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た
。
こ
こ
で
は
改
め
て
そ
の
原
理
的
考
察
を
試
み
る
。
こ
の
場
合
ヘ
ー
ゲ
ル
に

対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
国
家
と
市
民
社
会
の
批
判
的
把
握
が
最
も
重
要
と
な
る
。

若
き
マ
ル
ク
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
批
判
こ
そ
は
、
な
に
よ
り
も
私
の
学
的
原

点
、
私
の
政
治
学
的
端
緒
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
拙
著

『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
理
論
』（
一
九
八
六
年
）
で
展
開
し
た
。
故
に
、
今
は
主
に

簡
潔
に
そ
れ
か
ら
の
重
要
か
つ
不
可
欠
な
部
分
の
抜
粋
、
引
用
に
止
め
た
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
哲
学
』G

rundlinien
der
P
hilosophie

des
R
echts

は

周
知
の
通
り
、〈
家
族
・
市
民
社
会
・
国
家
〉
の
ト
リ
ア
ー
デ
か
ら
成
る
が
、

こ
こ
で
は
家
族
を
除
き
国
家
と
市
民
社
会
の
考
察
に
絞
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い

て
市
民
社
会
は
一
言
に
し
て
人
倫
の
喪
失
態
、
国
家
は
逆
に
人
倫
の
現
実
態
で

あ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
混
同
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
国
家
は
市
民
社
会
の
内

的
矛
盾
を
止
揚
し
た
ヨ
リ
高
次
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
市
民
社
会
の
内
的
矛

盾
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
欲
求
の
体
系
と
全
面
的
依
存
性

の
体
系
、前
者
の
特
殊
性
と
後
者
の
普
遍
性
と
の
矛
盾
・
対
立
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
矛
盾
的
統
一
が
近
代
市
民
社
会
固
有
の
弁
証
法
を
な
す（

1
）

。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
こ
の
市
民
社
会
の
典
型
・
代
表
を
北
ア
メ
リ
カ
に
見
た
。
と
こ
ろ
で
甚

だ
煩
ら
わ
し
い
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
に
は
実
は
二
つ
あ
る
の
だ
。
一
つ
は

理
性
国
家
、
も
う
一
つ
は
悟
性
国
家
な
い
し
外
的
国
家
で
あ
る
。
理
性
国
家
は

人
倫
の
現
実
態
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
本
来
の
国
家
で
あ
る
。
対
し
て
悟
性
国
家

と
は
、
ヨ
リ
低
次
の
市
民
社
会
レ
ベ
ル
の
国
家
を
指
す（

2
）

。
こ
の
二
つ
の
国
家

は
間
々
極
め
て
混
同
さ
れ
易
く
、
十
分
な
留
意
が
肝
要
で
あ
る
。
更
に
注
意
す

べ
き
は
、
理
性
国
家
で
は
な
く

、
、
、
、

悟
性
国
家
こ
そ
が
、
今
日
我
々
が
近
代
国
家
と

称
し
て
い
る
普
通
の
国
家
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ

ル
は
な
に
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
の
国
家
が
そ
の
最
も
代
表
的
存
在
と
記
し
て
い
る（

3
）

。

従
っ
て
我
々
に
は
さ
し
あ
た
り
こ
の
市
民
社
会
レ
ベ
ル
で
の
悟
性
国
家
、
そ
こ

で
の
国
家
と
市
民
社
会
の
関
係
が
最
も
問
題
と
な
る
。
私
見
に
依
れ
ば
、
ま
ず

国
家
と
市
民
社
会
と
の
形
式
的
関
係

、
、
、
、
、

で
は
、（
１
）
市
民
社
会
全
体
を
即
国
家

と
す
る
、（
２
）
市
民
社
会
の
中
で
の
全
面
的
依
存
性
の
体
系
の
み
を
国
家
と

す
る
、（
３
）
欲
求
の
体
系
を
市
民
社
会
（
狭
義
）
に
、
全
面
的
依
存
性
の
体

系
を
国
家
と
す
る
、
の
三
通
り
が
あ
る
。
そ
し
て
内
容
的

、
、
、

に
は
、
形
式
的
関
係

の
最
後
の
（
３
）
に
お
け
る
、
欲
求
の
体
系
＝
市
民
社
会
と
全
面
的
依
存
性
の

体
系
＝
国
家
と
の
関
係
が
、
前
述
し
た
矛
盾
的
統
一
と
し
て
の
弁
証
法
的
構
造

を
な
す
も
の
と
私
は
理
解
す
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
近
代
に
お
け
る
国
家
と
市
民

社
会
の
弁
証
法
的
把
握
の
い
わ
ば
ル
ー
ツ
乃
至
原
型
が
あ
る（

4
）

。

さ
て
人
倫S

ittlich
k
eit

と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
普
遍
性
を
第
一
と
し

そ
の
普
遍
性
と
特
殊
性
と
の
絶
対
的
合
一
を
云
う（

5
）

。
従
っ
て
特
殊
性
を
第
一

と
し
そ
れ
と
普
遍
性
と
が
対
立
し
つ
つ
矛
盾
的
に
統
一
し
て
い
る
市
民
社
会

は
、
人
倫
態
に
非
ず
し
て
人
倫
の
喪
失
態
だ
と
さ
れ
る（

6
）

。
そ
の
最
も
端
的
で

具
体
的
な
例
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
ペ
ー
ベ
ルP

öb
el

（rab
b
le

）
の
輩
出
で
あ

る
。「

ペ
ー
ベ
ルP

öb
el

と
は
な
に
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。『
大
衆
が
社
会
の

メ
ン
バ
ー
に
必
要
な
生
計
様
式
と
し
て
お
の
ず
か
ら
調
整
さ
れ
る
一
定
の
水
準

の
様
式
以
下
に
低
下
す
る
と
、
そ
し
て
同
時
に
自
分
自
身
の
活
動
と
労
働
と
に

よ
っ
て
生
活
を
維
持
す
る
権
利
、
正
義
お
よ
び
誇
り
の
感
情
を
失
う
よ
う
に
な

る
と
、
ペ
ー
ベ
ル

、
、
、
、

が
生
み
出
さ
れ
る
』（
§
244
）、『
貧
困
そ
の
も
の
は
だ
れ
を

も
ペ
ー
ベ
ル
に
は
し
な
い
。
ペ
ー
ベ
ル
は
、
貧
困
と
結
び
つ
い
た
心
的
態
度
や

富
者
、
社
会
お
よ
び
政
府
な
ど
に
対
す
る
内
心
の
反
抗
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
規

定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
さ
ら
に
偶
然
に
頼
る
人
間
は
軽
佻
で
労
働
を
き
ら
う
よ
う
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に
な
る
と
い
う
こ
と
が
結
び
つ
く
。
た
と
え
ば
ナ
ポ
リ
の
乞
食
の
よ
う
に
』

（
§
244
Zu
）
と
。
貧
困
が
ペ
ー
ベ
ル
発
生
の
最
大
原
因
だ
と
し
て
も
、
す
べ
て

の
貧
民
が
た
だ
ち
に
ペ
ー
ベ
ル
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ペ
ー
ベ
ル
は
、
第
一

に
、
貧
民
の
う
ち
、
金
持
、
社
会
、
さ
ら
に
政
治
に
対
し
て
内
心
の
憎
悪
を
抱

き
、『
政
府
の
側
に
悪
意
ま
た
は
民
衆
よ
り
も
善
く
な
い
意
志
が
あ
る
と
前
提

し
、
一
般
に
否
定
的
な
立
場
に
属
す
る
』（
§
301
）
も
の
、
つ
ま
り
強
い
反
体

制
的
心
情
、
心
術
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
『
自
分
の
労
働
に
よ
っ
て

自
分
の
生
計
を
見
い
だ
す
と
い
う
誇
り
を
も
た
な
い
の
に
、
権
利
と
し
て
そ
の

生
計
を
要
求
す
る
悪
弊
』（
§
244
Zu
）
に
陥
っ
て
い
る
も
の
、
労
働
ぎ
ら
い
の

心
術
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ペ
ー
ベ
ル
は
、
権
利
主
体
、

欲
求
主
体
、
そ
し
て
労
働
主
体
と
し
て
の
市
民
社
会
的
人
間
と
し
て
の
範
疇
を

大
き
く
ふ
み
は
ず
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
市
民→
貧
民→

ペ
ー
ベ
ル
と
い
う

こ
の
流
れ
の
増
大
は
、
市
民
社
会
自
体
の
存
亡
、
そ
の
解
体
に
か
か
わ
る
由
々

し
き
脅
威
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い（

7
）

」。

「
だ
が
、
で
は
、
世
の
公
権
力
に
よ
る
救
貧
対
策
、
救
貧
行
政
の
効
果
と
結

果
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
次
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
あ

ま
り
に
も
有
名
な
叙
述
で
あ
る
。『
も
し
貧
困
に
瀕
し
た
大
衆
を
彼
ら
の
正
常

な
生
活
様
式
の
境
遇
に
保
つ
べ
き
直
接
の
負
担
が
、
金
持
の
ほ
う
の
階
級
に
課

せ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の
直
接
の
手
段
が
、
他
の
公
の
所
有
（
富

裕
な
病
院
、
慈
善
施
設
、
僧
院
）
の
な
か
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
困
窮
者
の
生
計

は
労
働
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
市
民
社
会
の
原
理
に
、
す
な
わ
ち
市
民
社
会
を
構
成

し
て
い
る
諸
個
人
の
自
立
と
自
尊
の
念
と
い
う
原
理
に
背
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

と
も
困
窮
者
の
生
計
が
労
働
力
に
よ
っ
て
（
労
働
へ
の
機
会
に
よ
っ
て
）
媒
介

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
生
産
の
量
は
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が

禍
は
ま
さ
に
、
生
産
の
過
剰
お
よ
び
（
彼
ら
自
身
ま
た
生
産
者
で
も
あ
る
と
こ

ろ
の
）
そ
れ
に
比
例
す
る
消
費
者
の
数
の
不
足
の
な
か
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
禍
は
上
述
の
二
つ
の
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
っ
て
も
増
大
す
る
ば
か
り
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
富
の
過
剰

、
、
、
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
市
民
社
会
が
十
分
に
富
裕
で
は
な

、
、
、
、
、
、
、
、

い、
と
い
う
現
象
、
換
言
す
れ
ば
、
市
民
社
会
は
そ
の
固
有
の
財
産
を
も
っ
て
し

て
も
、
貧
困
の
過
剰
と
ペ
ー
ベ
ル
の
発
生
と
を
防
止
す
る
に
は
十
分
に
富
ん
で

い
な
い
こ
と
が
表
面
化
す
る
の
で
あ
る
』（
§
245
）。
特
殊
的
欲
求
の
体
系
に
お

け
る
、
一
方
の
奢
侈
の
増
大
と
他
方
の
窮
乏
の
増
大
、
両
者
の
紛
糾
状
態
、
そ

こ
か
ら
す
る
ペ
ー
ベ
ル
の
発
生
、
そ
し
て
ま
さ
に
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
は
ず

の
全
面
的
依
存
性
の
体
系
、
普
遍
的
公
権
力
に
よ
る
行
政
の
重
要
な
一
環
た
る

救
貧
行
政
が
、
な
ん
と
結
局
は
、
一
方
に
お
け
る
富
の
過
剰Ü

berm
a
e
des

R
eich
tu
m
s

と
他
方
に
お
け
る
貧
困
の
過
剰Ü

b
erm
a
e
d
er
A
rm
u
t

と
の

矛
盾
対
立
を
解
決
で
き
ず
、
ペ
ー
ベ
ル
そ
の
も
の
の
出
現
を
も
ま
っ
た
く
防
ぎ

え
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
こ
れ
ら
の
現
象
は
大
規
模
に
は
、
イ
ギ
リ
ス

、
、
、
、

の
例
を
研
究
す
れ
ば
、
も
っ

と
詳
細
に
い
え
ば
、
救
貧
税
、
無
数
の
慈
善
施
設
、
ま
た
同
様
に
無
際
限
の
私

的
慈
善
事
業
が
も
た
ら
し
た
諸
結
果
、
と
り
わ
け
同
時
に
職
業
団
体
の
廃
止
が

も
た
ら
し
た
諸
結
果
を
研
究
す
れ
ば
わ
か
る
。
イ
ギ
リ
ス
（
と
く
に
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
）
で
は
、
貧
民
に
対
す
る
、
と
く
に
社
会
の
主
観
的
土
台
で
あ
る
恥
と

誇
り
の
念
の
放
棄
に
対
す
る
、
そ
し
て
ペ
ー
ベ
ル
発
生
の
根
源
で
あ
る
怠
惰
、

浪
費
な
ど
に
対
す
る
、
も
っ
と
も
直
接
的
な
手
段
は
、
貧
民
を
そ
の
運
命
に
ま

か
せ
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
乞
食
せ
よ
と
命
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
実
験

ず
み
な
の
で
あ
る
』（
§
245
）。
貧
民
―
ペ
ー
ベ
ル
対
策
と
し
て
、
な
に
も
せ
ず
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に
彼
ら
を
た
だ
の
運
命
に
ま
か
せ
、
大
道
で
乞
食
を
せ
よ
と
命
ず
る
こ
と
だ
け

が
、
も
っ
と
も
直
接
的
な
効
果
策
で
あ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
皮
肉
な
言

葉
ほ
ど
、
行
政
、
救
貧
行
政
の
根
元
的
無
力
性
、
無
効
性
を
あ
ら
わ
に
し
て
い

る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
貧
富
の
対
立
、
相
当
な
経
済
的
不
平
等

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
業
の
発
達
と
生
産
の
増
大
が
、
社
会
の
最
下
層
の
者
ま

で
を
も
十
分
に
潤
す
一
般
的
富
裕
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
し
た
、
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
楽
観
的
な
市
民
社
会
観
と
な
ん
と
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
か（

8
）

」。
し
か
し

こ
の
「
も
っ
と
も
肝
腎
な
貧
民
―
ペ
ー
ベ
ル
問
題
に
対
し
て
、
行
政
は
ま
っ
た

く
の
無
力
を
さ
ら
け
出
し
た
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
は
こ
れ
を
放
置
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
腕
を
拱
い
て

放
置
し
て
お
け
ば
、
貧
民
―
ペ
ー
ベ
ル
が
い
か
な
る
社
会
的
政
治
的
行
動
に
出

る
か
ま
っ
た
く
予
測
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
市
民
社
会
と
そ
の
原

理
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
、
挑
戦
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
行
政
が
も
と
も
と
不
可
避
、
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
要
請
も
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
や
そ
の
行
政
も
不
十
分
で
あ
り
、
な
ん

の
役
に
も
立
た
な
い
と
い
う
危
機
的
事
態
に
立
ち
い
た
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
、

市
民
社
会
は
さ
ら
に
ど
う
す
べ
き
か
、
な
に
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
市
民

社
会
に
と
っ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
こ
そ
は
ま
さ
に
核
心
的
大

問
題
で
あ
っ
た（

9
）

」。

こ
こ
に
至
り
市
民
社
会
自
身
己
れ
が
人
倫
の
喪
失
態
た
る
そ
の
所
以
と
根
因

を
深
く
省
み
、
自
己
を
否
定
・
止
揚
し
て
人
倫
の
現
実
態
た
る
ヨ
リ
高
次
の
レ

ベ
ル
の
国
家
、
理
性
国
家
に
移
行
す
る
外
に
途
は
無
い
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
思
考

し
た
。
そ
の
移
行
過
程
に
お
い
て
、
市
民
社
会
は
利
己
的
な
欲
求
の
体
系
を
も

部
分
的
な
人
倫
的
存
在
と
し
て
の
階
層（

10
）

に
改
変
し
て
ゆ
く
。
こ
の
諸
階
層

S
tän
d
e

は
、
農
民
階
層
、
商
工
業
階
層
と
そ
の
組
織
化
と
し
て
の
職
業
団
体

K
orp
oration

（corp
oration

）
及
び
普
遍
的
階
層
と
し
て
公
務
員
・
官
僚
の

三
者
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
夫
々
の
階
層
内
に
あ
っ
て
は
、
各
人
は
自
ら
の
特

殊
性
を
そ
の
所
属
す
る
階
層
の
普
遍
性
に
合
致
せ
し
め
、
そ
の
一
点
で
は
市
民

社
会
は
人
倫
的
存
在
に
一
歩
近
づ
く
。
だ
が
そ
の
人
倫
性
は
各
階
層
の
内
部
に

の
み
止
ま
り
他
の
階
層
や
社
会
全
体
に
は
及
ば
な
い
。
故
に
そ
の
限
界
を
突
破

す
べ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
国
家
へ
の
飛
躍
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
若
干
注
意
す
べ
き
は
、
第
一
に
商
工
業
階
層
の
職
業
団
体
が
、
司
法
や
行
政

と
並
ん
で
全
面
的
依
存
性
の
体
系
つ
ま
り
市
民
社
会
レ
ベ
ル
の
悟
性
国
家
の
一

端
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
第
二
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
通
常
の
近
代
国

家
で
は
司
法
、
行
政
機
関
と
並
び
そ
れ
以
上
に
重
要
な
立
法
機
関
た
る
議
会
に

つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
市
民
社
会
レ
ベ
ル
の
悟

性
国
家
は
真
の
国
家
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う（

11
）

。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
国
家
に
移
ろ
う
。「
市
民
社
会
は
特
殊
的
意
志
と
し
て
の

各
人
の
欲
求
と
そ
の
体
系
を
第
一
と
し
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
い
た
。
国
家

は
反
対
に
普
遍
的
な
実
体
的
意
志
を
起
点
と
す
る
。『
国
家
は
実
体
的
意
志
、
、

が

現
実
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
を
普
遍
性
へ
と
高
め
ら
れ

た
特
殊
的
自
己
意
識

、
、
、
、

の
形
で
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
即
自
而
対
自
的
に

理
性
的
な
も
の

、
、
、
、
、
、

で
あ
る
。こ
の
実
体
的
統
一
は
絶
対
不
動
の
自
己
目
的
を
な
し
、

自
由
は
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
最
高
の
権
利
に
達
す
る
。
同
時
に
こ
の
究
極
目
的

