義
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
、
そ
の
社
会
像
に
お
い
て
は
、
資
本
家
と
労
働
者
と
の
あ
い
だ
の
こ
の
関

係
を
も
『
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
』
物
ど
う
し
の
等
価
交
換
、
自
由
・
対

等
な
正
当
的
取
引
関
係
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
あ
の
『
領
有
法
則
の
転
回
』
に

よ
る
実
質
的
な
『
略
取
』
や
『
実
質
的
包
摂
』
に
よ
る
実
態
的
な
『
隷
属
』
を

隠
蔽
し
て
し
ま
い
ま
す（

93
）

。」
と
。
さ
き
の
「
規
範
的
規
律
に
自
己
拘
束
的
随
順

を
す
る
」
労
働
者
と
こ
の
賃
銀
奴
隷
と
し
て
の
労
働
者
と
は
、
一
体
ど
う
関
連

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

想
う
に
、
そ
の
根
因
は
、
廣
松
が
や
は
り
社
会
的
権
力
と
政
治
的
権
力
と
を
、

は
っ
き
り
し
た
概
念
規
定
も
し
な
い
ま
ま
峻
別
し
、
か
つ
、
社
会
的
権
力
を
政

治
的
権
力
の
基
底
、
母
胎
と
考
え
る
所
に
あ
る
。
曰
く
、「
近
代
市
民
社
会
は
、

“
自
律
的
な
秩
序
性
”
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
予
定
調
和
的
な
自
由
運
動

で
は
な
く
、
社
会
的
権
力
と
い
う
内
在
的
規
制
力
を
構
造
的
契
機
と
し
て
の
こ

と
で
あ
る
。
社
会
的
権
力
は
、
人
々
の
行
為
に
関
わ
る
役
割
期
待
・
役
割
強
制

が
同
調
性
を
も
っ
て
円
滑
に
充
足
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
日
常
的
意
識
に
お
い

て
は
外
的
な
強
制
と
し
て
は
感
受
さ
れ
な
い
た
め
、
必
ず
し
も
常
に
物
象
化
さ

れ
た
相
で
意
識
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
社
会
的
権
力
の
存
在
す

る
こ
と
自
体
が
往
々
に
し
て
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
ま
さ
にp

ou
v
oir,

p
u
issan

ce

と
し
て
の
、
可
能
態
・
潜
勢
力
と
し
て
の
、
社
会
的
権
力
の
強
制

が
作
動
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
市
民
社
会
的
秩
序
の
自
律
性
と
呼
ば
れ

る
事
態
が
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
唯
物
史
観
の
国
家
論
は
、
権
力
構
造
の

か
か
る
社
会
性
、
社
会
的
権
力
の
基
底
性
を
洞
見
し
、
そ
の
洞
見
に
立
脚
し
て

構
築
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
質
を
も
つ（

94
）

。」「
こ
の
下
部
構
造
次
元

に
お
け
る
階
級
的
関
係
は
、
そ
れ
自
身
で
（
つ
ま
り
、
こ
と
さ
ら
な
政
治
的
・

国
家
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法
制
的
な
強
力
が
加
わ
る
こ
と
な
し
に
も
）
経
済
的
論
理
に
お
い
て
、
支
配
と

隷
属
の
不
自
由
・
不
平
等
な
関
係
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
“
市
民
社

会
”
的
な
経
済
的
秩
序
に
お
け
る
、
経
済
の
論
理
で
の
支
配
・
服
属
、
そ
の

構
造
と
機
制
を
正
視
・
剔
抉
し
た
と
こ
ろ
に
、
マ
ル
ク
ス
社
会
観
の
画
期
性
が

認
め
ら
れ
ま
す
。

生
産
関
係
、
そ
こ
に
お
け
る
人
間
関
係
が
、
下
部
構
造
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る

内
在
的
論
理
に
お
い
て
既
に
支
配
と
服
属
の
関
係
に
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、

政
治
的
暴
力
の
発
動
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
支
配
・
服
属
の
関
係
が
成
立
す
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん（

95
）

。」
と
。
こ
の
よ
う
に
廣
松
は
、
近
代
市
民
社
会
の
「
自

律
的
な
秩
序
」
を
前
提
に
置
く
。
市
民
社
会
と
は
経
済
的
下
部
構
造
の
こ
と
、

自
律
的
と
は
上
部
構
造
と
し
て
の
国
家
に
関
わ
り
な
く
自
立
・
自
存
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
国
家
か
ら
自
律
し
て
い
る
そ
の
市
民
社
会
も
決
し
て

「
予
定
調
和
的
」
な
存
在
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
「
経
済
の
論
理
で
の
支
配
・

服
属
」
つ
ま
り
「
社
会
的
権
力
と
い
う
内
在
的
規
制
力
を
構
造
的
契
機
」
と
し

て
蔵
し
て
い
、
こ
の
「
社
会
的
権
力
の
強
制
が
作
動
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
じ

め
て
市
民
社
会
的
秩
序
も
自
律
性
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
存
立
し
て
い
る
」
と
い

う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
市
民
社
会
と
い
う
経
済
の
場
に
お
け
る
権
力
的
関
係
す
な

わ
ち
一
つ
の
政
治
そ
の
も
の
で
あ
り
、
私
の
い
う
社
会
政
な
の
だ
。
こ
れ
ま
で

前．
近
代
的
身
分
制
的
な
経
済
外．
的
強
制
に
対
し
て
近
代
に
お
け
る
経
済
的
強
制

と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
経
済
的
強
制
自
体
が
大
小
を
と
わ

ず
秩
序
維
持
の
た
め
の
政
治
権
力
関
係
で
あ
る
。
政
治
な
し
に
は
企
業
も
存
続

し
え
な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
ど
ん
な
社
会
組
織
に
も
「
権
威
」
が
あ
る
と
い
っ

た
あ
れ
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
政
治
権
力
を
伴
わ
な
い
、
経
済
だ
け
の
論
理
な

ど
と
い
う
も
の
は
近
代
市
民
社
会
に
も
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
廣

松
は
、
政
治
権
力
で
は
な
い
と
彼
が
考
え
る
社
会
的
権
力S

oziale
M
ach
t

に

よ
る
秩
序
の
強
制
だ
か
ら
、
市
民
社
会
は
予
定
調
和
的
社
会
で
は
決
し
て
な
い

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
政
治
権
力
に
よ
ら
ぬ
自
律
的
社
会
だ
と
し
て
い
る
の
だ
。

既
述
の
よ
う
に
政
治
の
論
理
は
市
民
社
会
に
も
国
家
に
も
及
ぶ
。
な
る
ほ
ど

近
代
以
前
と
は
異
り
、
近
代
に
お
い
て
は
、
特
殊
性

．
．
．

の
領
域
た
る
市
民
社
会
と

普
遍
性

．
．
．

の
領
域
と
し
て
の
国
家
と
は
分
離
し
て
い
る
。
近
代
の
い
わ
ゆ
る
政
治

的
解
放
、
人
間
の
基
本
的
人
権
、
自
由
解
放
が
そ
の
証
在
で
あ
る
。
だ
が
階
級

的
社
会
と
し
て
の
近
代
市
民
社
会
は
、
そ
の
階
級
的
分
裂
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

べ
く
、
主
権
的
国
家
権
力
を
不
可
避
と
す
る
。
そ
れ
な
し
に
市
民
社
会
は
全
く

存
続
し
え
な
い
。
特
殊
性
の
市
民
社
会
と
普
遍
性
の
国
家
と
は
、
か
く
て
分

離
・
対
立
し
つ
つ
し
か
も
相
互
依
存
、
相
互
条
件
の
統
一
体
を
な
し
て
い
る
。

私
の
所
謂
国
家
と
市
民
社
会
と
の
二
重
構
造
、
両
者
の
弁
証
性
で
あ
る
。
た
し

か
に
主
権
的
国
家
権
力
は
、他
の
市
民
社
会
内
権
力
や
家
庭
内
権
力
に
比
し
て
、

そ
の
権
力
度
に
お
い
て
そ
の
強
制
度
に
お
い
て
格
段
の
相
違
を
も
つ
。
し
か
し

こ
の
国
家
権
力
も
政
治
権
力
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
政
治
権
力
の
す
べ
て
で
は

決
し
て
な
い
の
だ
。
ま
た
、
国
家
は
大
小
の
市
民
社
会
内
諸
権
力
が
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
出
来
な
い
ほ
ど
に
階
級
分
裂
の
嵩
じ
た
段
階
で
よ
う
や
く
働
き
出
す
も
の

で
も
な
い
。
そ
れ
ら
と
は
関
係
な
く
、
国
家
権
力
は
国
家
権
力
と
し
て
独
自
に

存
在
し
な
け
れ
ば
全
体
と
し
て
の
市
民
社
会
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
だ
が
こ
れ

と
は
異
っ
て
、
廣
松
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「
社
会
的
権
力
を
前
梯
条
件
と
し
て
政
治
的
国
家
権
力
が
成
立
す
る
。
そ
れ

は
、
階
級
的
に
分
裂
し
た
社
会
で
は
、“
グ
ル
ー
プ
”
間
の
確
執
が
も
は
や
社

会
的
権
力
の
規
制
に
よ
っ
て
は
構
造
的
に
解
消
せ
ず
、
強
大
な
“
物
理
的
強
制
”

の
裏
付
に
よ
っ
て
人
々
の
社
会
的
関
係
態
を
秩
序
の
埒
内
に
押
さ
え
こ
む
こ
と
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が
体
制
存
続
の
要
件
と
な
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
状
況
を
俟
っ
て
の
こ

と
で
あ
る（

96
）

。」「
政
治
的
強
力
に
よ
る
秩
序
の
維
持
、
秩
序
の
新
形
成
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
が
下
部
構
造
の
内
在
的
論
理
を
恣
意
的
に
創
り
出
す
こ
と
な
ど
で

き
ま
せ
ん
。
経
済
的
秩
序
の
定
常
的
維
持
は
、
基
本
的
に
は
そ
れ
に
内
在
的
な

論
理
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
政
治
的
強
力
は
秩
序
破
壊
を
押
さ

え
込
む
と
か
、
内
在
的
論
理
の
発
現
を
一
定
限
誘
導
す
る
と
か
、
そ
れ
ぐ
ら
い

の
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

政
治
的
支
配
秩
序
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
し
て
、
下
部
構
造
的
経
済
秩
序
、

生
産
関
係
の
編
制
に
見
合
う
階
級
的
支
配
秩
序
を
、
保
全
・
補
強
す
る
と
い
う

域
の
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
但
し
、
こ
の
政
治
的
強
力
に
よ
る
掣
肘
が
な

け
れ
ば
、
経
済
関
係
の
内
在
的
矛
盾
が
階
級
的
対
立
抗
争
と
な
っ
て
激
発
し
、

政
治
経
済
社
会
体
制
を
“
安
定
”
的
に
維
持
で
き
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
政
治

的
な
上
部
構
造
の
存
在
が
階
級
社
会
の
下
部
構
造
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、

重
要
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
す（

97
）

。」
と
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
、
一
方

で
は
国
家
は
せ
い
ぜ
い
市
民
社
会
を
「
保
全
、
補
強
す
る
も
の
で
し
か
あ
り
え

ま
せ
ん
」
と
、
主
に
国
家
の
補
助
的
手
段
性
を
強
調
す
る
の
と
、
他
方
で
反
対

に
国
家
は
市
民
社
会
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
性
を
有
す
る
と
す
る
の
で

は
、
普
通
の
人
は
そ
の
逕
庭
の
甚
だ
し
さ
を
訝
り
、
戸
惑
わ
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
唯
物
史
観
か
ら
す
る
国
家
の
論
理
と
経
験
か
ら
す
る
国
家
の

現
実
と
の
溝
、
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
。
我
々
に
は
後
者
の
経
験
的
現
実
に
相
応
わ

