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終
戦
後
の
一
年
半
も
経
ぬ
内
に
書
か
れ
た
驚
く
べ
き
思
索 

法
哲
学
の
冒
険
と
希
求 

　
尾
高
朝
雄
先
生
は
執
筆
当
時
は
東
京
大
学
法
学
部
教
授
（
法
哲
学
）
で
し
た
。
歯
の
治
療
中
に
ペ
ニ
シ
リ
ン
注
射
で
シ
ョ
ッ
ク

症
状
を
起
こ
し
一
九
五
六
年
五
月
十
五
日
に
五
十
七
歳
で
死
去
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
五
六
年
五
月
に
亡
く
な
ら
れ
た
た
め
、
そ
の

著
作
物
の
著
作
権
保
護
期
間
は
二
千
七
年
一
月
一
日
に
終
了
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
二
〇
一
八
年
に
改
正
さ
れ
た
著
作
権
法
は
遡

及
し
な
い
の
で
、
こ
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
著
作
権
保
護
期
間
の
終
了
が
明
ら
か
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
著

作
の
出
版
元
で
あ
る
有
斐
閣
の
確
認
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
こ
の
著
作
物
が
も
っ
と
広
く
読
ま
れ
、
研
究
さ

れ
、
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
の
た
び
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
公
開
す
る
次
第
で
す
。
公
開
さ
れ
た
電
子
デ
ー
タ
に

な
っ
て
い
な
い
と
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
人
が
限
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
研
究
や
、
特
に
翻
訳
が
進
み
ま
せ
ん
。
私
、
藤
田

伊
織
と
し
て
は
、
こ
の
日
本
語
文
の
公
開
に
引
き
続
き
、
こ
れ
か
ら
英
訳
を
し
て
そ
れ
を
公
開
す
る
所
存
で
す
。
時
間
が
か
か
る

と
も
思
い
ま
す
が
、
小
説
な
ど
と
は
違
っ
て
論
理
的
な
文
章
な
の
で
、
テ
キ
ス
ト
が
電
子
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、AI

の
翻
訳
で
も
、

世
界
の
皆
さ
ん
に
は
判
読
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
も
期
待
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
電
子
テ
キ
ス
ト
化
に
あ
た
っ
て
、

基
本
的
に
現
在
の
漢
字
、
語
法
に
あ
わ
せ
る
こ
と
を
了
解
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
旧
字
体
の
雰
囲
気
も
残
し
た
く
な
っ
た
の

で
、
結
構
混
在
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
た
だ
、
電
子
デ
ー
タ
で
す
の
で
、
す
ぐ
に
ネ
ッ
ト
で
調
べ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
活
用
し
て
お

読
み
く
だ
さ
い
。 

　
ご
意
見
等
は im
yfujita@

gm
ail.com

 

　
に
お
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し
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は
し
が
き 

　
こ
の
数
年
間
、
筆
者
が
最
も
力
を
注
い
で
来
た
の
は
、
法
と
政
治
の
関
係
の
問
題
で
あ
っ
た
。
實
定
法
（
以
下
、
実
定
法
）
の

現
象
を
考
察
す
る
と
、
法
は
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
政
治
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
法

の
窮
極
（
以
下
、
究
極
）
に
在
る
も
の
は
政
治
の
力
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
る
。
単
に
、
法
そ
の
も
の
が
政
治

の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
法
を
研
究
す
る
學
問
（
以
下
、
学
問
）
も
、
政
治
に
対
す
る

客
観
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
政
治
動
向
へ
の
追
随
に
浮
身
を
や
つ
す
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
か
く
て
は
、

法
も
法
學
（
以
下
、
法
学
）
も
政
治
の
傀
儡
に
堕
し
て
し
ま
う
外
は
な
い
。
こ
う
い
う
趨
勢
に
対
し
て
、
何
と
か
し
て
法
お
よ
び

法
学
の
確
乎
た
る
自
主
性
を
基
礎
づ
け
る
道
は
あ
る
ま
い
か
。
ー
そ
れ
が
、
昼
夜
を
問
わ
ず
著
者
の
脳
裡
か
ら
離
れ
な
い
主
題
で

あ
っ
た
。00001 

　
本
書
は
、
こ
の
主
題
に
つ
い
て
書
い
た
い
く
つ
か
の
論
文
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
そ
れ
に
、
残
さ
れ
た
重
要
な
問
題
に
関
す
る
部
分

を
新
た
に
書
き
加
え
、
全
体
と
し
て
一
応
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
新
た
に
書
き
加
え
た
部
分
に
は
、
唯
物
史
観
に

対
す
る
批
判
が
あ
り
、
国
際
法
の
根
本
理
念
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る
。
と
も
に
、
著
者
の
力
に
余
る
大
問
題
で
あ
る
。
し
か

し
、
政
治
の
圧
力
が
い
か
に
強
大
で
あ
っ
て
も
、
経
済
の
法
則
が
い
か
に
一
切
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
無
視
し
て
作
用
す
る
よ
う
に

見
え
て
も
、
そ
の
更
に
根
柢
（
以
下
、
根
底
）
に
は
、
政
治
の
矩
と
な
り
、
経
済
に
方
向
を
與
え
る
（
以
下
、
与
え
る
）
と
こ
ろ

の
法
の
理
念
が
儼
存
（
以
下
、
厳
存
）
す
る
と
い
う
著
者
の
信
念
は
、
つ
た
な
い
な
が
ら
に
全
篇
（
以
下
、
全
編
）
を
通
じ
て
表

現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。00002 

　
政
治
が
法
を
破
っ
て
恬
と
し
て
省
み
な
い
と
い
う
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
に
い
た
る
ま
で
の
大
き
な
風
潮
で
あ
っ
た
。

獨
裁
（
以
下
、
独
裁
）
主
義
の
政
治
動
向
が
昂
然
と
し
て
民
主
主
義
的
法
治
国
家
の
法
を
破
り
、
い
わ
ゆ
る
枢
軸
側
の
國
々
（
以

下
、
国
々
）
が
嵩
に
か
か
っ
て
国
際
法
を
破
っ
て
そ
の
政
治
目
的
の
達
成
を
圖
（
以
下
、
図
）
っ
た
ご
と
き
、
そ
れ
で
あ
る
。
戦

争
の
結
果
は
、
こ
う
し
た
傾
向
に
一
つ
の
終
止
符
を
打
っ
た
。
法
を
破
る
必
然
性
を
力
説
す
る
点
で
は
む
し
ろ
急
先
鋒
と
い
う
べ

き
共
産
主
義
も
、
「
合
法
的
」
な
枠
の
中
で
そ
の
活
動
を
つ
づ
け
る
と
い
う
態
度
に
歸
著
（
以
下
、
帰
着
）
し
つ
つ
あ
る
。
国
内



の
矯
激
（
以
下
、
過
激
）
な
政
治
動
向
に
法
を
破
る
權
利
（
以
下
、
権
利
）
を
認
め
る
な
ら
ば
、
同
じ
政
治
動
向
が
更
に
国
際
法

を
破
っ
て
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
、
同
様
に
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
を
一
掃
す
る
こ
と

は
、
法
の
権
威
を
ば
高
め
、
平
和
の
基
礎
を
確
立
す
る
た
め
の
根
本
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
の
権
威
が
再
び
確
立
さ

れ
た
今
日
こ
そ
、
ひ
る
が
え
っ
て
法
自
ら
の
徹
底
し
た
反
省
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
関
心
を

有
す
る
読
者
諸
賢
に
と
っ
て
、
本
書
に
何
ら
か
の
参
考
と
な
る
点
が
あ
る
な
ら
ば
、
著
者
の
本
懐
こ
れ
に
過
ぐ
る
も
の
は
な
い
で

あ
ろ
う
。00003 

　
本
書
の
稿
が
漸
く
成
ろ
う
と
し
て
い
た
頃
、
著
者
が
ウ
ィ
ー
ン
で
一
方
な
ら
ぬ
学
恩
を
受
け
た
ケ
ル
ゼ
ン
教
授
か
ら
絶
え
て
久
し

い
音
信
が
、
未
知
の
朝
鮮
の
新
進
法
学
者
・
黄
聖
秀
氏
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
教
授
は
ナ
チ
ス
の
圧
迫
を
受
け

て
、
ア
メ
リ
カ
に
移
り
、
目
下
バ
ー
ク
レ
イ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
に
在
任
し
て
お
ら
れ
、
黄
氏
は
そ
の
下
に
在
っ
て
法
学
お
よ

び
政
治
学
の
研
究
を
つ
づ
け
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
進
駐
軍
に
随
伴
し
て
帰
国
の
途
に
就
こ
う
と
す
る
黄
氏
に
あ
て
ど
も
な
く

托
（
以
下
、
託
）
さ
れ
た
恩
師
の
こ
の
音
信
は
、
国
際
的
な
文
化
の
交
流
か
ら
全
く
遮
断
さ
れ
て
い
た
日
本
の
一
学
究
に
、
い
か

に
大
き
な
歓
喜
と
激
励
と
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
教
授
の
純
粋
法
学
に
必
ず
し
も
全
面
的
に
帰
依
す

る
者
で
は
な
く
、
本
書
の
中
で
も
随
所
に
純
粋
法
学
に
対
す
る
批
判
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
の
圧
迫
に
毅
然

と
し
て
対
抗
し
、
終
始
變
（
以
下
、
変
）
ら
ず
法
お
よ
び
法
学
の
自
立
性
を
擁
護
す
る
た
め
に
戦
い
ぬ
い
て
来
ら
れ
た
教
授
の
崇

高
な
学
者
的
態
度
に
対
し
て
は
、
改
め
て
心
か
ら
な
る
畏
敬
の
念
を
捧
げ
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
。00004 

　
戦
争
中
、
著
者
は
去
る
に
忍
び
ぬ
朝
鮮
を
去
っ
て
、
京
城
帝
国
大
学
か
ら
東
京
帝
国
大
学
に
移
っ
た
。
そ
の
朝
鮮
も
い
ま
は
日

本
か
ら
離
れ
て
、
受
難
の
環
境
の
中
に
建
国
の
大
業
を
目
ざ
し
て
雄
々
し
く
起
き
上
り
つ
つ
あ
る
。
著
者
は
、
そ
の
名
も
京
城
大

学
と
改
め
ら
れ
た
過
去
十
六
年
間
の
職
場
に
対
し
て
断
ち
切
り
難
い
愛
着
を
感
じ
、
朝
鮮
の
最
高
学
府
と
し
て
の
そ
の
健
や
か
な

発
展
を
祈
る
と
同
時
に
、
あ
く
ま
で
も
客
観
的
な
眞
理
（
以
下
、
真
理
）
第
一
主
義
を
以
て
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
貫
き
、
し
た

が
っ
て
、
今
日
も
ま
た
著
者
の
身
邉
（
以
下
、
身
辺
）
を
純
粋
に
学
問
的
な
雰
囲
氣
（
以
下
、
雰
囲
気
）
を
も
っ
て
包
ん
で
呉
れ

て
い
る
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
に
、
盡
（
以
下
、
尽
）
き
な
い
感
謝
を
覺
（
以
下
、
覚
）
え
る
。00005 



　
本
書
は
、
有
斐
閣
の
「
法
学
選
書
」
の
第
一
編
と
し
て
公
刊
さ
れ
る
光
栄
を
擔
（
以
下
、
担
）
っ
た
。
校
正
を
終
わ
る
に
當
（
以

下
、
当
）
っ
て
、
有
斐
閣
主
人
江
草
四
郎
氏
を
は
じ
め
、
本
書
の
刊
行
に
尽
力
せ
ら
れ
た
鈴
木
善
一
郎
氏
そ
の
他
の
各
位
に
対
し

て
、
真
心
よ
り
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。00006 

昭
和
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日 

尾
高
朝
雄 
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緒
論
　
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
何
か 

　
一
　
考
察
の
出
発
点 

　
法
と
人
間
生
活
と
の
間
に
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
深
い
関
係
が
あ
る
。
一
片
の
法
理
の
有
無
は
、
人
間
の
吉
凶
禍
福
を
、

い
な
人
間
の
生
死
を
さ
え
も
左
右
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
民
法
第
一
條
（
以
下
、
条
）
ノ
三
の
「
私
権
ノ
享
有
ハ
出

生
ニ
始
マ
ル
」
（
第
三
条
　
私
権
の
享
有
は
、
出
生
に
始
ま
る
）
と
い
う
規
定
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
、
別
段
深
い
意
味
が
あ

る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
人
は
す
べ
て
權
利
能
力
者
で
あ
り
、
權
利
能
力
の
な
い
奴
隷
は
存
在
し

な
い
、
と
い
う
原
則
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
、
一
方
か
ら
い
え
ば
、
人
間
解
放
の
趣
旨
に
立
脚
す
る
が
、
他
方
か
ら
い

え
ば
、
法
制
上
の
人
間
解
放
だ
け
で
片
づ
け
て
、
経
済
上
の
解
放
の
裏
づ
け
を
と
も
な
わ
な
い
の
は
欺
瞞
で
あ
る
、
と
い
う
は
げ

し
い
論
難
の
的
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
で
は
、
主
と
し
て
共
産
主
義
運
動
を
弾
圧
す
る
た
め
に
、
治
安
維
持

法
と
い
う
法
律
が
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
に
制
定
さ
れ
、
終
戦
後
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の
あ
る
と
な
い
と
で
、
社
会

思
想
家
や
社
会
運
動
の
闘
士
の
運
命
に
い
か
に
厳
し
い
明
暗
の
双
曲
線
が
描
き
い
だ
さ
れ
て
い
た
か
は
、
今
日
だ
れ
し
も
の
痛
切

に
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
兵
役
法
に
も
と
づ
く
赤
紙
の
召
集
令
状
一
枚
で
人
は
い
か
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
か
。
金

融
緊
急
措
置
令
が
発
表
さ
れ
た
と
き
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
び
と
が
狼
狽
し
、
狂
奔
し
た
こ
と
か
。
憲
法
一
箇
条
の
改
廃
は
国
家

の
相
貌
を
一
変
せ
し
め
る
に
足
り
る
。
法
の
人
間
生
活
に
お
よ
ぼ
す
影
響
力
は
、
ま
こ
と
に
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。01001 

　
法
は
人
生
に
か
よ
う
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
の
良
し
悪
し
は
常
に
深
刻
な
論
議
の
対
象
と
な
る
。

各
方
面
に
わ
た
っ
て
法
の
大
規
模
な
変
革
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
に
お
い
て
、
珠
に
し
か
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
家
族
の
関
係

は
法
に
よ
っ
て
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
方
針
と
し
て
は
家
と
い
う
共
同
體
（
以
下
、
体
）
を
本
位
と
す
る
の
が



よ
い
か
、
家
を
廃
し
て
個
人
本
位
に
す
る
の
が
よ
い
の
か
、
日
本
の
よ
う
な
家
族
制
度
は
醇
風
美
俗
な
の
か
、
封
建
時
代
の
遺
物

な
の
か
。
容
易
に
解
決
し
得
る
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
、
例
え
ば
、
個
人
の
財
産
権
は
憲
法
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
所

有
権
は
権
利
と
し
て
の
保
護
に
重
点
を
置
く
べ
き
か
、
社
会
信
託
的
な
義
務
の
面
を
強
調
す
べ
き
か
、
す
す
ん
で
、
こ
れ
に
大
い

に
公
法
上
の
制
限
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
制
限
す
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
り
ど
の
程
度
ま
で
制
限
す
べ
き
も

の
な
の
か
。
生
産
財
貨
は
国
家
の
管
理
に
移
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
特
に
土
地
は
国
有
と
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
の
か
。
正
に
白

熱
の
論
争
の
的
と
な
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
契
約
自
由
の
原
則
の
ご
と
き
も
、
い
ま
ど
き
啓
蒙
期
の
自
然
法
論
の
よ

う
に
国
家
に
よ
る
干
渉
を
な
る
べ
く
排
除
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
者
は
な
い
と
し
て
も
、
さ
り
と
て
こ
れ
を
統
制
法
の
金
縛
り

に
し
て
し
ま
う
の
が
よ
い
と
は
決
し
て
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
学
者
さ
え
、
経
済
活
動
の
流
動
性
と
創
意
性

と
を
重
ん
ず
る
立
場
か
ら
、
あ
る
程
度
の
契
約
の
自
由
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
た
。
自
由
か
統
制
か
。
ど
こ
ま
で
の

自
由
の
制
限
か
、
ど
こ
に
統
制
の
限
界
を
置
く
べ
き
か
。
こ
れ
ま
た
国
民
経
済
上
の
福
祉
と
至
大
の
関
係
を
有
す
る
重
要
な
論
点

で
あ
る
。01002 

　
更
に
す
す
ん
で
、
国
家
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
の
是
非
善
悪
と
な
る
と
、
問
題
は
一
層
複
雑
・
重
大
と
な
る
。
国
家
は
一
つ
の

法
制
度
で
あ
る
。
国
家
は
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
国
民
生
活
共
同
体
で
あ
る
。
こ
の
巨
大
な
法
制
度
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら

氷
炭
相
容
れ
ざ
る
両
極
端
の
考
え
方
が
対
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
積
極
の
尖
端
に
は
、
国
家
を
人
倫
の
理
念
の
最
高
の
具
現

と
見
る
国
家
至
上
主
義
が
あ
り
、
消
極
の
先
鋒
に
は
、
国
家
を
あ
ら
ゆ
る
人
間
邪
悪
の
根
源
と
し
て
そ
の
廃
絶
を
主
張
す
る
無
政

府
主
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
別
と
し
て
、
そ
の
両
極
端
の
間
に
も
、
国
家
の
価
値
を
ど
こ
ま
で
肯
定
し
、
国
家
の
機
能
を

ど
こ
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
世
界
観
の
相
違
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
。
今
日
の
日
本
の
よ
う
に

戦
時
中
の
国
家
至
上
主
義
が
敗
戦
に
よ
っ
て
国
民
の
胸
奥
と
の
つ
な
が
り
を
絶
た
れ
た
あ
と
で
は
、
逆
に
国
家
の
比
重
を
軽
く
見

る
思
想
に
走
り
易
い
。
し
か
し
、
他
面
ま
た
、
国
内
の
逼
迫
し
た
事
情
か
ら
い
え
ば
、
経
済
生
活
を
色
々
な
点
で
高
度
に
社
会
化

し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
国
家
の
権
力
に
よ
る
一
貫
し
た
統
制
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
し
か
ら
ば
、
今

後
の
国
民
生
活
に
対
し
て
国
家
の
枠
を
大
い
に
ゆ
る
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ー
　
個
人
の
自
覚
の
た
め
に
、
世
界
人
と
し
て
の

教
養
を
高
め
る
た
め
に
、
は
た
ま
た
超
国
家
的
な
世
界
組
織
の
建
設
に
む
か
っ
て
一
歩
を
す
す
め
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
国
家



か
ら
離
れ
去
ろ
う
と
す
る
人
心
に
対
し
て
、
も
う
一
度
国
家
の
組
織
力
の
強
化
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ー
　
国
民
共
同
体
の

統
一
を
確
保
す
る
た
め
に
、
国
民
が
精
神
上
の
無
国
籍
人
と
化
す
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
は
た
ま
た
道
徳
・
経
済
・
文
化
の
再
建
に

む
か
っ
て
国
民
の
足
並
み
を
揃
え
て
行
く
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
方
向
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
、
天
皇
制
の
意
義
を
ど
こ
に

求
む
べ
き
か
の
問
題
が
あ
る
。
更
に
、
国
会
中
心
民
主
主
義
の
一
本
槍
で
進
む
べ
き
か
、
政
府
の
執
行
権
を
強
め
る
工
夫
が
必
要

で
は
な
い
の
か
、
行
政
機
構
の
中
央
集
権
か
地
方
分
権
か
、
等
の
諸
問
題
も
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
切
実
な
法
的
価
値
判
断
の
対

象
と
な
っ
て
来
る
。01003 

　
最
後
に
、
国
家
を
超
越
す
る
今
後
の
世
界
構
造
の
問
題
も
ま
た
、
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
真
剣
さ
を
以
て
全
人
類
の
関
心
事
と
な

り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
当
面
の
焦
点
が
国
際
連
合
に
存
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
国
際
連
合
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
国
際

連
盟
に
比
し
て
い
ろ
い
ろ
な
点
で
た
し
か
に
強
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
の
国
際
平
和
維
持
の
た
め
に
国
際
連
盟
よ
り
も

は
る
か
に
効
果
の
あ
る
活
動
を
行
う
で
あ
ろ
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
国
際
連
合
も
、
や
は
り
国
際
連
盟
と
同
じ
よ
う

に
、
世
界
が
多
く
の
独
立
の
主
権
国
家
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
の
主
権
国
家

の
間
の
協
定
を
そ
の
組
織
原
理
と
し
て
い
る
。
さ
よ
う
な
主
権
国
家
を
単
位
と
す
る
国
際
組
織
が
は
た
し
て
真
の
平
和
の
保
障
た

り
得
る
か
否
か
は
、
依
然
と
し
て
疑
問
で
あ
る
。
主
権
国
家
相
互
の
間
の
協
定
や
条
約
は
、
国
家
が
そ
れ
を
守
る
こ
と
に
利
益
を

認
め
て
い
る
間
だ
け
守
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
の
国
際
法
が
骨
身
に
し
み
て
体
験
し
て
来
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
主
権
国
家
の
概
念
を
否
定
し
、
各
国
家
を
ば
高
度
の
自
治
性
を
有
す
る
地
域
行
政
国
体
の
地
位
に
ま
で
引
き
下
げ
、
以
て

人
類
全
体
を
単
一
の
世
界
連
邦
に
統
合
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
恒
久
平
和
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
議
論
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
な

が
ら
、
か
か
る
世
界
連
邦
が
現
在
ま
た
は
近
い
将
来
の
歴
史
の
段
階
に
お
い
て
は
た
し
て
実
現
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
よ
し
ん
ば
そ

れ
が
実
現
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
さ
よ
う
な
世
界
連
邦
に
よ
っ
て
複
雑
微
妙
な
諸
民
族
の
利
害
関
係
を
確
実
に
調
整
し
て
行
く

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
む
し
ろ
、
各
国
家
の
独
立
性
を
認
め
、
法
の
前
で
の
そ
の
平
等
を
原
則
と
し
つ
つ
、
現
実
政
治
の
面

で
は
き
わ
め
て
少
数
の
強
大
国
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
掌
握
し
、
世
界
警
察
の
任
務
を
担
当
す
る
と
い
う
組
織
の
方
が
、
か
え
っ
て
平

和
の
た
め
の
有
効
な
保
障
た
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
か
よ
う
な
将
来
の
世
界
構
造
の
構
想
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
国
際
法

ま
た
は
世
界
法
を
い
か
に
建
設
す
る
か
が
、
人
類
当
面
の
大
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。01004 



　
こ
れ
ら
の
多
岐
・
複
雑
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
努
力
は
、
二
つ
の
方
向
に
向
か
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

の
一
つ
は＜

特
殊
化＞

の
方
向
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は＜

一
般
化＞

の
方
向
で
あ
る
。
一
方
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
一

つ
一
つ
を
論
究
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ＜

特
殊
化
し
た＞

専
門
の
知
識
と
研
究
と
を
必
要
と
す
る
。
家
族
の
問
題
、
所
有
権

の
問
題
、
契
約
の
問
題
は
、
い
づ
れ
も
民
法
の
領
域
に
属
す
る
が
、
そ
の
お
の
お
の
が
更
に
色
々
と
特
殊
の
問
題
を
派
生
せ
し
め

る
。
家
族
の
問
題
に
し
て
も
、
都
会
生
活
者
の
家
族
と
農
業
経
済
単
位
と
し
て
の
家
族
と
で
は
同
日
に
談
ず
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ

が
多
い
で
あ
ろ
う
。
所
有
権
に
し
て
も
、
農
地
の
所
有
権
な
ど
に
な
る
と
、
農
業
経
済
学
上
の
精
密
な
研
究
と
結
び
付
け
て
こ
れ

を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
契
約
と
な
る
と
、
借
地
借
家
の
関
係
、
小
作
契
約
・
労
働
契
約
の
関
係
な
ど
、
い
よ
い
よ

特
殊
の
事
実
に
立
ち
入
っ
て
立
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
の
問
題
、
国
際
法
の
問
題
、
い
づ
れ
も
同
様
に

特
殊
・
具
体
の
観
点
に
立
っ
て
考
察
し
て
行
く
の
で
な
け
れ
ば
、
正
し
い
解
決
の
い
と
ぐ
ち
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。01005 

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
一
方
で
は
い
か
に
特
殊
化
し
た
研
究
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
本
に

お
い
て
同
じ
「
法
」
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
一
般
性
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
は
、
他
方
ま
た＜

一
般
化

の
方
向
へ
向
か
っ
て
の＞

、
す
な
わ
ち
、
法
一
般
の
根
本
原
理
の
方
向
に
む
か
っ
て
の
、
突
っ
こ
ん
だ
考
察
を
す
す
め
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
「
突
っ
こ
ん
だ
」
考
察
と
い
う
の
は
、
問
題
の
皮
相
面
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
も
し
く
は
、
概
念
や
論
理
の
綺
麗
ご
と
を
以
て
片
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
単
な
る
法
の
形
態

論
で
は
な
く
、
法
の
存
立
の
根
本
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
論
究
の
こ
と
で
あ
る
。
実
定
法
に
対
す
る
評
価
の
最
高
の
規
準
は
何
で
あ

る
か
。
実
定
法
を
動
か
し
、
実
定
法
を
破
り
、
法
を
破
っ
た
あ
と
に
新
た
な
法
を
作
り
出
す
力
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ

れ
は
、
法
と
は
異
な
る
力
で
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
や
は
り
法
的
な
力
で
あ
る
の
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
吟
味
の
メ
ス
を
深

く
入
れ
て
行
こ
う
と
す
る
考
察
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
の
論
究
で
あ
る
。
一
方
で
、

ま
す
ま
す
具
体
・
個
別
の
現
象
領
域
に
立
ち
入
る
実
定
法
学
の
特
殊
研
究
が
真
剣
に
す
す
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
他
面
こ
れ
と
相

呼
応
し
つ
つ
、
法
一
般
の
究
極
の
在
る
も
の
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
論
究
を
行
う
こ
と
は
、
法
の
根
本
原
理
の
学
た
る
法
哲
学
の
任

務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。01006 



　
二
　
法
の
本
質
・
法
の
形
相
・
法
の
理
念 

　
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
法
哲
学
の
言
葉
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
論
じ
よ
う
と
す
る
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
「
法

の
本
質
」
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
法
を
し
て
ま
さ
に
法
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
そ
れ
を
度
外

視
し
て
は
法
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
、
そ
れ
な
く
し
て
は
法
が
法
と
し
て
存
在
し
得
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
法
の
本
質

に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。02001 

　
け
れ
ど
も
、
も
し
人
が
単
な
る
論
理
的
な
捨
象
の
手
つ
づ
き
に
よ
っ
て
法
の
概
念
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
法
の
本
質
と
呼
ぼ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
さ
よ
う
な
意
味
で
の
法
の
本
質
は
、
こ
こ
に
い
う
と
こ
ろ
の
法
の
究
極
に
在
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
人
が

多
様
な
法
現
象
の
異
を
去
り
、
同
を
採
り
、
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
類
概
念
を
構
成
し
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法

を
法
た
ら
し
め
て
い
る
根
源
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
法
の
特
質
、
例
え
ば
、
法
は
対
人
関
係
の
行
為
の
規
律
で
あ
る

と
か
、
あ
る
い
は
、
法
は
強
制
の
契
機
と
結
び
つ
い
た
規
範
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
な
特
質
を
と
ら
え
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
と

い
う
対
象
を
明
確
に
見
さ
だ
め
、
法
を
法
以
外
の
対
象
か
ら
明
ら
か
に
区
別
す
る
こ
と
も
、
学
問
の
仕
事
と
し
て
重
要
な
意
味
を

も
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
概
念
上
い
か
に
完
全
に
法
た
る
特
質
を
そ
な
え
て
い
る
規
範
が
「
規
範
意
味
」
の
世
界
に

存
在
し
て
も
、
も
し
そ
れ
が
実
在
す
る
人
間
の
関
係
を
有
効
に
規
律
す
る
力
を
も
た
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
際
に
は
法
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
法
た
る
効
力
の
な
い
規
範
は
空
文
で
あ
る
。
効
力
の
根
拠
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
法
規
範
の
構
造
を
い
か
に
精
緻

に
分
析
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
概
念
と
論
理
の
綺
麗
ご
と
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
法
の

本
質
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
法
の
本
質
は
、
普
通
の
法
哲
学
に
い
わ
ゆ
る
法
概
念
論
と
は
全
く
別
個
の
角
度
か
ら
探
究
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。02002 

　
す
な
わ
ち
、
法
の
究
極
に
在
る
と
こ
ろ
の
法
の
本
質
は
、
法
の
根
底
に
在
っ
て
法
を
動
か
し
、
法
を
通
じ
て
自
己
自
ら
を
実
現

し
て
行
く
と
こ
ろ
の＜

創
造
的
な
力＞

を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
法
の
本
質
と
い
わ
ん
よ
り
も
、
む
し
ろ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な

ら
っ
て
、
法
の
「
形
相
」
（eidos

）
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
事
物



は
「
素
材
」
（hyle

）
を
も
つ
。
素
材
の
な
い
純
粋
の
理
念
は
、
実
在
性
を
も
た
な
い
。
だ
か
ら
、
素
材
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た

事
物
の
本
質
を
求
め
て
見
て
も
、
そ
れ
は
実
在
す
る
事
物
の
本
質
と
は
い
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
逆
に
ま
た
、
単
な

る
素
材
だ
け
を
取
り
出
し
て
見
て
も
、
そ
れ
は
事
物
の
実
体
の＜

可
能
態＞

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
よ
う
に
、
素
材
の
中
に
可

能
体
と
し
て
潜
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
事
物
の
実
体
を
、＜

現
実
態＞

に
ま
で
発
展
せ
し
め
、
顕
在
化
し
て
行
く
も
の
は
、
そ
の

も
の
の
「
形
相
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
石
や
瓦
や
木
材
は
家
の
素
材
で
あ
り
、
可
能
態
に
お
け
る
家
で
あ
る
。
石
や
瓦
や
木
材
な

ど
を
素
材
と
し
て
も
た
な
い
家
は
、
人
の
住
み
得
る
家
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
石
や
瓦
や
木
材
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
家
に
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
現
実
に
人
の
住
む
家
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
建
築
せ
ら
れ
た
家
の
中
に
自
己
を
実
現
し
て
行
く
と
こ
ろ
の
家

の
形
相
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
形
相
は
、
或
る
も
の
を
正
に
そ
の
も
の
た
ら
し
め
る
本
質
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
物
に
内

在
し
つ
つ
、
そ
の
も
の
に
不
断
の
自
己
発
展
の
力
を
与
え
る
原
動
者
で
あ
り
、
そ
の
も
の
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
顕
現
せ
し
め
て

行
く
と
こ
ろ
の
「
目
的
因
」
（causa finalis

）
で
あ
る
。
法
の
中
に
も
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
形
相
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例

え
ば
、
夫
婦
の
関
係
、
親
子
の
関
係
は
、
動
物
に
も
人
間
に
も
共
通
す
る
家
族
の
素
材
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
場
合
に
は
、

そ
の
素
材
が
単
な
る
素
材
と
し
て
在
る
だ
け
で
は
な
く
、
色
々
な
形
の
家
族
制
度
と
し
て
構
成
さ
れ
、
変
化
し
て
行
く
。
そ
こ

に
、
家
族
法
の
形
相
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夫
婦
の
関
係
や
親
子
の
関
係
を
素
材
と
し
つ
つ
、
家
族
の
真
に
あ
る
べ
き
姿
を
顕
現

せ
し
め
て
行
く
家
族
法
の
形
相
は
、
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
現
実
の
特
殊
の
法
現
象
の

中
に
ひ
そ
む
か
よ
う
な
法
の
エ
イ
ド
ス
を
、
家
族
法
と
か
財
産
法
と
か
い
う
特
殊
領
域
を
越
え
た
法
一
般
の
エ
イ
ド
ス
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
法
を
動
か
し
、
法
を
発
展
せ
し
め
、
法
に
法
た
る
生
命
を
与
え
る
原
動
者
に
外
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
か
く
の
ご
と
き
形
相
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
と
こ
ろ
の
法
の
本
質
な
の
で
あ
る
。

02003 

　
法
の
形
相
と
し
て
の
法
の
本
質
は
、
別
の
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
、
法
の
「
理
念
」
（idea

）
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
法
は
理
念
を
も
つ
も
の
、
理
念
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
も
の
、
ラ
ア
ド
ブ
ル
ッ
フ
に
し
た
が
え
ば
、
「
法
の
理
念
に
つ
か
え
る

と
い
う
意
味
を
も
つ
と
こ
ろ
の
実
在
」
で
あ
る
。
故
に
、
法
の
根
底
に
あ
る
理
念
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
正
に
法
の
究
極
に
在
る

も
の
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
に
外
な
ら
な
い
。02004 



　
け
れ
ど
も
、
法
の
究
極
に
在
る
理
念
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
説
い
た
イ
デ
ア
の
よ
う
に
、
個
物
を
は
な
れ
、
現
実
を
超
越
し
て
恆
存

す
る
絶
対
者
で
は
な
い
。
現
実
か
ら
全
く
は
な
れ
て
存
在
す
る
法
の
イ
デ
ア
は
、
現
実
と
は
没
交
渉
で
あ
る
か
ら
、
現
実
の
法
の

創
造
・
変
化
の
原
動
力
と
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
現
実
の
法
の
中
に
内
在
し
、
実
定
法
を
動
か
し
つ
つ
、
自
ら
を
実
定
法
の
中

に
実
現
し
て
行
く
法
の
イ
デ
ア
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
イ
デ
ア
で
は
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、

事
実
の
目
標
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
事
実
と
な
っ
て
経
験
界
に
現
れ
る
こ
と
の
な
い
理
念
、
す
な
わ

ち
カ
ン
ト
の
考
え
た
よ
う
な
「
規
制
原
理
」
（regulatives Prinzip

）
と
し
て
の
理
念
は
、
こ
こ
に
い
う
法
の
理
念
で
は
な

い
。
更
に
い
い
か
え
る
と
、
単
に
現
実
を
「
規
正
」
（riehten

）
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
は
永
遠
に
現
実
化
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
理
想
、
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
の
法
哲
学
が
法
の
導
き
の
星
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
よ
う
な
法
の
理
念
は
、
こ
こ
に
求
め
る
法

の
究
極
者
で
は
な
い
。
勿
論
、
法
の
究
極
に
在
る
理
念
は
、
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
現
実
の
目
標
で
あ
り
、
現
実
に
対
す
る

価
値
の
尺
度
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
法
に
内
在
す
る
理
念
も
、
こ
れ
ら
の
二
元
論
的
理
想
主
義
哲
学
の
か
か
げ
る
よ

う
な
イ
デ
ア
と
同
じ
く
、
実
定
法
に
対
す
る
価
値
判
断
の
標
準
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
の
理
念
が
実
定

法
の
価
値
尺
度
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
と
き
、
そ
の
理
念
は
、
す
で
に
実
定
法
を
ば
そ
の
価
値
尺
度
に
か
な
う
よ
う
に
動
か
し
て

行
こ
う
と
す
る
意
欲
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
実
定
法
に
対
す
る
か
よ
う
な＜

意
欲
的
・
主
体
的

＞

な
働
き
か
け
を
と
も
な
わ
な
い
法
の
理
念
は
、
い
か
に
崇
美
の
空
に
高
く
輝
い
て
い
よ
う
と
も
、
現
実
の
人
間
生
活
か
ら
見

て
、
ほ
と
ん
ど
何
の
意
味
も
も
た
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。02005 

　
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
法
の
理
念
は
、
実
定
法
に
内
在
し
、
実
定
法
を
動
か
し
、
実
定
法
を
通
じ
て
そ
れ

ら
を
実
現
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
点
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
い
た
よ
う
な
イ
デ
エ
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ

エ
は
、
現
実
を
形
成
す
る
力
で
あ
り
、
現
実
の
歴
史
的
発
展
の
原
動
者
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
い
た
法
の
理
念
は
、
実
定
法
か

ら
隔
絶
し
た
自
然
法
で
は
な
く
、
低
い
実
定
法
の
殻
を
破
っ
て
は
、
絶
え
ず
高
い
実
定
法
の
段
階
の
中
に
顕
現
し
て
行
く
と
こ
ろ

の
法
の
理
性
的
な
根
拠
な
の
で
あ
る
。02006 

　
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
理
念
と
現
実
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
の
余
り
、
両
者
の＜

完
全
な
一
致＞

を
認
め
る
こ
と
と

な
っ
た
。
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
理
性
的
で
あ
る
と
見
る
に
い
た
っ
た
。
か
よ
う
な



考
え
方
は
、
現
実
を
無
差
別
に
理
念
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
対
す
る
批
判
の
精
神
を
消
耗
せ
し
め
る
。
現
実
の

制
度
を
あ
る
が
ま
ま
に
理
性
の
要
求
に
合
致
す
る
と
見
做
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
努
力
の
効
率
を
冷
笑
す
る
保
守
主
義
に
堕

す
る
。
あ
る
い
は
、
逆
に
、
実
定
法
を
破
る
力
の
暴
逆
を
も
、
自
由
の
理
念
の
自
己
実
現
の
一
過
程
と
し
て
是
認
す
る
と
い
う
結

果
に
陥
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
が
国
家
絶
対
主
義
と
な
り
、
国
際
法
を
否
定
す
る
覇
道
実
力
国
家
思
想
と
な
っ
た
の
も
、
理
念

と
現
実
の
懸
隔
を
認
め
ぬ
一
元
論
の
方
向
に
走
り
す
ぎ
た
が
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
理
念
は
現
実
の
中
に
宿
る
と
い
う
の
は
真
理

で
あ
る
が
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
現
実
そ
の
も
の
が
理
念
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
誤
謬
で
あ
る
。
理
念
が
現
実
の
中
に
宿
る
と
い

う
の
は
、
理
念
が
、
現
実
を
動
か
そ
う
と
す
る
人
間
の
努
力
の
中
に
そ
の
姿
を
現
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
は
、
か
よ
う
な

努
力
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
理
念
に
接
近
し
て
は
行
く
が
、
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
行
く
現
実
が
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま

の
状
態
に
お
い
て
飽
和
し
た
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
現
実
が
飽
和
し
た
理
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
実
に
対
す

る
人
間
の
努
力
と
か
、
改
善
・
向
上
の
意
欲
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
お
よ
そ
無
用
の
贅
物
と
な
っ
て
し
ま
う
外
は
な
い
。
歩
々

に
理
念
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
現
実
は
、
理
念
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
評
価
せ
ら
る
べ
き
対
象
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
理
念
そ
の
も

の
で
は
な
い
。
現
実
に
内
在
し
て
現
実
を
動
か
す
理
念
は
、
か
く
し
て
同
時
に
、
現
実
に
対
す
る＜

価
値
尺
度＞

と
し
て
の
役
割

を
も
演
ず
る
の
で
あ
る
。02007 

　
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
か
よ
う
に
現
実
と
の
不
即
不
離
の
関
係
に
立
つ
と
こ
ろ
の
法
の
理
念
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を＜

不

即
の
関
係＞

か
ら
見
る
な
ら
ば
、
法
の
理
念
は
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
法
の
理
念
が
現
実
に
対
す
る
評
価
の
規
準
と
な
る
の

は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を＜

不
離
の
関
係＞
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
法
の
理
念
は
現
実
の
彼
岸
に
在
る
も
の
で

は
な
い
。
法
の
理
念
は
現
実
に
内
在
し
、
現
実
の
法
を
作
り
、
現
実
の
法
を
動
か
す
「
力
」
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
か

よ
う
に
、
現
実
そ
の
も
の
と
は
一
定
の
へ
だ
た
り
を
保
っ
て
現
実
の
彼
方
に
あ
る
と
こ
ろ
の
理
念
が
、
し
か
も
、
な
お
か
つ
、
現

実
に
内
在
し
て
現
実
を
動
か
す
力
と
な
る
た
め
に
は
、
法
の
理
念
と
現
実
と
の
間
に
立
っ
て
、
両
者
を＜

媒
介
す
る＞

何
者
か
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
間
の
こ
の
媒
介
者
を
と
ら
え
な
い
か
ぎ
り
、
理
念
と
現
実
と
を
隔
絶
せ
し
め
る
プ
ラ
ト
ン
的
の
二

元
論
に
帰
著
す
る
か
、
現
実
を
そ
の
ま
ま
に
理
念
と
見
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
の
一
元
論
に
帰
依
す
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
外
に
道
は
な



い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
探
ね
る
こ
と
は
、
転
じ
て
「
法
の
理
念
と
現
実
と
を
媒
介
す
る
も
の
」
は
何

で
あ
る
か
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
て
来
る
。02008 

　
三
　
法
の
理
念
と
現
実
と
を
媒
介
す
る
も
の 

　
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
法
の
理
念
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
法
の
理
念
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
現
実
に
対
し
て
無
力
な
、
単

に
崇
高
な
、
し
か
し
実
は
蒼
白
な
法
の
理
想
で
は
な
い
。
法
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
想
は
、
複
雑
・
深
刻
を
き
わ
め
る
人
間
共
同
生

活
関
係
の
実
際
問
題
を
解
決
す
る
上
か
ら
い
っ
て
は
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
の
問
題
を
処
理
す
る
指
標
と
な

る
べ
き
法
の
理
念
は
、
よ
し
ん
ば
理
想
と
し
て
の
純
度
は
低
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
現
実
に
接
近
し
て
現
実
を
動
か
す
逞
し
さ

を
発
揮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
は
、
現
実
の
法
の
上
に
働
き
か
け
、
多
く
の
矛
盾
や
不
合
理
を
含
む
と
こ
ろ
の

実
定
法
制
度
を
改
善
し
て
、
不
断
に
新
た
な
法
を
作
る
「
力
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
の
法
制
度
の
中
に
内
在
し
て
、

法
を
作
り
、
法
を
支
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
を
破
り
、
破
ら
れ
た
法
の
廃
墟
の
上
に
改
め
て
新
た
な
法
を
作
る
力
を
さ
え
も
つ

と
こ
ろ
の
法
の
理
念
が
、
こ
こ
に
探
究
さ
る
べ
き
法
の
究
極
に
在
る
も
の
な
の
で
あ
る
。03001 

　
そ
れ
で
は
、
理
念
は
い
か
に
し
て
現
実
に
内
在
し
、
現
実
の
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
力
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
念
が
現

実
に
内
在
し
て
、
現
実
を
動
か
す
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
の
は
、
一
体
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。03002 

　
一
切
の
哲
学
的
思
弁
を
排
除
し
て
、
き
わ
め
て
現
実
的
に
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
理
念
が
現
実
に
内
在
し
て
現
実
を

動
か
す
と
い
う
の
は
、
理
念
が
達
成
せ
ら
る
る
べ
き
目
標
と
し
て
現
実
の
人
々
の
現
実
意
識
の
中
に
宿
り
、
現
実
人
の
意
欲
を
方

向
づ
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
一
人
ま
た
は
少
数
の
人
々
の
理
想
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
に

生
活
す
る
大
多
数
の
人
々
が
、
同
一
の
理
念
を
達
成
す
べ
き
目
標
と
し
て
渇
望
し
、
こ
れ
を
共
同
の
意
欲
の
対
象
と
し
、
共
同
の

行
動
に
よ
っ
て
そ
の
理
念
を
実
現
し
て
行
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
多
数
の
人
々
が
同
一
の
理
念
を
意
欲
の
対
象
と
し
、
そ
れ
に
む

か
っ
て＜

主
体
的＞

に
働
き
か
け
る
と
き
、
そ
こ
に
、
統
一
の
あ
る
行
動
が
現
れ
て
来
る
。
そ
れ
が
、
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す

「
力
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
力
は
、
対
抗
す
る
力
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
と
抗
争
し
て
こ
れ
を
制
圧
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
現
存



の
法
制
度
を
破
砕
す
る
革
命
力
と
も
な
っ
て
爆
発
す
る
。
そ
れ
は
、
実
に
「
政
治
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
力
で
あ
る
。
理
念

は
、
か
よ
う
な
政
治
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
内
在
し
、
現
実
を
動
か
す
力
と
な
る
。＜

法
の
理
念
と
現
実
と
を

媒
介
す
る
も
の＞

は
、
正
に
政
治
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
現
実
に
内
在
す
る
理
念
と
見
る
こ
と
は
、
こ

れ
を
ば
法
を
動
か
す
「
政
治
の
力
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。03003 

　
政
治
は
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
力
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
法
は
政
治
か
ら
生
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的

に
無
色
な
法
、
政
治
の
上
に
超
然
た
る
法
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、
過
去
の
永
い
歴
史
の
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
の
激

動
す
る
時
代
の
実
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
家
の
法
制
度
は
、
そ
の
い
づ
れ
の
部
分
を
取
っ
て
見
て
も
、
政
治
の
所

産
で
な
い
も
の
は
な
い
。
国
家
は
、
政
治
の
行
わ
れ
る
最
も
主
要
な
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
す
で
に
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

法
制
度
で
あ
る
。
し
か
も
、
い
わ
ゆ
る
公
法
の
制
度
が
最
も
明
瞭
に
政
治
の
所
産
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
私
法
の
領
域
、
特

に
、
政
治
上
の
権
力
か
ら
の
自
由
と
い
う
こ
と
を
標
榜
す
る
私
法
自
治
の
原
則
も
、
政
治
上
の
自
由
主
義
を
根
本
の
推
進
力
と
し

て
発
達
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
、
私
法
自
治
の
原
則
に
は
色
々
の
制
限
が
加
え
ら
れ
、
私
法
の
公
法
化
と
称
せ
ら
れ
る

現
象
が
起
こ
っ
て
来
た
が
、
こ
の
法
の
変
化
も
ま
た
、
自
由
主
義
の
行
き
過
ぎ
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
政
治
動
向
の
し
か

ら
し
め
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
更
に
、
国
際
法
は
、
国
家
間
の
政
治
関
係
を
基
礎
と
し
て
発
達
し
、
変
化
す
る
。
国
際
政
治

は
、
と
き
に
は
法
を
作
っ
て
安
定
し
、
と
き
に
は
ま
た
法
を
破
っ
て
荒
れ
狂
う
。
し
か
し
、
法
を
破
っ
て
荒
れ
狂
っ
た
い
わ
ゆ
る

枢
軸
側
の
政
治
力
が
、
既
成
の
国
際
法
秩
序
を
守
ろ
う
と
す
る
民
主
主
義
諸
国
家
の
団
結
し
た
政
治
力
に
よ
っ
て
完
全
に
屈
服
せ

し
め
ら
れ
た
今
後
の
世
界
構
造
は
、
い
ま
ま
で
の
国
際
法
発
達
の
線
に
沿
い
つ
つ
、
更
に
飛
躍
し
た
段
階
に
お
い
て
法
的
に
整
備

さ
れ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
、
法
に
し
て
政
治
の
力
を
背
景
と
し
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
法
を
作
る
力
も
、
法

を
破
る
力
も
、
結
局
は
政
治
で
あ
る
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。03004 

　
政
治
に
は
理
念
が
内
在
し
て
い
る
。
民
主
主
義
は
「
自
由
」
と
「
平
等
」
と
を
理
念
と
し
て
発
達
し
た
。
独
裁
主
義
の
政
治
は
、

国
家
ま
た
は
民
族
の
絶
対
価
値
を
か
か
げ
て
こ
れ
と
対
抗
し
、
「
全
体
へ
の
奉
仕
」
と
か
「
公
益
優
先
」
と
か
い
う
よ
う
な
理
念

を
そ
の
行
動
の
規
準
と
し
た
。
し
か
し
、
政
治
の
実
体
は
力
で
あ
る
。
政
治
は
、
理
念
に
よ
っ
て
動
く
力
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ

て
は
、
そ
れ
は
理
念
に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
た
力
で
あ
る
。
理
念
を
単
な
る
宣
伝
の
道
具
に
用
い
る
政
治
は
、
な
お
か
つ
政
治
で
あ



り
得
る
が
、
徒
ら
に
崇
高
な
理
念
を
か
か
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
現
実
の
行
動
力
を
と
も
な
わ
な
い
政
治
は
、
政
治
と
し
て

は
取
る
に
足
ら
ぬ
存
在
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
、
哲
学
的
な
政
治
学
は
理
念
を
重
ん
ず
る
が
、
科
学
的
な
政
治
学
は
現
実
政

治
の
現
実
力
の
分
析
に
主
力
を
そ
そ
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
政
治
に
求
め

る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
「
実
力
」
と
解
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。03005 

　
と
こ
ろ
で
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
蔽
う
理
念
の
ヴ
ェ
エ
ル
を
除
り
去
り
、
こ
れ
を
現
実
の
力
と
見
る
見
方
を
更
に
押
し
す

す
め
て
行
く
と
、
政
治
に
代
わ
っ
て
「
経
済
」
が
考
察
の
前
景
に
現
れ
て
来
る
。03006 

　
な
る
ほ
ど
、
人
は
理
念
を
意
識
し
理
想
を
追
求
し
て
行
動
す
る
。
そ
れ
が
統
一
的
な
大
衆
行
動
と
し
て
の
実
践
力
を
発
揮
し
た

も
の
が
政
治
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
い
か
な
る
理
念
を
意
識
し
、
い
か
な
る
理
想
を
求
め
て
行
動
す
る
の
か
。
人
間
の
い
だ
く

理
念
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
意
味
で
人
間
の
生
活
に
関
係
な
い
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
自
由
と
い
い
平
等
と
い
う
。

い
づ
れ
も
人
間
の
生
活
の
あ
り
方
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
間
の
生
活
は
根
本
に
お
い
て
経
済
生
活
で
あ
る
。
精
神
生
活
も
、
文
化

生
活
も
、
道
徳
に
精
進
す
る
生
活
も
、
そ
の
基
礎
を
成
す
経
済
生
活
を
離
れ
て
は
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
生
活
の
変

化
は
、
一
切
の
社
会
理
念
を
動
か
す
。
特
に
、
財
貨
の
生
産
力
お
よ
び
生
産
関
係
の
変
化
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
社
会
生
活
を
変

化
せ
し
め
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
念
に
変
動
を
生
ぜ
し
め
る
。
或
る
生
産
関
係
の
下
で
人
間
の
生
活

に
自
由
と
平
等
と
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
条
件
も
、
生
産
力
が
変
化
し
、
経
済
関
係
の
あ
り
方
が
変
動
す
れ
ば
、
も
は
や

自
由
と
平
等
と
の
保
障
で
は
あ
り
得
な
く
な
る
。
む
し
ろ
、
逆
に
、
自
由
と
平
等
を
保
護
す
る
制
度
と
称
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
一

部
の
経
済
上
の
特
権
階
級
に
の
み
利
益
を
吸
収
せ
し
め
る
結
果
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
、
利
潤
か
ら
遮
断
さ
れ
た
無
産
大
衆
と
経

済
上
の
特
権
階
級
と
の
間
に
劃
然
た
る
へ
だ
た
り
が
生
じ
、
両
者
の
間
の
階
級
闘
争
が
激
化
す
る
。
無
産
大
衆
は
経
済
上
無
力
で

あ
る
が
、
そ
の
数
は
ま
す
ま
す
増
加
す
る
。
し
か
も
、
か
れ
ら
は
自
ら
生
産
す
る
手
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
団
結
す
れ
ば

強
大
な
政
治
力
を
発
揮
す
る
。
そ
う
し
て
、
最
後
に
は
革
命
に
よ
っ
て
一
切
の
法
お
よ
び
政
治
の
組
織
を
転
覆
せ
し
め
る
。
そ
の

力
に
は
、
色
々
な
社
会
主
義
的
な
「
理
念
」
が
つ
け
加
わ
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
れ
ら
の
も
つ
力
の
根
本
は
、
経
済

上
の
生
産
力
で
あ
る
。
生
産
力
が
、
資
本
家
か
ら
労
働
者
の
手
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
財
貨
生
産
の
基
盤
関
係
か
ら
は

な
れ
て
見
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
理
念
は
実
体
の
な
い
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
す
ぎ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
念
が
歴
史
を
動
か
す
と



考
え
た
が
、
歴
史
を
動
か
す
も
の
は
、
実
は
か
く
の
ご
と
き＜

唯
物
的＞

な
生
産
力
で
あ
る
。
か
く
て
、
理
念
の
頭
を
下
に
し
て

逆
立
ち
し
て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
弁
証
法
は
、
物
の
生
産
力
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
上
に
観
念
を
載
せ
た
関
係
に
逆
転
せ
し
め

ら
れ
る
。
こ
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
道
徳
も
法
も
政
治
も
、
経
済
の
土
台
の
変
化
と
と
も
に
動
く
人
間
共
同
生
活
の
「
上
部
構

造
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
、
法
の
根
底
を＜

経
済
的
生
産
力＞

に
求
め
る
唯
物
史
観
の
論
旨
で
あ
る
。03007 

　
唯
物
史
観
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
に
対
す
る
き
わ
め
て
突
っ
こ
ん
だ
見
方
で
あ
る
。
法
は
た
し
か
に
経
済
に
よ
っ
て
動

く
。
例
え
ば
、
自
由
交
換
経
済
、
な
ら
び
に
、
そ
の
地
盤
の
上
に
存
立
す
る
資
本
主
義
経
済
と
の
聯
関
を
は
な
れ
て
は
、
近
代
的

所
有
権
の
形
態
や
複
雑
な
契
約
法
の
組
織
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
に
、
資
本
主
義
経
済
の
高
度
化
に
と
も
な
う

多
く
の
不
合
理
は
、
更
に
法
の
形
態
の
変
化
を
う
な
が
し
た
。
こ
の
変
化
を
自
然
の
い
き
お
い
の
み
に
ま
か
せ
て
置
か
な
い
で
、

非
合
法
の
実
力
手
段
に
訴
え
て
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、＜

革
命＞

に
な
る
。
革
命
は
最
も
急
激
な
法
の
変
革
で
あ
る
。
い
づ
れ

に
せ
よ
、
法
の
合
法
・
非
合
法
の
変
革
の
根
底
に
は
、
経
済
上
の
生
産
関
係
の
変
化
が
動
因
と
し
て
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
。
国
家

制
度
の
成
立
や
変
化
も
、
経
済
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
国
際
法
の
変
動
も
、
社
会
経
済
の
動
き
を
度
外

視
し
て
は
説
明
で
き
な
い
。
第
一
次
お
よ
び
第
二
次
の
世
界
大
戦
は
、
後
進
資
本
主
義
国
家
が
先
進
資
本
主
義
国
家
に
対
抗
し

て
、
世
界
の
資
源
の
配
分
お
よ
び
市
場
の
縄
張
り
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
企
て
か
ら
起
こ
っ
た
。
今
後
の
国
際
社
会
な
ら
び
に
国

際
法
の
構
造
に
し
て
も
、
国
民
経
済
か
ら
世
界
経
済
へ
の
大
き
な
発
展
を
考
慮
せ
ず
に
こ
れ
ら
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

徒
労
に
帰
す
る
か
、
空
論
に
終
わ
る
か
の
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
を
動
か
す
も
の
は
経
済
で
あ
る
。
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を

探
ろ
う
と
す
る
測
鉛
は
、
そ
の
意
味
で
経
済
の
深
底
に
ま
で
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。03008 

　
し
か
し
な
が
ら
、
唯
物
史
観
は
経
済
上
の
生
産
方
式
が
法
や
政
治
の
上
部
構
造
を
動
か
す
と
い
う
け
れ
ど
も
、
生
産
と
は
物
か

ら
物
が
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
人
が
物
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
物
を
作
る
場
合
、
作
ら
れ
る
物
の
原
料
も
物
で
あ
り
、
作
る

工
程
に
用
い
ら
れ
る
手
段
も
、
簡
単
な
道
具
か
ら
近
代
的
な
大
工
場
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
物
で
あ
る
。
土
地
も
物
で
あ
り
、

種
子
も
物
で
あ
り
、
農
具
も
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
を
用
い
、
物
を
加
工
し
、
土
地
を
開
発
し
、
工
場
を
建
築
し
、
あ
ら
ゆ
る

生
活
物
資
を
生
産
す
る
の
は
、
人
で
あ
る
。
生
産
さ
れ
た
物
資
を
需
要
し
、
こ
れ
を
価
値
づ
け
、
こ
れ
を
交
換
し
、
こ
れ
を
消
費

し
て
行
く
の
は
、
人
間
の
社
会
関
係
で
あ
り
、
人
間
の
社
会
組
織
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
力
と
い
う
の
も
、
根
本
は
物
の



力
で
は
な
く
て
、
組
織
化
さ
れ
た
人
間
の＜

社
会
的
目
的
活
動＞

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
統
一
的

な
組
織
の
下
に
営
ま
れ
る
社
会
的
目
的
活
動
は
、
経
済
活
動
で
あ
る
と
同
時
に
一
つ
の＜

政
治
活
動＞

で
あ
る
。
新
た
な
生
産
様

式
が
発
明
さ
れ
、
経
済
活
動
の
方
法
が
変
化
す
る
場
合
、
こ
れ
を
い
か
に
組
織
化
し
、
い
か
に
し
て
生
産
の
実
を
挙
げ
、
生
産
さ

れ
た
物
資
を
い
か
に
配
分
し
て
行
く
か
は
、
政
治
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
生
産
の
能
率
を
高
め
る
た
め
に
は
、
企
業
家
の
利
益

を
重
ん
じ
た
方
が
効
果
が
あ
る
と
い
う
の
も
、
政
治
の
一
つ
の
態
度
で
あ
る
。
そ
の
方
が
、
大
量
生
産
に
よ
り
廉
価
な
品
物
を
広

く
民
衆
生
活
に
行
き
渡
ら
し
め
る
所
以
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
政
治
の
一
つ
の
理
念
で
あ
る
。
逆
に
、
労
働
者
こ
そ
実
際
に
勤
労

に
よ
っ
て
物
を
生
産
す
る
主
体
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
利
益
を
先
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
、
政
治
の
一
つ
の
方
針

で
あ
る
。
こ
の
方
針
の
方
が
、
貴
い
勤
労
に
対
し
て
正
当
な
報
酬
を
与
え
る
意
味
で
、
社
会
正
義
の
要
求
に
か
な
っ
て
い
る
と
い

う
の
は
、
こ
れ
ま
た
政
治
の
一
つ
の
理
念
で
あ
る
。
故
に
、
経
済
活
動
は＜

政
治
の
内
容＞

で
あ
る
。
経
済
上
の
生
産
力
は
、
そ

れ
だ
け
独
立
し
て
社
会
組
織
を
動
か
す
力
と
な
る
の
で
は
な
く
、＜

政
治
の
素
材＞

と
し
て
政
治
活
動
の
内
容
に
取
り
入
れ
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
法
を
作
り
、
あ
る
い
は
法
を
破
る
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
政
治
に
は
必
ず
理
念
が
あ

る
。
理
念
に
よ
っ
て
政
治
が
動
き
、
政
治
に
よ
っ
て
経
済
が
調
整
さ
れ
る
。
こ
れ
を
一
方
か
ら
の
み
見
て
、
理
念
も
な
く
、
政
治

も
な
い
、＜

単
な
る
物
質
の
生
産
力＞

な
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
働
い
て
政
治
が
生
れ
、
理
念
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
風
に

考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
さ
よ
う
な
意
味
で
の
唯
物
史
観
は
偏
狭
な
一
面
観
と
し
て
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。03009 

　
故
に
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
現
実
の
方
向
に
む
か
っ
て
追
求
し
て
行
く
と
、
人
は
必
ず
経
済
の
地
盤
に
突
き
あ
た
る
の
で

あ
る
が
、
問
題
を
解
決
す
る
根
本
の
力
は
、
こ
の
地
盤
そ
れ
自
体
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
度
跳
ね
か
え
っ
て

政
治
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
政
治
に
は
理
念
が
あ
る
。
政
治
は
理
念
と
現
実
と
を
媒
介
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ふ
た
た
び
ひ
る
が
え
っ
て
理
念
の
方
向
に
む
か
っ
て
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
探
究
し
て
行
く
と
、

今
度
は
ま
た
政
治
の
世
界
を
突
き
ぬ
け
て
、
別
個
の
文
化
的
な
領
域
に
突
き
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
別
個
の
文
化
領
域
と
い

う
の
は
、
あ
る
い
は
「
道
徳
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
宗
教
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
治
が
理
念
と
し
て
か
か
げ
る
も
の
の

内
容
は
、
あ
る
い
は
、
道
徳
で
あ
り
、
も
し
く
は
宗
教
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
間
は
す
べ
て
自
由
な
人
格
者
と
し
て
平
等
に
取
り

あ
つ
か
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
道
徳
の
理
念
で
あ
る
。
国
家
の
道
義
目
的
達
成
の
た
め
に
、
私
益
を
す
て
て
公



益
に
奉
仕
す
べ
し
と
い
う
の
も
、
別
の
意
味
で
の
道
徳
の
理
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
の
愛
に
則
つ
て
人
類
を
救
済
す
べ
し

と
い
う
の
は
、
宗
教
の
理
念
で
あ
る
。
神
国
の
思
想
を
鼓
吹
し
て
、
国
民
の
威
力
を
発
揮
す
べ
し
と
い
う
の
も
、
別
個
の
宗
教
の

理
念
で
あ
る
。
か
よ
う
な
観
点
を
特
に
取
り
出
し
て
考
え
る
と
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
む
し
ろ
道
徳
で
あ
り
、
宗
教
で
あ

る
、
と
い
う
結
論
が
生
ま
れ
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。03010 

　
け
れ
ど
も
、
道
徳
や
宗
教
は
、
単
な
る
理
念
と
し
て
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
力
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
道
徳
や
宗
教
が
そ

う
い
う
力
を
発
揮
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
の
理
念
が
現
実
人
の
現
実
意
識
に
よ
っ
て
消
化
さ
れ
、
社
会
大
衆
の
現
実
意
欲
を
方
向
づ

け
て
、
そ
の
現
実
行
動
の
中
に
自
己
自
身
を
顕
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
さ
よ
う
な
理
念
に
よ
っ
て
方
向
づ
け

ら
れ
た
現
実
人
の
社
会
的
な
現
実
行
動
は
、
結
局
や
は
り
政
治
で
あ
る
。
道
徳
や
宗
教
の
理
念
は
、
政
治
の
内
容
に
取
り
入
れ
ら

れ
、
政
治
の
力
と
化
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
法
を
動
か
す
と
い
う
作
用
を
営
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
の
究
極

に
在
る
も
の
を
理
念
の
方
向
に
む
か
っ
て
探
究
し
て
行
っ
た
場
合
に
も
、
そ
の
探
究
の
線
は
、
一
た
び
は
道
徳
や
宗
教
の
理
念
に

突
き
あ
た
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
そ
の
ま
ま
理
念
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
跳
ね
か
え
っ
て
ふ
た
た
び
政

治
の
領
域
に
戻
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
経
済
に
求
め
よ
う
と
し
た
場
合
と
全
く
同
様
で
あ

る
。
政
治
は
、
か
く
の
ご
と
く
に
現
実
を
素
材
と
し
て
こ
れ
を
理
念
と
結
び
つ
け
、
理
念
を
引
き
下
ろ
し
て
こ
れ
を
現
実
化
す

る
。
政
治
は
、
こ
の
点
か
ら
見
て
も
法
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
媒
介
者
で
あ
る
。
理
念
の
面
か
ら
道
徳
や
宗
教
の
要
素
を
取
り

上
げ
て
、
こ
れ
を
法
の
内
容
に
流
し
込
ん
で
い
く
も
の
も
、
政
治
で
あ
る
。
現
実
の
面
に
根
ざ
し
て
い
る
経
済
を
素
材
と
し
て
、

こ
れ
に
適
応
す
る
よ
う
な
実
定
法
を
作
り
上
げ
て
行
く
も
の
も
、
ま
た
政
治
で
あ
る
。
法
に
し
て
も
道
徳
に
も
と
づ
か
ぬ
も
の
は

な
く
、
何
ら
か
の
意
味
で
宗
教
と
関
聯
を
も
た
ぬ
も
の
は
な
く
、
ま
し
て
い
わ
ん
や
経
済
の
地
盤
に
立
脚
し
な
い
も
の
は
な
い

が
、
法
を
取
り
ま
く
そ
れ
ら
の
契
機
は
、
す
べ
て
政
治
を
媒
介
と
し
な
い
で
は
法
を
形
成
す
る
力
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

03011 

　
そ
れ
で
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
政
治
で
あ
ろ
う
か
。
法
は
政
治
の
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
政
治

の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
法
そ
れ
自
身
と
し
て
の
究
極
の
根
拠
を
も
た
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
は
、
政
治
の

動
く
が
ま
ま
に
動
か
さ
れ
る
他
律
的
な
傀
儡
で
あ
り
、
法
を
作
る
力
も
、
法
を
破
る
力
も
、
す
べ
て
政
治
の
中
に
、
あ
る
い
は
、



政
治
を
媒
介
と
す
る
道
徳
や
宗
教
や
経
済
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
法
に
は
法
独
自
の
原
理
が
あ
っ
て
、
逆
に
政
治
を
規
律
す
る
力
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う

か
。
ー
ー
そ
の
い
づ
れ
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
か
は
、
法
に
対
す
る
世
界
観
的
態
度
を
左
右
す
る
。
単
に
法
に
対
す
る
抽
象
的

な
世
界
観
を
左
右
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
立
法
の
方
針
を
左
右
し
、
法
の
解
釈
の
動
向
を
決
定
す
る
。
最
も
突
き
つ
め
た
場
合

に
つ
い
て
い
え
ば
、
政
治
の
要
求
次
第
に
よ
っ
て
法
を
破
っ
て
も
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
法
の
保
全
も
法
の
変
革
も
最
後
に
は
法

そ
の
も
の
の
規
準
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
、
法
学
の
心
構
え
を
定
め
る
。
一
方
の
立
場
を
と
れ
ば
、

法
お
よ
び
法
学
は
政
治
に
阿
附
・
追
随
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
他
方
の
態
度
を
確
立
す
れ
ば
、
法
を
動
か
す
政
治
の

力
は
い
か
に
強
大
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
最
後
の
一
点
で
、
法
お
よ
び
法
学
は
政
治
に
対
す
る
自
主
性
を
堅
持
し
得
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
独
裁
政
治
の
横
行
や
戦
争
熱
の
瀰
漫
に
よ
っ
て
将
に
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
た
法
治
の
精
神
が
、
世
界
を
通
じ
て

ふ
た
た
び
力
強
く
復
興
し
つ
つ
あ
る
今
日
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
検
討
を
試
み
る
こ
と
は
、
真
理
の

究
明
に
つ
か
え
る
と
同
時
に
実
戦
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
法
哲
学
の
、
ま
づ
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
面
の

重
大
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。03012 



第
一
章
　
自
然
法
の
性
格 

　
一
　
法
を
超
越
す
る
法 

　
法
に
は
理
念
が
あ
る
。
正
義
・
公
平
・
秩
序
・
報
償
・
奉
公
、
等
の
理
念
は
、
法
に
法
た
る
の
意
義
を
与
え
、
法
の
発
達
を
指

導
し
て
い
る
。
故
に
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
の
理
念
を
か
か
げ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
問
題
解
決
の
第
一
の
著

手
で
あ
る
と
い
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
。11001 

　
し
か
し
な
が
ら
、
理
念
と
い
う
言
葉
は
や
や
崇
高
に
過
ぎ
て
、
法
の
存
立
の
す
べ
て
の
根
拠
を
示
す
た
め
に
は
、
い
さ
さ
か
狭

き
に
失
す
る
嫌
い
が
あ
る
。
法
は
、
元
よ
り
崇
高
な
理
念
に
つ
か
え
る
も
の
、
も
し
く
は
、
崇
高
な
理
念
を
か
か
げ
る
も
の
で
あ

る
が
、
必
ず
し
も
崇
高
で
な
い
動
機
も
、
現
実
の
法
を
基
礎
づ
け
る
力
と
し
て
、
崇
高
な
理
念
に
劣
ら
ぬ
大
き
な
作
用
を
い
と
な