は
個
人
に
対
し
て
最
高
の
権
利
を
有
し
、
個
人
の
最
高
の
義
務

、
、
、
、
、

は
国
家
の
成
員

で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
…
…
結
合
、
、

そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
個
人
の
真
実
の
内
容

と
目
的
で
あ
り
、
個
人
の
使
命
は
普
遍
的
生
活
を
送
る
こ
と
に
あ
る
。
個
人
の

そ
の
他
の
特
殊
的
満
足
、
活
動
、
態
度
様
式
は
、
こ
の
実
体
的
な
も
の
お
よ
び

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

四

（10）
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普
遍
妥
当
的
な
も
の
を
そ
の
出
発
点
お
よ
び
結
果
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
』

（
§
258
）。『
自
由
を
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
個
別
性
、
す
な
わ
ち
個
別
的

な
自
己
意
識
か
ら
で
な
く
、
自
己
意
識
の
本
質
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
が
ん
ら
い
人
間
が
そ
れ
を
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
本

質
こ
そ
独
立
自
存
の
力
と
し
て
み
ず
か
ら
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
個
別
的
な
個
人
は
た
ん
な
る
契
機
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
家
が
存
在

す
る
こ
と
は
世
界
に
お
け
る
神
の
行
進
で
あ
り
、
国
家
の
根
拠
は
自
己
を
意
志

と
し
て
実
現
す
る
理
性
の
力
で
あ
る
』（
§
258
Zu
）。『
国
家
の
目
的
は
普
遍
的

利
益
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
特
殊
的
利
益
は
お
の
れ
の
実
体
と
し
て
の
こ
の
普
遍

的
利
益
の
な
か
に
保
持
さ
れ
る
』（
§
270
）。
か
か
る
国
家
観
は
、
個
人
の
財
産
、

生
命
、
正
義
、
権
利
と
福
祉
、
お
よ
び
良
心
な
ど
を
守
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
、

国
家
は
い
わ
ば
本
質
的
に
そ
れ
ら
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
、
近
代

自
然
法
的
な
市
民
社
会
的
国
家
観
と
は
決
定
的
に
相
違
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い（

12
）

」。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
く
国
家
、
理
性
国
家
は
理
念
的
、
本
質
的
に
か
か
る
国
家
を

最
高
位
と
す
る
人
倫
共
同
体
的
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
具
体
的
に
そ
れ
は
君
主

権
、
統
治
権
、
立
法
権
、
市
民
社
会
（
狭
義
）、
つ
ま
り
君
主
、
官
僚
、
議
会

そ
し
て
国
民
か
ら
成
る
有
機
的
な
立
憲
的
君
主
体
制
で
あ
る
。
市
民
社
会
レ
ベ

ル
の
悟
性
国
家
に
お
け
る
権
力
分
立
体
制
、
つ
ま
り
立
法
権
と
執
行
権
と
の
均

衡
な
い
し
両
者
の
矛
盾
的
統
一
は
否
定
さ
れ
、
な
に
よ
り
も
執
行
権
力
が
第
一

の
地
歩
を
占
る
。
そ
の
執
行
権
力
の
ト
ッ
プ
が
最
終
・
最
高
の
決
定
権
す
な
わ

ち
、
わ
れ
意
志
す
るIch

w
ill

の
決
断
的
主
権
的
存
在
た
る
君
主
で
あ
り
、
次

い
で
統
治
権
の
主
体
で
あ
る
普
遍
的
階
層
と
し
て
の
官
僚
が
坐
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
の
「
統
治
権
を
包
摂
作
用S

u
b
su
m
tion

と
説
明
す
る
。『
特
殊
的

、
、
、

領
域

や
個
々
の
事
件
を
普
遍
的
な
る
も
の
の
も
と
に
包
摂
す
る
権
力
』（
§
273
）、

『
特
殊
性

、
、
、

の
契
機
、
換
言
す
れ
ば
特
定
の
内
容
、
お
よ
び
そ
の
普
遍
的
な
る
も

の
の
も
と
へ
の
包
摂
の
契
機
』（
§
283
）
と
。
こ
の
包
摂
の
意
味
を
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
と
さ
ら
に
は
説
明
し
て
い
な
い
が
、
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て

い
る
の
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
普
遍
的
な
国
家
利

、
、
、
、
、
、
、

益、
や
法
律
的
な
も
の

、
、
、
、
、
、

を
こ
れ
ら
の
特
殊
的
権
利
の
う
ち
に
確
保
、
、

し
、
ま
た
特
殊

的
権
利
を
普
遍
的

、
、
、

国
家
利
益
に
連
れ
戻
す
』（
§
289
）
と
。
つ
ま
り
国
家
的
普

遍
性
を
市
民
社
会
的
特
殊
性
の
な
か
に
貫
き
、
逆
に
ま
た
市
民
社
会
的
特
殊
性

を
国
家
的
普
遍
性
に
帰
着
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、

そ
れ
に
よ
っ
て
は
ほ
か
な
ら
ぬ
普
遍
性
と
特
殊
性
と
の
、
実
体
性
と
主
体
性
と

の
絶
対
的
合
一
た
る
人
倫
的
国
家
そ
れ
自
体
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
具
体
的
作
用
が
包
摂
作
用
と
し
て
の
統
治
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ほ
か
な
ら
ぬ
統
治
権
の
重
要
性
が
そ
こ
に
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
最
終
決

定
に
次
ぐ
君
主
権
の
第
二
の
契
機
と
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
全
体
的

包
摂
作
用
と
し
て
の
統
治
権
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
君
主
権
と
並
ぶ
い
わ
ば

実
質
的
な

、
、
、
、

国
家
、
国
家
の
ケ
ル
ン
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
る（

13
）

」。

な
ら
ば
立
法
権
は
ど
う
か
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
立
法
権
を
構
成
す
る
三
つ
の
契

機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、『
総
体
と
し
て
の
立
法
権
に
は
、

ま
ず
最
初
にzu

näch
st

二
つ
の
別
の
契
機
が
働
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
高

決
定
が
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
の
君
主
、
、

と
い
う
契
機
と
、
国
家
全
体
を
そ
の
多

様
な
面
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
内
部
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
実
際
の
諸
原
則
に

つ
い
て
こ
れ
ら
を
具
体
的
に
知
り
か
つ
展
望
し
、
同
時
に
国
家
権
力
の
要
求
を

知
悉
し
て
と
く
に
審
議
す
る
契
機
と
し
て
の
統
治
権

、
、
、

と
で
あ
る
。
最
後
に

en
d
lich

議
会
、
、

と
い
う
要
素
が
く
る
』（
§
300
）。
か
く
て
、（
中
略
）
君
主
は
国

東
京
経
大
学
会
誌
　
第
二
六
七
号

五

― 314 ―



家
の
最
終
決
定
権
、
統
治
権
、
立
法
権
の
す
べ
て
に
、
官
僚
は
統
治
権
と
立
法

権
と
の
二
つ
に
、
議
会
は
た
だ
立
法
権
に
、
し
か
も
そ
の
最
下
位
に
お
い
て
の

み
か
か
わ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
会
は
国
権
の
最
高
機

関
な
ら
ぬ
国
政
の
最
低
機
関
な
の
で
あ
る（

14
）

」。
つ
ま
り
、「『
議
会
と
い
う
制
度

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
務
が
そ
れ
自
体
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、

も
っ
と
も
よ
く
審
議
さ
れ
、
決

定
さ
れ
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
面
か
ら
す
れ
ば
、
議
会

は
た
ん
に
一
つ
の
附
属
物Z

u
w
ach
s

を
な
す
に
す
ぎ
な
い
』（
§
314
）
の
だ
。

な
ぜ
で
あ
ろ
う
か

、
、
、
、
、
、
、

。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。『
議
会
の
討
議
の
必
要
あ
る
い
は
効
用
に
関
し
て
常
識

が
ま
ず
通
常
抱
く
考
え
は
お
そ
ら
く
主
と
し
て
、
民
衆
の
選
ん
だ
代
議
員
あ
る

い
は
民
衆
は
、
自
己
の
最
善
に
役
立
つ
も
の
は
な
ん
で
あ
る
か
を
も
っ
と
も
よ

、
、
、
、
、

く
知
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
う
こ
と
、
ま
た
民
衆
は
こ
の
最
善
の
た
め
に

疑
い
も
な
く
最
善
の
意
志
を
有
す
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
』（
§
301
）

と
。
だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
は
前
者
に
関
し
て
も
後
者
に
関
し
て
も
、
い
ず
れ
も
否
定

的
で
あ
る
。
第
一
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
民
衆
と
は
、『
自
己
の
意
志
す
る
と

、
、
、
、
、
、
、
、

こ
ろ
を
知
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、

部
分
の
成
員
を
あ
ら
わ
す
。…
…
人
が
な
に
を
意
志
す
る
か
、

さ
ら
に
進
ん
で
、
即
自
而
対
自
的
に
存
在
す
る
意
志
、
理
性
が
な
に
を
意
志
す

る
か
を
知
る
こ
と
は
、
深
い
認
識
と
洞
察
と
の
所
産
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ

に
民
衆
の
知
る
こ
と
が
ら
で
は
な
い
』（
§
301
）。
当
然
そ
の
民
衆
の
選
ん
だ
代

議
員
の
よ
る
議
会
に
も
そ
れ
は
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
で
は
む
し

ろ
、『
国
家
の
最
高
官
吏
た
ち
の
ほ
う
が
、
必
然
的
に
、
国
家
の
諸
制
度
や
諸

欲
求
の
本
性
に
対
す
る
い
っ
そ
う
深
く
い
っ
そ
う
包
括
的
な
洞
察
を
有
す
る
と

と
も
に
、
こ
れ
ら
の
職
務
に
つ
い
て
の
い
っ
そ
う
の
技
能
と
習
熟
と
を
有
し
、

議
会
の
開
期
中
に
絶
え
ず
最
善
を
つ
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ

が
、
議
会
な
し
で
も
最
善
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る

、
、
、

の
で
あ
る
』（
§
301
）。
第

二
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
普
遍
的
な
最
善
に
対
し
て
議
会
が
と
く
に
善
き
意
志

、
、
、
、

を

有
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
政
府
の
側
に
悪
意
も
し
く
は
民
衆
よ
り

も
善
な
ら
ざ
る
意
志
を
前
提
す
る
こ
と
は
、
ペ
ー
ベ
ル
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
一
般
に
否
定
的
な
る
も
の
の
立
場
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
』（
§
301
）
と

い
っ
て
、
国
政
に
関
す
る
善
き
意
志
に
つ
い
て
も
、
議
会
よ
り
は
政
府
官
僚
に

軍
配
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
国
家
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
と
理
性
的
自
由
の
保
障

に
つ
い
て
も
、『
君
主
主
権
、
王
位
継
承
の
世
襲
性
、
裁
判
所
構
成
な
ど
の
ご

と
き
諸
制
度
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
こ
の
保
障
は
、
議
会
に
お
け
る
よ

り
も
い
っ
そ
う
強
度
に
保
た
れ
て
い
る
』（
§
301
）
と
す
る
。
要
す
る
に
、
国

政
に
関
す
る
深
い
認
識
や
洞
察
に
お
い
て
も
、
国
家
の
た
め
に
最
善
を
つ
く
さ

ん
と
す
る
善
き
意
志
そ
の
他
に
お
い
て
も
、
議
会
は
普
遍
的
身
分
た
る
官
僚
に

と
う
て
い
は
る
か
に
及
ば
な
い
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
国
家
に
お
け
る
議
会
の
存
在
理
由
は
な
に
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
ま
ず
政
府
と
市
民
社
会
（
狭
義
）
と
の
間
の
媒
介
機
関
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。『
媒
介
、
、

機
関
と
し
て
み
ら
れ
た
場
合
、
議
会
は
一
方
の
政
府
一
般
と
他

方
の
特
殊
的
領
域
お
よ
び
諸
個
人
の
な
か
に
解
体
し
た
民
衆
と
の
間
に
立
っ
て

い
る
。
こ
の
規
定
か
ら
し
て
議
会
に
は
、
国
家
、
、

お
よ
び
政
府
の
感
覚

、
、
、
、
、

、
心
術
、
、

と

と
も
に
特
殊
的
諸
圏

、
、
、
、
、

お
よ
び
個
々
人

、
、
、

の
利
益
、
、

に
関
す
る
感
覚
、
心
術
が
要
求
さ

れ
る
』（
§
302
）。
も
と
も
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
（
広
義
）
に
あ
っ
て
は
政
治
的

国
家
と
市
民
社
会
（
狭
義
）
と
は
、
市
民
社
会
（
広
義
）
に
お
け
る
よ
う
に
矛

盾
対
立
し
つ
つ
統
一
し
て
い
る
と
い
う
弁
証
法
的
統
一
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
矛
盾
対
立
を
揚
棄
し
た
有
機
的
統
一
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
市
民
社
会
（
狭
義
）
の
主
体
的
洞
察
と
意
志
と
が
国
家
に
お
い
て
対
自

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
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化
さ
れ
る
場
が
議
会
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
議
会
が
国
家
や
政
府
と
対
立
す
る

場
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。『
対
立
関
係
に
立
っ
て
一
方
の
極
端
に
位
置

を
占
め
る
一
定
の
契
機
が
、
同
時
に
中
間
項
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
極
端
で

あ
る
こ
と
を
や
め
、
有
機
的

、
、
、

な
契
機
を
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
も
重
要

な
論
理
的
洞
察
に
属
す
る
。
こ
こ
に
考
察
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
、
こ
の
面
を

強
調
す
る
こ
と
は
い
よ
い
よ
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
議
会
を
も
っ
て
も
っ
ぱ

ら
政
府
に
対
立
、
、

す
る
も
の
と
な
す
見
地
か
ら
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
議
会
の
本
質

的
地
位
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
往
々
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
も
っ
と
も
危
険
な
偏
見
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
有
機
的
に
す
な
わ
ち
総
体

的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
議
会
と
い
う
要
素
は
媒
介
と
い
う
機
能
に
よ
っ
て
の
み

そ
の
存
在
の
意
義
を
な
す
。し
た
が
っ
て
対
立
そ
の
も
の
は
仮
象
に
す
ぎ
な
い
。

対
立
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
、
も
し
そ
れ
が
た
ん
に
皮
相
な
も
の
に
関
す
る
に
と

ど
ま
ら
な
い
で
、
実
際
に
実
体
的
対
立
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
国
家
は
没
落
に

陥
る
で
あ
ろ
う
』（
§
302
）

（
15
）

」。

こ
の
議
会
は
第
一
院
と
第
二
院
と
の
二
院
か
ら
成
り
、
第
一
院
は
農
民
階
層

の
世
襲
、
第
二
院
は
商
工
業
階
層
、
職
業
団
体
か
ら
の
選
出
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
。
さ
て
「
こ
れ
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
的
国
家
に
お
け
る
、
君
主
権
、
統

治
権
、
立
法
権
、
具
体
的
に
は
君
主
、
官
僚
、
議
会
と
い
う
政
治
的
国
家
面
、

換
言
す
れ
ば
政
治
的
国
家
か
ら
す
る
市
民
社
会
へ
の
作
用
の
面
を
考
察
し
て
き

た
―
―
そ
れ
は
国
家
と
市
民
社
会
と
の
媒
介
機
関
と
し
て
の
議
会
に
つ
い
て
も

変
わ
ら
な
い
―
―
が
、
こ
ん
ど
は
市
民
社
会
の
主
体
性
な
い
し
市
民
社
会
か
ら

す
る
政
治
的
国
家
へ
の
作
用
を
み
る
こ
と
と
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
機
的
国
家

に
あ
っ
て
は
、
市
民
社
会
は
そ
の
相
対
的
独
自
性
を
確
保
し
な
が
ら
も
、
全
体

的
に
実
体
と
し
て
の
政
治
的
国
家
に
従
属
し
つ
つ
そ
れ
と
合
一
し
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
市
民
社
会
（
狭
義
）
に
お
け
る
国
民
の
自

由
は
、
人
権
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
権
力
か
ら
の
自
由
と
し
て
の
自
由
主
義
的
自
由

で
も
、
ま
た
権
力
へ
の
自
由
と
し
て
の
民
主
主
義
的
自
由
の
い
ず
れ
で
も
あ
り

え
な
い
。
そ
も
そ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
市
民
社
会

（
広
義
）
の
悟
性
国
家
に
お
け
る
恣
意
的
自
由
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
国
家
に
お
け
る
自
由
と
は
、
か
か
る
悟
性
的
な
恣
意
的
自
由
の
否
定

性
を
止
揚
し
た
、
真
に
理
性
的
な
人
倫
的
自
由
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

だ
か
ら
と
い
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
も
、
そ
の
市
民
社
会
に
お
け
る
国
民
の
主

体
的
自
由
を
い
っ
さ
い
認
め
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。『
形
式
的
主
体
的
自

由
と
は
、
個
々
人
が
個
々
人
と
し
て
、
普
遍
的
な
重
要
事
に
関
す
る
自
分
自
身

の
判
断
・
意
見
・
提
言
を
も
ち
、
こ
れ
を
開
陳
す
る
こ
と
で
あ
る
』（
§
316
）

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う（

16
）

」。
だ
が
、
そ
こ
で
の
言
論
の
自
由
と
は
結
局
国
民
の
不

平
、
不
満
の
ガ
ス
抜
き
に
よ
る
国
家
の
安
全
弁
と
な
り
、
所
謂
世
論
な
る
も
の

に
は
真
理
と
誤
謬
と
の
二
重
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
云
う
。
と
は
い
え
、
一

般
の
国
民
は
そ
れ
を
自
ら
識
別
す
る
能
力
を
持
た
ず
、
た
だ
時
の
英
雄
・
偉
人

の
み
が
そ
れ
を
可
能
に
し
彼
が
時
代
を
実
現
す
る（

17
）

、
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
の
現
実
的
モ
デ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ

ナ
パ
ル
ト
だ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る（
18
）

。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
時
代
の
第

一
の
偉
人
は
正
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
『
皇
帝
が
、
こ
の

世
界
の
魂d

iese
W
eltseele

…
…
こ
の
よ
う
な
偉
人
、
こ
の
個
人
こ
そ
世
界

を
鷲
掴
み
に
し
、
こ
れ
を
支
配
し
て
い
ま
す（

19
）

』
と
友
人
宛
の
有
名
な
手
紙

（
一
八
〇
六
年
一
〇
月
一
三
日
付
）
の
中
で
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル

は
云
う
、「『
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
個
々
人
を
し
て
多
数
、
、