し
い
国
家
理
論
の
構
築
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
以
上
は
廣
松
の
国
家
観
の

理
論
的
支
柱
と
目
さ
れ
るSoziale

M
acht

の
批
判
的
検
討
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
我
々
に
と
っ
て
な
に
よ
り
も
最
も
究
明
さ
る
べ
き
は
近
代

国
家
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
以
前
私
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
批
判
の
観
点
か
ら
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
ま
ず
方
法
論
的
に
、
狭
く
．
．

特
殊
な
階
級
国
家
と
し
て
の
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国

家
の
論
理
性
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
広
く
階
級
国
家
一
般
の
発
生
・
発

展
・
消
滅
の
歴
史
的
過
程
の
な
か
に
国
家
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
エ
ン
ゲ
ル
ス

国
家
論
の
特
徴
が
こ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
国
家
の
歴
史
的
な
発
生
・

発
展
・
消
滅
の
過
程
を
分
析
し
、
そ
れ
を
つ
ら
ぬ
く
法
則
性
を
科
学
的
に
認
識

す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
特
殊
近
代
国

家
の
分
析
の
深
化
を
前
提
と
し
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、
逆
に
そ
の
分
析
を
稀
薄
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
が
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
論
に
は
、
特
殊
近
代
に
お
け
る
市
民
社
会

と
政
治
的
国
家
と
の
分
離
、
二
重
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
欠
落
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
本
質
的
認
識
を
欠
い
て
し
ま
え
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
も
他
の
類

型
の
国
家
も
階
級
国
家
と
し
て
は
同
じ
で
あ
り
、
相
違
は
現
象
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
く
な
る
。
そ
し
て
結
局
、
国
家
論
は
、
一
般
的
な
階
級
国
家
の
発
生
と
現

象
的
な
発
展
過
程
、
そ
し
て
そ
の
死
滅
を
え
が
く
国
家
史
な
い
し
政
治
史
の
縮

刷
版
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
国
家
論
本
来
の
課
題
で
あ
る
特
殊
近
代
国

家
の
分
析
は
ど
こ
か
に
消
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
人
間
の
解
剖
が
猿
の
解
剖

へ
の
一
つ
の
鍵
を
提
供
す
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
社
会
科
学
方
法
論
と
は
反
対

の
、
猿
の
解
剖
か
ら
人
間
の
解
剖
に
す
す
む
や
り
方
で
あ
る（

98
）

。」
エ
ン
ゲ
ル
ス

ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
廣
松
の
国
家
考
察
で
も
や
は
り
こ
の
肝
心
の
一
点

が
曖
昧
で
あ
り
、
的
が
特
殊
近
代
国
家
に
十
分
よ
く
絞
ら
れ
ず
、
古
代
や
中
世

の
「
国
家
」
を
も
含
む
国
家
一
般
論
（
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
て
）
的
傾

向
を
免
れ
て
い
な
い
。
廣
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
主

た
る
関
心
を
寄
せ
る
の
が
近
代
国
家
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
近
代
国
家
を
詳
し
く

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
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研
究
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
近
代
国
家
、
近
代
政
治
な
る
も

の
が
、
も
し
、
経
済
に
対
す
る
“
自
律
性
”（
あ
く
ま
で
括
弧
づ
き
）
を
甚
だ

し
く
失
っ
て
い
る
特
殊
な
定
在
、
歴
史
的
に
み
て
“
特
異
な
定
在
”
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
国
家
プ
ロ
パ
ー
、
政
治
プ
ロ
パ
ー
を
論
考
す
る
場
合
、
近
代
を
テ
ィ

プ
ス
と
し
た
の
で
は
当
を
失
す
る
所
以
と
な
ろ
う
」（
前
掲
『
唯
物
史
観
と
国

家
論
』
二
二
一
頁
）
と
。
こ
こ
で
廣
松
は
、
経
済
に
対
す
る
近
代
政
治
、
近
代

国
家
の
甚
だ
し
い
自
律
性
の
喪
失

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

を
、
近
代
国
家
の
特
殊
性
と
す
る
自
ら
の
立

場
を
、“
も
し
”
と
い
う
仮
定
法
で
つ
つ
み
な
が
ら
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
も

し
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
後
に
見
る
プ
ー
ラ
ン
ザ
ス
に
せ
よ

私
自
身
に
せ
よ
、
近
代
国
家
の
特
殊
性
を
、
廣
松
と
同
じ
よ
う
に
は
考
え
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
近
代
国
家
に
つ
い
て
の
廣
松
の
所
論
を
も
う
少
し
検
討
し
て

み
よ
う
。

彼
は
先
ず
学
史
的
に
近
代
国
家
理
論
史
の
一
環
に
目
を
向
け
、
そ
こ
に
お
け

る
機
関
説
＝statu

s

と
統
体
説
＝civ

itas

と
の
二
つ
の
類
型
、「
二
源
流（

99
）

」

を
指
摘
す
る
。そ
し
て
キ
ヴ
ィ
タ
ス
の
源
流
が
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
に
あ
り
、

ス
タ
ト
ス
の
源
流
が
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
だ
と
い
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
な
ぜ
キ
ヴ
ィ

タ
ス
論
者
で
あ
る
の
か
。
廣
松
は
云
う
。「
元
来
、
平
等
に
し
て
自
立
的
な
諸

個
人
が
、
自
然
権
を
十
分
に
保
証
し
え
ん
が
た
め
に
、
相
互
的
に
権
利
を
譲
渡

し
あ
い
、『
結
合
契
約
』
に
よ
っ
て
形
成
す
る
『
一
つ
の
大
き
な
人
工
的
人
間
』

―
―
共
同
体
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
諸
個
人
の
擬
似
有
機
的
な
統
一
体
―
―

こ
れ
がciv
itas

系
の
国
家
論
す
な
わ
ち
国
家
＝
統
体
説
の
一
典
型
を
な
す
ホ

ッ
ブ
ズ
の
い
う
国
家
で
あ
る（
100
）
」
と
。
な
る
ほ
ど
ホ
ッ
ブ
ズ
を
は
じ
め
近
代
自

然
性
法
理
論
に
お
い
て
は
、
自
然
状
態
に
対
立
す
る
市
民
社
会
と
国
家
と
は
全

く
同
義
で
あ
り
、
ス
テ
イ
ト
と
も
キ
ヴ
ィ
タ
ス
と
も
呼
ば
れ
た
。
だ
が
本
当
は
、

そ
れ
は
た
だ
に
近
代
の
み
な
ら
ぬ
古
代
以
来
の
古
い
用
法
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ

に
就
い
て
私
は
第
一
章
　
国
家
と
市
民
社
会
の
原
型
理
論
の
中
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。「
自
然
状
態
か
ら
市
民
社
会
状
態
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
ま
ず
指

摘
さ
れ
る
の
は
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
般
に
そ
こ
で
は
国
家
と
市
民
社
会

と
が
ま
だ
概
念
的
に
区
別
さ
れ
ず
、
同
じ
も
の
を
指
し
示
す
語
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
で
は
、
契
約
を
介
し
て
の
共
通
権
力

C
om
m
on
P
ow
er

の
形
成
が
、C

om
m
on
W
ealth

と
し
て
の
国
家S

tate

、

政
治
的
国
家P

olitical
C
om
m
on
W
ealth

、
ラ
テ
ン
語
のC

iv
itas

を
可
能

な
ら
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
自
然
状
態
か
ら
政
治
体B

od
y
P
olitics

な

い
し
市
民
社
会C

iv
il
S
ociety

に
移
行
す
る
と
さ
れ
、
ロ
ッ
ク
も
自
然
社
会

か
ら
政
治
＝
市
民
社
会P

olitical
or
C
iv
il
society

へ
と
言
っ
て
い
る
。
ま

た
、『
カ
ン
ト
は
そ
の
法
論
の
第
四
五
節
に
お
い
て
《
国
家
》
と
《
市
民
社
会
》

と
の
関
係
を
《
国
家
す
な
わ
ち
市
民
社
会
》civitas

sive
societas

civilis

と

い
う
同
一
性
の
定
式
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
』（
Ｍ
・
リ
ー
デ
ル
）。

と
こ
ろ
で
、
国
家
と
市
民
社
会
と
の
こ
の
よ
う
な
同
義
性
の
用
法
は
、
実
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
、
古
代
ギ

リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
以
来
の
古
い
古
い
用
法
で
あ
っ
た
。『
ギ
リ
シ
ア
語
＝
ラ
テ

ン
語
の
伝
統
を
ひ
く
古
い
用
法
で
は
、〈
市
民
〉
社
会
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ね

に
《
政
治
》
社
会
が
理
解
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
の
場
合
の
語
義
は
、
支
配
団

体
と
し
て
の
市
民
共
同
体
（
ポ
リ
ス
、
キ
ウ
ィ
タ
スciv

itas

）
と
そ
の
公

的
＝
政
治
的
組
織
つ
ま
り
《
共
同
組
織
〔
＝
国
家
〕》（
コ
イ
ノ
ン
、
レ
ス
・
プ

ブ
リ
カres

p
u
b
lica

）
を
も
含
意
す
る
。
こ
れ
を
定
式
化
す
る
と
、
市
民
社

会
は
政
治
的
支
配
形
式
つ
ま
り
《
国
家
》
と
同
意
味
な
い
し
同
義
語
で
あ
り
、

両
術
語
と
も
同
一
の
概
念
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
』（
Ｍ
・
リ
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ー
デ
ル
）。『〈
市
民
社
会
〉
は
、
そ
の
歴
史
的
由
来
に
よ
れ
ば
、〔
政
治
的
共
同

体
を
意
味
す
る
〕
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ポ
リ
テ
ィ
ケ
・
コ
イ
ノ
ニ
ア
の
、
ラ
テ
ン
語

の
ソ
キ
エ
タ
ス
・
キ
ウ
ィ
リ
スsocietas

civilis

の
、
逐
語
訳
で
あ
り
、
た
し

か
に
発
音
上
の
違
い
は
あ
る
が
こ
れ
ら
の
表
現
と
同
じ
意
味
の
術
語
で
あ
る
』

（
同
上
）。

こ
の
よ
う
に
、
国
家
と
市
民
社
会
と
の
形
式
的
同
義
性
と
い
う
点
で
は
、
近

代
自
然
法
理
論
は
古
典
古
代
政
治
学
の
形
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
の
で
あ
る（
101
）
」

と
。
つ
ま
り
、
キ
ヴ
ィ
タ
ス
説
は
近
代
の
国
家
理
論
に
の
み
限
定
は
出
来
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
国
家
と
市
民
社
会
と
の
同
義
性
を
内
包
す
る
キ
ヴ

ィ
タ
ス
は
、
そ
の
内
部
に
権
力
の
領
域
と
自
由
の
領
域
と
の
分
離
が
事
実
上
認

め
ら
れ
、
更
に
、
そ
の
分
離
が
形
式
上
も
明
ら
か
に
な
る
と
キ
ヴ
ィ
タ
ス
説
は

姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
古
代
に
対
す
る
近
代
国
家
理
論
の
決
定
的
相
違
で
あ

る
。
次
も
私
の
既
述
か
ら
の
引
用
。「
同
義
的
な
そ
の
国
家
＝
市
民
社
会
の
内

部
も
、
目
を
凝
ら
し
て
よ
く
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
相
反
す
る
二
つ
の
領
域
、

一
方
に
お
け
る
権
力
の
領
域
と
他
方
に
お
け
る
自
由
の
領
域
と
が
存
在
す
る
こ

と
が
分
か
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
冒
頭
の
献
辞
で
『
こ
れ
を

世
間
が
ど
の
よ
う
に
う
け
い
れ
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
好
意
を
も
つ
よ
う
に
み

え
る
で
あ
ろ
う
人
び
と
を
、
世
間
が
ど
う
批
判
す
る
で
あ
ろ
う
か
を
、
わ
た
く

し
は
知
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
の
側
で
は
あ
ま
り
に
も
お
お
く
の
自
由