む
。
権
力
者
の
権
勢
欲
に
よ
っ
て
法
が
利
用
せ
ら
れ
、
一
般
民
衆
の
生
活
を
圧
迫
す
る
た
め
に
法
が
鉄
鎖
の
役
割
を
演
ず
る
よ
う

な
場
合
は
別
と
し
て
、
き
わ
め
て
卑
近
な
便
宜
上
の
理
由
や
、
切
実
な
事
態
に
対
処
す
る
必
要
と
い
う
が
ご
と
き
も
の
が
、
法
の

創
造
の
直
接
の
根
拠
と
な
る
こ
と
も
、
決
し
て
少
な
く
な
い
。
交
通
機
関
の
発
達
に
と
も
な
い
、
そ
の
利
用
お
よ
び
取
締
り
の
便

宜
の
た
め
に
各
種
の
規
則
が
制
定
さ
れ
た
り
、
戦
時
の
防
空
と
い
う
必
要
に
迫
ら
れ
て
防
空
法
と
い
う
法
律
が
議
会
を
通
過
し
た

り
す
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
か
よ
う
な
複
雑
・
多
元
な
実
定
法
の
機
能
を
考
え
る
な
ら
ば
、
法
の
根
底
に
在
る
も
の
を
単

に
理
念
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
必
ず
し
も
適
当
で
な
い
。
故
に
、
理
念
と
い
わ
ず
に
、
あ
る
い
は
理
念
と
い
う
言
葉
と
並
ん
で
、
こ
れ

を
「
目
的
」
と
名
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
目
的
と
い
う
言
葉
な
ら
ば
、
正
義
の
ご
と
き
崇
高
な
理
念
も
含
み
得
る

し
、
民
生
・
福
祉
・
交
通
・
衛
生
・
技
術
、
等
に
関
す
る
目
的
、
国
防
・
警
備
・
治
安
、
等
の
必
要
も
、
そ
の
中
に
包
含
せ
し
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
法
は
、
か
よ
う
に
多
様
な
目
的
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
目
的
に
指
示
さ
れ
て
効
力
を
発
揮
す

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
目
的
は
す
べ
て
の
法
の
創
造
者
で
あ
る
と
い
っ
た
イ
ェ
リ
ン
グ
（Rudolf von Jhering

）
の
言
葉
は
、

よ
く
全
般
に
わ
た
っ
て
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。11002 



　
そ
こ
で
、
改
め
て
い
い
直
す
な
ら
ば
、
お
よ
そ
法
に
は
目
的
が
あ
る
。
い
か
な
る
法
も
目
的
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
。
法
を

作
る
も
の
も
目
的
で
あ
り
、
法
を
効
力
あ
ら
し
め
る
も
の
も
目
的
で
あ
り
、
法
を
動
か
し
、
法
を
改
廃
し
て
行
く
も
の
も
目
的
で

あ
る
。
一
つ
の
目
的
か
ら
見
て
は
な
は
だ
不
合
理
・
不
都
合
と
思
わ
れ
る
法
も
、
他
の
目
的
が
作
用
し
て
そ
の
改
廃
を
阻
ん
で
い

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
依
然
と
し
て
有
効
な
法
と
し
て
行
わ
れ
る
。
逆
に
、
甲
の
目
的
の
た
め
に
は
何
と
か
存
置
せ
し
め
た
い
法

も
、
一
番
切
実
な
乙
の
目
的
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
乙
の
目
的
に
か
な
っ
た
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
人
間
共
同

生
活
の
目
的
は
多
種
・
多
様
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
ら
が
互
に
牽
聯
・
交
錯
し
つ
つ
、
あ
る
い
は
徐
々
に
、
あ
る
い
は
急
激
に
動

い
て
行
く
か
ら
、
法
の
創
設
・
存
立
・
改
廃
の
過
程
も
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
、
総
じ
て
い
え
ば
、
目
的
の
聯
関
か
ら

全
く
切
り
離
さ
れ
た
法
は
、
も
は
や
法
と
し
て
は
存
続
し
得
な
い
。
実
定
法
の
根
底
に
在
っ
て
、
法
の
效
力
を
根
拠
づ
け
る
と
同

時
に
、
実
定
法
の
歴
史
的
変
遷
を
う
な
が
し
て
行
く
も
の
は
、
結
局
、
人
間
共
同
生
活
の
目
的
の
体
系
な
の
で
あ
る
。11003 

　
と
こ
ろ
で
、
法
の
生
成
・
変
化
の
原
動
力
を
法
の
「
目
的
」
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
法
の
究
極
に
在
る

も
の
の
所
在
は
、＜

法
を
超
越
す
る
領
域＞
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。11004 

　
例
え
ば
、
夫
婦
互
に
扶
養
し
合
う
と
い
う
義
務
、
親
権
を
行
う
親
が
そ
の
家
に
在
る
未
成
年
の
子
の
監
護
・
教
育
に
任
ず
る
と

い
う
権
利
ま
た
は
義
務
は
、
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
規
定
が
法
と
し
て
成
立
し
、
法
と
し
て
有
效
（
有
効
）

に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
制
度
が
、
家
族
の
人
倫
関
係
を
確
保
す
る
目
的
か
ら
見
て
必
要
で
あ
る
か
ら
に
外
な
ら
な

い
。
し
か
る
に
、
夫
婦
・
親
子
の
人
倫
関
係
は
、
人
間
道
徳
の
最
も
基
本
的
な
形
態
の
一
つ
で
あ
る
。
故
に
、
こ
れ
ら
の
法
規
定

は
、
道
徳
の
た
め
に
設
け
ら
れ
、
道
徳
の
目
的
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
或
る
時
代
の
或
る
国
家

の
法
が
、
一
定
の
宗
教
を
国
教
と
定
め
、
他
の
信
仰
に
帰
依
す
る
こ
と
を
異
端
と
し
て
禁
遏
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
の
法

は
、
疑
い
も
な
く
宗
教
の
目
的
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
、
そ
の
存
立
の
基
礎
を
ば
宗
教
上
の
特
定
の
信
仰
に
負
う
て
い
る
の
で
あ

る
。
神
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
る
国
王
の
権
力
も
、
信
仰
に
立
脚
す
る
法
廷
の
宣
誓
も
、
宗
教
に
対
す
る
峻
厳
な
刑
罰
も
、
い
わ

ば
宗
教
的
地
盤
の
「
上
層
建
築
」
と
し
て
そ
の
権
威
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
法
は
、
法
の
外
な

る
宗
教
の
力
に
よ
っ
て
法
た
る
生
命
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
戦
時
の
厖
大
な
統
制
経
済
法
の
体
系
は
、
一
面
で

は
戦
争
の
目
的
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
同
時
に
、
他
面
で
は
特
殊
の
経
済
上
の
目
的
に
立
脚
し
て
行
わ
れ
た
。
大
規



模
な
戦
時
経
済
を
賄
い
、
軍
需
資
源
を
開
発
し
、
戦
争
の
た
め
の
生
産
を
増
強
し
つ
つ
、
し
か
も
財
政
・
金
融
上
、
国
民
生
活
上

の
破
綻
を
生
ぜ
し
め
ま
い
と
す
る
痛
切
な
る
必
要
が
、
自
由
経
済
の
時
代
に
は
想
像
も
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
国
法
形
態
の
存
立

の
基
礎
を
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
法
が
、
は
た
し
て
戦
時
経
済
の
目
的
を
達
成
す
る
に
役
立
ち
得
た
か
、
あ
る
い
は
、
軍

需
生
産
の
企
業
家
に
不
当
の
利
潤
を
蓄
積
せ
し
め
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
は
、
い
ま
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
と
も
角

も
、
戦
争
と
い
う
異
常
事
態
に
お
け
る
異
常
の
経
済
目
的
が
、
法
の
変
貌
の
根
本
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。

し
か
る
に
、
戦
争
は
戦
争
、
経
済
は
経
済
で
あ
っ
て
、
と
も
に
法
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
ま
た
、
法
を
動
か
し
、
法
を

生
み
、
生
れ
出
で
た
統
制
経
済
法
を
ま
す
ま
す
強
化
し
て
行
っ
た
も
の
は
、
法
そ
の
も
の
に
あ
ら
ざ
る
戦
争
経
済
の
目
的
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。11005 

　
法
が
道
徳
や
宗
教
や
経
済
の
目
的
に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ
れ
ら
の
目
的
を
基
礎
と
し
て
效
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
事
実

は
、
法
の
根
底
に
在
る
も
の
は
、
実
は＜
法
で
は
な
い＞

と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
法
の
「
目
的
」
が
道
徳
・
宗
教
・
経

済
、
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
法
は
道
徳
・
宗
教
・
経
済
、
等
の
「
手
段
」
で
あ
る
と
い
う
に
ひ
と
し
い
。

す
べ
て
、
手
段
は
目
的
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
法
を
規
定
す
る
も
の
は
、
法
自
身
で
は
な
く
、
道

徳
・
宗
教
・
経
済
、
等
、＜

法
の
外
に
在
る＞
契
機
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。11006 

　
も
っ
と
も
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
法
は
法
以
外
の
目
的
に
対
し
て
、
単
に
受
け
身
の
立
場
の
み
に
立
っ
て
い
る
と
い

う
訳
で
は
な
い
。
道
徳
・
宗
教
・
経
済
、
等
の
目
的
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
法
の
領
域
の
外
に
在
る
が
、
法
は
こ
れ
ら
の
目
的

の
す
べ
て
に
追
随
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
逆
に
、
法
は
こ
れ
ら
の
目
的
の
上
に
取
捨
・

選
択
を
加
え
、
そ
の
中
の
適
当
な
も
の
に
対
し
て
の
み
保
護
・
促
進
の
作
用
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
よ
し
ん
ば

道
徳
で
あ
れ
、
宗
教
で
あ
れ
、
経
済
で
あ
れ
、
法
の
立
場
か
ら
見
て
排
除
せ
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
目
的
動
向
に
対
し
て
は
、
こ

れ
を
強
権
を
以
て
抑
制
・
弾
圧
し
て
は
ば
か
ら
な
い
の
が
、
法
の
態
度
な
の
で
あ
る
。
犯
罪
者
が
そ
の
仲
間
を
裏
切
ら
な
い
の

は
、
犯
罪
者
の
道
徳
で
あ
っ
て
も
、
法
は
も
と
よ
り
こ
れ
を
許
さ
な
い
。
異
端
者
の
敬
虔
な
信
仰
は
、
宗
教
と
し
て
は
い
か
に
至

醇
・
崇
高
で
あ
ろ
う
と
も
、
イ
ン
ト
レ
ラ
ン
ト
な
法
の
糾
断
を
受
け
る
。
売
手
と
買
手
の
合
意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
取
引
き
は
、

自
由
経
済
の
目
的
に
は
完
全
に
合
致
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
制
経
済
の
下
で
は
、
法
の
規
定
に
違
反
す
る
が
故
に
、
闇
取
引



と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
法
が
、
本
来
は
法
以
外
の
領
域
に
属
す
る
諸
目
的
に
対
し
て
、
一
定
の
価
値
的
な
立

場
か
ら
選
択
を
加
え
、
そ
の
選
択
に
か
な
っ
た
も
の
の
み
を
法
的
保
護
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
明
白
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
、
法
の
積
極
性
・
能
動
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
法
が
か
よ
う
に
自
ら
進
ん
で
選
択
・
摂
取
し
た
目
的
は
、
も
と

も
と
は
道
徳
・
宗
教
・
経
済
、
等
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
法
の
中
に
摂
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に

「
法
の
目
的
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
法
の
血
と
な
り
肉
と
な
る
も
の
は
、
法
自
ら
が
選

択
し
、
法
に
よ
っ
て
法
の
中
に
摂
取
さ
れ
た
と
こ
ろ
の＜

法
の
目
的＞

な
の
で
あ
る
。11007 

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
法
ー
実
定
法
ー
に
内
在
す
る
こ
れ
ら
の
目
的
は
、
そ
れ
と
は
別
個
の
道
徳
・
宗
教
・
経
済
、
等
の
立

場
か
ら
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
決
し
て
批
判
の
余
地
の
な
い
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
至

醇
な
道
徳
か
ら
眺
め
れ
ば
、
法
の
中
に
含
ま
れ
た
道
徳
は
、
現
実
と
妥
協
し
た
不
純
な
道
徳
で
あ
り
、
「
倫
理
的
の
最
小
限
度
」

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
現
に
法
の
弾
圧
を
受
け
つ
つ
あ
る
宗
教
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
弾
圧
す
る
法
は
、
神
意
に
そ
む

く
暴
虐
手
段
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
資
本
主
義
経
済
組
織
を
擁
護
す
る
法
は
、
共
産
主
義
の
経
済
理
論
か
ら
は
、
革
命
に
よ
っ
て

転
覆
せ
し
む
べ
き
搾
取
の
機
構
と
し
て
呪
詛
さ
れ
る
。
実
定
法
が
そ
の
ま
ま
理
想
の
法
と
し
て
讃
美
さ
れ
る
よ
う
な
稀
な
場
合
は

い
ざ
知
ら
ず
、
実
定
法
に
対
し
て
不
満
が
あ
り
、
非
難
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
大
な
り
小
な
り
法
の
改
革
が
必
要
と
せ
ら
れ
る

の
は
、
法
の
常
態
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
ら
ば
、
実
定
法
に
対
す
る
か
よ
う
な
評
価
、
か
よ
う
な
非
難
の
尺
度
は
何
に
求

め
ら
れ
る
か
。
実
定
法
を
改
革
す
べ
き
目
標
は
、
何
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
か
。
そ
れ
は
、
も
は
や
実
定
法
を
超
越
す
る
道
徳
の

理
念
で
あ
り
、
神
の
意
思
で
あ
り
、
経
済
の
目
的
で
あ
る
。
故
に
、
実
定
法
に
対
し
て
評
価
を
加
え
、
そ
の
変
革
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
動
向
は
、
法
の
理
念
や
法
の
目
的
を
ば
、
法
の
中
に
で
は
な
く
、
や
は
り
法
の
外
に
求
め
る
。
か
く
の
ご
と
く
に
、
法
に

対
す
る
価
値
尺
度
を
ば
実
定
法
を
超
越
す
る
世
界
に
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
む
し
ろ
法
哲
学
の
永
い
伝
統
を
通
じ
て
強
く
流

れ
て
来
た
。11008 

　
と
こ
ろ
で
、
古
来
の
哲
学
者
も
し
く
は
法
哲
学
者
は
、
法
を
超
越
す
る
世
界
に
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
法
の
価
値
原
理
を
ば
、

法
で
な
い
と
す
る
代
わ
り
に
、
こ
れ
に＜

法
の
名＞

を
冠
し
た
。
そ
れ
は
法
で
は
あ
る
が
、
実
定
法
で
は
な
く
、
実
定
法
よ
り
高

い
法
で
あ
り
、
人
間
自
然
の
本
性
に
即
し
た
理
想
の
秩
序
で
あ
る
。
故
に
、
人
は
こ
れ
を
「
自
然
法
」
と
呼
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、



古
来
の
哲
学
者
も
し
く
は
法
哲
学
者
が
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
自
然
法
は
、
「
法
を
超
越
す
る
法
」
に
外
な

ら
な
い
。
し
か
ら
ば
、
法
を
超
越
す
る
法
と
し
て
の
自
然
法
は
、
い
か
な
る
内
容
を
有
し
、
い
か
な
る
役
割
を
演
じ
た
か
。
そ
れ

は
、
そ
の
ま
ま
で
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
力
た
り
得
た
か
。
そ
れ
が
実
定
法
の
上
に
強
く
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ
う
し
た
自
然
法
の
性
格
分
析
か
ら
、
ま
づ
検
討
を
す
す

め
て
行
く
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
。11009 

　
二
　
自
然
法
の
内
容 

　
古
来
の
自
然
法
思
想
を
見
る
と
、
そ
の
中
に
は
も
と
よ
り
法
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
正
し
い
国
家
の

組
織
は
い
か
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
自
然
法
論
も
あ
る
し
、
犯
罪
と
刑
罰
が
正
し
く
釣
り
合
う
と
い
う
報

償
・
応
報
の
原
理
を
も
っ
て
自
然
法
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
る
に
、
国
家
の
組
織
は
法
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
理
想
国
家
の
組
織
を
説
い
た
自
然
法
説
は
、
疑
い
も
な
く
法
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
強
制
が
法
の
必
須
の

要
素
を
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
学
者
は
あ
る
が
、
さ
れ
ば
と
て
、
強
制
や
刑
罰
の
規
定
が
法
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
学
者
も
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
応
報
の
正
義
を
内
容
と
す
る
自
然
法
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
自
然
法
と
し
て
高
く
価
値
づ
け
る
こ
と
の
当
否

は
別
と
し
て
、
概
念
上
法
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
か
よ
う
な
意
味
か
ら
い
え
ば
、
自
然
法
は
法
で
あ
る
と
考
え
て
も
差

し
つ
か
え
は
な
い
の
で
あ
る
。12001 

　
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
面
か
ら
考
え
る
と
、
自
然
法
は
法
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
然
法
論
は
、
多
く

の
場
合
は
っ
き
り
と
し
た
二
元
主
義
の
立
場
に
立
つ
。
い
い
か
え
る
と
、
自
然
法
と
実
定
法
を
截
然
と
区
別
す
る
。
実
定
法
は
現

実
に
社
会
で
行
わ
れ
て
い
る
法
で
あ
り
、
現
実
の
效
力
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
定
法
か
ら
截
然
と
区

別
さ
れ
た
自
然
法
は
、
現
実
に
は
社
会
で
行
わ
れ
て
い
な
い
法
で
あ
り
、
現
実
の
效
力
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
の
法
で
あ
る
。
あ
る

い
は
、
実
定
法
が
時
に
よ
り
処
に
よ
っ
て
変
化
す
る＜

相
対
的＞

な
效
力
を
し
か
も
た
な
い
の
に
対
し
て
、
自
然
法
は
時
代
の
相

違
・
民
族
の
差
別
を
越
え
て
、＜

絶
対
的＞

に
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の
法
で
あ
る
。
故
に
、
も
し
も
法
の
法
た
る
所
以
を
、
人
間
共



同
生
活
に
対
す
る
現
実
の
效
力
を
有
す
る
点
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
さ
よ
う
な
現
実
の
效
力
を
も
た
な
い
自
然
法
は
、
厳
密
に

は
法
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
法
の
現
実
の
效
力
が
時
間
と
空
間
の
制
約
の
下
に
置
か
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
制
約
を
超
越
し
て
妥
当
す
る
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
自
然
法
は
、
実
定
法
と
は
次
元
を
異
に
す
る

效
力
を
有
す
る
異
質
の
法
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
実
定
法
と
二
元
的
に
対
立
す
る

法
、
「
法
を
超
越
す
る
法
」
と
し
て
の
自
然
法
は
、
名
は
法
で
あ
っ
て
も
、
実
は
法
で
は
な
い
も
の
、
少
な
く
と
も
厳
密
な
意
味

で
の
法
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。12002 

　
も
っ
と
も
自
然
法
論
の
中
に
は
、
自
然
法
と
実
定
法
と
の
二
元
性
を
さ
よ
う
に
厳
格
に
考
え
ず
、
自
然
法
は
実
定
法
と
融
和

し
、
実
定
法
の
中
に
融
け
込
ん
で
い
る
と
い
う
風
に
見
る
理
論
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
法
の
大
原
則
は
別
と
し
て
、
そ
の

具
体
的
な
適
用
と
な
る
と
、
歴
史
と
と
も
に
変
化
す
る
柔
軟
性
を
有
す
る
と
論
ず
る
立
場
も
あ
る
。
ス
コ
ラ
学
派
の
歴
史
的
自
然

法
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
よ
う
に
実
定
法
と
融
合
し
、
歴
史
と
と
も
に
動
く
自
然
法
は
、
そ
れ
自
身
も
は

や
実
定
法
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
は
た
し
て
厳
密
に
自
然
法
と
い
い
得
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
故
に
、
自
然
法
は
実
定
法

と
対
立
し
て
い
る
か
、
実
定
法
の
中
に
融
け
込
ん
で
い
る
か
、
で
あ
る
。
自
然
法
が
実
定
法
と
対
立
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
法
を
超
越
す
る
法
」
で
あ
り
、
厳
密
に
は
法
で
は
な
い
。
ま
た
、
自
然
法
が
実
定
法
の
中
に
融
け
込
ん
で
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
実
定
法
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
は
自
然
法
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。12003 

　
自
然
法
は
、
か
よ
う
に
実
定
的
な＜

效
力＞

を
越
え
て
妥
当
す
る
と
い
う
点
で
、
法
に
し
て
法
に
あ
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
そ
の＜

内
容＞

か
ら
見
て
も
多
分
に
法
で
な
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
勿
論
、
自
然
法
の
中
に
法
的
な
内
容
も
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
自
然
法
の
根
本
の
原
理
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
、
そ
こ
に
む
し
ろ
法
以
上
の
、
も

し
く
は
法
以
外
の
理
念
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
念
が
法
の
理
念
で
あ
る
か
、
法
以
外
の
理
念
で

あ
る
か
を
明
確
に
見
定
め
る
た
め
に
は
、
も
と
よ
り
法
の
概
念
を
精
密
に
決
め
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う

い
う
面
倒
な
概
念
分
析
を
行
う
ま
で
も
な
く
、
古
来
の
著
名
な
自
然
法
論
者
で
、
自
然
法
を
ば
明
ら
か
に
法
以
外
の
名
称
を
以
て

呼
び
、
意
識
的
に
こ
れ
を
法
で
な
い
も
の
と
し
て
示
し
て
い
る
者
が
、
決
し
て
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
自
然
法
は
根
本



に
お
い
て
「
法
超
越
的
」
（m

etajuristisch

）
な
理
念
で
あ
る
。
效
力
の
点
に
お
い
て
実
定
法
を
超
越
す
る
法
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
根
本
の
内
容
に
お
い
て
も
「
法
を
超
越
す
る
法
」
な
の
で
あ
る
。12004 

　
法
を
超
越
す
る
自
然
法
の
性
格
の
中
で
、
最
も
広
く
見
出
さ
れ
る
の
は
、
「
道
徳
」
の
要
素
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学

者
は
、
の
ち
に
ス
ト
ア
学
派
や
ロ
ー
マ
の
法
学
者
に
よ
っ
て
「
自
然
法
則
」
（lex naturalia

）
ま
た
は
「
自
然
法
」
（jus 

naturale

）
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
現
実
政
治
の
権
力
を
以
て
左
右
す
べ
か
ら
ざ
る
人
間
共
同
生
活
の
根
本
原
則
を

ば
、
「
正
義
」
と
し
て
と
ら
え
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
正
義
と
は
、
む
し
ろ
根
本
の
「
徳
」
で
あ
り
、
最
高
の
道
徳
法

則
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
正
義
は
三
つ
の
徳
た
る
叡
智
・
勇
気
・
節
度
の
調
和
で
あ

り
、
理
想
の
国
家
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
得
べ
き
至
上
の
道
徳
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
し
た
が
え
ば
、
正
義

は
す
べ
て
の
「
倫
理
的
」
な
徳
の
総
体
で
あ
り
、
最
高
の
徳
そ
の
も
の
で
あ
り
、
他
人
に
対
す
る
道
徳
の
最
も
完
全
な
行
使
を
意

味
し
た
。
有
名
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
配
分
的
正
義
」
や
「
平
均
的
正
義
」
は
、
か
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
正
義
に
対
す
る
狭

い
意
味
で
の
正
義
の
二
種
別
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
継
承
す
る
ス
ト
ア
学
派
や
ロ
ー
マ
の
自
然
法
が
、
根
本

に
お
い
て
倫
理
的
な
色
彩
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
更
に
、
中
世
の
ス
コ
ラ
学
派
の
自
然
法
も
、
そ

の
主
教
的
な
色
彩
を
別
と
し
て
見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
純
然
た
る
倫
理
的
自
然
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
コ
ラ
哲
学
、
特
に
ト

マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
哲
学
を
現
代
に
祖
述
す
る
新
し
い
自
然
法
の
理
論
で
も
、
法
と
道
徳
の
根
本
の
融
合
が
説
か
れ
、
道
徳
は

す
べ
て
の
法
の
基
礎
に
置
か
れ
、
法
の
根
底
に
あ
る
自
然
法
は
、
正
に
人
間
の
間
の
普
遍
道
徳
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ホ
エ

ル
シ
ャ
ー
（Em

il Erich H
ölscher

）
が
、
「
誠
の
法
は
決
し
て
倫
理
上
の
義
務
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
い
、
ル

ナ
ー
ル
が
、
「
自
然
法
は
、
正
義
ま
た
は
社
会
道
徳
と
全
く
同
一
で
あ
る
」
と
説
き
、
田
中
耕
太
郎
博
士
が
、
「
素
朴
的
道
徳
原

理
に
し
て
社
会
生
活
の
基
礎
た
る
も
の
が
即
ち
自
然
法
で
あ
る
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
が
ご
と
き
、
自
然
法
を
根
本
の
道
徳
そ
の

も
の
と
見
る
思
想
の
最
も
明
瞭
な
表
現
で
あ
る
。12005 

　
か
よ
う
な
倫
理
的
自
然
法
の
思
想
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
は
、
宗
教
的
自
然
法
の
理
念
で
あ
る
。
自
然
法
は

実
定
法
の
根
底
に
あ
る
道
徳
の
原
理
で
あ
る
と
し
て
も
、
も
し
そ
の
道
徳
が
人
間
の
意
思
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
自
然
法
は
も
は
や
絶
対
の
客
観
性
を
も
ち
得
な
い
。
逆
に
、
も
し
も
自
然
法
が
絶
対
に
正
し
い
道
徳
の
原
理
で
あ
る
な
ら



ば
、
そ
の
道
徳
は
超
人
間
的
・
超
現
世
的
な
淵
源
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
神
の
意
志
で
あ
り
、
神
の

摂
理
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
法
思
想
も
、
そ
の
根
本
に
は
現
象
界
を
超
越
す
る
神
の
理
念
が
あ
っ
た
と
い
い
得
る
。
ヘ

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
、
す
な
わ
ち
自
然
理
法
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
善
の
イ
デ
ア
も
、
ス
ト
ア
学
派
の
自
然
法
則
も
、
経
験
を
越

え
た
絶
対
性
を
も
つ
原
理
と
し
て
、
神
の
信
仰
に
通
ず
る
。
か
よ
う
な
自
然
法
思
想
の
宗
教
的
契
機
は
、
そ
れ
が
中
世
の
キ
リ
ス

ト
教
神
学
と
結
び
つ
く
に
い
た
っ
て
、
は
っ
き
り
と
前
景
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
。
す
な
わ
ち
、
中
世
初
期
の
教
父
哲
学
を
代

表
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
神
に
よ
っ
て
創
造
せ
ら
れ
、
歴
史
は
永
遠
の
神
の
計
画
に
も
と
づ
い
て
展
開
す

る
。
全
能
な
る
創
造
者
の
法
則
は
、
世
界
の
隅
々
ま
で
を
も
規
定
し
て
、
こ
れ
に
調
和
と
秩
序
を
与
え
る
。
人
間
の
生
活
も
、
も

と
よ
り
こ
の
「
調
和
と
秩
序
」
（pax

）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
は
何
人
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
人
間
社
会
に
お
い
て
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
正
し
く
そ
の
処
を
得
る
の
は
、
神
の
世
界
法
則
た
る
秩
序
の
原
理
の
現
れ
に

外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
最
大
の
組
織
者
た
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
よ
っ
て
周
密
に

論
述
さ
れ
た
。
ト
マ
ス
に
し
た
が
え
ば
、
神
の
摂
理
た
る
「
永
久
法
」
（lex aeterna

）
は
、
人
間
の
限
ら
れ
た
叡
智
を
以
て
し

て
は
、
到
底
そ
の
全
貌
を
知
り
得
な
い
。
た
だ
、
人
間
は
自
然
の
理
性
の
光
に
よ
っ
て
、
永
久
法
の
一
部
分
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
か
よ
う
に
、
人
間
に
啓
示
せ
ら
れ
た
永
久
法
の
部
分
内
容
が
「
自
然
法
」
（lex naturalis

）
で
あ
る
。
こ
の
自
然
法

に
立
脚
し
つ
つ
、
こ
れ
を
転
変
す
る
現
実
の
人
間
生
活
の
上
に
敷
衍
・
適
用
し
て
行
く
の
が
、
実
定
法
、
す
な
わ
ち
「
人
定
法
」

（lex hum
ana

）
の
任
務
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
ト
マ
ス
の
自
然
法
は
実
定
法
と
よ
く
密
着
す
る
。
か
か
る
弾
力
性
の
あ
る

自
然
法
の
思
想
が
、
今
日
の
新
ト
マ
ス
主
義
の
新
自
然
法
論
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
を
俟
た
な
い
。12006 

　
か
よ
う
に
、
昔
か
ら
説
か
れ
て
来
た
自
然
法
の
内
容
は
、
あ
る
い
は
道
徳
の
原
理
で
あ
り
、
あ
る
い
は
宗
教
の
理
法
で
あ
る
。

故
に
、
自
然
法
論
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
求
め
て
、
法
を
超
越
す
る
倫
理
や
宗
教
の
世
界
に
こ
れ
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
自
然
法
の
概
念
を
広
く
解
す
る
と
、
お
よ
そ
自
然
法
論
と
は
対
蹠
の
地
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
思
想
の

中
に
も
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
法
を
超
越
す
る
領
域
に
求
め
て
い
る
点
で
、
自
然
法
論
と
共
通
し
た
性
質
を
有
す
る
考
え
方

が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
は
、
自
然
法
は
法
の＜

理
念＞

と
見
ら
れ
、
実
定
法
の＜

理
想＞

と
し
て
描
き
出

さ
れ
る
。
故
に
、
自
然
法
論
の
立
場
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
理
念
論
で
あ
り
、
理
想
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
ま
で
に
見



て
来
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
は
「
法
を
超
越
す
る
法
」
で
あ
り
、
む
し
ろ
法
以
外
の
領
域
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
原
理
が
、

法
の
名
の
下
に
法
の
究
極
に
在
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
法
超
越
的
な
原
理
に＜

形
而
上
的
な

絶
対
性＞
を
賦
与
し
、
こ
れ
を
以
て
転
変
す
る
実
定
法
を
律
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
自
然
法
思
想
の
特
質
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
を
逆
に
推
論
す
る
な
ら
ば
、
法
を
超
越
す
る
何
ら
か
の
契
機
を
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
形
而
上
学
的
な
絶
対
の
原
理

も
し
く
は
法
則
と
し
て
か
か
げ
、
実
定
法
を
ば
そ
の
法
則
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
見
解
は
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
理
想
主
義
と

は
正
反
対
の
必
然
観
に
拠
っ
て
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
ま
た
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
い
ま
だ
か
つ
て
自
然
法
の
名
を
以
て
呼
ば

れ
た
こ
と
が
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
一
種
の
自
然
法
思
想
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
に
併
せ

考
察
せ
ら
る
べ
き
も
の
は
、
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯
物
史
観
に
よ
る
法
の
動
態
観
で
あ
る
。12007 

　
唯
物
史
観
は
、
法
を
ば
階
級
闘
争
の
産
物
と
見
る
。
階
級
闘
争
の
結
果
と
し
て
一
つ
の
経
済
階
級
が
勝
利
を
占
め
、
そ
の
階
級

に
よ
る
支
配
の
機
構
が
確
立
さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
そ
の
時
代
の
法
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
は
弁
証
法
的
に
動

く
。
弁
証
法
的
に
動
く
歴
史
の
動
き
を
決
定
す
る
も
の
は
、
経
済
上
の
生
産
力
で
あ
り
、
生
産
過
程
で
あ
る
。
生
産
力
の
所
在
が

変
わ
り
、
生
産
過
程
が
転
換
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
階
級
闘
争
が
激
化
し
、
い
ま
ま
で
の
支
配
関
係
が
く
つ
が
え
さ
れ

る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
前
時
代
の
法
も
ま
た
崩
壊
す
る
。
そ
う
し
て
、
新
た
な
支
配
の
関
係
を
支
持
す
る
た
め
の
法
が
経
済
の
上

層
建
築
と
し
て
構
築
さ
れ
る
。
か
く
て
、
最
後
に
は
資
本
家
階
級
の
経
済
支
配
に
対
す
る
無
産
階
級
の
世
界
革
命
が
行
わ
れ
、
階

級
の
対
立
の
な
い
世
界
が
現
出
す
る
に
お
よ
ん
で
、
支
配
の
機
構
た
る
法
も
無
用
に
帰
し
、
階
級
的
な
意
味
で
の
法
の
強
制
を
必

要
と
し
な
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
大
同
団
結
が
出
来
上
る
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
唯
物
史
観
が
経
済
的
な
生
産
過
程
の
上
層
建

築
と
見
て
い
る
と
こ
ろ
の
法
は
、
も
と
よ
り
実
定
法
で
あ
る
。
そ
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
実
定
法
を
作
り
、
実
定
法
を
動
か

し
、
実
定
法
を
崩
壊
せ
し
め
る
も
の
は
、
法
の
根
底
を
な
す＜

経
済
上
の
生
産
力＞

で
あ
る
。
故
に
、
唯
物
史
観
に
し
た
が
え

ば
、
法
は＜

法
を
超
越
す
る
経
済
の
力＞

に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
経
済
の
力
は
、＜

形
而
上
学
的
な
絶
対
性
・

必
然
性＞

を
以
て
法
の
変
革
を
成
し
と
げ
て
行
く
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
法
を
超
越
す
る
経
済
の
絶
対
法
則

が
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。12008 



　
勿
論
、
唯
物
史
観
は
こ
の
法
則
を
自
然
法
と
は
呼
ば
な
い
。
た
だ
に
唯
物
史
観
が
こ
れ
を
自
然
法
と
呼
ば
な
い
だ
け
で
は
な

い
。
唯
物
史
観
が
根
本
前
提
と
す
る
経
済
法
則
を
指
し
て
自
然
法
と
呼
ぶ
こ
と
に
対
し
て
は
、
理
念
論
の
立
場
に
立
つ
本
来
の
自

然
法
の
見
地
か
ら
も
厳
重
な
抗
議
が
出
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
の
外
な
る
領
域
に
法
の
究
極
者
を
求

め
、
さ
よ
う
な
法
の
究
極
者
の
絶
対
性
を
形
而
上
学
的
に
論
断
し
て
い
る
点
で
は
、
唯
物
史
観
も
古
来
の
自
然
法
論
と
趣
を
一
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
史
的
唯
物
論
者
は
更
に
、
経
済
上
の
生
産
力
が
法
や
政
治
の
上
部
構
造
を

制
約
し
て
い
る
の
は
、
形
而
上
学
的
な
論
断
で
は
な
く
て
、＜

経
験
の
示
す
事
実＞

で
あ
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
法

や
政
治
が
経
済
の
変
化
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
、
歴
史
の
経
験
が
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
法
や
政
治
に
対

す
る
経
済
の
制
約
を
最
後
の
と
こ
ろ
で＜

一
方
的
・
絶
対
的＞

な
も
の
と
見
て
い
る
点
で
、
唯
物
史
観
の
議
論
の
仕
方
は
疑
い
も

な
く
形
而
上
学
的
で
あ
り
、
自
然
法
論
の
立
場
と
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
、
歴
史
を
動
か
す
経
済
法
則
の
理
念
性

を
あ
く
ま
で
も
否
定
し
、
す
べ
て
の
理
念
を
ば
「
唯
物
的
」
な
経
済
法
則
の
表
面
に
浮
動
す
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
す
ぎ
ぬ
も

の
と
見
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
唯
物
史
観
の
自
然
法
論
に
対
す
る
尖
鋭
化
さ
れ
た
対
蹠
性
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
法
を
動
か
す
経
済
の
力
を
絶
対
化
し
、
現
行
の
支
配
機
構
が
革
命
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
の
ち
に
、
や
が
て
は
階
級
も
な
く
支

配
も
な
い
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
状
態
の
出
現
す
る
こ
と
を
豫
断
し
て
い
る
点
で
は
、
唯
物
史
観
は
ー
ー
そ
の
表
面
に
標
榜

し
て
い
る
「
唯
物
論
」
の
性
格
を
裏
切
っ
て
ー
ー
多
分
に
理
念
論
の
性
格
を
さ
え
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、

唯
物
論
が
自
然
法
論
と
根
本
に
お
い
て
異
な
る
点
は
、
後
者
が
道
徳
の
原
理
や
神
の
意
志
を
法
の
究
極
者
と
見
て
い
る
の
に
対
し

て
、
前
者
は
こ
れ
を
冷
や
か
な＜

経
済
法
則＞

に
帰
著
せ
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
唯
物
史
観
は
一
つ
の

経
済
的
自
然
法
論
で
あ
る
と
い
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
参
）
。12009 

　
要
す
る
に
、
唯
物
史
観
を
含
む
広
い
意
味
で
の
自
然
法
思
想
は
、
い
づ
れ
も
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
を
突
き
と
め
よ
う
と

す
る
試
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
法
を
超
越
す
る
領
域
に
求
め
て
い

る
。
第
一
に
、
自
然
法
は
、
実
定
法
の
效
力
の
外
に
立
ち
、
実
定
法
の
效
力
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
法
を

超
越
す
る
法
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
第
二
に
、
自
然
法
は
そ
の
実
体
か
ら
見
て
も
、
法
を
超
越
す
る
契
機
を
根
本
の
内

容
と
し
て
い
る
。
自
然
法
の
中
に
、
厳
密
な
意
味
で
の
法
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
自
然



法
の
派
生
的
な
内
容
で
あ
る
。
自
然
法
の＜

最
後
の
内
容＞

は
、
道
徳
の
根
本
原
理
で
あ
り
、
神
の
意
志
・
神
の
摂
理
で
あ
り
、

経
済
の
必
然
法
則
で
あ
る
。
自
然
法
論
は
、
法
を
取
り
ま
く
道
徳
・
宗
教
・
経
済
の
領
域
の
ど
れ
か
一
つ
に
最
後
の
拠
点
を
置
い

て
、
そ
こ
か
ら
実
定
法
を
批
判
し
、
そ
こ
に
実
定
法
を
動
か
す
力
の
淵
源
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。12010 

（
参
考
） 

・
唯
物
史
観
に
よ
る
法
の
動
態
の
説
明
な
ら
び
に
そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
論
の
大
要
は
、
の
ち
に
（
第
五
章
）
や
や
詳
し

く
概
観
す
る
。
唯
物
史
観
が
、
新
た
な
配
分
の
公
正
を
求
め
て
社
会
改
革
を
断
行
し
よ
う
と
す
る
政
治
運
動
の
理
念
論
的
な
基
礎

理
論
た
る
こ
と
も
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

・
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
弁
証
法
か
ら
「
精
神
」
を
奪
い
、
こ
れ
を
「
自
然
化
」
し
、
こ
れ
を
「
経
済
化
」
す
る

と
同
時
に
、
こ
れ
に
革
命
的
自
然
法
の
思
想
を
結
び
つ
け
た
。
そ
の
意
味
で
、
唯
物
史
観
が
弁
証
法
の
論
理
と
自
然
法
の
思
想
と

の
結
合
形
態
で
あ
る
こ
と
は
、
ト
レ
ル
チ
の
鋭
く
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。Ernst Troeltsch: Der H

istorisuaus und 
seine Problem

e 12011 

　
三
　
自
然
法
の
機
能 

　
自
然
法
は
、
第
一
に
そ
の＜

效
力＞

に
お
い
て
実
定
法
か
ら
か
け
離
れ
た
法
で
あ
り
、
第
二
に
は
そ
の＜

内
容＞

か
ら
見
て
法

と
は
異
質
の
性
格
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
名
は
法
で
あ
る
が
、
実
は
も
は
や
厳
密
に
は
法
と
名
づ
け
難
い
と
こ

ろ
の
ー
ー
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
法
が
「
法
を
超
越
す
る
法
」
で
あ
る
の
は
、
単
に
こ
れ
ら
の
二
点
に
お
い
て
だ
け
で
は
な

い
。
自
然
法
は
、
更
に
第
三
に
、
そ
の＜

価
値＞

に
お
い
て
も
実
定
法
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
る
。
特
に
、
理
念
論
た

る
本
来
の
面
目
に
立
脚
す
る
自
然
法
論
は
、
自
然
法
の
価
値
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
。
実
定
法
は
時
と
処
と
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

た
相
対
的
な
価
値
を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
相
対
的
な
価
値
を
す
ら
も
た
ぬ
邪
悪
の
法
で
さ
え
あ
る
が
、
自
然



法
は
、
時
代
の
変
遷
や
民
族
の
相
違
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
絶
対
に
正
し
い
法
、
絶
対
に
よ
い
法
、
絶
対
に
聖
な
る

法
と
し
て
、
実
定
法
の
上
に
高
く
か
か
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
自
然
法
は
、
実
定
法
に
対
す
る＜

価
値
の
尺
度＞

と
し

て
の
機
能
を
営
む
こ
と
に
な
る
。
実
定
法
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
正
し
さ
の
根
拠
を
も
た
な
い
。
実
定
法
は
、
自
然
法
の
原
則

と
合
致
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
正
し
い
法
で
あ
り
、
よ
い
法
で
あ
り
得
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
自
然
法
の
原
則
と
矛
盾
す
る
実

定
法
は
、
い
か
に
権
力
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
、
現
実
の
效
力
を
発
揮
し
て
い
て
も
、
正
し
く
な
い
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実

定
法
は
自
然
法
の
原
則
に
か
な
う
よ
う
に
是
正
さ
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
自
然
法
論
を
一
貫
す
る
態
度
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。13001 

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
態
度
の
鮮
明
さ
に
は
、
自
然
法
と
実
定
法
と
の
二
元
性
の
強
度
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
し
て
相
違
が
あ

る
。
最
も
徹
底
し
た
二
元
論
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
理
念
と
現
実
と
は
永
遠
に
対
立
す
る
。
だ
か
ら
、
法
の
理
念
の
結
晶
た
る
自

然
法
は
、
邪
悪
に
み
ち
た
実
定
法
制
度
に
対
し
て
、
永
遠
の
指
標
と
は
な
る
が
、
実
定
法
が
改
革
さ
れ
て
自
然
法
に
合
致
す
る
よ

う
に
な
る
こ
と
は
、
到
底
望
ま
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
プ
ラ
ト
ン
的
な
態
度
で
あ
る
と
い
い
得
よ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、
理
念
と
現
実
と
を
さ
ほ
ど
に
ま
で
先
鋭
化
し
て
対
立
せ
し
め
ず
、
理
念
が
現
実
の
中
に
強
く
滲
透
す
る
可
能
性
を
み
と
め
る

立
場
な
ら
ば
、
見
方
が
大
分
変
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
見
地
か
ら
い
う
と
、
自
然
法
と
実
定
法
と
は
同
一
で
は
な
い
が
、
自
然
法

は
実
定
法
の
根
底
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
。
自
然
法
は
原
理
で
あ
り
、
実
定
法
は
そ
の
敷
衍
・
適
用
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
す
べ
て

の
実
定
法
が
正
し
い
訳
で
は
な
く
、
実
定
法
は
自
然
法
に
か
な
う
も
の
で
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
面
ま
た
、
自
然
法
も
実

定
法
上
の
具
体
規
定
の
補
足
を
受
け
て
、
は
じ
め
て
現
実
の
上
に
そ
の
力
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
風
に
自
然
法

と
実
定
法
と
を
密
着
さ
せ
て
考
え
る
の
は
、
ス
コ
ラ
的
自
然
法
の
態
度
で
あ
る
。
更
に
す
す
ん
で
、
理
念
と
現
実
と
を
完
全
に
一

致
し
た
も
の
と
見
る
一
元
論
の
立
場
ま
で
徹
底
す
れ
ば
、
自
然
法
を
実
定
法
の
価
値
尺
度
と
す
る
こ
と
も
、
実
定
法
は
自
然
法
に

合
致
す
る
よ
う
に
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
、
と
も
に
そ
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自

然
法
は
す
な
わ
ち
実
定
法
で
あ
り
、
実
定
法
は
そ
の
ま
ま
自
然
法
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
念
と
現
実
と
の
合
致
を
説
い

た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。13002 



　
も
っ
と
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
も
、
自
然
法
が
実
定
法
の
価
値
尺
度
と
し
て
意
味
を
全
く
も
た
な
い
訳
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
現
実
を
理
念
の＜

歴
史
的＞

な
発
展
と
見
た
。
だ
か
ら
、
理
念
の
現
実
化
の
度
合
は
、
歴
史
の
段
階
に
よ
っ

て
相
違
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
い
段
階
に
達
し
た
法
制
度
の
現
実
の
中
に
、
い
ま
だ
に
低
い
段
階
の
法
の
形
態
が
残
存
し
て
い

る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
理
念
に
か
な
わ
ぬ
現
実
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
サ
ヴ
ィ
ニ

イ
の
慣
習
法
主
義
に
反
対
し
、
成
文
法
の
法
が
高
い
形
態
で
あ
る
と
考
え
た
。
理
念
は
歴
史
と
と
も
に
次
第
に
高
い
自
覚
の
段
階

に
達
す
る
。
倫
理
的
な
自
由
の
理
念
は
、
国
家
に
お
い
て
明
哲
な
自
覚
に
到
達
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
普
遍
的

な
成
文
法
の
形
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
る
に
、
自
覚
の
段
階
の
低
い
慣
習
法
の
形
態
に
執
着
し
、
法
典
編
纂
の
企
て
を
排
斥

し
よ
う
と
す
る
歴
史
法
学
派
の
主
張
は
、
一
国
民
、
特
に
そ
の
法
学
者
階
級
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
最
大
の
侮
辱
で
あ
る
と
い
っ

て
、
痛
烈
に
こ
れ
を
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
（
参
）
。
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
に
お
い
て
も
、
法
の
理
念
に
よ
る
実
定
法
の
価
値

批
判
が
可
能
で
あ
り
、
必
要
で
あ
る
こ
と
を
（
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
一
元
論
を
裏
切
っ
て
）
明
ら
か
に
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。13003 

　
同
様
の
こ
と
は
、
自
然
法
理
論
の
生
ん
だ
鬼
子
と
も
い
う
べ
き
唯
物
史
観
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
唯
物
史
観
は
、
法
が

理
念
に
よ
っ
て
動
く
こ
と
を
否
定
す
る
。
法
を
動
か
す
も
の
は
、
経
済
上
の
生
産
過
程
の
変
化
で
あ
る
。
経
済
に
よ
っ
て
法
が
動

か
さ
れ
る
の
は
、
自
然
・
必
然
の
法
則
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
価
値
づ
け
た
り
、
こ
れ
に
価
値
批
判
を
加
え
た
り
す
る
こ

と
は
、
一
切
無
駄
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
点
で
、
唯
物
史
観
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
逆
の
意
味
で
の
一
元
論
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

の
は＜

観
念
的＞

一
元
論
で
あ
る
が
、
唯
物
史
観
は＜

唯
物
的＞
一
元
主
義
に
徹
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
経

済
法
則
が
一
種
の
自
然
法
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
唯
物
史
観
そ
の
も
の
の
立
場
に
は
、
そ
れ
が
理
念
で
あ
る
と
か
、
価
値
尺
度
で

あ
る
と
か
い
う
意
味
は
毛
頭
付
着
し
て
お
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
人
間
の
共
同
生
活
関
係
が
経
済
法
則
の
必
然
的
な
発
展
に
よ
っ

て
階
級
闘
争
を
く
り
か
え
し
た
挙
句
、
最
後
に
は
階
級
の
対
立
の
な
い
和
合
・
諧
調
の
状
態
に
到
達
す
る
と
い
う
構
想
は
、
あ
ら

ゆ
る
理
念
を
ふ
り
棄
て
よ
う
と
す
る
唯
物
史
観
の
中
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
内
在
す
る
牢
固
た
る
「
理
念
」
で
あ
る
。
そ
う

し
て
、
唯
物
弁
証
法
の
「
同
志
」
は
、
現
実
が
こ
の
理
念
に
接
近
す
る
こ
と
を
、
単
に＜
望
ま
し
い＞

と
考
え
て
い
る
ば
か
り
で

な
く
、
必
然
的
な
階
級
闘
争
の
中
に＜

主
体
的＞

に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
の
生
み
の
悩
み
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い



る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
定
法
を
「
改
善
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
生
ぬ
る
い
立
場
で
は
な
く
、
実
定
法
を
「
破
壊
」
し
よ
う
と

す
る
矯
激
な
態
度
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
こ
に
現
在
の
実
定
法
を
一
刻
も
早
く
否
定
し
去
ろ
う
と
す
る
強
い
価
値
判
断

が
内
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。13004 

　
故
に
、
自
然
法
の
い
と
な
む
機
能
は
、
単
に＜

実
定
法
に
対
す
る
価
値
尺
度＞

た
る
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

自
然
法
論
は
、
決
し
て
た
だ
自
然
法
を
物
さ
し
と
し
て
実
定
法
に
対
す
る
評
価
を
下
す
こ
と
の
み
を
以
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
更
に
す
す
ん
で
、
実
定
法
を
ば
自
然
法
に
か
な
う
よ
う
に
是
正
・
改
善
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
、

実
定
法
が
あ
く
ま
で
も
自
然
法
に
接
近
す
る
こ
と
を
拒
む
な
ら
ば
、
さ
よ
う
な
実
定
法
は
法
た
る
に
値
し
な
い
法
で
あ
る
と
し
て

こ
れ
を
破
壊
し
よ
う
と
さ
へ
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
自
然
法
は
実
定
法
に
対
す
る
正
し
さ
の
基
準

を
示
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、＜
実
定
法
を
動
か
す
力＞

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
法
の
究
極
に
在
る
も
の
と
し

て
の
自
然
法
の
機
能
の
最
も
重
要
な
点
は
、
正
に
自
然
法
が
か
よ
う
に
「
法
を
動
か
す
力
」
を
も
つ
と
い
う
点
に
こ
そ
存
す
る
の

で
あ
る
。13005 

　
い
ま
ま
で
考
察
し
て
来
た
通
り
、
古
来
の
学
者
の
説
い
た
自
然
法
は
、
そ
の
根
本
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
道
徳
で
あ
り
、
宗
教

で
あ
り
、
あ
る
い
は
経
済
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
を
通
じ
て
自
己
を
実
現
す
る
力
を
も
っ
て
い

る
。
道
徳
は
、
人
間
共
同
生
活
の
奥
深
い
基
準
で
あ
り
、
そ
の
理
念
が
良
心
の
琴
線
に
ふ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
人
は

こ
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
べ
き
義
務
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
実
定
法
が
人
間
本
来
の
道

徳
の
要
求
に
か
な
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
人
々
は
色
々
な
障
礙
を
排
し
て
も
こ
れ
を
是
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
宗
教
は
、
人
智
を
以
て
測
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
全
能
の
理
性
と
、
原
罪
の
烙
印
を
に
な
う
人
類
の
遂
に
到
達
す

べ
か
ら
ざ
る
無
缺
の
徳
性
と
に
対
す
る
、
人
間
永
遠
の
憧
憬
の
結
晶
で
あ
る
。
そ
の
究
極
の
姿
が
神
と
し
て
仰
が
れ
る
の
で
あ

る
。
か
よ
う
な
神
へ
の
絶
対
の
帰
依
が
人
間
救
済
の
唯
一
の
途
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
は
地
上
の
醜
汚
と
罪
悪
と
を
神
の
恩
寵
に
す

が
っ
て
浄
化
し
よ
う
と
努
め
て
や
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
努
力
が
、
宗
教
的
自
然
法
の
実
定
法
の
上
に
お
よ
ぼ
す
力
と
な
っ
て

現
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
経
済
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
存
す
る
た
め
の
不
可
缺
の
地
盤
で
あ
る
。
し
か
も
、
経
済
の
出
発

点
を
な
す
も
の
は
生
産
で
あ
る
。
故
に
、
生
産
の
様
式
が
変
わ
れ
ば
、
人
間
生
活
の
関
係
も
変
化
す
る
し
、
人
間
生
活
関
係
の
規



律
た
る
法
に
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
変
化
を
生
ず
る
。
し
か
る
に
、
生
産
に
寄
与
す
る
最
も
大
き
な
要
素
は
、
何
と
い
っ
て
も
労
働

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
労
せ
ず
し
て
他
人
の
労
働
の
果
実
を
搾
取
す
る
よ
う
な
制
度
が
次
第
に
是
正
さ
れ
、
勤
労
す
る
各
人
が
各
人

の
勤
労
に
ふ
さ
わ
し
い
か
れ
の
も
の
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
秩
序
に
近
づ
く
こ
と
は
、
実
定
法
の
当
然
の
動
き
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
法
の
中
に
は
、
絶
え
ず
道
徳
や
宗
教
や
経
済
の
力
が
働
い
て
、
道
徳
・
宗
教
・
経
済
の
要
求
に
か
な
う
よ
う
に
法

を
動
か
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
道
徳
・
宗
教
・
経
済
の
中
に
は
、
実
定
法
を
動
か
す
力
が
内
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。13006 

　
し
か
し
な
が
ら
、
道
徳
や
宗
教
や
経
済
は
、
単
な
る
道
徳
・
宗
教
・
経
済
と
し
て
法
を
動
か
す
力
た
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。

道
徳
は
人
倫
の
規
範
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
さ
よ
う
な
主
体
性
の
な
い
規
範
そ
の
も
の
が
現
実
の
上
に
働
き
か
け
る
の
で
は
な

く
、
活
き
た
人
間
の
「
良
心
」
に
訴
え
、
人
間
の
「
義
務
意
識
」
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
道
徳
は
実
践
へ
の

力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
宗
教
も
ま
た
、
単
に
聖
な
る
価
値
そ
の
も
の
と
し
て
実
生
活
を
導
く
の
で
は
な
い
。
現
実
の
人
間
が

神
の
摂
理
を
「
信
仰
」
し
、
神
の
意
志
に
か
な
う
よ
う
に
「
精
進
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
宗
教
に
よ
る
現
実
の
浄
化
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
経
済
は
生
産
力
の
変
化
に
よ
っ
て
社
会
の
制
度
を
動
か
す
。
し
か
し
、
生
産
力
と
は
、
単
な
る
機

械
力
や
生
産
技
術
で
は
な
く
て
、
機
械
力
や
生
産
技
術
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
「
生
産
活
動
」
で
あ
る
。
か
よ

う
な
人
間
の
「
主
体
性
」
の
媒
介
な
し
に
は
、
い
か
な
る
経
済
法
則
も
法
を
動
か
す
力
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
道
徳
が
聖
人
・

仁
者
の
孤
高
の
躬
行
実
践
で
あ
り
、
宗
教
が
高
僧
・
智
識
の
世
を
逃
れ
た
隠
遁
生
活
で
あ
り
、
経
済
法
則
の
発
見
が
マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
共
同
研
究
の
単
な
る
結
実
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
権
力
を
以
て
擁
護
せ
ら
れ
た
実
定
法
制
度
へ
お
よ

ぼ
す
そ
の
影
響
は
、
皆
無
で
あ
る
か
、
主
動
性
を
も
た
な
い
か
、
い
づ
れ
か
で
あ
る
。
道
徳
の
確
信
、
宗
教
の
信
仰
は
、
そ
れ
が

社
会
一
般
の
集
団
活
動
を
方
向
づ
け
る
に
い
た
っ
て
、
は
じ
め
て
現
状
改
革
の
力
と
な
る
。
経
済
が
法
の
下
部
構
造
で
あ
る
と
い

う
理
論
は
、
そ
の
真
理
性
に
共
鳴
し
、
時
代
の
生
み
の
悩
み
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
勤
労
大
衆
の
実
践
行
動
を
通
じ
て
、
は
じ
め

て
革
命
的
な
爆
発
力
と
化
す
る
。
し
か
る
に
、
か
よ
う
な
理
念
ま
た
は
理
論
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
集
団
行
動
は
、
す
な
わ

ち
「
政
治
」
の
力
で
あ
る
。
実
定
法
に
対
す
る
価
値
尺
度
と
し
て
の
機
能
を
営
む
場
合
の
自
然
法
は
、
単
な
る
理
念
で
あ
り
、
法



則
で
あ
り
得
る
が
、
実
定
法
を
動
か
す
契
機
と
し
て
の
そ
の
役
割
は
、
政
治
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
力
強
く
演
ぜ
ら
れ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
自
然
法
理
念
の
政
治
化
」
と
い
う
こ
と
が
当
面
の
問
題
と
な
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。13007 

（
参
考
） 

・H
egel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821 

・
法
の
理
念
と
現
実
の
対
立
を
認
め
な
い
一
元
論
の
立
場
と
い
え
ど
も
、
法
に
対
す
る
価
値
判
断
を
必
然
的
に
そ
の
中
に
含
ま
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
歴
史
法
学
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
は
、
法
を
ば
民

族
精
神
の
所
産
と
解
し
、
し
た
が
っ
て
、
法
は＜

成
る＞

も
の
で
あ
っ
て＜

作
ら
れ
得
る＞

も
の
で
は
な
い
と
説
い
た
。
だ
か

ら
、
法
の
是
非
善
悪
を
論
じ
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
悪
い
と
考
え
る
法
を
人
為
的
に
廃
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
良
い
と
思
わ

れ
る
法
を
技
術
的
に
作
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、
民
族
精
神
と
と
も
に
成
立
し
た
法
は
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に

お
い
て
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
サ
ヴ
ィ
二
イ
の
考
え
方
で
あ
る
。
そ
う
い
う
見
地
か
ら
、
法
の
本
然
の
形

態
は
慣
習
法
で
あ
る
と
な
し
、
法
の
成
文
化
に
反
対
し
た
と
き
、
か
れ
の
立
場
が
す
で
に
二
元
的
な
評
価
の
態
度
を
含
ん
で
い
る

こ
と
は
、
ラ
ア
ド
ブ
ル
ッ
フ
の
い
う
が
ご
と
く
で
あ
る
。(Radbruch: Gründzüge der Rechtsphilosophie, 1914) 
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四
　
自
然
法
理
念
の
政
治
化 

　
道
徳
や
政
治
に
は
高
い
理
念
が
あ
る
。
唯
物
史
観
が＜

唯
物
的＞

に
と
ら
え
た
経
済
法
則
や
財
貨
の
生
産
関
係
に
も
、
実
は
理

念
が
内
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
理
念
は
、
そ
れ
が
現
実
人
の
現
実
意
識
に
宿
り
、
人
間
の
現
実
行
動
を
集
団
的
に
方

向
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
社
会
生
活
を
動
か
す
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
政
治
」
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
お
よ

そ
自
然
法
に
し
て
政
治
性
を
も
た
ぬ
も
の
は
な
い
。
自
然
法
が
現
実
の
上
に
働
き
か
け
る
た
め
に
は
、
ま
づ
そ
の
理
念
の
政
治
化



が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
政
治
の
刷
新
に
見
か
ぎ
り
を
つ
け
、
ア
テ
ナ
イ
の
郊
外
に
ア
カ
デ
メ
イ
ア
を
開
い
て
哲
学
の

述
作
と
教
授
に
没
頭
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
、
そ
の
説
か
れ
た
ま
ま
の
形
で
は
現
実
を
超
絶
す
る
不
変
・
恆
常
の
実
体
を
意

味
し
た
。
し
か
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
念
論
が
一
般
哲
学
の
み
な
ら
ず
政
治
哲
学
の
発
達
に
大
き
な
礎
石
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
が

の
ち
の
世
ま
で
も
人
間
の
理
性
と
意
欲
と
に
強
く
訴
え
る
も
の
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
や
は
り
、

一
つ
の
政
治
性
を
有
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
を
神
学
的
に
発
展
せ
し
め
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ

ナ
ス
の
自
然
法
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
神
の
摂
理
た
る
永
遠
・
絶
対
の
永
久
法
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ト
マ

ス
の
自
然
法
論
が
単
な
る
教
会
の
哲
理
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
の
国
家
秩
序
の
発
達
に
対
す
る
指
導
力
を
発
揮
し
、
そ
の
現

実
的
な
影
響
が
む
し
ろ
第
二
十
世
紀
に
い
た
っ
て
強
い
復
興
の
い
き
お
い
を
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
政
治
と
結
び
つ
く
可
能

性
、
否
、
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
参
１
）
。
更
に
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯
物
史
観
に
い
た
っ
て
は
、
単

に
法
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
も
ま
た
一
方
的
に
経
済
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
そ
れ
が
、
最
も
強

烈
・
過
激
な
政
治
の
指
導
理
論
で
あ
る
こ
と
は
、
の
ち
に
詳
し
く
論
ず
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
本
来
は
道
徳
的
ま
た

は
宗
教
的
な
意
味
を
有
す
る
自
然
法
、
も
し
く
は
経
済
の
社
会
変
革
力
を
強
調
す
る
唯
物
史
観
の
経
済
的
自
然
法
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
立
場
に
お
い
て
政
治
と
の
聯
関
を
も
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
古
来
の
自
然
法
の
中
で
も
、
そ
の
政

治
性
が
最
初
か
ら
最
も
濃
厚
に
現
れ
、
倫
理
的
自
然
法
や
宗
教
的
自
然
法
あ
る
い
は
経
済
的
自
然
法
に
対
し
て
、
正
に
政
治
的
自

然
法
と
し
て
正
面
か
ら
登
場
し
て
来
た
も
の
は
、
近
世
啓
蒙
時
代
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。14001 

　
勿
論
、
か
よ
う
に
い
う
か
ら
と
い
っ
て
、
近
世
の
啓
蒙
的
自
然
法
に
倫
理
や
宗
教
や
経
済
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
な
い
訳
で
は

な
い
。
近
世
自
然
法
論
の
特
に
か
か
げ
る
理
念
は
、
「
自
由
」
と
「
平
等
」
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
人
間
は
本
来
自
由
で
あ
る

と
い
う
思
想
は
、
神
は
人
間
を
の
み
自
由
意
志
の
主
体
と
し
て
創
造
し
た
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
観
念
に
由
来
す
る
。
ま

た
、
本
来
自
由
な
る
人
間
は
、
そ
の
意
味
で
互
に
平
等
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
西
洋
の
社

会
倫
理
思
想
の
伝
統
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
「
各
人
に
か
れ
の
も
の
を
」
の
要
請
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
各
人
に
か
れ
の

も
の
を
分
か
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
内
容
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
主
と
し
て
経
済
上
の
配
分
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
宗
教
的
道
徳
的
理
念
を
改
め
て
か
か
げ
て
立
っ
た
近
世
自
然
法
思
想
の
直
接
の
目
標
は
、
現
実
の
人
間
開
放
で
あ
り
、



現
実
の
国
家
制
度
の
下
で
の
人
間
自
由
の
確
立
で
あ
る
。
こ
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
間
を
束
縛
し
、
自
由
を
圧
迫
す

る
封
建
政
治
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
政
治
を
打
破
せ
ん
が
た
め
に
は
、
こ
れ
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
立
場
そ
れ
自
身
が
強

大
な
政
治
力
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
既
存
の
政
治
機
構
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
行
動
は
「
革
命
」
で
あ
り
、
革
命
は
最
も
尖

鋭
化
し
た
政
治
力
の
爆
発
で
あ
る
。
近
世
啓
蒙
時
代
の
自
由
思
想
・
平
等
思
想
は
、
滂
湃
た
る
（
ほ
う
は
い
た
る
；
水
が
み
な
ぎ

り
逆
巻
く
よ
う
な
）
革
命
へ
の
情
熱
と
な
っ
て
凝
結
し
た
。
そ
う
し
て
、
現
実
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
中
心
と
し
て
、
封
建
的
社
会

組
織
を
打
破
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
た
。
そ
の
指
導
理
念
と
な
っ
た
も
の
が
、
ル
ソ
ー
や
シ
ェ
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

る
自
然
法
理
論
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
近
世
啓
蒙
期
の
自
然
法
を
ば
特
に
政
治
的
自
然
法
と
呼
び
、
こ
れ
を
古
代
の
倫
理

的
自
然
法
や
中
世
の
宗
教
的
自
然
法
、
更
に
第
十
九
世
紀
の
中
葉
以
降
に
い
た
っ
て
新
し
い
社
会
問
題
の
焦
点
と
な
っ
た
マ
ル
ク

ス
主
義
の
経
済
的
自
然
法
と
区
別
し
て
論
述
す
る
の
は
、
充
分
に
理
由
の
あ
る
こ
と
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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近
世
の
政
治
的
自
然
法
思
想
が
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
解
決
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
は
、
本
来
自
由
で
あ
る
筈
の
人
間
が
、

何
故
に
現
実
に
は
国
家
制
度
の
下
に
生
活
し
、
国
家
の
法
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
二
様

の
意
味
で
提
出
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
第
一
に
は
、
原
始
時
代
に
は
実
際
に
拘
束
を
知
ら

な
い
自
由
生
活
を
営
ん
で
い
た
人
類
が
、
い
か
に
し
て
国
家
生
活
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に

は
、
本
来
自
由
で
あ
る
べ
き
筈
の
人
類
が
、
現
在
で
は
国
家
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
得

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
用
語
を
以
て
い
へ
ば
、
第
一
は
「
事
実
の
問
題
」
（quaw

stio facti

）
で
あ
り
、
第

二
は
「
権
利
の
問
題
」
（quaestio juris

）
で
あ
る
。
啓
蒙
時
代
の
自
然
法
論
は
、
こ
れ
ら
の
二
様
の
問
題
を
ば
、
同
じ
一
つ
の

仮
説
を
以
て
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
が
「
国
家
契
約
」
の
仮
説
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。14003 

　
国
家
契
約
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
上
の
事
実
で
は
な
く
て
、
学
者
の
考
え
出
し
た
仮
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
の
問
題
に
対

す
る
答
え
と
し
て
案
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
案
出
者
そ
れ
自
身
、
あ
た
か
も
こ
の
仮
説
が
歴
史
上
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
か
の

よ
う
な
錯
覚
を
起
す
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
不
羈
独
立
の
自
由
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
類
が
、
そ
の
生
活
の
不
利
を
悟
り
、
歴
史

上
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
実
際
に
国
家
契
約
を
結
ん
だ
か
の
ご
と
く
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
と
し
て



事
実
に
反
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
明
ら
か
に
謬
っ
た
前
提
の
下
に
立
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
国
家
契
約
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の

作
り
話
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
原
始
生
活
が
社
会
規
範
の
拘
束
を
知
ら
な
い
自
由
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
も
、
全

く
の
作
り
話
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
し
た
が
っ
て
、
人
間
本
来
の
社
会
性
を
主
張
す
る
ス
コ
ラ
的
自
然
法
論
者

が
、
こ
の
点
で
啓
蒙
的
自
然
法
を
非
難
し
て
い
る
の
は
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
同
じ
国
家
契
約
の

仮
説
も
、
権
利
の
問
題
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
深
い
法
哲
学
的
な
意
味
を
も
っ
て
来
る
。
権
利
の
問
題
に
関
す
る
答
え
と
し
て

の
国
家
契
約
説
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
本
来
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
人
間
は
す
べ
て
国

家
の
中
で
法
に
拘
束
さ
れ
た
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
こ
の
矛
盾
し
た
関
係
は
、
国
家
の
存
立
が
国
民
す
べ
て
の
自
由
な
合
意
を＜

論
理
的＞

な
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
矛
盾
で
な
く
な
る
。
そ
れ
が
国
家
契
約
の＜

論
理
的＞

な
意
味
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
が
そ
の
『
社
会
契
約
論
』
の
は
じ
ま
り
に
あ
た
っ
て
、
「
人
間
は
自
由
に
生
れ
た
。
し
か
も
、
人
間
は
い
た
る
と
こ
ろ
で

鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。L'hom

m
e est né libre, et pour-tout il est dans les fers.

」
と
い
い
、
「
ど
う
し
て
そ
う

な
っ
た
の
か
、
私
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
を
是
認
で
き
る
か
。
私
は
そ
れ
に
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

う
。Com

m
ent ce changem

ent s'est-il fait? Je l'ignore. Q
u'est-ce qui peut le rendre légitim

e? Je crois 
pouvoir réfoundre cette  question.