や
群
衆
、
、

を
あ
ら
わ

す
も
の
、
非
有
機
的
な
臆
見
や
意
欲
を
も
つ
も
の
、
す
な
わ
ち
有
機
的
国
家
に
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反
逆
す
る
た
ん
な
る
集
団
的
暴
力
た
ら
し
め
な
い
よ
う
な
媒
介
作
用
の
意
義
で

あ
る
』（
§
302
）
と
。
国
民
を
し
て
か
か
る
非
有
機
的
な
暴
力
的
存
在
た
ら
し

め
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
『
国
家
の
唯
一
の
目
的
』
で
あ
る
と
断
言
す

る
。
す
な
わ
ち
、『
私
人
の
集
合
体
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
し
ば
し
ば
人
民

V
olk

と
呼
ば
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
集
合
と
し
て
は
、

人
民
は
民
衆v

u
lg
u
s

で
あ
っ
て
国
民p

op
u
lu
s

で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点

で
は
、
人
民
が
こ
の
よ
う
な
集
合
体
と
し
て
実
在
し
た
り
暴
力
を
に
ぎ
っ
た
り

行
為
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
国
家
の
唯
一
の

目
的
で
あ
る
。
人
民
の
こ
の
よ
う
な
状
態
は
非
法
、
非
人
倫
、
非
理
性
一
般
の

状
態
で
あ
る
。
人
民
は
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
は
、
ち
ょ
う
ど
荒
れ
狂
っ

て
い
る
原
始
的
な
海
が
も
っ
て
い
る
暴
力
の
よ
う
に
、
た
だ
無
秩
序
で
乱
雑
な

盲
目
的
暴
力
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
』。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
市
民
社
会
（
広
義
）
か
ら
国
家
へ
の
移
行
が
、
ま
さ
に

、
、
、

多

く
の
貧
し
い
労
働
者
階
級
の
ペ
ー
ベ
ル
化
問
題
に
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
い
ま
一
度
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る（

20
）

」。

人
倫
の
喪
失
態
た
る
市
民
社
会
に
代
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
の
現
実
態
と
し
て

の
国
家
、
そ
の
実
体

、
、
、
、

が
実
に
こ
れ
、
、

で
あ
っ
た
。
以
上
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会

と
国
家
に
つ
い
て
、
当
面
必
要
な
部
分
を
概
括
し
た
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
ど
う
見
た
か
。
我
々
に
と
り
最
も
重
要
な
マ
ル
ク
ス
に

お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
の
問
題
に
移
ろ
う
。
そ
れ
に
は
若
き
マ
ル
ク
ス
に
よ

る
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
の
未
完
成
論
文
、
所
謂
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判

K
ritik

d
es
H
eg
elsch

en
S
taatsrech

ts

』（
一
八
四
三
年
七
月
―
八
月
）
が

必
須
文
献
に
な
る
。
し
か
し

、
、
、

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
法
哲
学
の
中
で
の
肝
心
な
市
民
社
会
の
部
分
を
全
く
欠
い
て
い
る
こ
と
を

述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
批
判
は
主
に
国
家
の
部
に
集
中
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
も
そ
の
全
体
に
就
い
て
で
は
な
い（

21
）

。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
市
民
社
会

へ
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
の
欠
落
の
結
果
、
マ
ル
ク
ス
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の

市
民
社
会
レ
ベ
ル
の
悟
性
国
家
と
人
倫
国
家
と
し
て
の
理
性
国
家
と
を
混
同

し
、
後
者
を
前
者
と
観
じ
た
上
で
後
者
を
批
判
す
る
こ
と
と
な
る
。「
す
な
わ

ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
『
理
念
は
主
体
化
さ
れ
、
そ
し
て
家
族
と
市
民
社
会
と
の

国
家
に
対
す
る
現
実
的

、
、
、

な
関
係
は
、
理
念
の
内
的
な

、
、
、

、
想
像
上
の
働
き
と
解
さ

れ
る
。
家
族
と
市
民
社
会
と
が
国
家
の
前
提
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
も
と
も
と
ア

ク
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
思
弁
の
な
か
で
は
そ
れ
が
顛
倒
さ
れ
る

w
ird
es
u
m
g
ek
eh
rt

』『
家
族
と
市
民
社
会
と
が
国
家
の
現
実
的
部
分
、
意

志
の
現
実
的
、
精
神
的
現
存
態
で
あ
り
、
両
者
が
国
家
の
定
在
様
式
な
の
で
あ

る
。
家
族
と
市
民
社
会
は
そ
れ
自
身

、
、
、
、

を
国
家
と
な
す
。
そ
れ
が
原
動
力
と
な
っ

て
他
を
推
し
動
か
す
も
のdas

T
reibende

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ヘ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
、
家
族
と
市
民
社
会
と
は
現
実
的
理
念
に
よ
っ
て
働
き
を
受
け
て

、
、
、
、
、
、

い
る
、
、

』『
政
治
的
国
家
は
家
族
と
い
う
自
然
的
土
台
と
市
民
社
会
と
い
う
人
工

的
土
台
な
し
に
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ら
は
国
家
に
と
っ
て
一
つ
の
欠
く
べ
か
ら

ざ
る
条
件
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
条
件
が
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、

規
定
す
る
も
の
が
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
産
出
す
る
も
の
が
そ
れ
の
産
物

と
し
て
定
立
さ
れ
る
』
と
。
結
局
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
政
治
的
国
家
が
第
一

の
出
発
点
を
な
し
、
こ
れ
が
市
民
社
会
お
よ
び
家
族
を
規
定
し
従
え
て
い
る
と

い
う
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
自
体
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
彼
は

反
対
に
、
市
民
社
会
と
家
族
、
な
か
ん
ず
く
市
民
社
会
こ
そ
は
政
治
的
国
家
を

産
出
し
、
規
定
す
る
と
い
う
み
ず
か
ら
の
考
え
を
対
置
し
て
い
る
』。『
つ
ま
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
（
広
義
）
で
は
、
政
治
的
国
家
が
相
対
的
独
自
性
を
有
す
る

国
家
と
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市
民
社
会
を
完
全
に
規
定
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
マ
ル
ク
ス
で
は
、
市
民
社
会

が
相
対
的
独
自
性
を
有
す
る
政
治
的
国
家
を
完
全
に
規
定
す
る
と
い
う
だ
け
の

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。『
ヘ
ー
ゲ
ル
が
願
っ
て
い
る
の
は
、
政
治
的
国
家
と

い
う
『
即
自
か
つ
対
自
的
に
普
遍
的
な
も
の
』
が
、
市
民
社
会
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
ず
逆
に
市
民
社
会
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
』。
だ
が
し
か
し
、『
政
治
的

国
家
の
私
的
所
有
に
対
す
る
支
配
力
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
？
　
そ
れ
は
私、

的
所
有
自
身
の
力

、
、
、
、
、
、
、

で
あ
り
、
そ
の
本
質
の
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本

質
に
対
置
さ
れ
る
と
き
、
政
治
的
国
家
に
な
に
が
残
る
か
？
　
そ
れ
は
規
定
さ

れ
て
い
る
政
治
的
国
家
が
規
定
し
て
い
る
と
い
う
幻
想
、
、

D
ie
Illu
sion

で
あ

る
』
と
。
こ
れ
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
強
い
影
響
下
に
や
が

て
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
を
へ
て
、
経
済
的
土
台
が
政
治
的
上
部
構
造

を
一
方
的
に
規
定
、
制
約
す
る
と
い
う
唯
物
史
観
公
式
に
ま
で
繋
っ
て
ゆ
く
と

見
ら
れ
る
。

再
度
注
意
さ
る
べ
き

、
、
、
、
、
、

は
、
こ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
的
国

家
が
市
民
社
会
（
広
義
）
を
止
揚
し
た
高
次
の
ヘ
ー
ゲ
ル
独
特
の
有
機
的
立
憲

君
主
制
で
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
型
国
家
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
理
解
せ
ず

（
当
時
の
い
ま
だ
若
き
マ
ル
ク
ス
に
こ
れ
を
求
め
る
の
は
酷
で
あ
る
と
は
い

え
）、
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
に
代
表
さ
れ
る
、
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
を
こ
そ

批
判
し
た
市
民
社
会
（
広
義
）
次
元
の
権
力
分
立
体
制
、
悟
性
国
家
と
同
列
の

も
の
と
し
て
単
純
に
把
握
し
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

22
）

」。

だ
が
と
は
い
え

、
、
、
、
、
、

「
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
批
判

に
は
、
同
時
に
没
す
べ
か
ら
ざ
る
積
極
的
な
側
面
の
あ
る
こ
と
が
け
っ
し
て
忘

れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
（
広
義
）
を
通
常
の
市

民
社
会
（
広
義
）
と
同
一
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
把
握
す
る
偏
り
を
犯
し
て
い
た

と
は
い
え
、
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
批
判
の
な
か
か
ら
、
近
代
に
お
け

る
市
民
社
会
（
狭
義
）
と
政
治
的
国
家
（
狭
義
）
と
の
分
離
を
は
っ
き
り
と
明

確
に
つ
か
み
出
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
分
離
・
対
立
を
理
性
国
家
（
広
義
）
に

よ
っ
て
止
揚
、
解
決
せ
ん
と
し
た
こ
と
を
幻
想
と
批
判
し
て
、
反
対
に
市
民
社

会
と
政
治
的
国
家
と
の
対
立
そ
の
も
の
の
解
消
、
し
た
が
っ
て
政
治
的
国
家
の

止
揚
・
解
体
お
よ
び
市
民
社
会
の
解
体
へ
の
大
き
な
方
向
性
を
打
ち
出
し
た
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「『
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
比
較
的
深
い
と
こ
ろ
は
、
彼

が
市
民
社
会
と
政
治
的
社
会
と
の
分
離d

ie
T
ren
n
u
n
g
d
er
bürg

erlich
en

G
esellschaft

und
der
politischen

を
一
つ
の
矛
盾
、
、

W
iderspruch

と
感
じ

て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
誤
り
は
彼
が
こ
の
解
決
の
外
見
に
甘
ん
じ
て
、
こ

れ
を
事
実
そ
の
も
の
と
称
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
彼
が
蔑
む
と

こ
ろ
の
『
も
ろ
も
ろ
の
い
わ
ゆ
る
理
論
な
る
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

』
は
市
民
的
諸
身
分
と
政
治

的
諸
身
分
の
『
分
離
、
、

』
を
要
求
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
理
論
は
近
代
社
会
の
一
帰
結

、
、
、

を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
近
代
社
会
に
お
い
て
は
政
治
的
議
会
的

、
、
、
、
、
、

要
素

p
olitisch

-stän
d
isch

E
lem
en
t

は
ま
さ
に
国
家
と
市
民
社
会
と
の
現
実
的
関

係
の
事
実
的
表
現
、
す
な
わ
ち
両
者
の
分
離
、
、

に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
』。

『
こ
の
場
合
、
普
遍
的
法
則

、
、
、
、
、

で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
個
人
に
お
い
て
あ
ら
わ

れ
る
。
市
民
社
会
と
国
家
と
は
分
離
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
公
民
と
市
民
す

な
わ
ち
市
民
社
会
の
成
員
も
ま
た
分
離
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
個
人
は
わ
が

身
相
手
に
あ
る
本
質
的
な

、
、
、
、

分
割
作
業
を
手
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
実
的
市
民

、
、
、
、
、

と
し
て
彼
は
わ
が
身
が
あ
る
二
重
の
組
織
の
う
ち
にin

ein
er
d
op
p
elten

O
rganisation

あ
る
の
を
知
る
。
す
な
わ
ち
官
僚
制
的

、
、
、
、

組
織
―
―
こ
れ
は
彼
岸

的
国
家
で
あ
る
統
治
権
の
一
つ
の
外
的
、
形
式
的
規
定
で
あ
っ
て
、
彼
と
そ
の
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自
立
的
現
実
性
に
は
ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
―
―
と
社
会
的
組
織

、
、
、
、
、

、
市
民
社
会

の
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
後
者
の
組
織
に
お
い
て
は
彼
は
私
人
、
、

と
し
て
国

家
の
外
に
あ
り
、
こ
の
組
織
は
政
治
的
国
家
と
し
て
の
政
治
的
国
家
に
は
ふ
れ

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
は
じ
め
の
組
織
は
国
家
組
織
で
あ
っ
て
、
彼
は
終
始
そ
れ

の
質
料
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
の
組
織

、
、
、
、
、

は
市
民
的
組
織
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の

の
質
料
は
国
家
で
は
な
い
。
は
じ
め
の
組
織
に
お
い
て
国
家
は
形
式
的
対
立
物

と
し
て
彼
に
相
対
し
、
第
二
の
組
織
に
お
い
て
彼
は
み
ず
か
ら
質
料
的
対
立
物

と
し
て
国
家
に
相
対
す
る
。
…
…
市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
と
の
分
離
は
必
然

的
に
政
治
的
市
民
、
公
民
の
市
民
社
会
か
ら
の
、
彼
固
有
の
現
実
的
経
験
的
現

実
性
か
ら
の
分
離
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る（

23
）

』」
と
述
べ
る
。
更
に
、「『
国
家
は
公、

生
活
、
、

と
私
生
活

、
、
、

と
の
矛
盾W

id
ersp

ru
ch

、
普
遍
的
利
益
と
特
殊
的
利
益
と

の
矛
盾
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
』、『
国
家
は
私
生
活
と
の
対
立G

eg
en
satz

に
お
い
て
の
み
、
、

存
在
す
る
』
と
か
、『
無
政
府
性

、
、
、
、

は
、
分
肢
さ
れ
た
特
権
か
ら

解
放
さ
れ
た
市
民
社
会
の
法
則
で
あ
り
、
市
民
社
会
の
無
政
府
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
近
代
の

公
的
な
状
態

、
、
、
、
、

の
基
礎die

G
rundlage

で
あ
る
。
さ
ら
に
公
的
な
状
態
は
、
そ

れ
と
し
て
、
こ
の
無
政
府
性
の
保
証d
ie
G
ew

äh
r

で
も
あ
る
。
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

So
sehr

sich
beide

entgegensetzt
sind,

so
sehr

bedingen
sie
sich

w
ech
selseitig

.

』
と
、
両
者
の
『
対
立
と
制
約
』
の
弁
証
法
的
関
係
に
つ
い

て
言
及
し
、
ま
た
『
私
的
所
有
の
共
同
体
か
ら
の
解
放
に
よ
っ
て
、
国
家
は
、

市
民
社
会
と
並
び
か
つ
そ
の
外
部
に
あ
る
、
一
つ
の
特
別
な
存
在E

x
isten

z

と
な
っ
た（

24
）

』」
と
書
く
。
さ
ら
に
「
マ
ル
ク
ス
は
、
一
八
四
五
年
二
月
、
ダ
ル

ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
出
版
業
者
Ｃ
・
Ｗ
・
レ
ス
ケ
と
の
間
で
、『
政
治
学
批
判
と

経
済
学
批
判K

ritik
der

P
olitik

und
N
ationalökonom

ie

』
と
題
す
る
二

巻
本
の
正
式
出
版
契
約
を
交
わ
し
た
。
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
第

二
の
共
著
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
取
り
組
ん
で
い
た
頃
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
マ
ル
ク
ス
は
レ
ス
ケ
と
の
約
束
を
な
か
な
か
果
た
し
え
な
か
っ
た
。

そ
し
て
結
局
そ
の
遅
延
を
口
実
に
、
し
か
し
実
は
プ
ロ
シ
ャ
政
府
の
厳
重
な
検

閲
と
圧
迫
と
に
恐
れ
を
な
し
た
レ
ス
ケ
は
出
版
を
断
念
し
、
ぜ
ひ
出
版
し
た
い

と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
懇
望
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
年
後
の
一
八
四
七
年
二
月
に
契

約
は
解
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
“政
治
学
批
判
と
経
済
学
批
判
”
と

あ
る
よ
う
に
こ
の
二
巻
本
は
、
近
代
に
お
け
る
政
治
的
国
家
と
市
民
社
会
と
の

分
離
・
二
重
性
を
ふ
ま
え
て
、
政
治
学
批
判
は
政
治
的
国
家
の
、
ま
た
経
済
学

批
判
は
市
民
社
会
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
剖
学
を
目
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
草
稿
は
今
日
に
お
い
て
も
い
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
そ
の
う
ち
、
経
済
学
批
判
の
ほ
う
は
、『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』、
パ

リ
お
よ
び
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
時
代
の
経
済
学
ノ
ー
ト
、『
哲
学
の
貧
困
』、『
経
済

学
批
判
要
綱
』、『
経
済
学
批
判
』、『
賃
金
、
価
格
お
よ
び
利
潤
』
そ
し
て
『
資

本
論
―
―
経
済
学
批
判
』
と
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
着
実
に
学
問
的
な
仕
上
げ

を
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
『
資
本
論
』
の
な
か
で
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
政
治

や
法
や
国
家
に
関
す
る
言
及
が
い
さ
さ
か
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
わ
れ
わ

れ
は
、
経
済
学
批
判
と
し
て
の
『
資
本
論
』
ま
た
は
そ
の
延
長
を
も
っ
て
、
そ

れ
で
政
治
学
批
判
を
も
尽
く
す
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
。
マ
ル
ク

ス
は
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
序
文
で
、『
国
家
、
法
律
、
道
徳
、
市
民
生

活
な
ど
と
国
民
経
済
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
た
だ
国
民
経
済
学
が
そ
れ
自
身

が
職
務
上
か
ら
こ
れ
ら
の
対
象
に
ふ
れ
て
い
る
範
囲
だ
け
し
か
ふ
れ
ら
れ
て
い

な
い
』
と
い
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
は

ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
。
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こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
方
の
政
治
学
批
判
―
国
家
論
の
ほ
う
は
、
経
済
学
批

判
の
よ
う
な
体
系
的
学
問
と
し
て
は
つ
い
に
こ
の
世
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た（

25
）

」。

「
た
だ
こ
れ
ま
で
も
再
三
述
べ
こ
こ
で
も
繰
り
返
し
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
し
か
に
レ
ス
ケ
と
の
契
約
に
お
け
る
政
治
学
批
判
の
著

作
は
幻
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
不
幸
中
の
幸
い
と
で
も
い
う
べ
き

か
、
当
時
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
政
治
学
批
判
を
書
く
に
際
し
て
の
大
き
な
柱
と
す