を
、
他
方
の
側
で
は
あ
ま
り
に
も
お
お
く
の
権
威
を
、
そ
れ
ぞ
れ
主
張
す
る
人

び
と
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
の
で
、
両
者
の
剣
先
の
あ
い
だ
を
傷

つ
か
ず
に
通
過
す
る
の
は
、
困
難
で
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、

わ
た
く
し
は
お
も
う
の
で
す
が
、
政
治
権
力C

iv
il
P
ow
er

を
お
し
す
す
め
よ

う
と
い
う
努
力
が
、
政
治
権
力
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う

し
、
私
人
た
ちprivate

m
en

が
そ
れ
を
と
が
め
て
、
そ
の
権
力
が
お
お
き
す

ぎ
る
と
お
も
わ
れ
る
と
、
申
し
た
て
る
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
』
と
言
っ
て
い

る
。
明
ら
か
に
こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
分
の
主
著
の
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
、

権
威
、
政
治
権
力
と
私
人
た
ち
の
自
由
と
の
二
つ
の
領
域
を
は
っ
き
り
示
し
、

し
か
も
彼
な
り
に
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
執
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
こ
れ
を

も
う
少
し
く
わ
し
く
見
て
み
よ
う
。

自
然
状
態
か
ら
契
約
を
経
て
創
り
出
さ
れ
た
国
家
＝
市
民
社
会
を
、
ホ
ッ
ブ

ズ
は
人
工
的
人
間an

A
rtificiall

M
an

と
か
大
怪
物L

ev
iath
an

と
か
と
名

づ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
工
的
人
間
の
全
身
に
生
命
と
運
動
と
を
与
え
る
人

工
の
魂
す
な
わ
ち
そ
の
最
も
中
心
的
な
部
分
を
、
主
権Sovereignty

と
言
う
。

ホ
ッ
ブ
ズ
理
論
の
中
核
は
ま
さ
に
こ
の
主
権
論
で
あ
り
、
そ
の
特
色
は
主
権
の

絶
対
性
の
強
調
に
あ
る
。
主
権
は
国
民
に
対
し
て
絶
対
無
制
限
の
権
利
を
固
有

す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
言
う
。『
主
人
の
ま
え
で
は
召
使
た
ち
は
平
等
で
、
な
ん

ら
の
栄
光
も
な
い
が
、
主
権
者
の
ま
え
で
の
臣
民
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
そ

し
て
、
主
権
者
の
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
か
れ
ら
の
う
ち
で
も
、
よ
り
強
く

輝
い
た
り
、
よ
り
弱
く
輝
い
た
り
す
る
者
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
主
権
者
の
ま
え

で
は
、
か
れ
ら
は
太
陽
の
ま
え
の
星
の
輝
き
に
す
ぎ
な
い
』
と
。
そ
れ
は
人
間

の
創
り
う
る
最
大
の
力
で
あ
り
、
い
わ
ば
地
上
の
神M

ortall
G
od

で
あ
る
。

た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
、他
に
比
べ
も
の
の
な
い
あ
ま
り
に
も
強
大
な
権
力
は
、

そ
れ
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
望
ま
し
か
ら
ざ
る
不
都
合
な
結
果
を
招
来
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ
が
無
け
れ
ば
、
人
々
は
ま
た
あ
の
万
人
の
万

人
に
対
す
る
悲
惨
な
戦
争
状
態
と
し
て
の
自
然
状
態
に
逆
戻
り
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
国
家
＝
市
民
社
会
状
態
の
方
が
は
る
か
に
ま
し
で
あ

ろ
う
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
二
者
択
一
を
説
く
。
し
か
も
主
権
者
は
そ
の
強
大
な
権

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
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力
を
自
分
の
た
め
に
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
国
民
の
保
護
と
安
全
の
た
め
に

行
使
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
、
主
権
者
に
対
す
る
国
民
の
絶
対

服
従
の
義
務
は
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
主
権
の
絶
対
性
、
最

高
性
を
強
調
す
る
場
合
、
そ
れ
は
決
し
て
、
一
人
の
人
間
す
な
わ
ち
君
主
の
絶

対
的
権
力
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
彼
は
、
君
主
制
、
貴
族

制
、
民
主
制
の
う
ち
君
主
制
を
最
善
の
国
家
形
態
と
は
し
て
い
た
。
し
か
し
彼

に
と
っ
て
の
第
一
義
的
関
心
事
は
、
ど
こ
ま
で
も
国
家
の
本
質
的
主
権
性
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
主
権
の
具
体
的
所
在
が
一
人
（
君
主
制
）

な
の
か
合
議
体
（
貴
族
制
な
い
し
民
主
制
）
な
の
か
は
二
義
的
な
こ
と
に
す
ぎ

な
い
。
ま
こ
と
に
、『
権
力
を
も
つ
人
び
と
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
権
力
の
座

に
つ
い
て
（
抽
象
的
に
）
か
た
る
』
こ
と
こ
そ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
眼
で
あ
っ
た

の
で
あ
る（
102
）
」
と
。
こ
う
な
る
と
廣
松
と
は
反
対
に
ホ
ッ
ブ
ズ
を
キ
ヴ
ィ
タ
ス

論
者
と
す
る
よ
り
は
ス
タ
ト
ウ
ス
論
者
と
解
す
る
方
が
よ
ほ
ど
ナ
チ
ュ
ラ
ル
で

あ
ろ
う
。
廣
松
自
身
も
は
っ
き
り
こ
う
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ホ
ッ
ブ
ズ

の
主
権
者
は
、
成
員
の
権
力
を
供
托
さ
れ
た
個
人
（
な
い
し
合
議
体
）
で
あ
っ

た
…
…
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
はS
tatu
s

で
あ
っ
た（
103
）
」
と
。
廣
松
は
主
権
者
は

ス
タ
ト
ウ
ス
だ
が
国
家
は
キ
ヴ
ィ
タ
ス
だ
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

で
は
廣
松
が
ス
タ
ト
ウ
ス
論
の
典
型
と
す
る
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

廣
松
は
こ
の
よ
う
に
云
う
。「
十
八
世
紀
を
迎
え
る
と
、
資
本
主
義
経
済
の
自

律
的
な
論
理
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
の
と
相
即
的
に
、
旧
来
不
可
分
の
一
体
を

な
し
て
き
た
政
治
と
経
済
の
自
律
性
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
政
治
的
秩
序
と

経
済
的
秩
序
と
の
区
別
（
い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
と
国
家
と
の
区
別
）
が
意
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
・
ロ
ッ
ク
的
な
国
家
＝
社
会
理
論
に
お
い
て

C
om
m
on
-W
ealth

キ
ヴ
ィ
タ
ス
と
い
う
形
で
一
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た

と
こ
ろ
の
「
生
活
共
同
体
」
＝
「
政
治
的
共
同
体
」
が
、
今
や
社
会
と
国
家
と

に
区
別
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（
104
）
」
と
。
こ
れ
は
私
が
キ
ヴ
ィ
タ
ス

の
消
滅
と
前
述
し
た
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
続
い
て
廣
松
は
次
の
問
題
を
提
起
す

る
。「

自
然
状
態
―
社
会
契
約
と
い
う
理
説
が
否
定
さ
れ
、
人
間
は
太
初
か
ら
社

会
（
血
縁
社
会
）
的
に
生
活
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
一

見
、
古
代
・
中
世
的
な
人
間
―
社
会
観
へ
の
復
帰
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る

が
、
し
か
し
、
今
や
謂
う
と
こ
ろ
の
社
会
は
、
も
は
や
古
代
・
中
世
的
な
“
政

治
と
経
済
と
の
密
着
し
た
”
ポ
リ
ス
・
キ
ヴ
ィ
タ
ス
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

社
会
と
し
て
の
社
会
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、キ
ヴ
ィ
タ
ス
が
社
会
と
国
家
と
に
分
離
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
た
な
課
題
が
生
ず
る
。
社
会
と
し
て
の
社
会
は
太
初
か
ら
の
存
在
で
あ
る
と

し
て
も
、
い
か
に
し
て
国
家
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
か
？
　
国
家
は
、
市
民
政

府
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
高
度
社
会
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。こ
こ
に
お
い
て
、

市
民
政
府
の
成
立
と
そ
の
根
拠
を
説
明
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る（
105
）
」。
そ
し
て

廣
松
は
ス
ミ
ス
の
説
く
以
下
の
市
民
政
府
成
立
論
を
も
っ
て
、
ス
ミ
ス
を
ス
タ

ト
ウ
ス
論
の
典
型
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
政
府
、「
そ
れ
は
牧
畜
経
済

社
会
の
段
階
で
、財
産
の
不
平
等
と
い
う
条
件
の
も
と
に
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
、
依
っ
て
以
っ
て
社
会
が
解
体
す
る
こ

と
な
く
存
立
し
つ
づ
け
る
所
以
の
も
の
、
そ
れ
が
国
家
権
力
の
成
立
と
存
立
に

吻
合
す
る
。
社
会
が
狩
猟
経
済
の
段
階
に
あ
っ
た
場
面
で
は
、
財
産
と
し
て
の

財
産
が
殆
ん
ど
全
く
存
在
せ
ず
、
牧
畜
経
済
の
社
会
に
な
り
、
財
産
と
し
て
の

財
産
、
し
か
も
貧
富
不
平
等
の
財
産
が
成
立
す
る
と
、
事
情
が
一
変
す
る
。
こ

こ
で
は
、
財
産
侵
害
へ
の
志
向
が
傾
向
的
必
然
と
な
る
。
一
方
に
お
け
る
『
富
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者
の
貪
欲
や
野
心
』、
他
方
に
お
け
る
『
貧
者
の
労
働
の
嫌
悪
、
目
前
の
安
逸

や
享
楽
の
選
好
』、
こ
れ
ら
『
財
産
の
侵
害
を
刺
激
す
る
情
念
』
は
、
執
拗
に

作
用
し
普
遍
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
。『
一
人
の
大
金
持
が
い
れ
ば
、
少
く
と
も

五
百
人
の
貧
乏
人
が
い
る
に
ち
が
い
な
い
し
、
少
数
者
の
富
裕
は
多
数
者
の
赤

貧
を
前
提
し
て
い
る
。
富
者
の
富
裕
は
貧
者
の
憤
激
を
か
き
た
て
る
。
貧
者
は

窮
乏
に
か
ら
れ
た
り
、
ね
た
み
に
刺
激
さ
れ
た
り
し
て
、
富
者
の
所
有
物
を
侵

害
』
し
よ
う
と
す
る
筈
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、『
と
り
わ
け
富
者
は
、
事

物
の
秩
序
の
維
持
に
必
然
的
に
利
害
関
係
を
も
つ
』。
け
だ
し
『
富
者
が
有
利

な
地
位
を
保
持
す
る
こ
と
を
保
証
し
う
る
の
は
、
こ
の
秩
序
以
外
に
は
な
い
』

所
以
で
あ
る
。
こ
の
『
秩
序
の
維
持
』、
す
な
わ
ち
『
貧
者
の
侵
害
か
ら
富
者

の
財
産
を
防
衛
』
す
る
た
め
に
歴
史
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
が
市
民
政

府
に
ほ
か
な
ら
な
い（
106
）
」。「
本
質
的
に
は
、『
大
所
有
者
』
の
財
産
保
護
の
機
関

た
る
市
民
政
府（
107
）
」
な
の
だ
。「
こ
う
し
て
、
今
や
、
キ
ヴ
ィ
タ
ス
と
し
て
の
国

家
と
い
う
想
念
と
は
お
よ
そ
異
質
の
、
ス
タ
ト
ウ
ス
と
し
て
の
国
家
、
階
級
的

支
配
の
機
関
と
し
て
の
国
家
と
い
う
思
想
が
打
出
さ
れ
る
に
い
た
る（
108
）
」
と
廣

松
は
云
う
。
な
る
ほ
ど
そ
の
限
り

．
．
．
．

で
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
私
の
理
解

で
は
そ
れ
は
ス
ミ
ス
の
ほ
ん
の
一
部
に
触
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
ス
ミ
ス
の
国
家