」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ル
ソ
ー
が
国
家
契
約
を
事
実
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、

権
利
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
着
想
は
更
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
受
け
継

が
れ
た
。
近
世
の
自
然
法
論
は
、
ル
ソ
ー
お
よ
び
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
深
い
内
面
化
の
転
換
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。14004 

　
人
間
は
自
由
に
生
ま
れ
た
。
し
か
も
、
人
間
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
ー
ー
こ
の
ル
ソ
ー
の
言
葉
は
、

お
よ
そ
人
間
の
自
由
を
拘
束
す
る
鉄
鎖
に
対
す
る
か
ぎ
り
な
い
呪
詛
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
国
家
お
よ
び
国
家
の
法

が
人
間
の
自
由
を
拘
束
す
る
鉄
鎖
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
に
は
国
家
と
法
に
対
す
る
無
限
の
抗
議
が
こ
も
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
も
し
も
『
社
会
契
約
論
』
の
読
者
が
そ
う
い
う
印
象
を
抱
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
書
を

皮
相
的
に
読
ん
だ
た
め
に
生
じ
た
誤
解
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
決
し
て
法
と
国
家
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
こ
れ
を
あ
く
ま
で
も
肯
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
い
か
に
す
れ
ば
こ
れ
を
す
す
ん
で
肯
定
し
得
る
か
、
と
い
う

条
件
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
ど
う
し
て
自
由
な
る
べ
き
人
間
が
法
の
鉄
鎖
の
拘
束
を
受
け
る
よ
う



に
な
っ
た
か
の
由
来
は
、
こ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
う
す
れ
ば
こ
の
状
態
を
是
認
し
得
る
か
と
い
う
問

い
に
は
、
確
信
を
以
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
態
度
を
示
し
た
。
そ
の
答
え
が
、
社
会
契
約
ま
た
は
国
家
契
約
の
理
論
で

あ
る
。
か
れ
は
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
法
の
鉄
鎖
に
よ
る
拘
束
を
積
極
的
に
肯
定
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。14005 

　
す
な
わ
ち
、
も
し
も
法
に
よ
る
拘
束
が
根
本
か
ら
人
間
の
自
由
と
相
容
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
理
論
を
以
て

し
て
も
こ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
と
よ
り
、
法
に
よ
る
拘
束
は
自
由
の
拘
束
で
あ
る
。
拘
束
さ
れ
た
自
由
は
自
由

で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
は
、
自
由
と
法
の
拘
束
と
は
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
人
間
の
自
由
を
拘

束
す
る
と
こ
ろ
の
法
そ
の
も
の
が
、
法
の
下
に
生
活
す
る
人
々
の
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法

に
よ
る
拘
束
は
他
律
の
拘
束
で
は
な
く
、＜

自
律
の
拘
束＞

と
な
る
。
自
律
の
拘
束
は
、
拘
束
で
は
あ
る
が
、
自
由
の
理
念
と
矛

盾
し
な
い
。
し
か
も
、
法
を
創
造
す
る
意
志
は
、
単
な
る
個
人
の
気
随
な
意
志
や
多
数
個
人
の
偶
然
に
一
致
し
た
意
志
で
は
な

く
、
常
に
「
公
共
の
福
祉
」
（bien com

m
un

）
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
国
民
の
「
総
意
」
（volonté 

générale

）
で
あ
る
。
国
民
の
総
意
は
、
公
共
の
福
祉
と
合
致
す
る
が
故
に
常
に
正
し
い
。
か
よ
う
に
、
常
に
正
し
く
公
共
の
福

祉
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
国
民
の
総
意
に
よ
っ
て
法
を
作
り
、
そ
の
法
に
よ
っ
て
自
己
一
身
の
利
益
に
汲
々
と
し
て
い
る
個
別
意

志
を
規
律
す
る
の
は
、
決
し
て
自
由
の
否
定
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
大
い
な
る
自
由
の
実
現
で
あ
る
。
国
家
は
さ
よ
う
な
自
由
実

現
の
た
め
の
制
度
と
し
て
、
正
に
国
民
全
員
の
合
意
に
よ
り
支
持
さ
れ
る
に
値
す
る
。
そ
れ
が
、
国
家
存
立
の
根
拠
と
し
て
の
原

始
契
約
の
論
理
的
な
意
味
で
あ
る
。
故
に
、
国
民
は
自
由
を
求
め
て
、
こ
れ
を
国
家
の
中
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
故
に
、
国
家
制

度
お
よ
び
国
家
に
お
け
る
法
の
規
律
は
、
人
間
自
由
の
理
念
と
少
し
も
矛
盾
し
な
い
。14006 

　
し
か
し
な
が
ら
、
自
由
の
理
念
と
矛
盾
し
な
い
の
は
、
国
民
の
総
意
に
よ
っ
て
法
を
作
る
と
こ
ろ
の
国
家
制
度
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
法
の
上
に
国
民
の
総
意
を
反
映
せ
し
め
な
い
よ
う
な
国
家
制
度
は
、
自
由
の
理
念
と
矛
盾
す
る
実
定
法
の
組
織
と
し

て
、
是
正
さ
れ
る
か
、
排
斥
さ
れ
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ル
ソ
ー
の
理
論
は
、
国
家
制
度
の
具
体
的
な
検
討
に

立
ち
入
る
。
そ
の
場
合
に
、
か
れ
が
理
想
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
の
は
、＜
直
接
民
主
制＞

に
よ
る
小
規
模
な
国
家
形
態
で
あ

る
。
周
知
の
通
り
、
ル
ソ
ー
は
国
民
代
表
制
度
に
反
対
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
主
権
は
代
表
さ
れ
得
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
国
民
を
代
表
す
る
と
称
す
る
議
会
は
、
総
選
挙
が
済
ん
で
し
ま
え
ば
、
逆
に
国
民
の
自
由
を
蹂



躙
し
、
こ
れ
を
奴
隷
と
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
理
由
か
ら
、
ル
ソ
ー
は
国
民
の
総
意
は
直
接
の
投
票
に

よ
っ
て
の
み
表
現
さ
れ
る
と
考
え
た
。
そ
の
点
さ
え
確
立
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
国
家
に
よ
っ
て
君
主
が
あ
っ
て
も
い
い
し
、
君

主
の
い
な
い
共
和
国
で
も
よ
い
と
い
う
の
が
ル
ソ
ー
の
見
解
で
あ
る
。
た
だ
、＜

国
民
の
総
意
を
以
て
立
法
の
基
礎
と
す
る＞

と

い
う
点
だ
け
は
、
い
か
な
る
国
家
の
た
め
に
も
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
国
民
の
総
意
に
よ
っ
て
立
法
を
行
う
と
い
う
の
は
、
「
国

民
主
権
主
義
」
で
あ
る
。
こ
の
条
件
の
下
に
君
主
制
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
君
主
は
政
府
の
首
長
で
あ
り
、
国
民
の

総
意
を
以
て
決
定
さ
れ
た
法
の
執
行
者
た
る
べ
き
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
君
主
国
の
君
主
は
、
恣
意
に
よ
っ
て
法
を
作
り
、

国
民
に
他
律
の
拘
束
を
加
え
る
専
制
君
主
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
故
に
、
ル
ソ
ー
の
自
然
法
理
論
は
、
専
制
主
義
の
実
定
法
制

度
を
否
定
し
て
、
自
由
の
王
国
を
讃
美
す
る
。
か
れ
の
『
社
会
契
約
論
』
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
動
力
の
一
つ
と
な
り
、
一
七
八

九
年
の
人
権
宣
言
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
称
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
意
味
で
充
分
に
理
由
の
あ
る
こ
と
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。14007 

　
け
れ
ど
も
、
一
方
で
国
民
主
権
主
義
を
基
礎
づ
け
た
と
こ
ろ
の
ル
ソ
ー
の
自
然
法
理
論
、
特
に
そ
の
国
家
契
約
説
は
、
他
面
で

は
「
国
権
絶
対
主
義
」
の
有
力
な
典
拠
と
な
っ
た
。
こ
の
、
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ル
ソ
ー
の
学
説
の
両
面
性

は
、
そ
の
国
民
の
「
総
意
」
の
概
念
に
胚
胎
す
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
の
総
意
は
常
に
「
公
共
の
福
祉
」
を
目
ざ
す
意

志
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
常
に
正
し
い
」
（toujours droite

）
。
こ
れ
に
反
し
て
、
国
民
各
個
の
「
特
殊
意
志
」
（volonté 

particulière

）
は
、
特
殊
の
利
害
に
執
着
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
特
殊
意
志
が
偶
然
に
一
致
し
て
で
き
る
国
民
の
「
す
べ
て
の
意

志
」
（volonté de tois

）
と
国
民
の
真
の
「
総
意
」
（volonté générale

）
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ

で
、
特
殊
意
志
の
主
体
た
る
個
人
は
、
自
己
自
身
と
し
て
は
そ
れ
に
反
対
で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
「
総
意
」
に
し
た
が
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
は
な
は
だ
、
逆
説
的
に
聞
え
る
理
論
で
は
あ
る
が
、
個
人
が
「
総
意
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
に
絶
対
に
服
従

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
国
民
は
そ
れ
だ
け
自
由
に
な
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
か
よ
う
に
説
く
。
か
よ
う
に
説
く
ル
ソ
ー
の
理
論

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
普
遍
意
志
」
（allgem

einer W
ille

）
の
思
想
と
そ
の
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
も
、
個
人
の
「
特
殊
意
志
」
（besonderer W

ille

）
は
自
由
で
な
い
。
自
由
の
理
念
の
実
現
は
、
普
遍
意
志
に
の
み
求

め
ら
れ
る
。
故
に
、
個
人
は
、
そ
の
特
殊
の
利
害
を
顧
み
ず
、
国
家
の
普
遍
意
志
に
合
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
由
で
あ



り
得
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
こ
か
ら
国
権
絶
対
主
義
を
導
き
出
し
た
。
同
じ
意
味
で
、
ル
ソ
ー
の
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル

（volonté générale

）
の
理
論
に
も
国
権
絶
対
主
義
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
デ
ュ
ギ
イ
（Léon Duguit

）
な

ど
は
、
ル
ソ
ー
の
思
想
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
権
宣
言
に
よ
っ
て
で
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
主
義
の
国
家
哲
学
に
よ
っ
て
継
承

さ
れ
た
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
は
、
万
能
の
国
家
権
力
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
福
音
で
は
な
く
、

人
間
を
ば
国
家
の
絶
対
命
令
の
下
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
隷
属
せ
し
め
る
教
説
で
あ
っ
た
、
と
論
ず
る
の
で
あ
る
（
参
２)

。
　
ル

ソ
ー
の
説
く
と
こ
ろ
を
仔
細
に
吟
味
し
て
見
る
と
、
デ
ュ
ギ
イ
の
よ
う
な
解
釈
も
ま
た
き
わ
め
て
鋭
い
洞
察
に
立
脚
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。14008 

　
国
民
の
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
（volonté générale

；
総
意
）
を
以
て
法
で
あ
る
と
し
、
法
に
よ
る
拘
束
を
ば
自
由
の

実
現
で
あ
る
と
説
く
ル
ソ
ー
の
理
論
が
、
一
方
で
は
自
由
開
放
の
時
代
思
潮
の
尖
端
を
行
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
他
方
で

は
国
家
の
権
力
を
絶
対
化
す
る
思
想
の
根
源
を
成
し
た
と
解
せ
ら
れ
る
の
は
、
共
に
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の

対
蹠
的
な
解
釈
が
共
に
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ル
ソ
ー
の
理
論
に
内
在
す
る
大
き
な
矛
盾
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
矛
盾
は
、
決
し
て
単
に
ル
ソ
ー
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
「
国
民
主
権
主
義
」
と
「
国
家
絶
対
主
義
」
と
の
対
立
・
矛
盾
・

交
錯
は
、
西
洋
近
世
の
政
治
思
想
の
共
通
の
問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
西
洋
近
世
の
政
治
思
想
の
発
達
を
指
導
し
た
政
治
的

自
然
法
理
論
に
共
通
の
問
題
で
あ
っ
た
。
故
に
、
こ
の
点
を
更
に
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
法
と
政
治
の
関
係
を
論
究
す

る
た
め
の
最
も
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。14009 

（
参
考
） 

１
：
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
自
然
法
理
論
の
精
神
を
継
承
す
る
新
ス
コ
ラ
学
派
の
法
哲
学
は
、
今
日
の
学
会
に
多
く
の
優
れ
た

学
者
を
輩
出
せ
し
め
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
カ
ー
ト
ラ
イ
ン
、
シ
リ
ン
グ
、
ホ
ェ
ル
シ
ャ
ア
、
ベ
ト
ラ
シ
ェ
ッ
ク
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
・

フ
ュ
ウ
ル
、
ル
ナ
ー
ル
、
日
本
の
田
中
耕
太
郎
博
士
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
ド
イ
ツ
で
は
一
八
七
〇
年
以

来
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
基
礎
と
す
る
「
中
央
党
」
（Zentrum

）
と
い
う
政
党
が
組
織
さ
れ
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
時
代
に
は

左
右
両
翼
の
中
道
を
往
く
議
会
の
安
定
勢
力
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。14010 



２
：
デ
ュ
ギ
イ
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。＝

「
所
謂
『
民
約
論
』
は
、
自
由
主
義
的
個
人
主
義
に
充
た
さ
れ
、
而
も
国
家
権

力
を
制
限
す
べ
き
基
本
的
義
務
を
世
界
に
宣
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
人
権
宣
言
の
対
蹠
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
・

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
的
専
制
主
義
と
ケ
ー
ザ
ル
的
独
裁
主
義
と
の
父
で
あ
る
。
而
も
一
層
精
密
の
観
察
す
る
な

ら
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
主
義
理
論
の
鼓
吹
者
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
『
民
約
論
』
を
読
む
の
み
で

充
分
で
あ
る
。
だ
が
、
結
局
は
そ
の
全
部
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。14011 

　
五
　
国
民
主
権
主
義
と
国
権
絶
対
主
義 

　
元
来
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
宗
教
改
革
と
と
も
に
開
幕
を
見
た
近
世
初
期
の
人
間
解
放
の
運
動
は
、
一
面
で
は
、
個
人
と
し
て
の

人
間
の
解
放
を
目
ざ
す
力
強
い
政
治
動
向
と
な
っ
た
と
同
時
に
、
他
面
で
は
ま
た
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
社
会
を
ば
中
世
以

来
の
教
権
の
支
配
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
大
き
な
動
き
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は
個
的
人
間
の
自
覚
史
で
あ
り
、
他

方
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家
の
主
権
国
家
と
し
て
の
発
達
史
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
近
代
の
政
治
社
会
が
、
轡
を
並
べ

て
、
擡
頭
し
て
き
た
他
の
国
民
国
家
と
の
激
し
い
競
争
場
裡
に
あ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
を
凌
駕
す
る
と
同
時
に
、
中

世
以
来
の
封
建
諸
侯
の
勢
力
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
権
国
家
と
し
て
の
地
歩
を
確
立
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
づ
、
国
内

の
中
央
集
権
的
統
一
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
民
生
活
の
内
部
に
二
つ
の
矛
盾
し
た
潮
流
を
発

生
せ
し
め
る
。
一
つ
は
、
国
民
の
人
間
個
人
と
し
て
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
国
家
の
権
力
を
法
に
よ
っ
て
制
限
し
よ
う
と

す
る
動
向
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
国
家
の
中
枢
権
力
を
あ
く
ま
で
も
強
化
し
、
国
民
の
統
一
を
確
保
し
て
国
運
の
興
隆
を
図
ろ

う
と
す
る
潮
流
で
あ
る
。
前
者
は
個
人
主
義
・
自
由
主
義
・
民
主
主
義
・
国
民
主
権
主
義
と
な
っ
て
結
実
し
、
後
者
は
国
家
主
義
、

権
威
主
義
・
君
主
主
義
・
国
権
絶
対
主
義
と
し
て
結
晶
し
た
。
し
か
も
、
両
者
は
と
も
に
自
然
法
理
論
、
殊
に
国
家
契
約
説
を
そ

の
政
治
上
の
旗
じ
る
し
と
し
て
か
か
げ
た
の
で
あ
る
。15001 



　
そ
れ
で
は
、
同
じ
国
家
契
約
説
が
、
い
か
に
し
て
個
人
の
自
由
を
擁
護
す
べ
き
国
民
主
権
主
義
と
、
君
主
を
中
心
と
す
る
国
権

絶
対
主
義
の
二
君
に
つ
か
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
国
家
契
約
説
を
構
成
す
る
二
つ
の

要
素
を
分
析
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。15002 

　
国
家
契
約
説
は
、
ル
ソ
ー
と
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
権
利
の
問
題
」
に
ま
で
深
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
比
較
的
素
朴
な
こ
の

理
論
は
、
「
社
会
」
の
成
立
と
「
国
家
」
の
成
立
を
併
せ
て
説
明
す
る
と
い
う
任
務
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
国
家
契
約
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
二
つ
の
契
機
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
の
要
素
は
「
社
会
契
約
」

（Gesellschaftsvertrag
）
で
あ
る
。
人
間
が
孤
立
し
た
自
由
の
原
始
状
態
か
ら
国
家
契
約
に
よ
っ
て
社
会
的
共
同
生
活
に

入
っ
た
と
い
う
と
き
、
そ
の
国
家
契
約
は
正
に
社
会
契
約
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
か
く
し
て
成
立
し
た
人
間
の
社
会
的
共
同
生

活
に
は
、
何
よ
り
も
ま
づ
秩
序
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
秩
序
と
安
寧
の
保
障
と
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
、
国
家
契

約
の
根
本
目
的
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
人
間
共
同
生
活
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
特
定
の
人
が
権

力
を
掌
握
し
、
他
の
人
々
は
そ
の
権
力
に
服
従
す
る
と
い
う
関
係
が
確
立
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
権
力
に
よ
る
統
制
が
な
け
れ

ば
、
秩
序
の
確
保
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
よ
う
な
権
力
に
よ
る
支
配
・
服
従
の
関
係
を
作
り
出
す
も
の
は
、
国
家
契
約
の
中
に
含

ま
れ
た
第
二
の
要
素
と
し
て
の
「
支
配
契
約
」
（H

errschaftsvertrag

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
契
約
を
結
ん
だ
人
々

は
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
共
同
生
活
関
係
を
創
設
す
る
と
同
時
に
、
支
配
契
約
に
よ
っ
て
特
定
の
人
に
権
力
を
賦
与
し
、
他
の

人
々
は
こ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
生
活
を
営
む
一
般
国
民
が
政
治
上
の
権
力
に
服
従
す
る
義
務
を
負
う
の
は
、
か
よ

う
な
支
配
契
約
と
し
て
の
国
家
契
約
の
效
果
に
外
な
ら
な
い
（
参
）
。15003 

　
け
れ
ど
も
、
こ
の
支
配
契
約
の
意
味
を
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
見
る
と
、
更
に
、
二
つ
の
解
釈
の
可
能
性
が
成
り
立
つ
。
第
一

の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
中
枢
権
力
は
支
配
契
約
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
権
力
者
に
委
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
始

原
的
な
意
味
で
の
絶
対
権
で
は
な
い
。
始
原
的
な
絶
対
権
は
、
国
家
成
立
の
以
前
か
ら
自
然
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た

と
こ
ろ
の
人
間
天
賦
の
権
利
あ
る
の
み
で
あ
る
。
国
家
は
権
力
団
体
で
あ
り
、
国
民
は
権
力
に
服
従
す
る
け
れ
ど
も
、
国
家
生
活

が
成
立
し
た
の
ち
と
い
え
ど
も
、
始
原
的
な
主
権
を
有
す
る
も
の
は
、
権
力
者
、
例
え
ば
君
主
で
は
な
く
て
、
権
力
者
に
権
力
を

委
託
し
た
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
は
支
配
契
約
に
よ
る
権
力
の＜

授
託
者＞
で
あ
り
、
権
力
者
は
そ
の＜

受
託
者＞



に
す
ぎ
ぬ
。
故
に
、
権
力
者
が
国
民
の
信
託
に
そ
む
い
て
、
そ
の
権
力
を
濫
用
し
、
国
権
に
よ
っ
て
擁
護
せ
ら
る
べ
き
国
民
の
権

利
を
逆
に
圧
迫
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
自
由
を
剥
奪
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
さ
よ
う
な
権
力
者
は
始
原
契
約
の
違
反

者
で
あ
る
か
ら
、
国
民
は
も
は
や
そ
の
権
力
に
服
従
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
濫
用
さ
れ
た
権
力
に
対
す
る
国
民
の
反

抗
権
が
生
ず
る
。
更
に
す
す
め
ば
、
苛
政
・
虐
政
を
行
っ
て
、
民
権
を
蹂
躙
す
る
よ
う
な
君
主
は
、
す
べ
か
ら
く
こ
れ
を
放
伐
す
べ

し
と
い
う
暴
君
放
伐
権
が
唱
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
徹
底
す
れ
ば
、
国
家
契
約
の
本
義
を
無
視
す
る
よ
う
な
実
定
法
制
度
は
、
革
命

に
よ
っ
て
く
つ
が
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
に
な
る
。
こ
れ
が
、
国
家
契
約
の
仮
説
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る＜

国
民
主

権
主
義＞

の
結
論
で
あ
る
。15004 

　
こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
契
約
の
内
容
を
成
す
支
配
契
約
に
つ
い
て
の
第
二
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
国
民
は
こ
れ
に
よ
っ
て
権
力
者

に
権
力
を
単
に＜

委
託＞

し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
完
全
に＜

譲
渡＞

し
た
の
で
あ
る
。
単
な
る
委
託
な
ら
ば
、

国
民
は
必
要
に
応
じ
て
い
つ
で
も
権
力
を
権
力
者
か
ら
自
己
の
手
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
し
、
実
は
そ
う
で
は
な
く

て
、
国
民
は
国
家
契
約
に
よ
っ
て
そ
の
本
来
の
権
利
を
挙
げ
て
権
力
者
に
譲
渡
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
完
全
な
譲
渡
で
あ
る
か

ら
、
国
家
契
約
の
前
に
は
完
全
な
自
由
と
権
利
と
を
有
し
て
い
た
人
々
も
、
国
家
の
成
立
と
と
も
に
、
そ
の
本
来
の
権
利
を
喪
失

し
、
権
力
者
、
特
に
君
主
が
絶
対
権
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
人
々
は
何
故
に
そ
の
本
来
の
自
由
と
権
利
と
を
放

棄
し
て
、
君
主
の
絶
対
権
に
拘
束
さ
れ
た
国
家
生
活
へ
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
権
擁
護
論
者
は
、
こ
の
問
い
に
答
え

る
の
に
、
人
間
性
に
対
す
る
根
本
か
ら
の
悲
観
論
を
以
て
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
自
由
で
あ
る
か
ぎ
り
た
だ
己
の
利
益
の

み
を
追
求
し
て
互
に
相
争
う
と
こ
ろ
の
動
物
で
あ
る
。
故
に
、
絶
対
の
権
力
を
以
て
統
制
し
な
い
か
ぎ
り
、
人
間
共
同
生
活
に
秩

序
は
到
底
保
た
れ
難
い
。
よ
し
ん
ば
国
家
を
作
っ
て
も
、
そ
の
中
で
国
民
に
自
由
を
許
す
な
ら
ば
、
秩
序
は
た
ち
ま
ち
混
乱
し
て

収
拾
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
国
家
の
成
立
と
同
時
に
、
各
人
の
も
つ
自
由
と
権
利
と
を
単
一
の
支
配
者
の
手
に
完

全
に
移
し
、
国
民
を
そ
の
命
令
に
絶
対
に
服
従
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
国
民
生
活
の
秩
序
が
保
た
れ
、
国
家
契
約
の
目

的
が
達
成
さ
れ
得
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
（Thom

as H
obbes

）
が
、
「
人
は
人
に
と
っ
て
狼
で
あ
る
」
（hom

o hom
ini lupus

）

と
い
う
独
特
の
極
端
な
人
性
観
と
国
家
契
約
の
仮
説
と
を
結
び
つ
け
て
、
国
家
の
絶
対
権
を
演
繹
し
た
の
は
、
正
し
く
か
よ
う
な

考
え
方
を
代
表
す
る
。
近
世
の＜

国
家
絶
対
主
義＞

は
、
あ
る
い
は
ホ
ッ
ブ
ス
の
よ
う
な
演
繹
を
用
い
、
あ
る
い
は
マ
キ
ャ
ヴ
ェ



リ
流
の
「
国
家
理
由
」
（Staatsraison

）
の
思
想
を
楯
に
取
り
、
あ
る
い
は
ボ
ダ
ン
（Jean Bodin

）
の
主
権
理
論
を
援
用
し

て
国
民
主
権
の
理
念
と
対
抗
し
、
自
由
の
過
剰
を
抑
え
て
、
近
代
主
権
国
家
建
設
へ
の
途
を
拓
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。15005 

　
近
世
の
自
然
法
論
か
ら
岐
れ
た
国
民
主
権
主
義
と
国
権
絶
対
主
義
と
の
こ
の
対
立
は
、
そ
の
後
も
色
々
な
形
で
く
り
か
え
さ
れ

つ
つ
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
、
近
世
政
治
思
潮
の
主
流
は
、
大
体
と
し
て
前
者
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

の
い
わ
ば
敵
役
の
よ
う
な
形
で
演
ぜ
ら
れ
て
き
た
後
者
の
役
割
も
、
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
両
者
は
、
そ
の

い
ず
れ
も
が
、
結
局
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
を
政
治
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
の
究
極
に
在
る
も
の
が
政
治
で
あ
る
な

ら
ば
、
政
治
は
、
一
方
で
は
「
法
を
作
る
力
」
と
な
っ
て
働
き
、
他
方
で
は
「
法
を
破
る
力
」
と
し
て
作
用
す
る
筈
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
法
と
政
治
の
関
係
を
め
ぐ
る
二
つ
の
主
要
な
テ
ー
マ
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
来
た
国
民
主

権
主
義
と
国
権
絶
対
主
義
の
対
立
を
織
り
な
し
つ
つ
、
こ
れ
を
そ
の
顕
著
な
現
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
憲
法
制
定
権
力
」
や
「
革

命
権
」
や
「
国
家
緊
急
権
」
の
思
想
に
つ
い
て
叙
述
し
て
行
く
こ
と
が
、
次
の
二
つ
の
章
の
任
務
に
外
な
ら
な
い
。15006 

（
参
考
） 

・
国
家
契
約
の
概
念
の
中
に
社
会
契
約
お
よ
び
支
配
契
約
の
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
に
ギ
ェ
ル
ケ
（O

tto 
Gierke

）
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。15007 



第
二
章
　
憲
法
制
定
権
力 

　
一
　
法
を
作
る
力 

　
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
、
実
定
法
の
上
に
働
き
か
け
る
そ
の
作
用
の
面
か
ら
求
め
て
行
く
と
、
こ
れ
を
と
ら
え
る
二
つ
の
筋

道
が
発
見
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
「
法
を
作
る
力
」
と
し
て
と
ら
え
る
捉
え
方
で
あ

る
。
他
の
一
つ
は
、
こ
れ
を
「
法
を
破
る
力
」
と
し
て
突
き
と
め
て
行
く
筋
道
で
あ
る
。
こ
う
し
た
筋
道
か
ら
問
題
を
検
討
し
て

行
く
と
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
そ
れ
が
実
定
法
を
作
る
根
源
と
な
る
場
合
に
も
、
そ
れ
が
実
定
法
を
破
る
作
用
を
い
と
な

む
場
合
に
も
、
と
も
に
一
つ
の
「
力
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。21001 

　
元
来
、
法
の
根
底
に
は
何
ら
か
の
力
が
あ
る
。
法
が
法
と
し
て
行
わ
れ
る
の
も
法
の
も
つ
力
に
よ
る
し
、
法
が
法
と
し
て
新
た

に
成
立
し
て
来
る
の
も
、
や
は
り
法
の
根
底
に
あ
る
力
の
作
用
で
あ
る
。＜

法
か
力
か＞

と
い
う
こ
と
は
、
法
哲
学
の
永
い
歴
史

を
通
じ
て
絶
え
ず
争
わ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
の
こ
の
提
出
の
仕
方
は
、
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
正
確

で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
か
力
か
と
い
う
風
に
問
う
の
は
、
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
単
な
る
規
範
と
し
て
の
法

が
あ
り
得
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
こ
れ
と
力
と
の
対
立
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
力
に
よ
っ
て

裏
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
規
範
、
力
の
基
礎
を
も
た
な
い
法
は
、
現
実
に
は
行
わ
れ
得
ぬ
法
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
は
も
は
や
法

で
は
な
い
。
法
に
は
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
規
律
す
る
と
こ
ろ
を
ば
力
を
以
て
貫
徹
し
得
る
法
の
み
が
、
誠
の
意
味
で
の

法
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
法
は
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
規
範
で
あ
り
、
規
範
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
力
で
あ
る
。
故
に
、
厳

密
な
意
味
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
法
は
い
か
な
る
種
類
の
力
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
法
か
力
か
」
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。21002 

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
根
本
問
題
が
「
法
か
力
か
」
と
い
う
形
で
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
の
は
、

決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
法
と
力
と
の
関
係
が
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
法
が
安
定
し
て
い
る
と
き
で
は
な
く
、
法



が
新
た
に
作
ら
れ
、
あ
る
い
は
法
が
急
激
に
変
革
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
法
が
安
定
し
て
い
る
と
き
に
は
、
法
を
支
え
て
い
る
力

は
規
範
体
系
と
し
て
の
法
の
外
形
の
蔭
に
隠
れ
て
い
る
た
め
に
、
あ
た
か
も
規
範
が
規
範
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
法
の
創
造
の
場
合
あ
る
い
は
法
の
変
革
の
場
合
に
は
、
法
以
外
の
力
、
も
し
く
は
法
以
上
の
力
が
働
い

て
、
旧
い
法
を
動
か
し
、
新
し
い
法
を
作
っ
て
行
く
と
い
う
関
係
が
、
は
っ
き
り
と
前
面
に
現
れ
て
来
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の

関
係
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
も
の
は
、＜

非
法
の
力＞

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し

ま
た
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
関
係
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
法
は
非
法
の
力
に
屈
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
法
自

身
の
根
拠
に
よ
っ
て
変
化
・
発
展
し
て
行
く
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
問
題
は
や
は
り
、
法

を
生
み
、
法
を
動
か
す
も
の
は
、
法
か
力
か
と
い
う
形
で
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。21003 

　
法
は
、
い
か
に
安
定
し
た
状
態
に
お
い
て
も
、
決
し
て
固
定
し
た
ま
ま
で
動
か
な
い
で
い
る
訳
で
は
な
い
。
安
定
し
た
秩
序
の

中
で
も
、
法
は
絶
え
ず
新
た
に
作
ら
れ
、
既
存
の
規
範
の
改
廃
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
法
は
原
則

と
し
て
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
法
に
し
た
が
っ
て
改
廃
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
憲
法
に
も
と
づ
い
て
法
律
が
制
定
さ
れ
、
憲
法
改
正

の
条
規
に
よ
っ
て
憲
法
の
規
定
に
変
更
が
加
え
ら
れ
、
法
律
が
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
慣
習
が
法
と
な
る
が
ご
と
き
、
そ
れ
で
あ

る
。
し
か
し
、
法
の
制
定
や
改
正
の
方
式
を
定
め
て
い
る
法
が
、
更
に
何
か
ら
生
ま
れ
出
て
来
る
か
を
探
ね
て
行
く
と
、
最
後
に

は
、
す
べ
て
の
法
を
生
む
法
の
そ
の
ま
た
淵
源
に
在
る
力
、
特
に
憲
法
の
淵
源
に
在
る
力
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
て
来
る
。
か
よ
う
な
力
も
や
は
り
一
つ
の
法
的
な
力
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
法
は
法
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
原
則
は
ゆ
ら

が
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
そ
の
力
は
も
は
や
法
的
な
力
で
は
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
法
は
最
後
は
非
法
の
力
か
ら
生
み
出
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
法
を
作
る
も
の
は
、
法
で
な
く
て
力
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
来

る
の
で
あ
る
。21004 

　
同
様
に
、
法
は
時
と
し
て
法
の
規
定
す
る
手
つ
づ
き
に
よ
ら
な
い
で
変
革
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
安
定
し
た
秩
序
に
つ
い
て
見

て
も
、
微
細
な
点
で
は
法
の
違
法
の
変
化
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
現
象
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
殊
に
、
歴
史
の
変
動
期
に
は
、

あ
か
ら
さ
ま
な
法
の
破
砕
が
行
わ
れ
る
。
革
命
に
よ
っ
て
憲
法
が
破
ら
れ
、
権
力
に
よ
っ
て
法
律
が
無
視
さ
れ
る
よ
う
な
場
合

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
か
よ
う
に
法
を
破
る
力
も
、
結
局
は
一
つ
の
法
的
な
力
で
あ
り
、
し
か
も
、
破
ら
れ
た
法
よ
り
も
上
級
次
元



の
法
の
力
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
が
能
動
的
に
法
自
ら
を
変
革
し
た
の
で
あ
っ
て
、
受
動
的
に
力
に
屈
服
し
た
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
を
破
る
力
は
も
は
や
法
の
力
で
は
な
く
、
非
法
も
し
く
は
不
法
の
力
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
に
対
す
る
力
の
優
越
と
い
う
こ
と
が
肯
定
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、＜

法
か
力
か＞

と
い
う
こ
と
が
、
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
法
は
す
べ
て
力
を
も
つ
。
け
れ
ど
も
、
法
た
る
力
が
法
た
ら
ざ
る
力

か
ら
生
れ
、
あ
る
い
は
、
法
た
る
力
が
法
の
外
な
る
別
個
の
力
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
人
は
、
法
た
る
力

の
究
極
に
法
た
ら
ざ
る
何
ら
か
の
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。21005 

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
法
か
力
か
と
い
う
問
い
は
、
法
に
対
す
る
二
つ
の
対
蹠
的
な
根
本
観
念
の
分
岐

点
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
立
場
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
法
で
あ
る
と
見
よ
う
と
す
る
。
法
を
作
る
も

の
は
法
で
あ
り
、
法
を
作
る
法
の
根
源
に
も
、
ま
た
、
法
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
よ
う
と
す
る
。
よ
し
ん
ば
、
法
が
破
ら
れ

る
よ
う
に
見
え
る
場
合
に
も
、
或
る
程
度
ま
で
法
が
破
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
る
原
理
ー
ー
例
え
ば
、
メ
ル
ク
ル
（Adolf J. 

M
erkl

）
の
い
う
「
瑕
疵
予
測
」
の
原
理
（
参
）
ー
ー
が
法
の
中
に
内
在
し
て
い
て
、
法
が
破
ら
れ
る
こ
と
を
法
的
に
認
証
す
る
の

で
あ
る
と
論
ず
る
。
か
よ
う
な
立
場
は
「
規
範
主
義
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
法
の
根
源
に
在
る
法

的
な
る
も
の
は
、
結
局
一
つ
の
規
範
の
通
用
力
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
立
場
は
、
法
の
究
極
に

在
る
も
の
を
法
を
超
越
す
る
領
域
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
特
に
、
こ
れ
を
法
的
に
は
も
は
や
説
明
で
き
な
い
力
で
あ
る
と
見
よ
う

と
す
る
。
法
を
作
る
も
の
は
、
非
法
の
実
力
で
あ
る
と
考
え
よ
う
と
す
る
。
法
と
は
、
現
実
に
法
を
作
る
力
を
有
す
る
者
が
、
こ

れ
が
法
で
あ
る
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
、
こ
の
力
が
既
存
の
法
を
法
と
し
て
認
め
な

い
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
法
は
、
こ
の
力
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
「
決
定
主
義
」
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
力
か
ら
見
れ
ば
、
法
は
最
後
に
は
実
力
を
以
て
す
る
決
定
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
規
範
主
義
と
決
定
主
義
の
著
し
い
対
立
が
生
ず
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
対
立
を
ば
、＜

法
を

作
る
力＞

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
せ
し
め
、
次
の
章
に
お
い
て
、
同
じ
問
題
を
ば＜

法
を
破
る
力＞

と
い
う
角
度
か
ら
考
察
す

る
こ
と
と
し
よ
う
。21006 



（
参
考
） 

・
メ
ル
ク
ル
（Adolf J. M

erkl

）
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
と
も
に
本
文
に
い
わ
ゆ
る
規
範
主
義
の
立
場
を
代
表
す
る
。
し
か
し
、
ケ
ル

ゼ
ン
（H

ans Kelsen

）
が
違
法
の
法
と
い
う
も
の
を
原
理
的
に
認
め
な
い
建
前
を
採
っ
た
の
に
対
し
て
、
メ
ル
ク
ル
は
、
実
定

法
秩
序
の
中
に
は
往
々
に
し
て
違
法
の
行
為
に
よ
っ
て
法
が
破
ら
れ
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
る
こ
と
を
認
め
る
。
行
政
行
為
の
瑕

疵
に
よ
っ
て
違
法
の
決
定
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ
ル
ク
ル
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
瑕
疵

は
実
際
に
或
る
程
度
ま
で
は
免
れ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
定
法
は
か
か
る
瑕
疵
の
生
ず
る
こ
と
を
予
測
し
、
こ
れ
を
そ
の
違
法

性
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
態
度
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
メ
ル
ク
ル
の
「
瑕
疵
予
測
」

（Fehlerkalkül

）
の
原
理
で
あ
る
。21007 

　
二
　
規
範
主
義
と
決
定
主
義 

　
法
を
作
る
最
後
の
淵
源
は
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見
る
の
は
、
法
治
主
義
の
世
界
観
で
あ
る
。
徹
底
し
た
法
治
主
義
は
、

人
が
人
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
。
人
の
生
活
を
律
す
る
も
の
は
、
人
の
意
志
で
は
な
く
て
、
客
観
的
な
法
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
勿
論
、
人
間
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
法
の
下
に
生
活
し
て
い
る
。
社
会
あ
る
と
こ
ろ
法
あ
り
で
、
社

会
の
関
係
は
す
べ
て
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
も
そ
の
法
が
権
力
者
の
意
志
に
よ
っ
て
任
意
に
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
は
権
力
者
に
よ
る
支
配
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
の
規
律
と
い
え
ど
も
、
実
は
、

法
を
手
段
と
し
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
に
よ
る
支
配
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
バ
ン
ド
（Paul 

Laband

）
や
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
（Georg Jellinek

）
は
、
権
力
者
が
主
権
を
ふ
る
っ
て
人
民
を
支
配
す
る
と
い
う
専
制
制
度
を
排

除
す
る
た
め
に
、
国
家
を
擬
人
化
し
て
こ
れ
を
権
利
主
体
と
考
え
、
統
治
権
は
法
人
た
る
国
家
に
帰
属
し
、
法
は
国
家
の
意
志
に

よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
風
に
説
明
し
た
。
け
れ
ど
も
、
国
家
と
い
う
権
力
団
体
が
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
法
を
作
り
、
法
を
通
じ

て
国
民
を
統
治
す
る
と
い
う
の
も
、
人
に
よ
る
人
の
支
配
の
新
た
な
形
態
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
形
態
の
下
に
お
い
て
も
、
国
家



は
万
能
の
権
力
を
ふ
る
っ
て
、
国
家
権
力
を
掌
握
す
る
人
々
の
思
う
が
ま
ま
の
統
治
を
行
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

現
代
法
治
主
義
の
発
達
は
、
い
か
な
る
権
力
を
以
て
も
侵
す
こ
と
を
許
さ
な
い
法
の
権
威
を
確
立
し
よ
う
と
力
め
た
。
個
人
た
る

権
力
者
で
あ
ろ
う
と
、
法
人
た
る
国
家
で
あ
ろ
う
と
、
お
よ
そ
人
が
人
を
支
配
す
る
と
い
う
関
係
を
抹
殺
し
て
、
い
か
な
る
支
配

者
も
そ
の
下
に
規
律
さ
る
べ
き
法
の
支
配
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
試
み
た
。
ク
ラ
ッ
べ
（H

. Krabbe

）
は
、
そ
こ
に
現
代
国
家
の

理
念
が
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
（
参
）
。
ク
ラ
ッ
べ
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、
個
人
で
あ
れ
、
法
人
で
あ
れ
、

人
が
人
の
上
に
立
っ
て
人
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
背
理
で
あ
る
。
人
の
上
に
立
っ
て
人
の
行
為
を
規
律
し
得
る
も

の
は
、
ひ
と
り
た
だ
、
法
の
み
で
あ
る
。
か
よ
う
な
思
想
は
、
地
上
の
王
を
排
斥
し
て
、
法
を
王
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
も
す
べ
て
の
人
の
上
に
立
つ
も
の
を
王
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
法
こ
そ
、
ノ
モ
ス

こ
そ
、
ま
さ
に
す
べ
て
の
人
の
行
為
を
規
律
す
る
王
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
は
、
現
実
の
王
の
上
に
立
つ
王
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
む
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
、
「
法
は
す
べ
て
の
人
間
と
神
々
と
の
王
な
り
」
と
い
っ
た
。

法
を
作
り
、
法
を
行
う
一
切
の
権
力
も
、
最
高
の
法
に
は
臣
事
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
法
治
主
義
の
思
想
は
、
こ
の
言
葉
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
余
蘊
が
な
い
。22001 

　
こ
う
し
た
思
想
を
更
に
徹
底
さ
せ
て
行
く
と
、
人
が
法
を
作
る
と
か
、
権
力
に
よ
っ
て
法
を
行
う
と
か
い
う
よ
う
な
考
え
方

は
、
こ
と
ご
と
く
法
学
の
考
察
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
法
は
規
範
で
あ
り
、
規
範
は
規
範
と
し
て
行
わ
れ

る
。
人
が
法
を
行
う
の
で
は
な
く
、
規
範
は
規
範
た
る
の＜
妥
当
性＞

に
お
い
て
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
に
そ
れ

自
身
と
し
て
通
用
力
を
も
つ
と
こ
ろ
の
法
規
範
は
、
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
権
力
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
も

の
で
も
な
い
。
法
は
法
か
ら
生
ま
れ
る
。
規
範
は
規
範
か
ら
生
ず
る
。
法
を
作
り
出
す
力
を
も
つ
も
の
は
、
ひ
と
り
た
だ
法
規
範

で
の
み
あ
る
。
た
だ
し
、
法
を
作
る
法
は
、
そ
こ
に
作
り
出
さ
れ
る
法
と
同
じ
段
階
に
在
る
法
で
は
な
く
て
、
そ
れ
よ
り
も＜

上

級
・
高
次
の
法＞

で
あ
る
。
判
決
を
作
り
出
す
根
拠
と
な
る
法
律
は
、
判
決
よ
り
も
上
級
の
法
で
あ
り
、
法
律
を
生
み
出
す
と
こ

ろ
の
憲
法
は
、
法
律
よ
り
も
高
次
の
段
階
に
在
る
法
で
あ
る
。
法
を
作
り
出
す
も
の
は
、
規
範
と
規
範
と
の
間
に
あ
る
か
よ
う
な

段
階
的
の
「
規
範
論
理
」
の
関
係
で
あ
る
。
法
創
造
の
過
程
か
ら
か
く
の
ご
と
く
に
一
切
の
権
力
的
な
要
素
を
、
し
た
が
っ
て
一

切
の
人
間
的
な
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
試
み
た
の
は
ケ
ル
ゼ
ン
を
代
表
者
と
す
る
純
粋
法
学
の
法
段
階
説
で
あ
る
。
法
段
階
説
に



よ
っ
て
説
か
れ
た
法
の
こ
の
階
梯
を
昇
り
つ
め
て
行
く
と
、
最
後
に
は
、
す
べ
て
の
法
律
を
生
み
出
す
根
拠
と
な
る
と
同
時
に
、

そ
れ
よ
り
も
上
位
に
は
も
は
や
法
の
な
い
究
極
点
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
も
し
こ
の
究
極
点
に
在
る
も
の
も
や
は

り
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
法
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
法
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
の
意
志
や
人
の
権
力

が
法
を
作
る
の
で
は
な
い
と
い
う
断
定
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
純
粋
法
学
は
、
法
の
作
用
を
あ
く
ま
で
も
純
粋
に

法
学
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
そ
う
い
う
断
定
を
下
そ
う
と
力
め
た
。
そ
こ
で
、
法
の
生
成
の
究
極
点
に
在
る
も
の
を
憲
法
以
上

の
憲
法
と
な
し
、
こ
れ
を
「
根
本
規
範
」
（Grundnorm

）
と
名
づ
け
た
。
こ
れ
は
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
あ
く
ま
で
も
法
と

見
、
規
範
と
解
そ
う
と
す
る
規
範
主
義
の
立
場
の
、
最
も
突
き
つ
め
た
形
態
で
あ
る
。
ノ
モ
ス
を
以
て
王
で
あ
る
と
す
る
思
想

は
、
こ
こ
に
お
い
て
最
も
徹
底
し
た
表
現
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。22002 

　
し
か
し
な
が
ら
、
純
粋
法
学
は
規
範
か
ら
規
範
が
生
ま
れ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
主
体
性
の
な
い
規
範
が
規
範
を
生
む
力
を
も

つ
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
得
な
い
。
規
範
か
ら
規
範
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
上
級
の
法
規
を
解
釈
・
適
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
下
級
の
法
規
を
定
立
す
る
人
間
の
意
志
行
動
が
そ
の
間
に
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
議
会
が
憲
法
に
し
た
が
っ
て
法
律
を
作

り
、
裁
判
官
が
法
律
を
按
じ
て
判
決
を
下
す
が
ご
と
き
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
秩
序
の
最
高
段
階
に
在
る

根
本
規
範
と
い
え
ど
も
、
や
は
り
何
ら
か
の
人
の
意
志
行
動
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

し
か
る
に
、
根
本
規
範
の
上
位
に
は
も
は
や
何
ら
の
規
範
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
根
本
規
範
を
作
り
出
す
人
の
意
志
行
動
は
、

何
ら
の
規
範
に
も
準
拠
す
る
こ
と
の
な
い
単
な
る
力
の
作
用
で
あ
り
、
何
ら
の
法
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
純
粋
の

事
実
上
の
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
革
命
に
よ
っ
て
君
主
制
を
倒
壊
せ
し
め
、
新
た
に
共
和

制
の
憲
法
を
作
っ
た
場
合
の
国
民
の
行
動
は
、
も
と
よ
り
、
君
主
制
の
憲
法
に
準
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
君

主
制
の
旧
憲
法
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
正
面
か
ら
法
を
破
る
事
実
で
あ
り
、
最
大
の
不
法
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
革
命
が
成
功
す
れ
ば
、
法
に
準
拠
し
な
い
か
よ
う
な
事
実
行
動
に
よ
っ
て
共
和
制
の
新
憲
法
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

純
粋
法
学
の
組
織
者
た
る
ケ
ル
ゼ
ン
も
、
そ
う
い
う
場
合
が
あ
る
こ
と
を
看
過
す
る
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
た
だ
、
さ
よ
う
な

事
柄
は
、
全
く
法
の
世
界
の
外
で
行
わ
れ
る
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
法
学
の
問
題
と
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
。
そ

う
し
て
、
革
命
に
よ
っ
て
力
の
所
在
が
転
換
す
れ
ば
、
新
た
な
力
の
関
係
を
法
と
す
る
と
こ
ろ
の
新
た
な
根
本
規
範
が
で
き
上
が



り
、
そ
の
根
本
規
範
の
下
に
も
ろ
も
ろ
の
法
が
規
範
論
理
的
に
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
よ
う
と
し
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
根
本

規
範
は
「
力
の
法
へ
の
転
化
」
（Transform

ation der M
acht zu Recht

）
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
意
味

と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
根
本
規
範
を
「
力
の
法
へ
の
転
化
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
根
本
規
範
が
法
創
造
の
最
後
の
淵
源
で

は
な
く
、
そ
の
奥
に
、
法
な
ら
ざ
る
力
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
非
法

の
世
界
で
の
意
志
決
定
が
、
法
を
作
る
究
極
の
力
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
態
度
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
規
範
主
義
」

は
、
こ
の
極
限
の
問
題
に
お
い
て
遂
に
破
綻
を
示
し
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
こ
れ
と
は
正
反
対
の
「
決
定
主
義
」
が
登
場
し
て
来

る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。22003 

　
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（Carl Schm

itt

）
は
、
『
法
学
上
の
思
考
の
三
形
態
』
と
い
う
論
文
の
中
で
、
力
の
決
定
に
よ
っ
て

法
が
作
ら
れ
る
と
見
る
立
場
を
「
決
定
主
義
」
（Dezisionism

us

）
と
名
づ
け
、
こ
れ
と
「
規
範
主
義
」

（N
orm

ativism
us

）
と
の
対
立
を
き
わ
め
て
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
規
範
主
義
は
、
法
を
最
後
ま
で
規
則
ま
た
は
法
律

と
見
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
規
則
ま
た
は
法
律
の
思
考
」
（Regeln-oder Gesetzesdenken

）
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
決
定
主
義
は
、
事
実
上
の
決
定
力
を
も
つ
者
の
下
し
た
、
決
定
が
法
の
最
後
の
根
拠
を
な
す
と
す
る
見
解
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
決
定
の
思
考
」
（Entscheidungsdenken

）
で
あ
る
。
規
範
主
義
の
典
型
的
な
表
現
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法

学
で
あ
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
正
反
対
の
決
定
主
義
を
代
表
す
る
古
典
学
説
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
思
想
を
挙
げ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
は
、
「
す
べ
て
の
法
、
す
べ
て
の
規
範
お
よ
び
法
律
、
法
律
の
す
べ
て
の
解
釈
、
す
べ
て
の
秩
序

は
、
根
本
に
お
い
て
主
権
者
の
決
定
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
主
権
者
と
は
正
統
の
君
主
も
し
く
は
権
限
あ
る
地
位
で
は
な
く
、
正

に
主
権
的
に
決
定
を
与
え
る
者
に
外
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
決
定
主
義
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
法
の
上
に

は
何
ら
の
法
の
認
証
を
も
必
要
と
し
な
い
力
が
あ
り
、
実
力
の
決
定
が
あ
る
。
規
範
主
義
に
よ
れ
ば
、
ノ
モ
ス
が
最
上
の
権
威
で

あ
り
、
最
高
の
王
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
力
の
上
に
法
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
地
上
の
王
も
「
ノ
モ
ス
王
」
に
は

服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
決
定
主
義
に
よ
れ
ば
、
一
切
の
法
は
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
す
べ
て
の

ノ
モ
ス
の
上
に
は
王
が
あ
る
。
ノ
モ
ス
が
王
な
の
で
は
な
く
て
、
王
が
ノ
モ
ス
を
作
る
の
で
あ
る
。
規
範
主
義
は
、REX

もLEX

に
は
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
決
定
主
義
は
、LEX

は
結
局REX

の
決
定
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
。
最
高
の



権
威
はLEX

な
の
か
、REX

な
の
か
。
王
を
拘
束
す
る
ノ
モ
ス
か
、
ノ
モ
ス
を
作
る
王
か
。
「
法
か
力
か
」
の
問
題
は
、
こ
こ
に

そ
の
最
も
尖
鋭
化
し
た
対
立
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。22004 

　
こ
の
対
立
に
対
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
更
に
第
三
の
立
場
を
問
題
の
解
決
と
し
て
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
の
ち
に
述
べ
る
機
会
が
あ
る
。
故
に
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、
規
範
主
義
と
決
定
主
義
の
対
立
だ
け

を
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
規
範
主
義
よ
り
も
決
定
主
義
の
方
に
分
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
訳

に
は
行
か
な
い
。
事
実
、
ケ
ル
ゼ
ン
も
、
法
の
段
階
の
最
高
位
に
あ
る
根
本
規
範
を
「
力
の
法
へ
の
転
化
」
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
力
決
定
主
義
の
前
に
膝
を
屈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。22005 

　
そ
れ
で
は
、
規
範
主
義
が
決
定
主
義
の
前
に
膝
を
屈
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
規
範
主
義
が
同

時
に
「
実
証
主
義
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
規
範
主
義
が
、
法
の
究
極
に
在
る
法
を
あ
く
ま
で
も
「
実
定
法
」

と
見
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
は
、
法
実
証
主
義
の
立
場
を
固
執
し
た
が
故
に
、
「
自
然
法
」
の

概
念
を
徹
頭
徹
尾
排
斥
し
た
。
だ
か
ら
、
法
創
造
の
究
極
点
と
し
て
根
本
規
範
の
概
念
を
か
か
げ
た
場
合
に
も
、
そ
の
理
論
の
本

来
の
建
前
と
し
て
は
、
こ
れ
を
実
定
法
に
内
在
す
る
原
理
と
見
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
（
参
考
；
例
え
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン Kelsen 

が

根
本
規
範
と
し
て
「
君
主
、
国
民
総
会
、
議
会
、
等
の
法
的
権
威
の
命
ず
る
よ
う
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題

を
挙
げ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
こ
の
命
題
が
実
定
法
の
原
則
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

し
か
し
、
実
定
法
は
す
べ
て
歴
史
と
と
も
に
変
化
す
る
。
実
定
法
に
内
在
す
る
原
理
は
、
そ
れ
が
憲
法
で
あ
ろ
う
と
、
よ
し
ん
ば

そ
れ
が
憲
法
以
上
の
憲
法
で
あ
ろ
う
と
、
実
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
し
、
実
力
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

根
本
規
範
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
そ
の
理
論
の
発
展
の
或
る
時
期
に
お
い
て
は
、
根
本

規
範
を
ば
実
定
法
的
な
具
体
内
容
を
も
つ
規
範
と
見
る
こ
と
を
避
け
て
、
こ
れ
を
実
定
法
を
ば
統
一
的
な
秩
序
と
し
て
把
握
す
る

た
め
の
認
識
論
上
の
「
仮
説
」
（H

ypotheses

）
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
け
れ
ど
も
、
単
な
る
認
識
上
の
仮
説
が
実

定
法
規
範
創
造
の
淵
源
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
理
解
す
べ
か
ら
ざ
る
理
論
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
更
に
再
転
し
て
、
根
本
規
範
を
ば
「
力
の
法
へ
の
転
化
」
で
あ
る
と
見
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
前
に
も
い
う
通
り
、
規
範
主
義
が
事
実
上
決
定
主
義
の
前
に
兜
を
ぬ
い
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
、
力
が
法
と
な
る
と



い
う
こ
と
を
単
純
に
認
め
る
代
わ
り
に
、
力
を
法
と
す
る
の
が
根
本
規
範
の
機
能
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
現
象
を

な
お
か
つ
規
範
論
理
的
に
粉
飾
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
規
範
主
義
が
実
定
法
主
義
の
立
場
か
ら
あ
く
ま
で
も
離
れ
よ

う
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
か
よ
う
な
結
果
は
遂
に
不
可
避
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。22006 

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
法
実
証
主
義
の
立
場
を
棄
て
て
、
自
然
法
の
概
念
を
導
き
い
れ
る
な
ら
ば
、
事
情
は
自
ら
に
し
て
異

な
っ
て
来
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
実
定
法
は
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
が
、
自
然
法
は
力
に
よ
っ
て
は
左
右
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど
、
歴
史
の
現
象
を
観
察
す
る
と
、
実
定
法
は
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
力
も
、
決
し
て
勝
手

気
儘
に
法
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
力
が
法
を
作
る
の
は
、
そ
の
力
が
自
然
法
に
か
な
っ
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
も
し

も
、
自
然
法
に
反
す
る
力
が
働
い
て
、
そ
れ
が
法
を
作
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
さ
よ
う
な
法
は
法
た
る
に
値
し
な
い
法
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
法
に
か
な
っ
た
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
破
砕
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
故
に
法
ー
ー
実
定
法
ー
ー
の
上
に
は
力
が

あ
る
。
力
の
決
定
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
定
主
義
の
認
め
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
法
の
上
に
あ
る
力
は
、
決
し
て
単

な
る
力
で
は
な
く
、
自
然
法
に
か
な
っ
た
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
、
力
の
上
に
は
更
に
法
ー
ー
自
然
法
ー
ー
が
あ
る
。

そ
の
点
で
、
規
範
主
義
が
ふ
た
た
び
決
定
主
義
の
優
位
に
立
つ
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
実
証
主
義
と
結
び
つ
い
た
規
範
主
義
で
は

な
く
、
自
然
法
の
理
念
を
冠
と
し
て
戴
く
と
こ
ろ
の
規
範
主
義
で
あ
る
。
ノ
モ
ス
は
遂
に
王
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
王
た
る
ノ
モ

ス
は
実
定
法
の
原
則
で
は
な
く
自
然
法
の
理
念
で
あ
る
。
自
然
法
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
力
が
、
す
べ
て
の
実
定
法
の
源
と
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
実
定
法
の
最
高
の
原
則
は
憲
法
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
力
は
、
「
憲
法
制
定
権
力
」
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、

法
の
究
極
に
在
る
力
を
憲
法
制
定
権
力
と
名
づ
け
、
更
に
、
憲
法
制
定
権
力
の
根
拠
を
自
然
法
に
求
め
る
と
い
う
思
想
は
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
指
導
的
理
論
家
た
る
シ
ェ
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
節
を
改
め
て
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
憲
法
制
定
権

力
説
の
概
観
を
試
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。22007 

（
参
考
） 



・
わ
れ
わ
れ
は
今
日
も
は
や
、
自
然
の
人
に
せ
よ
、
構
成
さ
れ
た
（
法
的
の
）
人
に
せ
よ
、
人
の
支
配
の
下
に
生
活
す
る
の
で
は

な
く
、
規
範
の
支
配
、
精
神
力
の
支
配
の
下
に
生
活
し
て
い
る
。
こ
こ
に＜

現
代
の
國
家
理
念＞

が
示
さ
れ
て
い
る
。H

. 
Krabbe: Die m

oderne Staatsidee, deutsche zw
eite Ausgabe, 1919  22008 
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（
仏
語
：
憲
法
制
定
権
力
） 

　
法
と
力
の
関
係
に
つ
い
て
は
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
一
つ
は
、
力
は
法
に
よ
っ
て
規
律
せ
ら
れ
る
と
い
う
思
想
で
あ
り
、
他

の
一
つ
は
、
法
は
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
い
ま
ま
で
の
述
べ
て
来
た
通
り
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
の
問
題
と
し
て
は
互
に
対
立
し
、
互
に
相
容
れ
な
い
。
し
か
し
、
法

と
力
と
の
関
係
を
段
階
的
に
分
け
て
見
る
な
ら
ば
、
二
つ
を
併
せ
て
一
つ
の
理
論
に
ま
と
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
国
家
秩
序
の＜

一
般
の
段
階＞

で
は
、
力
は
法
、
特
に
憲
法
に
よ
っ
て
規
律
せ
ら
れ
る
。
権
力
が
権
力
と
し
て
発
動
す
る
た

め
に
は
、
ま
づ
憲
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
憲
法
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
憲
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

た
権
力
」
（pouvoir constitué

）
で
あ
る
。
憲
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
権
力
は
、
法
の
下
に
あ
る
。
こ
の
種
の
権
力
は
、
憲

法
に
そ
む
い
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
秩
序
の＜

最
高
の
段
階＞

に
お
い
て
は
、
法
の
上
に
力

が
あ
る
。
そ
の
最
高
の
力
は
、
も
は
や
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ

得
な
い
。
そ
れ
は
、
万
能
の
力
で
あ
る
。
憲
法
も
ま
た
、
こ
の
万
能
の
力
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
権

力
は
「
憲
法
制
定
権
力
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
憲
法
制
定
権
力
か
ら
憲
法
へ
、
憲
法
か
ら
憲
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
権
力
へ
、

と
い
う
位
階
秩
序
が
確
立
さ
れ
得
た
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
に
、
権
力
を
「
憲
法
制
定
権
力
」
と
「
憲
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た

権
力
」
と
に
分
け
て
、
法
と
力
の
関
係
を
ひ
と
ま
と
め
に
理
論
づ
け
る
と
い
う
思
想
は
、
合
衆
国
独
立
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
も
存

在
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を pouvoir constituant, pouvoir constitué 

と
い
う
二
つ
の
言
葉
で
表
現



し
、
憲
法
制
定
権
力
の
概
念
と
国
民
主
権
主
義
と
を
結
び
つ
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
革
命
へ
の
情
熱
に
理
論
的
裏
づ
け
を
与
え

た
思
想
家
は
シ
ェ
イ
エ
ス
（Em

m
anuel Sieyès

）
で
あ
っ
た
。 23001 

　
シ
ェ
イ
エ
ス
の
理
論
構
成
の
根
本
は
、
国
家
契
約
説
で
あ
り
、
国
民
主
権
主
義
で
あ
る
。
国
家
の
存
立
の
基
礎
は
国
民
の
合
意

に
在
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
切
の
権
力
は
国
民
に
淵
源
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
彼
の
理
論

は
ル
ソ
ー
の
学
説
を
継
承
す
る
。
し
か
し
、
シ
ェ
イ
エ
ス
は
、
国
家
発
達
の
一
定
の
段
階
に
達
す
る
と
、
権
力
は
も
は
や
国
民
に

と
っ
て
直
接
に
は
行
使
さ
れ
得
な
く
な
り
、
こ
れ
に
代
っ
て
国
民
代
表
制
度
が
必
要
と
な
っ
て
来
る
と
説
く
。
そ
の
点
で
は
、

シ
ェ
イ
エ
ス
は
、
国
民
代
表
制
度
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
の
ル
ソ
ー
か
ら
離
れ
る
。
故
に
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
国
家
理
論
は
、
ル
ソ
ー

の
『
社
会
契
約
論
』
に
国
民
代
表
主
義
を
加
え
た
も
の
と
し
て
特
質
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 23002 

　
シ
ェ
イ
エ
ス
に
よ
る
と
、
人
間
の
生
活
形
態
は
三
つ
の
段
階
を
経
て
発
達
す
る
。
第
一
の
段
階
で
は
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
孤
立

し
た
個
人
と
し
て
、
各
自
そ
の
「
個
人
意
志
」
（volontés individuelles

）
に
よ
っ
て
行
動
す
る
。
そ
れ
が
国
家
成
立
以
前
の

人
間
の
原
始
状
態
で
あ
る
。
こ
の
状
態
か
ら
国
家
を
成
立
せ
し
め
た
も
の
は
、
す
べ
て
の
個
人
意
志
の
合
致
で
あ
る
。
（
注
：
国

家
契
約
の
理
論
に
は＜

事
実
の
問
題＞

と＜
権
利
の
問
題＞

と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
、
ル
ソ
ー
の
契
約
説
は
国
家
契
約
を
論
理

的
な
意
味
に
解
し
、
こ
れ
を
権
利
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ

イ
エ
ス
は
、
む
し
ろ
素
朴
に
事
実
の
問
題
と
し
て
国
家
契
約
を
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
点
で
は
、
シ
ェ
イ

エ
ス
は
ル
ソ
ー
を
継
承
し
つ
つ
も
、
か
え
っ
て
ル
ソ
ー
よ
り
以
前
の
契
約
論
へ
の
逆
行
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
）
し
た
が
っ

て
、
国
家
が
構
成
さ
れ
て
も
、
す
べ
て
の
力
は
個
人
意
志
に
淵
源
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
政
治
社
会
の
第
二
の
段
階
に
移

る
と
、
個
人
意
志
に
代
わ
っ
て
統
一
的
な
「
共
同
意
志
」
（volontés com

m
une

）
が
現
れ
る
。
共
同
意
志
が
人
間
の
社
会
生

活
の
規
準
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
も
、
個
人
意
志
が
力
の
淵
源
で
あ
り
、
力
の
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
こ
と

は
、
第
一
の
段
階
と
異
ら
な
い
。
た
だ
、
一
た
び
共
同
意
志
が
構
成
さ
れ
た
以
上
、
一
つ
一
つ
切
り
離
さ
れ
た
個
人
意
志
は
も
は

や
、
何
ら
の
力
も
も
た
な
い
。
力
は
、
こ
こ
で
は
国
民
全
体
の
意
志
に
帰
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
社
会
の
第
二
の
段
階
で
活

動
す
る
も
の
は
、
「
現
実
の
共
同
意
志
」
（volontés com

m
une réelle

）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
更
に
第
三
の
段
階
に
達
す

る
と
、
国
民
全
体
の
共
同
意
志
も
ま
た
現
実
の
活
動
を
営
ま
な
い
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
段
階
で
は
国
民
の
数
が
非



常
に
多
く
な
っ
て
来
る
た
め
に
、
一
々
の
問
題
に
つ
い
て
現
実
に
国
民
の
共
同
意
志
に
よ
る
決
定
を
下
す
こ
と
は
不
可
能
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
実
の
共
同
意
志
が
作
用
す
る
代
り
に
、
「
国
民
を
代
表
す
る
共
同
意
志
」
（volontés com

m
une 

représentative

）
が
形
作
ら
れ
る
。
国
民
の
共
同
意
志
を
代
表
す
る
機
関
が
設
け
ら
れ
て
、
そ
れ
が
権
力
の
行
使
に
当
た
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
第
三
の
段
階
に
お
い
て
も
、
国
民
の
意
志
は
決
し
て
無
制
限
に
代
表
機
関
に
移
さ
れ
る
訳
で
は

な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
は
決
し
て
国
民
の
力
の
完
全
な＜

譲
渡＞

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
国
民
の
代
表
者
を
設
け
る
こ
と

は
、
国
民
の
力
を
そ
れ
に＜

委
任＞

す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
代
表
機
関
は
、＜

国
民
の
意
志＞

を
ば＜

単
な
る

受
託
者＞

と
し
て
行
使
す
る
に
過
ぎ
な
い
。 23003 

　
こ
こ
に
シ
ェ
イ
エ
ス
の
い
う
国
民
の
代
表
機
関
は
、
広
い
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
中
に
は
議
会
も
政
府
も
含

ま
れ
る
。
む
し
ろ
、
シ
ェ
イ
エ
ス
が
こ
の
場
合
に
主
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
政
府
の
地
位
で
あ
る
。
発
達
し
た
政

治
社
会
で
は
、
政
府
が
国
民
を
代
表
し
て
権
力
を
行
使
す
る
。
し
か
し
、
政
府
の
権
力
は
決
し
て
絶
対
の
も
の
で
は
な
い
。
お
よ

そ
委
任
さ
れ
た
権
力
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
絶
対
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
国
民
の
手
か
ら
政
府
へ
の
権
力
の
委
任
は
、
憲

法
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
政
府
の
有
す
る
権
力
は
「
憲
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
権
力
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
憲
法
に
し
た
が
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
の
上
に
は
法
が
あ
る
。
政
府
は
憲
法
の

拘
束
を
受
け
る
。
政
府
の
行
動
は
、
こ
れ
を
拘
束
す
る
法
に
忠
実
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
合
法
的
で
あ
り
得
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
政
府
が
権
力
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
も
、
権
力
の
最
後
の
根
拠
は
国
民
に
あ
る
。
国
民
は
す
べ
て
に
先
立
っ
て
存
し
、
か

つ
、
す
べ
て
の
淵
源
で
あ
る
。
故
に
国
民
の
意
志
は
憲
法
に
先
立
っ
て
存
し
、
か
つ
憲
法
の
淵
源
で
あ
る
。
「
憲
法
制
定
権
力
」

は
国
民
の
手
に
あ
る
。
故
に
、
国
民
の
意
志
は
憲
法
の
上
に
在
る
。
い
い
か
え
る
と
、
国
民
の
上
に
あ
っ
て
国
民
の
意
志
を
拘
束

す
る
法
は
な
い
。
国
民
の
意
志
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
合
法
的
な
の
で
あ
る
。 23004 

　
こ
う
し
た
理
論
が
革
命
の
大
き
な
力
と
な
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
政
府
の
権
力
は
「
憲
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
権

力
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
に
そ
む
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
る
に
、
そ
の
政
府
が
法
を
無
視
し
て
、
権
力
を
濫
用
す
る

場
合
に
は
、
国
民
は
こ
れ
に
服
従
す
る
義
務
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
革
命
に
よ
っ
て
こ
れ
を
打
倒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ

う
な
国
民
の
行
動
を
咎
め
る
権
利
は
、
政
府
に
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
憲
法
制
定
権
力
」
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
国
民
は
、
何



を
な
す
こ
と
も
自
由
で
あ
り
、
国
民
は
何
を
な
し
て
も
、
そ
れ
は
合
法
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
国
民
が
革
命
を
断
行
し
、