べ
き
テ
ー
マ
を
、
ご
く
簡
単
な
覚
え
書
風
に
一
一
項
目
に
分
け
て
列
記
し
た
ノ

ー
ト
、
い
わ
ゆ
る
『
近
代
国
家
論
プ
ラ
ン
草
稿
』
が
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
発

見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
八
四
四
年
一
一
月
頃
に
書
か
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
こ
の
覚
え
書
は
、
“近
代
国
家
の
成
立
史
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス

革
命
、
市
民
的
制
度
と
国
家
制
度
と
へ
の
す
べ
て
の
要
素
の
二
重
化
”
に
始
ま

り
、
“選
挙
権
、
国
家
と
市
民
社
会
と
の
揚
棄A
ufhebung

des
Staats

und

d
er
bürg

erlich
en
G
esellsch

aft

の
た
め
の
闘
争
”
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
内
容
と
し
て
、
人
権
、
国
民
主
権
、
代
議
制
国
家
、
権
力
分
立
―
―

立
法
権
と
執
行
権
、
司
法
権
、
民
族
、
政
党
な
ど
を
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
い
ま
だ
国
家
の
階
級
性
と
主
権
性
と
へ
の
言
及
を
欠
く
と
は
い
え
、
当

時
の
マ
ル
ク
ス
の
胸
中
に
あ
っ
た
政
治
学
批
判
を
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る

に
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
近
代
国
家

論
の
大
き
な
骨
組
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
た
だ
マ
ル

ク
ス
の
文
字
ど
お
り
未
完
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
政
治
学
批
判
の
た
め
の
こ
の

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
覚
え
書
を
金
科
玉
条
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
も
な
く
、

あ
ら
た
め
て
断
わ
る
必
要
も
な
い
。
し
か
し
私
は
以
前
か
ら
そ
こ
に
マ
ル
ク
ス

に
お
け
る
国
家
論
の
原
型
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
今
日
的
に
継
承
し
発
展
し
展

開
せ
し
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る（

26
）

」。

以
上
見
て
く
る
と
、
初
期
の
マ
ル
ク
ス
に
も
既
に
後
に
長
く
マ
ル
ク
ス
主
義

の
主
流
と
な
っ
た
宿
痾
た
る
経
済
還
元
主
義
に
通
ず
る
と
こ
ろ
の
、
市
民
社
会

が
国
家
を
規
定
し
支
配
す
る
面
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
＝
悟
性
国
家
で
の

欲
求
の
体
系
と
全
面
的
依
存
性
の
体
系
と
の
弁
証
法
的
把
握
に
発
す
る
、
国
家

と
市
民
社
会
の
弁
証
法
的
二
重
性
の
側
面
と
の
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
も
と
よ
り
後
者
の
立
場
を
採
る
。

国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
・
二
重
性
論
に
お
い
て
は
、
国
家
と
市
民
社
会
は

矛
盾
・
対
立
と
相
互
依
存
・
滲
透
の
弁
証
法
的
関
係
に
あ
る
こ
と
は
再
三
述
べ

て
き
た
。
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
が
他
方
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
動
的

な
相
互
規
定
関
係
な
の
で
あ
る
。
当
然
従
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
後
に
検
討
す
る

ヘ
ー
ゲ
ル
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
の
如
く
、
国
家
権
力
就
中
行
政

官
僚
が
上
か
ら
市
民
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
逆
に
マ

ル
ク
ス
主
義
の
如
く
経
済
的
土
台
が
政
治
的
上
部
構
造
つ
ま
り
国
家
を
究
極
的

に
支
配
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
原
理
的
二
重
構
造
を
根
底
に
、
国
家
と
市
民

社
会
と
は
時
々
の
具
体
的
な
政
治
・
経
済
状
況
に
応
じ
て
変
位
し（

47
）

、
い
ず
れ

か
の
側
に
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
表
に
出
た
優
位
の
一
方
の

側
に
対
し
て
、他
方
の
側
は
も
と
よ
り
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
全
く
な
く
、

厳
と
し
て
存
在
し
他
日
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
や
そ
れ
に

準
ず
る
如
き
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
・
ジ
ュ
ニ
ア
ー
政
権
、
そ
の
小
型
日
本
版

の
小
泉
政
権
、
ま
た
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
如
く
国
家
が
市
民
社
会
を
吸
収
し
た

か
に
見
え
る
場
合
や
逆
に
市
民
社
会
の
側
が
国
家
に
対
し
て
優
位
な
例
え
ば
イ

ギ
リ
ス
の
福
祉
国
家
の
場
合
に
は
、
一
見
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
・
二
重
性

が
判
別
し
難
く
な
り
、
両
者
の
分
離
説
は
も
は
や
時
代
お
く
れ
な
古
物
の
観
を
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呈
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
は
さ
に
非
ず
。
現
に
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
や

ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
に
あ
っ
て
も
市
民
社
会
は
そ
れ
な
り
に
存
続
し
や
が
て
息
を

吹
返
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
市
民
社
会
バ
イ
ア
ス
的
福
祉
国
家
面
が
後
退
し
て

国
家
バ
イ
ア
ス
的
な
兵
営
・
軍
事
国
家
面
が
表
に
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
と

も
あ
れ
、
も
は
や
国
家
も
市
民
社
会
も
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
を
実
体
化
し
固
定

化
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
限
り
国
家
と
市
民
社
会
と

の
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
は
続
く
。
そ
れ
に
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
な
く
不
断
に
前
進

す
るv

orw
ärts

g
eh
en

こ
と
が
大
切
と
な
る
。
方
法
論
的
に
云
え
ば
、
国
家

と
市
民
社
会
の
近
代
に
お
け
る
二
重
性
と
そ
の
止
揚
と
い
う
初
期
マ
ル
ク
ス
の

抽
象
的
原
理
を
学
的
端
緒
に
し
、
こ
の
抽
象
的
な
る
も
の
に
導
か
れ
こ
れ
を
媒

介
に
下
向
し
、
夫
々
具
体
的
な
国
家
バ
イ
ア
ス
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
市
民
社
会
バ

イ
ア
ス
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
分
析
・
解
剖
が
可
能
と
な
る
。
逆
に
こ
れ
ら
具
体
的

な
る
も
の
を
媒
介
に
上
向
し
て
学
的
始
元
に
戻
っ
た
形
だ
が
、
し
か
し
こ
の
到

着
点
・
終
点
は
も
は
や
最
初
の
単
純
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
マ
ル

ク
ス
的
な
、
抽
象
的
な
る
も
の
と
具
体
的
な
る
も
の
、
下
向
と
上
向
と
の
、
矛

盾
的
統
一
の
弁
証
法
に
よ
る
政
治
学
体
系
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
最
近
私
を
最
も
驚
ろ
か
せ
か
つ
感
激
せ
し
め
た
特
筆
大
書
す
べ
き

は
、
何
と
云
っ
て
も
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
ク
ス
研
究
者
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
リ
ュ

ベ
ルM

ax
im
ilien

R
u
b
el

の
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
「
こ
ぶ
し
書
房
」

刊
（
二
〇
一
〇
年
四
月
）『
マ
ル
ク
ス
へ
帰
れ

、
、
、
、
、
、
、

』
に
つ
い
て
ぜ
ひ
見
て
頂
き
た

い
。
訳
者
の
角
田
史
幸
氏
に
よ
る
解
説
の
一
部
を
と
り
あ
え
ず
紹
介
し
て
読
者

の
参
考
に
供
し
よ
う
。

「
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
リ
ュ
ベ
ル
の
生
涯
（
一
九
〇
五
―
一
九
九
六
）
に
つ

い
て
は
、
本
書
の
編
者
に
よ
る
序
文
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
特
筆
す
べ

き
は
、
彼
が
生
涯
一
貫
し
て
、
い
か
な
る
党
派
か
ら
も
独
立
し
た
単
独
の
研
究

者
と
し
て
、
原
資
料
に
基
づ
く
マ
ル
ク
ス
の
思
想
的
原
像
の
復
原
に
取
り
組
ん

だ
こ
と
で
あ
る
。
リ
ュ
ベ
ル
が
生
涯
か
け
て
目
指
し
た
の
は
、
未
だ
に
完
全
版

が
存
在
し
て
い
な
い
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
カ
ー
ル
・
コ
ル
シ
ュ
の
言
葉
に
よ
れ

ば
、「
削
除
さ
れ
、
改
竄
さ
れ
、
偽
造
さ
れ
た
」
劣
悪
版
し
か
存
在
し
な
い
）

マ
ル
ク
ス
の
全
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
、
歴
史
的
批
判
版
を
編
集
・
刊
行
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
、
こ
の
目
標
の
た
め
に
リ
ュ
ベ
ル
は
、
世
界
中

の
独
立
研
究
者
に
呼
び
か
け
、
マ
ル
ク
ス
死
後
一
〇
〇
年
を
期
し
た
記
念
碑
版

を
編
集
・
刊
行
す
る
た
め
の
準
備
を
進
め
た
。
し
か
し
折
し
も
、
モ
ス
ク
ワ
と

東
ベ
ル
リ
ン
の
マ
ル
ク
ス
主
義
―
レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
は
、
新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
の

刊
行
を
予
告
し
て
い
た
。
リ
ュ
ベ
ル
の
試
み
は
「
ア
ン
チ
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
」
と
し
て

位
置
す
る
否
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
臆
断
の
中
、
協
力
者
の
脱
落
と

い
う
事
態
に
よ
っ
て
日
の
目
を
見
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

リ
ュ
ベ
ル
に
よ
る
歴
史
的
批
判
版
編
集
の
試
み
は
、
マ
ル
ク
ス
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
追
究
し
た
テ
ー
マ
を
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
（
手
紙
や
草
稿
を
含
め
た
）

全
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
復
原
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
計
画
さ

れ
た
全
三
十
五
巻
は
、（
一
）
哲
学
批
判
、（
二
）
政
治
学
批
判
、（
三
）
政
治

経
済
学
批
判
の
三
つ
の
テ
ー
マ
に
分
類
さ
れ
、
各
巻
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に

対
応
す
る
マ
ル
ク
ス
の
主
要
著
作
を
中
心
に
、
書
簡
・
原
資
料
・
同
時
代
文
書

が
そ
れ
を
取
り
巻
く
か
た
ち
で
配
列
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
マ

ル
ク
ス
の
生
涯
に
わ
た
る
思
想
テ
ー
マ
が
、
哲
学
批
判
、
政
治
学
批
判
、（
ブ

ル
ジ
ョ
ア
）
経
済
学
批
判
と
い
う
形
を
取
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
国
家
、
そ

し
て
経
済
を
包
含
し
た
資
本
制
社
会
総
体
に
批
判
を
向
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、も
し
も
リ
ュ
ベ
ル
の
こ
の
編
集
方
針
が
実
現
さ
れ
た
な
ら
ば
、

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
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未
だ
「
知
ら
れ
ざ
る
マ
ル
ク
ス
」
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
画
期
的
な
『
全
集
』

に
な
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
（
本
書
二
一
頁
を
参
照
）。
こ
の
実
現
し
な
か

っ
た
歴
史
的
批
判
版
に
代
わ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
成
果
が
、
パ
リ
・
ガ
リ
マ
ー

ル
か
ら
出
さ
れ
た
四
巻
の
『
プ
レ
イ
ア
ー
ド
叢
書
』、
リ
ュ
ベ
ル
編
集
に
よ
る

フ
ラ
ン
ス
語
版
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
著
作
集
』
で
あ
る
。
上
記
の
編
集
方
針

の
も
と
、
第
一
巻
・
第
二
巻
（
一
九
六
三
年
、
一
九
六
八
年
）
は
「
政
治
経
済

学
批
判
」、
第
三
巻
（
一
九
七
七
年
）
は
「
哲
学
批
判
」、
第
四
巻
（
一
九
九
四

年
）
は
「
政
治
学
批
判
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
テ
キ
ス
ト
を
ま
と
め
た
形
で
編
集

さ
れ
、
リ
ュ
ベ
ル
自
身
も
翻
訳
の
任
に
当
た
り
つ
つ
、
全
巻
に
わ
た
っ
て
詳
細

な
序
文
、
訳
注
、
補
遺
、
注
釈
を
付
け
、『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
著
作
集
』
自

体
が
マ
ル
ク
ス
の
思
想
テ
ー
マ
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。最

も
論
議
を
呼
び
、
意
義
深
か
っ
た
の
は
、
特
に
第
二
巻
で
あ
っ
た
。
リ
ュ

ベ
ル
は
そ
こ
で
、
現
行
の
『
資
本
論
』
第
二
巻
・
第
三
巻
に
あ
て
ら
れ
た
マ
ル

ク
ス
の
草
稿
を
、エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
異
な
る
仕
方
で
編
集
し
て
配
置
し
直
し
た
。

現
行
の
『
資
本
論
』
第
二
巻
・
第
三
巻
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ

た
形
態
を
取
る
よ
う
に
編
集
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
未
完
成
の
生
原
稿

の
集
積
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
時
と
し
て
恣
意

的
に
選
択
さ
れ
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
。（
二
八
六
―
二
八
七
頁
）」。

こ
の
リ
ュ
ベ
ル
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
版
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
著
作
集
』
全

四
巻
の
一
日
も
早
い
邦
訳
が
望
ま
れ
る
。
就
中
早
い
時
期
か
ら
マ
ル
ク
ス
政
治

学
の
復
権
を
唱
え
て
き
た
私
に
と
っ
て
は
、
第
四
巻
の
『
政
治
学
批
判
』
の
出

版
が
特
に
最
も
待
ち
遠
し
い
の
は
論
を
待
た
な
い
。
因
み
に
、
惜
し
く
も
若
く

し
て
他
界
し
た
優
れ
た
経
済
学
史
家
、
元
本
学
教
授
吉
田
静
一
氏
の
著
作
『
マ

ル
ク
ス
に
お
け
る
経
済
学
の
形
成
』（
未
来
社
、
一
九
七
七
年
）
は
、「
リ
ュ
ベ

ル
を
初
め
て
わ
が
国
に
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
る
べ
き
労
作
」

（
二
八
四
頁
）
で
あ
る
。

マ
ー
ク
・
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
マ
ル
ク
ス
主
義

次
に
、
イ
ギ
リ
ス
・
ブ
ル
ネ
ル
大
学B

ru
n
el
U
n
iv
ersity

の
政
治
学
講
師

L
ectu

rer

マ
ー
ク
・
ネ
オ
ク
レ
ア
スM

ark
N
eocleou

s

（1964

〜
　
）
著

"A
dm
inistering

C
ivil
Society

―tow
ards

a
T
heory

of
State

P
ow
er

―"

（M
acm
illan

P
ress

L
T
D
1996

）『
市
民
社
会
の
管
理
―
―
国
家
権
力

の
理
論
を
目
指
し
て
―
―
』
の
吟
味
・
検
討
を
行
う
。

ネ
オ
ク
レ
ア
ス
曰
く
、「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
否
と
を
問
わ
ず
、
多
く
の
マ

ル
ク
ス
解
説
は
、
土
台
―
上
部
構
造
モ
デ
ル
を
支
持
し
て
国
家
―
市
民
社
会
モ

デ
ル
を
追
放
す
べ
し
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
部
分
的
に
は
後
期
マ
ル
ク
ス
の

著
作
、
一
八
五
九
年
の
例
の
札
付
きn

otoriou
s

の
序
文
（
所
謂
唯
物
史
観
公

式
―
柴
田
）
に
少
な
か
ら
ず
そ
の
根
拠
を
持
つ
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
こ
で
自
分
の

関
心
を
市
民
社
会
か
ら
市
民
社
会
の
解
剖
の
鍵
た
る
経
済
学
に
移
し
た
。
だ
が

こ
の
土
台
―
上
部
構
造
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
多
く
の
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
か
ら
構
成
さ
れ
た
粗
野
な
経
済
主
義
は
、
マ
ル
ク
ス

主
義
の
助
け
と
な
る
ど
こ
ろ
か
反
対
に
そ
の
き
び
し
い
制
約
と
化
し
た
。（
中

略
）
ま
た
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
が
常
に
抱
い
て
い
た
国
家
の
分
析
を
な
ぜ
発
展
さ

せ
な
か
っ
た
か
の
理
由
で
も
あ
る
。
今
更
そ
ん
な
こ
と
を
云
う
の
は
陳
腐
で
す

ら
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
が
全
体
と
し
て
の
市
民
社
会
の
分

析
を
放
棄
し
た
か
に
見
え
る
所
以
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
。（
中
略
）
そ
こ
で
は

経
済
的
土
台
が
決
定
力
で
、（
政
治
的
）
上
部
構
造
は
こ
の
土
台
の
附
属
現
象

東
京
経
大
学
会
誌
　
第
二
六
七
号

一
三

― 306 ―



と
見
做
さ
れ
、
か
か
る
構
想
に
よ
っ
て
は
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
継
承
し

た
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
の
豊
か
さ
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
…
…
し
か
し

マ
ル
ク
ス
は
、
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
を
不
要
と
は
し
て
い
な
い
し
、
又

‘市
民
社
会
’
を
‘経
済
的
土
台
’
と
取
り
替
え
て
も
い
な
い
。
一
部
の
マ
ル
ク

ス
主
義
者
に
は
悪
い
が
、
こ
の
概
念
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の

中
か
ら
取
り
去
る
べ
き
で
は
な
い
。
国
家
の
理
解
は
市
民
社
会
と
の
関
係
の
中

で
概
念
化
さ
れ
な
い
限
り
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
市
民
社
会
が

経
済
的
土
台
に
還
元
さ
れ
た
の
で
は
と
う
て
い
か
な
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
国

家
の
唯
物
主
義
的
理
論
に
は
経
済
学
批
判
は
必
要
だ
が
不
十
分
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
の
仕
事
の
中
で
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
は
ず
っ
と
留
保
さ
れ
て
い
、
そ

れ
は
土
台
―
上
部
構
造
モ
デ
ル
と
並
ん
でalong

side

維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ま
こ
と
に
人
々
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
で
あ
ま
り
に
も
一
般
的
に
な
り

過
ぎ
過
度
に
単
純
化
さ
れ
脹
れ
上
っ
て
し
ま
っ
た
土
台
―
上
部
構
造
モ
デ
ル
を

改
め
る
に
は
、国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
を
介
す
る
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る

（
27
）

」

と
。だ

が
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
は
土
台
―
上
部
構
造
モ
デ
ル
自
体
が
そ
も
そ
も
経
済
主

義
を
必
然
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
の
モ
デ
ル
が
何
故
執
拗
な
経
済
主
義