論
は
し
か
し
単
純
で
は
な
く
も
っ
と
複
雑

．
．
．
．
．

な
の
で
あ
る
。
た
だ
遺
憾
な
が
ら
こ

こ
で
今
、
ス
ミ
ス
国
家
論
の
全
貌
を
展
開
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
到
底
無
理
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ず（
109
）

必
要
不
可
欠
な
指
摘
に
止
め
る
。

ス
ミ
ス
は
自
然
法
理
論
の
肝
要
は
継
承
し
つ
つ
も
、
激
し
く
ホ
ッ
ブ
ズ
を
批

判
し
て
も
は
や
自
然
状
態
か
ら
契
約
を
介
し
て
市
民
社
会
に
移
行
す
る
と
す
る

契
約
説
は
と
ら
ぬ
。
代
っ
て
彼
は
市
民
社
会
形
成
の
二
つ
の
原
理

．
．
．
．
．

を
挙
げ
る
。

曰
く
「
人
々
を
み
ち
び
い
て
市
民
社
会civ

il
society

に
加
わ
ら
し
め
る
原
理

は
二
つ
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
権
威
お
よ
び
功
利
の
原
理p

rin
cip
les

of
authority

and
utility

と
よ
ぶ
で
あ
ろ
う（
110
）
」
と
。
権
威
の
原
理
と
は
、
主

に
財
産
の
不
平
等
を
前
提
に
権
力
的
支
配
・
服
従
関
係
を
構
成
す
る
も
の
。

「
市
民
政
府
は
、
そ
れ
が
財
産
の
安
全
の
た
め
に
設
立
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
じ
っ

さ
い
は
金
持
を
貧
乏
人
に
対
し
て
防
衛
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
い
く
ら
か

の
財
産
を
も
つ
人
々
を
、
ま
っ
た
く
な
に
も
も
た
な
い
人
々
に
対
し
て
防
衛
す

る
た
め
に
、
設
立
さ
れ
る
の
で
あ
る（
111
）
」。
対
し
て
功
利
の
原
理
は
そ
の
逆
で
あ

る
。「
功
利
の
原
理
と
は
何
か
。『
人
々
を
み
ち
び
い
て
為
政
者
に
服
従
せ
し
め

る
第
二
の
原
理
は
功
利
で
あ
る
。
誰
で
も
、
社
会
に
お
け
る
正
義
と
平
和ju

s-

tice
and

peace

を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
原
理
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
国
家
制
度civ

il
in
stitu

tion

に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
貧
し
い

者
も
、
も
っ
と
も
富
め
る
者
お
よ
び
も
っ
と
も
有
力
な
者
に
よ
る
侵
害
を
免
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
人
々
を
動
か
し
て
服
従
に
み
ち
び
く
も
の
は
、
個
人

的
な
功
利
感
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
公
共
的
な
功
利
感sen

se
of
p
u
b
lic

u
tility

で
あ
る
。
…
…
私
は
全
体
の
利
益th

e
g
ood

of
th
e
w
h
ole

の
た
め

に
政
府
の
決
定
に
服
従
す
る
の
で
あ
る
』。
す
な
わ
ち
、
功
利
の
原
理
と
は
、

人
々
が
、
自
ら
の
特
殊
利
益
、
私
的
功
利
感
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
利

益
、
大
多
数
の
人
々
の
た
め
と
い
う
公
共
的
功
利
感
か
ら
政
府
に
服
従
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ス
ミ
ス
は
、
功
利
の
原
理
を
ま
た
『
共
通
利
益
ま
た

は
一
般
利
益
の
原
理
』
と
呼
ん
だ
。
こ
の
原
理
に
基
づ
く
国
家
制
度
に
よ
っ
て
、

多
く
の
最
も
貧
し
く
弱
い
者
も
、
少
数
の
最
も
富
ん
だ
、
最
も
力
を
持
つ
者
達

の
侵
害
か
ら
保
護
、
防
衛
さ
れ
う
る
と
い
う（
112
）
」。
従
っ
て
、
ス
ミ
ス
は
も
は
や

キ
ヴ
ィ
タ
ス
と
い
う
用
語
は
用
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
功
利
の
原
理
に
基
く

国
家
は
、
廣
松
の
云
う
キ
ヴ
ィ
タ
ス
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
、
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ス
ミ
ス
に
は
権
威
の
原
理
に
よ
る
ス
タ
ト
ウ
ス
と
し
て
の
国
家
と
功
利
の
原
理

か
ら
す
る
「
キ
ヴ
ィ
タ
ス
」
と
し
て
の
国
家
と
い
う
二
つ
の
国
家
が
在
り
、
し

か
も
こ
の
二
つ
は
別
々
の
国
家
で
は
な
く
同
一
国
家
の
内
部
に
存
在
し
て
い

る
。
ス
ミ
ス
は
人
間
社
会
の
発
展
を
、
大
き
く
野
蛮
社
会
と
文
明
社
会
と
の
二

つ
に
分
け
、
更
に
野
蛮
社
会
を
狩
猟
、
牧
畜
、
農
業
に
、
文
明
社
会
を
商
業
に

と
全
体
を
四
段
階
に
細
分
し
た
。
権
威
の
原
理
と
功
利
の
原
理
と
は
、
最
初
の

狩
猟
階
級
を
除
い
て
こ
の
い
ず
れ
の
段
階
の
市
民
政
府
に
も
存
在
し
は
す
る
も

の
の
、「『
社
会
の
第
二
の
時
期
で
あ
る
牧
畜
者
の
時
代
に
お
い
て
は
じ
め
て
、

財
産
の
不
平
等
が
生
じ
は
じ
め
、
人
々
の
あ
い
だ
に
、
そ
れ
以
前
に
は
と
う
て

い
存
在
し
え
な
か
っ
た
強
度
の
権
威
と
服
従
を
導
入
す
る
。
そ
れ
は
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
市
民
政
府
を
導
入
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
市

民
政
府
は
、
財
産
の
不
平
等
が
み
ず
か
ら
を
維
持
す
る
の
に
不
可
欠
に
必
要
な

の
で
あ
る
』。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
代
ほ
ど
、
財
産
の
不
平
等
が
大
き

く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
権
威
の
原
理
が
非
常
に
強
く
働
き
、
か
つ
主
権
者
の

重
要
な
収
入
源
を
な
し
た
裁
判
の
運
営
上
の
不
公
正
、
腐
敗
の
甚
だ
し
い
時
代

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三
の
農
耕
時
代
は
そ
れ
よ
り
も
進
歩
し
た
時
代
で

あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
も
財
産
の
不
平
等
に
基
づ
く
主
権
者
、
国
家
に

よ
る
裁
判
の
腐
敗
は
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た（
113
）
」。
廣
松
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
権

威
の
原
理
が
最
も
甚
だ
し
か
っ
た
と
ス
ミ
ス
の
云
う
野
蛮
時
代
の
こ
の
牧
畜
段

階
に
だ
け
依
り
な
が
ら
、
ス
ミ
ス
を
誤
っ
て

．
．
．

ス
タ
ト
ウ
ス
論
の
モ
デ
ル
と
速
断

し
て
し
ま
っ
た
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
本
来
問
題
と
す
べ
き
は
近
代
以

前
の
野
蛮
社
会b

arb
arou

s
societies

で
は
な
く
、
い
う
ま
で
も
な
く
商
業

社
会
と
し
て
の
近
代
文
明
社
会a

civitised
society

な
の
だ
。

文
明
社
会
に
お
い
て
も
権
威
の
原
理
は
大
き
い
。「
ス
ミ
ス
は
い
う
。『
財
産

の
権
威
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
お
い
て
お
お
き
い
と
は
い
え
、
社
会
の

も
っ
と
も
野
蛮
な
時
代
に
お
い
て
お
そ
ら
く
最
大
で
あ
ろ
う
。
…
…
と
は
い
う

も
の
の
、
財
産
の
権
威
は
、
富
裕
で
文
明
化
し
た
社
会
に
お
い
て
さ
え
、
非
常

に
お
お
き
い
。
そ
れ
の
権
威
が
、
年
齢
ま
た
は
個
人
的
資
質
の
い
ず
れ
の
権
威

よ
り
も
、
は
る
か
に
お
お
き
い
と
い
う
こ
と
が
、
と
に
か
く
相
当
な
財
産
の
不

平
等
の
余
地
の
あ
る
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
時
期
に
お
け
る
不
断
の
不
満
で
あ
っ

た
』。
つ
ま
り
、
財
産
の
不
平
等
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
社
会
諸
階
層
の
区

別
と
対
立
、
お
よ
び
そ
れ
に
依
存
す
る
国
家
の
基
本
構
造
は
、
文
明
社
会
に
お

い
て
も
決
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
地
代
生
活
者
、
賃
金
生

活
者
お
よ
び
利
潤
生
活
者
、『
そ
れ
ら
が
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
社
会
の
本
源
的
な

構
成
物
た
る
、
三
大
階
層
』
で
あ
る（
114
）
」。「
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
文
明

社
会
を
そ
れ
以
前
の
野
蛮
社
会
か
ら
区
別
し
、
両
者
を
鋭
く
対
立
せ
し
め
る
契

機
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
そ
れ
こ
そ
は
、
文
明
社
会
に

お
け
る
分
業
の
発
達
と
そ
の
結
果
た
る
富
裕
の
一
般
化
、
こ
れ
以
外
で
は
あ
り

え
な
い
。『
あ
ら
ゆ
る
文
明
社
会
に
お
い
て
、
財
産
の
大
き
な
不
平
等
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
最
下
層
の
人
々
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
る
普
遍
的
富
裕
を
生
ぜ
し
め
る

の
は
、
分
業
の
結
果
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
す
べ
て
の
職
業
の
生
産
物
が
非
常
に

増
加
す
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
物
が
大
量
に
生
産
さ
れ
る
の
で
、
上
流
階

級
の
、
怠
惰
で
暴
虐
な
浪
費
を
満
足
さ
せ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
職
人
や
農
民

の
欲
望
を
潤
沢
に
み
た
す
に
充
分
と
な
る
の
で
あ
る
』。
こ
の
一
般
的
富
裕
、

国
民
全
体
の
富
裕
の
結
果
、『
こ
れ
ほ
ど
抑
圧
的
な
不
平
等
の
た
だ
な
か
で
、

文
明
社
会
の
も
っ
と
も
さ
げ
す
ま
さ
れ
て
い
る
人
々
た
ち
で
さ
え
、
も
っ
と
も

尊
敬
さ
れ
も
っ
と
も
活
動
的
な
野
蛮
人
が
到
達
し
う
る
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
た
豊

富
さ
と
潤
沢
さ
と
を
、
ふ
つ
う
に
享
受
し
て
い
る
』
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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経
済
的
不
平
等
と
進
歩
の
お
そ
い
富
裕
＝
貧
困
と
が
支
配
す
る
野
蛮
社
会
に
対

し
て
、
相
当
な
経
済
的
不
平
等
に
も
か
か
わ
ら
ず
下
流
階
層
ま
で
が
う
る
お
う

全
般
的
富
裕
が
存
在
し
う
る
の
が
文
明
社
会
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
内
田
義

彦
（『
増
補
　
経
済
学
の
生
誕
』（
未
来
社
、
一
九
六
二
年
、
一
九
九
頁
）
の
い

う
如
く
、『
貧
富
の
階
級
的
差
別
と
一
般
的
富
裕
と
は
、
文
明
社
会
を
特
徴
づ

け
る
二
極
』
で
あ
り
、『
搾
取
の
体
制
』
と
『
富
裕
の
体
制
』
と
の
存
在
、
こ

れ
が
文
明
社
会
の
特
色
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
性
の
う
ち
、
財
産
の
不
平
等
、