新
憲
法
を
創
造
す
る
の
は
、
国
民
の
共
同
意
志
に
よ
る
行
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
の
す
べ
て
の
参
加
に

よ
っ
て
事
が
運
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
新
た
な
国
家
組
織
を
作
り
出
す
と
い
う
仕
事
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
ま
づ
、
従
来
無
視

さ
れ
て
き
た
国
民
大
衆
を
解
放
し
、
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
政
治
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
第
三
階
級
」
（le tiers état

）

の
解
放
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
シ
ェ
イ
エ
ス
は
『
第
三
階
級
と
は
何
か
』
と
い
う
著
書
の
冒
頭
に
書
い
た
、＝

「
第
三
階
級
と
は
何

で
あ
る
か
。
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
第
三
階
級
は
何
で
あ
っ
た
か
。
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
第
三
階
級
は
何
を
求
め
る

か
。
何
も
の
か
た
ら
ん
こ
と
を
求
め
る
」
と
。 23006 

　
シ
ェ
イ
エ
ス
の
憲
法
制
定
権
力
説
は
、
国
家
秩
序
の
最
高
の
段
階
に
お
い
て
法
を
力
の
下
に
置
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
憲

法
制
定
権
力
を
有
す
る
国
民
は
、
何
を
な
す
こ
と
も
自
由
な
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
法
も
、
国
民
の
共
同
意
志
を
拘
束
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
国
民
の
共
同
意
志
は
、
い
か
な
る
法
も
意
の
ま
ま
に
作
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
民
主

権
主
義
の
側
か
ら
の
き
わ
め
て
思
い
切
っ
た
実
力
決
定
論
の
提
唱
と
も
見
る
事
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に

シ
ェ
イ
エ
ス
は
、
国
民
が
何
を
し
て
も
、
い
か
な
る
法
を
つ
く
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
「
合
法
的
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
「
合
法
的
」
と
い
う
の
は
、
も
と
よ
り
「
実
定
法
」
に
か
な
う
と
い
う
意
味
で
の
合
法
性
で
は
な
い
。
実
定
法
を
破
る
こ
と

が
実
定
法
か
ら
見
て
合
法
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
意
味
を
な
さ
ぬ
矛
盾
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
、
シ
ェ
イ
エ
ス
が
こ
こ
で
合

法
的
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
「
自
然
法
」
に
か
な
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
人
間
が
国
家
契
約
に
よ
っ
て
国
家
生
活
を
営
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
、
国
家
が
存
在
し
、
権
力
行
使
の
組
織
が
で
き
上
が
っ
て
も
、
権
力
の
究
極
の
淵
源
は
国
民
に
在
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
然
法
な
の
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
の
説
く
憲
法
制
定
権
力
は
、
す
べ
て
の
法
ー
ー
実
定
法
ー
ー
の
淵
源
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
正
に
「
法
を
作
る
力
」
で
あ
り
、
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
場
合
に
は
、
憲
法
制
定

権
力
を
も
つ
と
こ
ろ
の
国
民
の
意
志
は
、
法
の
性
格
を
洗
い
去
っ
た
赤
裸
々
な
力
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
す
で
に
法
な
の
で
あ

る
。
国
民
が
憲
法
制
定
権
力
に
よ
っ
て
い
か
な
る
法
を
も
作
り
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
定
法
に
は
も
と
づ
か
な
い
け
れ
ど
も
、

実
定
法
の
上
に
在
る
法
ー
ー
自
然
法
ー
ー
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
故
に
、
国
民
の
意
志
は
、
そ
れ
が
現
実
に
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
に
お
い
て
、
す
で
に
法
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
描
い
た
図
式
に
よ
れ
ば
、
法
の
上
に
は
力



が
あ
る
が
、
力
の
上
に
は
更
に
高
次
の
法
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
の
学
説
は
、
結
局
や
は
り
、
法
の
究
極
に
は
法
あ
り
と

い
う
思
想
に
属
す
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 23007 

　
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
こ
の
理
論
か
ら
自
然
法
と
い
う
粉
飾
を
除
き
去
り
、
実
定
法
の
み
が
法
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
法
の

究
極
に
在
る
憲
法
制
定
権
力
は
、
す
べ
て
の
法
を
作
る
力
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
も
は
や
い
か
な
る
法
を
も
根
拠
と
す
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
ま
た
、
そ
も

そ
も
法
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
必
要
の
な
い
、
赤
裸
々
な
「
実
力
の
決
定
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な

れ
ば
、
憲
法
制
定
権
力
説
は
再
転
し
て
徹
底
し
た
決
定
主
義
と
な
る
。
そ
う
し
て
、
の
ち
に
は
「
規
範
主
義
」
と
「
決
定
主
義
の
」

対
立
を
描
い
た
上
で
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
第
三
の
法
学
上
の
思
考
形
態
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

（Carl Schm
itt

）
も
、
或
る
時
期
に
は
シ
ェ
イ
エ
ス
の
憲
法
制
定
権
力
説
を
継
承
し
つ
つ
、
こ
れ
を
正
に
赤
裸
々
な
実
力
決
定

主
義
に
ま
で
徹
底
せ
し
め
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
憲
法
論
』
に
お
け
る verfassunggebende Gew

alt

（
制

憲
権
；
仏
語
の pouvoir constituant 
の
独
語
訳
に
相
当
）
の
思
想
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。 23008 
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（
独
語
：
制
憲
権
も
し
く
は
憲
法
制
定
権
力
） 

　
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
の
憲
法
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
づ
、
「
憲
法
」
（Verfassung

）
と
「
憲
法
律
」

（Verfassungsgesetz

）
と
の
区
別
か
ら
出
発
し
た
。
憲
法
律
と
い
う
の
は
、
憲
法
上
の
個
々
の
条
規
で
あ
っ
て
、
条
定
さ
れ

た
規
範
で
あ
る
点
で
一
般
の
法
律
と
実
質
上
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
成
文
憲
法
が
特
別
の
規
定
を
設
け
、
憲
法
律
の
改
正
に
つ

き
法
律
の
改
正
よ
り
も
厳
重
な
条
件
ー
ー
例
え
ば
、
議
会
に
お
け
る
三
分
の
二
以
上
の
多
数
の
同
意
ー
ー
を
必
要
と
す
る
も
の
と

定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
点
で
憲
法
律
と
一
般
の
法
律
と
の
間
に
形
式
上
の
限
界
が
設
け
ら
れ
、
前
者
の
恆
常
性
が
保
障
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
区
別
や
恆
常
性
と
い
え
ど
も
実
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら



ば
、
議
会
の
圧
倒
的
多
数
を
し
め
る
政
党
や
政
党
の
連
合
に
と
っ
て
は
、
困
難
な
筈
の
憲
法
律
の
改
廃
も
、
一
般
の
法
律
の
改
廃

と
同
じ
く
困
難
な
く
行
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
憲
法
律
は
法
律
と
同
様
に
、
ま
た
条
定
さ
れ
た
他
の
す
べ
て
の
法
規
範
と

同
様
に
、＜
相
対
的＞

な
效
力
し
か
も
た
な
い
。
規
範
と
し
て
定
立
さ
れ
た
法
の
效
力
は
、
し
た
が
っ
て
、
規
範
と
し
て
定
立
さ

れ
た
憲
法
律
の
效
力
は
、＜

定
立
さ
れ
た
も
の＞

で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
定
立
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
事
態
の
如
何
に
よ
っ
て
動

か
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
、
憲
法
律
の
定
立
の
根
拠
と
な
り
、
憲
法
律
の
效
力
の
前
提
を
な
し
て
い
る
も
の
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い

わ
ゆ
る
「
憲
法
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
の
全
体
と
し
て
の
組
織
に
つ
い
て
下
さ
れ
た
決
定
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ

ば
、
民
族
の
政
治
的
統
一
態
が
国
家
で
あ
り
、
国
家
の
形
態
に
つ
い
て
の
全
体
と
し
て
の
決
定
が
、
す
な
わ
ち
憲
法
に
外
な
ら
な

い
。 24001 

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
意
味
で
の
憲
法
も
決
し
て
絶
体
不
変
で
は
な
い
。
憲
法
と
い
え
ど
も
、
与
え
ら
れ
た
決
定
で
あ
る
か
ぎ
り
、

＜

相
対
的＞

な
意
味
し
か
も
た
な
い
。
憲
法
、
す
な
わ
ち
国
家
の
基
本
形
態
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
別
の
決
定
が
与
え
ら
れ
た
場
合

に
は
、
国
家
の
同
一
性
の
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
な
く
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
国
家
の
基
本
形
態

を
決
定
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
変
更
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
一
国
の
憲
法
を
定
め
、
も
し
く
は
こ
れ
を
改
廃
す
る
も
の
は
、
そ

の
国
家
に
お
け
る
究
極
の＜

政
治
的
意
志＞

で
あ
る
。
故
に
、
憲
法
律
の
基
礎
に
は
憲
法
が
あ
り
、
憲
法
の
更
に
基
礎
に
は
、
憲

法
を
与
え
た
者
の
政
治
的
意
志
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
憲
法
制
定
権
力
」
（verfassunggebende Gew

alt

）
な
の
で
あ
る
。
憲

法
制
定
権
力
は
、
国
家
の
政
治
的
統
一
の
全
体
と
し
て
の
あ
り
方
ー
ー
憲
法
ー
ー
を
決
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
は
相
対
的

で
あ
る
が
、
憲
法
制
定
権
力
の
作
用
は＜

絶
対＞

で
あ
る
。
そ
れ
が
絶
対
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
憲
法
制
定
権
力
を
拘
束
す
る
規

範
や
規
則
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
制
定
権
力
は
何
も
の
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
国
民
が
憲
法
制

定
権
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
国
民
が
い
か
な
る
方
法
に
よ
り
、
い
か
な
る
国
家
組
織
を
創
造
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
に

憲
法
と
し
て
通
用
す
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
憲
法
に
も
と
づ
い
て
色
々
な
憲
法
律
が
定
め
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
い
か
な
る
憲
法
律
も
、
い
か
な
る
憲
法
も
、
国
民
に
憲
法
制
定
権
力
を
賦
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
憲
法
制
定
権
力
の

作
用
の
様
式
を
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
わ
ゆ
る
憲
法
制
定
権
力
は
、＜

す
べ
て
の
法
の

上
に
在
る
力＞

で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 24002 



　
憲
法
制
定
権
力
は
、
す
べ
て
の
法
の
上
に
在
る
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
「
正
当
性
」
ー
ー
ま
た
は
「
正
統
性
」
ー
ー

（Legitim
ität

）
の
根
拠
づ
け
と
い
う
も
の
を
、
一
切
必
要
と
し
な
い
。
憲
法
制
定
権
力
は＜

政
治
的＞

な
存
在
で
あ
り
、
そ
の

作
用
は＜
政
治
的＞

な
決
定
で
あ
る
。
正
当
性
の
問
題
は
、
こ
の
決
定
の
の
ち
に
は
じ
め
て
起
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
決

定
そ
の
も
の
の
正
当
性
を
測
定
す
る
尺
度
は
存
し
な
い
。
だ
か
ら
、
憲
法
や
憲
法
律
に
つ
い
て
は
そ
の
正
当
性
を
問
題
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
憲
法
が
正
当
な
憲
法
で
あ
り
得
る
の
は
、
そ
れ
が
憲
法
制
定
権
力
の
決
定
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
の
正
当
性
は
、
そ
の
憲
法
を
採
択
し
た
政
治
的
意
志
が
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
究
極
の
「
実
存
」
に
よ
っ
て
正
当
化
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
に
先
立
っ
て
通

用
し
て
い
る
何
ら
か
の
「
規
範
」
に
合
致
し
て
い
る
た
め
に
正
当
と
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
国
家
の
新
た
な
基
本
形
態
が
決

定
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
成
立
し
た
新
憲
法
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
現
実
の
作
用
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
す
で
に
正
当
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
、
も
は
や
効
力
の
根
拠
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
旧
憲
法
を
楯
に
取
っ

て
、
新
憲
法
は
正
当
ま
た
は
正
統
で
な
い
と
い
っ
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
全
く
無
意
味
な
空
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

24003 

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
説
く
憲
法
制
定
権
力
は
、
一
切
の
法
を
作
る
力
で
あ
り
、
す
べ
て
の
法
に
正
当
性
の
根
拠

を
与
え
る
源
泉
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
自
身
は
何
ら
の
法
に
も
準
拠
せ
ず
、
何
ら
の
正
当
性
の
根
拠
を
も
必
要
と
せ
ぬ
と
こ
ろ

の
、
純
然
た
る
「
事
実
力
」
に
外
な
ら
な
い
。 24004 

　
も
っ
と
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
憲
法
制
定
権
力
は
国
家
の
基
本
形
態
を
決
定
し
得
る
「
力
」
（M

acht

）
ま
た
は
「
権
威
」

（Autorität

）
を
も
つ
と
こ
ろ
の
政
治
的
意
志
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
、
一
見
す
る
と
、
憲
法
制
定
権
力
の
中

に
単
な
る
事
実
力
た
る
よ
り
以
上
の
理
念
的
な
も
の
を
含
ま
し
め
て
い
る
も
の
の
ご
と
く
に
思
は
れ
ぬ
で
も
な
い
。
し
か
し
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
権
威
と
は
「
継
続
性
」
（Kontinuität

）
の
契
機
に
基
礎
を
置
く
と
こ
ろ
の
「
威
望
」

（Aussehen

）
を
意
味
す
る
。
い
い
か
え
る
と
、
力
が
単
な
る
一
時
的
な
力
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
継
続
的
な
力
と
し
て
作
用

し
て
い
る
場
合
、
そ
の
力
の
継
続
性
は
自
ら
に
人
々
の
畏
敬
の
的
と
な
る
。
そ
れ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う
「
権
威
」
な
の
で
あ

る
。
故
に
、
こ
こ
に
権
威
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
継
続
的
な
力
に
自
ら
に
し
て
附
着
す
る
社
会
心
理
的
な＜

事
実
上＞



の
属
性
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
理
念
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
憲
法
制
定
権
力
は
純
然
た
る
事

実
力
で
あ
り
、
事
実
力
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
点
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
憲
法
制
定
権
力
説
は
、
自
然
法
と
い
う
観
念
の

冠
を
戴
く
シ
ェ
イ
エ
ス
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
赤
裸
々
な
実
力
決
定
説
の
範
疇
に
属
す
る
と
い
っ
て
差
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

（
注
：
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
の
ち
に
い
た
っ
て
、
法
学
上
の
思
考
の
三
形
態
を
区
分
し
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
、

『
規
則
ま
た
は
法
律
の
思
考
』 Regeln- oder Gesetzesdenken

、
『
決
定
の
思
考
』 Entscheidungsdenken

、
『
具

体
的
秩
序
お
よ
び
形
成
の
思
考
』konkretes O

rdnungs- und Gestaltungsdenken 

と
名
づ
け
た
。
こ
の
三
区
分
の
図

式
に
あ
て
は
め
て
い
え
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
『
憲
法
論
』
に
お
け
る
思
想
は
第
二
の
『
決
定
の
思
考
』
の
範
疇
に
属
す
る
。

し
か
し
、
の
ち
に
は
こ
の
立
場
を
乗
り
越
え
て
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
世
界
観
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
『
具
体
的
秩
序
お
よ
び
形

成
の
思
考
』
に
転
換
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
述
べ
る
。
） 24005 

　
シ
ェ
イ
エ
ス
の pouvoir constituant 

は
、
自
然
法
の
理
念
を
頭
に
戴
い
て
い
る
。
そ
の
自
然
法
は
、
国
家
を
ば
国
民
の
合

意
の
上
に
基
礎
づ
け
、
政
府
の
権
力
を
ば
国
民
か
ら
委
任
さ
れ
た
力
で
あ
る
と
做
し
、
し
た
が
っ
て
、
究
極
の
力
は
国
民
の
意
志

に
在
る
と
断
定
す
る
。
故
に
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の pouvoir constituant 

の
主
体
は
国
民
で
あ
り
国
民
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
国
民
主
権
主
義
の
直
截
・
明
瞭
な
表
明
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の pouvoir constituant 

か
ら
自
然
法
の

冠
を
ぬ
が
せ
れ
ば
、
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
は
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
、
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、

国
民
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
国
民
で
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。
何
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
実
際
に
憲
法
を
決
定
し
得
る
実
力
を
有

す
る
も
の
が
、
憲
法
制
定
権
力
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、 verfassunggebende 

Gew
alt 

の
主
体
に
は
三
つ
の
形
態
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
国
民
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
、
君
主
で
あ
る
。

そ
の
第
三
は
、
少
数
者
の
組
織
体
で
あ
る
。
こ
の
区
別
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の

国
家
形
態
の
三
分
説
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
た
だ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
に
は
、
国
家
の
事
情
に
応
じ
て
君

主
制
で
あ
っ
て
も
、
貴
族
制
で
あ
っ
て
も
、
共
和
制
で
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
の
い
づ
れ
に
も
、
公
共
の
福
祉
を
図
る
と
い
う
目

的
が
内
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
目
的
か
ら
逸
脱
す
れ
ば
、
君
主
制
は
暴
君
制
と
な
り
、
貴
族
制
は

寡
頭
制
と
な
り
、
共
和
制
は
衆
愚
制
に
堕
落
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
家
形
態
論
に
は
、
そ
う
い
う



理
念
の
尺
度
は
な
い
。
憲
法
を
決
定
す
る
の
は
一
人
の
力
か
、
少
数
者
の
実
力
か
、
国
民
の
意
志
か
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
だ
け
の
事
実
問
題
な
の
で
あ
る
。 24006 

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
説
く
憲
法
制
定
権
力
が
純
然
た
る
事
実
力
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
所
在
が
転
換
す
る
場
合
を

考
え
れ
ば
、
更
に
一
層
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
、
憲
法
制
定
権
力
の
所
在
に
こ
う
し
た
三
つ
の
形
態
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
一
つ
の
形
態
か
ら
他
の
形
態
へ
の
変
化
が
行
わ
れ
得
る
こ
と
は
、
当
然
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

君
主
が
憲
法
制
定
権
力
を
有
す
る
国
家
に
お
い
て
、
国
民
が
蜂
起
し
て
君
主
制
を
崩
壊
せ
し
め
、
国
民
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
新

た
な
国
家
の
根
本
組
織
を
決
定
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
も
根
本
的
な
革
命
で
あ
る
が
、
か
よ
う

な
革
命
は
、
も
は
や
憲
法
制
定
権
力
の
作
用
と
し
て
は
説
明
さ
れ
得
な
い
。
革
命
の
行
わ
れ
る
前
ま
で
は
、
君
主
の
も
つ
力
が
憲

法
制
定
権
力
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
国
民
が
何
ら
か
の
力
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
力
は
も
と
よ
り
憲
法
制
定
権
力
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
国
民
の
力
が
増
大
し
、
鬱
積
し
、
爆
発
し
て
、
憲
法
制
定
権
力
を
君
主
の
手
か
ら
奪
取
し
た
の
が
、
こ

こ
に
行
わ
れ
た
革
命
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
作
用
で
は
な
く
て
、
既
存
の
憲
法
制
定
権
力
の
否
定
で
あ
り
、

新
た
な
憲
法
制
定
権
力
の
創
造
で
あ
る
。
憲
法
制
定
権
力
で
は
な
か
っ
た
力
が
憲
法
制
定
権
力
と
た
た
か
っ
て
こ
れ
に
勝
ち
、
勝

つ
と
と
も
に
自
ら
憲
法
制
定
権
力
と
な
り
、
そ
う
し
て
憲
法
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
憲
法
制
定
権
力
は
、
そ
の
上
に
何
ら

の
法
も
戴
か
ず
、
そ
の
上
に
立
つ
何
ら
の
規
範
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
が
、＜

そ
れ
よ
り
も
強
い
力＞

に

は
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
訳
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
強
い
力
が
憲
法
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
憲
法
制
定
権
力

と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
確
に
い
う
と
、
憲
法
制
定
権
力
が
憲
法
を
作
る
の
で
は
な
く
、
無
冠
・
無
名
の
力
と
い
え
ど
も
、

そ
の
実
力
に
よ
っ
て
憲
法
を
作
れ
ば
、
そ
れ
が
憲
法
制
定
権
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
露
骨
な
力
と
力

の
抗
争
の
許
容
で
あ
り
、
「
強
者
の
権
利
」
（Rechte des Stärkeren
）
の
無
条
件
の
承
認
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ま
た
、

一
切
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
排
除
し
て
考
え
た
場
合
の
、
憲
法
制
定
権
力
説
の
帰
結
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 24007 



　
五
　
憲
法
制
定
権
力
の
政
治
性 

　
シ
ェ
イ
エ
ス
と
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
は
、
「
法
を
作
る
力
」
の
根
源
を
求
め
て
、
こ
れ
を
憲
法
制
定
権
力
と
名
づ
け
た
。

し
か
し
、
そ
の
力
は
、
シ
ェ
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
は
自
然
法
に
も
と
づ
く
権
力
と
し
て
説
か
れ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
は
結
局
の

と
こ
ろ
赤
裸
々
な
実
力
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
場
合
に
は
、
憲
法
制
定
権
力
は＜

法
的＞

な
力

で
あ
る
と
い
え
ば
い
え
ぬ
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
に
も
、
憲
法
制
定
権
力
を
法
的
な
力
た
ら
し
め
て
い
る
法
は
自

然
法
で
あ
っ
て
、
実
定
法
で
は
な
い
。
故
に
、
実
定
法
の
み
が
法
で
あ
り
、
自
然
法
は
法
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
シ
ェ
イ
エ

ス
の pouvoir constituant 
は
「
法
を
超
越
す
る
力
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の verfassunggebende 

Gew
alt 

は
、
い
か
な
る
意
味
の
法
に
よ
っ
て
も
認
証
さ
れ
ぬ
権
力
で
あ
り
、
お
よ
そ
法
に
よ
る
認
証
と
い
う
が
ご
と
き
も
の
を
必

要
と
せ
ぬ
力
で
あ
り
、
最
初
か
ら
「
法
を
超
越
す
る
力
」
で
あ
る
。
た
だ
、
前
者
は
理
念
の
冠
を
戴
く
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

後
者
は
理
念
と
は
没
交
渉
に
と
ら
え
ら
え
ら
れ
た
力
で
あ
る
点
に
、
両
者
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。25001 

　
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の pouvoir constituant 

と
い
え
ど
も
、
決
し
て
単
な
る
理
念
で
は
な
い
。
シ
ェ
イ
エ
ス
の

思
想
、
特
に
そ
の
中
核
を
な
す
国
民
主
権
の
思
想
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
理
念
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
思
想
に
共
鳴

し
、
こ
の
理
念
を
目
標
と
し
て
専
制
主
義
の
国
家
組
織
を
変
革
し
、
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
や
一
七
九
一
年
の
新
憲
法
を
創
造

し
た
も
の
は
、
単
な
る
理
念
で
な
く
て
、
現
実
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
「
力
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の 

pouvoir constituant 

は
、
文
字
通
り pouvoir 

で
あ
り
、
力
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の 

verfassunggebende Gew
alt 

と
い
え
ど
も
、
そ
の
実
態
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
決
し
て
単
な
る
力
で
は
な
い
。
君
主
制
の
憲

法
を
創
造
す
る
力
に
は
、
君
主
の
神
格
性
・
絶
対
性
・
尊
厳
性
と
い
う
よ
う
な
「
理
念
」
が
内
在
し
て
い
る
。
共
和
制
の
憲
法
を

制
定
す
る
力
に
は
、
国
民
の
自
由
・
平
等
と
い
う
が
ご
と
き
「
理
念
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
か
よ
う
な

理
念
の
要
素
を
科
学
的
に
捨
象
し
て
、
こ
れ
を
現
実
的
な
力
と
し
て
と
ら
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、pouvoir 

constituant 

も verfassunggebende Gew
alt 

も
、
こ
れ
を
説
い
た
学
者
が
ど
こ
に
重
点
を
置
い
て
い
た
か
に
か
か
わ
る



こ
と
な
く
、
対
象
そ
の
も
の
の
実
態
を
そ
の
ま
ま
に
取
り
出
し
て
い
う
な
ら
ば
、
と
も
に
理
念
で
あ
る
と
同
時
に
力
で
あ
り
、
理

念
と
力
の
両
面
を
備
え
た
社
会
作
用
の
原
動
者
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 25002 

　
か
よ
う
に
理
念
と
力
の
両
面
を
備
え
た
社
会
作
用
の
原
動
者
は
、
す
な
わ
ち
「
政
治
」
で
あ
る
。
「
原
動
者
」
と
い
う
よ
う
な

擬
人
化
し
た
表
現
を
用
い
な
い
で
、
こ
れ
を
客
観
的
な
現
象
過
程
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
に
理
念
と
力
の
両
面
を
備
え
た

社
会
活
動
そ
の
も
の
が
「
政
治
」
で
あ
る
と
い
っ
た
方
が
、
一
層
正
確
で
あ
ろ
う
。
政
治
は
、
理
念
に
よ
っ
て
働
く
力
で
あ
り
、

力
と
な
っ
て
動
く
理
念
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
政
治
が
法
の
根
底
に
在
っ
て
、
法
を
作
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
や
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
、
か
く
の
ご
と
く
に
法
の
根
底
に
在
っ
て
法
を
作
る
政
治
の
力
を
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
憲
法
制
定
権
力
と
名
づ
け
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
を
ば
法
を
作
る
力
と
し
て
突
き
つ
め
て
行
っ
た
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
た
、
一

応
の
結
論
で
あ
る
。
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
政
治
の
力
と
見
る
こ
と
が
最
後
ま
で
正
し
い
か
ど
う
か
は
、
い
ま
は
問
わ
な
い
。

そ
れ
は
、
の
ち
に
な
っ
て
検
討
せ
ら
る
べ
き
根
本
の
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の pouvoir constituant 

や
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の verfassunggebende Gew

alt 
が
、
「
法
を
超
越
す
る
政
治
の
力
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
こ
こ
に
確
言

し
て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 25003 

　
憲
法
制
定
権
力
は
政
治
の
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
理
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
下
さ
れ
得
る
断
定
で
あ

る
ば
か
り
で
は
な
い
。
憲
法
制
定
権
力
は
、
客
観
的
な
現
象
形
態
と
し
て
も
ま
た
、
政
治
の
力
と
し
て
作
用
し
、
政
治
力
と
し
て

法
創
造
の
機
能
を
い
と
な
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
の pouvoir constituant 

の
思
想
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
有
力

な
指
導
理
論
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
進
行
を
指
導
し
た
と
こ
ろ
の
こ
の
思
想
は
、
も
は
や
単
な
る
思
想

や
理
論
で
は
な
く
て
、
現
実
を
動
か
す
強
大
な
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
家
の
主
権
は
国
民
の
手
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

た
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
現
実
行
動
が
、
正
に
シ
ェ
イ
エ
ス
の
い
わ
ゆ
る pouvoir constituant 

と
し
て
作
用
し
て
、
一
七
八
九
年

の
革
命
を
な
し
と
げ
、
な
し
と
げ
ら
れ
た
革
命
の
の
ち
に
、
新
た
な
フ
ラ
ン
ス
憲
法
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
フ

ラ
ン
ス
国
民
の
現
実
の
革
命
行
動
に
よ
っ
て
封
建
制
度
が
打
倒
さ
れ
、
自
由
・
解
放
の
新
憲
法
が
作
り
あ
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た

一
聯
の
現
象
が
、
第
十
八
世
紀
末
の
最
も
大
き
な
政
治
の
動
き
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
客
観
的
な
事
実
で
あ

る
。
更
に
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の verfassunggebende Gew

alt 

に
い
た
っ
て
は
、
そ
れ
が＜

政
治＞

の
力
で
あ
る
こ



と
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
ら
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う
通
り
、
憲
法
制
定
権
力
の
作
用
は＜

政

治
的＞
な
決
定
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
か
よ
う
な
力
を
法
の
源
泉
で
あ
る
と
し
て
説
い
た
と
き
、
第
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る

法
治
主
義
の
金
字
塔
と
も
い
う
べ
き
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
光
輝
は
、
す
で
に
擡
頭
す
る
独
裁
政
治
の
黒
雲
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
は
じ

め
て
い
た
。
憲
法
制
定
権
力
の
動
く
と
こ
ろ
、
い
か
な
る
法
の
堤
防
を
以
て
し
て
も
こ
れ
を
さ
え
ぎ
り
と
ど
め
得
な
い
と
い
う
彼

の
「
理
論
」
は
、
社
会
民
主
主
義
ド
イ
ツ
の
法
治
国
家
体
制
を
崩
壊
せ
し
め
、
非
法
の
世
界
に
は
ば
た
こ
う
と
す
る
ナ
チ
ス
の
運

動
に
、
万
能
の
翼
を
与
え
ん
が
た
め
の
「
政
治
」
の
手
段
の
外
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
法
を
ば
規
範
か
ら
の
み
生
み
出
さ
れ

る
と
見
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
の
理
論
を
か
さ
に
か
か
っ
て
圧
殺
し
、
力
の
あ
る
と
こ
ろ
、
力
の
赴
く
と
こ
ろ
、
い
か
な
る
規

範
を
も
無
視
し
、
い
か
な
る
法
を
も
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
独
裁
政
治
の
登
場
を
迎
え
ん
が
た
め
の
、
学
説
上
の
露
払
い
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
理
論
と
し
て
の
憲
法
制
定
権
力
説
が
露
払
い
の
役
割
を
演
じ
た
あ
と
に
は
、
現
実
政
治
と
し
て
憲
法
制
定

権
力
が
発
動
し
て
、
ナ
チ
ス
指
導
者
国
家
の
組
織
を
強
引
に
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 25004 

　
か
よ
う
に
、
学
説
の
上
で
憲
法
制
定
権
力
の
理
論
が
説
か
れ
た
と
き
に
、
必
ず
そ
れ
に
踵
を
接
し
て
現
実
政
治
に
よ
る
大
き
な

法
の
変
革
が
成
し
と
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
学
説
は
既
存
の
法
制
度
の
権
威
を

低
め
る
有
力
な
思
想
工
作
で
あ
り
、
低
め
ら
れ
た
法
制
度
の
垣
を
力
に
よ
っ
て
踏
み
越
え
る
た
め
の
絶
好
の
準
備
作
業
に
外
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
第
十
八
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
で
は pouvoir constituant 

が＜

国
民
主
権
主
義＞

の
政
治
力
と
し

て
作
用
し
た
の
に
対
し
て
、
第
二
十
世
紀
三
十
年
代
の
ド
イ
ツ
で
は
、verfassunggebende Gew

alt 

が
独
裁
主
義
の
、
し
た

が
っ
て＜

国
権
絶
対
主
義＞

の
政
治
力
と
な
っ
て
爆
発
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
政
治
の
動
き
の
方
向
に
重
要
な
相
違
が
あ
る
こ
と

を
、
併
せ
て
注
意
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 25005 



第
三
章
　
革
命
権
と
国
家
緊
急
権 

　
一
　
法
を
破
る
力 

　
憲
法
制
定
権
力
説
に
よ
れ
ば
、
法
の
究
極
に
在
る
力
は
法
に
よ
っ
て
は
拘
束
さ
れ
な
い
。
法
は
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
作
ら
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
力
は
法
に
対
し
て
融
通
無
碍
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
法
の
究
極
に
在
る
力

が
働
い
て
い
ま
ま
で
の
法
を
破
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
違
法
で
も
な
く
、
不
法
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
法
を
作
る
力
に
よ
っ
て
見
は
な
さ
れ
た
法
は
、
も
は
や
法
で
は
な
い
。
法
を
作
る
力
は
、
ま
づ
法
た
る
に
値
せ
ぬ
法
を
破
っ

て
、
し
か
る
の
ち
に
新
た
な
法
を
作
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
を
作
る
力
が
法
を
破
っ
て
も
、
違
法
や
不
法
の
問
題
は
起
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
法
の
究
極
に
在
る
力
は
、
「
法
を
作
る
力
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
法
を
破
る
力
」
で
あ
る
。
前

の
章
で
は
、＜

法
を
作
る
力＞

の
正
体
を
探
ね
て
、
そ
れ
が
政
治
の
力
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、＜

法
を

破
る
力＞

の
本
質
を
見
き
わ
め
て
行
っ
た
場
合
に
も
、
や
は
り
同
じ
結
論
が
得
ら
れ
る
筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 31001 

　
法
を
破
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
も
と
よ
り
不
法
で
あ
り
、
排
斥
せ
ら
る
べ
き
邪
悪
で
あ
る
。
そ
の
最
も

著
し
い
場
合
は
、
犯
罪
で
あ
る
。
法
は
不
法
と
た
た
か
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
犯
罪
を
制
圧
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
法
が
秩
序
を
維
持
す
る

た
め
の
不
可
欠
の
手
段
と
し
て
強
制
に
訴
え
る
の
は
、
不
法
と
の
闘
争
に
勝
利
を
占
め
ん
が
た
め
で
あ
る
。
裁
判
の
制
度
が
発
達

し
、
強
制
の
機
構
が
組
織
化
さ
れ
、
財
産
の
没
収
、
自
由
の
剥
奪
、
更
に
は
生
命
の
絶
滅
す
ら
も
が
刑
罰
の
内
容
と
し
て
肯
定
せ

ら
れ
る
の
は
、
法
を
し
て
不
法
と
の
抗
争
を
で
き
る
だ
け
有
利
に
遂
行
せ
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る
。
法
は
、
一
方
で
は
か
よ
う
な

強
制
手
段
を
用
い
、
他
方
で
は
道
徳
的
な
遵
法
精
神
を
た
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
共
同
生
活
の
事
実
を
法
の
規
定
と
合
致

せ
し
め
よ
う
と
し
て
や
ま
な
い
。
法
の
生
命
は
、
事
実
が
法
と
合
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。
事
実
を
規
範
に
合
致
せ

し
め
る
力
を
持
つ
法
が
、
效
力
の
あ
る
法
で
あ
り
、
実
定
法
で
あ
る
。
事
実
が
規
範
と
合
致
し
な
く
な
れ
ば
、
特
に
、
事
実
が
法



た
る
規
範
を
破
っ
て
恬
然
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
、
法
の
生
命
は
失
わ
れ
る
。
故
に
、
法
自
ら
が
「
法
を
破
る
力
」
を
認
め
る
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
法
の
自
殺
に
ひ
と
し
い
。
法
の
劃
す
る
合
法
性
の
枠
を
、
あ
く
ま
で
も
破
ら
れ
得
ぬ
も
の
と
し
て

守
り
通
そ
う
と
す
る
の
が
、
法
の
建
前
な
の
で
あ
る
。 31002 

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
法
は
往
々
に
し
て
破
ら
れ
る
。
法
の
認
め
ぬ
事
実
や
力
が
現
れ
て
、
法
の
規
定

が
無
視
・
蹂
躙
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
勿
論
、
法
が
最
初
か
ら
不
法
の
克
服
を
目
的
と
し
、
強
制
の
甲
冑
を
着
て
邪
悪
に
対
す
る

た
た
か
い
を
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
以
上
、
法
の
行
く
手
に
不
法
の
事
実
が
現
れ
、
そ
の
た
め
に
法
が
破
ら
れ
る
場
合
も
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
覚
悟
の
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
法
は
す
べ
て
法
を
破
る
力
を
認
め
て
い
る
。
法
を
破
る

力
の
公
算
を
認
め
つ
つ
。
ま
す
ま
す
勇
気
を
ふ
る
っ
て
こ
れ
を
制
圧
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
法
の
態
度
な
の
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
法
を
破
る
不
法
は
、
必
ず
し
も
常
に
実
質
上
の
邪
悪
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
法
が
不
当
・
不
正

で
あ
っ
て
、
法
を
破
る
不
法
の
方
が
正
当
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
合
法
と
い
う
こ
と
は
、
原
則
と
し
て

正
し
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
む
し
ろ
不
当
な
法
の
杓
子
定
規
の
適
用
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
う

な
る
と
、
法
を
破
っ
て
も
物
事
の
正
し
い
筋
道
を
通
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
合
法

性
」
（Legalität

）
と
「
正
当
性
」
（Legitim

ität
）
と
の
相
剋
が
生
じ
る
。
「
法
を
破
る
力
」
と
た
た
か
お
う
と
す
る
法
の
勇

気
も
く
じ
け
、
「
法
を
破
る
力
」
を
認
め
よ
う
と
す
る
動
向
が
、
法
の
内
部
に
起
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
法
を
破
る
力
の

「
公
算
」
を
認
め
る
こ
と
で
な
く
、
こ
れ
を
「
正
し
い
」
と
認
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
は
、
あ
く
ま
で
も
形
式
上
の
合
法
性

を
恪
守
す
べ
き
で
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
合
法
性
を
犠
牲
に
供
し
て
も
、
実
質
上
の
正
当
性
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
法
を

破
る
力
」
が
深
刻
な
問
題
と
な
る
の
は
、
正
に
そ
う
い
う
場
合
で
あ
る
。 31003 

　
合
法
性
と
正
当
性
の
対
立
は
、
法
内
在
的
正
義
と
法
超
越
的
正
義
と
の
対
立
で
あ
る
。
法
内
在
的
正
義
は
法
の
安
定
性
を
重
ん

ず
る
。
す
で
に
確
定
さ
れ
た
法
に
つ
い
て
徒
ら
に
是
非
善
悪
を
論
ず
る
が
こ
と
は
、
社
会
秩
序
の
混
乱
を
招
く
に
す
ぎ
な
い
。
殊

に
、
法
の
非
違
を
鳴
ら
し
て
恣
意
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
者
に
、
屈
強
の
隙
と
口
実
を
与
え
る
。
だ
か
ら
、
一
た
び
定
立
さ
れ
た
法

を
あ
く
ま
で
も
確
乎
不
動
の
準
則
と
し
、
そ
の
運
用
も
正
確
な
論
理
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
行
う
べ
し
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

要
求
の
線
に
沿
う
て
発
達
し
た
も
の
が
、
成
文
法
の
体
系
で
あ
り
、
概
念
法
学
的
な
法
解
釈
の
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
成
文
法



は
、
法
の
一
般
化
・
確
実
化
・
明
確
化
を
図
る
に
は
適
し
て
い
る
が
、
社
会
関
係
の
個
性
を
没
却
し
、
社
会
生
活
の
流
動
・
進
展

に
対
す
る
順
応
性
を
欠
く
、
と
い
う
重
大
な
欠
陥
を
と
も
な
う
。
そ
こ
で
、
成
文
法
規
の
厳
格
な
適
用
を
期
す
る
合
法
性
の
原
理

に
対
し
て
、
成
文
法
規
の
文
字
通
り
の
意
味
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
を
目
的
論
的
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
正
当
性
の
原
理
が
か
か
げ

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
法
超
越
的
正
義
の
立
場
か
ら
、
硬
化
・
固
定
し
よ
う
と
し
勝
ち
な
法
、
特
に
成
文
法
に
、
臨
機
応
変
の
弾
力

性
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
要
求
の
間
に
は
、
も
と
よ
り
矛
盾
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
す

る
と
い
う
必
要
に
応
じ
て
、
法
解
釈
学
が
長
足
な
進
歩
を
遂
げ
、
形
式
上
の
合
法
性
と
実
質
上
の
正
当
性
と
を
実
定
法
の
上
に
調

和
せ
し
め
よ
う
と
し
て
、
不
断
の
努
力
を
重
ね
て
来
た
。
成
文
法
規
の
外
に
慣
習
や
条
理
の
法
源
性
を
認
め
る
学
説
、
慣
習
法
に

よ
る
成
文
法
の
改
廃
を
肯
定
す
る
理
論
、
判
例
の
法
創
造
作
用
を
重
視
し
、
裁
判
上
の
判
決
に
単
な
る
法
の
運
用
た
る
よ
り
以
上

の
意
義
を
賦
与
し
よ
う
と
す
る
見
解
、
等
、
お
よ
そ
多
少
と
も
自
由
法
論
の
傾
向
に
属
す
る
法
解
釈
学
説
は
、
い
づ
れ
も
か
か
る

努
力
の
結
実
な
ら
ぬ
は
な
い
。
か
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
、
必
要
以
上
に
硬
化
し
勝
ち
な
成
文
法
に
柔
軟
性
を
与
え
、
こ
れ
を
社

会
生
活
の
実
情
に
適
応
せ
し
め
て
行
く
の
は
、
法
を
破
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
法
を
活
か
す
所
以
と
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。 31004 

　
も
っ
と
も
、
自
由
法
的
な
解
釈
も
、
度
を
す
ご
せ
ば
法
を
破
る
こ
と
に
な
る
。
成
文
法
の
中
に
「
悪
法
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、

悪
法
は
法
に
あ
ら
ず
と
し
て
、
自
由
自
在
に
法
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
法
の
安
定
性
は
著
し
く
脅
か
さ
れ
る
。
ま

た
、
度
を
す
ご
さ
ぬ
自
由
法
論
の
立
場
と
い
え
ど
も
、
合
法
性
の
原
理
に
の
み
執
着
す
る
極
端
な
概
念
法
学
の
見
地
か
ら
は
、
解

釈
に
名
を
か
り
て
法
を
曲
げ
る
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
る
、
け
れ
ど
も
、
よ
し
ん
ば
、
そ
れ
が
厳
密
に
は
、
法
を
破
る
解
釈
と
い

わ
れ
得
る
に
し
て
も
、
そ
う
い
う
現
象
は
、
多
く
の
場
合
、
法
秩
序
の
一
局
部
で
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
多

く
は
、
い
わ
ば
末
梢
に
お
い
て
法
を
破
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
と
よ
り
、
局
部
・
末
梢
に
お
け
る
法
の
変
革
も
、
つ
も
り
つ

も
れ
ば
法
の
全
体
の
内
容
を
大
き
く
変
貌
さ
せ
る
。
デ
ュ
ギ
イ
の
概
観
し
た
よ
う
な
、
第
十
九
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の

変
遷
の
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
法
の
変
遷
は
、
永
い
期
間
を
通
じ
て
徐
々
に
行
わ
れ
る
た
め
に
、
法
の
破

砕
と
い
っ
た
よ
う
な
感
じ
を
人
に
は
与
え
な
い
。
む
し
ろ
、
法
超
越
的
正
義
が
次
第
に
実
定
法
の
中
に
浸
潤
し
て
、
法
内
在
的
正



義
と
正
面
か
ら
衝
突
す
る
こ
と
な
し
に
、
法
規
範
の
意
味
内
容
を
時
代
の
流
れ
に
沿
う
よ
う
に
新
陳
代
謝
せ
し
め
る
た
め
に
、
法

の
健
全
な
「
進
化
」
と
し
て
正
当
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 31005 

　
と
こ
ろ
が
、
法
超
越
的
正
義
に
よ
る
法
の
変
革
は
、
時
に
は
ま
た
実
定
法
の
中
枢
部
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
、
法

の
安
定
性
の
要
求
と
正
面
か
ら
激
突
し
て
急
激
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
法
超
越
的
正
義
に
則
る
か
否
か

す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
力
が
作
用
し
て
、
あ
る
い
は
、
表
面
に
は
正
当
性
の
理
念
を
か
か
げ
て
い
て
も
、
一
見
し
て
そ
れ
が
擬
装
に

す
ぎ
ぬ
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
よ
う
な
実
力
が
働
い
て
、
国
法
体
型
の
根
幹
を
変
革
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
こ

れ
を
法
の
飛
躍
的
革
新
と
し
て
讃
美
す
る
に
せ
よ
、
ま
た
は
、
こ
れ
を
法
の
破
滅
、
暴
力
の
跳
梁
と
し
て
慨
嘆
す
る
に
せ
よ
、
法

の
由
々
し
い
破
砕
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
何
人
の
目
に
も
疑
い
の
余
地
を
残
さ
な
い
。
そ
の
最
も
著
し
い
も
の
は
「
革
命
」
で
あ

る
。
こ
れ
と
相
似
て
、
し
か
も
そ
の
働
く
力
の
方
向
を
異
に
す
る
も
の
は
、
「
ク
ー
デ
タ
ー
」
で
あ
り
、
「
国
家
緊
急
権
」
の
発

動
で
あ
る
。
中
で
も
、
革
命
と
国
家
緊
急
権
の
発
動
と
は
、
明
白
に
法
を
破
る
力
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
自
ら
「
法
」
で
あ
り
、

「
権
」
で
あ
る
と
称
す
る
と
こ
ろ
に
、
共
通
の
重
要
な
特
色
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
を
破
る
力
の
検
討
は
、
い
き
お
い
、
こ

れ
ら
両
者
の
考
察
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
時
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
の
区
別
は
、
大
体
と
し
て
国
民
主
権
主
義
と
国

権
絶
対
主
義
の
対
立
と
並
行
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
一
層
興
味
深
い
対
蹠
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 31006 

　
二
　
革
命
権 

　
革
命
お
よ
び
国
家
緊
急
権
の
発
動
は
、
と
も
に
法
を
破
る
力
の
作
用
す
る
最
も
明
白
な
場
合
で
あ
る
。
し
か
も
両
者
は
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
を
破
る
こ
と
を
以
て
「
法
」
で
あ
り
、
「
権
」
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
含
ん
で
い
る
。
と
も
に
、
明
ら
か

に
法
を
破
る
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
合
法
的
に
既
存
の
秩
序
を
改
革
す
る
道
が
な
い
場
合
、
も
し
く
は
、
国
家
を
救
う
と
い
う
緊

急
な
必
要
に
迫
ら
れ
た
場
合
、
や
む
を
得
ず
法
を
破
る
こ
と
を
ば
正
当
な
法
行
為
で
あ
る
と
す
る
観
念
に
立
脚
し
て
い
る
。
故

に
、
そ
れ
ら
は
、
「
法
を
破
る
力
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
法
を
破
る
法
」
で
あ
り
、
「
法
を
破
る
権
」
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、



「
国
家
緊
急
権
」
（Staatsnotrecht

）
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
を
「
権
」
（Recht

）
と
認
め
る
思
想
を
そ
の
ま
ま
文
字
の
上

に
示
し
て
い
る
。
故
に
、
こ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
た
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
革
命
の
方
も
、
単
に
革
命
と
い
わ
ず
に
「
革
命
権
」

（Revolutionsrecht

）
と
呼
ぶ
方
が
一
層
適
当
で
あ
ろ
う
。 32001 

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
は
破
ら
れ
得
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
破
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原

則
か
ら
い
え
ば
、
法
を
破
る
行
為
は
「
違
法
」
で
あ
り
、
「
不
法
」
で
あ
り
、
「
犯
罪
」
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
「
法
」
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
、
さ
よ
う
な
法
を
破
る
行
為
が
法
で
あ
る
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
さ
よ
う
に
法
を
破
る

行
為
に
よ
っ
て
新
た
な
法
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ラ
ッ
ソ
ン
は
、
「
法
は
適
法
な
仕
方
に
よ
っ
て
の
み
作
り
出
さ
れ

る
。
い
い
か
え
る
と
、
法
は
す
で
に
存
在
す
る
法
の
規
定
す
る
仕
方
に
よ
っ
て
の
み
作
り
出
さ
れ
得
る
」
と
い
っ
た
。
し
か
し
、

実
際
に
は
、
法
は
適
法
の
仕
方
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
の
を
原
則
と
は
す
る
が
、
適
法
な
ら
ざ
る
仕
方
に
よ
っ
て
法
が
作
ら
れ

る
場
合
も
必
ず
し
も
稀
で
は
な
い
。
適
法
で
な
い
仕
方
で
作
り
出
さ
れ
た
法
も
、
そ
れ
が
法
と
し
て
效
力
を
発
揮
す
る
に
い
た
れ

ば
、
や
は
り
法
た
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ム
ロ
ー
（Som

ló Felix Bódog; 

『
法
律
学
的
基
礎
原
理
』 

Juristische Grundlehre, 1917

）
の
い
う
通
り
、
「
法
は
そ
の
成
立
の
適
法
性
と
い
う
こ
と
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
」
。
こ
れ

は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
む
し
ろ
法
を
作
る
力
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
法
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
を
作
る
作

用
で
あ
る
が
故
に
、
や
は
り
法
を
破
る
力
の
問
題
で
あ
る
。
否
、
法
を
破
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
法
を
作
り
、
法
と
な
る
と
い
う
意

味
で
、
ま
さ
に
「
法
を
破
る
法
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
最
も
過
激
・
大
規
模
な
法
の
破
砕
を
行
い
な
が
ら
、
な
お
か

つ
自
ら
認
め
て
法
と
称
す
る
の
が
、
革
命
権
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
規
模
に
お
い
て
は
革
命
に
及
ば
な
い
が
、
国
権
絶
対
主
義
の

立
場
か
ら
法
を
破
る
権
を
主
張
す
る
点
で
、
主
と
し
て
国
民
主
権
主
義
の
立
場
に
立
つ
革
命
権
と
対
立
す
る
も
の
は
、
国
家
緊
急

権
で
あ
る
。
順
序
と
し
て
、
ま
づ
革
命
権
か
ら
考
察
し
、
つ
づ
い
て
国
家
緊
急
権
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。 32002 

　
革
命
は
法
の
根
本
を
破
壊
す
る
。
法
秩
序
を
そ
の
根
底
か
ら
転
覆
せ
し
め
る
。
し
か
し
、
法
の
根
本
と
い
っ
て
も
、
厳
密
に
分

析
す
る
と
、
根
本
の
中
で
も
最
も
根
本
の
部
分
と
、
そ
う
で
な
い
部
分
と
を
、
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
革
命
の
程
度
に
も
ー
少
な
く
と
も
理
論
上
ー
根
本
的
な
中
で
も
根
本
的
な
革
命
と
、
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
の
区
別
を
立
て
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
来
る
。 32003 



　
第
一
の
種
類
の
、
最
も
根
本
的
な
革
命
は
、
法
を
生
み
出
す＜

最
高
の
淵
源＞

を
変
革
す
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
や
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
に
な
ら
っ
て
法
を
生
み
出
す
最
高
の
淵
源
を
「
憲
法
制
定
権
力
」
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
革
命
は
憲
法
制
定
権

力
の
所
在
を
変
革
す
る
行
動
で
あ
る
。
か
り
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
説
く
よ
う
に
、
憲
法
制
定
権
力
が
一
人
の
手
に
在
る
場
合
、
少

数
者
の
組
織
体
に
属
す
る
場
合
、
国
民
の
全
部
に
属
す
る
場
合
、
と
い
う
風
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
憲
法
制
定
権

力
を
も
た
ぬ
も
の
が
憲
法
制
定
権
力
者
か
ら
そ
の
最
高
の
法
定
立
権
力
を
奪
い
取
る
と
い
う
形
で
、
最
も
根
本
的
な
革
命
の
行
わ

れ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う
憲
法
制
定
権
力
は
、
す
べ
て
の
法
の
外

に
在
る
純
粋
の
力
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
革
命
は
法
の
規
律
の
届
か
ぬ
世
界
で
行
わ
れ
る
力
と
力
の
衝
突

で
あ
り
、
こ
れ
を
「
法
を
破
る
力
」
の
作
用
と
見
る
べ
き
理
由
す
ら
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
力
を
破
る
力
」
の
現
象

で
あ
っ
て
、
名
実
と
も
に
法
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
よ
う
に
、
国
民
主
権
主
義
の

立
場
か
ら
憲
法
制
定
権
力
は
国
民
に
の
み
属
す
る
と
し
、
か
つ
、
国
民
が
憲
法
制
定
権
力
を
有
す
る
の
は
自
然
法
に
も
と
づ
く
と

考
え
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
一
人
の
独
裁
王
が
現
れ
て
こ
の
権
力
を
国
民
の
手
か
ら
簒
奪
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、
「
自
然

法
」
を
破
る
と
こ
ろ
の
天
人
と
も
に
許
さ
ざ
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
。
し
か
し
、
自
然
法
を
法
と
認
め
ぬ
見
解
を
採

れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
、
法
の
手
の
と
ど
か
ぬ
世
界
で
行
わ
れ
る
実
力
の
争
奪
戦
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
づ
れ
に

せ
よ
、
こ
の
種
の
革
命
は
、
理
論
に
よ
て
想
定
さ
れ
た
極
限
の
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
通
の
革
命
は
、
実
定
法
上
の
基

礎
法
た
る
憲
法
を
破
る
と
こ
ろ
の
第
二
の
種
類
の
そ
れ
と
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
厳
密
な
意
味
で
「
法
を
破
る
法
」
と
し

て
問
題
と
な
る
の
も
、
こ
の
第
二
の
種
類
の
革
命
な
の
で
あ
る
。 32004 

　
す
な
わ
ち
、
第
二
の
種
類
の
革
命
は
、
憲
法
制
定
権
力
の
所
在
に
は
変
化
が
な
く
、
た
だ
、
憲
法
制
定
権
力
に
よ
っ
て＜

定
立

さ
れ
た
法＞

、
特
に＜

憲
法＞

を
実
力
に
よ
っ
て
変
革
す
る
過
程
と
し
て
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
国
民
が
憲
法
制
定
権
力
を
有
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
国
家
に
お
い
て
、
国
民
の
意
志
を
政
治
の
上
に
現
す
機
構
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
、
国
民
が
蜂
起
し
て
立

憲
制
度
を
作
り
出
す
と
か
、
逆
に
、
議
会
政
治
の
腐
敗
を
憤
っ
た
国
民
が
、
非
合
法
の
手
段
に
訴
え
て
立
憲
制
度
を
廃
止
し
、
独

裁
制
を
設
け
る
に
い
た
る
と
か
い
う
よ
う
な
場
合
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
君
主
制
の
行
わ
れ
て
い
る
国
家
で
あ
っ
て
も
、

主
権
の
根
本
は
君
主
に
は
な
く
て
国
民
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
き
、
い
い
か
え
る
と
、
君
主
と
い
え
ど
も
国
民
の
委
託
を



受
け
て
君
権
を
行
使
す
る
に
す
ぎ
ぬ
と
見
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
君
主
が
君
権
を
濫
用
し
た
と
い
う
理
由
に
よ
り
君
主
制
の
倒

壊
を
図
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
、
第
一
の
種
類
の
革
命
で
は
な
く
、
同
一
の
憲
法
制
定
権
力
の
下
で
行
わ
れ
る
第
二
の
種
類
の

革
命
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
れ
が
一
番
普
通
の
革
命
の
形
態
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
種
の
革
命
で

は
、
力
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
法
は
、
少
な
く
と
も
観
念
上
は
、
も
と
も
と
法
を
破
っ
た
そ
の
同
じ
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
筈
な
の
で
あ
る
。
法
を
作
っ
た
力
が
再
び
爆
発
し
て
、
法
本
来
の
目
的
に
か
な
わ
ぬ
制
度
と
化
し
た
秩
序
を
く
つ
が
え
し
、

改
め
て
法
秩
序
の
再
建
を
行
う
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
第
二
の
種
類
の
革
命
の
特
色
が
あ
る
。 32005 

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
第
二
の
類
型
に
属
す
る
革
命
は
、
法
を
破
る
力
の
発
動
に
は
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
理
論
上
は
第
一
の
種

類
の
革
命
の
よ
う
に
憲
法
制
定
権
力
に
対
す
る
反
逆
で
は
な
く
、
憲
法
制
定
権
力
者
自
ら
の
行
う
主
権
行
動
と
考
え
ら
れ
得
る
の

で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
は
、
観
念
的
に
は
、＜

上
か
ら
下
へ＞

の
力
の
移
動
で
あ
っ
て
、＜

下
か
ら
上
へ＞

の
力
の
反

撥
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
革
命
が
、
根
本
か
ら
見
れ
ば
決
し
て
不
法
で
は
な
く
、
国
民
の
「
革
命

権
」
の
正
当
な
行
使
で
あ
る
と
、
主
張
さ
れ
る
所
以
も
、
正
に
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。 32006 

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
革
命
が＜
上
か
ら
下
へ＞

の
力
の
作
用
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
は
、
単
な
る
「
観
念
」
の
上
で
の

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
国
家
の
現
実
の
支
配
関
係
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
革
命
を
遂
行
す
る
力
は
、
支
配
す
る
者
の
力
で
は
な

く
、
被
支
配
者
の
結
束
に
よ
っ
て
生
じ
た
力
で
あ
る
こ
と
を
常
と
す
る
。
例
え
ば
、
国
民
主
権
の
理
念
に
よ
れ
ば
、
観
念
上
は
国

民
が
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
な
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
国
民
は
支
配
者
の
地
位
に
立
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
支
配
す
る
者

は
、
国
民
を
代
表
し
て
い
る
と
称
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
政
府
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
政
府
の
首
長
と
し
て
の
君
主
で
あ
る
。
国
民

は
権
力
の
委
託
者
で
あ
り
、
君
主
ま
た
は
政
府
は
権
利
の
受
託
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
支
配
す
る
者
は
君
主
ま
た

は
政
府
で
あ
り
、
国
民
は
こ
れ
に
対
し
て
盲
従
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
被
支
配
者
に
す
ぎ
な
い
。
政
治
力
の
根
源
は
自
己

自
身
の
手
に
在
る
べ
き
こ
と
を
自
覚
し
た
国
民
に
と
っ
て
は
、
か
よ
う
な
現
実
の
支
配
関
係
ほ
ど
不
合
理
な
も
の
は
な
い
と
感
ぜ

ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
国
民
主
権
の
理
念
と
政
治
の
現
実
と
の
合
致
を
要
求
す
る
。
現
実
の
支
配
関
係
が
あ
く
ま
で
こ
れ
を
阻
止
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
実
力
に
よ
っ
て
政
治
形
態
の
変
革
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
革
命
で
あ
る
。
故
に
、
第
二
の
種
類
の
革

命
で
は
、
革
命
行
動
を
起
す
者
は
、
観
念
上
は
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
た
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
政



治
の
上
で
は
「
被
支
配
者
」
の
地
位
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
第
一
の
種
類
の
革
命
で
は
、
実
力
行
動
に
訴
え
る
者

は
、
憲
法
制
定
権
力
者
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
名
実
と
も
に
「
被
支
配
者
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
場
合
を
通
じ
て
、

革
命
の
本
質
は
、
「
被
支
配
者
」
の
実
力
行
動
に
よ
る
支
配
機
構
の
急
激
な
変
革
た
る
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

32007 

　
こ
れ
に
反
し
て
、
革
命
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
実
力
を
以
て
す
る
憲
法
の
破
砕
で
あ
る
点
で
は
第
二
の
種
類
の

革
命
と
異
な
ら
な
い
が
、
そ
の
実
力
の
主
体
が
現
実
の
「
支
配
者
」
で
あ
る
点
で
、
「
被
支
配
者
」
の
実
力
行
動
た
る
革
命
と
は

趣
を
異
に
す
る
。
例
え
ば
、
政
府
の
首
位
に
あ
る
者
が
、
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
以
上
の
絶
対
権
を
掌
握
す
る
た
め
に
、

実
力
を
行
使
し
て
反
対
派
の
要
人
た
ち
を
逮
捕
・
監
禁
し
、
も
し
く
は
議
会
を
威
嚇
し
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
が
ご
と
き
行
動

が
、
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
。
故
に
、
ク
ー
デ
タ
ー
は
「
法
を
破
る
力
」
の
作
用
で
あ
る
点
で
革
命
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
力
の
働
き
が＜

上
か
ら
下
へ＞
向
か
っ
て
い
る
点
で
、
現
実
の
支
配
関
係
に
お
け
る＜

下
か
ら
上
へ＞

の
力
の
爆
発
た

る
革
命
と
は
、
方
向
が
逆
に
な
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
（
参
１
）
。 32008 

　
い
づ
れ
に
せ
よ
、
革
命
は
、
実
力
に
よ
っ
て
現
実
の
支
配
機
構
を
破
砕
し
、
実
定
法
秩
序
の
法
定
立
の
組
織
を
ば
そ
の
根
底
か

ら
転
覆
さ
せ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
実
定
法
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
革
命
は
最
大
の
不
法
で
あ
る
（
参
２
）
。
内
乱
や
大
逆
は
、
お

よ
そ
犯
罪
の
最
も
重
い
も
の
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。
単
に
法
を
牙
城
と
た
の
む
既
成
勢
力
が
、
革
命
の
企
画
に
対
し
て
極
力
弾
圧

の
方
針
を
以
て
の
ぞ
む
ば
か
り
で
は
な
い
。
秩
序
の
安
定
を
図
り
、
理
性
と
規
律
と
を
尊
ぶ
と
い
う
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
至
極

尤
も
な
理
由
か
ら
し
て
も
、
革
命
を
避
け
て
漸
進
的
な
進
歩
の
道
を
進
む
べ
し
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
中
で
も
、
そ
う
い

う
見
地
か
ら
の
革
命
反
対
の
主
張
を
代
表
す
る
者
は
、
保
守
主
義
の
法
哲
学
者
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
グ
（Adolf 

Trendelenburg

）
で
あ
ろ
う
。
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
グ
に
よ
れ
ば
、
革
命
が
横
行
濶
歩
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
人
間
の
動
物
的

な
本
能
が
鎖
を
切
っ
て
白
日
の
下
に
登
場
す
る
。
激
情
に
よ
っ
て
興
奮
し
た
力
が
、
理
性
を
圧
倒
す
る
。
か
よ
う
な
激
情
は
、
自

己
以
外
の
声
に
は
決
し
て
耳
を
藉
そ
う
と
し
な
い
。
そ
う
し
て
、
自
己
の
行
動
を
ば
理
性
的
で
あ
る
と
盲
信
し
、
道
徳
上
の
節
度

と
か
、
伝
統
に
対
す
る
道
義
観
と
か
、
紀
律
・
服
従
の
美
徳
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
を
蔑
視
し
、
人
間
お
よ
び
神
の
秩
序
に
歯
む



か
う
暴
逆
を
ば
、
英
雄
的
な
行
為
と
考
え
る
。
故
に
、
す
べ
て
の
恐
る
べ
き
事
柄
の
中
で
も
最
も
恐
る
べ
き
も
の
は
、
か
く
の
ご

と
き
内
乱
で
あ
る
、
と
。 32009 

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
の
転
換
期
に
は
、
し
ば
し
ば
革
命
が
行
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
歴
史
は
革
命

に
よ
っ
て
新
し
い
時
代
に
飛
躍
す
る
。
革
命
の
最
中
や
直
後
に
は
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
グ
の
指
摘
す
る
よ
う
な
暴
虐
や
混
乱
が
発

生
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
混
乱
の
中
か
ら
新
た
な
人
間
生
活
の
視
野
が
開
け
、
価
値
観
が
転
換
し
、
新
し
い
秩
序
が
建
設
さ
れ

る
。
だ
か
ら
、
そ
の
積
極
面
か
ら
こ
れ
を
見
る
者
に
と
っ
て
は
、
革
命
は
偉
大
な
精
神
の
覚
醒
で
あ
り
、
価
値
の
創
造
で
あ
り
、

時
代
の
建
設
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
法
を
破
る
力
」
た
る
革
命
に
対
し
て
、
法
以
上
の
価
値
理
念
を
か
か
げ
て
こ

れ
を
是
認
・
肯
定
し
、
こ
れ
に
合
理
的
な
根
拠
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
法
を
破
る
革
命
を
ば
「
道
徳
」
に
よ
っ
て

意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ル
フ
ァ
ア
ル
ト
（H

einrich H
errfahrdt

）
に
よ
れ
ば
、
「
国
民
が
革
命

に
訴
え
る
権
利
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
今
日
で
は
普
通
次
の
よ
う
な
答
え
が
与
え
ら
れ
る
。
革
命
は
法

の
破
砕
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
本
質
か
ら
見
て＜

法
的＞

に
は
常
に
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
特
別
の
事
情
の
下
に
お
い
て

は
、
革
命
に
訴
え
る＜

道
徳
的
権
利＞

が
あ
り
得
る
、
と
」
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
一
つ
の
理
論
構
成
は
、
革
命
が＜

法
を
破

る＞

行
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
さ
え
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
、
ザ
ウ
ア
ー
（W

ilhelm
 Sauer

）
に
よ
れ
ば
、
革
命
に

よ
っ
て
破
砕
さ
れ
る
法
は
、
頽
廃
・
腐
朽
し
て
も
は
や
そ
の
生
命
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
法
で
あ
り
、
真
正
の
意
味
の
法
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
革
命
は
実
は
法
の
破
砕
で
は
な
く
、
単
な
る＜

法
の
創
造＞

と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
、
と
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
、
革
命
肯
定
論
と
し
て
最
も
迫
力
の
あ
る
の
は
、
「
自
然
法
」
の
理
論
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、

国
民
主
権
主
義
と
結
び
つ
い
た
第
十
八
世
紀
の
自
然
法
の
理
念
は
、
第
三
階
級
の
解
放
を
目
ざ
す
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
革
命
精
神
の

兵
器
廠
で
あ
っ
た
。
第
四
階
級
の
解
放
を
目
標
と
す
る
現
代
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
は
、
こ
れ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
相
貌

を
異
に
し
て
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
破
ら
れ
る
べ
き
法
か
ら
価
値
を
剥
奪
し
、
法
を
破
ろ
う
と
す
る
力
に
必
然
の
意
義
を
賦
与
し
よ

う
と
す
る
点
で
、
や
は
り
一
種
の
自
然
法
の
理
論
を
背
景
と
し
て
い
る
と
い
い
得
る
。
中
国
で
は
、
古
来
「
易
姓
革
命
」
と
称
し

て
「
天
命
」
と
い
う
超
人
間
的
な
理
法
が
革
命
を
認
証
す
る
原
理
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
。
か
よ
う
な
「
法
を
超
越
す
る
法
」
を



か
か
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
革
命
は
「
法
を
破
る
力
」
か
ら
「
法
を
破
る
法
」
に
昇
格
す
る
。
理
念
の
面
か
ら
見
た
革
命
は
、
か

く
て
「
革
命
権
」
と
な
り
、
一
種
の
法
行
為
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 32010 

　
け
れ
ど
も
、
現
実
政
治
の
舞
台
を
一
転
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
革
命
は
、
決
し
て
単
な
る
理
念
で
は
な
い
。
い
か
に
天
命
を
論

じ
、
自
然
法
を
力
説
し
、
道
徳
の
理
想
、
正
当
性
の
理
念
を
か
か
げ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
法
の
破
砕
が
な
し
と
げ
ら
れ
る
訳
に

は
行
か
な
い
。
堅
固
な
法
の
防
壁
を
打
ち
破
っ
て
国
家
組
織
の
根
本
を
変
革
す
る
革
命
は
、
端
的
な
実
力
行
動
で
あ
る
。
こ
の
実

力
行
動
は
、
高
尚
な
理
念
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の
理
念
が
革
命
の
武
器
と
し
て
手
段

化
さ
れ
、
実
体
の
な
い
粉
飾
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
づ
れ
に
せ
よ
、
理
念
が
現
実
人
の
現
実

意
欲
に
方
向
を
与
え
、
そ
の
行
動
を
大
衆
的
に
結
束
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
既
成
秩
序
の
牙
城
を
崩
壊
せ
し
め
る

と
こ
ろ
の
鬱
然
た
る
力
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
革
命
は
あ
く
ま
で
も
「
力
」
で
あ
る
。
革
命
を
「
法
を
破
る
法
」
と
し
て
意

義
づ
け
、
こ
れ
を
「
革
命
権
」
と
し
て
大
義
名
分
化
す
る
こ
と
も
、
現
実
的
に
見
れ
ば
、
「
法
を
破
る
力
」
を
増
強
す
る
た
め
の

一
つ
の
手
段
に
外
な
ら
な
い
。
理
念
に
よ
っ
て
動
く
実
力
が
、＜

下
か
ら
上
へ＞

向
か
っ
て
実
定
法
の
中
核
を
破
砕
す
る
こ
と
、

そ
れ
が
公
平
に
見
て
革
命
の
科
学
的
本
質
な
の
で
あ
る
。 32011 

（
参
考
１
） 

・
河
村
又
介
教
授
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
、
「
広
義
の
革
命
」
の
中
に
数
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
狭
義
の
革
命
」
と
ク
ー
デ
タ
ー

と
を
区
別
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
実
力
行
動
の＜

方
向
の
相
違＞
を
以
て
そ
の
区
別
の
標
準
と
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
狭
義
の
革
命
が
、
民
衆
の
下
か
ら
上
に
向
っ
て
す
る
運
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
権
力
者
が
上
か
ら
下
に
対