を
生
産
、
再
生
産
し
続
け
る
の
か
を
省
み
る
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
経
済
主
義
的

偏
向
・
解
釈
を
改
善
し
正
す
べ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
に

そ
の
目
を
向
け
る
。
曰
く
「
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
と
土
台
―
上
部
構
造
モ

デ
ル
と
の
い
ず
れ
か
一
方
を
採
り
他
方
を
排
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
双
方

と
も
の
使
用
を
促
す
の
で
あ
る
。…
…
土
台
―
上
部
構
造
論
の
拒
否
ど
こ
ろ
か
、

国
家
―
市
民
社
会
論
の
使
用
が
、
そ
れ
を
改
善im

p
rov
e

し
粗
野
な
経
済
還

元
主
義
の
問
題
を
阻
止
す
る
の
だ
。（
中
略
）
こ
の
双
方
が
と
も
に
作
用
す
る

の
は
、
二
つ
の
モ
デ
ル
の
共
同con

ju
n
ction

に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る（

28
）

」

と
。
推
察
す
る
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
土
台
―
上
部
構
造
モ
デ
ル
は
依
然
保
持
す

る
。
し
か
し
そ
れ
が
粗
野
な
経
済
主
義
を
不
断
に
産
出
す
る
こ
と
は
願
い
下
げ

だ
。
と
は
い
え
そ
の
モ
デ
ル
に
は
自
己
修
正
の
望
み
は
薄
い
。
ど
う
す
べ
き
か
。

経
済
の
過
度
に
対
し
て
は
政
治
の
強
調
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
辿
り
つ
い

た
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
、
あ
の
市
民
社
会
に
対
し
て
国
家
、
政
治
の
絶
対
的
優
位
を

説
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
、
と
い
う
わ
け
。
そ
し
て
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
の
ネ
オ
ク

レ
ア
ス
的
理
解
の
中
核
は
、
官
僚
に
よ
る
「
政
治
的
行
政p

olitical
ad
m
in
is-

tration

で
あ
り
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
介
在
に
よ
る
国
家
と
市
民
社
会
の
関

係
の
「
再
考reth

in
k
in
g （

29
）

」
と
な
る
。
一
方
で
マ
ル
ク
ス
主
義
、
他
方
で
ヘ

ー
ゲ
ル
主
義
、
こ
の
両
者
の
連
結
に
よ
る
土
台
―
上
部
構
造
モ
デ
ル
の
再
考
、

改
善
の
す
す
め
で
あ
る
。
こ
の
際
細
心
の
配
慮
を
要
す
る
の
は
、
ネ
オ
ク
レ
ア

ス
の
所
謂
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
と
は
、
私
が
縷
々
述
べ
て
き
た
如
き
国
家

と
市
民
社
会
の
マ
ル
ク
ス
弁
証
法
的
把
握
で
は
全
く
無
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的

な
国
家
優
位
の
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
先
の
引
用
部

分
で
彼
は
マ
ル
ク
ス
本
人
も
そ
れ
を
留
保
し
て
い
た
な
ど
と
云
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
ネ
オ
ク
ラ
ウ
ス
自
身
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
把
握
を
マ
ル
ク
ス
に
押
し
つ
け
て

い
る
に
す
ぎ
ぬ
。

ネ
オ
ク
レ
ア
ス
は
云
う
。「
国
家
権
力
の
性
格
と
そ
の
叙
述
の
重
要
な
展
開

は
、
マ
ル
ク
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
様
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
し
て
こ

そ
理
解
さ
れ
得
る
。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
還
元
す
る
こ
と
で
も
、

ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
外
的
ヘ
ー
ゲ
ルou

t-H
eg
el
H
eg
el

の
試
み
で
も
な
い
。
そ
れ

は
批
判
的
マ
ル
ク
ス
主
義
な
の
で
あ
る
。
批
判
的
マ
ル
ク
ス
主
義
は
マ
ル
ク
ス

主
義
の
批
判
を
内
包
す
る
が
、
そ
の
中
心
は
マ
ル
ク
ス
と
ヘ
ー
ゲ
ル
双
方
へ
の

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

一
四
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批
判
及
び
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
読
み
に
対
す
る
内
在
的
批
判
を
意
味
す

る
。
本
書
が
そ
の
一
部
で
あ
り
且
つ
そ
れ
へ
の
貢
献
と
私
が
考
え
る
非
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
・
マ
ル
ク
ス
主
義u

n
orth
od
ox
M
arx
ism

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
無
く

し
て
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る（

30
）

」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
ネ
オ
ク

レ
ア
ス
は
自
ら
の
批
判
的
マ
ル
ク
ス
主
義
を
ヘ
ー
ゲ
ル
的
マ
ル
ク
ス
主
義
と
し

て
押
し
出
す
。

し
か
ら
ば
そ
の
具
体
的
な
国
家
の
形
状
は
ど
う
か
。
曰
く
、「
こ
こ
に
提
起

す
る
国
家
論
は
、
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
に
基
い
て
い
る
。（
中
略
）
こ
の

作
業
は
、
両
者
の
分
離
を
無
視
し
、
そ
れ
を
粗
野
に
も
経
済
主
義
的
な
土
台
―

上
部
構
造
モ
デ
ル
に
還
元
し
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
独
特
の
伝
統
か
ら
の
絶
縁

で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
に
よ
る
国
家
権
力
の
存
在
性
を
重

ね
て
主
張
す
る
。
国
家
は
経
済
的
土
台
の
附
属
物
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
市
民
社

会
に
対
す
る
構
成
的
権
力constitutive

pow
er

を
持
つ
の
だ
。
同
時
に
だ
が
、

国
家
は
市
民
社
会
内
で
の
諸
闘
争
を
介
し
て
形
成
さ
れ
、
こ
の
闘
争
が
国
家
権

力
の
制
度
的
物
質
性
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
階
級
闘
争
を
調
停
し
且
つ

国
家
権
力
の
保
護
の
下
に
こ
れ
を
包
摂
す
る
一
連
の
行
政
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
発

生
を
促
す
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
の
保
持
が
必
要
で
あ
る

と
同
時
に
他
方
で
ま
た
そ
の
再
考
も
必
要
と
な
る
。
そ
の
再
考
は
、
階
級
闘
争

の
産
物
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
闘
争
を
管
理
す
る
政
治
的
行
政
の
重
要
性
を
展

開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
い
ま
こ
こ
で
企
て
ら

れ
て
い
る
の
は
、
階
級
闘
争
を
土
台
と
し
て
の
政
治
的
行
政
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

依
る
、
国
家
―
市
民
社
会
の
分
離
モ
デ
ル
の
再
考
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
の

国
家
権
力
へ
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
再
考
の
理
論
的
ル
ー

ツ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
重
要
性
を

強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
強
化
し
て
き
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

マ
ル
ク
ス
主
義
の
豊
か
な
伝
統
か
ら
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る（

31
）

」
と
。
い
さ

さ
か
難
渋
な
言
い
廻
し
に
閉
口
す
る
が
、
こ
こ
で
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
は
（
１
）
一

方
で
土
台
と
し
て
の
市
民
社
会
に
お
け
る
階
級
闘
争
か
ら
国
家
権
力
の
形
成
を

説
き
、（
２
）
他
方
で
こ
の
闘
争
を
調
停
し
管
理
す
る
国
家
の
政
治
的
行
政
の

重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。（
１
）
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
土
台
―
上
部
構
造
モ

デ
ル
、（
２
）
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
両
者
は
真
反
対
で
あ
っ
て
そ
の
両
立
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
ネ
オ

ク
レ
ア
ス
は
（
２
）
の
再
考
上
（
１
）
を
接
木
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は

先
に
見
た
、（
１
）
の
改
善
上
（
２
）
を
用
い
た
の
と
同
断
と
云
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
の
両
人
に
と
っ
て
、

国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
が
近
代
の
紛
れ
も
な
い
弁
別
的
な
政
治
的
特
徴
で
あ

る
。
こ
の
分
離
に
お
い
て
政
治
的
関
係
が
形
態
を
成
し
且
つ
分
離
し
た
国
家
権

力
を
通
し
て
行
使
さ
れ
る（

32
）

」
と
そ
れ
が
公
理
で
あ
る
か
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

厳
密
に
は
し
か
し
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
市
民
社
会
と
国
家
の
分
離
が
近

代
特
有
の
原
理
で
あ
る
と
す
る
の
は
、「
そ
れ
は
近
代
社
会
の
一
帰
結
を
い
い

あ
ら
わ
し
て
い
る
」（
前
出
）
と
の
マ
ル
ク
ス
の
把
握
で
あ
っ
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル

の
も
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
私
が
先
述
し
た
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会

（
広
義
）
の
内
部
で
の
欲
求
の
体
系
と
全
面
的
依
存
性
の
体
系
に
関
し
て
、
前

者
を
市
民
社
会
（
狭
義
）、
後
者
を
国
家
と
す
れ
ば
、
両
者
の
分
割
は
明
ら
か

で
あ
り
、
事
実
上

、
、
、

そ
れ
が
国
家
と
市
民
社
会
の
近
代
的
分
離
の
ル
ー
ツ
な
こ
と

も
そ
の
通
り
だ
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
こ
と

、
、
、
、

を
ど
こ
に
も
明
言
し
て
い
な

い
。
む
し
ろ
「
市
民
社
会
が
近
代
世
界
の
太
鼓
判
、
確
実
な
保
証h

allm
ark

で
あ
る（

33
）

」
と
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
市
民
社
会
（
広
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義
）
こ
そ
は
近
代
の
特
徴
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
人
倫
の
喪
失

態
た
る
市
民
社
会
が
人
倫
の
実
現
態
た
る
国
家
に
移
行
す
べ
し
と
す
る
の
が
ヘ

ー
ゲ
ル
に
外
な
ら
ぬ
。
恐
ら
く
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
家
族
・
市
民
社

会
・
国
家
の
ト
リ
ア
ー
デ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
と
の
区
別
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
近
代
固
有
の
国
家
と
市
民
社
会
の

分
離
、
区
別
で
は
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
的
理
性
国
家
に
お
い
て
は
市
民
社
会
は
国
家
に
包
摂
、
管

理
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
も
こ
れ
を
普
通
の
国
家
と
見
間
違

え
、
理
性
国
家
を
悟
性
国
家
と
誤
解
す
る
。
そ
の
上
で
彼
は
そ
こ
に

、
、
、

市
民
社
会

に
対
す
る
国
家
的
行
政
権
力
を
重
視
す
る
理
論
的
根
拠
を
見
出
す
。
曰
く
、

「
国
家
は
単
に
市
民
社
会
を
規
制
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
国
家
に
必
要
な
目
的

に
従
っ
て
実
際
に
市
民
社
会
を
形
造
る（

34
）

」、「
市
民
社
会
の
上
に
国
家
が
構
成

的
権
力
を
揮
う
と
い
う
こ
と
は
、
市
民
社
会
と
国
家
の
分
離
を
和
解
さ
せ
る
手

段
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
市
民
社
会
の
矛
盾
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
的

解
決
な
の
で
あ
る（

35
）

」。
そ
し
て
こ
の
構
成
的
権
力
の
中
核
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
做
っ

て
国
家
行
政
、
官
僚
、
公
務
員
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
はciv

il

serv
ice

公
務
員
を
近
代
国
家
の
根
本
的
特
徴
と
見
做
す（

36
）

」「
国
家
と
市
民
社

会
の
近
代
的
二
元
性
に
お
い
て
、
行
政
的
諸
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
が
根
本
的
で

あ
る
と
の
認
識
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
偉
大
な
洞
察
の
一
つ
を
現
わ
す
。
政
治
的
行
政

は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
け
る
国
家
の
最
も
重
要
な
代
表
で
あ
る（

37
）

」
と
。

こ
れ
は
国
家
と
市
民
社
会
の
関
係
に
お
け
る
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
所
謂
唯
物
論

的
顛
倒
の
再
顛
倒
と
云
え
よ
う
か
。

だ
が
注
意
せ
よ
。
か
か
る
行
政
権
力
の
重
要
視
、
過
大
評
価
に
反
比
例
し
た

近
代
議
会
の
軽
視
、
過
少
評
価
を
。
曰
く
、「
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は

国
家
の
問
題
を
議
会
の
問
題
に
解
消
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
解
消
は
、
国
家
と

市
民
社
会
の
間
の
中
心
的
調
整
機
関
で
あ
る
政
治
的
行
政
の
役
割
を
暈
し
、
且

つ
階
級
闘
争
を
包
摂
す
る
そ
の
役
割
と
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
議

会
で
の
対
論
が
重
要
で
な
い
と
云
っ
て
る
の
で
は
な
く
、
国
家
と
市
民
社
会
の

歴
史
的
な
再
構
築
を
考
え
る
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
は
そ
の
留
意
を
議
会

以
外
の
別
の
所
に
集
中
す
る
必
要
が
あ
る
と
云
う
こ
と
な
の
で
あ
る（

38
）

」
と
。

ま
こ
と
に
既
述
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
に
お
け
る
中
核
的
存
在
た
る
普
遍
的
階

層
、
官
僚
に
比
し
た
そ
の
附
属
物
と
し
て
の
議
会
の
哀
れ
な
姿
を
彷
彿
た
ら
し

め
る
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
我
々
は
若
き
マ
ル
ク
ス
に
依
る
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論

批
判
の
次
の
指
摘
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
第
一
の
地
位
に

つ
い
て
い
え
ば
、
国
会
は
、
政
府
に
対
立
す
る
人
民
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は

縮
少
さ
れ
た
人
民
（V

olk
en
m
in
iatare

）
で
あ
る
。
こ
れ
が
国
会
の
野
党

的
な
地
位
で
あ
る
。
第
二
の
地
位
に
つ
い
て
い
え
ば
、
国
会
は
人
民
に
対
立
す

る
政
府
、
だ
が
し
か
し
拡
大
さ
れ
た
政
府
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
会
の
保
守
的
な

地
位
で
あ
る
。
国
会
は
そ
れ
自
身
人
民
に
対
立
す
る
行
政
権
の
一
部
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
政
府
に
対
立
す
る
人
民
で
あ
る
と
い
う
意
義
を
も
っ

て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
そ
れ
で
あ
る（

39
）

」「
こ
う
し
て
国
会
の
要
素
は
、
一
、

政
府
に
対
立
す
る
人
民
の
極
で
あ
る
が
、
二
、
同
時
に
人
民
と
政
府
と
の
あ
い

だ
の
中
間
項
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
人
民
自
身
に
お
け
る
対
立
で
あ
る
。

政
府
の
人
民
と
の
対
立
は
国
会
と
人
民
と
の
あ
い
だ
の
対
立
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
る
。
国
会
は
、
政
府
の
側
か
ら
み
る
と
人
民
の
地
位
を
も
っ
て
い
る
が
、
人

民
の
側
か
ら
み
る
と
政
府
の
地
位
を
も
っ
て
い
る（

40
）

」。

マ
ル
ク
ス
は
、
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
・
二
重
性
を
根
底
に
お
き
つ
つ
、

近
代
議
会
の
人
民
性
・
野
党
性
対
保
守
性
・
行
政
権
性
と
い
う
二
重
性
と
そ
の
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内
的
矛
盾
を
剔
抉
し
て
い
る
。
議
会
は
決
し
て
国
家
、
行
政
官
僚
の
後
塵
を
拝

す
る
如
き
附
属
的
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
国
会
を
国
権
の
最
高
機

関
と
す
る
通
説
に
も
同
じ
難
い
。
議
会
は
国
家
権
力
の
最
低
で
も
最
高
の
機
関

で
も
な
く
、
国
家
と
市
民
社
会
の
弁
証
法
に
規
定
さ
れ
た
、
市
民
社
会
の
側
か

ら
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
矛
盾
的
国
家
存
在
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
な
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
を
介
し
た
マ
ル
ク
ス

主
義
の
土
台
―
上
部
構
造
モ
デ
ル
の
改
善
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
主
義
の
土
台
―
上

部
構
造
モ
デ
ル
を
介
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
国
家
―
市
民
社
会
モ
デ
ル
の
再
考
、

こ
の
二
つ
を
柱
と
し
た
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
の
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
再
生
の
試
み

を
概
ね
検
討
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
は
、
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル

と
マ
ル
ク
ス
と
の
結
合
だ
と
云
う
が
、
私
の
視
点
か
ら
云
わ
せ
て
も
ら
え
ば
そ

れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
と
の
折
衷
・
雑
種
・
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
以

外
の
何
者
で
も
な
い
。
も
と
よ
り
そ
こ
に
国
家
と
市
民
社
会
の
マ
ル
ク
ス
的
弁

証
法
、
二
重
性
の
あ
る
筈
も
無
い（

41
）

。
た
だ
彼
も
初
期
マ
ル
ク
ス
の
「
近
代
国

家
論
プ
ラ
ン
草
稿
」
に
触
れ
て
は
居
、
そ
の
こ
と
自
体
可
と
す
べ
く
も
、
な
ぜ

か
そ
れ
は
最
後
に
あ
る
「
国
家
と
市
民
社
会
の
止
揚
の
た
め
の
選
挙
権su

f-

frag
e

」
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
初
の
「
市
民
制
度
と
国
家
制
度
と
へ

の
す
べ
て
の
要
素
の
二
重
化
」
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
ネ
オ
ク
レ
ア
ス
の
盲
点

で
あ
る
。
終
り
に
一
言
、
彼
が
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
に
お
け
る
行
政
（
法
）

研
究
の
貧
弱
さ
を
嘆
き
そ
の
克
服
の
緊
急
性
を
説
い
て
い
る
点
は
大
い
に
傾
聴

に
価
す
る
。
私
も
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
政
治
学
で
の
行
政
学
研
究
の
重
要
性
を
声

を
大
に
し
て
訴
え
て
お
き
た
い
。

近
代
国
家
論

先
に
私
は
、「
国
家
と
は
権
力
の
中
の
権
力
す
な
わ
ち
主
権
的
権
力
で
あ
る

と
定
義
づ
け（

42
）

」、
ま
た
「
近
代
国
家
は
、
主
権
的
一
元
性
と
市
民
社
会
的
多
元

性
と
が
矛
盾
・
対
立
し
且
つ
相
互
に
依
存
し
合
う
弁
証
法
的
存
在
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
国
家
と
市
民
社
会
と
の
二
重
構
造
、
そ
の
弁
証
法
性
を
固
有
す
る