搾
取
の
体
制
と
と
も
に
あ
る
の
が
権
威
の
原
理
だ
と
す
れ
ば
、
一
般
的
富
裕
の

体
制
の
側
に
あ
る
の
が
功
利
の
原
理
で
あ
る
。
お
よ
そ
国
家
の
基
本
構
造
に
お

け
る
上
流
階
層
と
中
・
下
流
階
層
と
の
一
般
的
対
立
関
係
は
、
野
蛮
、
文
明
を

問
わ
ず
、
歴
史
的
国
家
、
社
会
の
す
べ
て
の
段
階
に
み
ら
れ
た
。
だ
が
、
野
蛮

に
お
い
て
は
上
流
階
層
の
権
威
の
原
理
が
、
そ
れ
に
対
し
て
文
明
に
お
い
て
は

中
・
下
流
階
層
の
功
利
の
原
理
が
、
そ
れ
ぞ
れ
支
配
的
な
原
理
と
し
て
前
面
に

出
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
度
合
が
、
当
該
社
会
、
国
家
の
野
蛮
度．
、
文
明
度．
を

決
定
す
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
の
中
心
問
題
は
、
そ
の
う
ち
、
ま
さ

に
、功
利
の
原
理
が
全
面
的
に
権
威
の
原
理
の
前
面
に
出
る
よ
う
な
文
明
社
会
、

そ
こ
に
お
け
る
社
会
と
国
家
と
の
あ
る
べ
き
姿
如
何
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
115
）
」。

ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
文
明
社
会
の
人
間
は
、
市
民
政
府
＝
国
家
設
立
以
前
の

社
会
状
態
の
中
で
、
資
本
家
、
地
主
、
労
働
者
の
差
別
な
く
す
べ
て
あ
る
程
度

商
人
で
あ
り
、
自
由
・
平
等
の
自
然
権n

atu
ral
rig
h
t

を
享
有
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
人
間
の
政
治
的
解
放
状
態
で
あ
り
、
国
家
的
普
遍
性
が
そ
れ
を
認
め

る
。
つ
ま
り
国
家
と
市
民
社
会
と
は
は
っ
き
り
分
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
未

だ
国
家
と
市
民
社
会
と
が
分
離
し
な
か
っ
た
「
野
蛮
時
代
の
貧
困
、
そ
こ
に
お

け
る
富
裕
の
お
そ
い
原
因
と
し
て
、『
圧
政
的
で
無
分
別
な
統
治
』『
統
治
の
圧

制
と
失
敗
』
を
あ
げ
る
ス
ミ
ス
は
、『
国
家
を
最
低
度
の
野
蛮
よ
り
最
高
度
の

富
裕
に
導
く
た
め
に
は
、
平
和
と
低
い
租
税
と
あ
る
程
度
の
正
義
以
外
に
は
何

ら
必
要
な
も
の
は
な
い
。
他
の
一
切
の
も
の
は
、
こ
と
が
ら
の
自
然
的
行
路
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
自
然
的
行
路
を
妨
げ
、
こ
れ
を
強
い
て
他
の
遍

路
に
往
か
し
め
、
ま
た
は
あ
る
特
定
の
点
に
お
い
て
社
会
の
進
歩
を
阻
止
し
よ

う
と
す
る
一
切
の
政
治
は
、
不
自
然
な
も
の
で
あ
っ
て
、
己
れ
自
身
を
支
持
せ

ん
が
た
め
に
必
ず
抑
圧
的
圧
倒
的
と
な
ら
ざ
る
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
』
と
い
っ

た
。
す
な
わ
ち
、『
よ
く
統
治
さ
れ
た
国
家
』
に
お
け
る
『
自
然
的
正
義
の
諸

規
則
』、
こ
の
『
自
然
法
学
の
体
系
』
が
一
般
的
富
裕
の
必
要
条
件
な
の
で
あ

る（
116
）
」。
こ
の
功
利
の
原
理
に
基
き
一
般
的
富
裕
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
平
和
と

低
い
租
税
と
あ
る
程
度
の
正
義
」
の
国
家
が
、
ス
ミ
ス
の
所
謂
夜
警
国
家
、
チ

ー
プ
・
ガ
バ
ン
メ
ン
ト
の
国
家
な
の
だ
。

「
そ
れ
は
市
民
社
会
の
内
部
に
は
立
入
ら
ず
、
た
だ
そ
の
外
部
か
ら
内
部
の

自
由
と
正
義
を
保
障
す
る
だ
け
で
よ
し
と
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
主
権

者
が
絶
対
に
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
彼
が
そ
れ
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
て
い
る

唯
一
の
義
務
は
、『
私
人
た
ちp

riv
ate
p
eop
le

の
勤
労
を
監
督
す
る
義
務
、

お
よ
び
そ
れ
を
社
会
の
利
益
に
も
っ
と
も
適
し
た
業
務
に
ふ
り
む
け
る
義
務
』

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
は
市
民
社
会
の
私
人
た
ち
の
自
由
に
完
全
に

ま
か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。『
各
人
は
、
か
れ
が
正
義
の
諸
法
を
じ
ゅ
う
り
ん
し
な

い
か
ぎ
り
、
か
れ
自
身
の
利
益
を
か
れ
自
身
の
や
り
方
で
追
求
す
る
ま
ま
に
、

完
全
な
自
由
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
か
れ
の
勤
労
と
資
本
を
他
の
ど
ん
な
人
ま
た
は

人
々
の
階
級
と
競
争
さ
せ
る
こ
と
も
、
完
全
な
自
由
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
』。
経

済
活
動
に
お
け
る
完
全
な
自
由
競
争
の
保
障
こ
そ
は
、
各
人
に
各
人
の
分
業
労

働
の
成
果
た
る
神
聖
不
可
侵
な
財
産
の
享
受
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
社

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

二
八

（5）

― 231 ―



会
と
国
家
の
一
般
的
富
裕
、
繁
栄
を
も
た
ら
す
も
の（
117
）
」
と
ス
ミ
ス
は
説
く
。

積
極
国
家
な
ら
ぬ
消
極
国
家
の
勧
め
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
ア
・
ブ
リ
オ
リ
の
法

治
国
家
と
同
種
で
あ
る
。
だ
が
ス
ミ
ス
に
は
も
う
一
つ
カ
ン
ト
に
お
け
る
ア
・

ボ
ス
テ
リ
オ
リ
の
権
力
国
家
、
階
級
国
家
面
の
あ
る
こ
と
も
軽
ん
じ
ら
れ
て
は

な
ら
な
い（
118
）
。「
従
来
ス
ミ
ス
国
家
論
と
い
え
ば
、
私
有
財
産
の
不
平
等
に
基
づ

く
権
威
の
原
理
に
よ
る
国
家
の
発
生
と
い
う
、
階
級
国
家
的
側
面
が
強
調
さ
れ

る
ば
あ
い
に
は
、
最
も
肝
心
の
文
明
社
会
に
お
け
る
功
利
の
原
理
に
よ
る
共
通

利
益
、
一
般
利
益
の
超
階
級
的
国
家
の
側
面
が
無
視
さ
れ
、
近
代
の
自
由
放
任

主
義
、
夜
警
国
家
と
い
う
市
民
国
家
・
消
極
国
家
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

る
ば
あ
い
に
は
、
も
う
一
つ
の
積
極
国
家
面
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
側
面
、
階

級
国
家
面
が
見
落
さ
れ
る
か
な
い
し
は
例
外
的
と
さ
れ
て
き
た
。
と
も
か
く
い

ず
れ
か
一
方
の
み
が
不
当
に
拡
大
さ
れ
、
そ
れ
で
全
体
が
つ
く
さ
れ
る
と
す
る

誤
っ
た
傾
向
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
両
者
の
混
乱
し
た
折
衷
論
に
陥
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る（
119
）
」。「
こ
の
う
ち
ス
ミ
ス
国
家
論
の
特
色
、
そ
の
シ
ョ
ー
ウ

ィ
ン
ド
ウ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
正
義
の
国
家
、
消
極
国
家
面
に
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
国
家
の
主
権
性
を
最
小
に
し
、
私
的
市
民
の
基
本
的
人
権
性
を
最

大
限
に
保
証
す
る
、
国
家
か
ら
の
自
由
に
最
重
点
を
お
い
た
自
由
主
義
国
家
体

制
が
提
案
さ
れ
、
階
級
的
対
立
は
背
後
に
退
い
て
い
る
。
主
権
者
に
残
さ
れ
た

も
の
は
軍
隊
と
裁
判
、
こ
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
。
自
由
を
守
る
べ
き
主
権
が
人

権
を
侵
す
時
は
、
人
民
に
は
抵
抗
権
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
体
制
が
最
下
層
の

労
働
者
を
も
含
む
一
般
的
富
裕
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ス
ミ

ス
は
、
こ
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
国
家
の
前
面
に
美
し
く
飾
ろ
う
と
す
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
背
後
に
は
、
国
家
の
基
本
構
造
と
資
本
家
階
級
の
利
害
を
労

働
者
階
級
の
革
命
性
か
ら
擁
護
す
る
階
級
国
家
、
積
極
国
家
の
側
面
が
控
え
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
は
、
労
働
者
と
労
働
者
に
対
す
る
革
命
的
な
煽
動

者
の
一
切
の
傾
向
を
監
視
し
、
抑
止
し
、
懐
柔
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に

は
市
民
社
会
の
内
部
に
ま
で
様
々
に
関
与
し
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
自
由
・
人

権
よ
り
は
国
家
の
主
権
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
近
代
国
家
に
お

け
る
主
権
と
人
権
、
権
力
と
自
由
、
法
と
権
利
と
の
矛
盾
の
う
ち
、
シ
ョ
ー
ウ

ィ
ン
ド
ウ
で
は
人
権
、
自
由
、
権
利
が
美
し
く
飾
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は

主
権
、
権
力
、
法
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
消
極
国
家
と
積
極

国
家
と
の
双
方
を
あ
わ
せ
た
ス
ミ
ス
国
家
論
の
全
体
系
に
お
い
て
は
、
国
家
主

権
と
自
由
人
権
と
の
関
係
は
、
そ
う
常
に
人
権
に
の
み
有
利
と
は
限
ら
な
く
な

る
。
つ
ま
り
、
一
方
が
前
面
に
出
る
時
は
他
方
は
無
く
な
る
の
で
は
な
く
、
た

だ
背
後
に
退
い
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
時
々
の
政
治
状
況
に
応
じ
て
こ
の

両
者
の
関
係
は
複
雑
に
変
動
す
る
。
右
か
ら
左
、
左
か
ら
右
へ
の
、
い
わ
ゆ
る

ハ
ト
派
と
タ
カ
派
の
眩
惑
的
な
シ
ー
ソ
ー
・
ゲ
ー
ム
と
い
っ
て
い
い
。
こ
れ
が

ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
え
が
か
れ
た
典
型
的
な
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
国
家
の

姿
で
あ
る（
120
）
」。
か
く
て
ス
ミ
ス
は
、
以
上
廣
松
の
云
う
如
き
一
面
的
に
ス
タ
ト

ウ
ス
の
理
論
家
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
出
来
ず
、
前
述
も
し
た
が
む
し
ろ
、
キ

ヴ
ィ
タ
ス
系
の
理
論
家
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
由
人
権
の
消

極
国
家
と
国
家
主
権
に
よ
る
積
極
国
家
と
の
二
重
性
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
い
わ

ば
近
代
に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
・
二
重
性
の
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ

ス
の
ス
ミ
ス
的
把
握
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
七
世
紀
の
ホ
ッ
ブ
ズ
に
も
主
権

と
国
民
の
保
護
と
の
齟
語
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
未
だ
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
形
で