し
て
す
る
行
動
」
な
の
で
あ
る
。
（
昭
和
九
年
一
九
三
四
年
　
法
律
学
辞
典
参
照
）
こ
れ
に
対
し
て
、
革
命
の
概
念
を
「
広
義
」

に
の
み
解
し
、
し
た
が
っ
て
、
革
命
と
ク
ー
デ
タ
ー
と
を
区
別
し
な
い
学
者
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ベ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
既
存

の
支
配
権
力
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
剥
奪
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
既
存
の
支
配
権
力
が
一
層
強
い
力
を
以
て
発
動
し
た
か

と
い
う
こ
と
は
、
革
命
の
概
念
に
と
っ
て
無
関
係
で
あ
る
。
『
上
か
ら
の
革
命
』
、
す
な
わ
ち
、
銃
剣
の
強
制
力
に
よ
て
支
持
さ

れ
た
ク
ー
デ
タ
ー
も
、
革
命
で
あ
る
。 32012 



（
参
考
２
） 

・
革
命
は
、
実
力
に
よ
っ
て
実
定
法
の
根
本
を
破
る
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、＜

法
を
破
る＞

と
い
う
意
味
が
と
も
な
わ
な

い
か
ぎ
り
、
い
か
に
世
界
観
の
立
場
が
転
換
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
こ
に
い
う
革
命
で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
合
法

的
革
命
は
法
学
上
の
概
念
と
し
て
の
革
命
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
実
力
に
よ
る
法
の
変
革
は
、
必
ず
し
も
暴
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
と
か
、
流
血
を
と
も
な
う
と
か
い
う
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
民
の
政
治
力
に
よ
っ
て
法
の
根
本
が
破
ら
れ
た

も
の
と
認
め
ら
れ
得
る
以
上
、
無
血
革
命
も
ま
た
革
命
で
あ
る
。 32013 
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国
民
の
側
か
ら
の
革
命
権
の
主
張
は
、
民
権
拡
張
の
動
向
の
尖
端
に
位
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
成
し
と
げ
ら
れ
た
革
命

は
、
国
家
の
支
配
機
構
を
ゆ
り
動
か
し
、
そ
れ
ま
で
は
単
な
る
被
治
者
・
被
支
配
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
国
民
の
地
位
を
、

逆
に
権
力
の
淵
源
た
る
立
場
ま
で
高
め
る
。
し
か
し
、
い
か
に
革
命
に
よ
っ
て
国
民
が
権
力
の
淵
源
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

も
、
国
民
の
す
べ
て
が
政
治
の
実
際
に
た
づ
さ
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
民
主
権
の
建
前

が
確
立
さ
れ
て
も
、
実
際
の
政
治
は
や
は
り
国
家
権
力
の
中
枢
た
る
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
た
だ
、
も
し
も
政
府
が
ふ
た
た

び
そ
の
権
力
を
濫
用
し
て
民
意
に
反
す
る
政
治
を
行
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
国
民
は
い
つ
で
も
そ
の
主
権
を
行
使
し
て
、
政

治
形
態
の
変
革
を
断
行
す
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
国
家
権
力
に
対
す
る
大
き
な
掣
肘
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
民

の
側
に
、
明
示
的
も
し
く
は
潜
在
的
に
革
命
権
が
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
よ
う
な
政
治
態
勢
の
下
に
発
達
し
た

西
洋
近
世
の
国
法
秩
序
の
中
に
は
、
権
力
の
過
剰
を
戒
め
、
国
民
の
権
利
を
過
当
な
権
力
の
行
使
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
幾
多

の
障
壁
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
。
成
文
憲
法
に
よ
る
国
民
の
基
本
権
の
保
障
は
、
そ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。33001 

　
し
か
し
な
が
ら
、
か
よ
う
な
法
治
主
義
の
制
度
も
、
度
を
す
ご
せ
ば
政
治
上
の
権
力
を
必
要
以
上
に
弱
め
、
政
府
の
行
動
範
囲

を
あ
ま
り
に
せ
ば
め
、
国
家
緊
急
の
際
に
断
乎
た
る
措
置
を
採
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
虞
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
家
全



体
の
安
寧
・
福
祉
を
護
る
た
め
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
平
時
の
憲
法
上
の
障
壁
を
踰
え
て
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
を

認
む
べ
し
と
い
う
議
論
が
起
っ
て
来
る
。
勿
論
、
権
力
の
行
使
は
い
か
な
る
場
合
に
も
法
の
限
界
内
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
法
治
国
家
の
原
理
か
ら
は
、
政
府
が
国
家
の
危
機
を
名
と
し
て
法
を
破
る
こ
と
は
、
最
後
ま
で
不
法
と
し
て
否
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
法
を
ば
国
家
の
存
立
と
国
民
の
利
益
と
を
擁
護
す
る
た
め
の
手
段
と
考
え
る
な
ら

ば
、
切
迫
す
る
危
機
に
対
し
て
、
法
を
破
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
が
ご
と
き
は
、
手
段
の
た
め
に
目
的
を
棄
て
る
も
の
と
し
て
非
難

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
も
、
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
国
民
の
権
利
も
、
国
家
あ
っ
て
は
じ
め
て
維
持
さ
れ
得

る
。
し
た
が
っ
て
、
法
の
た
め
に
国
家
の
安
全
を
顧
み
な
い
と
い
う
の
は
、
最
も
は
な
は
だ
し
い
本
末
転
倒
で
あ
る
。
そ
う
い
う

立
場
か
ら
論
ず
る
な
ら
ば
、
法
を
破
る
権
力
の
行
使
も
、
国
家
の
存
立
を
擁
護
す
る
と
い
う
最
高
目
的
の
下
に
、
な
お
か
つ
法
で

あ
り
権
で
あ
る
と
し
て
肯
定
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
、
国
家
の
存
立
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
緊
急
事
態
に

際
し
て
法
を
破
る
権
力
が
な
お
か
つ
法
と
し
て
発
動
し
得
る
と
い
う
の
が
、
「
国
家
緊
急
権
」
の
理
論
で
あ
る
。33002 

　
国
家
緊
急
権
が
発
動
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
憲
法
を
破
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
国
家
緊
急
権
も
法
を
破
る
力
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
現
実
の
権
力
を
掌
握
す
る
者
ー
ー
例
え
ば
、
君
主
、
政
府
ま
た
は
大
統
領
ー
ー
が
、
特
別
の
場
合
に

行
う
憲
法
の
破
砕
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
国
家
緊
急
権
の
行
使
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
極
め
て
似
て
い
る
。
た
だ
、
国
家
緊
急
権
は
、

そ
の
名
の
ご
と
く
に
、
自
ら
「
法
」
で
あ
り
「
権
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
標
榜
す
る
。
国
家
緊
急
の
場
合
に
あ
た
り
、
国
家
を

救
う
た
め
に
法
を
破
る
当
然
の
権
利
が
発
生
す
る
と
い
う
の
が
、
国
家
緊
急
権
の
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ー
デ
タ
ー

は
、
実
際
に
は
何
ら
か
の
名
分
や
理
由
を
か
か
げ
て
行
わ
れ
る
に
は
相
違
な
い
が
、
国
家
緊
急
権
の
よ
う
な
大
上
段
の
「
理
論
」

の
粉
飾
を
と
も
な
わ
な
い
。
ク
ー
デ
タ
ー
は
露
骨
な
法
の
破
砕
で
あ
る
。
国
家
緊
急
権
は
法
を
破
る
こ
と
を
な
お
か
つ
法
で
あ
る

と
し
て
、
自
ら
粉
飾
す
る
法
の
破
砕
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
国
家
緊
急
権
は
、
革
命
が
国
民
主
権
や
自
然
法
の
理
論
を
冠
と
し
て

戴
く
の
と
、
む
し
ろ
趣
を
同
じ
う
し
て
い
る
。
た
だ
革
命
が＜

下
か
ら
上
へ＞
む
か
っ
て
法
を
破
る
「
権
」
を
主
張
す
る
の
に
対

し
て
、＜

上
か
ら
下
へ＞

む
か
っ
て
法
を
破
る
「
権
」
を
主
張
す
る
の
が
国
家
緊
急
権
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
家
緊
急

権
は
、
国
民
主
権
主
義
の
側
か
ら
の
「
法
を
破
る
法
」
た
る
革
命
権
に
対
抗
す
る
と
こ
ろ
の
、
国
家
全
体
主
義
の
側
か
ら
の
「
法

を
破
る
法
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。33003 



　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
国
家
緊
急
権
の
理
論
と
革
命
権
の
主
張
と
は
、
そ
の
沿
革
の
上
か
ら
見
て
も
、
正
に
、
政
治
上
の
対
蹠
概

念
と
し
て
発
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
革
命
権
が
民
主
主
義
の
切
り
札
と
な
っ
た
と
同
様
に
、
国
家
緊
急
権
は
、
君
権
至
上
主
義
も

し
く
は
国
権
絶
対
主
義
の
陣
営
が
、
一
面
で
は
民
主
主
義
の
原
理
と
妥
協
し
つ
つ
、
し
か
も
最
後
の
場
面
に
お
い
て
民
主
主
義
的

法
治
主
義
の
城
塞
を
切
り
崩
す
た
め
に
用
意
し
た
切
り
札
に
外
な
ら
な
い
。33004 

　
西
洋
、
特
に
ド
イ
ツ
国
法
学
に
い
う
国
家
緊
急
権
の
思
想
は
、
近
世
の
は
じ
め
に
唱
え
ら
れ
た dom

inium
 em

inens 

概
念

か
ら
出
発
す
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
熟
語
を
形
づ
く
っ
て
い
る
二
つ
の
言
葉
の
う
ち dom

inium
 

は
「
支
配
」
ま
た
は
「
所
有

権
」
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
を
併
せ
含
む
と
見
て
よ
い
。
も
う
一
つ
の em

inens 

は
「
上
級
」
ま
た
は

「
優
越
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
で
あ
る
か
ら dom

inium
 em

inens 

は
文
字
通
り
に
は
「
上
級
権
」
も
し
く
は
「
優
越
支
配

権
」
と
で
も
訳
せ
ら
れ
る
べ
き
概
念
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、 dom

inium
 em

inens 

が
上
級
で
あ
り
優
越
し
て
い
る
と
い
う
の

は dom
inium

 vulgare 

に
対
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
が
一
般
に
物
に
対
し
て
も
つ
「
普
遍
支
配
権
」
と
対
比
し
た
意

味
で
、 dom

inium
 em

inens 

は
「
優
越
支
配
権
」
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
理
論
か
ら
い
う
と
、
国
法
は
、
一
般
に
は
個

人
の
普
遍
支
配
権
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
国
家
は
原
則
と
し
て
そ
の
保
護
に
任
ぜ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
国
家
そ
の
も

の
の
福
祉
に
関
す
る
場
合
に
は
、
国
家
に
内
在
す
る
優
越
支
配
権
が
発
動
し
て
、
個
人
の
権
利
に
つ
い
て
守
ら
れ
る
べ
き
普
通
の

制
限
を
排
除
し
、
個
人
所
有
権
を
も
全
体
の
利
益
の
た
め
に
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、 dom

inium
 em

inens 

は
、
公
益
の
た
め
に
す
る
公
用
徴
収
権
の
概
念
の
濫
觴
（
起
源
）
と
な
っ
た
（
参
１
）
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
概
念
が
一
般
化

さ
れ
て
、
個
人
の
権
利
に
対
す
る
保
護
ー
ー
逆
に
い
え
ば
、
権
力
の
行
使
に
対
す
る
国
法
上
の
制
限
ー
ー
も
、
国
家
全
体
の
存
立

の
た
め
に
は
必
要
に
応
じ
て
排
除
さ
れ
得
る
と
い
う
思
想
、
す
な
わ
ち
「
国
家
緊
急
権
」
（jus em

inens, Staatsnotrecht

）

の
思
想
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。33005 

　
こ
の dom
inium

 em
inens 

の
概
念
は
、
ま
づ
グ
ロ
チ
ウ
ス
（Grotius
）
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。
グ
ロ
チ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、

人
が
人
ま
た
は
物
を
法
的
に
支
配
す
る
「
能
力
」
（facultas

）
す
な
わ
ち
「
支
配
権
」
（dom

inium

）
に
は
、
二
つ
の
種
類
が

あ
る
。
そ
の
一
つ
は facultas vulgaris 

で
あ
り
、
他
の
一
つ
は facultas em

inens 

で
あ
る
。
前
者
は
、
個
人
の
利
益
の
た

め
に
個
人
に
与
え
ら
れ
た
能
力
ま
た
は
権
利
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
、
部
分
た
る
個
人
お



よ
び
そ
の
財
産
の
上
に
お
よ
ぼ
さ
れ
る
能
力
ま
た
は
権
利
で
あ
っ
て
、
全
体
た
る
共
同
体
に
帰
属
し
、
か
つ facultas vulgaris 

の
上
に
優
越
す
る
。
故
に
、
個
人
が
法
的
に
取
得
し
た
権
利
は
、
原
則
と
し
て
権
力
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
恣
意
に
よ
っ
て
み
だ

り
に
侵
害
さ
れ
な
い
と
い
う
保
障
を
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
上
に
立
つ
、facultas em

inens 

ま
た
は dom

inium
 em

inens 

の
前
に
は
絶
対
に
不
可
侵
で
は
あ
り
得
な
い
。
一
般
に
い
っ
て
、
個
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
の
は
二
つ
の
根
拠
に
も
と
づ
く
。

そ
の
一
つ
は
、
刑
罰
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は dom

inium
 em

inens 

で
あ
る
。
た
だ
し
、
個
人
の
権
利
が dom

inium
 

em
inens 

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
は
、
二
つ
の
条
件
が
備
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
、
そ
れ
が
公
共
の
利
益
の

た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
、
国
家
の
側
か
ら
損
害
に
対
す
る
補
償
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く

て
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
、
自
然
法
の
理
論
に
立
脚
す
る
「
既
得
権
」
（w

ohlerw
orbene Rechte

）
の
不
可
侵
性
を
相
対
化
し
、

既
得
権
に
対
す
る
法
的
保
障
と
い
え
ど
も
、
権
力
に
対
し
て
踰
（
越
）
え
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
制
限
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
く
、
公

益
の
た
め
に
は
ー
ー
適
当
な
補
償
を
与
え
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
ー
ー
こ
れ
を
公
権
力
を
以
て
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
法
理
を
基
礎
づ
け
た
（
参
２
）
。33006 

　
前
に
述
べ
た
通
り
こ
の
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
に
よ
る facultas em

inens 

ま
た
は dom

inium
 em

inens 

の
概
念
は
、
私
権
に

対
す
る
国
家
の
公
用
徴
収
権
の
理
論
の
淵
源
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
公
共
の
利
益
を
保
全
す
る
た
め
に
は
、

権
力
者
は
国
民
の
権
利
保
護
に
関
す
る
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
な
わ
ち
、
平
穏
無
事
の
場
合
の
権
力
行
使
の
筋
道
か
ら
逸

脱
し
て
も
、
そ
の
権
力
を
以
て
適
宜
の
措
置
を
と
り
得
る
、
と
い
う
国
家
緊
急
権
の
思
想
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
に 

dom
inium

 em
inens 

と
い
う
言
葉
は
、
拡
大
さ
れ
た
第
二
の
意
味
を
も
も
ち
得
る
が
、
そ
の
本
来
の
物
権
的
語
義
内
容
の
限
定

を
踰
え
て
、
特
に
一
般
に
国
家
緊
急
権
を
指
し
示
す
と
き
に
は
、
別
に jus em

inens 

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

（
参
３
）
。33007 

　Dom
inium

 em
inens

の
語
義
の
か
よ
う
な
拡
大
は
、
一
面
で
は
、
国
家
全
体
の
利
益
と
国
民
各
個
の
利
益
の
調
和
を
求
め
よ

う
と
す
る
動
き
を
示
す
と
同
時
に
、
他
面
で
は
、
民
権
擁
護
の
た
め
の
法
治
主
義
の
発
達
と
妥
協
し
つ
つ
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
法

治
主
義
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
余
地
を
残
そ
う
と
す
る
、
国
権
絶
対
主
義
の
要
求
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。33008 



　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
国
家
の
発
達
史
の
上
か
ら
見
る
と
、
国
民
主
権
の
理
論
、
民
権
尊
重
の
思
想
は
、
最

も
重
要
な
指
導
概
念
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
決
し
て
唯
一
の
国
家
形
成
原
理
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
反
面
で
は
、
近

代
国
民
国
家
が
主
権
国
家
と
し
て
発
達
し
て
行
く
た
め
に
、
中
央
集
権
的
な
君
権
至
上
主
義
や
国
権
絶
対
主
義
が
唱
え
ら
れ
る
必

要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
第
二
の
動
向
は
、
国
民
の
側
か
ら
の
反
抗
権
や
革
命
権
の
主
張
と
実
行
と
に
よ
っ
て

次
第
に
退
却
を
余
儀
な
か
ら
し
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
国
民
各
個
の
利
益
に
優
先
し
て
守
ら
れ
る
べ
き
国
家
全
体
の
利
益
が
あ
る

と
い
う
観
念
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
牢
固
た
る
勢
力
を
維
持
し
て
来
た
。
他
方
ま
た
、
民
主
主
義
の
理
論
か
ら
い
っ
て
も
、

或
る
場
合
に
は
、
権
力
を
以
て
個
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
必
要
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
両
方
の
歩
み
よ
り
に
よ
っ
て
、
法
治
主
義
の
一
般
原
則
を
確
立
し
つ
つ
、
こ
れ
に
は
例
外
の
場
合
が
あ
り
得
る
こ

と
を
認
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
着
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
は
一
般
的
に
は
個
人
の
権
利
を
法
に
よ
っ
て
保

護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
国
家
全
体
の
利
益
の
た
め
の
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
権
力
を
以
て
個
人
の
権

利
を
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
も
、
国
民
の
意
志
に
も
と
づ
い
て
定
立
さ
れ
た
法
律
の
規
定
に
し
た
が

い
、
相
当
の
補
償
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
公
用
徴
収
権
の
意
味
に
お
け
る dom

inium
 em

inens 

で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
法
律
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
あ
る
手
つ
づ
き
と
範
囲
と
に
制
限
さ
れ
て
い
て
は
、
国
家
の
存
立
を
保
持
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
緊
急
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
ど
う
す
る
か
。
ー
ー
そ
の
際
に
も
、
法
律
の
認
め
る
限
界
内
で
の

措
置
に
と
ど
め
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
法
治
主
義
の
公
式
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
際
に

は
、
法
律
の
認
め
る
限
度
を
越
え
た
非
常
措
置
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
国
家
緊
急
権
の
意
味
で
の jus em

inens 

の
主
張
に
外
な
ら
な
い
。33009 

　
し
か
る
に
、
法
治
主
義
の
そ
の
後
の
発
達
は
、
法
の
認
め
る
権
力
行
使
の
範
囲
を
更
に
拡
大
し
て
、
か
よ
う
な
非
常
措
置
も
合

法
性
の
枠
の
中
に
取
り
込
ん
で
置
く
、
と
い
う
方
向
に
す
す
ん
だ
。
国
民
の
自
由
権
や
基
本
権
を
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
し
、
法
律

に
よ
ら
ず
し
て
こ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
と
い
う
の
は
、
法
治
主
義
の
原
則
で
は
あ
る
が
、＜

一
応
の＞

原
則
で
あ
る
。

一
応
の
原
則
と
い
う
の
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
に
も
更
に
例
外
が
あ
り
得
る
こ
と
を
認
め
る
意
味
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
も
し
こ
の
原
則
を
硬
直
・
不
動
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
、
実
際
に
そ
の
範
囲
で
は
片
づ
か
な
い
緊
急
の
必
要
が
生
じ
た
場



合
、
こ
の
原
則
が
権
力
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
虞
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
法
治
主
義
が
公
式
論
に
拘
泥
し
て
、
自
ら
破
綻
を
ま
ね
く
所

以
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
進
歩
し
た
法
治
主
義
は
、
こ
の
原
則
と
と
も
に
、
憲
法
の
中
に
非
常
事
態
に
際
し
て
の
例
外
措
置
規

定
を
併
せ
設
け
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
緊
急
の
場
合
に
平
時
の
法
治
主
義
の
原
則
が
停
止
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
憲
法
に

則
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
が
破
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
弾
力
性
の
あ
る
法
治
主
義
を
採
用
し
た
憲

法
と
し
て
、
多
く
の
学
者
が
例
に
挙
げ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
で
あ
る
。33010 

　
す
な
わ
ち
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
、
そ
の
第
四
十
八
条
第
二
項
に
、
「
ド
イ
ツ
国
の
内
部
で
公
共
の
安
寧
秩
序
が
著
し
く
撹
乱

さ
れ
、
も
し
く
は
撹
乱
の
危
険
に
瀕
し
た
場
合
に
は
、
国
の
大
統
領
は
公
共
の
安
寧
秩
序
の
恢
復
に
必
要
な
措
置
を
行
い
、
要
す

れ
ば
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
大
統
領
は
、
第
百
十
四
条
・
百
十
五
条
・
百
十
七
条
・
百
十
八
条
・

百
二
十
三
条
・
百
二
十
四
条
お
よ
び
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
基
本
権
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
暫
定
的
に
停
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ド
イ
ツ
国
大
統
領
の
「
独
裁
権
」
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
民
が
身
体
の
自

由
、
住
居
の
自
由
、
信
書
の
自
由
、
言
論
・
著
作
の
自
由
、
集
会
・
結
社
の
自
由
、
所
有
権
の
自
由
、
を
享
有
す
る
こ
と
は
、
こ

こ
に
列
挙
さ
れ
た
憲
法
第
百
十
四
条
以
下
の
条
項
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
基
本
権
は
「
法
律
」
に
よ
る
あ
ら
ず

し
て
は
制
限
も
し
く
は
侵
害
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
、
国
民
の
基
本
権
に
対
す
る
常
時
体
制
上
の
憲
法
の
保
障
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
公
共
の
安
寧
秩
序
が
は
な
は
だ
し
く
撹
乱
さ
れ
る
虞
れ
の
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
大
統
領
は
、
常
時
体
制
上

の
基
本
権
の
保
障
を
一
時
停
止
し
、＜

法
律
に
よ
ら
ず
し
て＞
こ
れ
ら
の
上
に
必
要
な
措
置
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が

こ
の
独
裁
権
の
規
定
の
要
旨
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
色
々
と
意
見
が
岐
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
の
解
釈

を
採
る
に
せ
よ
、
も
し
も
か
よ
う
な
規
定
が
な
い
の
に
、
大
統
領
が
法
律
に
よ
ら
な
い
で
基
本
権
に
関
す
る
非
常
措
置
を
行
っ
た

と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
憲
法
違
反
で
あ
り
、
正
に
国
家
緊
急
権
の
発
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
こ
の
規
定
が
あ
る
以
上
、

そ
の
範
囲
内
で
大
統
領
が
独
裁
権
を
行
う
こ
と
は
、
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
非
常
措
置
権
の
行
使
で
あ
っ
て
、
国
家
緊
急
権
で
は
な

い
（
参
４
）
。
こ
れ
を Staatsnotrecht 

と
呼
ぶ
学
者
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
憲
法
上
の
非
常

措
置
権
を
立
憲
制
度
上
の Staatsnotrecht 

と
名
づ
け
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
非
常
措
置
権
の
範
囲
を
ふ
み
越
え
る
よ
う

な
「
法
を
破
る
法
」
の
意
味
で
、
こ
れ
を
国
家
緊
急
権
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
（
参
５
）
。
そ
れ
だ
け
法
治
主
義
の



弾
力
が
ま
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
合
法
性
の
枠
が
ひ
ろ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
制
度
が
な
け
れ
ば
国
家
緊
急
権
と
な

る
べ
き
事
柄
が
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
国
家
緊
急
権
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
治
主
義
の
原
則
と

非
常
事
態
に
際
す
る
執
行
権
拡
大
の
必
要
と
を
、
一
度
は
充
分
に
調
和
せ
し
め
た
と
信
じ
た
に
相
違
な
い
。33011 

　
と
こ
ろ
が
、
実
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
「
法
を
破
る
法
」
と
し
て
の
国
家
緊
急
権
の
問
題
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
絶
滅
せ
し
め

得
た
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
大
統
領
の
独
裁
権
に
も
限
界
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
発
動
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
得
る
基
本
権
の
規
定
は
、
第
百
十
四
条
以
下
の
七
箇
条
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

故
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
予
想
し
た
よ
り
以
上
の
非
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
大
統
領
は
第
四
十
八
条
第
二
項
の
限
界
を

突
破
し
て
、
憲
法
の
認
め
ぬ
超
非
常
措
置
を
執
り
得
る
か
否
か
が
、
改
め
て
問
題
と
な
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ

れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
法
治
主
義
の
当
然
の
理
論
に
対
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る Staatsnotrecht 

の
主
張
が
、

新
た
な
「
法
を
破
る
法
」
の
理
論
と
し
て
現
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。33012 

（
参
考
１
） 

・
近
世
の
は
じ
め
。
グ
ロ
チ
ウ
ス
が dom
inium

 em
inens 

と
い
う
概
念
を
用
い
た
場
合
、
そ
の
本
来
の
意
味
が
私
所
有
権
を

侵
害
す
る
国
家
の
権
、
す
な
わ
ち
今
日
い
わ
ゆ
る
徴
収
権
ま
た
は
収
用
権
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て

明
確
に
説
か
れ
て
い
る
。33013 

（
参
考
２
） 

・
「
公
益
の
た
め
に
は
ー
ー
適
当
な
補
償
を
与
え
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
ー
ー
こ
れ
を
公
権
力
を
以
て
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
法
理
を
基
礎
づ
け
た
」
に
つ
い
て
、
柳
瀬
良
幹
教
授
は
、
こ
の
点
を
既
得
権
理
論
の
史
的
発
展
の
一
節
と
し
て
叙
述

し
て
お
ら
れ
る
。33014 

（
参
考
３
） 

・
ロ
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、 jus em

inens 

の
概
念
は
本
来 dom

inium
 em

inens 

の
概
念
と
は
何
ら

関
係
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
後
者
は
「
上
級
所
有
権
」
（O

bereigentum
）
を 

意
味
し
た
の
に
対
し
て
、
前
者
は



か
っ
て
上
級
所
有
権
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
「
例
外
の
場
合
の
国
家
理
由
」
（ratio status extraordinarii

）

で
あ
り
、
正
に
「
国
家
の
緊
急
権
」
（N

otrecht des Staates

）
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
、
と
。33015 

　
し
か
し
、
国
家
全
体
の
利
益
の
た
め
に
個
人
所
有
権
に
対
す
る
普
通
の
場
合
の
法
的
保
障
を
排
除
し
て
、
こ
れ
を
侵
害
す
る
こ

と
を
認
め
る
と
い
う
の
が
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
い
う dom

inium
 em

inens 

で
あ
る
。
こ
の
法
理
を
押
し
ひ
ろ
め
て
行
く
な
ら

ば
、
結
局 jus em

inens 

す
な
わ
ち
、
個
人
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
法
律
も
、
国
家
非
常
の
際
に
は
権
力
を
以
て
こ
れ
を
破

り
得
る
と
い
う
国
家
緊
急
権
の
概
念
に
到
達
す
る
、
故
に dom

inium
 em

inens 

の
本
来
の
語
義
が
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
収
用

権
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
家
緊
急
権
の
概
念
も
こ
れ
と
全
く
別
個
の
淵
源
か
ら
出
た
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
分
岐
し
た
強
度
の dom

inium
 em

inens 

に
外
な
ら
な
い
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。33016 

（
参
考
４
） 

・
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
法
文
の
意
味
に
忠
実
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
通
説
と
、
こ
れ
に

対
し
て
大
膽
な
意
味
拡
充
的
解
釈
を
加
え
よ
う
と
す
る
説
と
の
対
立
が
あ
っ
た
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
が
そ
の
独
裁
権
の
発

動
に
よ
っ
て
停
止
し
得
る
憲
法
の
条
規
は
、
第
百
十
四
条
以
下
、
こ
の
条
文
に
明
記
し
て
あ
る
七
箇
条
に
か
ぎ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
後
者
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
の
独
裁
権
の
発
動
は
、
必
然
的
に
こ
れ
ら
の
七
箇
条
の
範
囲
を
越
え
て
、

憲
法
の
他
の
条
項
に
も
そ
の
效
力
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。
そ
う
で
な
い
か
い
か
ぎ
り
、
こ
の
例
外
状
態
の
規
定
は
到
底
そ
の

目
的
を
達
し
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
説
を
代
表
す
る
学
者
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
も
、
第
四
十
八
条
第
二
項
の
大
統
領
の
独
裁
権
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
つ
の
「
適
憲
の
法
制
度
」

（verfassungsm
ässiges Rechtinstitut

）
で
あ
っ
て
、
国
家
緊
急
権
で
は
な
い
と
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
に
し
た
が
え
ば
、
も
し
も
大
統
領
で
は
な
く
、
他
の
国
家
機
関
が
憲
法
の
限
界
を
破
っ
て
緊
急
対
策
を
行
う
よ
う
な
場
合
が
あ

れ
ば
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
国
家
緊
急
権
の
発
動
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。33017 

（
参
考
５
） 

・
ト
オ
マ Richard Thom

a 

は
こ
こ
で
、
国
家
緊
急
権
と
い
う
言
葉
を
二
通
り
に
使
い
分
け
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
「
憲
法
を

ふ
み
越
え
る
国
家
緊
急
権
」
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
「
現
行
憲
法
制
度
上
の
国
家
緊
急
権
」
で
あ
る
。
第
二
の
意
味
の
国
家
緊



急
権
に
は
、
大
統
領
の
独
裁
権
や
緊
急
命
令
権
な
ど
が
属
す
る
。
そ
れ
が
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
行
使

は
も
と
よ
り
法
治
国
家
に
お
け
る
合
法
性
の
原
理
と
矛
盾
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
オ
マ
は
、
第
一
の
意
味
で
の
国
家
緊
急

権
は
憲
法
の
蹂
躙
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
排
斥
す
る
の
で
あ
る
。33018 

　
四
　STA

ATSN
O
TREC

H
T 

　Staatsnotrecht 

は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
に
一
つ
の Recht 

で
あ
る
。
い
な
、 Recht 

で
あ
る
と
い
わ
ん
と
す
る
よ
り

は
、
自
ら Recht 

た
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
普
通
の
場
合
の Recht 

で
は
な
く
、
平
時
法
の
枠

の
外
に
あ
る Recht 

で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
文
字
通
り
の N

otrecht 

で
あ
る
。
故
に
、Staatsnotrecht 

が
発
動
す
れ
ば
、
平

時
に
お
け
る
法
の
枠
は
破
ら
れ
る
。
格
別
の
理
由
も
な
い
の
に
法
の
枠
を
破
る
こ
と
は
、
違
法
で
あ
り
、
不
法
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
国
家
を
救
う
と
い
う
絶
対
の
必
要
の
前
に
は
、
違
法
も
不
法
も
な
く
な
る
。
そ
う
し
て
、
法
を
破
っ
て
国
家
を
救
う
こ
と
が

当
然
の
権
利
と
な
り
、
法
と
な
る
。
そ
れ
がStaatsnotrecht 

で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
こ
れ
を
排
斥
す
る
法
治
主
義
の

常
道
論
と
せ
り
合
い
な
が
ら
ド
イ
ツ
の
国
法
学
会
を
賑
わ
し
、
遂
に
ナ
チ
ス
の
時
代
の
国
権
絶
対
主
義
の
再
現
を
迎
え
る
に
い

た
っ
た
。34001 

　
か
よ
う
な
思
想
を
き
わ
め
て
は
っ
き
り
し
た
太
い
線
で
描
き
出
し
た
学
者
と
し
て
挙
ぐ
べ
き
は
、
イ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
ろ
う
。

イ
ェ
リ
ン
グ
の
時
代
に
は
、
も
と
よ
り
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
よ
う
な
非
常
措
置
法
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

一
八
五
〇
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
は
、
す
で
に
そ
の
第
六
十
三
条
に
緊
急
命
令
の
規
定
を
設
け
、
そ
の
第
百
十
一
条
に
戒
厳
に
関

す
る
条
項
を
置
き
、
非
常
の
場
合
の
例
外
措
置
を
あ
ら
か
じ
め
法
を
以
て
定
め
て
置
く
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
イ
ェ
リ
ン
グ
に
い
は
せ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
非
常
措
置
を
法
で
決
め
て
置
い
て
も
、
も
っ
と
差
し
せ
ま
っ
た
緊
急
状
態

と
な
れ
ば
、
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
臨
機
の
権
力
行
使
を
断
行
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
法
の
問
題
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
元
来
、
法
は
目
的
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
法
は
目
的
で
な
く
て
、
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
法
の



目
的
は
、
社
会
生
活
の
存
立
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
権
力
が
社
会
生
活
の
維
持
発
展
の
た
め
に

法
を
作
っ
た
以
上
、
権
力
自
ら
が
法
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度
を
堅
持
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
法
は
権
力
の
賢
明
な
政
策
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
権
力
は
謙
抑
の
態
度
を
以
て
法
の
規
準
に
服
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
に
立
つ
権
力
者
が
法
に
従
わ
ず
し
て
は
、
一
般
国
民
に
遵
法
の
精
神
が
育
つ
筈
は
な
く
、
法
の
確
実
性

や
秩
序
の
安
定
性
が
な
く
し
て
は
、
社
会
生
活
の
繁
栄
は
も
と
よ
り
期
待
で
き
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
に
よ
る
権
力
の
拘

束
に
も
、
自
ら
に
し
て
限
度
が
あ
る
。
法
を
守
る
か
生
命
を
救
う
か
と
い
う
切
端
つ
ま
っ
た
事
態
に
立
ち
い
た
れ
ば
、
権
力
は
手

段
を
棄
て
て
、
目
的
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
法
を
破
っ
て
も
生
命
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
非
常
の
場
合
に
お

け
る
国
家
権
力
の
救
済
行
為
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
難
船
の
危
険
に
瀕
し
た
船
長
が
、
船
と
乗
組
員
の
生
命
と
を
救
う
た
め
に
、

積
荷
を
海
中
に
投
ず
る
よ
う
に
、
国
家
権
力
も
ま
た
、
そ
れ
が
差
し
せ
ま
っ
た
危
機
を
乗
り
越
え
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
場
合
に

は
、
法
を
思
い
切
っ
て
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
非
常
状
態
に
あ
た
っ
て
発
生
す
る
国
家
権
力
の
非
常
権
な
の
で
あ

る
。34002 

　
同
様
の
見
解
を
憲
法
学
の
立
場
か
ら
展
開
し
た
学
者
と
し
て
、
カ
ル
テ
ン
ボ
ル
ン
（Carl von Kaltenborn

）
の
説
く
と
こ
ろ

を
聞
こ
う
。
カ
ル
テ
ン
ボ
ル
ン
に
よ
れ
ば
、
憲
法
の
変
更
ま
た
は
そ
の
廃
止
は
、
原
則
と
し
て
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
法
形
式

を
ふ
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
得
る
。
こ
の
原
則
に
対
し
て
例
外
を
認
め
る
こ
と
は
、
形
式
的
な
法
の
見
地
か
ら
は
許
さ
れ

な
い
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
、
単
な
る
便
宜
上
の
理
由
や
、
い
わ
ゆ
る
公
共
の
福
祉
と
い
う
が
ご
と
き
不
明
確
な
論
拠
を
か
か
げ
て

法
の
形
式
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
堅
く
戒
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
法
の
形
式
を
ふ
ま
ず
に
行
わ
れ
た
憲
法
の
変
更
や
廃
止

は
、
常
に
形
式
上
の
法
の
破
砕
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
形
式
上
の
法
の
破
砕
は
絶
対
に
許
さ
れ
得
ぬ
と
い

う
訳
で
は
な
い
。
形
式
的
な
法
よ
り
も
高
い
実
質
的
な
法
を
根
拠
と
す
る
な
ら
ば
、
法
の
破
砕
も
ま
た
是
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
な
憲
法
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
が
国
民
生
活
お
よ
び
国
民
精
神
の
自
然
的
、
社
会
的
、
倫
理
的
な
基

礎
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
実
質
上
の
国
家
秩
序
そ
の
も
の
を
維
持
す
る
必
要
上
、
法
の
手
つ
づ
き
に

よ
ら
な
い
で
形
式
上
の
憲
法
を
改
廃
す
る
と
い
う
理
由
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
形
式
上
の
法
は
、
国
民
精
神
の

確
乎
た
る
基
礎
に
立
脚
す
る
と
き
に
の
み
、
真
の
生
活
規
範
と
し
て
の
效
力
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
、
国
民
精
神
の
基
礎



か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
た
法
を
、
な
お
か
つ
形
式
的
に
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
、
国
家
の
存
立
を
危
か
し
め
る
よ
う
な
場
合
、
そ
う

し
て
、
憲
法
上
の
手
つ
づ
き
に
よ
っ
て
こ
れ
を
適
当
に
改
正
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
な
ら
し
め
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
に

は
、
国
の
政
府
は
、
形
骸
と
化
し
た
法
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
没
落
を
招
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
形
式
的
な
法
の
破
砕

の
責
任
を
負
う
て
も
、
国
家
を
救
う
た
め
に
必
要
な
処
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
国
家
の
た
め
の
正
当
防
衛
で

あ
り
、
正
に Staatsnotrecht 

な
の
で
あ
る
、
と
。34003 

　
こ
れ
ら
は
、
と
も
に
第
十
九
世
紀
の
後
半
に
属
す
る
か
な
り
古
い
学
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
『
ド
イ
ツ
国
家
大
観
』

の
中
で
ト
ー
マ
の
引
用
し
て
い
る
シ
ョ
イ
ル
の
見
解
は
、
ナ
チ
ス
擡
頭
前
の
比
較
的
新
し
い Staatsnotrecht 

の
理
論
と
し

て
、
注
目
に
値
す
る
。
シ
ョ
イ
ル
（Scheurl von Defersdorf

）
に
よ
る
と
、
国
家
の
平
常
時
法
秩
序
の
描
く
円
の
周
囲
に

は
、
更
に
広
い
非
常
時
法
秩
序
の
円
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
前
者
の
範
疇
を
乗
り
越
え
て
後
者
が
実
現
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
法
治
国
家
」
は
既
存
の
法
秩
序
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
こ
の
説
は
常
時
法
秩
序
と
非
常

時
法
秩
序
と
を
互
に
重
な
り
合
う
二
つ
の
円
と
し
て
説
明
し
、
非
常
時
に
あ
た
っ
て
は
後
者
の
実
定
法
化
を
見
、
し
た
が
っ
て
前

者
の
枠
が
破
ら
れ
る
に
い
た
る
の
を
、
「
法
治
国
家
」
の
法
現
象
と
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
特
色
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
規
範

の
形
式
的
な
意
味
に
拘
泥
す
る
杓
子
定
規
の
法
治
主
義
を
ば
「
法
律
国
家
」
（Gesetzesstaaat

）
の
思
想
と
し
て
斥
け
、
変
通

自
在
の
政
治
を
す
べ
て
法
の
作
用
と
見
做
そ
う
と
す
る
、
ナ
チ
ス
流
の
「
法
治
国
家
」
（Rechtsstaat

）
の
概
念
の
先
駆
と
し

て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。34004 

　
し
か
し
な
が
ら
、 Staatsnotrecht 

を
肯
定
す
る
こ
れ
ら
の
理
論
は
、
民
主
主
義
法
治
国
家
の
時
代
に
は
、
も
と
よ
り
少
数

派
で
あ
っ
た
。
立
憲
主
義
の
国
家
体
制
を
整
備
し
て
行
く
上
か
ら
い
え
ば
、
法
を
破
る
法
を
認
め
る
よ
う
な
学
説
は
、
あ
く
ま
で

も
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ナ
チ
ス
独
裁
主
義
の
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
有
力
な
国
法

学
者
の
見
解
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て Staatsnotrecht 

を
否
定
し
て
来
た
。
こ
れ
ら
の
学
者
に
よ
れ
ば
、
立
憲
的
法
治
国
家
の
作

用
は
、
す
べ
て
法
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
法
は
も
と
よ
り
、
行
政
の
作
用
も
、
適
法
で
あ
る
こ
と
を
根
本
の
建

前
と
す
る
。
「
非
常
状
態
」
と
い
え
ど
も
、
こ
の
建
前
を
無
視
す
る
口
実
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
行
政
は
、
法
を
破
る
権
を

も
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
行
政
が
法
を
破
る
権
を
も
た
な
い
の
と
同
様
に
、
立
法
の
作
用
も
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
は
許



さ
れ
な
い
。
も
し
も
議
会
が
憲
法
の
手
つ
づ
き
を
無
視
し
て
違
憲
の
法
律
を
制
定
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
さ
よ
う
な
立
法
作
用

は
、
い
か
な
る
「
非
常
状
態
」
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
「
不
法
」
と
し
て
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
法
の
破
砕
は
い

か
な
る
法
学
上
の
理
論
に
よ
っ
て
も
是
認
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
殊
に
、
憲
法
が
常
時
法
の
制
限
を
超
え
て
発
動
し
得
べ
き
非

常
措
置
権
を
認
め
、
か
つ
、
さ
よ
う
な
非
常
措
置
権
の
及
ぶ
範
囲
を
、
明
文
を
以
て
か
ぎ
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
範
囲
を
越
え
て

権
力
の
行
使
に
訴
え
る
こ
と
は
、
も
は
や
法
で
も
な
く
。
権
で
も
な
い
。
故
に
、
立
憲
国
家
の
法
制
度
と
し
て 

Staatsnotrecht 
な
る
も
の
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
す
る
が
ご
と
き
統
治

中
枢
の
非
常
措
置
権
こ
そ
、
そ
れ
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
外
に
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
憲
法
上
の
授
権
の
根
拠
を
無

視
す
る Staatsnotrecht 
を
認
め
る
余
地
は
、
法
学
上
全
く
存
在
し
な
い
。
も
し
も
事
実
そ
う
い
う
権
力
行
動
が
行
わ
れ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
違
憲
の
行
為
で
あ
っ
て
、
国
家
の
「
非
常
状
態
」
も
こ
れ
を
法
と
し
、
権
と
す
る
理
由
と
は
な
ら

な
い
。
ー
ー
こ
れ
が
、
ゲ
オ
ル
グ
・
マ
イ
ヤ
ー
、
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
、
メ
ル
ク
ル
、
ト
オ
マ
等
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
見
解
の
要
点

で
あ
っ
て
、
厳
正
な
憲
法
解
釈
論
と
し
て
は
正
に
当
然
し
か
る
べ
き
理
論
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。34005 

　
と
こ
ろ
が
、
ナ
チ
ス
独
裁
主
義
へ
の
転
換
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
ド
イ
ツ
国
法
学
の
伝
統
を
く
つ
が
え
し
た
。
民
族
社
会
主

義
の
世
界
観
は Staatsnotrecht 

の
概
念
を
公
然
と
復
活
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
民
族
社
会
主
義
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
法
は

民
族
共
同
体
の
生
活
形
式
で
あ
り
、
法
の
最
高
目
的
は
民
族
の
存
続
・
発
展
で
あ
る
。
こ
の
目
的
に
か
な
う
も
の
が
法
で
あ
り
、

こ
の
目
的
を
阻
害
す
る
も
の
は
法
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
外
観
広
壮
な
成
文
法
規
の
体
系
が
存
在
し
て
い

て
も
、
そ
の
内
容
が
民
族
主
義
的
な
意
味
で
法
た
る
に
適
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
破
っ
て
も
法
を
破
っ
た
こ
と
に
な

ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
か
く
て
、
定
型
化
さ
れ
た
法
規
範
を
金
科
玉
条
と
す
る
規
範
主
義
は
排
斥
さ
れ
て
、
民
族
生
活
の
具
体
秩
序
が

重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
法
規
の
形
式
か
ら
外
れ
ぬ
こ
と
を
正
し
い
と
す
る
「
合
法
性
」
の
理
念
は
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
、
実
質
上
法
の
目
的

に
か
な
う
こ
と
を
尊
ぶ
「
正
当
性
」
の
原
理
が
主
張
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
法
観
念
の
転
換
は
、
す
べ
て
、
立
憲
主
義
的
な
法
治
国

家
の
体
制
を
崩
壊
せ
し
め
、
民
族
社
会
主
義
の
政
治
理
念
を
法
生
活
の
隅
々
に
ま
で
浸
潤
さ
せ
る
た
め
の
戦
術
と
な
っ
た
。
か
く

の
ご
と
く
に
、
法
規
範
ー
ー
成
文
法
規
ー
ー
の
も
つ
価
値
を
転
落
せ
し
め
、
反
対
に
、
民
族
の
発
展
と
い
う
こ
と
を
絶
対
の
法
価

値
に
ま
で
高
め
る
な
ら
ば
、
民
族
の
存
続
の
た
め
に
成
文
憲
法
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
茶
飯
事
の
ご
と
く
に
容
易
に
行
わ
れ
得
る



こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
法
を
破
る
法
」
と
し
て
の Staatsnotrecht 

の
概
念
の
復
興
を
見
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
も
と
よ
り

怪
し
む
に
足
り
な
い
。34006 

　
か
く
の
ご
と
き Staatsnotrecht 

の
概
念
の
再
建
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
代
表
的
な
憲
法
学
者
た
る
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
に

よ
っ
て
き
わ
め
て
大
膽
に
説
か
れ
た
。
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
民
族
社
会
主
義
の
ド
イ
ツ
指
導
者
国
家
は
、
真
の
意
味
で
法

治
国
家
で
あ
る
。
国
家
は
、
一
つ
の
民
族
が
政
治
的
な
生
活
様
式
を
も
ち
、
そ
の
政
治
的
生
活
様
式
が
法
に
よ
っ
て
形
態
化
さ
れ

た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
法
と
国
家
は
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
民
族
国
家
は
、
そ
の
生
活
動
の
方
向
か
ら
見
れ

ば
政
治
共
同
体
で
あ
り
、
そ
の
存
在
形
態
の
側
か
ら
眺
め
れ
ば
法
共
同
体
で
あ
る
。
故
に
、
民
族
社
会
主
義
ド
イ
ツ
指
導
者
国
家

は
、
急
進
自
由
主
義
の
「
法
律
国
家
」
と
は
全
く
違
っ
た
意
味
で
の
「
法
治
国
家
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
政
治
指
導
お

よ
び
国
家
行
政
は
法
に
よ
っ
て
規
律
せ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
法
に
よ
る
政
治
指
導
の
規
律
に
は
、
限
界
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
限
界
を
劃
す
る
も
の
は
、
民
族
の
生
活
秩
序
を
保
全
す
る
と
い
う
必
要
で
あ
る
。
こ
の
必
要
の
た
め
に
す
る

政
治
指
導
は
、
法
の
限
界
の
外
に
出
で
得
る
。
民
族
主
義
の
法
治
国
家
に
と
っ
て
は
、
民
族
の
生
命
の
維
持
こ
そ＜

最
高
の
政
治

価
値＞

で
あ
り
、＜

最
大
の
法
価
値＞

で
あ
る
。
こ
の
最
高
・
至
上
の
価
値
を
擁
護
す
る
た
め
に
は
、
必
要
な
一
切
の
手
段
が
講

ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
、
民
族
の
存
立
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
い
つ
で
もStaatsnotrecht 

が
実
定
化
さ
れ

る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
個
人
主
義
の
法
観
念
は
、
民
族
の
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
を
最
高
の
価
値
と
し
て
認
め
よ
う
と
は
し
な
い

か
ら
、
い
き
お
い
、
法
に
よ
る
個
人
の
権
益
の
保
護
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
適
法
の
政
治
と
い
う
観
点
に
拘
泥
し
て

Staatsnotrecht 

を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
、
と
。34007 

　
以
上
の
概
観
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
国
法
学
上
の Staatsnotrecht 

の
概
念
は
、
肯
定
・
否
定
・
再

肯
定
の
三
段
階
を
経
て
変
化
し
た
。
そ
れ
が
最
初
に
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
近
世
主
権
国
家
建
設
の
途
上
に
お
い
て
、
澎
湃
と
し
て

興
り
来
る
国
民
主
権
主
義
の
勢
力
と
対
抗
し
つ
つ
、
国
家
の
中
央
集
権
を
強
化
・
確
保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
さ
れ
た
時
代
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
た
の
は
、
成
文
憲
法
が
権
力
行
使
の
筋
道
と
し
て
整
備
さ
れ
、
整
備
さ
れ
た
法
に
対
す
る
信

頼
が
、
し
た
が
っ
て
法
を
破
る
勢
力
に
対
す
る
不
信
頼
が
、
強
く
国
民
の
法
意
識
を
支
配
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
殊
に
、
成
文
憲

法
に
緊
急
・
非
常
の
場
合
に
の
ぞ
ん
で
の
国
家
作
用
の
特
別
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
非
常
措
置
の
範
囲
を
逸
脱
す



る
権
力
の
行
使
を
認
め
る
余
地
は
、
全
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の Staatsnotrecht 

を
再
転
し
て

肯
定
せ
し
め
る
に
い
た
っ
た
も
の
は
、
民
主
主
義
の
時
代
に
発
達
し
た
成
文
法
の
体
系
を
ば
暢
達
自
在
な
政
治
活
動
の
障
礙
で
あ

る
と
な
し
、
し
た
が
っ
て
、
非
常
の
場
合
に
法
を
破
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
誠
の
法
を
実
現
す
る
所
以
で
あ
る
と
見
る
、
民
族
社
会

主
義
の
世
界
観
で
あ
っ
た
。
そ
の
ナ
チ
ス
の
独
裁
主
義
が
敗
戦
に
よ
っ
て
掃
蕩
さ
れ
た
今
後
は
、
お
そ
ら
く
ふ
た
た
び 

Staatsnotrecht 
を
呪
詛
す
る
時
代
を
迎
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
権
力
の
掌
握
者
が
法
治
主
義
の
限
界
を
越
え

て
そ
の
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
が
、
問
題
の
焦
点
で
あ
り
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
肯
定
・
否
定
の
理
論

は
、
政
治
的
世
界
観
が
国
権
絶
対
主
義
と
自
由
民
権
主
義
と
の
い
づ
れ
に
傾
く
か
に
よ
っ
て
、
起
伏
・
交
代
を
つ
づ
け
て
来
た
の

で
あ
る
。34008 

　
五
　
革
命
権
お
よ
び
国
家
緊
急
権
の
政
治
性 

　
革
命
権
お
よ
び
国
家
緊
急
権
は
、
と
も
に
自
ら
認
め
て
「
法
を
破
る
法
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
体
を
と
ら
え
て

見
る
な
ら
ば
、
両
者
は
と
も
に
「
法
を
破
る
力
」
で
あ
る
。
法
を
破
り
な
が
ら
、
し
か
も
法
を
破
る
こ
と
を
高
次
の
法
で
あ
り
権

で
あ
る
と
す
る
た
め
に
、
両
者
は
い
づ
れ
も
理
念
を
か
か
げ
る
。
革
命
権
が
自
然
法
の
理
論
や
国
民
主
権
の
理
念
を
か
か
げ
る
の

は
、
そ
れ
で
あ
る
。
国
家
緊
急
権
が
、
生
命
の
維
持
、
国
家
の
存
立
、
民
族
の
擁
護
と
い
っ
た
よ
う
な
目
的
を
ふ
り
か
ざ
す
の
も
、

そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
、
革
命
権
お
よ
び
国
家
緊
急
権
が
現
実
に
法
を
破
る
と
い
う
作
用
を
遂
行
し
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の

理
念
や
目
的
が
現
実
に
内
在
し
、
現
実
人
の
現
実
行
動
に
方
向
を
与
え
る
力
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
政

治
の
力
で
あ
る
。
革
命
権
お
よ
び
国
家
緊
急
権
は
、
名
は
「
権
」
で
あ
り
、
「
法
」
で
あ
る
が
、
実
は
「
政
治
」
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
革
命
権
に
つ
い
て
は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
ほ
ど
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
革
命
権
は
、
憲
法
制
定
権
力
と
楯
の
両
面
と

も
い
う
べ
き
一
体
不
二
の
関
係
に
あ
る
、
そ
う
し
て
、
憲
法
制
定
権
力
の
本
体
が
政
治
の
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、



す
で
に
前
の
章
で
詳
し
く
考
察
を
加
え
て
置
い
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
こ
で
は
、
国
家
緊
急
権
の
政
治
性
に
つ
い
て
簡
単
な
論

述
を
つ
け
加
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。35001 

　
国
家
緊
急
権
は
、
実
定
法
を
破
る
力
で
あ
る
。
実
定
法
を
破
る
力
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
実
定
法
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
る
こ
と

は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
緊
急
権
は
法
を
破
る
法
で
あ
る
と
自
称
す
る
。
国
家
緊
急
権
を
肯

定
す
る
学
者
は
、
権
力
に
よ
っ
て
憲
法
を
破
る
こ
と
を
ば
、
な
お
か
つ
権
で
あ
る
と
主
張
し
よ
う
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
定

法
を
破
る
国
家
緊
急
権
を
ば
、
実
定
法
の
尺
度
を
以
て
法
で
あ
り
、
権
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
は
、
全
く
筋
道
の
立
た
ぬ
不
可
能

事
で
あ
る
。
故
に
、
国
家
緊
急
権
は
、
い
づ
れ
に
せ
よ
実
定
法
を
超
越
す
る
問
題
で
あ
る
。
実
定
法
の
外
に
厳
密
な
意
味
で
の
法

は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
に
法
を
超
越
す
る
問
題
で
あ
る
。
故
に
、
国
家
緊
急
権
の
本
体
を
見
き
わ
め
る
た
め
に
は
、
ま

づ
こ
の
問
題
の
法
超
越
性
の
認
識
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。35002 

　
国
家
緊
急
権
の
問
題
の
法
超
越
性
を
き
わ
め
て
明
確
に
指
摘
し
た
学
者
は
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
で
あ
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
よ
れ

ば
、
法
は
国
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
が
、
国
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
は
、
逆
に
、
法
を
作
っ
た
国
家
を
拘
束
す
る
。
そ
れ
が
「
国

家
の
自
己
義
務
づ
け
」
（Selbstverpfliohtung des Staates

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
に
よ
る
国
家
作
用
の
義
務
づ
け
に
も

自
ら
な
る
限
界
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
。
危
機
に
臨
ん
で
国
家
生
活
の
基
礎
が
変
化
す
れ
ば
、
法
は
も
は
や
そ
の
変
化
を
阻
止
す
る

力
は
な
い
。
法
の
力
の
お
よ
び
得
ぬ
彼
岸
で
行
わ
れ
た
国
家
生
活
の
変
動
は
、
法
を
破
る
。
し
か
る
に
、
国
家
生
活
の
変
動
に

よ
っ
て
国
法
秩
序
の
上
に
加
え
ら
れ
る
か
よ
う
な
侵
害
を
隠
蔽
し
、
こ
れ
を
法
的
に
粉
飾
す
る
た
め
に
、
人
々
は
こ
れ
ま
で 

Staatsnotrecht 

と
い
う
範
疇
を
用
い
て
来
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、＜

力
が
法
に
優
越
す
る＞

と
い
う
命
題
を
、
単
に
別
の

表
現
を
以
て
い
い
直
し
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
支
配
者
も
し
く
は
被
支
配
者
が
実
力
を
以
て
国
家
生
活
の
変
革
を
強
行
す

る
と
い
う
事
実
は
、
法
秩
序
の
物
さ
し
で
は
測
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
が
こ
れ
を
法
に
よ
っ
て
糾
弾

し
、
一
々
に
こ
れ
を
不
法
と
し
、
犯
罪
の
烙
印
を
そ
の
上
に
押
し
て
行
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
は
常
に
刑
法
の
条
項
に
よ
っ

て
裁
か
れ
な
く
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
法
の
領
域
か
ら
全
く
外
れ
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る
か
よ
う
な
過
程
は
、

い
か
に
法
規
を
整
備
し
て
も
阻
止
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
法
で
も
な
い
が
、
さ
り
と
て
ま
た
不
法
で
も
な
い
と
こ
ろ

の
単
な
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
事
実
か
ら
や
が
て
新
た
な
規
範
が
創
造
さ
れ
る
。
革
命
や
憲
法
の
破
砕
は
、
必
ず
新
し



い
法
形
成
の
出
発
点
と
な
る
。
ー
ー
か
く
の
ご
と
く
に
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
人
が Staatsnotrecht 

の
概
念
を
以
て
説
明
し

よ
う
と
す
る
現
象
を
ば
、
法
で
も
不
法
で
も
な
い
法
的
に
中
性
の
事
実
と
見
、
か
か
る
事
実
か
ら
法
が
生
ま
れ
て
来
る
過
程
を

ば
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
事
実
の
規
範
力
」
（norm

ative Kraft des Faktischen

）
の
作
用
す
る
一
つ
の
重
要
な
場
合
と
し
て

取
り
上
げ
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。35003 

　
人
々
が
国
家
緊
急
権
の
名
の
下
に
一
つ
の＜

法
過
程＞

と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
法
の
破
砕
が
、
実
は
法
の
領
域
の
外
に
起

こ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
法
の
力
を
以
て
し
て
は
こ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
も
認
証
す
る
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
イ
ェ
リ
ネ
ッ

ク
の
考
え
方
は
、
歴
史
の
現
実
に
対
す
る
深
い
洞
察
に
立
脚
し
て
い
る
。
国
家
の
危
機
に
臨
み
、
も
し
く
は
国
家
の
危
機
を
名
と

し
て
、
憲
法
の
予
想
し
て
い
る
よ
り
以
上
の
非
常
手
段
に
訴
え
る
こ
と
は
、
も
は
や
実
定
法
の
規
律
し
得
る
範
囲
外
に
属
す
る
。

か
か
る
措
置
を
ま
で
実
定
法
の
立
場
か
ら
是
認
し
得
る
た
め
に
は
、
憲
法
の
最
高
原
則
と
し
て
、
国
家
の
危
機
に
あ
た
っ
て
は
権

力
の
掌
握
者
は
い
か
な
る
こ
と
も
な
し
得
る
、
と
い
う
こ
と
を
定
め
て
置
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
法

治
主
義
は
事
実
上
そ
の
守
る
べ
き
最
後
の
一
線
を
も
抛
棄
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
絶
対
無
制
限
の
独
裁
主
義
に
国
家
の
全

権
を
ゆ
だ
ね
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
い
か
ぎ
り
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
上
の
非
常
措
置
に
或
る
一
定
の
制
限
を
附
し
て

い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
制
限
を
踰
え
る
権
力
行
使
を
実
定
法
の
立
場
か
ら
法
と
認
め
る
余
地
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
不
法
で
あ
り
、
憲
法
違
反
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
さ
よ
う
な
不
法
が
国
家
を
救
う
た
め
に
是

非
と
も
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
そ
う
い
う
不
法
な
措
置
が
事
実
上
実
行
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
法
が
破
ら
れ
る
に
い
た
る
と
い

う
現
象
を
、
法
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
家
緊
急
権
の
問
題
は
、
実
定
法
解
釈
学
の
処

理
し
得
る
範
囲
の
外
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。35004 

　
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
緊
急
権
の
問
題
が
実
定
法
学
の
縄
張
り
の
外
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
よ
う

に
単
な
る
「
事
実
」
と
見
做
す
こ
と
は
、
正
当
で
は
あ
る
ま
い
。
国
家
緊
急
権
が
発
動
す
る
場
合
に
は
、
ま
づ
以
て
国
家
の
危
機

を
克
服
し
、
民
族
の
生
存
を
保
全
す
る
と
い
う
退
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
「
目
的
」
が
前
提
と
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
う

い
う
「
目
的
」
を
か
か
げ
、
そ
う
い
う
「
名
分
」
の
下
に
、
余
儀
な
く
法
を
破
る
の
で
あ
る
と
い
う
体
裁
が
採
ら
れ
る
。
国
家
の

た
め
に
さ
よ
う
な
「
目
的
」
や
「
名
分
」
を
か
か
げ
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
手
段
を
ば
権
力
を
以
て
強
行
す
る
の
は
、



疑
い
も
な
く
一
つ
の
端
的
な
政
治
活
動
で
あ
る
。
国
家
緊
急
権
は
、
決
し
て
無
理
念
・
無
目
的
の
事
実
で
な
く
、
法
の
予
想
し
た

範
囲
を
逸
脱
し
て
活
動
す
る
政
治
で
あ
り
、
政
治
が
法
を
破
り
つ
つ
、
国
家
を
救
済
す
る
と
い
う
名
分
の
下
に
、
法
を
破
り
な
が

ら
も
自
ら
を
法
と
し
て
認
証
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
外
な
ら
な
い
。
国
家
緊
急
権
に
よ
っ
て
法
が
破
ら
れ
る
の
は
、
法
に
よ
っ
て

法
が
破
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
、
事
実
が
法
を
破
る
の
で
も
な
く
、
実
は
、
政
治
に
よ
っ
て
法
が
破
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

国
家
緊
急
権
の
発
動
を
転
機
と
し
て
そ
こ
か
ら
新
た
な
法
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
政
治
が
法
を

破
っ
た
の
ち
に
、
自
ら
新
た
な
法
創
造
の
原
動
力
に
な
る
と
い
う
、
法
と
政
治
の
間
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
現
象
の
一
つ
の
場

合
に
す
ぎ
な
い
。
国
家
緊
急
権
の
問
題
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
考
え
た
よ
う
に
法
を
超
越
す
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は

単
な
る
「
事
実
」
の
世
界
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
法
の
外
な
る
「
政
治
」
の
領
域
に
発
生
す
る
。
「
法
を
破
る
法
」
で
は
な
く
、

「
法
を
破
る
政
治
」
た
る
こ
と
が
、
国
家
緊
急
権
の
正
体
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。35005 

　
か
く
て
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
、
ま
づ
「
法
を
作
る
力
」
と
し
て
と
ら
へ
、
次
に
「
法
を
破
る
力
」
と
し
て
吟
味
し
た
結

果
は
、
い
づ
れ
も
、
そ
れ
が
政
治
の
作
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。
法
は
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
政
治
に
よ
っ
て

破
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
政
治
は
法
の
原
動
者
で
あ
り
、
政
治
こ
そ
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
法
は
政
治
の
意
の
ま
ま
に
、
い
か
よ
う
に
も
作
ら
れ
、
い
か
よ
う
に
も
破
ら
れ
る
、
単
な
る

傀
儡
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
法
は
万
能
の
政
治
に
対
し
て
は
何
ら
の
自
主
性
も
自
律
性
も
も
た
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
、
万
能
と
見

え
る
政
治
に
も
遂
に
逸
脱
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
究
極
の
矩
が
あ
っ
て
、
そ
の
政
治
の
矩
が
、
更
に
法
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
政
治
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
法
と
政
治
は
い
か
に
結
合
し
、
い
か
に
反
発
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
ー
ー
こ
こ
で
章
を
改
め
て
、
そ
う
い
う
原
理
論
の
考
察
に
移
っ
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。35006 



第
四
章
　
法
の
原
動
者
と
し
て
の
政
治 

　
一
　
法
の
究
極
に
在
る
政
治 

　
法
の
究
極
に
は
理
念
が
あ
る
。
し
か
し
法
を
作
り
、
法
を
破
る
力
は
、
決
し
て
単
な
る
理
念
の
力
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
実

の
人
間
の
行
動
が
、
法
を
作
り
、
法
を
破
る
直
接
の
原
動
力
な
の
で
あ
る
。
「
自
由
」
の
理
念
が
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
の
法
体
制

を
完
全
に
破
り
去
る
た
め
に
は
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
の
事
件
を
発
端
と
す
る
迂
餘
曲
折
の
事
実
行
動
と
な
っ
て
現
れ
る
必
要
が
あ
っ

た
。
「
民
族
」
の
理
念
が
ナ
チ
ス
指
導
者
国
家
の
法
を
作
る
に
あ
た
っ
て
は
、
指
導
者
の
言
葉
に
随
喜
ま
た
は
阿
附
す
る
ド
イ
ツ

国
民
の
生
活
事
実
が
こ
れ
を
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
法
は
人
間
の
行
動
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
人
間
の
行
動
に
よ
っ

て
破
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
法
を
作
る
力
」
も
「
法
を
破
る
力
」
も
、
と
も
に
人
間
の
事
実
行
動
の
力
な
の
で
あ
る
。41001 

　
故
に
、
法
は
人
間
生
活
の
実
践
を
離
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
法
が
創
造
さ
れ
る
源
泉
も
、
法
が
行
わ
れ
る
場
所
も
、
法
が

改
廃
さ
れ
る
機
縁
も
、
す
べ
て
人
間
の
実
践
生
活
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
生
活
、
人
間
の
実
践
行
動

は
、
決
し
て
単
な
る
自
然
現
象
で
は
な
い
。
人
間
の
生
活
に
は
「
目
的
」
が
あ
り
、
人
間
の
行
動
に
は
「
意
味
」
が
あ
る
。
か
よ

う
な
人
間
生
活
の
目
的
や
人
間
行
動
の
意
味
を
、
そ
の
き
わ
め
て
高
度
に
客
観
化
さ
れ
た
形
態
に
お
い
て
と
ら
え
た
と
き
、
こ
れ

を
「
理
念
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
唯
物
史
観
が
社
会
変
遍
論
の
中
心
に
据
え
た
経
済
現
象
は
、
人
間
生
活
の
最
も
広
い
最
も
根
本

の
部
分
を
形
づ
く
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
て
決
し
て
没
価
値
・
無
目
的
の
自
然
現
象
で
は
な
い
。
人
間
の
経
済
生
活
に
は
き
わ
め

て
複
雑
な
「
意
味
」
が
あ
り
、
切
実
な
「
目
的
」
が
あ
る
。
ま
し
て
、
こ
れ
を
国
民
の
福
祉
と
か
、
国
家
の
繁
栄
、
と
か
、
公
益

優
先
と
か
、
「
各
人
に
か
れ
の
も
の
を
与
え
よ
」
と
か
い
う
よ
う
な
原
理
と
結
び
つ
け
て
見
る
な
ら
ば
、
卑
近
な
経
済
の
中
に
も

高
度
に
客
観
化
さ
れ
た
「
理
念
」
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
故
に
、
す
べ
て
の
人
間
の
行
動
は
、
理
念
に
よ
り
、
目

的
に
よ
り
、
意
味
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
行
動
か
ら
理
念
を
去
り
、
目
的
を
切
り
離
し
、
意
味
を
捨
象
し
て

し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
人
間
の
行
動
と
し
て
は
理
解
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
行
動
が
「
力
」
を
発



揮
す
る
の
は
、
そ
の
行
動
を
強
く
一
定
の
方
向
に
む
か
わ
し
め
る
と
こ
ろ
の
理
念
・
目
的
・
意
味
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る

と
、
人
間
の
行
動
の
本
体
は
、
や
は
り
理
念
の
力
、
目
的
の
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
法
を
作
り
、
法
を
破
る

力
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
ま
た
理
念
の
力
に
還
元
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。41002 

　
か
よ
う
に
、
理
念
が
行
動
を
う
な
が
し
、
行
動
が
理
念
を
実
現
し
て
、
法
を
動
か
す
力
と
な
る
た
め
に
は
、
理
念
と
事
実
と
を

媒
介
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
人
間
の＜

現
実
意
識＞

で
あ
り
、＜

現
実
意
欲＞

で
あ
る
。
理
念
は
「
意
味
」

の
世
界
に
お
い
て
「
妥
当
」
す
る
。
し
か
も
、
客
観
的
な
意
味
の
世
界
に
お
い
て
妥
当
す
る
理
念
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

（M
ax W

eber

）
の
い
わ
ゆ
る
「
主
観
的
に
思
念
さ
れ
た
意
味
」
（subjektiv gem

einter Sinn

）
と
な
っ
て
人
間
の
現
実

意
欲
の
面
に
現
れ
、
更
に
す
す
ん
で
、
人
間
共
同
生
活
に
方
向
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
道
徳
や
宗
教
の
理
念
は
、
万
人
が
熟
睡
し