近
代
特
有
の
産
物
で
あ
る（

43
）

」
と
述
べ
た
。
こ
れ
ら
を
更
に
原
理
的
に
追
究
す

る
の
が
こ
こ
の
課
題
と
な
る
。
今
我
々
の
直
面
し
て
い
る
最
も
根
本
的
な
問
題

は
正
に
国
家
問
題
で
あ
る
。
社
会
科
学
者
に
し
て
歌
人
で
も
あ
っ
た
大
熊
信
行

（1893

〜1977

）
は
、
一
九
四
六
年
日
本
の
敗
戦
直
後
に
、
戦
時
中
の
己
れ
の

言
動
へ
の
深
い
実
存
的
反
省
を
も
含
め
て
、
次
の
如
く
喝
破
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
国
家
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
が
、
人
間
の
運
命
で
あ
る
。
日
本
人
も
、
ド

イ
ツ
人
も
、
ア
メ
リ
カ
人
も
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
人
も
、
そ
の
運
命
に
お
い
て
区

別
す
べ
き
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
国
家
原
理

、
、
、
、

の
前
に
は
、
人
間
の
尊
厳
も
、
信

仰
も
、
倫
理
も
、
い
か
な
る
感
情
も
、
理
性
も
、
歯
が
立
た
な
い
。
ヨ
ブ
記
に

描
か
れ
た
怪
獣
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
は
、『
誰
か
そ
の
外
甲

う
わ
よ
ろ
い
を
剥は

が

ん
、
誰
か
そ
の

雙
齶

ふ
た
あ
ご

の
間
に
入い

ら

ん
、
誰
か
そ
の
面か

お

の
戸
を
開
き
え
ん
や
』
と
あ
る
。
嚏
を
す
れ

ば
光
を
発
し
、
口
は
火
焔
と
火
花
を
放
ち
、
鼻
の
孔
か
ら
煙
を
立
て
、
淵
を
鼎

の
ご
と
く
、
海
を
油
釜
の
ご
と
く
湧
き
か
え
ら
す
、
と
あ
る
。
そ
し
て
『
地
の

上
に
は
是
と
並
ぶ
者
な
し
。
こ
れ
は
恐
怖

お
そ
れ

な
き
身
に
造
ら
れ
た
り
、
是
は
一
切

の
高
大
な
る
者
を
軽
視

か
ろ
ん

ず
。
誠
に
諸

も
ろ
も
ろの
誇
り
高
ぶ
る
者
の
王
た
る
な
り
。』
と

記
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
か
れ
の
国
家
論
を
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
と
名

づ
け
、
国
家
を
「
人
工
的
人
間
」
と
称
し
た
真
意
は
と
も
あ
れ
、『
一
切
の
高

大
な
る
者
を
軽
視

か
ろ
ん

ず
』
と
は
、
国
家
の
本
質
に
属
す
る
も
の
を
い
い
あ
て
た
感

が
深
い
。
国
家
は
一
切
の
『
高
大
な
る
者
』
の
否
定
者
で
あ
る
」（
大
熊
信
行
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『
国
家
悪
』、
論
創
社
版
　
二
〇
一
〇
年
　
四
四
五
頁
）。

「
国
家
問
題
は
わ
た
し
に
と
っ
て
、
す
で
に
『
生
』
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ

る
。
第
一
に
、
国
家
は
『
生
』
そ
の
も
の
の
姿
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
、『
生
』
そ
の
も
の
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
、
国
家
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
は
、
人
間
に
対
し
て
己
れ
の
た
め

に
命
を
す
て
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
刑
罰
の
名
に
お
い

て
、
人
間
の
命
を
断
つ
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
命
に
対
し
て
、

公
然
と
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
な
し
う
る
も
の
は
、ほ
か
に
こ
の
地
上
に
は
な
い
。

哲
学
者
が
生
を
考
え
、
死
を
考
え
る
と
き
に
、
現
実
に
生
の
条
件
を
な
し
て
い

る
も
の
に
つ
い
て
考
え
な
い
の
は
、
不
思
議
で
あ
る
。
第
三
に
、
国
家
は
人
間

を
戦
争
に
駆
り
た
て
る
こ
と
で
、『
人
間
』
の
皮
を
剥
ぎ
、
野
獣
に
引
き
も
ど

し
、
と
き
に
は
野
獣
に
も
見
ら
れ
な
い
残
虐
行
為
に
引
き
こ
む
も
の
で
あ
る
。

国
家
は
人
間
の
内
部
に
な
い
も
の
を
引
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味

で
、
そ
れ
は
人
間
の
本
質
を
試
す
も
の
で
あ
る
。
国
家
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

が
、
人
間
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
生
命
の

実
存
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
」（
仝
　
四
四
三
、
四
四
四
頁
）。

「
も
し
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
に
思
考
と
構
想
力
の
最
大
の
自
由
を
必
要
と
す
る

問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
に
国
家
問
題
だ
。
そ
の
問
題
こ
そ
は
、
最

大
の
思
想
問
題
で
あ
り
、
日
本
の
哲
学
者
、
社
会
学
者
、
国
家
学
者
、
政
治
学

者
、
法
学
者
の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
考
え
る
力
を
も
っ
た
す
べ
て
の
人
々
に
と

っ
て
、
だ
か
ら
詩
人
、
宗
教
家
、
教
師
、
芸
術
家
の
み
な
ら
ず
、
青
年
男
女
に

と
っ
て
、
ま
た
少
年
少
女
に
と
っ
て
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
な
の
だ
。

そ
れ
は
単
に
理
論
的
思
索
の
緻
密
さ
と
い
う
よ
う
な
能
力
だ
け
で
解
決
の
つ
く

問
題
な
の
じ
ゃ
な
く
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
根
柢
に
あ
る
べ
き
も
の
は
、
民
族
の

未
曾
有
の
体
験
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
体
験
の
分
析
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
無

限
の
反
省
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
仝
　
一
六
頁
）
と
。

日
本
の
一
人
々
々
に
対
す
る
こ
の
大
熊
の
切
々
た
る
訴
え
、ア
ッ
ピ
ー
ル
は
、

今
日
猶
烈
々
と
し
て
生
き
続
け
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
下
の
私
の
叙

述
も
果
し
て
亡
き
大
熊
の
志
、
そ
の
魂
の
叫
び
に
良
く
応
え
得
る
や
否
や
。

惟
う
に
近
代
国
家
の
本
質
は
、そ
れ
が
主
権
的
公
権
力
た
る
と
こ
ろ
に
在
る
。

ま
た
こ
の
主
権
的
公
権
力
は
、
一
方
で
普
遍
的
・
中
性
的
機
能
と
他
方
で
特
殊

的
・
階
級
的
機
能
と
を
内
包
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
相
互
に
対
立
し
且

つ
同
時
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
二
重
の
矛
盾
的
機
能
の
統
一
で
あ
る
。
以
下
か

か
る
近
代
国
家
の
本
質
と
機
能
と
に
つ
い
て
考
え
る
。

始
め
に
、
所
謂
純
粋
法
学R

ein
e
R
ech
ts
L
eh
re

の
提
唱
者
で
高
名
な
国

法
学
者
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ンH

an
s
K
elsen

（1881-1993

）
の
著
書
『
社
会

主
義
と
国
家
―
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
理
論
の
一
研
究
―S

ozialism
u
s
u
n
d

S
taat,

E
in
e
U
n
tersu

ch
u
n
g
d
es
p
olitisch

en
T
h
eorie

d
es

M
arx
ism
u
s.

』
を
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
が
一
九
二
三
年
、
大
正

一
二
年
に
、
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
の
直
後
公
刊
し
た
「
マ
ル
ク
ス
主
義

政
治
理
論
の
内
在
的
批
判（

44
）

」
と
銘
打
っ
た
一
書
で
あ
る
。
こ
の
中
で
ケ
ル
ゼ

ン
は
、「
国
家
概
念
に
十
全
な
定
義
を
与
え
る
た
め
に
は
、
な
お
国
家
概
念
と

社
会
概
念
の
明
確
な
区
別
が
必
要
で
あ
る（

45
）

」
と
説
き
、
国
家
の
把
握
に
は
国

家
と
社
会
と
の
「
明
確
な
区
別
」
が
前
提
だ
と
し
て
い
る
。
当
然
の
指
摘
で
あ

る
。
た
だ
し
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
・
二
重
性
と
い
う
マ
ル
ク
ス
弁
証
法
的

区
別
と
新
カ
ン
ト
派
的
な
ケ
ル
ゼ
ン
の
二
元
論
的
区
別
と
は
異
る
の
で
あ
る

が
、
と
も
あ
れ
こ
の
区
別
の
上
に
、
彼
は
「
国
家
と
は
『（
主
権
的
な
）
強
制

秩
序
』
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
定
義（

46
）

」「『
至
高
の
強
制
秩
序
な
い
し
強
制
共
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同
体（

47
）

』
と
定
義
さ
れ
た
国
家
」
と
、
国
家
の
本
質
を
定
義
づ
け
て
い
る
。
更

に
彼
は
、「『
国
家
の
本
質
は
全
体
利
益
な
い
し
全
体
意
志
の
組
織
化
に
あ
る
』

『
国
家
と
は
そ
の
組
織
に
統
合
さ
れ
た
全
個
人
の
協
同
性

、
、
、

の
表
現
で
あ
る
』
と

い
う
よ
う
な
国
家
本
質
論
が
擬
制
、
、

で
あ
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
批
判
に

は
、
全
面
的
に
賛
成
さ
る
べ
き
で
あ
る
。（
中
略
）
ま
さ
し
く
『
国
家
は
強
制

秩
序
に
過
ぎ
な
い
』
と
し
て
、
国
家
概
念
に
一
切
の
現
実
的
利
害
の
要
素
を
取

り
込
ま
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、『
国
家
は
国
民
の
協
同
体
で
あ
る
』
と
い

う
擬
制
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
擬
制
を
解
消
せ
し
め
る
こ

と
、
こ
の
擬
制
が
そ
の
時
々
の
国
家
的
強
制
秩
序
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
る

、
、
、
、
、
、
、

人
々
を
な
お
服
従
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
意
識
的
・
無
意
識
的
に
追
求
す
る
理

論
上
の
詐
欺
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
、
そ
れ
は
正
当
な
こ
と
で
あ
る（

48
）

」
と

し
て
、
国
家
は
国
家
に
固
有
の
目
的
や
内
容
を
一
切
持
た
ず
、
そ
れ
は
他
の
目

的
の
た
め
の
手
段
、
形
式
で
あ
る
と
、
例
え
ば
国
家
の
普
遍
性
、
共
同
体
的
本

質
論
を
斥
け
る
。
そ
れ
は
良
い
。
だ
が
同
時
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
返
す
刀
で
マ
ル
ク

ス
主
義
の
国
家
論
に
も
そ
の
批
判
の
鉾
先
を
向
け
る
。
否
む
し
ろ
こ
の
マ
ル
ク

ス
主
義
批
判
の
方
が
ケ
ル
ゼ
ン
本
来
の
目
的
な
の
だ
。
曰
く
、「
マ
ル
ク
ス
主

義
者
は
、『
至
高
の
強
制
秩
序
』
と
い
う
国
家
の
性
格
づ
け
を
、
内
容
が
乏
し

い
と
し
て
批
判
す
る
が
そ
う
で
は
な
い（

49
）

」
と
。

で
は
、
そ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
批
判
を
見
て
み
よ
う
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
国
家
を
『
搾
取
的
階
級
支
配
』『
一
階
級
に
よ
る
他
階
級

の
抑
圧
』
な
ど
と
概
念
規
定
す
る
が
、
そ
れ
は
全
く
不
当
な
定
義
で
あ
る
。
仮

に
搾
取
的
階
級
支
配
の
維
持
の
た
め
に
の
み
刑
罰
と
強
制
執
行
の
体
系
で
あ
る

あ
の
特
殊
な
強
制
秩
序
、
即
ち
強
制
行
為
を
命
ず
る
規
範
が
必
要
と
さ
れ
る
の

だ
と
し
て
も
、
な
お
『
階
級
支
配
』、『
搾
取
的
階
級
抑
圧
』
と
い
う
国
家
定
義

は
正
当
で
な
い
。
強
制
規
範
は
特
殊
的
な
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
段
が
仕
え

る
目
的
と
は
概
念
上
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い（

50
）

」
と
。
そ
し
て
続
け
る
。

「
た
し
か
に
近
代
国
家
は
一
階
級
に
よ
る
他
の
階
級
の
経
済
的
搾
取
、
、

と
い
う

目
的
の
た
め
の
手
段
で
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
経
済
的
搾
取
や
階
級
対
立
の
維

持
を
国
家
一
般
の
本
質
と
な
す
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
第
一
に
、
そ

の
本
質
的
内
容
が
経
済
的
搾
取
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
国
家
も
あ
る

し
、
第
二
に
経
済
的
搾
取
は
決
し
て
近
代
国
家
の
唯
一
の
目
的
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
特
筆
さ
る
べ
き
は
、
経
済
的
搾
取
以
外
の
目
的
、
搾
取
阻
止

の
目
的
を
内
容
と
す
る
国
家
秩
序
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
否
、
強
制
秩
序

の
み
、
、

が
こ
の
搾
取
状
態
を
阻
止
し
う
る
と
も
い
い
う
る
。
そ
も
そ
も
資
本
主
義

の
経
済
秩
序
は
、
国
家
に
敵
対
的
な
、
殆
ん
ど
無
政
府
主
義
と
境
を
接
す
る
よ

う
な
自
由
主
義
の
教
説
の
上
に
生
じ
た
も
の
で
、
国
家
か
ら
自
由
、
、

な
領
域
、
経

済
力
が
存
分
に
発
揮
で
き
る
領
域
で
最
も
栄
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
確
か
に
自
由
主
義
国
家
の
最
小
限
の
法
秩
序
と
て
、
支
配
階
級

に
よ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
搾
取
を
保
障
す
る
役
割
を
果
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
前

世
紀
以
来
国
家
と
い
う
支
配
機
構
が
社
会
に
干
渉
す
る
度
合
が
た
か
ま
り
、
従

来
自
由
意
志
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
社
会
関
係
が
法
的
強
制
の
内
容
と
な
る
に
つ

れ
て
、
経
済
的
諸
勢
力
の
自
由
な
活
動
に
よ
っ
て
尖
鋭
化
し
た
階
級
対
立
を
抑

制
す
る
力
が
大
き
く
な
る
。
も
と
よ
り
こ
こ
数
十
年
来
の
諸
々
の
社
会
立
法
も

階
級
対
立
と
経
済
的
搾
取
を
除
去
し
え
な
か
っ
た
が
、
階
級
対
立
を
廃
す
る
方、

向
に
、
、

努
力
す
る
に
際
し
て
、
政
治
的
手
段
、
即
ち
国
家
が
適
当
な
手
段
で
あ
り
、

（
本
来
国
家
外
的
存
在
で
あ
る
）
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
を
ど
こ
ま
で
除
去
し
、

他
の
秩
序
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
か
は
、
国
家
的
強
制
秩
序
の
内
容
の
問
題

に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
述
べ
た
か
ら
と
い
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っ
て
、
社
会
立
法
に
よ
る
搾
取
の
制
限
が
興
隆
の
一
途
を
辿
る
労
働
者
組
織
の

力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
不
可
疑
の
事
実
と
何
ら
牴
触
し
な
い（

51
）

」
と
マ

ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
、
手
段
た
る
国
家
的
強
制
と
目
的
た
る
階
級
的
支
配
・

搾
取
と
の
同
一
化
は
不
当
だ
と
非
難
し
、
ま
た
国
家
が
社
会
の
階
級
対
立
お
よ

び
経
済
的
搾
取
を
阻
止
抑
制
す
る
方
向
に
作
用
す
る
社
会
政
策
的
目
的
に
仕
え

る
面
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
い
わ
ゆ
る
小
さ
な
政
府
に
対
す
る
大
き
な
政

府
の
効
用
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
以
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
国
家
の
本
質
は
階
級
対
立
、

経
済
的
搾
取
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
国
家
の
本
質
で

は
な
い
。
国
家
の
本
質
は
主
権
的
公
権
力
で
あ
る
と
私
は
述
べ
た
。
だ
が
し
か

し
急
い
で
直
ち
に
付
け
加
え
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国
家
の
本
質
は
国
家
の
機

能
と
不
可
分
で
あ
っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
如
く
こ
れ
を
形
式
・
手
段
と
内
容
・
目

的
と
の
関
係
と
し
て
裁
断
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
ケ
ル

ゼ
ン
の
依
っ
て
も
っ
て
立
つ
基
本
的
観
点
は
、
新
カ
ン
ト
派
的
な
「
存
在
と
当

為
の
二
元
論（

52
）

」
で
あ
っ
て
形
式
と
内
容
、
手
段
と
目
的
、
規
範
と
現
実
と
の

峻
別
に
基
づ
く
。
曰
く
、「『
国
家
』
す
な
わ
ち
、
法
秩
序
で
あ
る
規
範
的
国
家

秩
序
の
体
系
と
し
て
の
当
為
・
内
容
と
、
因
果
法
則
的
自
然
秩
序
の
体
系
と
し

て
の
存
在
の
内
容
と
の
間
に
は
、
対
立
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

53
）

」。
同

じ
こ
と
だ
が
こ
う
も
云
っ
て
い
る
、「
国
家
の
統
一
性
と
は
規
範
的
強
制
秩
序

の
統
一
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
服
従
者
の
現
実
の
利
益
、
現
実
の
意
志
内
容
の
一

体
性
で
は
な
い
。
国
家
は
統
一
体
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
国
家
に
よ
っ
て
は
廃

棄
さ
れ
え
な
い
民
族
的
・
経
済
的
・
宗
教
的
な
現
実
の
対
立
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
矛
盾
で
な
い
の
は
、
国
家
が
規
範
的

、
、
、

な
、
当
為
、
、

の
統
一
体
で
あ
る
か
ら

で
あ
る（

54
）

」
と
。

し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
主
権
的
公
権
力
と
し
て
の
国
家
の
本
質
と
国
家
の

普
遍
的
・
階
級
的
機
能
と
は
、
一
体
に
非
ず

、
、
、
、
、

、
対
立
に
非
ず

、
、
、
、
、

、
不
即
、
、

に
し
て
不、

離、
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
就
い
て
は
後
に
詳
し
く
論
ず
る
。
更
に
ケ

ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
批
判
す
る
。

「
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
多
く
の
用
例
を
み
る
と
、
国
家
は
常
に
『
階

級
支
配
の
機
構
、
、

（M
asch

in
e

）』、
階
級
分
裂
に
よ
っ
て
初
め
て
生
じ
、
何
等

か
の
仕
方
で
生
じ
た
階
級
支
配
に
よ
っ
て
必
要
と
な
っ
た
特
殊
な
装
置

（A
p
p
arat

）
で
あ
る
と
さ
れ
、
階
級
支
配
が
除
去
さ
れ
れ
ば
、
強
制
装
置
と

し
て
の
国
家
も
不
要
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
の
ど
れ
を
み
て

も
、
国
家
は
『
階
級
支
配

、
、
、
、

』
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。『
階
級
支
配
が
な
く
な

っ
て
、
…
…
軋
轢
や
暴
行
が
消
滅
す
る
や
否
や
、
特
殊
な
抑
圧
権
力
た
る
国
家

の
必
要
性
を
も
た
ら
し
て
き
た
抑
圧
の
対
象
は
何
も
な
く
な
る
』
と
は
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
階
級
支
配
』
と
、
そ
の
た
め
の
『
機
構
』

で
あ
る
国
家
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
も
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
階

級
支
配
』
の
消
滅
と
と
も
に
、
―
―
階
級
支
配
が
『
不
要
と
な
っ
た
』
と
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
ま
た
し
ば
し
ば
、
『
国
家
と
い
う
が
ら
く
た
」

（Staats-plunder

）
と
か
、
国
家
は
『
青
銅
の
斧
』
と
と
も
に
博
物
館
入
り
だ

と
か
と
述
べ
て
い
る
が
、
階
級
支
配
が
『
が
ら
く
た
』
と
し
て
博
物
館
に
入
っ

た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。
彼
が
博
物
館
入
り
す
る
と
考
え
て
い
る
の
は
、
階
級
支

配
を
維
持
す
る
た
め
の
特
殊
な
道
具
、
、

で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
の
論
考
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
理
論
の
内
在
的
批
判
と
し
て
、
彼
等

も
『
単
な
る
強
制
秩
序
』
と
い
う
国
家
概
念
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

た
も
の
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
て
こ
れ
に
反
論
し
て
も
始
ま
る
ま
い（

55
）

」
と
。

再
度
、
上
述
し
た
階
級
支
配
の
目
的
と
そ
の
手
段
た
る
国
家
と
の
混
同
・
同

一
視
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
古
典
的
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
、
例
え
ば

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

二
〇

（10）
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既
述
し
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
主
義
理
論
家
廣
松
渉
に
よ
る
「
支
配
階
級
の
支
配
機
関

と
し
て
の
国
家（

56
）

」
の
如
き
国
家
の
本
質
規
定
の
瑕
疵
を
鋭
く
衝
い
て
い
る
。

だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
、
経
済
主
義
的
な
国
家
＝
道
具
説
、

支
配
階
級
理
論
を
重
ね
て
批
判
し
、
国
家
と
市
民
社
会
の
弁
証
法
・
二
重
性
を

説
く
我
々
に
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
難
は
遠
く
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

国
家
を
主
権
的
公
権
力
と
規
定
す
る
場
合
、
と
り
あ
え
ず
公
と
は
何
か
、
公

の
意
味
お
よ
び
そ
の
対
象
が
問
題
と
な
る
。
公
の
意
味
は
多
義
的
で
あ
っ
て
一

義
的
で
は
な
い
。
通
常
、
公
は
私
に
非
ず
、
私
は
公
で
は
な
い
。
公
は
私
に
対

す
る
も
の
、
公
と
私
と
は
対
立
的
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
公
は
普
遍
性
、
私
は

特
殊
性
を
、
公
は
全
体
性
、
私
は
部
分
性
を
、
そ
し
て
公
は
公
開
性
、
私
は
秘

匿
性
を
意
味
す
る
と
考
え
る
と
解
り
易
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
両
者
は
対

立
と
同
時
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
「
健
全
な
社
会
で
は
、
私
的
生
活
と
公
的
生
活
と
は
単
に
た
が
い
に
排
除
し

あ
う
も
の
、
競
い
合
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
両
者
は
全
体
を
構
成
す
る
二

つ
の
片
割
れ
、
一
つ
の
逆
説
に
お
け
る
二
つ
の
極
な
の
で
あ
る
。
両
者
は
弁
証

法
的
に
働
き
あ
い
、
た
が
い
に
相
手
を
生
み
出
し
育
て
上
げ
る（

57
）

」
と
。
次
に

公
私
の
具
体
的
対
象
に
就
い
て
見
て
み
よ
う
。
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
で
社
会
・
政

治
理
論
を
教
え
た
ジ
ェ
フ
・
ウ
ェ
イ
ン
ト
ラ
ウ
ブJeff

W
ein
trau
b

は
、
公

私
の
典
型
的
な
四
つ
の
モ
デ
ル
、（
１
）
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
・
モ
デ
ル
　
（
２
）

公
民
性C

itizenship

モ
デ
ル
　
（
３
）
社
会
性Sociability

モ
デ
ル
　
（
４
）

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
モ
デ
ル
を
挙
げ
て
い
る（

58
）

。
い
ま
詳
細
は
省
い
て
各
モ
デ
ル

の
要
点
を
示
せ
ば
、（
１
）
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
・
モ
デ
ル
は
、
公
私
の
別
を
な

に
よ
り
も
国
家
政
府state

ad
m
in
istration

対
市
場
経
済m

ark
et
econ

o-

m
y

と
の
間
と
す
る（

59
）

。（
２
）
の
公
民
性
モ
デ
ル
で
は
、
公
的
イ
コ
ー
ル
政
治

的
領
域
と
解
す
る
点
は
（
１
）
と
同
じ
だ
が
、
そ
の
公
的
・
政
治
的
な
る
も
の

は
（
１
）
と
全
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
（
１
）
の
よ
う
な
プ
ロ
ク
ル
ス
的
二
元

論
で
は
そ
こ
か
ら
重
要
な
現
象
が
見
逃
さ
れ
勝
ち
に
な
る
と
云
う
。（
３
）
の

モ
デ
ル
で
は
、
公
と
は
な
に
よ
り
も
、
人
々
の
討
義
・
討
論
・
審
議
・
集
団
的

決
定
作
成
お
よ
び
共
同
行
動
を
意
味
す
る
。
か
か
る
公
的
（
政
治
的
）
領
域
は
、

国
家
に
還
元
さ
れ
得
ず
、
国
家
的
統
制
以
外
の
社
会
生
活
全
般
に
存
在
す
る
。

こ
れ
を
単
に
私
的
存
在
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
云
う
。
ア
レ
ン
ト

A
ren
d
t

、
ト
ク
ヴ
ィ
ルT

ocq
u
v
ille

、
ハ
ー
バ
ー
マ
スH

arb
erm
as

三
者
の

間
に
種
々
違
い
は
あ
る
と
し
て
も
、
彼
ら
に
共
通
の
こ
の
大
き
な
含
意
の
あ
る

こ
と
は
強
調
に
価
す
る（

60
）

。（
３
）
の
社
会
性
モ
デ
ル
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
は
私

的
領
域
は
も
っ
ぱ
ら
個
人
生
活
就
中
家
庭
生
活d

om
esticity

の
み
で
あ
る
。

近
代
市
民
社
会
は
私
的
で
は
な
く
公
的
領
域
と
さ
れ
る
。
公
的
領
域
は
市
場
お

よ
び
官
僚
的
行
政
的
形
式
的
組
織
す
な
わ
ち
テ
ン
ニ
エ
ス
の
所
謂
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ

フ
トg

esellsch
aft

利
益
社
会
の
領
域
と
な
る
。
個
人
間
の
情
緒
的
で
親
密
な

家
族
・
友
人
・
一
次
集
団
の
領
域
に
対
す
る
市
場
お
よ
び
形
式
的
制
度
の
事
務

的
で
機
械
的
領
域
で
あ
る（

61
）

。
最
後
に
（
４
）
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
モ
デ
ル
。

上
述
の
（
１
）（
２
）（
３
）
の
モ
デ
ル
で
は
総
じ
て
公
の
方
が
重
点
的
、
私
は

従
属
的
で
あ
る
。
し
か
も
男
性
優
位
、
女
性
劣
位
の
性
的
差
別
の
下
で
家
庭
生

活
は
軽
視
さ
れ
ほ
ん
の
小
事
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
モ
デ
ル
で
は
逆
転
し
、
序
列
は
公
と
私P

u
b
lic/P

riv
ate

の

間
で
は
な
く
私
と
公P

riv
ate/P

u
b
lic

の
間
と
な
り
、
更
に
こ
れ
を
家
族
対

公d
om
estic/p

u
b
lic

の
関
係
と
す
る
向
き
も
あ
る
。
こ
う
し
て
（
１
）
の
モ

デ
ル
で
は
私
で
あ
っ
た
市
民
社
会
は
こ
の
（
４
）
の
モ
デ
ル
で
は
市
民
社
会
そ

の
も
の
が
私
と
公
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
公
私
の
別
は
単
一
の
二
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分
法
で
は
な
し
に
、
国
家
と
市
民
社
会
お
よ
び
家
庭
・
国
家
・
市
民
社
会
と
い

う
二
つ
の
対
立b

in
ary

op
p
osition

と
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
そ
れ
で
は
複

雑
で
理
論
的
に
も
規
範
的
に
も
不
適
当in

ad
eq
u
ate

で
あ
ろ
う
と
云
う（

62
）（
6
）

。

以
上
、（
１
）（
２
）（
３
）（
４
）
の
公
私
モ
デ
ル
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
後
ウ
ェ
イ

ン
ト
ラ
ウ
ブ
は
、
公
私
の
別
の
多
様
さ
、
曖
昧
さ
、
困
難
さ
を
指
摘
す
る
と
同

時
に
、
こ
の
二
分
法
の
貴
重
さ
と
明
ら
か
な
不
可
欠
性
を
も
認
め
、
我
々
が
今

後
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
結
論
し
て
い
る（

62
）

。
だ
が
そ
こ
に
自
ら
の
積
極
的

な
モ
デ
ル
の
提
起
は
な
い
。
た
だ
（
１
）
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
・
モ
デ
ル
を
最
も

重
要
な
モ
デ
ル
と
は
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

63
）

。
私
に
は
し
か
し
（
１
）
以
外

の
（
２
）（
３
）（
４
）
モ
デ
ル
は
、（
１
）
の
修
正
乃
至
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
思
わ
れ
る
。
決
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
・
モ
デ
ル
を
推
称
す
る
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、「
決
定
的
な
こ
と
は
、
国
家
と
社
会
、
公
と
私
と
は
一
方
の
犠
牲

で
他
方
が
力
を
振
う
ワ
ン
・
サ
イ
ド
関
係
と
見
な
さ
る
べ
き
で
は
な
い（

64
）

」「
国

家
と
市
民
社
会
の
い
ず
れ
か
を
特
権
化
す
る
二
元
論dualism

を
拒
否
し
、
む

し
ろ
焦
点
を
国
家
と
市
民
社
会
の
直
接
的
関
係
に
向
け
る
べ
き
な
の
だ（

65
）

」
す

な
わ
ち
「
弁
証
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
へ（

66
）

」
で
あ
る
。

因
み
に
デ
ラ
ウ
ェ
アD

elaw
are

大
学
社
会
学
教
授
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
タ
ー
ケ

ルG
erald

T
u
rk
el

は
そ
の
著
『
公
と
私
の
分
離
』D

ev
id
in
g
P
u
b
lic
an
d

P
rivate

で
、「
公
と
私
の
分
離
は
社
会
理
論
の
中
核
で
あ
り
、
こ
の
中
核
た
る

プ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
社
会
に
お
け
る
権
威
、
正
統
性
、
法
、
政
治
参
加
お
よ

び
自
由
と
必
要
物
の
分
析
の
た
め
の
新
局
面
が
開
か
れ
る（

67
）

」
と
、
社
会
科
学

に
お
け
る
公
私
の
分
離
論
の
重
要
性
を
力
説
し
、
そ
の
上
で
更
に
こ
う
述
べ
て

い
る
。「
政
治
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
綱
領
的
文
献
な
ら
び
に
特
殊
な
事
例

の
彼
の
分
析
の
中
で
、
公
と
私
の
区
別
は
、
批
判
的
任
務
以
上
の
役
割
を
果
し

て
い
る（

68
）

」「
公
私
の
分
離
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
政
治
へ
の
マ
ル
ク
ス
の
ア

プ
ロ
ー
チ
に
新
た
な
眺
望
を
開
い
た（

69
）

」。「
マ
ル
ク
ス
の
政
治
理
論
に
つ
い
て

の
諸
々
の
論
争
は
、
国
家
と
資
本
主
義
の
関
係
を
め
ぐ
る
選
択
的
解
釈
が
中
心

で
あ
る（

70
）

」
と
。
公
私
の
概
念
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
の
把
握
が
い
さ
さ
か
不

明
瞭
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
公
と
私
と
の
分
離
の
理

論
的
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
に
注
目
し
た
い
。
被
が
、
マ
ル
ク
ス
の
国
家

把
握
を
め
ぐ
る
解
釈
論
と
し
て
、
道
具
主
義
理
論In

stru
m
en
tal
th
eories

（
ド
ム
ホ
フD

om
hoff,

1990

、
ミ
リ
バ
ン
ドM

iliband,
1969

）
や
構
造
主
義

理
論Structual

theories

（
プ
ー
ラ
ン
ザ
スP

oulantzas,1973

、
パ
ル
ビ
ュ

スB
albus,1977

）、
そ
し
て
国
家
の
自
律
性
を
強
調
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
（B

lock,

1987

）
を
挙
げ
る
に
止
ま
り（

71
）

、
肝
腎
の
国
家
と
市
民
社
会
と
の
弁
証
法
に
ま

で
及
ん
で
い
な
い
と
評
す
る
の
は
無
い
も
の
ね
だ
り
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
一
般
に
国
家
は
公
権
力
を
独
占
す
る
も
の
で
は
な
く
、
又
公
と
私

の
関
係
も
必
ず
し
も
国
家
と
市
民
社
会
の
関
係
と
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
、

近
代
に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
の
二
重
性
、
弁
証
法
は
、
公
と
私
の
弁
証
法

の
典
型
・
代
表
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
も
国
家
をd

ie
öffen

tlich
e
M
ach
t

（p
u
b
lic
p
ow
er

）
と
し
て
い（

72
）

、
歴
史
的
に
も
論
理
的
に
も
国
家
こ
そ
は
ま
さ

に
公
権
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。

斯
く
て
、
国
家
は
い
わ
ば
公
権
力
中
の
公
権
力
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
正
確
に

は
主
権
的
公
権
力
と
し
て
の
国
家
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
主
権
と
国
家

と
は
同
一
で
は
な
い（

73
）

。
主
権
は
国
家
の
核
・
頂
点
で
は
あ
っ
て
も
、
国
家
全

体
つ
ま
り
権
力
的
支
配
と
被
支
配
の
二
つ
か
ら
成
る
共
同
体
（
幻
想
的
で
あ
っ

て
も
）
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
核
と
し
て
の
主
権
が
無
け
れ
ば
近

代
国
家
は
国
家
た
り
得
ず
、主
権
は
近
代
国
家
に
な
に
よ
り
も
不
可
欠
で
あ
る
。

国
家
と
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民
社
会
の
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代
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論
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し
か
し
主
権
だ
け
で
も
国
家
は
存
在
し
な
い
。
主
権
的
公
権
力
と
し
て
の
国
家

と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。

だ
が
と
は
い
え
、
伝
統
的
に
主
権
は
国
家
の
本
質
を
な
し
、
主
権
即
国
家
、

国
家
即
主
権
と
す
る
考
え
方
が
こ
れ
ま
で
支
配
的
主
流
で
あ
っ
た
。
語
源
的
に

も
、
主
権sov

ereig
n
ty

と
国
家
と
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
、
例
え
ば
Ｅ
・

バ
ー
カ
ー
曰
く
、
す
な
わ
ち
、「《
国
家
》
は
、
第
一
義
的
に
は
、
優
越
せ
る
最

高
の
政
治
的
権
威
た
る
の
地
位
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
派
生
的

に
、
か
か
る
地
位
を
享
受
す
る
人
ま
た
は
団
体
に
適
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

こ
う
し
て
そ
れ
は
、
同
じ
く
ラ
テ
ン
語
に
由
来
し
（
後
期
ラ
テ
ン
語
のsuper-

an
u
s

と
い
う
形
に
お
い
て
）、
ま
た
同
様
に
ラ
テ
ン
語
か
ら
派
生
し
た
ロ
マ
ン

ス
語
を
通
じ
て
（
と
く
に
イ
タ
リ
ア
語
のsov

ran
o

を
通
じ
て
）、
イ
ギ
リ
ス

に
伝
え
ら
れ
た
『
主
権
』（sovereignty

）
お
よ
び
『
主
権
者
』（sovereign

）

と
い
う
語
に
、
き
わ
め
て
類
似
し
、
実
際
に
も
同
視
さ
れ
る
語
と
な
っ
た（

74
）

」

と
。一

六
、
一
七
世
紀
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
や
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
は
も
と
よ

り
、
一
九
世
紀
の
ヘ
ー
ゲ
ル
も
云
う
。「
主
権
の
概
念
が
全
体
を
お
お
う
も
の

と
し
て
あ
り
ま
す
。
一
民
族
が
一
国
家
を
な
す
と
き
、
国
家
が
主
権
者
で
、
そ

れ
が
事
の
は
じ
ま
り
で
す
。
…
…
主
権
こ
そ
第
一
の
も
の
、
文
句
な
く
国
家
の

は
じ
ま
り
で
す
。
国
家
は
ま
ず
も
っ
て
主
権
国
家
で
あ
り
、
一
個
の
個
体
で
す
。

…
…
国
家
が
主
権
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
国
家
の
第
一
の
定
義
で
す（

75
）

」
と
。

更
に
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
書
く
。「
国
家
は
本
質
上
主
権
的
で
あ