あ
っ
て
、
ス
ミ
ス
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
。
廣
松
の
所
論
と
は
反
対
に
、
ホ

ッ
ブ
ズ
で
は
主
権
国
家
の
面
が
、
ス
ミ
ス
で
は
自
由
人
権
国
家
面
が
大
映
し
に

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
両
者
と
も
に
廣
松
の
所
謂
ス
タ
ト
ウ
ス
と
キ
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ヴ
ィ
タ
ス
の
両
面
を
有
し
て
い
、
決
し
て
一
方
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て

も
、
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
・
二
重
性
の
把
握
を
あ
れ
ほ
ど
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
難
じ
、
そ
れ
に
犯
さ
れ
る
愚
を
極
力
戒
め
た
廣
松
が
、
上

述
の
近
代
国
家
理
論
の
史
的
考
察
に
際
し
た
中
で
、
そ
の
件
に
つ
い
て

．
．
．
．
．
．
．

の
理
論

的
実
証
を
曲
り
な
り
に
も
せ
よ
な
ん
ら
示
し
得
な
か
っ
た
一
事
を
、
我
々
は
な

ん
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

学
史
的
把
握
に
つ
い
て
は
そ
の
く
ら
い
に
し
て
、
次
に
国
家
の
原
理
的
理
解

に
移
ろ
う
。
廣
松
は
、「
私
は
キ
ヴ
ィ
タ
ス
、
ス
タ
ト
ス
と
い
う
の
は
、
マ
ル

ク
ス
ま
で
の
概
念
を
整
理
す
る
た
め
に
使
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
自
身
と

し
て
積
極
的
に
と
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん（
121
）
」
と
断
っ
て
は
い
る
。
し
か
し

そ
う
は
い
っ
て
も
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
所
説
と
廣
松
自
身
の
そ
れ
と

を
見
分
け
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
れ
は
し
か
し
想
え
ば
廣
松
の
み
な
ら

ず
私
も
そ
う
だ
っ
た
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
な
い
し
マ
ル
ク
ス
信
奉
者
に
広
く
一

般
に
認
め
ら
れ
る
性
癖
と
云
え
よ
う
。
先
ず
自
戒
を
こ
め
て
述
べ
て
お
く
。
廣

松
は
、「
両
規
定
を
弁
証
法
的
に
止
揚
統
一
す
る
地
平
を
拓
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、

マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
特
質
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（
122
）
」「
彼
ら
（
マ
ル
ク

ス
と
エ
ン
ゲ
ル
―
柴
田
）
が
こ
れ
ら
二
系
譜
の
国
家
観
念
を
い
か
に
止
揚
統
一

し
て
い
る
か（
123
）
」
と
書
く
。
ス
タ
ト
ゥ
ス
と
キ
ヴ
ィ
タ
ス
と
の
対
立
を
止
揚
し

た
の
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
家
論
と
い
う
の
だ
が
は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う

か
。
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
遺
稿
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
は
国
家

論
を
主
に
扱
っ
て
い
な
い
が
、
廣
松
は
そ
の
中
の
『
第
一
篇
　
フ
オ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
　
唯
物
論
的
な
観
方
と
観
念
論
的
な
観
方
と
の
対
立
』
に
あ
る
国
家
論
関

係
の
所
論
を
中
心
と
し
て
、
そ
こ
に
「
散
在
す
る
当
該
の
所
説
を
総
合
的
に
再

構
成
す
る
こ
と
が
必
要（
124
）
」
と
し
て
、
次
の
四
項
目
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
私
の
看
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
次
の
四
箇
條
に
整
理
で
き
ま
す
。

一
　
幻
想
的
な
共
同
体
と
し
て
の
国
家
と
い
う
規
定

二
　
市
民
社
会
の
総
括
と
し
て
の
国
家
と
い
う
規
定

三
　
支
配
階
級
に
属
す
る
諸
個
人
の
共
同
体
と
し
て
の
国
家
と
い
う
規
定

四
　
支
配
階
級
の
支
配
機
関
と
し
て
の
国
家
と
い
う
規
定

―
―
以
上
の
四
項
目
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
同
格
的
に
並
べ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
が
、と
も
あ
れ
一
見
し
た
と
こ
ろ
必
ず
し
も
調
和
的
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
一
見
不
協
和
な
諸
提
題
を
ど
う
い
う
統
一
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

の
も
と
に
把
捉
す
る
か
、
こ
れ
が
案
件
と
な
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
と
し
て
は
、
当
の
諸
規
定
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
定
立
さ
れ

て
い
る
か
、
こ
の
こ
と
を
勘
案
し
つ
つ
ま
ず
は
当
の
提
題
そ
の
も
の
の
合
意
を

明
確
に
つ
か
む
作
業
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
う
え
で
、
統

一
的
把
捉
と
い
う
第
二
段
階
の
作
業
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
予
期
い
た

し
ま
す（
125
）。」
と
。
そ
し
て
第
一
段
階
で
の
哲
学
者
ら
し
い
複
雑
な
論
述
を
経
て

第
二
段
階
で
結
局
、
こ
の
四
項
目
は
、
一
見
不
調
和
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ

こ
に
お
け
る
「
擬
制
的
共
同
体
と
し
て
の
国
家
と
い
う
論
点
と
階
級
的
支
配
機

関
と
し
て
の
国
家
と
い
う
論
点
と
の
あ
い
だ
に
は
、
内
容
上
の
不
協
和
は
な
い

と
申
せ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う（
126
）
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
は
っ
き
り
と
は
分
ら

な
い
が
察
す
る
に
ま
た
そ
れ
が
キ
ビ
タ
ス
と
ス
タ
ト
ウ
ス
と
の
止
揚
、
統
一
と

い
う
こ
と
だ
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
廣
松
は
最
終
的
に
、
こ
の
キ
ヴ
ィ
タ

ス
と
ス
タ
ト
ス
と
の
両
側
面
の
う
ち
、
な
に
よ
り
も
ス
タ
ト
ウ
ス
の
面
を
主
要

な
も
の
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
は
、

国
家
をstatu

s
と
い
う
意
味
で
の
狭
義
の
統
治
機
構
だ
け
に
物
神
化
し
て
し
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ま
う
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
斥
け
る
と
同
時
に
、civ

itas

と
し
て
の
国
家
と
い

う
“
幻
想
的
共
同
体
”
の
普
遍
的
・
共
同
的
意
志
の
発
現
機
構
と
い
う
建
て
前

で
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
―
―
上
述
の
特
殊
利
害
と
共
同
利
害
の
弁
証
法

に
よ
っ
て
―
―
ま
さ
し
く
支
配
階
級
の
執
行
委
員
会
、
階
級
的
支
配
の
機
関
と

し
て
存
立
す
る
こ
と
を
対
自
的
に
と
ら
え
か
え
す（
127
）
」。
と
い
う
。
こ
れ
は
、
国

家
を
直
接
的
に
ス
タ
ト
ウ
ス
と
し
て
把
握
す
る
の
を
口
で
は
斥
け
な
が
ら
も
、

し
か
し
実
際
は
、
国
家
と
は
幻
想
的
共
同
体
と
い
う
キ
ヴ
ィ
タ
ス
の
皮
を
か
ぶ

っ
た
「
支
配
階
級
の
執
行
委
員
会

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
階
級
支
配
の
機
関

．
．
．
．
．
．
．

」
つ
ま
り
ス
タ
ト
ゥ
ス

で
あ
る
、
と
す
る
廣
松
本
来
の
認
識
が
露
呈
し
て
い
る
も
の
と
私
は
見
る
。
結

局
、
前
記
四
項
目
は
す
べ
て
国
家
の
第
四
規
定
「
支
配
階
級
の
支
配
機
関
と
い

う
規
定
」
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
端
諸
か
ら
結
論
へ
、
結

論
か
ら
端
諸
へ
と
い
う
往
復
運
動
が
終
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
両
規

定
の
弁
証
法
的
止
揚
で
は
な
い
。
両
規
定
の
二
重
性
が
無
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
幻
想
的
共
同
体illusorische

G
em
einschaft
に
つ
い
て
付
言
し
て

お
き
た
い
。
廣
松
の
文
献
考
証
に
よ
れ
ば
、
幻
想
的
共
同
体
と
い
う
発
想
は
、

も
と
も
と
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
曰
く
、

「
さ
し
あ
た
り
幻
想
的
と
い
う
論
点
に
関
し
て
は
お
そ
ら
く
マ
ル
ク
ス
の
イ
ニ

シ
ャ
チ
ー
ヴ
の
も
と
に
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す（
128
）
」
と
。『
ド
イ
ツ
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
』
全
体
が
主
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ー
ヴ
の
下
で
書
か
れ
た

の
を
思
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
た
だ
し
問
題
は
そ
の
“
幻
想
的
”

な
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
は
人
の
求
め
る
真
実
の
共
同
体

．
．
．
．
．
．

へ
の
反

対
論
で
は
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
国
家
は
支
配
階
級
に
と
っ
て
は
眞
実
の
共

同
体
で
あ
っ
て
、
披
支
配
的
階
級
に
と
っ
て
は
幻
想
的
共
同
体
だ
と
す
る
見
解

が
『
ド
・
イ
デ
』
に
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
共
同
社
会
に
お
い
て
初
め
て
、

人
格
的
自
由
が
可
能
に
な
る
。
従
来
の
〈
見
掛
け
上
の
〉
共
同
社
会
の
代
用
物

―
―
国
家
そ
の
他
―
―
に
お
い
て
は
、
人
格
的
自
由
は
、
支
配
階
級
の
諸
関
係

の
中
で
育
成
さ
れ
た
諸
個
人
に
と
っ
て
し
か
、
し
か
も
彼
ら
が
支
配
階
級
の
個

人
で
い
ら
れ
た
間
し
か
、
実
存
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
諸
個
人
が
そ
こ
へ
と

結
合
し
た
見
掛
け
上
の
共
同
社
会
は
、
一
階
級
が
他
階
級
に
対
抗
し
て
結
合
し

た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
被
支
配
階
級
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
幻
想
的
な
共
同
社

会
〈
で
し
か
な
か
っ
た
〉
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
新
た
な
桎
梏
で
も
あ
っ
た
。」

（
廣
松
渉
編
訳
小
林
昌
人
補
訳
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
岩
波
文
庫
二
〇

〇
二
年
、
一
七
五
頁
）。
だ
が
そ
れ
は
、
国
家
＝
支
配
階
級
の
機
関
也
と
す
る

発
想
そ
の
も
の
で
あ
る
。
以
前
私
も
全
く
同
じ
こ
と
を
書
い
て
い
た
。「
国
家

は
一
階
級
の
他
階
級
に
対
す
る
結
合
で
あ
る
か
ら
、
支
配
階
級
に
属
す
る
諸
個

人
に
と
っ
て
は
人
格
的
自
由
は
可
能
で
あ
っ
た
。
が
、
被
支
配
階
級
の
人
間
に

と
っ
て
は
、
そ
れ
は
全
く
の
幻
想
的
共
同
体

．
．
．
．
．
．
．
．
．

で
あ
り
、
桎
梏
で
し
か
な
い
」
と

（
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』
一
九
七
三
年
、
六
六
頁
）。
今
に
し
て
思
え

ば
そ
う
で
は
な
く

．
．
．
．
．
．

、国
家
＝
幻
想
的
共
同
体
と
い
う
極
め
て
す
ぐ
れ
た
発
想

．
．
．
．
．
．
．
．
．

は
、

特
定
の
一
部
分
、
被
支
配
級
に
の
み
か
か
る
の
で
は
な
く
、
支
配
階
級
を
も
含

む
国
家
全
体
に
即
す
る
も
の
と
考
え
る
。
た
だ
し
、“
幻
想
的
”
と
は
、「
非
現

実
的
な
事
を
、
夢
で
も
見
て
い
る
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
」（
新
明
解
国