て
い
る
間
も
妥
当
す
る
意
味
と
し
て
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
。
道
徳
や
宗
教
の
理
念
が
、
論
理
の
命
題
や
数
学
の
法
則
と
同
じ
よ

う
に
、
昨
日
と
今
日
と
に
よ
っ
て
内
容
を
異
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
語
る
人
に
も
聞
く
人
に
も
共
通
に
理
解
せ
ら
れ
得
る
の
は
、

そ
れ
が
さ
よ
う
な
恆
常
・
客
観
の＜

意
味
的
存
在＞

で
あ
る
が
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
か
く
の
ご
と
き＜

意
味

的
存
在＞

と
し
て
の
理
念
が
、
社
会
を
動
か
し
、
歴
史
を
推
進
す
る
「
力
」
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
現
実
人
の
現
実
感
覚
の

中
に
燃
え
る
信
念
ま
た
は
信
仰
と
な
り
、
人
間
の
現
実
行
動
の
志
向
目
標
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
少
数
の
先
覚

者
が
警
世
の
信
念
を
吐
露
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言
葉
が
俗
耳
に
は
奇
矯
狂
信
の
言
と
し
か
響
か
ぬ
間
は
、
理
念
も

微
弱
な
力
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
或
る
理
念
が
広
く
一
般
大
衆
の
目
的
意
識
と
な
っ
て
普
及
し
、
国
民
の
大
多
数
が
一

致
し
て
共
同
の
目
的
の
達
成
に
邁
進
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
、
そ
こ
に
、＜

理
念
と
事
実
と
を
結
ぶ＞

鬱
然
た
る
行
動
力
が

生
ま
れ
る
。
こ
の
力
が
、
そ
の
目
的
に
か
な
う
法
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
新
た
な
法
を
作
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
力
が
、
そ

の
目
的
に
か
な
う
よ
う
に
作
ら
れ
た
法
に
対
し
て
は
、
そ
の
效
力
を
支
持
す
る
と
い
う
作
用
を
い
と
な
む
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
こ
の
力
が
、
そ
の
目
的
を
あ
く
ま
で
も
阻
止
し
よ
う
と
す
る
法
に
対
し
て
は
、
遂
に
こ
れ
を
破
る
力
と
な
っ
て
爆
発
す
る
の

で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
理
念
が
社
会
大
衆
の
現
実
意
識
を
支
配
し
て
い
る
面
を
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
「
社
会
意
識
」
と
呼
ぶ
な
ら

ば
、
法
を
作
り
、
法
を
支
え
、
も
し
く
は
法
を
破
る
も
の
は
、
社
会
意
識
の
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
参
１
）
。
あ
る

い
は
、
こ
れ
を
単
に
「
社
会
力
」
と
名
づ
け
る
学
者
も
あ
る
（
参
２
）
。
社
会
意
識
と
は
、
社
会
的
に
大
衆
化
し
た
目
的
意
識
で



あ
り
、
社
会
力
と
は
、
社
会
生
活
の
中
に
現
実
化
し
た
と
こ
ろ
の
理
念
ま
た
は
目
的
の
力
で
あ
る
。
法
が
效
力
を
有
す
る
の
も
、

法
が
進
歩
・
変
遍
す
る
の
も
、
か
よ
う
な
意
味
で
の
社
会
意
識
ま
た
は
社
会
力
の
作
用
に
よ
る
の
で
あ
る
。41003 

　
と
こ
ろ
で
、
社
会
意
識
と
し
て
現
実
化
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
た
理
念
が
、
統
一
あ
る
社
会
力
と
し
て
作
用
し
、
特
に
国
家
の
場

合
、
一
貫
し
た
国
民
運
動
と
な
っ
て
実
現
し
て
行
く
た
め
に
は
、
理
念
を
か
か
げ
て
民
衆
を
指
導
す
る
人
々
と
、
理
念
に
よ
っ
て

指
導
さ
れ
る
民
衆
と
の
間
の
関
係
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
社
会
力
に
は
「
指
導
」
の
組
織
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
同
一
の
目
的
に
よ
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
社
会
大
衆
の
結
合
も
、
適
当
な
指
導

者
を
缺
く
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
烏
合
の
衆
と
な
り
、
一
貫
し
た
行
動
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
社
会
指
導
の
理
想
は
、

指
導
理
念
が
明
確
・
適
切
で
あ
り
、
指
導
者
が
翕
然
た
る
信
望
の
中
心
と
な
っ
て
民
衆
を
統
率
し
、
被
指
導
者
が
自
ら
進
ん
で
指

導
理
念
と
一
致
し
た
生
活
を
躬
行
実
践
し
て
行
く
に
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
理
想
的
な
社
会
指
導
と
い
え
ど
も
、
指
導
目
標
に

む
か
っ
て
大
衆
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
さ
せ
る
た
め
に
は
、
権
力
を
以
て
す
る
指
揮
・
命
令
を
缺
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
「
統

制
」
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
社
会
指
導
は
、
必
ず
同
時
に
社
会
統
制
の
性
格
を
備
え
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
民

衆
の
間
に
蟠
居
す
る
反
対
動
向
を
制
圧
し
、
指
導
者
の
意
志
を
ば
有
無
を
い
わ
さ
ず
に
強
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
指
導

は
転
じ
て
「
支
配
」
と
な
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
指
導
の
方
針
を
ば
空
虚
な
美
名
を
以
て
飾
り
、
民
衆
を
欺
い
て
指
導
者
の
ひ
そ

か
に
抱
く
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
指
導
の
仮
象
形
態
た
る
「
操
縦
」
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
一
定
の
指
導
者
が
一
定

の
理
念
も
し
く
は
目
的
に
よ
っ
て
社
会
意
識
を
統
合
し
、
社
会
大
衆
を
組
織
的
に
指
導
・
統
制
・
支
配
も
し
く
は
操
縦
し
つ
つ
、

そ
の
統
合
さ
れ
た
社
会
力
に
よ
っ
て
、
一
貫
し
た
目
的
行
動
を
実
践
し
て
行
く
の
は
、
す
な
わ
ち
「
政
治
」
で
あ
る
。
故
に
社
会

意
識
の
力
ま
た
は
社
会
力
を
別
の
言
葉
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
政
治
の
力
」
に
外
な
ら
な
い
。41004 

　
法
の
統
一
的
な
形
態
は
、
実
に
そ
の
大
部
分
が
、
か
よ
う
な
意
味
で
の
政
治
の
力
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
な

ぜ
政
治
は
法
を
作
る
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
イ
ェ
リ
ン
グ
の
い
う
通
り
、
法
は
力
の
賢
明
な
政
策
だ
か
ら
で
あ
る
。
無
軌
道
の
政

治
、
法
を
無
視
す
る
政
治
は
、
安
定
性
・
恆
常
性
を
缺
き
、
到
底
永
く
人
心
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

な
ぜ
法
は
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
一
に
、
政
治
に
は
理
念
が
あ
る
。
政
治
は
、
理
念
を
現
実
化
し
、
目

的
を
実
現
せ
ん
が
た
め
の
社
会
的
な
実
践
活
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
は
、
そ
の
理
念
に
か
な
う
生
活
を
要
求
し
、
そ
の



目
的
を
阻
害
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
。
か
く
て
、
政
治
の
中
か
ら
幾
多
の
積
極
的
・
消
極
的
な
「
行
為
規
範
」
が
生
ま
れ
て
来
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
に
、
政
治
は
指
導
で
あ
り
、
統
制
で
あ
り
、
支
配
で
あ
る
。
故
に
、
政
治
は
単
に
そ
の
理
念
に
か
な
う

生
活
を
要
求
し
、
そ
の
目
的
を
阻
害
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
行
為
規
範
の
效
力
を
ば
そ
の
統
制
力
・

支
配
力
に
よ
っ
て＜

強
制
的＞

に
保
障
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
行
為
規
範
と
表
裏
相
聯
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
強

制
規
範
」
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
第
三
に
、
政
治
は
そ
の
行
わ
れ
る
政
治
社
会
の
中
に
指
導
・
統
制
・
支
配
の＜

組
織＞

を
作
り
出
す
。
か
よ
う
な
政
治
の
組
織
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
「
組
織
規
範
」
と
な
っ
て
確
立
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
き
行
為
規
範
・
強
制
規
範
・
組
織
規
範
の
複
合
態
が
、
す
な
わ
ち
法
で
あ
り
、
法
の
体
系
で
あ
る
。
特
に
、
一
つ
の

独
立
し
た
政
治
社
会
の
中
に
政
治
統
制
の
最
高
の
ー
ー
主
権
的
な
ー
ー
淵
源
が
存
在
し
、
政
治
中
枢
を
頂
点
と
す
る
政
治
社
会
の

組
織
と
活
動
と
が
法
に
よ
っ
て
統
一
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
政
治
社
会
は
「
国
家
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
故

に
、
国
家
の
法
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
直
接
・
間
接
に
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
国
家
の
政
治
こ
そ
、
最
も
大
規
模
な

範
囲
に
わ
た
っ
て
作
用
す
る
と
こ
ろ
の
「
法
を
作
る
力
」
な
の
で
あ
る
。41005 

　
法
は
政
治
に
ょ
っ
て
作
ら
れ
る
。
し
か
も
、
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
国
家
の
組
織
を
定
め
、
政
治

の
筋
道
を
立
て
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
と
政
治
と
は
、
本
来
同
じ
理
念
に
立
脚
し
、
同
じ
目
的
を
追
求
し
、
同
じ
方
向
に
む
か
っ

て
作
用
し
て
い
る
筈
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
政
治
の
理
念
は
一
定
不
動
で
は
な
い
。
政
治
理
念
の
根
本
は
動
か
な
い
で
も
、

そ
の
具
体
的
な
適
用
は
時
と
場
合
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
特
に
、
国
家
相
互
、
民
族
相
互
の
思
想
・
文
化
・
技
術
・
経
済
、
等
の

交
流
は
、
一
国
の
政
治
目
的
の
内
容
に
絶
え
ざ
る
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
そ
の
政
治
活
動
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
貌
を
生
ぜ
し
め
る
。
か

よ
う
に
、
政
治
理
念
・
政
治
目
的
の
上
に
変
化
が
生
ず
れ
ば
、
政
治
の
行
わ
れ
る
筋
道
も
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
政

治
社
会
そ
の
も
の
の
組
織
も
徒
ら
に
舊
套
を
墨
守
し
て
い
る
訳
に
は
行
か
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
変
動
す
る
政
治
は
、
す
す
ん
で

法
の
変
遷
を
う
な
が
す
。
政
治
は
動
き
、
法
は
動
く
政
治
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。41006 

　
と
こ
ろ
が
、
法
は
、
必
ず
し
も
常
に
政
治
の
動
く
が
ま
ま
に
、
そ
れ
と
同
じ
速
度
を
以
て
変
化
す
る
訳
で
は
な
い
。
法
は
も
と

も
と
政
治
の
所
産
で
あ
る
か
ら
、
法
に
は
必
ず
法
を
生
ん
だ
政
治
の
理
念
が
内
在
し
て
い
る
。
そ
の
政
治
が
依
然
と
し
て
法
を
支

え
て
い
る
と
き
に
、
他
方
に
、
こ
れ
と
異
な
る
政
治
動
向
が
擡
頭
し
て
来
れ
ば
、
法
を
支
え
て
い
る
政
治
と
、
法
を
動
か
そ
う
と



す
る
政
治
と
の
対
立
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
法
と
政
治
の
対
立
と
化
す
。
殊
に
、
国
家
の
法
の
大
部
分
が
成
文
の
形
式
を

備
え
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
今
日
で
は
、
い
か
に
政
治
の
必
要
が
大
き
く
動
い
て
も
、
法
を
そ
の
意
の
ま
ま
に
動
か
す
と
い

う
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
な
い
。
法
解
釈
の
理
論
や
法
運
用
の
実
際
は
、
硬
化
し
易
い
成
文
法
規
の
意
味
と
変
動
す
る
政
治
の
要

求
と
の
間
の
摩
擦
を
調
整
す
る
た
め
に
、
常
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
は
い
る
が
、
そ
の
調
節
機
能
に
も
自
ら
な
る
限
度
が
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
関
係
や
国
内
情
勢
が
急
変
し
、
政
治
が
国
家
組
織
お
よ
び
国
民
生
活
の
急
角
度
の
転
換
を
要
求
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
法
が
そ
の
よ
う
な
急
激
な
変
革
を
あ
く
ま
で
も
阻
止
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
、
法
と
政
治
の
尖
鋭
化

し
た
衝
突
と
な
っ
て
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
政
治
か
ら
生
ま
れ
た
法
は
、
遂
に
政
治
の
動
向
を
抑
制
す
る
力
と

な
っ
て
、
政
治
の
前
進
路
に
立
ち
ふ
さ
が
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
政
治
の
力
が
そ
れ
を
凌
駕
し
、
法
の
認
め
ぬ
経
路
を
選

ん
で
、
初
期
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
遂
に
は
法
の
破
砕
が
行
わ
れ
る
。
故
に
、
政
治
は
、
「
法
を
作
る
力
」
で
あ
り
、

「
法
を
動
か
す
力
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
し
せ
ま
っ
た
場
合
に
は
、
更
に
「
法
を
破
る
力
」
と
な
っ
て
爆
発
す
る
の
で
あ

る
。41007 

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
逆
に
い
う
と
、
い
ま
ま
で
法
の
究
極
に
在
る
も
の
と
し
て
考
察
し
て
来
た
力
は
、
「
法
を
作
る
力
」

に
せ
よ
、
「
法
を
破
る
力
」
に
せ
よ
、
結
局
は＜
政
治
の
力＞

に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
更
に
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
憲
法
制

定
権
力
も
、
革
命
権
も
、
国
家
緊
急
権
も
、
政
治
の
力
を
そ
の
色
々
な
面
に
お
い
て
と
ら
え
て
名
づ
け
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
す
で
に
前
章
ま
で
に
論
じ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
を
重
ね
て
要
約
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。41008 

　
す
な
わ
ち
、
「
憲
法
制
定
権
力
」
は
国
家
に
お
け
る
政
治
力
の
最
高
の
淵
源
で
あ
る
。
こ
の
力
は
、
憲
法
を
組
織
す
る
力
で
あ

る
と
同
時
に
、
憲
法
を
通
じ
て
直
接
・
間
接
に
一
切
の
国
法
規
範
を
創
造
す
る
源
泉
と
な
る
。
し
か
し
、
憲
法
制
定
権
力
に
よ
っ

て
法
が＜

作
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る＞

と
い
う
建
前
と
、
実
際
の
支
配
組
織
を
通
じ
て
法
が＜

作
ら
れ＞

、
政
治
が＜

行
わ
れ
る＞

と
い
う
現
実
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
特
に
、
国
民
が
自
ら
憲
法
制
定
権
力
者
を
以
て
任
じ
て
い
る
の
に
、
現
実
の
支
配

関
係
に
お
い
て
国
民
の
意
志
が
全
く
蹂
躙
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
の
変
革
を
要
望
す
る
力
が
、
現
実
の
支
配

関
係
上
の
被
支
配
者
た
る
国
民
大
衆
の
間
に
鬱
積
し
て
来
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
現
実
の
支
配
関
係
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
て
い
る



ば
か
り
で
な
く
、
観
念
上
も
単
な
る
被
統
治
者
と
し
て
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
一
般
国
民
が
、
国
内
あ
る
い
は
国
外
の
政
治
情

勢
の
変
化
に
よ
っ
て
、
一
挙
に
憲
法
制
定
権
力
者
の
立
場
に
立
つ
に
い
た
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
か
よ
う
な
力
が＜

下
か
ら
上
へ

＞

働
い
て
法
の
変
革
を
な
し
遂
げ
る
に
い
た
る
の
が
、
「
革
命
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
反
対
に
、
現
実
の
支
配
関
係

に
お
い
て
す
で
に
支
配
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
者
が
、
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
力
の
限
度
に
満
足
せ
ず
、
憲
法
を
破
っ
て
絶

対
権
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
種
の＜

上
か
ら
下
へ＞

む
か
っ
て
行
わ
れ
る
法
の
破
砕
の
露
骨
な
も
の
が
、

ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
現
実
の
政
治
上
の
権
力
を
有
す
る
者
が
、
国
家
の
危
機
を
救
う
と
い
う
理
由
の
下
に
、

そ
の
行
う
法
の
破
砕
を
法
で
あ
り
権
で
あ
る
と
し
て
意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
破
砕
行
為
の
上
に
「
国
家
緊
急

権
」
と
い
う
名
が
冠
せ
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
、
憲
法
制
定
権
力
や
、
革
命
権
や
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
、
国
家
緊
急
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ

別
々
の
名
称
を
以
て
呼
ば
れ
、
そ
の
発
動
す
る
仕
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
る
が
、
そ
の
本
体
が
、
い
づ
れ
も
法
の
上
に
在
っ
て
、

法
を
作
り
、
法
を
破
ろ
う
と
す
る＜
政
治
の
力＞

で
あ
る
点
で
は
、
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。41009 

　
政
治
と
い
う
概
念
は
、
憲
法
制
定
権
力
や
、
革
命
権
や
、
国
家
緊
急
権
な
ど
、
法
を
作
り
、
法
を
破
る
力
の
性
格
を
一
言
に
し

て
い
い
現
し
得
る
ば
か
り
で
な
く
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
包
括
的
に
表
示
す
る
名
称
と
し
て
す
こ
ぶ
る
便
宜
で
あ
る
。41010 

　
法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
念
に
は
、
道
徳
の
理
念
も
あ
り
、
宗
教
の
教

理
も
あ
り
、
経
済
の
目
的
も
あ
り
、
文
化
の
意
義
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
の
一
つ
を
と
ら
え
て
こ
れ
と
法
の
関
係
を
論
じ

た
だ
け
で
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
に
、
政
治
は
、
道
徳
を
も
、
宗
教

を
も
、
経
済
を
も
、
文
化
を
も
、
い
づ
れ
を
も
攝
っ
て
以
て
そ
の
理
念
と
し
、
そ
の
目
的
と
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
政
治
で
あ
る
と
い
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
を
動
か
す＜

理
念
の
多
角
性＞

を
一
括
し
て
表
現
し
得
た

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
理
念
は
単
な
る
理
念
と
し
て
す
で
に
法
を
動
か
す
力
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
理
念
は
、
そ

の
理
念
を
以
て
生
活
の
指
針
と
す
る
社
会
大
衆
の
現
実
意
欲
・
現
実
行
動
と
な
っ
て
現
れ
た
場
合
に
、
は
じ
め
て
、
法
の
創
造
力

た
り
、
法
の
原
動
力
た
る
の
実
を
発
揮
す
る
。
故
に
、
例
え
ば
こ
れ
を
自
然
法
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
表
示
す
る
の
は
、
自
然
法

と
い
う
概
念
の
多
義
性
は
別
と
し
て
も
、
現
実
面
か
ら
遊
離
し
た
単
な
る
抽
象
理
念
を
意
味
す
る
か
の
ご
と
き
観
を
与
え
る
。
こ

れ
に
反
し
て
、
政
治
は
、
理
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
行
為
で
あ
り
、
実
践
で
あ
り
、
目
的
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
念
を
現
実



化
し
、
目
的
を
追
求
し
、
障
礙
を
破
摧
す
る＜

事
実
力＞

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
の
究
極
に
在
る
力
の＜

理
念
の
面
と
事
実

の
面
と
を
併
せ
て＞

指
称
す
る
に
は
、
政
治
と
い
う
概
念
を
用
い
る
に
如
く
は
な
い
。
政
治
は
、
道
徳
・
宗
教
・
経
済
・
文
化
、

等
の
多
面
多
角
の
理
念
を
包
容
し
、
し
か
も
、
こ
れ
を
事
実
上
の
力
と
結
び
つ
け
る
。
そ
う
し
て
、
理
念
と
事
実
と
を
綜
合
す
る

力
に
よ
っ
て
、
法
を
作
り
、
法
を
動
か
し
、
動
か
ぬ
法
は
こ
れ
を
破
っ
て
、
更
に
新
た
な
法
を
作
り
出
す
。
ふ
た
た
び
擬
人
化
し

た
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
政
治
は
「
法
の
原
動
者
」
で
あ
る
。
法
の
原
動
者
た
る
政
治
は
、
法
に
対
し
て
優

位
に
立
つ
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
そ
う
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。41011 

（
参
考
１
） 

・
法
の
基
礎
を
社
会
意
識
に
求
め
、
法
の
效
力
の
根
拠
を
社
会
意
識
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
学
説
は
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ

う
な
意
味
に
お
い
て
正
し
い
。
例
え
ば
和
田
小
次
郎
教
授
が
、
法
そ
の
他
の
社
会
規
範
は
社
会
意
識
に
も
と
づ
い
た
成
立
す
る
、

と
説
か
れ
、
木
村
龜
二
教
授
が
、
法
が
效
力
を
有
す
る
理
由
は
社
会
意
識
説
に
よ
っ
て
の
み
矛
盾
な
く
説
明
さ
れ
得
る
、
と
い
っ

て
お
ら
れ
る
が
ご
と
き
、
そ
れ
で
あ
る
。41012 

（
参
考
２
） 

・
穂
積
陳
重
博
士
は
法
を
定
義
し
て
、
「
法
は＜

力＞
で
あ
る
。
法
は＜

社
会
力＞

で
あ
る
。
法
は
社
会
力
が＜

公
権
力
状
態
に

於
い
て
行
為
の
規
範
と
為
る
も
の
で
あ
る＞

」
と
さ
れ
た
。41013 

　
二
　
法
お
よ
び
法
学
に
対
す
る
政
治
の
優
位 

　
法
に
対
す
る
政
治
の
優
位
を
認
め
る
の
は
、
転
換
期
の
学
問
の
特
色
で
あ
る
。
転
換
期
に
は
法
が
著
し
く
動
く
。
そ
の
法
の
動

き
は
、
い
か
に
転
換
期
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
は
法
の
定
め
る
手
つ
づ
き
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
法
の
定
め
る
手



つ
づ
き
に
よ
っ
て
法
が
動
く
場
合
に
も
、
新
し
い
政
治
の
動
向
が
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
法
を
動
か
し
て
い
る
こ
と
は
、
転
換
期
に

は
何
人
の
眼
に
も
明
瞭
に
映
ず
る
。
い
ま
ま
で
法
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
で
は
も
は
や
過
去
の
法
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
は
、
結
局
、
政
治
か
ら
見
離
さ
れ
た
法
な
の
で
あ
る
。
人
々
が
新
た
な
法
の
簇
出
に
目
を
み
は
る
と
き
、
そ
の
法
の
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
は
政
治
の
所
産
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
国
民
を
戦
争
に
駆
り
立
て
た
強
引
の
国
防
政
治
に
よ
っ
て
、

い
か
に
多
く
の
戦
時
立
法
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
。
敗
戦
と
事
が
決
ま
り
、
世
を
挙
げ
て
民
主
政
治
へ
の
大
転
換
が
行
わ
れ
つ
つ
あ

る
今
日
、
い
か
に
厖
大
な
戦
時
法
規
が
屑
籠
に
投
げ
棄
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
か
。
法
は
権
威
を
も
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

法
の
権
威
と
い
っ
て
も
、
よ
く
見
れ
ば
、
そ
れ
は
政
治
か
ら
の
借
り
も
の
で
あ
り
、
政
治
の
権
威
の
法
の
面
へ
の
反
映
に
す
ぎ
な

い
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
、
政
治
が
急
激
に
変
化
し
、
新
興
の
政
治
が
法
の
定
め
る
改
廃
の
手
つ
づ
き
を
無
視
し
て
法
を
弊
履
の
ご

と
く
に
歴
史
の
過
去
に
葬
り
去
る
と
き
、
誰
か
な
お
法
の
権
威
を
信
奉
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ナ
チ
ス
の
独
裁
政
治
は
、
近

代
憲
法
の
範
型
と
も
い
う
べ
き
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
ば
、
一
朝
に
し
て
空
文
と
化
し
た
。
激
動
す
る
政
治
に
と
っ
て
は
、
安
定
を

欲
す
る
法
は
、
常
に
排
除
せ
ら
る
べ
き
邪
魔
物
で
あ
る
。
故
に
、
転
換
期
の
政
治
が
ま
づ
法
に
対
す
る
優
位
を
占
め
よ
う
と
す
る

こ
と
は
、
当
然
の
傾
向
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。42001 

　
こ
れ
に
対
し
て
、
安
定
期
の
法
は
、
逆
に
政
治
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
情
勢
が
安
定
を

保
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
支
柱
た
る
法
の
力
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
い
か
な
る
安
定
期
に
も
、

法
の
急
激
の
変
革
を
求
め
る
政
治
の
動
向
が
絶
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
か
よ
う
な
政

治
の
動
向
は
、
法
に
よ
っ
て
有
效
に
阻
止
さ
れ
る
。
一
切
の
政
治
の
権
力
は
法
を
尊
重
し
、
法
の
示
す
軌
道
に
し
た
が
っ
て
の
み

発
動
す
る
。
法
に
違
背
す
る
政
治
は
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
現
実
に
も
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
は
、
正
に
ノ

モ
ス
が
す
べ
て
の
政
治
と
権
力
と
の
王
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。42002 

　
し
か
し
な
が
ら
、
更
に
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
見
る
と
、
か
よ
う
な
安
定
期
の
法
も
、
や
は
り
政
治
に
よ
っ
て
存
立
し
、
政
治

に
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
法
に
よ
っ
て
政
治
を
覊
束
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
発
達
し
て
来
た

近
代
法
治
国
家
の
法
秩
序
も
、
洗
っ
て
見
れ
ば
、
決
し
て
政
治
か
ら
独
立
し
た
法
、
政
治
の
上
に
位
す
る
法
で
は
な
く
て
、
や
は

り
政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
法
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
治
主
義
の
理
想
は
、
す
べ
て
の
政



治
上
の
権
力
を
ば
法
の
枠
の
中
に
は
め
込
み
、
法
規
範
か
ら
外
れ
た
権
力
の
濫
用
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人

の
自
由
の
範
囲
を
擁
護
し
、
個
人
の
権
利
の
基
礎
を
確
立
す
る
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
在
来
の
法
治
国
家
の
法
は
、
自
由
主

義
・
個
人
主
義
の
政
治
理
念
に
奉
仕
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
か
よ
う
な
国
家
秩
序
が
完
備
さ
れ
る
と
、
法
は
確
か
に
一
応
は
政

治
の
上
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
い
か
な
る
政
治
上
の
権
力
者
と
い
え
ど
も
法
規
範
に
服
従
す
べ
き
こ
と
、
一
般
の
国

民
と
異
な
ら
な
い
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ク
ラ
ッ
ペ
の
い
う
通
り
、
「
人
の
支
配
」
に
代
う
る
に
「
規
範
の
支
配
」
を

以
て
す
る
と
い
う
近
代
国
家
の
理
念
が
、
そ
の
実
現
を
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
、
そ
の
規
範
は
、
人
の
意
志
を
離
れ

て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
、
法
を
作
る
の
は
、
人
で
あ
り
、
人
の
意
志
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
治
国
家
の
法
は
、

国
民
の
意
志
に
も
と
づ
き
、
国
民
を
代
表
す
る
議
会
の
決
定
を
経
て
、
定
立
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ッ
べ
（H

ugo 
Krabbe

）
の
い
わ
ゆ
る
「
規
範
の
支
配
」
も
、
国
民
に
よ
る
国
民
の
自
己
支
配
で
あ
り
、
議
会
の
多
数
に
よ
る
国
民
の
統
治
で
あ

り
、
や
は
り
「
人
の
支
配
」
の
一
つ
の
形
態
に
外
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
さ
よ
う
な
支
配
機
構
は
、
国
民
主
権
の
政
治
理
念
に

立
脚
し
、
議
会
中
心
的
民
主
主
義
の
政
治
目
的
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

て
い
る
の
は
、
転
換
期
の
法
だ
け
で
は
な
い
。
独
裁
主
義
擡
頭
前
の
し
ば
ら
く
安
定
を
保
っ
て
い
た
近
代
法
治
国
家
の
法
も
、
政

治
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
今
後
ふ
た
た
び
安
定
の
時
代
が
訪
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
一
応
は
法
の
権
威
の
確

立
と
い
う
形
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
法
と
い
え
ど
も
、
独
裁
主
義
と
の
凄
惨
な
た
た
か
い
に
勝
っ
て
、
ま
す
ま
す
自

己
を
盤
石
の
基
礎
の
上
に
置
こ
う
と
す
る
、
民
主
主
義
の
政
治
理
念
に
立
脚
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「
法
に
対
す
る
政
治
の
優

位
」
は
、
転
換
期
た
る
と
安
定
期
た
る
と
を
問
わ
ず
、
法
と
政
治
と
の
間
の
恆
常
不
変
の
比
重
関
係
を
示
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。42003 

　
と
こ
ろ
で
、
法
に
対
し
て
優
位
を
占
め
る
と
こ
ろ
の
政
治
は
、
単
に＜
法
そ
の
も
の＞

を
政
治
の
目
的
に
か
な
う
よ
う
に
動
か

す
ば
か
り
で
な
く
、
法
を
研
究
す
る＜

法
学＞

を
も
政
治
化
し
よ
う
と
す
る
。
た
だ
に
法
を
政
治
目
的
の
手
段
と
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
法
を
対
象
と
す
る
学
問
を
も
単
な
る
認
識
の
領
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
政
治
の＜

実
践＞

に
奉
仕
す
る
侍
女
た

ら
し
め
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
。
「
法
に
対
す
る
政
治
の
優
位
」
と
い
う
こ
と
か
ら
す
す
ん
で
、
「
法
学
に
対
す
る
政
治
の
優
位
」



と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
特
に
転
換
期
に
お
い
て
著
し
く
目
立
つ
現
象
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

42004 
　
も
っ
と
も
、
学
問
が
政
治
に
奉
仕
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
学
問
と
違
っ
て
、
法
学
の
場
合
に
は
む
し
ろ
最
初
か
ら
当
然
の

こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
元
来
、
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
学
問
は
客
観
・
中
正
の
立
場
に
立
っ
て
対
象
を
認
識
し
、
対
象
を

支
配
す
る
法
則
を
究
明
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
学
問
の
守
る
べ
き
態
度
は
「
理
論
」
た
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
「
実
践
」
た
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
特
に
社
会
科
学
の
場
合
に
も
、
学
問
の
対
象
た
る
社
会
生

活
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
実
践
生
活
で
あ
る
が
、
学
問
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
実
践
生
活
の
要
求
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
客
観
性
を
以
て
、
社
会
生
活
の
理
論
を
確
立
し
て
行
く
べ
き
筈
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
学
は
、
そ
の
永
い
歴
史
を
通
じ

て
、
は
じ
め
か
ら
実
践
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
特
殊
の
学
問
と
し
て
発
達
し
て
来
た
。
そ
の
伝
統
的
な
形
態
は
、
法
を
ば
価

値
づ
け
つ
つ
理
論
化
し
、
認
識
し
つ
つ
評
価
す
る
と
こ
ろ
の
「
法
解
釈
学
」
で
あ
っ
た
。
法
解
釈
学
は
、
概
念
法
学
の
立
場
に
立

つ
に
せ
よ
、
自
由
法
論
の
態
度
を
採
る
に
せ
よ
、
そ
の
中
に
法
に
む
か
っ
て
働
き
か
け
る
強
い
実
践
の
動
向
を
含
ん
で
い
る
。
概

念
法
学
は
成
文
法
を
動
か
す
ま
い
と
す
る
志
向
を
含
ん
で
い
る
し
、
自
由
法
論
は
成
文
法
を
動
か
そ
う
と
す
る
意
図
に
立
脚
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
、
と
も
に
一
種
の＜

政
治
的＞
な
態
度
で
あ
る
。
憲
法
制
定
権
力
の
「
理
論
」
や
国
家
緊
急
権
を
あ
る
い
は
肯

定
し
、
あ
る
い
は
否
定
す
る
「
学
説
」
は
、
い
づ
れ
も
濃
厚
な
政
治
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
政
治
的
法
学
」

た
る
こ
と
は
法
解
釈
学
の
本
質
で
あ
る
と
さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。42005 

　
か
よ
う
な
法
解
釈
学
の
政
治
性
に
対
し
て
、
他
方
に
は
ま
た
、
法
学
を
一
つ
の
理
論
科
学
と
し
て
建
設
し
よ
う
と
す
る
試
み
も

あ
る
。
そ
の
尖
端
に
位
す
る
も
の
が
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
（
参
１
）
。
純
粋
法
学
は
、
学

問
そ
れ
自
体
と
し
て
の
純
粋
理
論
性
を
主
張
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
法
の
認
識
か
ら
あ
ま
り
に
も
潔
癖
に
一
切
の
政
治
性
を
排

除
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
更
に
法
学
の
非
政
治
性
を
力
説
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
学
の
対
象
た
る＜

法
そ
の
も
の＞

か
ら
も
す

べ
て
の
政
治
の
要
素
を
除
き
去
り
、
こ
れ
を
純
粋
に
法
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
方
法
に
徹
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。42006 

　
し
か
し
、
こ
れ
は
確
か
に
純
粋
法
学
の
行
き
す
ぎ
で
あ
っ
た
。
行
き
す
ぎ
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
か
え
っ
て
そ
の
虚
を
衝
か
れ

て
、
法
を
政
治
的
に
無
色
な
規
範
の
体
系
と
見
よ
う
と
す
る
純
粋
法
学
の
意
図
は
、
そ
れ
自
身
明
ら
か
に
政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ



れ
て
い
る
、
と
い
う
非
難
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
法
の
中
に
は
政
治
が
あ
る
。
法
は
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
政
治
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
疑
う
余
地
の
な
い
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
を
政
治
的
に
中
性
な
規
範
の
体
系
と
見

よ
う
と
す
る
立
場
は
、
恣
意
に
よ
っ
て
法
を
動
か
す
こ
と
を
禁
じ
よ
う
と
す
る
政
治
の
目
的
に
奉
仕
す
る
。
特
に
、
純
粋
法
学
が

主
と
し
て
分
析
し
た
法
秩
序
の
体
系
ー
ー
憲
法
か
ら
法
律
、
法
律
か
ら
命
令
・
判
決
・
処
分
と
い
う
風
に
、
厳
格
な
段
階
を
成
し

て
構
築
さ
れ
て
い
る
法
秩
序
の
体
系
ー
ー
は
、
法
規
に
準
拠
し
な
い
権
力
の
行
使
を
封
殺
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
の
領

域
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
急
進
自
由
主
義
の
政
治
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
法
の
組
織
を
政

治
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
純
粋
の
規
範
の
体
系
と
見
る
「
理
論
」
は
、
理
論
の
名
を
借
り
て
急
進
自
由
主
義
の
政
治

を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
政
治
意
識
に
立
脚
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
理
論
の
純
粋
理
論
性
を
隠
れ
蓑
と
し
て
利
用
し
つ
つ
、
実
は
一

つ
の
政
治
動
向
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
「
隠
政
学
」
（Kryptopolitik

）
で
あ
る
（
参
２
）
。
ー
ー
法
学
の
純
粋
理
論

性
に
徹
し
よ
う
と
し
て
、
法
学
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
法
そ
の
も
の
か
ら
も
一
切
の
政
治
の
色
彩
を
排
除
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
行
き
す
ぎ
た
純
粋
法
学
の
立
場
は
、
体
の
伸
び
す
ぎ
た
足
元
を
さ
ら
わ
れ
て
、
か
よ
う
な
痛
烈
な
批
判
を
蒙
る
こ
と
を
免
れ
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。42007 

　
こ
れ
に
対
し
て
、
純
粋
法
学
の
隠
政
学
と
し
て
の
性
格
を
暴
露
す
る
こ
と
に
力
め
た
批
判
者
た
ち
は
、
も
と
よ
り
法
が
政
治
に

よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
法
を
制
約
す
る
と
こ
ろ
の
政
治
が
、
法
に
対
し
て
明
ら
か
に
「
優
位
」
に
立
つ
も

の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
単
に
、
法
が
政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
政
治
が
法
に
対
し
て
優
位
を
占
め
る
こ
と
を
主
張
す
る

ば
か
り
で
は
な
い
。
法
を
対
象
と
し
て
研
究
す
る
法
学
も
ま
た
、
対
象
た
る
法
の
制
約
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ

て
、
法
を
制
約
す
る
政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る
。
し
か
も
、
純
粋
法
学
を
排
撃
す
る
陣
営
の
代

表
者
た
ち
の
多
く
は
、
単
に
法
学
が
政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
事
実
」
を
承
認
す
る
だ
け
で
は
満
足
し

な
い
。
法
学
は
政
治
に
よ
っ
て
、
制
約
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
要
請
」
を
か
か
げ
る
。
そ
れ
も
、
法
学
は＜

何
ら
か

の＞

政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
中
の＜

特
定
の
一
つ
の＞

政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
政
治
動
向
に
奉
仕
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
要
請
す
る
。
そ
の
政
治
動
向
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
反
自
由
主
義
の
、
反
民
主
主
義
の
、
民
族
全
体
の
価
値
を
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る
ナ
チ
ス
独
裁
主
義
の
政
治
動
向
で
あ



る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
純
粋
法
学
を
め
ぐ
る
激
し
い
論
争
は
、
理
論
闘
争
の
範
囲
を
越
え
て
、
純
然
た
る
政
治
闘
争
と
化
す

る
。
純
粋
法
学
の
批
判
者
た
ち
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
（Kelsen

）
が
法
学
の
理
論
性
を
力
説
し
な
が
ら
、
実
は
、
そ
れ
自
身
政
治
に

よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
立
場
を
守
る
と
い
う
結
果
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
、＜

論
理
的＞

に
矛
盾
と
し
て
非
難
し
た
だ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
そ
の
立
場
が
急
進
自
由
主
義
の
法
治
思
想
の
堅
塁
と
な
っ
て
い
る
が
故
に
、
極
力
こ
れ
を
撲
滅
し
よ
う
と
力
め
た

の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
は＜

論
敵＞

で
は
な
く
し
て
、＜

政
敵＞

な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
純
粋
法
学
を

政
敵
と
し
て
葬
り
去
っ
た
上
で
、
ナ
チ
ス
の
政
治
を
礼
讃
し
、
こ
れ
に
全
面
的
に
協
力
し
、
こ
れ
に
侍
女
の
ご
と
く
に
奉
仕
す
る

こ
と
を
以
て
、
法
学
の
使
命
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ヴ
ァ
ー
（Friedrich 

H
ueber

）
、
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
（Friedrich Schaffstein

）
な
ど
、
「
政
治
的
法
学
」
（politische Rechtslehre / 

politische Rechtsw
issenschaft

）
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
ナ
チ
ス
の
法
学
者
た
ち
の
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ま
た
、

単
に
法
に
対
す
る
政
治
の
優
位
を
説
く
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
学
に
対
す
る
「
政
治
の
優
位
」
（Prim

at des Politischen

）
と

い
う
旗
じ
る
し
を
か
か
げ
る
、
彼
ら
の
根
本
の
意
図
で
あ
っ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
が
「
隠
政
学
」
で
あ
る
と
い
う
な
ら

ば
、
こ
れ
ら
の
ナ
チ
ス
的
民
族
主
義
の
法
学
は
、
正
に
最
も
露
骨
な
「
顕
政
学
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。42008 

　
法
学
に
対
す
る
こ
う
い
う
態
度
は
、
何
も
ナ
チ
ス
の
法
学
者
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
す
で
に
、
法
解
釈
学
が
全

体
と
し
て
政
治
的
な
色
調
を
帯
び
易
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
色
々
な
政
治
動
向
が
法
解
釈
学
と
結
託
し
、
法
学
を
政
治
の

傀
儡
た
ら
し
め
る
可
能
性
が
多
い
の
は
、
む
し
ろ
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
に
対
し
て
、
何
ら
の
政
治

性
を
も
帯
び
な
い
と
こ
ろ
の
法
の
純
粋
の
理
論
科
学
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
可
能
で
も
あ
る
し
、
必
要
で
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

法
史
学
が
「
過
去
の
法
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
「
現
代
の
法
」
も
ま
た
純
粋
に
理
論
的
な
態
度

を
以
て
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
価
値
を
も
反
価
値
を
も
含
ん
で
い
る
社
会
現

象
を
ば
、
「
価
値
か
ら
解
放
さ
れ
た
」
（w

ertfrei

）
態
度
を
以
て
客
観
的
に
考
察
す
る
と
い
う
方
法
は
、
新
カ
ン
ト
哲
学
の
西

南
ド
イ
ツ
学
派
に
よ
っ
て
精
密
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
参
３
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
が
險
し
く
動
く
時
代
に

は
、
社
会
科
学
、
特
に
法
学
に
と
っ
て
、
か
よ
う
な
客
観
理
論
の
立
場
を
堅
持
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
む
ず
か
し
く
な
っ
て
来
る
。

の
み
な
ら
ず
、
理
論
の
立
場
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
対
象
か
ら
遊
離
し
た
非
科
学
的
の
態
度
で
あ
る
と
さ
え



非
難
さ
れ
る
。
新
カ
ン
ト
哲
学
の
方
法
論
は
、
方
法
が
対
象
を
制
約
す
る
と
い
う
が
、
社
会
科
学
の
場
合
に
は
、
逆
に
対
象
が
方

法
を
制
約
す
る
の
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
学
問
は
対
象
を
静
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
の
目
的
を
達
し
得
る
も
の

で
は
な
く
、
対
象
の
中
に
飛
び
込
ん
で
「
主
体
的
」
に
こ
れ
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
（Karl 

M
annheim

）
が
知
識
の
「
存
在
依
存
性
」
（Seinsverbundenheit

）
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
の
も
、
そ
う
い
う
傾
向
の
現

れ
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
（H

ans Freyer

）
が
、
社
会
学
は
現
代
の
社
会
生
活
に
む
か
っ
て＜

運
命
的
に＞

、＜

意
志
的
に

＞

、＜

実
践
的
に＞
関
与
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
た
の
は
、
そ
の
更
に
一
歩
を
す
す
め
た
主
張
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ス
主
義
者
が
、
す
べ
て
の
学
問
に
対
し
て
実
践
に
合
流
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
実
践
的
で
な
い
学
問
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
科
学
と
し
て

排
斥
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
最
も
露
骨
な
主
張
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
知
識
の
政
治
性
を
認
め
る
の
が
現
代
科
学
の
大
勢

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
し
て
、
本
来
政
治
的
に
彩
ら
れ
易
い
法
学
に
対
し
て
「
政
治
の
優
位
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

は
、
現
代
法
学
の
甘
受
す
べ
き
必
然
の
運
命
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
よ
う
。42009 

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
運
命
を
甘
受
す
る
こ
と
は
、
法
学
に
と
っ
て
の
自
殺
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
で

に
、＜

法
に
対
す
る
政
治
の
優
位＞

を
認
め
る
こ
と
す
ら
が
、
つ
き
つ
め
れ
ば
法
学
の
自
立
性
を
失
わ
せ
し
め
る
結
果
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
も
法
学
が
法
と
し
て
と
ら
え
た
も
の
も
、
そ
の
実
体
は
政
治
で
あ
っ
て
、
法
と
見
え
る
も
の
は
実
体
た
る
政

治
の
影
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
法
学
は
影
の
学
と
し
て
の
虚
名
に
甘
ん
ず
る
か
、
し
か
ら
ず
ん
ば
、
実
体
の
学
た
る
政
治

学
の
一
分
枝
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
外
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
、
カ
ン
ト
風
の
個
人
主
義
的
自
然
法
を
説
い
た
レ
オ
ナ
ル

ド
・
ネ
ル
ソ
ン
（Leonard N

elson

）
は
実
力
主
義
や
相
対
主
義
の
法
理
論
を
一
括
し
て
非
難
す
る
た
め
に
、
こ
れ
に
「
法
な
き

法
学
」
（Rechtsw

issenschaft ohne Recht

）
と
い
う
名
を
冠
し
た
。
法
に
対
す
る
政
治
の
優
位
を
説
く
政
治
的
法
学

も
、
結
局
は
法
な
き
法
学
に
帰
著
す
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
法
学
は
更
に
す
す
ん
で＜

法
学
に
対
す
る
政
治
の
優

位＞

を
説
く
の
で
あ
る
。
法
が
政
治
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
と
同
時
に
、
法
学
自
ら
甘
ん
じ
て
政
治
の
忠
僕
と
な

り
、
政
治
に
追
随
し
て
法
を
動
か
す
役
割
を
演
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
法
学
は
単
に＜

政
治
学＞

に
還
元
さ

れ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
な
く
、＜

政
治
そ
の
も
の＞

に
帰
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
法
学
の
自
殺
以
外
の
何
も
の
で
も
あ

り
得
な
い
。
か
よ
う
な
結
果
は
、
い
か
に
し
て
も
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
学
の
運
命
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の



間
に
あ
っ
て
な
お
か
つ
法
及
び
法
学
の
自
主
性
を
保
つ
道
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ー
ー
こ
の
疑
問
を
解
決
す
べ
き
線
に
沿
う

て
、
さ
ら
に
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
探
ね
て
行
く
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
論
述
の
任
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。42010 

（
参
考
１
） 

・
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
純
粋
法
学
は
「
実
定
法
の
理
論
」
（Theorie des positiven Rechts

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
は
、
「
実
定
法
」
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
お
い
て
、
そ
の＜

対
象＞

た
る
法
の
中
に
自
然
法
の
要
素
、
い
い
か
え
れ

ば
、
道
徳
や
政
治
の
要
素
が
介
在
す
る
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
実
定
法
の
「
理
論
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

法
を
研
究
す
る
法
学
の＜
方
法＞
の
中
に
一
切
の
実
践
的
な
態
度
、
道
徳
上
の
評
価
や
政
治
上
の
意
図
が
介
入
し
て
来
る
こ
と
を

阻
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。42011 

（
参
考
２
） 

・
法
学
の
理
論
科
学
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
対
し
て
、
法
お
よ
び
法
学
が
政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主

張
す
る
動
向
は
、
近
時
、
一
九
二
八
年
頃
の
ド
イ
ツ
国
法
学
会
に
お
い
て
は
ト
リ
イ
ぺ
ル
（H

einrich Triepel

）
に
は
じ
ま
り
、

ス
メ
ン
ト
（Rudolf Sm

end

）
に
よ
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
と
の
論
争
と
い
う
形
を
採
り
、
さ
ら
に
ナ
チ
ス
の
諸
学
者
に
よ
る
純
粋
法

学
撲
滅
戦
と
な
っ
て
展
開
す
る
に
い
た
っ
た
。42012 

（
参
考
３
） 

・
西
南
ド
イ
ツ
学
派
の
文
化
科
学
方
法
論
は
、
「
価
値
づ
け
る
」
（w

ertend

）
態
度
と
「
価
値
に
関
係
づ
け
る
」

（w
ertbeziehend

）
態
度
と
を
明
確
に
区
別
す
る
。
文
化
科
学
の
対
象
た
る
文
化
現
象
が
、
そ
の
中
に＜

実
践
的＞

な
価
値
づ

け
る
態
度
、
評
価
の
態
度
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
科
学
と
し
て
の
文
化
科
学
ま
た
は
社
会
科
学

は
、
価
値
を
内
在
せ
し
め
て
い
る
文
化
現
象
・
社
会
現
象
を
更
に
価
値
づ
け
る
と
を
任
務
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
価
値
に

関
係
づ
け
つ
つ＜

理
論
的＞

に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
学
派
の
根
本
の
立
場
で
あ
る
。 

W
ilhelm

 W
indelband 

に
よ
る
。42013 



　
三
　
理
念
と
し
て
の
政
治 

　
転
換
期
に
際
し
て
、
法
学
の
中
に
、
法
及
び
法
学
に
対
す
る
政
治
の
優
位
を
認
め
る
傾
向
が
強
く
現
れ
て
来
る
の
は
、
決
し
て

理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
政
治
に
対
す
る
信
頼
で
あ
る
。
政
治
に
対
し
て
捧
げ
ら
れ
る
讃
美
で
あ
る
。
も
っ

と
正
確
に
い
う
な
ら
ば
、
去
り
行
く
政
治
に
対
す
る
貶
下
で
あ
り
、
興
り
来
る
政
治
に
対
す
る
礼
讃
で
あ
る
。
政
治
の
優
位
を
論

ず
る
論
者
自
ら
が
、
法
を
動
か
し
つ
つ
あ
る
政
治
の
動
向
に
全
幅
の
共
鳴
を
捧
げ
、＜

そ
の＞

政
治
目
的
が
法
の
隅
々
に
ま
で
浸

徹
す
る
こ
と
を
切
に
待
望
す
れ
ば
こ
そ
、
彼
ら
は
法
お
よ
び
法
学
の
政
治
性
を
誰
は
ば
か
る
こ
と
な
く
、
否
、
む
し
ろ
、
喜
び
勇

ん
で
強
調
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
の
中
に
理
念
を
認
め
、
理
想
を
見
出
し
た
れ
ば
こ
そ
、
法
学
は
そ
の
自

主
性
を
犠
牲
に
し
て
も
、
政
治
の
世
界
に
羽
化
登
仙
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
法
学
の
立
場
を
強
調
し
た
ナ
チ
ス
の
法

学
者
た
ち
が
、
ド
イ
ツ
民
族
社
会
主
義
の
政
治
理
念
に
陶
酔
し
て
い
た
の
は
、
そ
の
最
も
著
し
い
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
理
念
の
実
体
性
を
否
定
し
つ
つ
、
な
お
か
つ
法
学
を
共
産
主
義
政
治
運
動
の
一
翼
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
唯
物
史
観
の
態

度
は
、
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
立
場
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
の
必
然
性
を
信
じ
、
そ
の
時
代

の
生
み
の
悩
み
を
促
進
す
る
こ
と
を
思
想
の
使
命
と
考
え
る
点
で
、
階
級
闘
争
の
必
然
性
の
中
に
実
は
暗
黙
に
一
つ
の
理
念
を
見

出
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。43001 

　
か
よ
う
に
、
政
治
の
中
に
理
念
を
見
る
と
い
う
態
度
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
誠
に
正
し
い
。
政
治
に
は
理
念
が
あ
る
。
理
念

を
失
っ
て
は
、
政
治
は
そ
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
い
か
な
る
政
治
を
と
っ
て
見
て
も
、
必
ず
そ
の
根
底

に
は
、
明
確
に
意
識
さ
れ
た
、
も
し
く
は
暗
黙
に
認
め
ら
れ
た
、
何
ら
か
の
理
念
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。43002 

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
政
治
の
根
底
に
も
理
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
だ
け
で
は
、
例
え
ば
ナ
チ
ス
の
全
体
主
義

法
理
論
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
法
に
対
す
る
政
治
の
絶
対
優
位
を
肯
定
す
る
態
度
は
出
て
来
な
い
。
い
か
な
る
政
治
動
向
も
そ
れ

相
応
の
理
念
も
し
く
は
世
界
観
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て＜
相
対
的＞

に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
の
は
、
む
し
ろ
、
民
主
主
義
的
自
由
主
義
の
本
来
の
態
度
で
あ
る
。
民
主
主
義
に
よ
っ
て
立
つ
法
治
国
家
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な



政
治
の
理
念
に
そ
れ
ぞ
れ
一
応
の
存
在
理
由
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
の
政
治
動
向
に
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
に
応
じ
て

立
法
に
対
す
る
発
言
権
が
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
い
づ
れ
の
政
治
動
向
が
議
会
の
多
数
を
占
め
て
も
、
議
会
を
通
じ
て
立
法
を

行
う
と
い
う
根
本
の
法
制
度
に
変
化
を
き
た
さ
し
め
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
建
前
が
堅
持
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
法
に
対
す
る
政

治
の
優
位
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
逆
に
政
治
に
対
す
る
法
の
優
越
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
ラ
ー
ド
ブ
ル
ッ
フ
が
相
対
主
義
の
法
哲

学
に
よ
っ
て
民
主
主
義
的
議
会
制
度
の
意
義
づ
け
を
試
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
の
安
定
性
と
い
う
理
念
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の

は
、
正
に
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
政
治
的
法
学
が
法
を
政
治
に
従
属
せ
し
め
、
政
治
上
の
目
的
観
に
よ
っ
て
法
の
解
釈

を
一
貫
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
い
か
な
る
政
治
、
い
か
な
る
理
念
を
も
相
対
的
に
尊
重
す
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
政
治
、
特
定

の
理
念
に＜

絶
対
的＞

に
帰
依
し
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
。
自
由
主
義
の
政
治
に
は
自
由
主
義
の
理
念
が
あ
り
、
個
人
主
義
の
政

治
に
は
個
人
主
義
の
理
念
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
お
よ
び
法
学
は
、
お
の
お
の
そ
の
好
む
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
追

随
せ
よ
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
有
象
無
象
の
政
治
理
念
は
あ
く
ま
で
も
排
撃
し
て
、
た
だ
一
つ
の
理
念
ー
ー
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
の
場
合
は
民
族
社
会
主
義
の
政
治
理
念
ー
ー
の
み
を
立
法
お
よ
び
解
釈
の
絶
対
尺
度
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
の
が
、

政
治
的
法
学
の
特
色
な
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
不
寛
容
の
絶
対
主
義
を
と
る
点
で
は
、
唯
物
史
観
の
態
度
も
こ
れ
と
相
似
た
と
こ

ろ
が
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。43003 

　
そ
れ
で
は
、
林
立
す
る
多
く
の
政
治
理
念
の
中
か
ら
特
に
一
つ
の
政
治
理
念
だ
け
を
選
び
出
し
て
、
そ
れ
を
の
み
絶
対
に
権
威

の
あ
る
も
の
と
な
し
得
る
根
拠
は
、
そ
も
そ
も
ど
こ
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
よ
う
な
根
拠
は
、
は
た
し
て
政
治
そ
の
も
の
の

中
に
見
出
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。43004 

　
問
題
は
正
に
こ
こ
に
在
る
。
政
治
を
最
後
的
な
意
味
で
法
の
究
極
者
と
考
え
る
べ
き
か
否
か
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
如
何
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
唯
物
史
観
は
、
さ
よ
う
な
絶
対
性
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
政
治
の
中
に
求
め
る
代
わ
り

に
、
法
お
よ
び
政
治
の
共
通
の
根
底
た
る
経
済
法
則
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
し
ば
ら
く
考
慮
の
外
に

置
く
こ
と
を
適
当
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
理
念
と
し
て
の
政
治
」
そ
の
も
の
の
中
に
、
そ
う
し
た
絶
対
の
尺
度
が

存
在
す
る
か
否
か
を
吟
味
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。43005 



　
元
来
、
政
治
に
は
、
必
ず
統
一
の
契
機
と
対
立
の
契
機
と
が
あ
る
。
政
治
は
、
団
結
の
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
社
会
的
な
目
的

活
動
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
団
結
は
社
会
生
活
の＜

統
一＞

で
あ
る
。
故
に
、
政
治
は
、
ま
づ
社
会
生
活
の
統
一
を
求
め
る
。
国

家
の
統
一
、
国
際
社
会
の
統
一
は
、
政
治
目
的
達
成
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
の
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
社
会
に
は
、
他
面

ま
た
必
ず
複
雑
な＜

対
立＞

の
関
係
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
が
社
会
生
活
の
統
一
を
保
つ
た
め
に
は
、
対
立
す
る
勢
力
と

た
た
か
っ
て
こ
れ
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
と
対
抗
す
る
勢
力
も
、
そ
れ
が
一
つ
の
政
治
勢
力
で
あ
る
か

ぎ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
の
統
一
を
求
め
て
や
ま
な
い
。
故
に
、
政
治
は
、
対
立
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
統
一
へ
の
努
力
で
あ
り
、
統

一
を
目
指
し
て
火
花
を
散
ら
す
不
断
の
対
立
で
あ
る
。
国
家
の
政
治
は
国
民
相
互
の
間
の
対
立
を
、
特
に
国
際
政
治
は
国
家
相
互

の
間
の
深
刻
な
対
立
を
予
想
す
る
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
政
治
の
関
係
は
「
友
と
敵
の
関
係
」
で
あ
る
と
い
っ
た
。
こ
れ

は
、
政
治
に
含
ま
れ
て
い
る
対
立
の
契
機
を
強
調
し
た
言
葉
と
し
て
は
正
し
い
。
し
か
し
、
政
治
は
、
対
立
か
ら
出
発
し
た
場
合

に
も
、
必
ず
対
立
を
克
服
す
る
努
力
と
な
っ
て
現
れ
る
。
対
立
と
並
ん
で
、
対
立
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
力
が
働
く
の
は
、
政
治

が
共
同
体
の
統
一
を
予
想
し
、
そ
れ
を
目
標
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
政
治
と
い
え
ど
も
、
世
界
人
類
の
大
同
団
結
を
永

遠
の
目
標
と
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
の
い
う
通
り
、
共
同
体
の
統
一
を
離
れ
て
政
治
の
本
質
を
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
と
は
、
統
一
を
目
ざ
し
て
対
立
し
、
対
立
を
克
服
し
て
統
一
を
図
ろ
う
と
す
る
不
断
の
弁
証
法
的
な

過
程
に
外
な
ら
な
い
。43006 

　
そ
れ
で
は
、
政
治
に
は
何
故
に
対
立
が
あ
り
、
統
一
が
あ
る
か
。
政
治
に
お
い
て
は
何
が
対
立
し
、
何
が
統
一
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
。
そ
れ
に
は
、
経
済
上
の
利
害
の
対
立
・
統
一
も
あ
ろ
う
。
宗
教
上
の
信
仰
の
対
立
・
統
一
も
き
わ
め
て
深
刻
で
あ
ろ
う
。

言
論
・
風
習
・
伝
統
の
共
同
か
ら
来
る
対
立
・
統
一
も
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
が
精
神
を
有
し
、
信

念
に
よ
っ
て
行
動
し
、
思
想
を
以
て
生
活
す
る
者
で
あ
る
以
上
、
政
治
上
の
対
立
・
統
一
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
何
ら
か
の
理
念
の

対
立
・
統
一
と
な
っ
て
現
れ
る
。
人
間
は
、
決
し
て
単
な
る
利
害
の
打
算
の
み
に
よ
っ
て
動
く
も
の
で
は
な
い
。
理
念
に
殉
じ
よ

う
と
す
る
者
は
、
利
害
の
打
算
は
お
ろ
か
、
そ
の
生
命
を
も
犠
牲
に
供
し
て
厭
わ
な
い
。
人
は
理
念
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

対
立
し
、
同
じ
世
界
観
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
対
立
の
面
に
お
い
て
眺
め
ら
れ
た
政
治

は
、
必
ず
理
念
と
理
念
と
の
角
逐
・
抗
争
を
を
と
も
な
う
。
否
、
理
念
相
互
の
角
逐
・
抗
争
は
、
政
治
的
対
立
の
最
も
深
刻
な
姿



で
あ
る
。
政
治
は
、
異
な
る
理
念
相
互
の
対
立
と
し
て
激
化
し
、
単
一
の
理
念
に
よ
り
対
立
が
克
服
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
統

一
に
復
す
る
。
明
治
維
新
前
後
の
日
本
は
、
尊
皇
・
佐
幕
の
両
理
念
に
よ
っ
て
險
し
く
対
立
し
、
尊
皇
の
理
念
に
帰
一
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
統
一
に
復
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
国
際
社
会
は
、
民
主
主
義
理
念
と
独
裁
主
義
理
念
と
に
分
裂
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
遂
に
未
曾
有
の
戦
乱
の
巷
と
化
し
、
民
主
主
義
理
念
の
勝
利
に
よ
っ
て
次
第
に
統
一
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
。
か
よ
う

に
、
政
治
の
対
立
・
統
一
は
、
必
ず
理
念
相
互
の
対
立
・
統
一
と
な
っ
て
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。43007 

　
政
治
は
す
べ
て
理
念
に
拠
っ
て
立
つ
。
政
治
の
動
向
は
理
念
に
よ
っ
て
是
認
・
肯
定
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
政

治
の
理
念
が
か
く
の
ご
と
く
に
多
元
的
で
あ
り
、
そ
の
間
に
激
し
い
対
立
・
抗
争
が
行
わ
れ
る
以
上
、
一
つ
の
理
念
に
よ
っ
て
認

証
さ
れ
た
政
治
は
、
必
ず
、
こ
れ
と
対
立
す
る
他
の
政
治
理
念
を
排
撃
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
抗
争
・
角
逐
す
る
政
治
理
念
は
、
互

に
寛
容
で
は
あ
り
得
な
い
。
対
立
す
る
各
種
の
政
治
理
念
に
対
し
て
最
も
寛
容
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
そ
の
勢
力
に
応
じ

て
の
発
言
権
を
許
そ
う
と
す
る
の
は
、
民
主
主
義
の
立
場
で
あ
る
が
、
そ
れ
す
ら
、
民
主
主
義
の
立
場
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う

と
す
る
主
義
・
主
張
や
世
界
観
に
対
し
て
ま
で
寛
容
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
に
述
べ
た
通
り
、
ラ
ー
ド
ブ
ル
ッ
フ
は
、
相
対

主
義
の
法
哲
学
に
よ
っ
て
民
主
主
義
の
寛
容
性
に
深
い
意
味
づ
け
を
与
え
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
独
裁
主
義
の
政
治
理
念
が

現
れ
て
、
自
己
の
み
が
絶
対
に
正
し
い
世
界
観
で
あ
る
と
誇
號
し
、
寛
容
性
の
原
理
に
拠
っ
て
立
つ
民
主
主
義
の
議
会
制
度
を
無

惨
に
も
蹂
躙
し
去
っ
た
の
を
見
た
と
き
、
相
対
主
義
の
使
徒
た
る
ラ
ー
ド
ブ
ル
ッ
フ
（Radbruch

）
は
、
相
対
主
義
の
寛
容
性
に

も
絶
対
に
譲
る
べ
か
ら
ざ
る
限
界
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
た
。
す
な
は
ち
、
相
対
主
義
が
寛
容
で
あ
り
得
る
の
は
、

そ
れ
自
身
も
ま
た
相
対
主
義
に
謙
虚
な
政
治
理
念
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
他
の
立
場
を
絶
対
的
に
排
斥
す
る
傲
慢
な
政
治
の
立
場

に
対
し
て
は
、
相
対
主
義
も
し
く
は
民
主
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
宣
言
す
る

に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
（
参
）
。
ま
し
て
、
一
つ
の
絶
対
主
義
の
理
念
と
他
の
絶
対
主
義
の
理
念
と
は
、
互
に
死
を
賭
し
て
戦
う

と
こ
ろ
の
不
倶
戴
天
の
仇
敵
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ド
イ
ツ
の
民
族
至
上
主
義
と
ソ
連
の
赤
色
絶
対
主
義
と
の
間
の
凄
惨
き
わ

ま
り
な
い
闘
争
こ
そ
、
正
に
政
治
理
念
相
互
の
対
立
の
極
点
を
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。43008 

　
故
に
、
理
念
は
理
念
を
排
撃
す
る
。
互
に
他
の
理
念
を
理
念
と
認
め
て
、
そ
の
正
し
さ
を
争
お
う
と
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。

す
す
ん
で
、
敵
対
す
る
理
念
の
理
念
性
を
も
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
一
方
で
は
、
自
己
の
拠
っ
て
立
つ
理
念
の
理
念
性
を
強
調



し
、
そ
の
「
大
義
名
分
」
を
高
く
か
か
げ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
反
対
の
政
治
動
向
が
標
榜
す
る
理
念
の
「
仮
面
」
を
剥
ぎ
、

そ
の
「
謀
略
」
を
指
摘
し
、
そ
の
赤
裸
々
な
「
実
体
」
を
暴
露
す
る
こ
と
に
力
め
る
。
そ
こ
で
、
政
治
の
対
立
は
、
宣
伝
戦
と
な

り
、
思
想
戦
と
な
り
、
文
化
戦
と
な
っ
て
、
華
々
し
く
、
か
つ
深
刻
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。43009 

　
け
れ
ど
も
、
政
治
が
す
べ
て
か
よ
う
に
理
念
に
よ
っ
て
自
己
の
立
場
を
認
証
し
つ
つ
、
理
念
の
力
を
以
て
対
手
方
の
理
念
を
圧

倒
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
い
く
つ
か
の
政
治
動
向
の
う
ち
の
一
つ
の
み
が
絶
対
・
必
然
の
理
念
に
拠
っ
て
立
つ
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
自
身
の
言
い
分
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
来
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
動
向
が
そ

れ
ぞ
れ
に
理
念
を
か
か
げ
て
行
う
自
己
認
証
は
、
「
鳥
（
か
ら
す
）
の
雌
雄
」
を
客
観
的
に
判
定
す
る
標
準
と
は
な
り
得
な
い
。

単
に
一
つ
の
政
治
理
念
が
、
対
立
す
る
他
の
政
治
の
立
場
か
ら
理
念
性
の
否
認
を
受
け
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
定
の
理
念
に
絶

対
に
帰
依
し
て
い
た
人
々
と
い
え
ど
も
、
時
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
理
念
の
理
念
性
を
疑
い
は
じ
め
、
遂
に
は
、
か
っ
て
自
ら
絶

対
に
信
奉
し
て
い
た
理
念
を
ば
、
む
し
ろ
絶
対
に
唾
棄
す
べ
き
虚
妄
と
し
て
斥
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
す
ら
、
決
し
て
稀
で
は
な

い
。
最
近
ま
で
い
わ
ゆ
る
枢
軸
陣
営
に
在
っ
て
、
そ
の
政
治
理
念
に
陶
酔
し
て
い
た
い
か
に
多
く
の
人
々
が
、
そ
の
理
念
を
ば
虚

構
・
焦
燥
・
独
断
・
威
圧
・
権
勢
欲
の
所
産
で
あ
っ
た
こ
と
を
発
見
し
、
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
幻
滅
の
悲
哀
に
ひ
た
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。
理
念
は
ひ
と
し
く
崇
高
な
外
観
を
よ
そ
お
う
が
、
崇
高
に
見
え
る
理
念
も
、
裏
か
ら
見
れ
ば
罪
悪
の
権
化
で
さ

え
あ
り
得
る
。
そ
れ
が
歴
史
に
残
る
崇
高
な
理
念
で
あ
る
か
、
一
時
を
糊
塗
す
る
虚
妄
の
粉
飾
で
あ
る
か
は
、
政
治
自
ら
の
自
己

判
定
・
自
己
宣
伝
に
よ
っ
て
は
決
定
し
得
な
い
。
故
に
、
林
立
す
る
「
理
念
と
し
て
の
政
治
」
の
中
の
一
つ
が
選
ば
れ
て
勝
者
と

な
り
、
そ
れ
が
国
家
の
統
一
も
し
く
は
国
際
社
会
の
統
一
を
確
保
し
、
歴
史
の
動
き
を
決
定
す
る
に
い
た
る
根
拠
と
い
う
も
の

は
、
政
治
が
理
念
で
あ
り
、
理
念
が
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
求
め
ら
れ
得
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。43010 

　
そ
こ
で
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
答
え
と
し
て
、
対
立
す
る
理
念
の
う
ち
の
一
つ
が
勝
利
を
占
め
、
政
治
の
目
ざ
す
国
家
も
し
く

は
国
際
社
会
の
統
一
に
成
功
す
る
の
は
、
結
局
そ
の
政
治
の
備
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
実
力
に
よ
る
と
い
う
見
解
が
成
り
立
つ
。
政

治
は
理
念
で
あ
る
が
、
ま
た
実
力
で
あ
る
。
政
治
の
対
立
は
、
理
念
の
対
立
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
力
の
対
立
で
あ
る
。
し
か

も
、
対
立
す
る
理
念
の
い
ず
れ
が
統
一
に
成
功
し
、
歴
史
の
決
定
権
を
掌
握
し
、
法
の
革
新
・
創
造
を
成
し
遂
げ
る
か
の
問
題
は
、

単
に
政
治
の
理
念
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
得
ぬ
と
す
れ
ば
、
残
る
一
つ
の
解
決
の
道
と
し
て
、
政
治
に
お
け



る
実
力
の
要
素
に
つ
い
て
の
考
察
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
考
察
の
主
題
は
、
「
理
念
と
し
て
の
政

治
」
を
離
れ
て
「
実
力
の
政
治
」
に
移
る
の
で
あ
る
。43011 

（
参
考
） 

・
ラ
ー
ド
ブ
ル
ッ
フ
は
法
哲
学
上
の
相
対
主
義
が
民
主
主
義
に
帰
著
す
る
こ
と
を
説
い
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
民