る
と
い
う
、
ほ
と
ん
ど
異
論
の
な
い
見
解（

76
）

」「
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
は
、
十
九
世

紀
の
国
家
論
を
も
な
お
支
配
し
て
い
る
が
、そ
れ
の
目
的
お
よ
び
結
果
と
し
て
、

国
家
は
本
質
上
主
権
的
で
あ
る
と
い
う
概
念
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
主
権
概
念
の
媒
介
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
国
家
の
絶
対
化
は
た
し
か
に
近

代
国
家
論
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
近

代
国
家
論
は
、
国
家
を
す
べ
て
の
他
の
団
体
、
殊
に
市
町
村
お
よ
び
こ
れ
に
類

似
し
た
地
域
団
体
と
原
理
上
か
つ
絶
対
に
区
別
し
、
す
べ
て
の
他
の
団
体
は
、

国
家
に
所
属
し
、
国
家
に
隷
属
す
る
も
の
と
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
正

に
最
高
な
、
す
な
わ
ち
最
包
括
的
な
団
体
で
あ
る
」「
国
家
の
明
白
な
、
一
義

的
な
標
識
へ
の
純
理
論
的
欲
求
が
満
足
さ
れ
た
こ
と
も
軽
視
し
て
は
な
ら
な

い
＝
主
権
論
は
正
に
そ
れ
を
提
供
し
た
の
で
あ
る（

77
）

」。

「
主
権
は
、
近
代
国
家
学
で
は
、
国
家
権
力
の
固
有
性
、
し
た
が
っ
て
、
国

家
と
そ
の
権
力
と
を
同
視
す
る
か
ぎ
り
、
間
接
に
は
国
家
の
そ
れ
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
。
主
権
を
国
家
の
固
有
性
と
し
、
以
前
の
よ
う
に
、
あ
る
国
家
機
関
―

―
君
主
、
国
民
―
―
の
そ
れ
と
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
、
近
代
国
家
論
は
そ
の
最

大
な
進
歩
の
一
つ
が
あ
る
と
見
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ

る
。
国
家
権
力
が
主
権
的
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
最
高
の
権
力
で
あ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
そ
の
上
に
な
ん
ら
上
級
の
権
力
を
も
た
ず
、
か
つ
、
権
力
を
「
意

志
」
と
認
め
る
と
す
れ
ば
、
自
分
の
上
に
な
ん
ら
上
級
意
志
を
も
た
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
る（

78
）

」。
そ
し
て
今
、
福
田
歓
一
は
云
う
、「
権
力
と
い

う
言
葉
が
普
通
に
は
そ
の
ま
ま
公
権
力
、
な
か
ん
ず
く
国
家
権
力
と
し
て
受
け

取
ら
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
近
代
社
会
に
お
い

て
は
、
そ
れ
ま
で
の
権
力
の
あ
る
も
の
は
廃
止
せ
ら
れ
、
あ
る
も
の
は
制
限
せ

ら
れ
て
、
そ
の
制
裁
は
も
は
や
個
人
に
と
っ
て
最
も
究
極
的
な
生
存
の
剥
奪
に

及
ぶ
こ
と
は
な
く
、
普
通
団
体
の
成
員
資
格
の
剥
奪
以
上
の
も
の
で
は
な
く
な

り
、
一
方
国
家
権
力
は
ま
さ
に
公、
権
力
の
地
位
を
独
占
し
、
生
存
の
剥
奪
を
含

む
制
裁
を
手
段
と
し
て
行
使
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
力
の
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公
権
力
、
と
り
わ
け
国
家
権
力
へ
の
特
定
化
は
、
結
局
歴
史
的
事
情
を
は
な
れ

て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
近
代
国
家
の
成
立
で
あ

り
、
観
念
的
に
は
主
権
概
念
の
構
成
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
権
力
と
い
う
言
葉
を

通
時
的
に
使
っ
て
来
た
け
れ
ど
も
、
近
代
語
に
お
け
る
権
力p

ow
er,
M
ach
t,

pouvoir
ou
puissance

概
念
は
、
実
は
主
権
概
念
に
導
か
れ
て
、
そ
の
後
に

成
立
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い（

79
）

」。「
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
主
権
こ
そ
、
絶
対
主
義

権
力stato

に
よ
る
普
遍
性
と
多
元
性
と
の
打
破
を
遂
行
し
、
さ
ら
に
こ
の
強

権
の
制
度
化
を
指
示
す
る
、
む
し
ろ
そ
れ
を
志
向
し
て
そ
の
た
め
に
作
り
出
さ

れ
た
論
争
的
概
念
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
概
念
を
う
ち
立
て
た
の

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
統
一
を
求
め
た
ボ
ダ
ン
で
あ
り
、
そ
の
書
物
は
『
国
家
に
つ

い
て
の
六
篇
』
で
あ
っ
た（

80
）

」。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
主
権
を
国
家
に
帰
属
せ
し
め
る
点
で
は
共
通
し
て

い
て
も
、
そ
の
主
権
の
理
解
、
主
権
の
実
体
に
つ
い
て
は
二
つ
の
大
き
な
対
立

が
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
法
規
範
と
み
る
か
そ
れ
と
も
実
力
と
み
る
か
の
相

違
・
対
立
で
あ
る
。
前
者
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
、
後
者
の

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
り
、
主
権
の
問
題
は
こ
の
対
立

を
い
か
に
解
決
す
る
か
に
在
る（

81
）

。

﹇
お
断
り
﹈（
10
）
回
に
亘
っ
た
「
国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
」
の
連

載
は
こ
れ
で
終
り
ま
す
。
あ
と
は
、
私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
『
マ
ル
ク
ス
政
治
学

原
理
』
の
方
に
譲
り
ま
す
。

〔
註
〕拙

著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
理
論
』（
一
九
八
六
年
　
日
本
評
論
社
）
五
四
―
五
九

頁
。

仝
　
一
一
一
頁
。

仝
　
一
一
六
頁
。

仝
　
九
二
―
九
八
頁
。

仝
　
五
〇
頁
。

仝
　
五
六
―
五
七
頁
。

仝
　
一
五
頁
。

仝
　
二
七
―
二
八
頁
。

仝
　
二
九
頁
。

こ
の
「
階
層
」
の
訳
は
、
長
谷
川
宏
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
』（
作
品
社

二
〇
〇
〇
年
）
一
九
七
頁
に
拠
る
。

前
掲
、
拙
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
理
論
』
一
〇
七
―
一
一
〇
頁
。

仝
　
一
二
六
頁
。

仝
　
一
五
〇
―
一
五
一
頁
。

仝
　
一
六
五
頁
。

仝
　
一
六
五
―
一
六
七
頁
。

仝
　
一
七
五
頁
。

仝
　
一
七
八
―
一
八
〇
頁
。

仝
　
一
六
九
頁
。

仝
　
二
四
〇
頁
。

仝
　
二
二
八
頁
。

仝
　
二
五
六
―
二
五
八
頁
。

仝
　
二
六
四
―
二
六
五
頁
。

仝
　
二
六
九
―
二
七
〇
頁
。

仝
　
二
七
四
頁
。

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

二
四

（10）

― 295 ―

（9）（8）（7）（6）（5）（4）（3）（2） （1）（24）（23）（22）（21）（20）（19）（18）（17）（16）（15）（14）（13）（12）（11） （10）



仝
　
二
七
七
―
二
七
八
頁
。

仝
　
二
七
九
―
二
八
〇
頁
。

M
ark

N
eocleou

s:
A
d
m
in
isterin

g
C
iv
il
S
ociety

（M
acm
illan

P
ress

1996
）pp.16

〜17.

ibid.,p.165.

ibid.,p.ix.

ibid.,p.viii.

ibid.,p.1.

ibid.,p.4.

ibid.,p.5.

ibid.,p.6.

ibid.,p.165.

拙
著
『
現
代
と
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
』（
現
代
思
潮
社
　
一
九
六
三
年
）
一

三
五
頁
。

た
だ
一
個
所
に
“an

essential
aspect

of
the
dialectic

of
state

and
soci-

ety

”（p
.46

）「
国
家
と
社
会
の
弁
証
法
に
関
す
る
本
質
的
側
面
」
と
在
る
。
し

か
し
そ
れ
が
明
確
に
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
十
分
な
説
明
は
な
い
。

し
か
も
そ
れ
は
レ
ー
ニ
ン
、
グ
ラ
ム
シ
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
フ
ー
コ
ー
ら
に

触
れ
た
個
所
に
唐
突
に
現
わ
れ
、
最
も
肝
要
な
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け

る
国
家
と
市
民
社
会
を
論
ず
る
場
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

序
で
に
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
（
主
義
）
国
家
論
研
究
に
お
け
る
弁
証
法
の
重
要

性
お
よ
び
国
家
と
市
民
社
会
と
の
弁
証
法
に
言
及
し
た
若
干
の
例
を
挙
げ
て
お

こ
う
。

①
「
弁
証
法
に
依
拠
せ
ず
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
な
る
も
の
を
再
構
築
す

る
こ
と
な
ど
事
実
上
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
」“In

fact,
it
is
h
ard
ly
feasi-

ble
to
reconstitute

w
hat
m
ight

be
the
M
arxist

theory
of
the
state,

w
ithout

resource
to
dialectics.

”（A
nthony

de
Jasay

（1925

〜
　
）:

T
he
State,

（B
asil
B
lackw

ell,1985,p.56

）

②
「
国
家
の
諸
組
織
は
、
原
理
上
は
商
品
経
済
の
論
理
に
似
通
っ
て
い
る
と
は

い
え
、
自
律
し
た
社
会
的
論
理
に
し
た
が
っ
て
発
展
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の

論
理
は
、
た
い
て
い
の
場
合
互
い
に
補
完
し
あ
っ
て
い
る
が
、
と
き
に
は
外
観

に
反
し
て
矛
盾
し
あ
う
こ
と
さ
え
あ
る
」（
マ
ル
ク
・
ギ
ヨ
ー
ム
『
資
本
と
そ
の

分
身
』
―
法
政
大
学
出
版
局
　
斉
藤
日
出
治
訳
　
一
九
八
七
年
　
一
一
頁
）「
資

本
と
国
家
の
こ
の
二
重
存
在
」（
仝
　
二
頁
）。

③
　
国
際
基
督
教
大
学
教
授
　
千
葉
眞
（
一
九
四
九
〜
　
）

「
市
民
的
公
共
性
が
国
家
の
公
共
性
と
常
に
相
互
排
除
の
関
係
に
あ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
関
係
に
は
常
に
非

連
続
と
連
続
と
い
う
弁
証
法
的
契
機
が
見
ら
れ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
て

い
る
。（
中
略
）

今
日
、
国
家
の
公
共
性
と
市
民
的
公
共
性
と
が
、
一
種
の
緊
張
の
関
係
な
い
し

拮
抗
の
状
態
に
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
の
日
本
社
会
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
世

界
の
多
く
の
国
々
が
直
面
す
る
問
題
で
も
あ
る
」（『
公
共
哲
学
　
５
』
東
大
出

版
　
二
〇
〇
二
年
　
一
三
七
頁
）。

④
　
京
都
大
学
教
授
　
佐
伯
啓
思
（
一
九
四
九
〜
）

「『
国
家
』
と
『
市
民
社
会
』
が
完
全
に
分
離
し
な
い
で
、
一
方
で
抵
抗
し
な
が

ら
、
他
方
で
結
び
つ
く
、
西
洋
社
会
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
非
常
に
個
人
主

義
的
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
い
。
そ
れ
は
、『
国
家
』

と
『
市
民
社
会
』
の
『
対
抗
』
と
い
う
軸
と
、『
国
家
』
と
『
市
民
社
会
』
の

『
結
合
』
と
い
う
共
和
主
義
的
な
軸
の
両
方
が
、
西
洋
社
会
に
は
あ
る
か
ら
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
無
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
」（
仝
上
『
公
共
哲
学
』
５

二
六
一
頁
）。

拙
稿
「
国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
（
８
）」（
東
経
大
学
会
誌
第
二
六
三
号

一
八
頁
）

仝
　
一
九
―
二
〇
頁
。

東
京
経
大
学
会
誌
　
第
二
六
七
号

二
五
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長
尾
龍
一
訳
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
『
社
会
主
義
と
国
家
』（
木
鐸
社
　
一
九
七

六
年
　
一
七
頁
）。

仝
　
一
九
頁
。

仝
　
一
四
頁
。

仝
　
一
八
頁
。

仝
　
一
五
頁
。

仝
　
一
三
―
一
四
頁
。

ケ
ル
ゼ
ン『
一
般
国
家
学
』（
清
宮
四
郎
訳
　
岩
波
書
店
　
一
九
七
一
年
　
xii
頁
）。

仝
　
三
一
頁
。

ケ
ル
ゼ
ン
、
前
掲
『
社
会
主
義
と
国
家
』
一
八
頁
。

仝
　
一
六
―
一
七
頁
。

拙
稿
「
国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論
（
５
）」228

頁
。

ロ
バ
ー
ト
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
『
心
の
習
慣
』（
み
す
ず
書
房
　
一
九
九
頁
）。
金
泰

昌
は
次
の
よ
う
に
云
う
。「
韓
非
子
は
、『
公
』
は
具
体
的
に
あ
る
の
で
は
な
く

て
『
私
に
背
く
も
の
』
で
あ
る
と
設
定
し
た
。
こ
れ
を
『
背
私
謂
公
』
と
言
っ

た
。
韓
非
子
の
こ
う
い
う
公
私
観
は
荀
子
に
も
み
ら
れ
る
。
荀
子
や
韓
非
子
の

場
合
『
私
』
と
は
今
風
に
言
え
ば
『
私
物
化
』
で
す
。
ま
ず
否
定
的
な
も
の
と

し
て
『
私
』
を
実
体
化
し
そ
れ
に
反
す
る
方
向
に
『
公
』
を
想
定
す
る
と
い
う

公
私
観
が
私
の
言
う
荀
子
的
・
韓
非
子
的
公
私
観
で
あ
る
」。「
そ
う
い
う
公
私

観
を
一
度
解
体
し
て
『
公
』
と
『
私
』
を
相
反
す
る
実
体
と
捉
え
る
の
で
は
な

く
公
私
共
進
的
に
再
構
築
す
る
方
向
へ
の
転
換
の
必
要
性
、
つ
ま
り
『
公
共
的
』

と
い
う
の
を
『
公
私
共
進
的
』
の
略
語
と
見
て
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
。『
公
共
』

と
は
『
公
』
の
部
分
と
『
私
』
の
部
分
と
が
お
互
い
絡
み
合
い
な
が
ら
進
化
し

て
い
く
。
だ
か
ら
『
私
』
が
な
い
と
『
公
』
が
な
い
。『
公
』
が
『
私
』
と
別
に

あ
る
の
で
は
な
く
て
、『
私
』
が
自
分
を
忠
実
に
実
現
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
あ

る
意
味
で
は
『
同
時
実
現
体
』
と
い
う
か
、
あ
る
意
味
で
は
も
う
一
つ
の
次
元

を
そ
こ
か
ら
開
い
て
い
く
」
と
（
東
大
出
版
『
公
共
哲
学
』
２
「
公
と
私
の
社

会
科
学
」
二
〇
〇
二
年
　
一
五
四
頁
）。
惜
し
い
か
な
こ
こ
で
は
、
公
私
の
対
立

と
相
互
依
存
・
相
互
滲
透
の
弁
証
法
的
関
係
が
、
相
互
連
関
面
へ
の
偏
奇
に
よ

っ
て
歪
ん
で
い
る
。

Jeff
W
ein
trau
b
:
T
h
e
T
h
eory

an
d
P
olitics

of
th
e
P
u
b
lic/P

riv
ate

D
istinction

（C
hicago

U
.P
.1997

）p.7.

ibid.,pp.8

〜10.

ibid.,pp.10

〜16.

ibid.,pp.16

〜27.ibid.,pp.27

〜34.

ibid.,p.34.

ibid.,p.36.

C
olin

H
ay,
M
ichael

L
isler

and
D
avid

M
arsh:

T
he
State

―theories

and
Issues

（P
algrave

2006

）p.255.

ibid.,p.254.

ibid.,p.251.

G
erald

T
u
rk
el:
D
iv
id
in
g
P
u
b
lic
an
d
P
riv
ate

―L
aw
,
P
olitics,

an
d

Social
T
heory

（P
raegel

1992

）p.1.

ibid.,p.59.

拙
著
『
現
代
と
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
』（
現
代
思
潮
社
　
一
九
六
二
年
　
一
一

〇
頁
）。

ヘ
ル
マ
ン
・
へ
ラ
ー
著
／
安
世
舟
訳
『
国
家
学
』（
未
来
社
　
一
九
七
六
年
）
三

四
七
頁
。

Ｅ
・
バ
ー
カ
ー
『
政
治
学
原
理
』（
堀
・
藤
原
・
小
笠
原
訳
、
勁
草
書
房
　
一
九

六
九
年
　
一
一
〇
頁
）。

ヘ
ー
ゲ
ル
、
長
谷
川
宏
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
』（
作
品
社
　
二
〇
〇
〇
年
）

三
二
八
―
三
二
九
頁
。

前
掲
、
ケ
ル
ゼ
ン
『
一
般
国
家
学
』
一
九
二
頁
。

仝
　
一
九
三
頁
。

国
家
と
市
民
社
会
の
現
代
理
論

二
六

（10）
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仝
　
一
七
〇
頁
。

福
田
歓
一
『
国
家
・
民
族
・
権
力
』（
岩
波
書
店
　
一
九
九
〇
年
）
六
四
頁
。

仝
　
七
一
頁
。

「
事
実
上
の
最
高
権
力
と
法
的
最
高
権
力
と
の
結
合
こ
そ
が
、
主
権
概
念
の
根

本
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
主
権
概
念
の
す
べ
て
の
難
関
が
あ
り
、
そ
れ
は
、

一
般
的
な
同
義
反
覆
的
述
語
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
法
律
学
的
本
質
の
明
確
化

に
よ
っ
て
、
法
律
学
上
の
こ
の
根
本
概
念
を
と
ら
え
る
よ
う
な
、
ひ
と
つ
の
定

義
を
発
見
す
る
と
い
う
課
題
な
の
で
あ
る
」（
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
神

学
』（
田
中
・
原
田
訳
　
未
来
社
　
二
〇
〇
二
年
）
二
六
頁
。
む
し
ろ
法
律
学
的

と
い
う
よ
り
政
治
学
的
、
国
家
論
的
課
題
で
あ
ろ
う
。

東
京
経
大
学
会
誌
　
第
二
六
七
号

二
七

― 292 ―
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