語
辞
典
　
第
四
版
　
三
省
堂
　
三
八
八
頁
）
と
辞
書
に
も
あ
る
よ
う
に
、
社
会

科
学
的
概
念
と
い
う
よ
り
い
わ
ば
文
学
的

．
．
．

表
現
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
我
々
は
こ

れ
を
社
会
科
学
的
に
把
握
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
言
に
し
て
そ
れ
は
、
国

家
的
普
遍
性

．
．
．

と
階
級
的
特
殊
性

．
．
．

と
の
二
重
性
、そ
の
矛
盾
的
統
一
の
謂
で
あ
り
、

そ
れ
が
眞
実
な
ら
ざ
る
幻
想
性
の
根
拠
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
や
は
り
近
代

に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
と
の
二
重
構
造
か
ら
発
す
る
近
代
特
有
の
も
の
で
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あ
る
。
吉
本
隆
明
は
、
廣
松
の
国
家
論
を
レ
ー
ニ
ン
式
の
階
級
支
配
機
関
論
だ

と
そ
の
一
面
性
を
弱
点
と
し
て
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
（
129
）

が
、
同
時
に
吉
本
自

身
国
家
の
普
遍
性
と
階
級
性
の
問
題
に
つ
い
て
の
把
握
は
不
明
と
思
わ
れ
る
。

廣
松
も
吉
本
も
、
国
家
の
普
遍
性
と
特
殊
性
（
階
級
性
）
と
の
二
重
性
の
把
握

に
は
遠
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
第
三
節

国
家
と
市
民
社
会
の
弁
証
法
の
中
で
扱
う
。

も
う
一
つ
、
廣
松
は
ま
た
国
家
を
、「
運
命
共
同
体（
130
）
」
と
い
さ
さ
か
古
風
な

表
現
を
用
い
て
驚
ろ
か
せ
る
。
な
る
ほ
ど
私
は
例
え
ば
大
熊
信
行
の
次
の
名
文

章
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。「
わ
た
し
が
国
家
を
見
る
に
際
し
て
は
、
ま
ず

も
っ
て
現
に
経
験
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
見
る
。
現
実
の
経
験
を
超
え

て
、
な
に
か
本
質
的
な
も
の
、
理
念
的
な
も
の
を
、
自
己
の
「
信
念
」
と
し
て

残
す
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
。
人
間
の
理
想
に
は
、
国
家
を
超
越
し
た
も
の
が
あ

る
。
し
か
も
現
実
に
は
、
人
間
が
直
接
に
奉
仕
献
身
す
べ
き
も
の
は
、
国
家
以

外
に
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
国
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
事
情
は
お
な
じ
で
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
が
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
拘
束
が

生
け
る
者
の
運
命
だ
っ
た
。
人
間
は
ど
こ
か
の
国
に
属
し
、
し
か
も
一
定
の
国

に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
自
由
意
志
の
結
果
で
は
な
い
。
少
く

と
も
わ
れ
わ
れ
が
、
日
本
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志

か
ら
独
立
し
た
事
実
で
あ
る
。
人
間
は
、
み
ず
か
ら
の
人
間
と
し
て
の
存
在
を

自
覚
す
る
や
い
な
や
、
そ
の
存
在
の
仕
方
の
運
命
的
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
な

い
わ
け
に
い
か
な
い
。
こ
こ
に
日
本
の
武
力
行
動
に
対
し
て
、
徹
底
的
に
反
対

だ
っ
た
日
本
人
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
人
間
は
捕
縛
さ
れ
、
投
獄
さ
れ
た
と
す

る
。
も
し
く
は
そ
の
思
想
を
秘
め
て
い
た
た
め
に
、
事
な
き
を
え
た
と
す
る
。

し
か
し
戦
争
の
災
禍
は
、
決
し
て
こ
れ
ら
の
人
間
を
、
除
外
し
て
通
り
去
る
の

で
は
な
い
。
敗
戦
に
と
も
な
う
国
民
的
負
担
の
重
圧
が
、
そ
の
肩
に
だ
け
は
か

か
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
国
家
と
い
う
社
会
集
団
の
な
か
に
生
ま
れ
、
そ
し
て

そ
の
な
か
に
生
き
る
こ
と
は
、
決
定
的
に
運
命
的
で
あ
る
。
人
々
が
連
帯
感
を

も
つ
か
、
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ま
さ
に
連
帯
の
責
任
に
お
い
て
、
現

実
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
の
が
、
国
民
で
あ
る
。
国
家
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る

の
か
。わ
れ
わ
れ
が
こ
の
絶
対
的
な
運
命
か
ら
ま
ぬ
か
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

善
で
あ
る
の
か
、
不
善
で
あ
る
の
か
。

わ
れ
わ
れ
の
最
も
善
良
な
意
志
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
と
か
祖
国
と
か
い
う
言

葉
で
、
何
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
と
い
う
観
念
の
枠
の

な
か
に
、
国
家
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
諸
要
素
を
、
た
と
え
ば
国
家
が
滅
び
て
も

な
お
滅
び
る
こ
と
の
な
い
、
生
活
的
な
、
社
会
的
な
自
然
的
な
諸
要
素
を
、
ふ

く
め
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
思
考
の
自
由
を

え
て
い
る
の
な
ら
ば
、
終
戦
こ
の
か
た
、
天
皇
制
の
存
廃
と
い
う
よ
う
な
一
問

題
に
、
跼
蹐
し
て
お
ら
れ
た
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
大
敗
戦
そ
の
も
の
の
た

だ
な
か
で
、
最
初
に
自
問
自
答
す
べ
き
こ
と
は
、『
国
家
と
は
な
に
か
』
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
戦
争
行
為
の
単
位
と
し
て
の
国
家
と
い
う
も
の
の
実
体
は
な

に
か
、
と
い
う
一
問
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
、
抑
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
も
し
も
哲
学
が
、
現
実
か
ら
離

れ
て
よ
い
も
の
で
な
く
、
現
実
そ
の
も
の
を
、
無
制
限
に
根
本
的
な
仕
方
で
問

い
つ
め
る
精
神
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
が
、
そ
の
精
神
に
触
れ
な
い
で

す
む
と
い
う
の
は
、
奇
妙
な
こ
と
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
大
熊
信
行

『
国
家
悪
』
論
創
社
一
九
八
一
年
、
五
一
―
五
二
頁
）。
あ
の
戦
争
中
我
々
大
多

数
の
日
本
人
は
大
人
も
子
供
も
旗
を
振
っ
て
出
征
兵
士
を
戦
地
に
送
っ
た
。
ま

た
私
は
、
未
だ
春
秋
に
富
む
若
き
身
を
特
攻
と
し
て
死
地
に
追
い
や
ら
れ
た
幾
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多
の
若
人
達
（
私
の
旧
制
中
学
の
親
友
も
そ
の
一
人
）
の
心
情
を
切
に
想
う
。

そ
の
意
味
で
は
国
家
は
確
か
に
運
命
共
同
体
的
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
運
命
共
同

体
な
ど
と
い
う
概
念
化
か
ら
は
、
国
家
を
止
揚
す
る
と
い
う
方
向
性
は
出
て
来

ま
い
。
丸
山
眞
男
の
宿
命
と
ほ
ヾ
同
じ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
本
来
廣
松
は
国
家

を
す
べ
て
運
命
共
同
体
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
暴
力
革
命
に
よ
る
打
倒

の
対
象
と
し
て
の
支
配
階
級
の
支
配
機
関
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
で
は
あ

る
。
し
か
し
そ
う
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
運
命
．
．

共
同
体
な
ど
と
い
う

用
語
は
不
適
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
と
え
彼
が
、
国
家
の
幻
想
性
が
「
一
定

の
共
同
性
に
客
観
的
基
礎
を
も
つ
も
の（
131
）
」
と
考
え
て
い
る
と
は
い
え
。
そ
れ
．
．

と
も
．
．

廣
松
に
と
っ
て
国
家
の
普
遍
性
す
な
わ
ち
彼
の
所
謂
キ
ヴ
ィ
タ
ス
は
、
運

命
共
同
体
と
い
う
重
い
表
現
を
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
重
大
な
意
味
を
有
す
る

も
の
だ
っ
た
の
か
。
も
し
然
り
と
す
る
な
ら
ば
彼
は
そ
の
重
さ
に
相
当
す
る
に

足
る
だ
け
の
十
分
な
国
家
理
論
を
提
供
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
上

述
の
廣
松
の
国
家
観
か
ら
は
望
み
得
べ
く
も
な
い
。

〔
註
〕廣

松
渉
『
今
こ
そ
マ
ル
ク
ス
を
読
み
返
す
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
六
年
、

一
六
七
頁
）。

廣
松
渉
『
唯
物
史
観
の
原
像
』（
三
一
新
書
、
一
九
八
八
年
、
一
四
八
頁
）。

拙
著
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』（
現
代
評
論
社
、
一
九
七
三
年
、
七
一
頁
）。

熊
野
純
彦
『
戦
後
思
想
の
一
断
面
―
哲
学
者
廣
松
渉
の
軌
跡
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出

版
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
六
頁
）。

津
田
道
夫
・
廣
松
渉
・
竹
内
芳
郎
「
近
代
政
治
思
想
と
マ
ル
ク
ス
の
国
家
論
」

（『
国
家
論
研
究
』no.6

、
一
九
七
五
年
、
論
創
社
、
八
八
頁
）。

廣
松
渉
・
津
田
道
夫
・
柴
田
高
好
「
マ
ル
ク
ス
国
家
論
の
根
本
問
題
」（『
国

家
論
研
究
』no.19

、
一
九
八
〇
年
、
論
創
社
、
一
頁
）。

山
本
耕
一
「
廣
松
渉
と
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
新
地
平
」（『
廣
松
渉
を
読
む
』

情
況
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
四
二
頁
）。

か
か
る
過
褒
の
う
ら
．
．

に
は
前
提
条
件
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
山
本
は
云
う
。「
こ
の

よ
う
な
評
価
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
廣
松
の
両
者
の
い
ず

れ
に
つ
い
て
も
極
端
な
誤
読
が
お
こ
な
わ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
条
件
に
し
て
い

る
」（
前
掲
、
同
頁
）
と
。
し
か
し
、
そ
の
所
謂
「
極
端
な
誤
読
」
で
あ
る
か
ど

う
か
を
判
定
す
る
の
は
一
体
誰
で
あ
ろ
う
か
。
廣
松
自
身
は
そ
の
よ
う
な
「
前

提
条
件
」
を
付
す
る
こ
と
を
良
し
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
万
人
の
自
由
な
理
解
、

解
釈
に
ま
か
す
べ
き
な
の
だ
。
論
者
が
そ
れ
を
誤
読
だ
と
批
判
す
る
の
は
全
く

自
由
で
あ
る
。
だ
が
、
一
般
に
そ
の
よ
う
な
「
前
提
条
件
」
は
不
要
で
あ
り
、

む
し
ろ
、
廣
松
の
理
解
に
と
っ
て
も
有
害
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

廣
松
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
路
』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
四
年
、
二
一
六
頁
）。

仝
　
二
一
三
頁
。

仝
　
二
一
七
頁
。

廣
松
『
唯
物
史
観
と
国
家
論
』（
論
創
社
、
一
九
八
二
年
、
二
二
一
頁
）。

廣
松
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
路
』
二
〇
七
頁
。

仝
　
二
一
三
頁
。

廣
松
『
マ
ル
ク
ス
根
本
意
想
は
何
で
あ
っ
た
か
』（
情
況
出
版
、
一
九
九
四
年
、

一
六
三
頁
）。

仝
　
一
六
四
頁
。

拙
著
『
近
代
自
然
性
国
家
理
論
の
系
譜
』（
論
争
社
、
一
九
八
六
年
、
一
九
三
頁
）。

カ
ン
ト
の
国
家
論
全
体
に
つ
い
て
は
、
仝
上
拙
書
「
第
Ⅳ
部
カ
ン
ト
の
国
家
論
」

（
一
三
五
―
二
〇
二
頁
）
の
参
照
を
ね
が
う
。

仝
　
一
五
四
頁
。

仝
　
一
五
七
頁
。

仝
　
一
六
八
頁
。
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仝
　
一
七
三
―
一
七
四
頁
。