主
主
義
は
何
ご
と
を
も
な
し
得
る
。
ー
ー
し
か
し
、
自
己
自
身
を
決
定
的
に
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
相
対
主
義
は
い
か
な
る

見
解
に
も
寛
容
で
あ
る
。
ー
ー
し
か
し
、
自
ら
絶
対
な
り
と
僭
称
す
る
見
解
に
対
し
て
ま
で
寛
容
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

こ
か
ら
反
民
主
主
義
の
党
派
に
対
す
る
民
主
主
義
国
家
の
態
度
が
導
き
出
さ
れ
る
。
民
主
主
義
の
国
家
は
、
他
の
見
解
と
の
世
界

観
闘
争
を
試
み
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
見
解
を
許
容
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
見
解
の
自
己
自
身
と
の

等
価
を
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
も
一
つ
の
見
解
が
思
い
あ
が
っ
て
自
ら
を
絶
対
に
妥
当
で
あ
る
と
な
し
、
そ
の
立

場
か
ら
、
多
数
を
無
視
し
て
権
力
を
獲
得
ま
た
は
把
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
民
主
主
義
の
国
家
は
そ
の
固
有
の
手
段
に
よ
っ

て
、
す
な
わ
ち
、
た
だ
に
理
念
と
論
争
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
の
実
力
に
訴
え
て
も
こ
れ
と
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。＜

相
対
主
義＞

ー
ー＜

そ
れ
は
普
遍
的
な
寛
容
で
あ
る＞

。
ー
ー＜

し
か
し＞

、＜

不
寛
容
に
対
し
て
ま
で
寛
容
で
は
な

い＞

」
　
一
九
三
四
年 43012 

　
四
　
実
力
と
し
て
の
政
治 

　
政
治
は
一
面
か
ら
見
れ
ば
理
念
で
あ
る
が
、
他
面
か
ら
と
ら
え
れ
ば
実
力
で
あ
る
。
単
に
理
念
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
実
力
が
こ
れ
に
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
実
現
さ
れ
得
ぬ
理
念
で
あ
り
、
失
敗
の
政
治
で
あ
る
。
政
治
の
も
つ
実

力
は
、
同
一
の
理
念
を
信
奉
し
、
共
同
の
目
的
を
追
求
し
て
、
こ
れ
を
現
実
生
活
の
中
に
実
現
し
て
行
く
と
こ
ろ
の
、
社
会
大
衆

の
団
結
力
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
団
結
力
が
、
統
一
の
方
向
に
む
か
っ
て
作
用
す
れ
ば
、
例
え
ば
国
民
共
同
体
の
活
発
な
目
的
活



動
が
展
開
さ
れ
る
。
逆
に
、
こ
れ
が
対
立
の
方
向
に
む
か
っ
て
働
け
ば
、
例
え
ば
国
際
社
会
が
友
と
敵
の
二
つ
の
陣
営
に
分
裂
し

て
、
そ
の
間
に
乾
坤
一
擲
の
大
規
模
な
戦
争
が
勃
発
す
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
現
実
の
政
治
を
遂
行
す
る
も
の
は
実
力
で

あ
る
。
故
に
、
す
べ
て
の
「
現
実
政
治
」
（Realpolitik

）
は
実
力
の
政
治
で
あ
る
。44001 

　
勿
論
、
い
か
な
る
現
実
的
な
政
治
と
い
え
ど
も
、
理
念
と
没
交
渉
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
政
治
に
と
っ
て
必
要
な
の

は
、
現
実
の
力
と
化
し
得
る
理
念
で
あ
っ
て
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
。
歴
史
に
活
躍
し
た
多
く
の
現
実

政
治
家
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
時
代
の
理
念
を
軽
視
し
、
も
し
く
は
こ
れ
を
排
斥
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
理
念
」
が
、
最
初
の

破
壊
作
業
に
成
功
し
た
の
ち
、
し
ば
ら
く
の
間
は
か
え
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
を
混
乱
と
闘
争
に
陥
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
排
し
て

武
断
独
裁
政
治
に
よ
り
国
家
の
強
大
な
統
一
を
確
立
し
た
の
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
あ
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
一
八
四
八
年
の
自

由
主
義
・
民
主
主
義
の
「
理
念
」
を
斥
け
て
、
「
血
と
鉄
」
を
以
て
ド
イ
ツ
の
統
一
国
民
国
家
の
建
設
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
現
実
政
治
家
が
駆
使
し
た
実
力
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
理
念
の
根
を
も
た
ぬ
訳
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
む

し
ろ
時
代
の
理
念
の
中
か
ら
、
現
実
の
建
設
に
役
立
た
ぬ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
部
分
を
切
り
取
っ
て
、
歴
史
と
国
民
性
に
深
く
根

ざ
し
て
い
る
部
分
に
明
確
な
方
向
を
与
え
、
こ
れ
を
そ
の
政
治
目
的
の
達
成
の
た
め
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

現
実
政
治
家
も
大
い
に
理
念
を
尊
重
し
、
理
念
を
活
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
自
然
法
理
念
の
法
制
化
を
企
て
、
第
十
九
世
紀

最
初
の
宏
壮
な
成
文
民
法
典
を
編
纂
し
た
者
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
あ
っ
た
。
ま
た
。
血
と
鉄
と
を
以
て
民
主
主
義
の
擡
頭
を
抑

え
、
軍
備
を
充
実
し
て
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
を
破
っ
た
ビ
ス
マ
ル
ク
の
政
治
の
中
に
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
焦
土
の
中
で
ド
イ
ツ
国
民

の
奮
起
を
う
な
が
し
た
、
フ
ィ
ヒ
テ
以
来
の
国
民
国
家
再
建
の
理
念
が
躍
動
し
て
い
た
。
か
く
の
ご
と
く
に
、
政
治
の
発
揮
す
る

現
実
の
力
の
中
に
は
、
理
念
の
血
が
通
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
偉
大
な
現
実
政
治
は
必
ず
同
時
に
偉
大
な
「
理
念
政
治
」

（Ideenpolitik

）
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。44002 

　
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
社
会
に
働
く＜

す
べ
て
の
力＞

が
理
念
の
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
理
念
の
力
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
何
ら
政
治
を
美
化
す
る
所
以
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
政
治
が
理
念
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
政
治
に
与
え
ら
れ
る
美
し

い
名
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
美
し
い
名
が
い
か
な
る
政
治
に
も
総
花
式
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
美
し
い
花

は
そ
の
美
し
さ
を
喪
失
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
（H

egel

）
の
よ
う
に
す
べ
て
の
現
実
を
理
念
の
現
れ
と
見
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
暴
虐



な
政
治
も
、
い
か
な
る
権
力
の
濫
用
も
、
大
局
か
ら
見
れ
ば
大
き
な
理
性
の
計
画
の
一
齣
と
し
て
是
認
、
否
、
讃
美
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
し
て
、
人
々
が
強
権
に
虐
げ
ら
れ
、
無
辜
の
弱
者
が
圧
政
に
泣
い
て
も
、
そ
れ
は
暴
君
や
圧
政
家
の
手

を
通
じ
て
理
念
の
自
己
実
現
を
行
う
と
こ
ろ
の
「
理
性
の
奸
計
」
（List der Vernunft

）
に
外
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
汎
神
論
的
な
決
定
観
に
悟
入
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
（Spinoza

）
と
と
も
に
、
人
間
の
歴
史
を
ば
「
永
遠
の
相
の
下
に
」

（sub specie aeternitatis

）
見
る
な
ら
ば
、
ネ
ロ
の
罪
悪
に
も
神
の
息
吹
を
感
じ
得
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
態

度
は
、
一
切
の
現
実
を
理
性
や
神
の
計
畫
に
よ
る
も
の
と
し
て
美
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
を
美
化
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
の

意
義
を
失
わ
し
め
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
な
る
と
、
現
実
に
対
し
て
美
醜
・
善
悪
・
正
不
正
の
評
価
を
下
す
こ
と
は
す
べ
て
無

意
味
と
な
り
、
現
実
の
た
た
か
い
に
勝
利
を
占
め
た
実
力
は
、
そ
の
何
者
た
る
を
問
わ
ず
正
当
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
「
勝
て
ば
官
軍
」
の
思
想
で
あ
り
、
「
実
力
即
正
義
」
の
観
念
の
外
な
ら
な
い
。
正
義
と
か
理
念
と
か
い
う
が
ご

と
き
粉
飾
を
洗
い
落
と
し
て
見
れ
ば
、
政
治
は
赤
裸
々
な
実
力
の
跳
梁
で
あ
り
、
法
は
「
強
者
の
権
利
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
。
汎
理
念
主
義
の
決
定
論
は
、
裏
が
え
せ
ば
自
然
主
義
の
実
力
説
と
な
る
。
か
く
て
、
結
局
「
理
念
と
し
て
の
政
治
」
は
消
え

て
、
露
骨
な
「
実
力
と
し
て
の
政
治
」
が
残
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。44003 

　
実
力
と
し
て
の
政
治
を
認
め
た
上
で
、
改
め
て
法
と
政
治
の
関
係
を
考
察
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
法
と
実
力
の
関

係
に
帰
著
す
る
。
法
と
政
治
と
を
比
較
し
て
、
政
治
上
の
決
定
を
法
の
根
柢
に
置
く
学
説
は
、
で
き
る
だ
け
高
い
理
念
を
か
か
げ

て
法
を
政
治
に
随
順
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
政
治
が
理
念
を
か
か
げ
て
自
己
自
身
を
装
飾
す
る
の
は
、
い
か
な
る
政

治
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
よ
う
な
理
念
と
し
て
の
政
治
の
言
い
分
を
す
べ
て
相
互
に
相
殺
し
て
し
ま
う
な

ら
ば
、
あ
と
に
残
る
も
の
は
た
だ
実
力
の
強
弱
だ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
な
お
法
に
対
す
る
政
治
の
優
位
を
説
こ
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
法
に
対
す
る
実
力
の
優
越
を
認
め
る
こ
と
に
帰
著
す
る
で
あ
ろ
う
。
法
は
実
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
実
力
を
掌
握
し
た

者
は
、
自
ら
法
定
立
の
権
威
と
な
る
。
一
た
び
実
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
も
、
実
力
の
中
心
が
変
化
す
れ
ば
、
新
た
な
実
力
に

よ
っ
て
変
革
さ
れ
る
。
国
内
法
も
そ
う
で
あ
る
。
国
際
法
も
そ
う
で
あ
る
。
法
の
最
後
の
鍵
を
握
る
も
の
は
、
実
力
に
よ
る
政
治

的
な
決
定
で
あ
る
。
か
く
て
、
法
哲
学
の
歴
史
を
通
じ
て
色
々
な
形
で
現
れ
て
来
た
実
力
説
の
立
場
を
、
重
ね
て
問
題
と
す
る
必

要
が
生
ず
る
。44004 



　
い
ま
、
か
り
に
、
理
念
に
よ
る
政
治
の
意
義
づ
け
と
か
、
政
治
の
か
か
げ
る
大
義
名
分
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
こ
と
ご
と

く
考
慮
の
外
に
置
い
て
、
政
治
の
作
用
を
ば
単
な
る
実
力
行
動
で
あ
る
と
し
て
見
よ
う
。
そ
の
場
合
、
さ
よ
う
な
実
力
と
し
て
の

政
治
と
法
と
の
関
係
は
ー
ー
一
般
に
政
治
と
法
と
の
関
係
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
ー
ー
さ
し
あ
た
り
二
通
り
に
区
別
さ
れ
得
る
。

そ
の
一
つ
は
、
実
力
に
よ
っ
て
法
が
破
ら
れ
る
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
法
が
実
力
を
抑
圧
す
る
と
い
う
関
係
で
あ

る
。
暴
力
革
命
が
起
っ
て
法
秩
序
が
く
つ
が
え
さ
れ
る
の
は
、
第
一
の
場
合
で
あ
る
。
内
乱
が
鎭
定
さ
れ
、
そ
の
首
謀
者
が
処
罰

さ
れ
て＜

け
り＞
が
つ
く
の
は
、
第
二
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
力
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
法
も
、
も
と
も
と
は
や
は

り
実
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
で
あ
り
、
実
力
を
支
柱
と
し
保
た
れ
て
い
た
秩
序
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
一
の
場
合
は
、
実

力
が
法
を
破
っ
た
と
い
わ
ん
よ
り
は
、
法
を
も
た
ぬ
実
力
が
法
を
も
つ
実
力
に
打
ち
勝
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

同
様
に
、
第
二
の
場
合
も
ま
た
、
法
そ
の
も
の
が
実
力
を
抑
え
た
の
で
は
な
く
て
、
法
を
支
え
る
実
力
が
な
お
強
大
で
あ
っ
た
た

め
に
、
そ
の
実
力
が
法
を
破
ろ
う
と
す
る
実
力
を
克
服
し
た
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
政
治
と
政
治
の
対
立

は
も
と
よ
り
、
法
と
政
治
の
衝
突
も
、
こ
と
ご
と
く
実
力
と
実
力
の
対
立
・
抗
争
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。44005 

　
そ
れ
で
は
、
実
力
が
実
力
と
抗
争
し
て
、
そ
の
一
つ
が
勝
つ
と
い
う
の
は
、
一
体
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
闘
争

は
力
の
闘
争
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
力
の
闘
争
に
お
い
て
は
強
い
力
が
勝
つ
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
互
に
た
た
か
う
二
つ
の
力

の
中
で
、
そ
の
一
方
が
他
方
よ
り
強
い
力
で
あ
り
得
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
力
説
は
、
強
い
も
の

が
勝
つ
と
い
う
。
勝
っ
た
者
が
法
を
作
る
と
い
う
。
し
か
し
、
真
の
問
題
は
、
強
い
者
が
勝
ち
、
勝
っ
た
者
が
法
を
作
る
と
い
う

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、＜

ど
う
し
て
強
い
者
が
強
い
か＞

と
い
う
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
力
が
他
方
よ
り
も
強

く
、
し
た
が
っ
て
、
他
方
を
克
服
し
、
法
を
作
る
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
単
な
る
実
力
説
を
以
て
し
て
は
、
こ
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
答
に
答
え
な
い
で
は
、
法

と
実
力
と
の
最
後
の
関
係
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
。
理
念
と
い
う
美
し
い
薄
紗
を
ぬ
ぎ
棄
て
た
あ
と
の
政
治
は
、
殺
伐
き
わ

ま
る
実
力
抗
争
の
世
界
で
あ
る
が
、
こ
の
荒
野
を
横
切
っ
て
そ
の
彼
岸
に
達
す
る
道
は
、
正
に
こ
の
問
題
を
手
が
か
り
と
し
て
求

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。44006 



　
社
会
に
働
く
力
の
強
弱
は
、
も
と
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
複
雑
な
結
合
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
物
理
的
な
力
、
経
済
上
の

資
本
や
資
源
の
力
、
大
衆
の
も
つ
数
の
力
、
国
民
を
結
束
せ
し
め
る
組
織
の
力
、
謀
略
・
宣
伝
の
力
、
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か

し
、
武
力
と
財
力
を
以
て
擁
護
せ
ら
れ
た
専
制
王
の
地
位
も
、
自
由
・
解
放
の
民
衆
運
動
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
以

上
、
物
理
力
や
経
済
力
を
以
て
、
力
の
強
弱
の
最
後
の
標
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
僅
か
七
名
の
同
志
を
以
て
発
足

し
た
と
い
わ
れ
る
ナ
チ
ス
の
運
動
が
、
や
が
て
民
主
主
義
の
国
内
体
制
を
強
引
に
変
革
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
こ
ろ
を
見
れ

ば
、
数
の
力
と
い
え
ど
も
勝
敗
の
決
を
定
め
る
根
本
の
要
素
と
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
、
法
に
よ
っ
て
整
然
と
秩
序

づ
け
ら
れ
た
民
主
主
義
国
家
の
組
織
の
力
が
、
独
裁
主
義
の
政
治
力
の
前
に
一
た
び
は
屈
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
証
拠
に
も
な

る
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
、
謀
略
・
宣
伝
の
ご
と
き
は
、
自
己
の
力
を
有
效
に
駆
使
し
、
対
手
の
力
を
巧
み
に
減
殺
す
る
た
め
の
闘

争
の
技
術
で
あ
っ
て
、
社
会
に
働
く
力
そ
の
も
の
の
本
体
で
は
な
い
。44007 

　
こ
れ
に
反
し
て
、
一
つ
の
政
治
力
が
対
立
す
る
他
の
力
を
抑
え
て
共
同
体
の
統
一
を
確
保
し
、
ま
た
は
既
存
の
組
織
を
動
か
し

て
新
た
な
統
一
形
態
を
築
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
政
治
力
が
そ
の
国
・
そ
の
時
代
の
具
体
情
勢
の
下
に
あ
っ
て
、

国
民
の
求
め
る
諸
目
的
に
均
衡
を
与
え
、
社
会
の
諸
勢
力
の
間
の
調
和
と
秩
序
と
を
保
つ
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

政
治
の
力
は
団
結
の
力
で
あ
る
。
人
々
が
目
的
を
共
同
に
し
、
共
同
の
諸
目
的
が
、
い
ま
ま
で
の
組
織
の
下
で
互
に
調
和
し
て
実

現
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
間
は
、
共
同
体
の
団
結
は
強
固
で
あ
り
、
そ
の
政
治
組
織
は
容
易
に
動
揺
を
き
た
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

従
来
の
組
織
の
下
に
宿
弊
が
山
積
し
、
目
的
の
対
立
、
階
層
の
分
裂
、
党
派
の
軋
轢
が
は
な
は
だ
し
く
な
っ
て
来
る
と
、
そ
の
政

治
は
必
ず
弱
体
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
組
織
の
内
容
を
ば
根
本
か
ら
刷
新
し
な
い
か
ぎ
り
、
新
た
な
政
治
力
の
擡
頭
に

よ
っ
て
崩
壊
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
に
攻
撃
の
鉾
先
を
む
け
つ
つ
蹶
起
し
た
新
興
政
治
勢
力
が
、
日
ま
し
に

強
大
な
勢
力
に
な
っ
て
制
度
の
変
革
に
成
功
す
る
の
は
、
そ
の
政
治
の
方
針
を
以
て
す
れ
ば
、
失
わ
れ
た
統
一
を
恢
復
し
、
共
同

体
の
諸
目
的
の
暢
達
な
実
現
を
図
り
得
る
と
い
う
強
い
希
望
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
社
会
の
心
理
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ

り
、
歴
史
の
現
実
は
驚
く
べ
き
ほ
ど
に
微
妙
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
な
定
石
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
の
事
情
の
介
入
に

よ
っ
て
定
石
通
り
に
運
ば
な
い
こ
と
が
少
く
な
い
。
あ
る
い
は
、
人
間
の
心
理
の
飽
き
や
す
さ
か
ら
、
不
必
要
の
変
革
を
待
望
す

る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
伝
統
の
惰
性
が
人
心
を
支
配
し
て
、
合
理
的
な
刷
新
を
阻
む
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。



更
に
、
国
内
関
係
だ
け
か
ら
い
え
ば
新
た
な
時
代
の
要
求
に
か
な
っ
て
い
る
筈
の
政
治
が
、
国
際
政
治
の
力
に
よ
っ
て
出
現
を
阻

止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
逆
に
、
人
間
の
浅
見
・
短
慮
に
乗
じ
て
一
時
王
座
を
占
め
た
矯
激
な
政
治
力
が
、
他
国
か
ら
の
反
対

勢
力
の
救
援
に
よ
っ
て
挫
折
し
、
国
民
が
恐
嚇
政
治
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
複
雑
な
事

情
を
勘
定
に
入
れ
る
に
し
て
も
、
人
間
の
求
め
る
多
岐
・
多
端
な
目
的
を
調
和
せ
し
め
、
よ
く
公
共
の
福
祉
を
増
進
せ
し
め
得
る

政
治
で
あ
る
こ
と
が
、
政
治
の
力
の
強
さ
を
決
定
す
る
根
本
の
因
素
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
経
済
の
力
、
多
数
の
力
、
思
想
の

力
、
文
化
の
力
が
加
わ
り
、
歴
史
の
伝
統
、
地
理
上
の
位
置
、
人
間
の
自
覚
、
国
際
関
係
の
緩
急
、
等
の
要
素
が
競
合
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
実
の
政
治
の
作
用
す
べ
き
方
向
が
定
ま
る
。
天
の
時
・
地
の
利
・
人
の
和
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
天
の
時
・
地

の
利
と
は
、
政
治
が
行
わ
れ
る
場
所
の
歴
史
上
・
地
理
上
の
具
体
条
件
で
あ
る
。
そ
の
条
件
の
下
で
人
の
和
を
維
持
し
、
政
治
の

力
を
強
く
発
揮
せ
し
め
る
も
の
は
、
実
に
社
会
の
諸
目
的
の
調
和
と
、
そ
れ
に
よ
る
公
共
の
福
祉
の
増
進
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。44008 

　
人
間
の
共
同
生
活
に
は
色
々
な
目
的
が
あ
る
。
道
徳
の
目
的
、
宗
教
の
目
的
、
経
済
の
目
的
、
技
術
の
目
的
、
学
問
の
目
的
、

芸
術
の
目
的
な
ど
、
数
え
上
げ
れ
ば
誠
に
多
様
な
目
的
を
め
ぐ
っ
て
、
人
間
の
社
会
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
目
的
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
も
す
る
し
、
処
に
よ
っ
て
相
違
も
あ
る
。
そ
う
し
て
、
多
様
・
複
雑
な
目
的
の
間
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
、
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
に
お
い
て
入
り
み
だ
れ
た
対
立
が
起
こ
り
、
衝
突
が
生
ず
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
定
の
歴
史
の

事
情
、
地
理
の
条
件
、
国
民
精
神
の
特
性
な
ど
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
の
諸
目
的
の
間
の
調
和
が
い
か
に
し
て
保
た
れ
、
公
共
の
福

祉
が
い
か
に
し
て
増
進
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
に
し
て
一
つ
の
筋
道
と
し
て
決
ま
っ
て
来
る
筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

政
治
が
こ
の
筋
道
に
か
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
の
秩
序
は
保
た
れ
、
人
の
和
に
よ
る
団
結
力
が
発
揮
さ
れ
る
。
そ
れ
が＜

強

い
政
治＞

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
の
力
は
、
強
い
が
故
に
秩
序
を
作
り
、
秩
序
を
保
ち
得
る
の
で
は
な
く
、
秩
序
を

作
り
、
秩
序
を
保
つ
に
適
し
た
力
な
る
が
故
に
強
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
内
政
治
に
つ
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
国
際

政
治
に
も
ま
た
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
国
際
的
な
統
一
も
目
的
の
共
同
性
に
よ
っ
て
保
た
れ
、
国
家
間
の
秩
序
も
目
的
の
調
和

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。
深
く
対
立
す
る
諸
国
家
の
要
求
を
、
与
え
ら
れ
た
具
体
条
件
の
下
で
い
か
に
調
和
せ
し
め
え
る
か
は
、

単
な
る
実
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
得
る
問
題
で
は
な
く
、
国
際
政
治
の
行
わ
る
べ
き
筋
道
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界



平
和
の
維
持
と
人
類
全
体
の
福
祉
の
増
進
と
を
併
せ
行
い
得
る
も
の
が
、＜

正
し
い＞

国
際
政
治
で
あ
り
、＜

強
い＞

世
界
経
綸

で
あ
る
。
故
に
、
政
治
が
強
く
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
力
は
ま
づ
正
し
い
政
治
の
筋
道
に
沿
う
て
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
こ
に
「
政
治
の
矩
」
が
あ
る
。
法
の
究
極
に
在
る
も
の
が
政
治
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
政
治
の
更
に
究
極
に
は
政
治
の

矩
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
実
力
と
し
て
の
政
治
」
の
考
察
は
、
単
な
る
実
力
の
範
疇
を
越
え
て
、
実
力
以
上

の
正
し
い
政
治
の
規
準
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。44009 

　
五
　
政
治
の
矩
と
し
て
の
法 

　
政
治
、
特
に
国
家
の
政
治
が
理
念
に
よ
っ
て
国
民
の
精
神
を
統
合
し
、
国
民
の
団
結
に
よ
っ
て
共
同
体
の
統
一
を
確
保
す
る
の

は
、
そ
の
政
治
が
そ
の
国
・
そ
の
時
代
の
具
体
事
情
に
応
じ
て
社
会
生
活
の
諸
目
的
を
調
和
せ
し
め
、
国
民
公
共
の
福
祉
を
増
進

す
る
適
格
性
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
よ
う
な
政
治
は＜

正
し
い＞

政
治
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
国
民
共
同
体
に
内
在
す

る
諸
目
的
の
相
互
の
調
和
が
破
れ
、
利
害
が
対
立
し
、
階
級
が
分
裂
・
抗
争
し
、
国
民
生
活
の
脅
威
が
増
大
す
る
の
は
、
矩
を
守

ら
ぬ
無
為
・
無
能
の
政
治
も
し
く
は
無
理
・
横
暴
の
政
治
が
行
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
、＜

正
し
さ＞

を
失
っ
た
政
治
の

も
た
ら
し
た
帰
結
で
あ
る
。
政
治
が
正
し
さ
を
失
え
ば
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
国
民
生
活
を
統
合
す
る
た
め
の
中
心
が
求
め
ら
れ
、

新
た
な
政
治
理
念
が
新
た
な
政
治
力
と
な
っ
て
擡
頭
す
る
。
そ
う
し
て
、
政
治
の
一
つ
の
契
機
た
る
対
立
・
抗
争
の
過
程
を
経

て
、
政
治
の
他
の
一
つ
の
契
機
た
る
新
し
い
統
一
に
到
達
す
る
。
そ
の
国
家
自
身
の
力
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
転
換
が
な
さ
れ
得
な

い
場
合
に
は
、
他
の
国
家
の
力
に
よ
っ
て
さ
よ
う
な
変
革
が
な
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
か
く
し
て
、
ふ
た
た
び
政
治
は
そ

の
正
し
い
軌
道
に
復
帰
す
る
。
そ
こ
に
政
治
の
筋
道
が
あ
り
、
政
治
の
矩
が
あ
る
。
政
治
の
矩
は
目
的
の
調
和
で
あ
り
、
公
共
の

福
祉
で
あ
り
、
正
し
い
秩
序
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
外
な
ら
ぬ＜

法
の
理
念＞

で
あ
る
。
政
治
に
正
し
い
方
向
を
与
え
る
も
の
は
、

か
よ
う
な
法
の
理
念
で
あ
る
。
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
求
め
て
政
治
に
到
達
し
た
こ
れ
ま
で
の
考
察
は
、
こ
こ
に
更
に
法
の
究

極
に
在
る
も
の
を
求
め
て
、
ふ
た
た
び
法
の
理
念
に
立
ち
戻
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。45001 



　
か
よ
う
に
法
を
政
治
の
矩
と
認
め
る
の
は
、
政
治
の
作
用
を
一
々
固
定
し
た
成
文
法
規
に
よ
っ
て
拘
束
し
よ
う
と
し
た
自
由
主

義
的
法
治
国
家
の
思
想
へ
の
単
な
る
復
帰
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
、
成
文
の
法
規
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
権
力
の
行
使

を
規
律
す
る
の
も
、
法
を
政
治
の
規
矩
準
縄
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
場

合
に
成
文
法
を
以
て
政
治
の
作
用
を
拘
束
す
る
趣
旨
は
、
政
治
上
の
権
力
が
み
だ
り
に
個
人
の
自
由
の
縄
張
り
を
侵
す
こ
と
を
許

す
ま
い
と
す
る
、
個
人
主
義
・
自
由
主
義
の
世
界
観
に
立
脚
す
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
よ
う
な
制
度
は
、
政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

た
法
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
っ
て
は
、
こ
の
法
制
度
も
活
溌
・
自
由
な
個
人
の
企
業
心
を
刺
激
し
、
国
民
生
活

の
隆
昌
を
約
束
し
、
し
た
が
っ
て
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
の
に
役
立
つ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
代
が
変
わ
れ
ば
事
情

も
変
わ
る
。
国
民
の
経
済
活
動
に
広
汎
な
自
由
を
与
え
た
結
果
は
、
や
が
て
少
数
の
恵
ま
れ
た
階
層
の
み
福
利
を
集
中
さ
せ
、
多

数
の
勤
労
階
級
か
ら
は
そ
の
当
然
享
有
す
べ
き
利
益
を
奪
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
国
民
全
体
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め

の
法
は
、
経
済
上
の
支
配
者
に
よ
っ
て
の
み
一
方
的
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
偏
っ
た
現
象
を
呈
す
る
に
い
た
っ
た
。
固
定
し
た
法

規
に
よ
っ
て
権
力
を
拘
束
し
、
す
べ
て
の
個
人
に
対
し
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
自
由
を
与
え
る
と
い
う
政
治
の
方
針
は
、
公
平
・

平
等
に
国
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
と
い
う
目
的
に
か
な
わ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
急
進
自
由
主
義
の
政
治

は
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
政
治
の
矩
に
合
致
し
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
行
き
す
ぎ
た
自
由
経
済
を
統
制
し
、
資
本
の

圧
力
の
下
に
呻
吟
す
る
多
数
の
勤
労
階
級
を
保
護
す
る
た
め
に
、
執
行
権
の
強
化
を
図
る
必
要
が
生
じ
た
。
新
し
い
政
治
の
方
針

が
と
ら
れ
、
新
し
い
政
治
の
下
に
新
し
い
法
が
生
れ
、
固
定
し
た
法
規
に
は
目
的
論
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
新
た
な
意
味
が
賦
与
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
治
の
変
化
に
よ
っ
て
法
が
動
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
政
治
が
勝
手
に
法
を
動
か
し
た
の
で
は
な

く
、
変
化
し
た
事
情
に
応
じ
て
社
会
目
的
の
調
和
と
公
共
の
福
祉
の
増
進
と
を
図
ら
し
め
よ
う
と
す
る
政
治
の
矩
が
、
政
治
を
変

化
さ
せ
、
変
化
し
た
政
治
が
、
政
治
の
矩
に
か
な
う
よ
う
に
法
を
変
化
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
法
は
政
治
に
よ
っ
て
動
か

さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
法
を
動
か
す
政
治
は
、
更
に
根
本
に
お
い
て
政
治
の
矩
た
る
法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
。45002 

　
か
よ
う
に
、
自
由
主
義
の
政
治
と
そ
の
法
と
に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
た
色
々
な
社
会
生
活
の
病
弊
を
是
正
す
る
た
め
に
、
自
由

経
済
の
法
に
公
法
上
の
規
制
を
加
え
、
経
済
上
の
弱
者
の
立
場
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
動
向
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
今
日
の



世
界
各
国
に
共
通
に
見
出
さ
れ
る
政
治
の
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
由
主
義
か
ら
統
制
主
義
へ
の
変
化
で
あ
り
、
個
人
主
義
か

ら
団
体
主
義
ま
た
は
社
会
主
義
へ
の
動
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
進
資
本
主
義
国
家
の
筆
頭
に
数
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
す

で
に
第
１
９
世
紀
の
末
葉
以
来
、
次
第
に
こ
う
し
た
変
化
が
現
れ
、
社
会
法
・
労
働
法
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
統
制
立
法
の
発
達

を
う
な
が
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
輿
論
に
よ
っ
て
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
政
治
意
識
の
変
化
に
よ
っ
て
、

い
か
に
こ
う
し
た
法
の
転
換
が
成
し
遂
げ
ら
れ
て
行
っ
た
か
は
、
ダ
イ
シ
イ
（Albert Venn Dicey

）
の
名
著
『
第
十
九
世
紀
の

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
法
と
輿
論
の
関
係
に
つ
い
て
の
講
義
』
の
中
に
詳
し
く
叙
述
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。45003 

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
傾
向
は
第
二
十
世
紀
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
来
る
と
同
時
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
急

迫
し
た
情
勢
に
刺
激
さ
れ
て
、
過
激
な
独
裁
政
治
形
態
を
生
む
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
奔
放
な
自
由
経
済
の
動
き
を
制
御
す

る
た
め
に
大
な
り
小
な
り
執
行
権
の
強
化
を
図
る
と
い
う
必
要
は
、
世
界
各
国
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
事
情
で
あ
っ
た
が
、
か

く
し
て
強
化
さ
れ
た
執
行
権
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
二
三
の
国
々
で
は
止
め
度
も
な
い
自
己
強
化
の
自
転
作
用
を
起
し
、
国
家
の
執

行
部
に
必
要
以
上
の
力
を
集
中
さ
せ
る
独
裁
主
義
に
転
換
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
お
よ
び
ド
イ
ツ
の

ナ
チ
ズ
ム
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
よ
う
な
独
裁
主
義
の
政
治
も
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
は
国
民
公
共
の

福
祉
を
目
ざ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
国
民
公
共
の
福
祉
を
目
ざ
さ
ず
し
て
は
、
少
く
と
も
国
民
公
共
の
福
祉
を
目
ざ

す
こ
と
を
標
榜
せ
ず
し
て
は
、
現
代
の
政
治
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
独
裁
政
治
は
、
そ
の
目
的
を
強
引
に
達
成

す
る
た
め
に
、
法
の
権
威
を
無
視
し
、
法
を
破
る
こ
と
を
意
に
介
し
な
い
と
い
う
態
度
に
出
で
た
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
自
由
を

過
度
に
保
護
す
る
従
来
の
法
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
絶
対
の
権
力
を
以
て
人
間
の
自
由
を
過
当
に
圧
迫
し
た
。
し
か

し
、
人
間
の
自
律
、
人
格
の
自
由
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
と
い
う
の
は
、
樹
に
よ
っ
て
魚
を
求
め
る

に
ひ
と
し
い
。
国
民
の
批
判
を
封
殺
し
、
少
数
の
独
断
に
よ
っ
て
行
う
絶
対
主
義
の
政
治
は
、
そ
の
表
面
の
自
己
陶
酔
の
自
画
自

讃
を
以
て
粉
飾
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
裏
面
に
は
専
横
と
脅
嚇
の
罪
悪
を
積
み
重
ね
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。45004 

　
殊
に
、
独
裁
政
治
が
あ
く
ま
で
も
個
人
主
義
・
自
由
主
義
を
排
撃
し
よ
う
と
し
た
真
の
目
的
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
の
戦
争

能
力
を
急
速
に
増
強
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
急
速
に
増
強
さ
れ
た
武
力
を
背
景
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
国
の
犠

牲
に
お
い
て
自
国
の
利
益
を
一
挙
に
し
て
拡
大
し
よ
う
と
す
る
に
存
し
た
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
そ
の
目
的
を
遂
げ
る
た
め
に
、



単
に
法
治
主
義
の
線
に
沿
っ
て
発
達
し
た
国
内
法
を
破
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
際
法
を
破
る
こ
と
を
意
と
し
な
い
。
既
存
の
国
際

法
秩
序
を
ば
先
進
資
本
主
義
国
家
の
利
益
の
み
を
一
方
的
に
保
護
す
る
防
塞
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
、
正
義
は
こ
れ
を
守
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
逆
に
こ
れ
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
そ
の
必
然
の

帰
結
は
、
全
人
類
の
福
祉
を
破
壊
す
る
戦
争
と
な
っ
て
現
れ
る
。
独
裁
主
義
は
、
危
機
を
名
と
し
て
軍
備
を
拡
張
し
、
軍
備
を
拡

張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
機
を
増
大
せ
し
め
る
。
そ
う
し
て
、
奔
馬
の
よ
う
に
最
も
恐
る
べ
き
戦
争
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
立
憲
主
義
の
軌
道
か
ら
逸
脱
し
た
日
本
の
政
治
も
、
国
内
法
を
破
る
と
い
う
点
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
独
裁
政
治
の
ご

と
く
に
矯
激
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
当
に
慎
重
な
態
度
を
持
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
国
際
法
を
破
る
行
動
に
出
る
と
い
う
点
に
お

い
て
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
以
上
の
無
分
別
さ
を
示
し
た
。
そ
う
し
て
、
結
局
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
と
結
ん
で
民
主

主
義
諸
国
家
に
挑
戦
し
、
相
共
に
惨
憺
た
る
敗
北
を
喫
し
た
。
か
く
て
、
法
を
破
る
政
治
が
こ
と
ご
と
く
失
敗
に
帰
し
た
今
後
の

世
界
は
、
ふ
た
た
び
法
を
尊
重
す
る
精
神
に
戻
る
で
あ
ろ
う
。
国
内
政
治
も
国
際
政
治
も
、
法
の
枠
の
中
で
公
共
の
福
祉
の
実
現

に
努
力
す
る
と
い
う
政
治
の
常
道
に
立
ち
帰
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
正
し
い
政
治
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
正
し
い
政
治

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
政
治
の
矩
に
か
な
う
が
故
で
あ
る
。
い
か
に
強
大
な
政
治
力
も
、
政
治
の
矩
を
無
視
す
る
な
ら

ば
、
到
底
永
く
そ
の
強
大
さ
を
誇
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
教
訓
を
、
最
近
の
世
界
史
は
、
最
も
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
て
、
最

も
切
実
に
人
類
に
示
し
た
の
で
あ
る
。45005 

　
故
に
、
法
の
究
極
に
は
政
治
が
あ
る
が
、
政
治
の
更
に
究
極
に
は
「
政
治
の
矩
と
し
て
の
法
」
の
存
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
政
治
は
法
に
対
し
て
優
位
に
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
法
に
対
す
る
万
能
の
優
者
で
は
な
い
。
法
を
作
り
、
法
を
動
か

す
政
治
は
、
法
の
矩
に
し
た
が
っ
て
法
を
作
り
、
法
を
動
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
政
治
の
矩
た
る
根
本
の
法

に
制
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
法
は
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
政
治
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
、
と
き
に
は
政
治
に
よ
っ
て
破
ら

れ
る
。
け
れ
ど
も
、
法
は
決
し
て
単
な
る
政
治
の
傀
儡
で
は
な
い
。
法
は
、
更
に
一
層
高
い
立
場
か
ら
、
政
治
が
政
治
の
矩
に
か

な
う
よ
う
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
こ
と
を
監
視
し
て
い
る
。
特
に
政
治
が
法
を
破
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
社
会
の
諸

目
的
の
調
和
と
公
共
の
福
祉
の
増
進
と
の
た
め
に
真
に
や
む
を
得
な
い
措
置
で
あ
る
か
否
か
を
、
最
も
厳
重
に
監
視
す
る
。
そ
こ



に
政
治
の
恣
意
に
よ
っ
て
左
右
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
法
の
自
主
性
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、
法
の
自
主
性
の
存
す
る
と
こ
ろ
に

は
、
法
学
の
自
主
性
も
ま
た
厳
と
し
て
存
す
る
筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。45006 

　
こ
れ
ら
の
点
は
、
更
に
詳
し
く
論
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
問
題
の
核
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
の
こ
の
核
心
を

ば
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
前
に
、
も
う
一
つ
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
門
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
経
済
の
必
然
法
則

に
求
め
る
唯
物
史
観
の
検
討
で
あ
る
。
唯
物
史
観
は
、
最
も
特
色
の
あ
る
政
治
観
で
あ
る
。
唯
物
史
観
を
中
心
と
す
る
マ
ル
ク
ス

主
義
は
、
最
も
尖
端
的
な
政
治
思
想
で
あ
り
、
法
を
破
る
必
然
性
を
最
も
大
膽
に
主
張
す
る
政
治
動
向
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唯
物
史
観
は
、
法
を
動
か
す
最
後
の
も
の
を
政
治
と
は
見
な
い
。
む
し
ろ
、
法
も
政
治
も
含
め
た
社
会
の
「
上

部
構
造
」
の
真
の
原
動
者
を
ば
、
経
済
上
の
生
産
力
で
あ
る
と
考
え
る
。
故
に
、
も
し
も
唯
物
史
観
の
主
張
が
正
し
い
な
ら
ば
、

法
は
政
治
と
と
も
に
そ
の
「
下
部
構
造
」
た
る
経
済
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
単
な
る
政
治
優
位
論
と
は
別
の
角
度

か
ら
法
の
自
主
性
が
否
定
さ
れ
る
に
い
た
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
の
探
究
は
、
法
と
政
治

の
関
係
の
概
観
を
終
つ
た
こ
の
機
会
に
お
い
て
、
更
に
す
す
ん
で
、
社
会
動
学
の
中
で
も
最
も
迫
力
の
あ
る
唯
物
史
観
と
の
対
決

を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。45007 



第
五
章
　
法
の
下
部
構
造
と
し
て
の
経
済 

　
一
　
経
済
の
上
部
構
造
と
し
て
の
法 

　
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
政
治
と
見
る
見
方
に
は
、
大
な
り
小
な
り
の
理
念
論
の
性
格
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
政
治
の
実
体

を
理
念
の
力
と
考
え
る
場
合
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
政
治
の
か
か
げ
る
理
念
が
単
な
る
名
分
の
問
題
で
あ
り
、
も
し
く
は
単

な
る
力
の
擬
態
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
場
合
に
も
、
名
分
も
し
く
は
擬
態
と
し
て
の
理
念
が
政
治
の
一
つ
の
有
力
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と

し
て
働
い
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
し
か
ら
ば
、
理
念
の
な
い
政
治
と
は
一
体
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
政
治
の
中
か
ら
す
べ
て
の
理
念
的
な
も
の
を
捨
象
す
る
な
ら
ば
、
あ
と

に
は
赤
裸
々
な
実
力
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
圧
政
を
行
う
専
制
君
主
の
王
座
の
背
後
に
も
、
神
の
権
威
と
か
身
分
の
尊
厳

と
か
い
う
よ
う
な
理
念
の
後
光
が
さ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
蓆
旗
を
立
て
て
一
揆
を
起
こ
し
た
農
民
の
先
頭
に
は
、
悪
代
官
に
天

誅
を
加
え
よ
う
と
す
る
義
人
が
立
っ
て
、
一
揆
の
理
念
を
体
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
政
治
の
理
念
性
は
、
い
か
に
こ
れ

を
否
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
決
し
て
否
定
し
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。51001 

　
こ
れ
に
対
し
て
、
法
を
動
か
す
力
の
根
源
を
ば
政
治
よ
り
も
っ
と
深
く
ま
で
掘
り
下
げ
、
も
は
や
理
念
と
い
う
よ
う
な
地
下
水

の
湧
い
て
来
な
い
社
会
関
係
の
底
層
の
中
に
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
唯
物
史
観
で
あ
る
。
唯
物
史
観

は
、
政
治
の
中
に
理
念
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
理
念
が
、
政
治
と
と
も
に
動
く
と
こ
ろ
の
法
の
中
に
も
貫
流

し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
理
念
的
な
も
の
は
、
歴
史
に
お
い
て
真
に
動
く
も
の
で
は
な
く
、
歴
史

と
と
も
に＜

動
か
さ
れ
る
も
の＞

で
あ
る
と
、
見
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
歴
史
を
動
か
す
最
後
の
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
唯
物
史
観
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
「
経
済
」
で
あ
る
。
経
済
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
そ
の
根
柢
を
な
す
「
生
産
力
」

で
あ
る
。
生
産
力
が
社
会
の
生
産
関
係
を
規
定
し
、
社
会
の
生
産
関
係
が
そ
の
他
の
一
切
の
社
会
の
構
造
を
規
定
す
る
。
法
も
政

治
も
道
徳
も
、
さ
よ
う
な
社
会
経
済
の
「
上
部
構
造
」
（Ü

berbau

）
で
あ
る
。
法
や
政
治
や
道
徳
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
ら



ゆ
る
精
神
的
な
要
素
は
、
そ
れ
自
身
の
力
に
よ
っ
て
動
く
実
体
的
な
理
念
で
は
な
く
、
そ
の
「
下
部
構
造
」
（U

nterbau

）
た
る

社
会
経
済
の
動
き
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
つ
き
と
め
ら
れ
た
歴
史
の
究
極
者
た
る
社
会

経
済
そ
の
も
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
る
こ
と
も
粉
飾
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
冷
厳
な
法
則
に
よ
っ
て
動

く
。
こ
の
歴
史
の
冷
厳
な
動
態
観
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
介
入
を
許
さ
ぬ
必
然
の
経
済
法
則
を
基
礎
と
し
て
、
す
べ
て
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
上
部
構
造
の
動
き
を
説
明
す
る
と
い
う
意
味
で
、
自
ら
な
づ
け
て
「
唯
物
史
観
」
（m

aterialistische 
Geschichtsauffassung

）
も
し
く
は
「
史
的
唯
物
論
」
（historischer M

aterialism
us

）
と
称
す
る
の
で
あ
る
。51002 

　
唯
物
史
観
の
理
論
を
考
察
す
る
に
は
、
誰
し
も
が
す
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
批
判
』
の
序
言
の
中
で
要
約
し
て
い

る
と
こ
ろ
を
再
現
す
る
に
如
く
は
な
い
。51003 

　
マ
ル
ク
ス
（Karl M

arx

）
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
そ
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
社
会
的
な
生
産
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
必
ず

一
定
の
生
産
関
係
の
枠
の
中
に
入
る
。
こ
の
生
産
関
係
は
、
物
質
的
な
生
産
力
の
或
る
き
ま
っ
た
発
達
段
階
に
相
応
ず
る
も
の
で

あ
っ
て
、
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
生
産
関
係
の
総
体
が
社
会
の
経

済
組
織
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
社
会
経
済
の
組
織
が
現
実
の
土
台
と
な
っ
て
、
そ
れ
の
上
に
法
お
よ
び
政
治

の
上
部
構
造
が
築
き
上
げ
ら
れ
、
か
つ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
社
会
意
識
の
一
定
の
形
式
が
形
づ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
物
質
生
活
の
生
産
様
式
が
社
会
的
、
政
治
的
、
お
よ
び
精
神
的
の
生
活
過
程
の
す
べ
て
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
人

間
の
意
識
が
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
定
め
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
人
間
の
社
会
的
な
存
在
が
人
間
の
意
識
を
規
定
す
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
の
物
質
的
生
産
力
が
一
定
の
段
階
ま
で
発
達
を
遂
げ
る
と
、
そ
の
生
産
力
は
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た

生
産
関
係
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
法
的
に
い
い
な
お
す
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
そ
の
中
で
生
産
力
の
作
用
し
て

い
た
所
有
権
の
関
係
が
、
も
は
や
新
し
い
生
産
力
の
段
階
に
適
合
し
な
く
な
っ
て
来
る
。
発
達
し
た
生
産
力
の
形
態
に
と
っ
て

は
、
在
来
の
生
産
関
係
ま
た
は
所
有
権
の
関
係
が
障
碍
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
社
会
革
命
の
時
代
が
現
れ
る
。

そ
う
し
て
、
経
済
上
の
基
礎
の
変
化
と
と
も
に
、
巨
大
な
上
層
建
築
の
全
体
が
徐
々
に
ま
た
は
急
激
に
転
覆
す
る
。
か
よ
う
な
変

革
過
程
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
人
は
二
つ
の
こ
と
を
常
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
つ
は
、
自
然
科
学
的
に
正

確
に
た
し
か
め
ら
れ
得
る
と
こ
ろ
の
、
経
済
上
の
生
産
条
件
の
実
質
的
な
変
革
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
人
間
が
こ
の
闘
争
を
そ



れ
に
お
い
て
意
識
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
用
い
て
こ
の
闘
争
を
た
た
か
い
ぬ
く
と
こ
ろ
の
、
法
・
政
治
・
宗
教
・
芸
術
ま
た
は
哲
学

の
諸
形
式
、
約
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
も
ろ
も
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
の
形
式
で
あ
る
。
或
る
個
人
が
自
分
自
身
を
ど
う
思
う
か
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
間
を
評
価
し
得
な
い
の
と
同
様
に
、
か
よ
う
な
変
革
の
時
代
を
ば
そ
の
時
代
の
意
識
に
よ
っ
て
評

価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
意
識
は
、
む
し
ろ
物
質
生
活
に
内
在
す
る
矛
盾
に
よ
っ
て
、
社
会
の
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の

現
実
の
闘
争
に
よ
っ
て
、
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。51004 

　
こ
こ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
唯
物
史
観
の
精
髄
を
、
特
に
法
と
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う

に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。51005 

　
人
間
の
社
会
生
活
を
動
か
す
最
も
根
本
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
物
質
上
の
慾
望
で
あ
る
。
人
間
の
慾
望
は
絶
え
ず
分
化
し
、
増
加

す
る
。
単
に
人
口
の
増
加
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
慾
望
充
足
の
た
め
の
生
産
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
社
会
生
活
の

存
立
の
た
め
の
基
本
的
な
条
件
で
あ
る
か
は
、
い
わ
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
生
産
の
様
式
が
社
会
関
係
の
形
態
を
決

定
す
る
基
礎
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
一
定
の
生
産
力
の
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
な
生
産
関
係
が
組
織
さ

れ
、
そ
の
関
係
が
法
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
奴
隷
を
用
い
て
生
産
が
行
わ
れ
た
時
代
に
は
、
奴
隷
は
法
的
に
「
物
」

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
奴
隷
使
用
者
は
奴
隷
を
自
由
に
売
買
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
農
業
生
産
が
生
産
の
主
要
部
分
を
な
し
て
い

た
時
代
に
は
、
封
建
諸
侯
や
大
地
主
が
荘
園
を
釆
領
し
、
農
民
は
終
生
こ
れ
に
隷
属
し
て
年
貢
を
納
め
る
と
い
う
境
涯
に
甘
ん
じ

た
。
し
か
し
、
生
産
力
は
時
と
と
も
に
発
達
し
、
生
産
の
手
段
も
次
第
に
進
歩
す
る
。
そ
う
し
て
、
前
の
時
代
の
生
産
力
の
段
階

に
適
合
し
て
い
た
生
産
の
関
係
や
所
有
の
関
係
が
、
今
度
は
逆
に
生
産
を
阻
害
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
生
産
力
の
変

化
が
、
社
会
の
組
織
を
革
命
的
に
変
革
す
る
。
社
会
組
織
を
固
定
せ
し
め
て
い
た
法
が
、
新
た
な
生
産
の
力
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
封
建
時
代
に
す
で
に
次
第
に
発
達
し
て
来
た
社
会
的
分
業
に
よ
る
商
品
生
産
と
、
そ
の
等
価
交
換
の
形
式

と
は
、
封
建
制
度
の
身
分
的
な
法
関
係
と
矛
盾
す
る
性
格
を
も
つ
。
特
に
、
機
械
工
業
の
導
入
に
よ
っ
て
生
産
力
が
飛
躍
的
に
増

大
し
、
商
品
経
済
の
法
則
が
工
業
製
品
ば
か
り
で
な
く
農
産
物
を
も
そ
の
枠
の
中
に
取
り
入
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
封
建
制
度
の
打

破
が
社
会
全
体
と
し
て
必
要
と
な
り
、
歴
史
を
転
換
さ
せ
る
革
命
が
起
こ
っ
て
、
封
建
社
会
に
代
る
市
民
社
会
の
組
織
を
創
造
す

る
に
い
た
っ
た
。
そ
う
し
て
、
人
は
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
法
の
前
に
は
平
等
で
あ
る
と
さ
れ
、
人
の
物
に
対
す
る
所
有
の
関
係
は



一
般
的
・
非
身
分
的
な
私
所
有
権
と
し
て
保
護
さ
れ
、
人
と
人
と
の
間
の
契
約
は
自
由
た
る
べ
し
と
い
う
原
則
の
確
立
を
見
た
。

か
よ
う
に
、
社
会
経
済
上
の
生
産
力
は
社
会
の
生
産
関
係
を
規
定
し
、
し
た
が
っ
て
、
生
産
関
係
の
組
織
化
た
る
法
を
規
定
す

る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
生
産
力
が
変
化
す
れ
ば
、
前
段
階
の
法
は
新
た
な
生
産
力
に
と
っ
て
の
障
碍
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
革

命
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
経
済
上
の
生
産
力
は
法
の
下
部
構
造
で
あ
り
、
法
は
社
会
経
済
の
上
部
構
造
で
あ

る
。
法
に
内
在
す
る
「
理
念
」
例
え
ば
、
人
間
の
平
等
と
か
意
志
の
自
由
と
か
い
う
よ
う
な
「
理
念
」
は
、
等
価
交
換
の
原
則
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
商
品
流
通
経
済
に
と
も
な
う
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
す
ぎ
な
い
。
下
部
構
造
た
る
社
会
経
済
が
変
化
す
れ
ば
、

上
部
構
造
た
る
法
も
変
化
し
、
法
に
内
在
す
る
「
理
念
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
が
暴
露
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
意
志
に

よ
っ
て
如
何
と
も
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
の
自
然
科
学
的
な
必
然
法
則
な
の
で
あ
る
。51006 

　
社
会
経
済
上
の
生
産
力
の
変
化
に
よ
っ
て
、
法
そ
の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
も
つ
社
会
組
織
の
上
部
構
造
も
ま
た
、
必

然
的
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
の
理
論
は
、
観
念
論
の
立
場
か
ら
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
、
上
部
構
造
か
ら
下
部
構
造
へ
の

影
響
と
い
う
も
の
を
全
く
否
定
す
る
訳
で
は
、
決
し
て
な
い
。
唯
物
史
観
は
、
法
の
形
態
や
政
治
の
力
が
逆
に
社
会
経
済
の
上
に

お
よ
ぼ
す
影
響
を
ば
、
充
分
に
勘
定
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
商
品
生
産
経
済
や
商
品
の
自
由
交
換
経
済
は
自
由
主

義
の
政
治
理
念
に
よ
っ
て
逆
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
社
会
経
済
の
形
態
が
、
私
所
有
権
の
保
護
と
か
契
約
自

由
の
原
則
と
か
い
う
よ
う
な
法
の
組
織
の
下
に
、
は
じ
め
て
円
滑
自
在
の
発
達
を
遂
げ
得
た
こ
と
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
、
社
会
経
済
と
法
や
政
治
と
の
間
に
は
、
密
接
な
相
互
依
存
の
聯
関
が
あ
る
。
唯
物
史
観
は
、
こ
の
明
ら
か
な
事
実
を
無

視
し
て
、
社
会
経
済
が＜

一
方
的＞

に
法
や
政
治
を
規
定
す
る
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。51007 

　
こ
れ
に
対
し
て
、
唯
物
史
観
の
本
旨
は
、
法
や
政
治
の
よ
う
な
上
部
構
造
と
社
会
経
済
上
の
生
産
力
と
い
う
下
部
構
造
と
の
間

に
い
か
な
る
相
互
作
用
が
あ
る
に
し
て
も
、＜

最
後
の
点＞

で
そ
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
が
経
済
上
の
生
産
力
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
に
在
る
。
こ
の
こ
と
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
（Friedrich Engels
）
の
次
の
言
葉
が
最
も
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
い
は

く
、
「
唯
物
史
観
に
よ
れ
ば
、＜

最
後
の
と
こ
ろ
で＞

歴
史
を
規
定
す
る
契
機
は
、
現
実
生
活
の
生
産
お
よ
び
再
生
産
で
あ
る
。

そ
れ
以
上
の
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
も
わ
た
し
も
い
ま
だ
か
っ
て
主
張
し
た
こ
と
は
な
い
。
も
し
も
誰
か
が
こ
れ
を
歪
曲
し
て
、
経
済

の
契
機
は＜

唯
一
の＞

規
定
す
る
契
機
だ
と
い
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
、
唯
物
史
観
の
命
題
を
ば
、
無
意
味
な
、
抽
象



的
な
、
ば
か
ば
か
し
い
言
葉
に
転
化
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。
更
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
別
の
言
葉
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、

「
政
治
・
法
・
哲
学
・
宗
教
・
文
学
・
芸
術
、
等
の
発
達
は
、
経
済
の
発
達
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の

色
々
な
発
達
は
、
互
に
他
の
上
に
作
用
し
合
う
し
、
ま
た
経
済
の
基
礎
の
上
に
も
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
経
済
の
状
態

が＜

た
だ
一
つ
の
能
動
的
な
原
因＞

で
あ
っ
て
、
他
の
す
べ
て
は
単
に
受
動
的
な
結
果
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
間
に
は
相

互
作
用
の
関
係
が
存
す
る
が
、
た
だ
、
そ
の
根
底
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、＜

最
後
の
点
で＞

常
に
自
ら
を
貫
い
て
行
く
経
済
の

必
然
性
な
の
で
あ
る
」51008 

　
す
な
わ
ち
、
唯
物
史
観
に
よ
れ
ば
、
法
や
政
治
は
経
済
の
動
き
に
単
に
追
随
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
経
済
の
上
に
絶
え
ず
影

響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
唯
物
史
観
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
マ
テ
リ
エ
ル
な
社
会
生
活
条
件
へ
の
反
作

用
と
い
う
も
の
を
、
充
分
に
み
と
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
や
政
治
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
で
は
歴
史
を
動
か
す
力
で
は
な

い
。
こ
れ
を
当
面
の
問
題
に
引
き
も
ど
し
て
い
う
な
ら
ば
、
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
は
法
で
も
な
い
し
、
政
治
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
経
済
で
あ
り
、
社
会
経
済
上
の
生
産
力
で
あ
る
。
最
後
の
と
こ
ろ
で
は
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
得
な
い
と
こ

ろ
の
、
し
た
が
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
と
こ
ろ
の
、
マ
テ
リ
エ
ル
な
生
産
力
が
働
い
て
、

一
切
の
イ
デ
エ
ル
な
上
部
構
造
を
規
定
し
て
行
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
唯
物
史
観
は
、
法
や
政
治
の
「
究
極
に
在
る
も
の
」
を

マ
テ
リ
エ
ル
な
社
会
経
済
上
の
生
産
条
件
に
求
め
た
。
ー
ー
か
よ
う
に
解
し
て
ま
づ
間
違
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。51009 

　
二
　
法
を
破
る
階
級
闘
争 

　
唯
物
史
観
は
、
そ
れ
が
法
や
政
治
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
性
格
を
も
つ
社
会
組
織
の
「
上
部
構
造
」
と
、
財
貨
の
生
産

力
を
主
体
と
す
る
そ
の
「
下
部
構
造
」
と
の
緊
密
な
「
相
互
作
用
」
を
認
め
て
い
る
点
で
は
、
お
そ
ら
く
何
人
も
異
存
の
な
い
真

理
を
と
ら
え
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
観
念
論
的
な
歴
史
観
が
と
か
く
に
閑
却
し
が
ち
で
あ
っ
た
社
会
経



済
の
法
や
政
治
の
上
に
お
よ
ぼ
す
大
き
な
影
響
力
を
は
じ
め
て
主
題
に
取
り
上
げ
た
点
で
、
社
会
の
動
態
観
の
上
に
革
新
的
な
転

換
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
社
会
経
済
の
動
き
を
度
外
視
し
て
法
や
政
治
の
変
化
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
す
べ
て
の
試
み
は
、
迫
力
の
な
い
観
念
の
遊
戯
に
も
ひ
と
し
い
の
で
あ
る
。52001 

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
問
題
は
そ
の＜

最
後
の
と
こ
ろ＞

に
あ
る
。
最
後
の
と
こ
ろ
で
法
を
動
か
し
、
政
治
を

規
定
す
る
も
の
が
、
社
会
経
済
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
理
念
と
か
精
神
と
か
い
う
要
素
を
全
く
含
ま
な
い
、
し
た

が
っ
て
人
間
の
意
志
や
意
識
に
よ
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
純
粋
に
マ
テ
リ
エ
ル
な
「
生
産
力
」
の
変
化
が
、
法
や
政

治
の＜

一
方
的＞

な
原
動
者
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
肯
定
し
、
こ
れ
を
主
張
す
る
の
が
唯
物
史
観
で
あ
る
。
人
間
の

社
会
生
活
は
生
産
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
生
産
力
は
確
か
に
人
間
の
社
会
生
活
を
、
し
た
が
っ
て
一
切
の
法

や
政
治
を
「
規
定
」
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
テ
ナ
イ
附
近
で
の
食
糧
生
産
が
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
を＜

維
持＞

し
、
油
絵
具
や
キ
ャ
ン
バ
ス
の
生
産
が
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
名
画
を＜

規
定＞

し
て
い
た
と
い
い
得
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
真
実
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
唯
物
史
観
は
さ
よ
う
な
愚
に
も
つ
か
な
い
自
明
の
真
実
を
特
に
主
張
し
た
訳
で
も
な
く
、
ま
た
、
さ
よ
う
な

真
実
を
主
張
し
た
が
故
に
偉
大
で
あ
る
訳
で
も
な
い
。
唯
物
史
観
の
重
点
は
、
歴
史
の
「
動
態
観
」
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の

根
本
の
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
法
や
政
治
の
よ
う
な
社
会
生
活
の
上
部
構
造
が
何
故
に
徐
々
に
ま
た
は
急
激
に＜

動
く＞

か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
根
本
原
因
を
社
会
経
済
上
の
生
産
力
の
「
変
化
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
唯
物

史
観
の
主
張
の
骨
子
が
存
す
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
社
会
の
物
質
的
生
産
力
が
一
定
の
段
階
ま
で
発
達
を
遂
げ
る
と
、
そ
の

新
た
な
生
産
力
は
、
前
の
段
階
の
生
産
力
に
適
合
す
る
よ
う
に
組
み
た
て
ら
れ
て
い
る
既
存
の
生
産
関
係
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
な

る
。
い
い
か
え
る
と
、
既
存
の
生
産
関
係
を
組
織
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
法
お
よ
び
政
治
の
機
構
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ

う
し
て
、
在
来
の
生
産
関
係
ま
た
は
所
有
権
の
関
係
が
、
新
た
な
生
産
力
に
と
っ
て
は
障
碍
と
な
っ
て
来
る
。
そ
こ
で
、＜

社
会

革
命＞

が
行
わ
れ
て
、
巨
大
な
社
会
の
上
層
建
築
の
全
体
が
徐
々
に
ま
た
は
急
激
に
転
覆
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
唯

物
史
観
は
単
に
生
産
力
に
よ
っ
て
法
や
政
治
の
上
部
構
造
が＜

規
定＞

さ
れ
て
い
る
と
説
く
だ
け
で
な
く
、
生
産
力
の
変
化
に

よ
っ
て
法
や
政
治
の
組
織
が＜

転
覆＞

す
る
と
い
う
必
然
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
必
然
の
過
程
が
、
い
か
な

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
以
て
し
て
も
阻
止
で
き
な
い
マ
テ
リ
エ
ル
な
法
則
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
き
わ
め
て
冷
厳
に
論
証



し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
唯
物
史
観
の
最
大
の
狙
い
ど
こ
ろ
が＜

唯
物
的
な
社
会
革
命
必
然
論＞

で
あ
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
唯
物
史
観
に
対
す
る
批
判
的
考
察
の
焦
点
も
ま
た
、
ま
さ
に
こ
こ
に
む
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
改
め
て
い
う
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。52002 

　
マ
ル
ク
ス
の
与
え
て
い
る
説
明
に
し
た
が
え
ば
、
か
よ
う
に
必
然
・
不
可
避
な
過
程
を
辿
っ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
社
会
革
命

は
、
「
物
質
生
活
に
内
在
す
る
矛
盾
」
に
よ
っ
て
勃
発
す
る
の
で
あ
る
。
「
社
会
の
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
現
実
の
闘
争
」
と

し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
闘
争
と
考
え
る
の
は
、
断
じ
て
社
会
革
命
の
冷
厳
な
る
実

体
を
理
解
す
る
所
以
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
質
生
活
に
内
在
す
る
矛
盾
と
い
っ
て
も
、
「
物
質
」
に
よ
っ
て
生
活
す

る
も
の
は
「
人
間
」
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
は
人
間
の
間
の
矛
盾
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
一
定
の
仕
方
で
物
質
を
生
産
・

配
給
・
消
費
す
る
こ
と
を
利
益
と
す
る
人
間
と
、
こ
れ
と
異
な
る
生
産
・
配
給
・
消
費
の
様
式
を
以
て
利
益
と
す
る
人
間
の
間
の

矛
盾
に
外
な
ら
ぬ
。
同
様
に
、
社
会
の
生
産
力
と
生
産
関
係
の
間
の
現
実
の
闘
争
と
い
う
け
れ
ど
も
、
主
体
性
の
な
い
単
な
る
生

産
力
と
生
産
関
係
と
が
互
に
「
闘
争
」
す
る
と
い
う
の
は
も
と
よ
り
あ
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
て
い
る
闘

争
と
は
、
在
来
の
生
産
関
係
を
維
持
し
て
行
こ
う
と
す
る
人
々
と
、
新
た
な
生
産
力
に
適
合
す
る
よ
う
な
生
産
関
係
を
確
立
し
よ

う
と
す
る
人
々
と
の
間
の
闘
争
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
的
生
産
条
件
の
変
化
と
と
も
に
生
ず
る
異
な
る
「
階
級
」
の
間
の

利
害
の
矛
盾
で
あ
り
、
新
旧
二
つ
の
生
産
手
段
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
「
階
級
闘
争
」
な
の
で
あ
る
。
古
い
生
産
関
係
を
固
執
し

よ
う
と
す
る
の
は
「
圧
迫
者
」
の
階
級
で
あ
り
、
古
い
生
産
関
係
を
打
破
し
て
、
新
し
い
生
産
力
に
適
合
す
る
新
し
い
社
会
組
織

を
作
り
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
「
被
圧
迫
者
」
の
階
級
で
あ
る
。
こ
の
階
級
闘
争
は
、
ー
ー
そ
れ
が
後
者
の
勝
利
に
帰
し
た
場
合

に
は
、
ー
ー
革
命
と
な
っ
て
歴
史
を
転
換
せ
し
め
る
。
そ
う
し
て
、
既
存
の
法
や
政
治
や
、
そ
れ
に
と
も
な
う
す
べ
て
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
形
態
を
転
覆
せ
し
め
る
。
人
類
の
歴
史
の
要
所
・
要
所
で
は
、
必
ず
か
よ
う
な
階
級
闘
争
が
行
わ
れ
た
。
だ
か
ら
、
マ

ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
、
そ
の
『
共
産
党
宣
言
』
（M

anifesto of the Com
m
unist Party, 

一
八
四
九
年
）
の
中
で
い

う
、
『
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
。
自
由
人
と
奴
隷
、
貴
族
と
平
民
、
領
主
と
農
奴
、
ギ
ル
ド
の

親
方
と
旅
職
人
、
約
言
す
れ
ば
、
圧
迫
者
と
被
圧
迫
者
と
が
、
互
に
絶
え
ず
両
立
し
て
、
あ
る
い
は
隠
然
と
、
あ
る
い
は
公
然
と
、

不
断
の
闘
争
を
つ
づ
け
て
来
た
。
そ
の
闘
争
は
、
い
つ
で
も
、
あ
る
い
は
社
会
全
体
の
革
命
的
再
組
織
に
移
り
、
あ
る
い
は
相
争



う
二
つ
の
階
級
の
共
倒
れ
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。
』
唯
物
史
観
が
歴
史
の
原
動
者
と
見
た
の
は
、
正
確
に
は
か
よ
う
な
階
級
闘
争

で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
法
や
政
治
の
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
単
な
る
「
生
産
力
」
の
変
化
で
は
な
く
、
生
産
力
の
変
化
に
と

も
な
う
か
よ
う
な
「
階
級
闘
争
」
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
唯
物
史
観
の
も
つ
歴
史
批
判
と
し
て
の
意
味
が

は
っ
き
り
と
し
て
来
る
の
で
あ
る
。52003 

　
し
か
も
、
唯
物
史
観
は
、
決
し
て
単
な
る
「
歴
史
」
の
批
判
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
同
時
に
「
現
代
」
の
批
判
で
あ
り
、
「
将

来
」
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
歴
史
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
唯
物
史
観
は
一
つ
の
優
れ
た
「
科
学
」
で
あ
り
、
「
理

論
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
を
批
判
し
、
将
来
へ
呼
び
か
け
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
科
学
や
理
論
で
は
な
く
な
る
。
そ
う
し

て
「
実
践
」
と
な
り
、
「
運
動
」
と
な
る
。52004 

　
勿
論
、
唯
物
史
観
に
よ
れ
ば
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
通
じ
て
社
会
の
革
命
的
変
革
を
な
し
と
げ
る
力
は
、
終
始
変
わ
ら
な
い