『
丸
山
眞
男
集
』
第
六
巻
、
一
〇
一
頁
。

仝
　
一
〇
二
頁
。

丸
山
の
こ
の
プ
ラ
ズ
マ
チ
ズ
ム
的
な
機
能
主
義
的
把
握
に
学
び
つ
つ
も
、
そ
う

で
は
な
く
、
権
力
の
実
体
性
と
関
係
性
の
二
重
性
、
弁
証
法
性
を
私
は
説
い
た

（
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
序
説
』
二
八
三
頁
参
照
）。

廣
松
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
路
』
二
一
一
―
二
一
二
頁
。

仝
　
二
一
二
―
二
一
三
頁
。

廣
松
『
唯
物
史
観
の
原
像
』（
三
一
新
書
、
一
五
〇
頁
）。

廣
松
、
前
掲
『
唯
物
史
観
の
国
家
論
』（
二
二
二
頁
）。

『
新
明
解
国
語
辞
典
　
第
四
版
』（
三
省
堂
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
四
頁
）。

拙
著
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』（
現
代
評
論
社
、
一
九
七
三
年
、
一
一
六
頁
）。

廣
松
、
前
掲
『
唯
物
史
観
の
原
像
』
一
〇
六
頁
。

廣
松
『
世
界
の
共
同
主
観
的
存
在
構
造
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
、

一
九
三
頁
）。

廣
松
「
マ
ル
ク
ス
の
視
力
―
『
ル
ソ
ー
・
ノ
ー
ト
』
に
寄
せ
て
」（
情
況
出
版
社

『
新
・
廣
松
渉
と
読
む
』
二
〇
〇
〇
年
、
八
頁
）。

拙
著
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』
五
七
頁
。

廣
松
、
前
掲
「
マ
ル
ク
ス
の
視
力
」
二
三
頁
。

仝
　
三
六
―
三
七
頁
。

仝
　
二
四
頁
。

た
だ
し
本
文
で
前
述
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
廣
松
は
、
二
重
化
と
二
元
化
と

を
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
。「
公
民
と
市
民
と
へ
の
二
元
化
と
い
う
矛
盾
性
」

（
仝
　
三
一
―
三
二
頁
）「『
政
治
的
解
放
』
は
『
公
民
』
と
『
市
民
』
と
の
二
元

化
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
元
化
の
止
揚
た
る
『
人
間
的
解
放
』」

（
仝
　
三
一
頁
）
と
。

仝
　
三
六
頁
。

廣
松
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
成
立
過
程
』（
至
誠
堂
、
一
九
七
一
年
、
八
一
頁
）。

仝
　
一
〇
八
頁
。

仝
　
九
五
頁
。

仝
　
九
八
頁
。

廣
松
『
エ
ン
ゲ
ル
ス
論
』（
盛
田
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
二
四
三
頁
）。

仝
　
二
四
四
頁
。

仝
　
二
六
二
―
二
六
三
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
成
立
過
程
』
一
〇
二
頁
。

註
（
５
）（
６
）
に
あ
る
「
国
家
論
研
究
」no.6

で
の
津
田
・
廣
松
・
柴
田
三
人

の
対
談
の
中
で
、
柴
田
が
「
残
念
な
こ
と
に
、
廣
松
さ
ん
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
主
導

説
に
傾
か
れ
て
い
る
」（
三
二
頁
）
と
云
っ
た
の
に
、
廣
松
が
「
思
い
が
け
な
い

ほ
ど
の
誤
解
が
あ
る
よ
う
で
、
一
つ
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
私
の
エ
ン

ゲ
ル
ス
主
導
説
と
い
う
の
は
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
関
す
る
話
で
あ

っ
て
、
―
―
幾
つ
か
の
方
面
で
初
期
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
先
導
と
い
う
こ

と
は
別
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
思
想
形
成
の
初
期
的
過
程
で
の
話
し
で
あ
り

―
―
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
全
体
に
つ
い
て
の
こ
と
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
」
と
反
論
し
て
い
る
（
仝
三
三
頁
）。
柴
田
も
「
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
は

っ
き
り
し
て
お
き
た
い
と
思
う
ま
す
」（
仝
）
と
応
じ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義

全
体
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
な
し
に
は
語
り
え
ず
、
存
立
も
し
な
い
こ

と
に
疑
を
抱
く
者
は
一
人
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
『
資
本
論
』
の
根
底
に
あ
る

と
こ
ろ
の
唯
物
史
観
そ
の
も
の
に
つ
い
て
廣
松
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
主
導
・
先
行

を
力
説
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
思
想
形
成
の
初

期
に
属
す
る
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
廣
松
自
身
げ
ん
に
後
期
マ
ル
ク
ス
の

い
わ
ゆ
る
唯
物
史
観
公
式
が
「
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
のU

rtext

の
う

ち
に
現
わ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
（
註
（
51
）
参
照
）。
吉
本
隆
明
は
、

「
こ
れ
は
僕
の
カ
ン
な
の
で
す
が
、
廣
松
さ
ん
の
考
え
方
に
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
影

響
が
と
て
も
強
い
の
で
は
な
い
か
、
マ
ル
ク
ス
的
と
い
う
よ
り
も
エ
ン
ゲ
ル
ス

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

三
四
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的
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
…
…
廣
松
さ
ん
は
エ
ン
ゲ
ル

ス
の
影
響
を
と
て
も
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
弱
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」（
吉

本
隆
明
「
廣
松
渉
の
国
家
論
・
唯
物
史
観
」
情
況
出
版
『
廣
松
渉
を
読
む
』
一

九
八
六
年
、
六
〇
―
六
一
頁
）
と
云
っ
て
い
る
。
あ
る
論
者
は
廣
松
を
エ
ン
ゲ

ル
ス
主
義
者
と
す
ら
呼
ん
で
い
る
。（
阿
部
久
「
物
象
化
論
の
地
平
と
は
」（
片

桐
悠
編
『
廣
松
渉
の
国
家
論
』
こ
け
し
書
房
、
一
九
九
三
年
、
四
〇
頁
）。
ち
み

な
に
廣
松
の
母
堂
「
禮
子
は
戦
前
い
わ
ゆ
る
『
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
ガ
ー
ル
』
で
あ

っ
た
」（
熊
野
純
彦
、
前
掲
『
戦
後
思
想
の
一
断
面
』
一
九
頁
）
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
れ
と
廣
松
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
寄
り
と
の
か
か
わ
り
は
不
明
で
あ
る
。

前
掲
、
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』
五
七
―
五
九
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
エ
ン
ゲ
ル
ス
論
』
三
〇
一
頁
。

"Indeed,
E
ngels

appears
to
have

considered
the
early

w
ritings

to

be
of
rather

lim
ited

significans.
E
ven

w
here

their
content

w
as
of

som
e
interest,

he
m
aintained

that
the
'sem
i-H
egelian

language'
of

w
orks

from
this

period
w
as
'untrauslatable'

and-even
in
the
origi-

nal
G
erm
an

―had
lost

'the
greater

part
of
its
m
eaning'.

H
e
resis-

ted
proporals

for
a
F
rench

translation
of
the
'K
ritik

;
E
inleitung',

an
d
d
ism
issed

th
e
lan
g
u
ag
e
of
th
e
'B
riefw

ech
sel
v
on
1853'

as

in
com

p
reh
en
sib
le."

（D
sv
id
L
eop
old
;
T
h
e
Y
ou
n
g
K
arl
M
arx
,

C
am
bridge

U
.P
.2007

P
.3

）

ち
な
み
に
著
者
の
レ
オ
ボ
ル
ド
は
、
現
在
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
で
政
治
理
論
を
教
授
し
て
い
る
が
、
本
書
の
終
り
で
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い

る
。

「
私
は
、
全
体
と
し
て
マ
ル
ク
ス
に
の
め
り
込
ん
だ
り
、
反
対
に
マ
ル
ク
ス
を

頭
か
ら
拒
否
し
た
り
し
な
い
、
新
し
い
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
読
者
に
語
り
か

け
る
。
こ
の
本
は
、
現
代
市
民
社
会
の
中
で
の
個
々
人
の
運
命
、
近
代
政
治
生

活
の
諸
業
績
と
失
敗
お
よ
び
未
だ
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
人
類
の
繁
栄
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
若
き
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
諸
々
の
議
論
は
洞
察
力
と
啓
発
に

充
ち
充
ち
て
い
る
と
い
う
、
私
の
確
信
に
基
い
て
い
る
。
初
期
マ
ル
ク
ス
の
作

品
は
、
現
代
の
読
者
達
に
関
連
す
る
一
連
の
重
要
で
複
雑
な
論
点
に
た
ず
さ
わ

る
強
く
想
像
力
の
あ
る
知
性
に
、
刺
激
的
で
非
凡
な
眺
望
を
与
え
る
。
も
し

我
々
が
そ
の
初
期
作
品
に
オ
ー
プ
ン
で
批
判
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
か
ら
学
ぶ
で
あ
ろ
う
無
数
の
道
が
あ
る
の
だ
」（ibid,

p.
297

）
と
。
ま
こ

と
に
同
感
と
い
う
外
は
な
い
。

註
（
７
）（
８
）
に
前
掲
の
『
国
家
論
研
究
』no.19

、
論
創
社
、
五
五
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
唯
物
史
観
と
国
家
論
』
二
一
七
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
の
根
本
意
想
は
何
で
あ
っ
た
か
』
四
三
頁
。

仝
　
四
三
―
四
四
頁
。

仝
　
四
一
頁
。

と
り
あ
え
ず
、
拙
著
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
国
家
論
入
門
』
一
一
四
―
一
二
〇
頁

参
照
。

仝
　
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
の
根
本
意
想
は
何
で
あ
っ
た
か
』
五
一
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
唯
物
史
観
と
国
家
論
』
二
二
一
頁
。

仝
　
二
一
七
頁
。

前
掲
、「
国
家
論
研
究
」no.19

、
論
創
社
、
五
五
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
唯
物
史
観
と
国
家
論
』
二
三
二
頁
。

前
掲
「
国
家
論
研
究
」no.19

三
三
―
三
四
頁
、「
国
家
論
研
究
」no.6

九
〇
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
エ
ン
ゲ
ル
ス
論
』
二
四
六
頁
。

仝
　
二
四
七
頁
。
二
四
八
頁
。

仝
　
二
五
六
頁
。

廣
松
、
前
掲
、
註
（
37
）
の
「
マ
ル
ク
ス
の
視
力
―
『
ル
ソ
ー
・
ノ
ー
ト
』
に

寄
せ
て
」
八
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
エ
ン
ゲ
ル
ス
論
』
二
四
七
頁
。
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廣
松
、
前
掲
『
唯
物
史
観
と
国
家
論
』
二
二
八
頁
。

仝
　
二
二
九
頁
。

廣
松
、
前
掲
『
今
こ
そ
マ
ル
ク
ス
を
読
み
返
す
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
三
四

頁
）。

廣
松
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
路
』
二
一
五
頁
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
「
権
威
に
つ
い
て
」（『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
18
、
大

月
書
店
、
一
九
七
一
年
、
三
〇
四
頁
）。

L
assw

ell
&
K
aplan,P

ow
er
and
Society,

一
一
三
頁
。

D
.E
aston;T

he
P
erception

of
A
uthority

and
P
olitical

C
hange

（C
.J.

F
riedrich

（ed.

）A
uthority

）

同
一
八
〇
―
一
八
一
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