社
会
経
済
の
弁
証
法
的
な
必
然
法
則
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
が
常
に
革
命
に
よ
っ
て
転
換
期
を
劃
し
つ
つ
進
ん

で
来
た
と
い
う
事
実
を
「
認
識
」
す
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
し
い
階
級
的
対
立
を
孕
ん
で
い
る
現
在
の
社
会
も
ま
た
、
同
じ
く
必

ず
階
級
闘
争
か
ら
革
命
へ
と
発
展
し
て
、
同
じ
よ
う
に
根
本
か
ら
変
革
さ
れ
る
に
相
違
な
い
と
い
う
「
確
信
」
を
生
む
。
こ
れ
ま

で
普
遍
妥
当
的
な
道
徳
と
か
絶
対
不
易
の
自
然
法
と
か
い
っ
て
尊
ば
れ
て
い
た
も
の
も
、
洗
っ
て
み
れ
ば
、
支
配
階
級
の
階
級
意

識
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
結
晶
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
こ
れ
を
打
破
し
、
こ
れ
を
転
覆
せ
し
め
る
の

に
、
何
の
遠
慮
も
未
練
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
唯
物
史
観
の
理
論
は
「
実
践
」
に
融
け
込
み
、
「
運
動
」
を
力

づ
け
る
。
そ
う
な
っ
て
来
る
と
、
唯
物
史
観
は
、
も
は
や
階
級
闘
争
の
「
理
論
」
で
は
、
な
く
な
っ
て
、
最
も
有
力
な
階
級
闘
争

の
ー
ー
経
済
的
被
支
配
者
階
級
の
解
放
の
た
め
の
ー
ー
「
武
器
」
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
い
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も

理
論
と
実
践
を
分
離
さ
せ
、
実
践
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
理
論
が
あ
り
得
る
な
ど
と
考
え
る
の
が
、
階
級
的
支
配
関
係
を
固
定

さ
せ
る
た
め
の
偏
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
論
ず
る
唯
物
史
観
は
、
歴
史
の
変
動
の＜

最
後
の
と

こ
ろ＞

で
の
理
念
や
理
論
の
無
力
さ
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
段
階
で
の
歴
史
の
変
革
運
動
を
最
も
大
規
模
に
、
最
も
無

遠
慮
に
展
開
せ
し
め
よ
う
と
す
る＜

理
論＞

も
し
く
は＜

理
念＞

に
外
な
ら
な
い
。52005 



　
し
た
が
っ
て
、
唯
物
史
観
が
最
も
力
を
こ
め
て
分
析
す
る
の
は
、
歴
史
の
現
段
階
に
お
け
る
階
級
的
対
立
の
実
体
で
あ
り
、
現

在
の
法
意
識
や
政
治
理
念
の
階
級
的
規
定
性
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
最
も
力
強
く
主
張
す
る
の
は
、
現
在
の
支
配
階
級
た
る
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
没
落
の
運
命
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
の
必
然
性
で
あ
る
。52006 

　
何
故
に
、
現
在
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
は
没
落
の
運
命
に
な
る
の
か
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
最
初
は
ま
づ
、
そ
れ
よ
り
前
の
段

階
の
生
産
関
係
の
上
に
築
造
さ
れ
て
い
た
封
建
社
会
の
胎
内
に
生
長
し
た
。
彼
ら
は
、
は
じ
め
に
は
手
工
業
に
よ
っ
て
、
次
に
は

機
械
工
業
に
よ
っ
て
、
次
第
に
大
き
な
生
産
力
を
獲
得
し
、
か
く
し
て
生
産
さ
れ
た
財
貨
を
「
商
品
」
と
し
て
広
い
市
場
に
供
給

し
つ
つ
、
次
第
に
大
き
な
富
を
蓄
積
し
た
。
か
よ
う
な
生
産
の
新
様
式
は
、
身
分
の
関
係
で
固
め
ら
れ
て
い
る
封
建
社
会
の
組
織

と
は
、
も
は
や
、
根
本
か
ら
相
容
れ
得
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
は
革
命
に
よ
っ
て
封
建
社
会
の
組
織

を
爆
砕
し
、
一
切
の
身
分
の
へ
だ
た
り
を
除
去
し
、
国
境
を
越
え
て
拡
大
さ
れ
て
行
く
商
品
交
換
経
済
の
基
礎
を
確
立
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
根
本
を
な
す
も
の
は
、
「
自
由
」
で
あ
る
。
人
間
の
物
に
対
す
る
支
配
の
自
由
で
あ
り
、
人
と
人
と
の
間
の
契
約
の

自
由
で
あ
る
。
か
よ
う
な
自
由
交
換
経
済
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
手
中
に
際
限
の
な
い
資
本
を
集
中
せ
し
め
、
厖
大
な
生
産
力

を
思
う
が
ま
ま
に
駆
使
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
自
由
は
、
資
本
主
義
経
済
の
激
甚
な
自
由
競
争
を
ひ
き

起
こ
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
中
小
の
資
本
家
は
大
資
本
と
の
競
争
に
敗
れ
て
、
無
産
階
級
へ
と
転
落
し
て
行
っ
た
。
殊
に
、

大
資
本
相
互
の
無
統
制
の
競
争
は
、
し
ば
し
ば
生
産
過
剰
を
招
き
、
資
本
主
義
経
済
の
根
底
を
脅
か
し
た
、
そ
う
し
て
、
度
重
な

る
恐
慌
を
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
資
本
主
義
の
死
に
物
ぐ
る
い
の
努
力
は
、
ひ
た
す
ら
新
市
場
の
獲
得
へ
と
む
け
ら
れ
、
資
本
主

義
国
家
相
互
の
植
民
地
争
奪
の
た
め
の
帝
国
主
義
戦
争
を
勃
発
せ
し
め
る
に
い
た
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、

自
ら
の
駆
使
す
る
「
自
由
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
墓
穴
を
掘
り
つ
つ
あ
る
。
『
共
産
党
宣
言
』
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
「
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
が
封
建
制
度
を
転
覆
せ
し
め
た
そ
の
武
器
は
、
い
ま
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
そ
の
も
の
に
む
け
ら
れ
て
い
る
」
か
く

て
、
ー
ー
唯
物
史
観
に
よ
れ
ば
、
ー
ー
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
没
落
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。52007 

　
し
か
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
没
落
は
、
資
本
主
義
経
済
そ
の
も
の
の
超
高
度
化
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。

こ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
間
の
階
級
闘
争
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
発
達

は
、
無
産
労
働
者
階
級
の
発
達
と
並
行
す
る
。
資
本
主
義
経
済
は
、
す
べ
て
の
物
を
商
品
化
す
る
。
単
に
「
物
」
を
商
品
化
す
る



ば
か
り
で
な
く
、
「
人
」
を
も
商
品
化
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
巨
大
な
資
本
主
義
経
済
機
構
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
労

働
力
を
切
り
売
り
す
る
こ
と
を
餘
儀
な
か
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
間
商
品
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
商
品
化
さ

れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
労
働
力
を
で
き
る
だ
け
廉
価
に
購
い
、
こ
れ
を
利
用
し
て
得
た
餘
剰
価
値
を
で
き
る
だ
け
多
く
搾
取

す
る
。
労
働
者
が
工
業
資
本
家
に
そ
の
労
働
力
を
切
り
売
り
し
て
少
額
の
労
働
賃
金
を
得
る
と
、
更
に
家
主
と
か
小
売
商
人
と
か

質
屋
と
か
い
う
よ
う
な
他
の
種
類
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
襲
い
か
か
っ
て
、
こ
れ
を
搾
取
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
は
、
彼

ら
を
が
ん
じ
が
ら
み
に
縛
り
上
げ
て
い
る
資
本
主
義
の
鉄
鎖
以
外
に
は
何
も
の
も
所
有
し
な
い
無
産
状
態
に
沈
淪
す
る
。
だ
か

ら
、
所
有
権
の
尊
重
と
か
契
約
自
由
の
保
護
と
か
い
う
よ
う
な
法
制
度
は
、
資
本
家
に
と
っ
て
の
み
意
味
を
も
つ
と
こ
ろ
の
搾
取

の
道
具
と
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
資
本
は
、
そ
れ
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
幾
何
級
数
的
な
威
力
を
発
揮
す
る
か

ら
、
自
由
競
争
の
敗
北
者
は
ま
す
ま
す
そ
の
数
を
増
大
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
徴
募
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
っ
て
来
る
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
中
に
自
ら
に
広
い
横
の
結
合
が
生
ず
る
。
労
働
者
の
間
に
あ
る

生
活
条
件
の
差
別
が
な
く
な
り
、
そ
の
立
場
が
均
し
く
最
低
の
賃
金
の
稼
ぎ
手
に
帰
着
す
る
結
果
と
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

の
団
結
が
可
能
と
な
り
、
必
然
と
な
る
。
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
団
結
は
一
つ
の
大
き
な
「
力
」
と
な
る
。
そ
う
し
て
、
彼

ら
は
彼
ら
の
も
つ
力
を
ま
す
ま
す
強
く
「
自
覚
」
す
る
。
そ
う
し
て
、
す
で
に
一
つ
の
大
き
な
力
と
な
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

は
、
ま
づ
そ
の
生
活
条
件
の
改
善
の
た
め
に
、
や
が
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
手
中
に
独
占
さ
れ
て
い
る
生
産
手
段
を
奪
取
す

る
た
め
に
、
強
力
な
階
級
闘
争
を
展
開
す
る
。
そ
の
闘
争
も
、
次
第
に
規
模
を
拡
大
し
て
、
国
内
の
階
級
闘
争
か
ら
国
際
的
な
そ

れ
に
ま
で
発
展
す
る
。
そ
う
し
て
、
闘
争
の
激
し
さ
も
ま
す
ま
す
そ
の
度
を
加
え
、
大
な
り
小
な
り
覆
い
か
く
さ
れ
た
状
態
で
の

内
乱
か
ら
、
公
然
の
革
命
と
な
っ
て
爆
発
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
実
力
に
よ
っ
て
転
覆
せ
し
め
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
支
配

を
確
立
す
る
ま
で
は
、
決
し
て
矛
を
収
め
な
い
。
だ
か
ら
、
ー
ー
と
唯
物
史
観
は
論
ず
る
、
ー
ー
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
に

よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
没
落
は
必
然
的
で
あ
る
。
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
没
落
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
勝
利
と
は
、
と
も
に
不
可
避
で

あ
る
」52008 

　
唯
物
史
観
は
か
よ
う
に
説
く
。
か
よ
う
に
説
く
唯
物
史
観
は
、
も
は
や
単
な
る
理
論
で
は
な
い
。
一
層
正
確
に
い
う
な
ら
ば
、

そ
れ
は
理
論
と
し
て
の
唯
物
史
観
で
は
な
く
て
、
闘
争
の
た
め
の
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
り
、
共
産
主
義
で
あ
る
。
前
に
も
い
う
通



り
、
そ
れ
は
実
践
の
叫
び
で
あ
り
、
実
践
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
い
か
な
る
実
践
で
あ
る
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
政
治
」
の
実

践
で
あ
る
。
政
治
の
宣
言
で
あ
り
、
政
治
の
運
動
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
資
本
主
義
経
済
組
織
、
そ
の
法
お
よ
び
政
治
の
牙
城
を

破
砕
し
よ
う
と
す
る
「
目
的
」
が
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
手
中
に
一
切
の
生
産
手
段
を
掌
握
し
、
今
ま
で
の
支
配
階
級
を

そ
の
下
に
隷
属
せ
し
め
よ
う
と
す
る
「
目
標
」
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
た
め
の
手
段
は
無
産
勤
労
階
級
の
鉄
の
よ
う
な
団
結

で
あ
る
。
こ
の
団
結
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
支
配
の
一
切
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
魔
法
の
種
明
か
し
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
従
来
の
道
徳
や
法
や
政
治
の
価
値
体
系
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
没
落
と
と
も
に
没
落
す
る
。
半
ば
棺
桶
に
足
を
ふ

み
入
れ
た
人
為
・
仮
構
の
舞
台
装
置
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
没
落
す
る
必
然
性
に
あ
る
な
ら

ば
、
こ
れ
を
打
倒
す
る
こ
と
に
は
、
何
ら
の
不
法
性
も
後
ろ
め
た
さ
も
と
も
な
わ
な
い
。
階
級
闘
争
の
必
然
性
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
支
配
す
る
時
期
が
迫
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
革
命
運
動
に
お
け
る
「
必
勝
の
信
念
」
で
あ
る
。
故
に
、
『
共
産

党
宣
言
』
は
叫
ぶ
、
ー
ー
「
支
配
階
級
を
し
て
共
産
主
義
革
命
の
前
に
戦
慄
せ
し
め
よ
」
と
。
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
、
彼
ら
を
つ

な
い
で
い
る
鎖
以
外
に
失
う
べ
き
何
も
の
も
も
た
な
い
。
し
か
も
、
彼
ら
は
か
ち
得
べ
き
全
世
界
を
も
っ
て
い
る
」
と
。
そ
う
し

て
、
最
後
に
絶
叫
す
る
、
ー
ー
「
万
国
の
労
働
者
よ
、
団
結
せ
よ
」
と
。
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
か
か
げ
る
定
言
命
令
で
あ

る
。
こ
の
定
言
命
令
を
裏
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
革
命
の
必
然
性
と
勝
利
の
確
実
性
と
を
予
言
す
る
「
経
済
的
自
然
法
」
で
あ

る
。
そ
こ
に
燃
え
さ
か
る
革
命
の
火
の
手
は
、
「
経
済
」
の
力
で
な
く
て
、
「
政
治
」
の
力
で
あ
る
。
唯
物
史
観
は
、
経
済
を
法

や
政
治
の
下
部
構
造
と
見
る
「
理
論
」
を
か
か
げ
た
の
ち
に
、
や
が
て
、
自
ら
行
動
す
る
と
こ
ろ
の
「
政
治
」
の
理
念
に
転
化
し

た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
法
を
破
る
階
級
闘
争
は
、＜
法
を
破
る
経
済＞

で
は
な
く
て
、＜

法
を
破
る
政
治＞

で
あ

り
、
経
済
的
自
然
法
を
背
景
と
す
る
一
つ
の
新
し
い
「
革
命
権
」
の
行
使
に
外
な
ら
な
い
。52009 

　
三
　
法
を
作
る
階
級
支
配 



　
マ
ル
ク
ス
主
義
は
革
命
の
理
論
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
法
を
破
る
力
」
の
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
を
破
る
力
は
、

そ
の
反
面
か
ら
見
れ
ば
ま
た
「
法
を
作
る
力
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
法
を
破
る
力
は
階
級
闘
争

で
あ
っ
た
、
同
様
に
、
そ
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
法
を
作
る
力
も
ま
た
階
級
闘
争
で
あ
る
。
た
だ
、
法
を
破
る
力
と
法
を
作
る

力
と
で
は
、
同
じ
階
級
闘
争
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
作
用
す
る
方
向
が
違
う
。
階
級
闘
争
が
法
を
破
る
力
と
な
っ
て
現
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
「
被
支
配
階
級
」
の
支
配
階
級
に
対
す
る
蹶
起
と
な
っ
て
働
く
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
階
級
闘
争
が
法
を
作
る
力

と
な
っ
て
作
用
す
る
の
は
、
そ
れ
が
「
支
配
階
級
」
の
被
支
配
階
級
に
対
す
る
圧
迫
と
な
っ
て
現
れ
る
場
合
で
あ
る
。
故
に
唯
物

史
観
の
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
法
は
「
階
級
支
配
」
の
産
物
で
あ
り
、
特
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に

対
す
る
圧
迫
の
手
段
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
圧
迫
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
側
か
ら
の
階
級
闘
争
が
、

法
を
破
る
革
命
力
と
な
っ
て
作
用
す
る
こ
と
は
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。53001 

　
も
っ
と
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
圧
迫
す
る
た
め
に
用
い
る
法
は
、
最
初
か
ら
そ
の
目
的
の
た
め
に
作

ら
れ
た
訳
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
擡
頭
し
た
頃
に
は
、
彼
ら
は
な
お
封
建
制
度
の
下
で
の
被
圧
迫
階
級

で
あ
っ
て
、
そ
の
下
層
に
更
に
圧
迫
す
べ
き
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
貴
族
や
僧

侶
に
対
す
る
「
第
三
階
級
」
と
し
て
封
建
社
会
の
下
積
み
と
な
り
な
が
ら
、
次
第
に
そ
の
経
済
力
を
蓄
積
し
た
。
そ
う
し
て
、
機

熟
す
る
や
、
第
三
階
級
解
放
の
た
め
の
革
命
を
断
行
し
、
経
済
上
の
支
配
権
を
法
お
よ
び
政
治
の
上
に
確
立
し
た
。
そ
の
法
理
念

は
「
自
由
」
で
あ
り
、
「
平
等
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
自
由
・
平
等
の
法
理
念
に
権
威
を
与
え
た
も
の
は
、
「
自
然
法
」
の
思

想
で
あ
る
。
人
間
が
自
然
法
に
も
と
づ
い
て
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
身
分
に
よ
る
圧
迫
は
排
除
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
な
る
人
間
は
同
じ
自
由
人
と
し
て
法
の
前
に
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
身

分
上
の
差
別
は
法
に
よ
っ
て
撤
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
意
味
す
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
法
理
念
を

か
か
げ
て
封
建
的
支
配
階
級
へ
の
闘
争
を
遂
行
し
た
。
故
に
、
そ
の
当
時
と
し
て
見
れ
ば
、
法
は
む
し
ろ
被
圧
迫
階
級
の
圧
迫
階

級
に
対
す
る
闘
争
の
手
段
と
し
て
役
立
っ
た
と
も
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
被
圧
迫
階
級
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

が
彼
ら
の
階
級
闘
争
の
手
段
と
し
て
用
い
た
法
は
、
「
自
然
法
」
で
あ
っ
て
、
「
実
定
法
」
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
こ
の
「
自

然
法
」
を
楯
に
取
っ
て
、
封
建
社
会
の
「
実
定
法
」
を
破
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
実
定
法
だ
け
を
法
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、



第
三
階
級
解
放
の
た
め
の
闘
争
は
、
被
圧
迫
階
級
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
純
粋
に
「
法
を
破
る
力
」
と
し
て
働
い
た
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。53002 

　
と
こ
ろ
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
こ
の
革
命
に
よ
っ
て
封
建
社
会
の
法
を
破
る
こ
と
に
成
功
し
た
上
で
、
す
す
ん
で
彼
ら
の

い
わ
ゆ
る
自
然
法
を
ば
大
規
模
に
実
定
法
化
し
よ
う
と
試
み
た
。
い
ま
い
う
通
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
か
か
げ
た
自
然
法
の
原

則
は
、
平
等
と
自
由
と
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
法
の
前
で
の
人
間
の
平
等
と
い
う
こ
と
は
、
私
法
上
の
個
人
の
人
格
の
平
等
、
憲

法
上
の
基
本
権
の
保
障
、
参
政
権
の
賦
与
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
実
定
法
上
の
制
度
と
な
っ
た
。
ま
た
、
法
に
よ
っ
て
保
護
せ
ら

る
べ
き
自
由
の
理
念
は
、
私
所
有
権
の
尊
重
や
契
約
自
由
の
原
則
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
か
か
げ
た
政
治

の
理
念
は
、
正
に
か
よ
う
な
形
で
「
法
を
作
る
力
」
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
法
は
、
も
と
よ
り
、
最
初
か
ら
国

民
の
中
の
一
部
の
階
層
だ
け
の
利
益
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
シ
ェ
イ
エ
ス
の
い
う
通
り
、
第
三
階
級
は
そ
の
当
時

と
し
て
は
、
国
民
の
「
す
べ
て
」
で
あ
っ
た
。
文
字
通
り
国
民
の
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
貴
族
や
僧
侶
の
ご
と
き
特

権
階
級
を
除
く
国
民
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
自
己
自
身
を
開
放
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
自
ら
国
民
の
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
を

意
識
し
、
国
民
す
べ
て
の
た
め
に
自
由
と
平
等
の
法
秩
序
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
、
や
が
て
経
済
上

の
自
由
競
争
を
激
化
せ
し
め
、
優
勝
劣
敗
に
よ
る
新
た
な
階
級
的
対
立
を
発
生
せ
し
め
、
国
民
す
べ
て
の
た
め
に
保
証
さ
れ
た
筈

の
自
由
と
平
等
と
は
、
経
済
上
の
特
権
階
級
の
利
益
の
み
を
保
護
し
、
勤
労
無
産
大
衆
の
利
益
を
圧
迫
す
る
武
器
と
な
る
に
い

た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
経
済
上
の
支
配
力
を
掌
握
し
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
法
制
度
は
彼
ら
の
支
配
位
置
を
不

動
の
も
の
と
す
る
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
経
済
支
配
の
下
に
「
第
四
階
級
」
と
し
て
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
発
生
し
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
法
制
度
は
、
第
四
階
級
の
立
場
を＜

合
法
的＞

に
抑
圧
・
拘
束
す
る
と
い
う
役
割

を
演
じ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
変
化
は
、
こ
う
し
た
法
制
度
が
作
ら
れ
た
最
初
か
ら
の
計
畫
に
よ
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
公
平
に
見
て
、
こ
れ
ら
の
法
制
度
が
作
ら
れ
た
「
目
的
」
で
は
な
く
、
そ
の
「
結
果
」
に
外
な
ら
な

か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。53003 

　
し
か
る
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
こ
の
現
象
を
と
ら
え
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
あ
た
か
も
最
初
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を

圧
迫
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
法
を
作
っ
た
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
ず
る
。
し
か
も
、
「
平
等
」
と
か
「
自
由
」
と
か
い
う
美



し
い
看
板
を
か
か
げ
て
、
そ
の
実
、
人
間
を
全
く
不
平
等
に
と
り
あ
つ
か
い
、
無
産
勤
労
大
衆
を
経
済
上
の
奴
隷
と
化
そ
う
と
す

る
、
最
も
憎
む
べ
き
謀
略
に
よ
る
も
の
と
解
釈
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
法
秩
序
に
対
す
る
批

判
は
、
最
も
深
刻
な
階
級
的
憎
悪
を
表
現
す
る
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
理
論
は
、
き
わ
め
て
露
骨
な
政
治
闘
争
の
手
段
と
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。53004 

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
秩
序
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
唯
物
史
観
の
批
判
の
鉾
先
は
、
ま
づ
私
所
有
権
に
む
け
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
私
所
有
権
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
る
階
級
支
配
が
行
わ
れ
る
た
め
の
最
も
強
力
な
法
的
城
塞
だ
か
ら
で
あ
る
。
な

る
ほ
ど
、
第
三
階
級
解
放
の
革
命
は
す
べ
て
の
人
間
を
平
等
の
「
権
利
主
体
」
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
原
則
を
確
立
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
単
な
る
権
利
の
客
体
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
、
自
ら
権
利
を
も
つ
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
奴
隷
と
い
う
も
の
は
、＜

法
制
上

＞

は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
人
は
お
し
な
べ
て
権
利
の
主
体
た
る
人
格
者
で
あ
り
、
生
ま
れ
る
と
と
も
に
均
し
く

「
権
利
能
力
」
を
賦
与
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
権
利
の
「
能
力
」
を
食
っ
て
生
き
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
権

利
の
能
力
と
い
う
容
器
の
中
に
入
れ
る
「
物
」
が
な
い
で
は
、
生
活
の
保
障
は
与
え
ら
れ
な
い
。
し
か
る
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

は
、
こ
の
現
実
の
「
物
」
を
ば
そ
の
手
中
に
独
占
す
る
。
そ
う
し
て
、
独
占
さ
れ
た
権
利
は
「
財
産
」
と
し
て
彼
ら
の
華
美
・
富

裕
な
生
活
を
保
障
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
「
資
本
」
と
な
っ
て
強
大
な
生
産
力
を
発
揮
す
る
。
そ
う
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
的

な
生
産
条
件
が
そ
の
下
に
吸
収
さ
れ
て
、
資
本
の
生
産
力
を
高
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
無
産
大
衆
の
労
働
力
も
ま
た
最
低
の
廉
価

を
以
て
そ
の
手
に
購
買
さ
れ
、
飽
く
こ
と
の
な
い
搾
取
の
対
象
と
な
る
。
か
く
て
、
資
本
は
そ
の
凄
ま
じ
い
自
転
作
用
を
開
始

し
、
資
本
家
は
何
ら
労
す
る
こ
と
な
く
し
て
ま
す
ま
す
多
く
の
富
を
蓄
積
す
る
。
し
か
も
、
労
働
力
の
外
に
売
る
べ
き
何
も
の
も

も
た
な
い
無
産
大
衆
の
莫
大
な
犠
牲
に
お
い
て
。
そ
れ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
発
明
し
た
私
所
有
権
の
制
度
で
あ
り
、
国
家
に
よ

る
私
有
財
産
の
「
保
護
」
の
効
果
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
主
張
す
る
、
ー
ー
「
近
世
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
私
有

財
産
は
、
階
級
の
対
立
に
立
脚
し
、
少
数
に
よ
る
多
数
の
搾
取
を
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
の
生
産
お
よ
び
所
有
の
組
織
の
中
で
も
、

最
後
の
、
そ
う
し
て
最
も
完
全
な
表
現
で
あ
る
」
と
。53005 



　
マ
ル
ク
ス
主
義
は
か
よ
う
に
主
張
す
る
。
単
に
か
よ
う
に
主
張
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
こ
の
「
認
識
」
の

上
に
た
だ
ち
に
「
実
践
」
の
言
葉
を
つ
け
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
故
に
私
有
財
産
制
度
は
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

こ
こ
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
「
共
産
主
義
」
に
な
る
の
で
あ
る
（
参
）
。53006 

　
た
だ
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
そ
の
廃
止
を
提
唱
す
る
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
け
る
私
有
財
産
制
度
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
資
本
主
義
的
な
搾
取
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
生
産
財
貨
の
私
有
で
あ
る
。
共
産
主
義
に
反
対
す
る
者
は
、
共
産
主

義
者
は
人
間
が
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
得
た
財
産
を
廃
止
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
自
由
と
活
動
と
独
立
と
の
根
拠
を
奪
お
う

と
し
て
い
る
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
非
難
す
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
資
本
主
義
社
会
で
は
、
労
働
は

決
し
て
財
産
を
生
ま
な
い
。
反
対
に
、
労
働
せ
ざ
る
者
は
、
資
本
の
力
に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
そ
の
財
産
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
共
産
主
義
は
、
か
よ
う
に
資
本
と
し
て
の
力
を
発
揮
す
る
と
こ
ろ
の
財
産
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
共
産
主

義
は
社
会
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
物
を
、
各
人
が
生
活
の
た
め
に
享
有
す
る
と
い
う
関
係
を
廃
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
そ
れ
は
、
社
会
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
物
が
、
資
本
に
転
化
す
る
こ
と
を
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
他
人

の
労
働
の
果
実
を
奪
取
す
る
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
共
産
主
義
の
否
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
私
有
財
産
制
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。53007 

　
資
本
主
義
経
済
は
商
品
交
換
経
済
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
契
約
に
よ
る
商
品
の
自
由
交
換
を
通
じ
て
無
限
の
流
動
性
を
発
揮

す
る
。
そ
こ
で
、
契
約
自
由
の
原
則
が
私
所
有
権
の
制
度
と
並
ん
で
資
本
主
義
経
済
の
不
可
缺
の
支
柱
と
な
る
。
資
本
主
義
社
会

の
富
が
巨
大
な
商
品
の
集
積
と
な
っ
て
現
れ
る
の
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
全
世
界
に
市
場
を
開
拓
し
、
「
そ
の
商
品
の
廉
価
を

重
砲
と
し
て
す
べ
て
の
支
那
の
城
壁
を
撃
破
し
た
」
の
も
、
そ
う
し
て
、
い
な
が
ら
に
し
て
全
世
界
の
隅
々
か
ら
労
働
力
の
成
果

を
搾
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
契
約
の
自
由
と
い
う
法
原
則
を
楯
に
と
る
自
由
交
換
経
済
の
力
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
私
所
有
権
制
度
と
と
も
に
、
現
代
私
法
の
基
調
を
な
す
「
自
由
」
の
概
念
に
痛
烈
な
批
判
の
メ
ス
を
加
え
る
。

そ
う
し
て
、
そ
れ
は
、
万
人
に
均
し
い
自
由
を
与
え
、
す
べ
て
の
人
間
を
自
由
な
る
人
格
者
と
し
て
取
り
あ
つ
か
う
と
い
う
こ
と

を
標
榜
し
つ
つ
、
実
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
か
ら＜

生
き
る
自
由＞

を
も
奪
う
と
こ
ろ
の
階
級
支
配
の
か
ら
く
り
で
あ
る
と
し

て
、
こ
れ
を
非
難
す
る
。53008 



　
契
約
自
由
の
原
則
を
基
礎
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
法
概
念
と
し
て
の
自
由
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
法
概
念
と
し
て
の
自
由
は
、

人
間
が
す
べ
て
自
由
意
志
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
人
間
の
意
志
の
自
由
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
人
間
の
意
志
は
自
由
で
あ
り
、
そ
の
自
由
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

人
間
と
人
間
と
が
自
由
な
意
志
の
合
致
に
よ
っ
て
結
ん
だ
契
約
の
効
果
は
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
法
概
念
と
し
て
の
契
約
の
自
由
の
原
則
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
こ
に
前
提
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
自
由
は
、
道
徳
の
理
念
で
あ
る
。
故
に
、
法
概
念
と
し
て
の
自
由
は
、
倫
理
的
な
理
念
と
し
て
の

自
由
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
カ
ン
ト
は
、
道
徳
的
な
人
格
の
自
由
と
い
う
こ
と
を
最
も
力
強
く
説
い
た
。
そ
れ

は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
誠
に
客
観
的
な
、＜

普
遍
妥
当
的＞

な
教
説
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
道
徳
哲
学

上
の
教
説
は
、
や
が
て
法
の
世
界
に
移
さ
れ
て
、
権
利
主
体
の
意
志
の
自
由
と
い
う
ド
グ
マ
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
の
階
級
支
配
の
利
器
た
る
契
約
自
由
の
原
則
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
そ
う
し
た
著
眼
の
下
に

法
と
道
徳
と
を
引
っ
く
る
め
て
、
近
世
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
自
由
思
想
の
階
級
的
欺
瞞
性
を
暴
露
し
よ
う
と
力
め
る
の
で
あ
る
。

53009 

　
そ
う
し
た
態
度
を
最
も
露
骨
に
表
明
し
て
い
る
の
は
。
パ
シ
ュ
カ
ニ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。
パ
シ
ュ
カ
ニ
ー
ス

（П
а
ш
у
к
а
н
и
с

）
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
階
級
制
を
色
々
な
方
面
か
ら
論
証
し
た
上
で
、
「
汝
の
意

志
の
格
律
が
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
が
ご
と
く
に
行
動
せ
よ
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
定
言
命
令
は
、

「
汝
は
汝
の
階
級
の
た
め
に
可
能
な
最
大
の
利
益
を
も
た
ら
し
得
る
が
ご
と
く
に
行
動
せ
よ
」
と
い
う
規
範
と
、
全
く
同
じ
響
き

を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
道
徳
や
法
に
お
け
る
自
由
の
理
念
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
に
よ
る
階
級
支
配
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
の
第
一
の
目

標
を
ば
、
か
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
の
否
定
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
」
に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階

級
の
完
全
な
る
圧
伏
に
置
こ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
も
、
唯
物
史
観
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
が
理
論
の
範
囲
を
遠
く
踏
み
越
え
て
、
敵

意
と
憎
悪
と
に
満
ち
た
政
治
的
実
践
行
動
と
化
し
て
い
る
こ
と
を
、
最
も
明
白
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。53010 



　
私
有
財
産
制
度
と
契
約
自
由
の
原
則
と
は
、
近
代
私
法
制
度
の
根
幹
を
な
す
二
つ
の
最
も
重
要
な
原
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
私
法
制
度
の
ほ
と
ん
ど
全
生
命
を
否
定
し
去
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て

差
し
つ
か
え
な
い
。
し
か
し
、
近
代
法
の
分
野
は
、
も
と
よ
り
私
法
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
私
法
の
分
野
と
並

ん
で
公
法
の
組
織
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
代
社
会
の
組
織
を
き
わ
め
て
堅
固
に
維
持
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
故

に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
階
級
支
配
の
た
め
に
す
る
私
法
制
度
に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
加
え
る
と
同
時
に
、
現
代
の
公
法
組
織

に
む
か
っ
て
も
そ
の
鋭
い
鉾
先
を
集
中
す
る
。
し
か
る
に
、
現
代
の
公
法
組
織
は
、
こ
れ
を
一
言
に
し
て
い
い
現
わ
す
な
ら
ば
、

「
国
家
制
度
」
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
現
代
の
国
家
制
度
も
ま
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
地
位
を
確
保
す

る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
階
級
支
配
の
道
具
で
あ
る
と
見
る
。
そ
う
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア

支
配
の
道
具
と
し
て
の
国
家
を
根
本
か
ら
変
革
し
よ
う
と
す
る
。
次
に
、
節
を
改
め
て
そ
の
理
論
の
要
旨
を
概
観
す
る
こ
と
と
し

よ
う
。53011 

（
参
考
） 

・
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
、
等
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
共
産
主
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
今
日
、
各
国
に
存
在
す
る
「
合
法
的
」
な
政
党
と
し
て
の
共
産
党
の
か
か
げ
る
共
産
主
義
は
、
こ
こ
で
の
直
接
の
問
題
と
は

な
ら
な
い
。
た
だ
、
も
し
も
今
日
の
共
産
党
が
、
そ
の
政
治
上
の
主
張
の
実
現
を
「
合
法
的
革
命
」
と
名
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
さ
よ
う
な
「
合
法
的
」
な
革
命
は
、
本
書
に
論
じ
て
い
る
よ
う
な
「
法
を
破
る
」
政
治
活
動
と
し
て
の
革
命
で
は
な
い
こ
と

を
註
記
す
る
に
と
ど
め
る
。53012 

　
四
　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
と
国
家
の
変
貌 

　
唯
物
史
観
は
、
国
家
が
階
級
的
対
立
の
産
物
で
あ
り
、
階
級
支
配
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
説
く
。54001 



　
人
間
の
社
会
が
発
達
す
る
と
、
そ
の
中
に
必
ず
階
級
の
対
立
が
生
ず
る
。
そ
う
し
て
、
圧
迫
階
級
と
被
圧
迫
階
級
と
の
間
に
和

解
す
べ
か
ら
ざ
る
抗
争
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
社
会
生
活
が
陥
る
と
こ
ろ
の
必
然
的
な
矛
盾
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
社

会
が
こ
の
矛
盾
し
た
状
態
に
到
達
し
た
場
合
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
放
任
し
て
置
け
ば
、
社
会
は
無
意
味
な
争
い
の
た
め
に
滅
亡

し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
社
会
の
中
か
ら
特
殊
の
権
力
の
組
織
が
分
化
し
て
来
て
。
社
会
か
ら
分
離
し
た
発
達
を
遂

げ
、
階
級
闘
争
を
緩
和
し
て
こ
れ
を
「
秩
序
」
の
枠
の
中
に
は
め
込
む
と
い
う
仕
事
を
す
る
。
さ
よ
う
な
権
力
の
組
織
が
「
国
家
」

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
国
家
は
一
面
か
ら
い
え
ば
、
階
級
闘
争
の
産
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
面
か
ら
見
れ
ば
、
ま
た
階
級
闘
争
の

抑
制
者
で
も
あ
る
。
そ
う
し
て
、
階
級
闘
争
の
抑
制
者
と
し
て
の
国
家
の
機
能
は
、
階
級
闘
争
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益

を
得
る
も
の
、
す
な
わ
ち
経
済
上
の
支
配
階
級
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
。＜

経
済
上＞

の
支
配
階
級
は
、
国
家
の
権
力
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
政
治
上
の
支
配
階
級
と
な
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
支
配
地
位
を
安
固
な
ら
し
め
、
一
層
強
力
に
そ
の

搾
取
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
般
的
な
「
理
論
」
を
現
代
国
家
に
あ
て
は
め
て
見
る
な
ら
ば
、
現
代
国
家
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
闘
争
の
産
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
両
者
の
間
の
闘
争
を
抑
制
し
て
、
「
秩
序
」

を
保
つ
と
い
う
機
能
を
営
む
。
も
と
よ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
つ
つ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
利
益
の
た
め

に
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
国
家
の
権
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、＜

経
済
上＞

の
支
配
階
級
た
る
と
同
時
に＜

政
治
上＞

の
支
配
階
級
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
地
位
を
安
固
な
ら
し
め
、
ま
す
ま
す
有
效
に
そ
の
搾
取
を
行
い
つ
つ
あ

る
。
故
に
、
国
家
は
、
階
級
の
対
立
を
離
れ
て
は
存
在
し
得
な
い
。
特
に
、
現
代
の
国
家
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
に
対
す
る
階
級
支
配
の
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。54002 

　
唯
物
史
観
は
国
家
を
ば
さ
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
国
家
の
さ
よ
う
な

＜

認
識＞

の
み
を
以
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
こ
こ
か
ら
更
に
す
す
ん
で
国
家
に
対
す
る
実
践
的
な

態
度
を
決
定
す
る
。
そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
さ
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
階
級
支
配
の
道
具
と
し
て
の
国
家
制
度
を
打
破
し

よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
国
家
は
、
少
数
の
者
の
た
め
に
す
る
多
数
の
者
の
支
配
の
組
織
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
よ
う
に
国
家
を
ば
「
道
義
的
理
念
の
現
実
態
」
と
見
る
の
は
、
全
く
の
虚
妄
で
あ
り
、
欺
瞞
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
か
よ
う
な
国

家
制
度
を
打
破
す
る
こ
と
は
、
道
徳
に
反
す
る
こ
と
で
も
何
で
も
な
く
、
む
し
ろ
階
級
闘
争
の
必
然
的
な
過
程
で
あ
る
。
プ
ロ
レ



タ
リ
ア
ー
ト
の
解
放
は
、
国
家
制
度
の
根
本
か
ら
の
変
革
な
し
に
は
成
就
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命

で
あ
る
。
こ
の
革
命
の
目
標
は
、
国
家
権
力
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
手
か
ら
奪
取
す
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
、
こ
こ
で
も
、
唯
物
史
観
の
「
理
論
」
は
変
じ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
政
治
闘
争
の
「
叫
び
」
と
な
る
。54003 

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
手
中
に
あ
る
国
家
権
力
を
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
手
に
奪
取
せ
よ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
こ
の
政
治
闘

争
の
叫
び
は
、
決
し
て
国
家
の
「
否
定
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
国
家
の
「
肯
定
」
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ス
主
義
者
が
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
国
家
の
権
力
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
支
配
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状

態
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
支
配
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き
、
国
家
の
権
力
は
恐
る
べ
く
強
力
な
作
用
を

営
む
。
警
察
と
監
獄
と
常
備
軍
と
思
想
犯
取
締
法
と
を
以
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
反
抗
を
き
わ
め
て
有
效
に
抑
圧
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
国
家
権
力
が
階
級
支
配
の
た
め
に
驚
く
べ
き
大
き
な
利
用
価
値
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
点
で
国
家
価
値
を
肯
定
す
る
。
し
か
も
、
こ
れ
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
手
に
奪
取
し
、
い
ま
ま
で
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
が
駆
使
し
て
階
級
闘
争
を
彼
ら
の
絶
対
有
利
に
導
い
て
い
た
こ
の
武
器
を
以
て
、
逆
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
完
全
に
圧
伏

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
い
う
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
に

マ
ル
ク
ス
主
義
が
無
政
府
主
義
と
根
本
的
に
相
違
す
る
点
が
あ
る
。54004 

　
勿
論
、
マ
ル
ク
ス
主
義
も
究
極
に
お
い
て
は
国
家
の
消
滅
を
予
言
す
る
。
し
か
し
、
無
政
府
主
義
が
一
足
飛
び
に
こ
の
状
態
に

飛
躍
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
支
配
す
る
国
家
か
ら
、
国
家
の
な
い
完
全
な
共
産
主
義

社
会
へ
移
る
過
渡
の
段
階
と
し
て
、
む
し
ろ
、
き
わ
め
て
強
大
な
権
力
組
織
を
も
つ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
の
国
家
形
態
が
介

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
現
在
、
敵
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
残
忍
・
過
酷
な
武
器
を
、
一
刻
も
早
く
人
間
の
視
野
の
外

に
棄
て
去
ろ
う
と
す
る
代
わ
り
に
、
こ
れ
を
己
の
手
に
奪
っ
て
、
い
ま
ま
で
そ
れ
を
得
々
と
ふ
り
ま
わ
し
て
い
た
敵
を
ば
、
同
じ

武
器
を
以
て
完
膚
な
き
ま
で
に
叩
き
の
め
そ
う
と
す
る
の
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
生
産
力
」
な
ど
ど

い
う
主
体
性
の
な
い
力
で
は
な
く
て
、
考
え
ら
れ
得
る
最
も
強
靭
・
執
拗
な
現
実
政
治
の
「
政
治
意
欲
」
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。54005 



　
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
こ
の
現
実
政
治
の
「
目
的
」
を
達
成
す
る
た
め
に
選
ぶ
手
段
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
革
命
」
で
あ
る
。

し
か
も
、
単
な
る
革
命
で
は
な
く
て
、
激
し
い
「
暴
力
革
命
」
（revolution by force

）
で
あ
る
。54006 

　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
陣
営
の
中
に
も
異
説
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス

に
よ
れ
ば
、
将
来
、
階
級
の
対
立
を
孕
む
こ
と
の
な
い
完
全
な
共
産
主
義
社
会
が
実
現
す
れ
ば
、
階
級
支
配
の
機
関
た
る
国
家
も

そ
の
必
要
が
な
く
な
り
、
自
然
に
消
滅
す
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
国
家
は
「
廃
止
」
（abgeschafft 

w
orden

）
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
「
枯
死
」
（abstorben

）
す
る
。
そ
う
な
る
の
が
歴
史
の
「
必
然
」
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
特
に
暴
力
革
命
に
よ
っ
て
国
家
を
破
壊
し
な
い
で
も
、
気
永
く
待
て
ば
、
や
が
て
国
家
制
度
が
自
ら
枯
死
し
去
る
時
が
く
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
解
釈
か
ら
、
暴
力
革
命
に
「
水
を
さ
す
」
マ
ル
キ
ス
ト
が
な
い
訳
で
は
な
い
。54007 

　
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
正
統
を
継
ぐ
理
論
家
た
ち
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
。
革
命
に
よ
ら
な
い
で

「
合
法
的
」
に
国
家
衰
滅
の
日
を
待
と
う
と
す
る
穏
健
な
態
度
を
、
機
会
主
義
・
日
和
見
主
義
と
し
て
痛
烈
に
攻
撃
す
る
。
な
か

で
も
レ
ー
ニ
ン
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
「
枯
死
」
に
つ
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
い
っ
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
現
段
階
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
手
に
帰
し

た
国
家
機
構
が
、
次
第
に
そ
の
存
在
理
由
を
失
っ
て
自
然
消
滅
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
国
家

の
必
要
性
が
な
く
な
る
よ
う
な
時
代
を
迎
え
得
る
た
め
に
は
、
ま
づ
、
国
家
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
家
に
根

本
か
ら
編
成
替
え
す
る
こ
と
が
先
決
条
件
で
あ
る
。
こ
の
編
成
替
え
は
、
「
自
然
」
に
行
わ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
て
、
「
革
命
」

に
よ
っ
て
の
み
成
し
と
げ
ら
れ
得
る
。
資
本
主
義
国
家
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
は
決
し
て
自
然
に
は
枯
死
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
革
命
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
が
破
壊
さ
れ
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
国
家
が
建
設
さ
れ
た
の
ち
に
は
、
国
家
機
構
は
次
第
に
そ
の
階
級
支
配
の
任
務
を
完
成
し
て
、
自
然
に
消
滅

し
て
行
く
と
き
が
来
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
国
家
の
「
枯
死
」
を
説
い
た
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
現
在
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
国
家
が
革
命
を
待
た
ず
に
滅
亡
す
る
か
の
ご
と
く
に
説
く
の
は
、
最
も
は
な
は
だ
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歪
曲
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
革
命
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
を
破
壊
し
た
の
ち
に
も
、
国
家
を
必
要
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
革

命
の
の
ち
に
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
た
だ
ち
に
消
滅
し
去
る
訳
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
社
会
の
中
に
残
存
し
、
再
起
を
図
ろ
う



と
す
る
に
相
違
な
い
か
ら
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
い
う
通
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
国
家
を
必
要
と
す
る
の
は
、
自
由
の
た

め
で
は
な
く
、
そ
の
敵
を
粉
砕
す
る
目
的
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
に
お
け
る
よ
う
に
、
少
数
者
が
多
数
者

を
圧
迫
す
る
た
め
で
は
な
く
、
搾
取
し
て
い
た
少
数
者
を
圧
迫
す
る
た
め
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

独
裁
」
を
行
う
た
め
の
国
家
で
あ
る
。
こ
の
中
間
段
階
を
経
た
の
ち
に
、
真
の
共
産
主
義
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
も
は
や

圧
迫
す
べ
き
何
者
も
な
く
な
る
か
ら
、
国
家
は
不
必
要
に
な
る
。
国
家
が
自
然
に
枯
死
す
る
と
い
う
現
象
は
、
こ
の
最
終
段
階
に

い
た
っ
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。54008 

　
だ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
も
っ
と
正
確
に
い
っ
て
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
現
段
階
か
ら

先
の
国
家
の
変
遍
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
支
配
の
時
代
に
は
、
国
家
の
権
力
は
少
数
の
富

裕
階
級
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
。
過
去
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
、
自
由
の
理
念
に
し
た
が
っ
て
民
主
主
義
を
実
現
し
た
と
称
す
る

が
、
そ
れ
は
は
な
は
だ
し
い
欺
瞞
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
に
は
自
由
は
な
い
。
自
由
ど
こ
ろ
か
、
多
数
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

を
圧
迫
す
る
た
め
の
「
血
の
海
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
民
主
主
義
は
虚
構
の
民
主
主
義
で
あ
る
。
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国

家
が
革
命
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
と
、
共
産
主
義
社
会
の
第
一
段
階
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
に
よ
る
国
家
が
出
現
す

る
。
こ
れ
は
、
多
数
者
の
た
め
の
民
主
国
家
で
あ
り
、
真
実
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
だ
人
は
真
の
自

由
に
つ
い
て
は
語
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
少
数
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
圧
迫
す
る
た
め
の
鉄
の
鞭
が
必
要
だ
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
鉄
の
鞭
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
が
勤
労
大
衆
の
蜂
起
を
抑
え
る
た
め
に
用
い
た
よ
う
な
大
規
模
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
中
間
段
階
を
経
て
高
度
化
し
た
共
産
主
義
社
会
に
到
達
す
れ
ば
、
階
級
の
対
立
は
解
消
し
、

圧
迫
の
必
要
も
な
く
な
る
。
そ
こ
で
も
、
個
人
の
放
逸
は
こ
れ
を
圧
迫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も

は
や＜

階
級
的＞

な
圧
迫
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
階
級
支
配
の
道
具
と
し
て
の
国
家
は
要
ら
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
国
家
は
自
然

に
枯
死
す
る
。
そ
う
し
て
真
の
自
由
が
実
現
す
る
。
そ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
通
り
、
「
各
人
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
寄
与

し
、
各
人
に
そ
の
必
要
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
」
（Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem

 nach seinen 
Bedürfnissen!

）
時
が
来
る
。54009 



　
こ
れ
が
、
国
家
の
変
貌
と
消
滅
と
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
予
言
で
あ
る
。
こ
の
予
言
が
正
し
い
か
否
か
は
、
い
ま
こ
こ
で

問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
か
よ
う
な
予
言
の
も
つ＜

学
問
的＞

な
性
格
で
あ

る
。
特
に
、
こ
れ
と
唯
物
史
観
の
根
本
命
題
と
の
関
係
で
あ
る
。
唯
物
史
観
に
よ
れ
ば
、
社
会
生
活
の
上
部
構
造
た
る
法
や
政
治

は
、
し
た
が
っ
て
国
家
は
、
下
部
構
造
な
る
社
会
経
済
、
特
に
生
産
力
の
変
化
に
規
定
さ
れ
て
変
化
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
こ
に
概
観
さ
れ
た
よ
う
な
国
家
の
変
貌
は
、
は
た
し
て＜

最
後
の
と
こ
ろ
で＞

生
産
力
の
変
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
中
で
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
が
そ
の
巨
大
な
法
組
織
と
と
も
に
崩
壊
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

独
裁
に
よ
る
新
た
な
国
家
形
態
に
移
る
過
程
は
、
は
た
し
て
生
産
力
の
変
化
に
よ
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。54010 

　
な
る
ほ
ど
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
中
で
資
本
主
義
経
済
が
高
度
独
占
企
業
の
形
態
に
ま
で
発
展
し
、
大
規
模
な
搾
取
が
行
わ

れ
、
ま
す
ま
す
大
量
の
無
産
者
が
作
り
出
さ
れ
て
、
階
級
の
対
立
が
激
し
く
な
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
主
義
的
生
産
に

行
き
づ
ま
り
を
生
ぜ
せ
し
め
る
大
き
な
基
本
的
事
実
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
「
自
然

に
」
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
が
崩
壊
す
る
に
い
た
る
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
団
結
」
に
よ
る
政
治
革
命
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
支
配
の
国
家
組
織
が
破
壊
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
レ
ー
ニ
ン
自
ら
く
り
か
え
し
て
力
説
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
更
に
、
こ
の
革
命
に
よ
っ
て
生
産
財
貨
の
私
有
が
禁
ぜ
ら
れ
、
す
べ
て
の
企
業
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
国
家
の
経
営
と
管

理
と
に
移
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
な
「
生
産
力
の
変
化
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
変
化
も
社
会
経
済
上
の

生
産
力
そ
れ
自
体
が＜

動
く＞

こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
に
よ
る
政
治
的
な
「
計
畫
」

と
「
統
制
」
と
が
こ
れ
を＜

動
か
す＞

こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
場
合
の
国
家
の
変
貌
を
も
た
ら
す
も
の

は
、
社
会
経
済
で
は
な
く
て
、
社
会
経
済
を
直
接
の
「
内
容
」
と
し
「
素
材
」
と
す
る
と
こ
ろ
の
政
治
で
あ
る
。
革
命
に
よ
っ
て

国
家
の
法
を
破
り
、
新
た
な
生
産
機
構
の
法
を
作
り
出
す
も
の
は
、
生
産
力
の
変
化
で
は
な
く
て
、
主
体
的
、
能
動
的
な
政
治
の

力
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。54011 



　
五
　
法
を
変
革
す
る
階
級
闘
争
の
理
念 

　
法
を
変
革
す
る
階
級
闘
争
は
、
政
治
闘
争
で
あ
る
。
国
家
を
変
貌
せ
し
め
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
は
、
政
治
革
命
で
あ

る
。
か
よ
う
な
闘
争
、
か
よ
う
な
革
命
の
必
然
性
を
説
く
唯
物
史
観
は
、
政
治
闘
争
の
理
論
で
あ
る
。
唯
物
史
観
に
共
鳴
し
、
革

命
の
必
然
性
を
信
仰
し
、
し
か
も
、
必
然
の
革
命
を
拱
手
し
て
待
つ
の
で
は
な
く
、
自
ら
こ
れ
に
参
加
し
て
時
代
の
陣
痛
を
促
進

し
よ
う
と
す
る
無
産
大
衆
の
行
動
は
、
経
済
上
の
生
産
力
で
は
な
く
て
、
政
治
上
の
激
越
な
運
動
で
あ
る
。
唯
物
史
観
に
よ
っ
て

説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
法
や
国
家
の
変
革
を
も
た
ら
す
力
は
、
「
経
済
の
力
」
で
は
な
く
て
、
「
政
治
の
力
」
で
あ
る
。
社
会
経

済
上
の
諸
条
件
は
、
か
よ
う
な
政
治
の
力
が
作
用
す
る
場
合
の
「
機
縁
」
で
あ
り
、
「
素
材
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
唯
物
史
観

は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
捉
え
て
、
こ
れ
を
経
済
上
の
生
産
力
で
あ
る
と
な
し
た
。
し
か
し
、
実
は
、
唯
物
史
観
も
ま
た
、

法
の
究
極
に
在
る
も
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
経
済
で
な
く
て
政
治
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
立
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。55001 

　
政
治
は
力
で
あ
る
。
法
を
破
り
、
法
を
作
る
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
は
単
な
る
力
で
は
な
い
。
政
治
の
力
に
は
理
念
が

宿
っ
て
い
る
。
政
治
は
理
念
を
目
ざ
し
て
働
き
、
理
念
の
実
現
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
社
会
大
衆
の
団
結
力
で
あ

る
、
行
動
力
で
あ
る
。
第
十
八
世
紀
末
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
場
合
に
は
、
そ
の
政
治
力
の
指
導
理
念
は
「
自
由
」
で
あ
り
、
「
平

等
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
新
た
な
階
級
対
立
に
利
用
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
支
配
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
だ
か
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
階
級
支
配
を
打
倒
す
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
得
手
勝
手
な
自
由
は
霧
散
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
の
平
等
は
そ
の
欺
瞞
の
仮
面

を
剥
ぎ
取
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
さ
よ
う
な
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
消
滅
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
社
会
革
命
は
、
イ
デ
エ

ル
な
要
素
を
含
ま
な
い
マ
テ
リ
エ
ル
な
社
会
経
済
の
、
鉄
の
ご
と
き
冷
厳
な
法
則
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
も
、
そ
の
実
体
が
政
治
革
命
で
あ
る
以
上
、
や
は
り＜

理
念
に
よ
っ
て＞

指
導
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

指
導
理
念
は
、
こ
れ
ま
で
自
由
の
美
名
に
隠
れ
て
行
わ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
奴
隷
的
搾
取
の
除
去
で
あ
る
。
平
等
と
称
し
て
、
実

は
、
極
端
な
経
済
上
の
不
平
等
を
も
た
ら
し
て
い
る
法
制
度
の
打
破
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
奴
隷
制
度
の
撤
廃
は
、＜

自
由
の
実

現＞

で
あ
る
。
不
平
等
な
法
制
度
の
打
破
は
、＜

平
等
へ
の
努
力＞

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
ゴ
オ
タ
綱
領
批
判
』
の
中
で
共
産



主
義
社
会
の
最
高
段
階
に
つ
い
て
述
べ
、
階
級
的
対
立
の
な
い
こ
の
状
態
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、
人
間
の
社
会
は
そ
の
旗
の
上

に
、
「
各
人
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
寄
与
し
、
各
人
に
そ
の
必
要
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
」
と
書
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
。

各
人
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
働
き
得
る
の
は
、
自
由
で
あ
る
。
各
人
が
均
し
く
そ
の
生
活
の
必
要
を
満
た
し
得
る
の
は
、
平
等
で

あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
か
か
げ
る
擬
制
の
自
由
、
虚
偽
の
平
等
を
打
ち
破
り
、＜

真
正
の

自
由＞

、＜
真
実
の
平
等＞

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
政
治
運
動
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
第
十
八
世
紀
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革

命
の
修
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
正
に
第
十
八
世
紀
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
継
承
で
あ
り
、
中

途
半
端
に
終
わ
っ
た
そ
の
目
的
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。55002 

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
法
制
度
を
破
砕
し
よ
う
と
す
る
政
治
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単

な
る
「
法
を
破
る
力
」
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
し
た
が
え
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
制
度
が
革
命
に
よ
っ
て
破
砕
さ
れ
て

も
、
国
家
は
消
滅
し
な
い
。
む
し
ろ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
な
お
当
分
の
間
、
国
家
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
独
裁
に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
圧
迫
の
た
め
の
国
家
制
度
で
あ
る
。
国
家
制
度
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
に
法
の
組
織
を

も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
法
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
支
配
を
確
立
す
る
た
め
の
新
た
な
法
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
の
革
命
は
、
そ
う
い
う
新
た
な
「
法
を
作
る
力
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
を
経
過
し
て
、
や
が
て
階
級
の
対
立
の
な
い

完
全
な
共
産
主
義
社
会
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
家
は
自
ら
に
し
て
枯
死
す
る
と
い
う
。
国
家
が
枯
死
す
れ
ば
、
法
も
ま

た
枯
死
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
と
に
は
、
も
は
や
、
法
は
残
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
完
全
な
共
産
主
義
の
社
会
は
、
あ
ら
ゆ

る
意
味
で
法
の
な
い
社
会
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
肯
定
・
否
定
の
両
様
に
答
え
ら
れ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
完
全
な
共
産

主
義
社
会
に
は
階
級
の
対
立
は
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
、＜

階
級
支
配
の
た
め
の
法＞

は
な
く
な
る
。
け
れ
ど
も
、
階
級
支
配
の
た

め
の
法
は
な
く
な
っ
て
も
、
そ
の
社
会
と
い
え
ど
も
個
人
の
放
埒
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
参
）
。
だ
か
ら
、
個
人
の
自
由
が

放
埒
と
化
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
法
は
、
依
然
と
し
て
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
法
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
無
用
と
は

な
ら
な
い
。
た
だ
、
法
の
目
的
が
変
り
、
新
し
い
法
が
作
ら
れ
て
行
く
だ
け
で
あ
る
。
故
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
革
命
は
、
「
法

を
破
る
力
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
法
を
作
る
力
」
で
あ
る
。
自
由
・
平
等
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
妨
げ
る
法
を



破
り
、
こ
れ
に
か
な
っ
た
法
を
作
ろ
う
と
す
る
「
政
治
の
力
」
た
る
こ
と
が
、
唯
物
史
観
の
説
く
歴
史
の
原
動
力
の
本
体
な
の
で

あ
る
。55003 

　
そ
う
な
る
と
、
唯
物
史
観
も
、
前
章
ま
で
に
考
察
し
て
来
た
の
と
同
様
な
「
法
に
対
す
る
政
治
の
優
位
」
を
説
く
学
説
に
還
元

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
に
、
特
に
「
経
済
」
の
契
機
に
圧
倒
的
な
重
点
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
が
、
唯
物

史
観
の
特
色
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
唯
物
史
観
の
力
説
す
る
法
変
革
の
必
然
性
も
、
是
非
善

悪
の
批
判
を
許
さ
ぬ
絶
対
の
必
然
性
で
は
な
く
、
「
政
治
の
矩
」
に
か
な
う
法
変
革
の
力
で
あ
る
か
否
か
の
評
価
の
下
に
立
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
が
果
た
し
て
真
に
公
共
の
福
祉
と
調
和
あ
る
秩
序
と
を
実
現
す
る＜

正
し
い＞

政
治

力
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
客
観
的
な
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
世
界
の
多
く
の
国
々
で
マ
ル
ク

ス
主
義
の
旗
の
下
に
大
規
模
な
階
級
闘
争
が
展
開
さ
れ
て
来
た
と
い
う
事
実
は
、
確
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
法
秩
序
や
国
家
組
織
に

重
大
な
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
改
善
し
て
公
正
と
調
和
と
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
人
類
全
体
が
当

面
す
る
急
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
の
方
法
に
あ
る
。
資
本
主
義
に
対
す
る
呪
詛
と
憎
悪
と
を
以
て
暴
力
革
命
を
行
う
こ

と
が
、
は
た
し
て
「
政
治
の
矩
」
に
か
な
っ
た＜
正
し
い＞

政
治
力
の
発
揮
で
あ
ろ
う
か
。
政
治
の
矩
は
、
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る

場
合
に
法
の
破
砕
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
政
治
の
矩
は
、
法
の
根
本
の
理
念
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
法
の
根
本

の
精
神
は
秩
序
と
調
和
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
露
骨
な
闘
争
以
外
の
一
切
の
方
法
を
排
撃
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
憎
悪
の
哲

学
は
、
法
の
根
本
精
神
と
遂
に
相
容
れ
難
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、

法
を
根
底
か
ら
爆
砕
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
法

の
哲
学
は
、
到
底
マ
ル
ク
ス
主
義
の
主
張
に
屈
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。55004 

　
の
み
な
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
結
局
に
お
い
て
国
家
を
否
定
す
る
理
論
で
あ
る
。
勿
論
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
が

国
家
を
た
だ
ち
に
絶
滅
せ
し
め
る
訳
で
は
な
く
、
新
た
な
階
級
支
配
に
適
し
た
新
た
な
国
家
形
態
ー
ー
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独

裁
ー
ー
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
く
り
か
え
し
て
力
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
組
織
が
確
立
さ
れ
、
そ
の
下
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
消
滅
し
、
階
級
の
対
立
が
無
く

な
っ
て
し
ま
え
ば
、
国
家
も
ま
た
自
然
に
枯
死
し
去
る
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
主
要
な
代
表
者
に
一
致
し
た
見
解
で



あ
る
。
故
に
、
そ
の
理
論
の
通
り
に
事
が
運
ぶ
な
ら
ば
、
や
が
て
人
間
の
共
同
生
活
か
ら
国
家
の
枠
が
ま
っ
た
く
外
さ
れ
て
し
ま

う
筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
性
格
が
徹
底
し
た
普
遍
人
類
主
義
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い

を
容
れ
な
い
。
さ
よ
う
な
普
遍
の
面
の
み
を
強
調
す
る
政
治
運
動
が
、
共
同
生
活
の
特
殊
性
と
の
因
縁
を
断
ち
切
り
難
い
人
間
の

本
性
に
照
ら
し
て
、
は
た
し
て
妥
当
・
中
正
な
法
の
理
念
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。
し
か

も
、
も
し
も
共
産
主
義
化
し
た
諸
国
家
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
社
会
と
な
る
こ
と
に
成
功
し
た
場
合
、
他
の
諸
国
家
は
こ
れ
と

同
化
し
得
な
い
方
向
に
す
す
ん
で
行
く
と
す
る
な
ら
ば
、
階
級
の
対
立
は
も
は
や
、
一
つ
の
国
家
の
内
部
の
現
象
で
は
な
く
、
大

き
な＜

国
際
的
対
立＞
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
あ
く
ま
で
も
実
力
に
よ
っ
て
法
を
破
る
こ
と
を
目
的

達
成
の
必
然
の
手
段
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
普
遍
人
類
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
に
、
国
際
社
会
の
法
秩
序

に
対
し
て
新
た
に
深
刻
な
脅
威
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
法
哲
学
は
、
そ
こ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
め
ぐ
る
最
大
の
難
点

が
あ
る
こ
と
を
看
過
し
得
な
い
。55005 

　
こ
う
し
た
問
題
を
更
に
一
般
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
法
哲
学
は
、
「
政
治
の
矩
」
た
る
法
の
理
念
を
、
人
間
存
在
の
「
特

殊
性
」
と
「
普
遍
性
」
と
の
両
側
面
か
ら
、
充
分
に
検
討
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
政
治
の
矩
を
ば

「
国
内
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
お
よ
び
「
国
際
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
と
し
て
順
次
に
論
究
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

唯
物
史
観
が
経
済
法
則
の
必
然
性
を
ふ
り
か
ざ
し
て
一
挙
に
圧
倒
し
去
ろ
う
と
す
る
法
お
よ
び
法
学
の
自
主
性
を
擁
護
す
る
た
め

に
も
、
こ
こ
で
国
内
法
お
よ
び
国
際
法
の
両
面
に
亘
る
「
政
治
の
矩
」
を
正
面
か
ら
論
究
す
る
こ
と
が
、
是
非
と
も
必
要
と
な
っ

て
来
る
の
で
あ
る
。55006 

（
参
考
） 

・
こ
こ
で
レ
ー
ニ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
共
産
主
義
の
下
に
お
い
て
の
み
、
国
家
は
全
く
不
必
要
に
な
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
圧
迫
す
べ
き＜

何
者
も＞

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
の
『
何
者
も
』
と
い
う
の
は
、＜

階
級

＞

の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
人
民
の
中
の
特
定
の
部
分
と
の
組
織
的
な
闘
争
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

空
想
論
者
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
状
態
に
お
い
て
も
、
個
々
人
に
放
埒
は
起
こ
り
得
る
し
、
む
し
ろ
避
け
得
ら
れ
な
い
と
い



う
こ
と
を
、
決
し
て
否
定
し
な
い
。
同
様
に
、
さ
よ
う
な
放
埒
を
圧
迫
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
決
し
て
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
」55007 



第
六
章
　
国
内
法
の
究
極
に
在
る
も
の 

　
１
　
法
に
於
け
る
普
遍
と
特
殊 

　
政
治
は
法
の
究
極
に
在
る
力
で
あ
る
。
人
間
の
共
同
生
活
の
歴
史
的
発
展
を
通
じ
て
、
現
実
に
法
を
作
り
、
法
を
動
か
し
て
行

く
も
の
は
、
結
局
に
お
い
て
政
治
の
力
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
は
、
そ
れ
が
単
に
政
治
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
法
を

作
り
、
法
を
動
か
す
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
は
な
い
。
政
治
は
力
で
あ
る
が
、
同
じ
政
治
に
も
比
較
的
に
い
っ
て
、

無
力
な
政
治
も
あ
り
、
有
力
な
政
治
も
あ
る
。
無
力
な
政
治
は
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
力
と
は
な
ら
な
い
。
法
の
究
極
に
在
る

力
と
し
て
の
適
格
性
を
有
す
る
政
治
は
、
有
力
な
政
治
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
政
治
が
有
力
な
政
治
と
な
る
た
め
に
は
、
色
々
な

条
件
が
要
る
。
政
治
の
指
導
理
念
が
明
確
・
適
切
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
。
政
治
の
組
織
が
暢
達
・
自
在
で

あ
る
こ
と
は
、
そ
の
第
二
の
条
件
で
あ
る
。
政
治
指
導
者
に
明
敏
・
果
断
・
大
度
の
人
物
を
得
る
こ
と
は
、
そ
の
第
三
の
条
件
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
も
ま
し
て
政
治
の
力
の
直
接
の
要
素
と
な
る
も
の
は
、
社
会
大
衆
の
間
か
ら
盛
り
上
が
る
精
神
力
で

あ
り
、
目
的
意
識
で
あ
り
、
そ
の
逞
し
い
実
戦
行
動
力
で
あ
る
。
い
か
な
る
理
念
も
、
い
か
な
る
組
織
も
、
い
か
な
る
指
導
者
も
、

国
民
の
実
践
生
活
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
か
け
聲
だ
け
の
政
治
と
な
っ
て
、
現
実
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
打
つ
撞
木
な
く
し
て
は
鐘
は
鳴
ら
な
い
が
、
鳴
る
の
は
鐘
で
あ
っ
て
、
撞
木
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
鳴
る
鐘
に
は
音
色
が
あ

る
。
政
治
力
の
根
源
た
る
国
民
精
神
に
は
、
特
殊
の
歴
史
が
あ
り
、
伝
統
が
あ
り
、
性
格
が
あ
り
、
風
土
や
環
境
の
影
響
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
政
治
に
は＜

特
殊
性＞

が
あ
る
。
特
殊
の
政
治
社
会
の
発
揮
す
る
政
治
力
は
、
特
殊
の
力
で
あ
る
。
こ
の＜

特
殊

の
力＞

を
発
揮
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
政
治
の
理
念
も
、
政
治
の
組
織
も
、
政
治
指
導
者
も
、
国
民
大
衆
の
隠
れ
た
心
の
叫
び
と

同
じ
特
殊
性
を
以
て
呼
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。61001 

　
し
か
し
な
が
ら
、
特
殊
性
と
い
う
こ
と
は
政
治
の
も
つ
一
面
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
全
面
で
は
な
い
。
他
の
一
面
か
ら
見
る

な
ら
ば
、
政
治
に
は
普
遍
の
理
念
が
あ
り
、
普
遍
の
組
織
が
あ
る
。
偉
大
な
政
治
指
導
者
に
は
、
古
今
東
西
を
通
じ
て
の
普
遍
の



型
が
あ
る
。
更
に
、
政
治
力
の
母
胎
た
る
国
民
精
神
と
い
う
も
の
も
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
時
と
処
と
の
制
約
を
越
え

た
普
遍
人
類
性
の
動
き
を
示
す
の
で
あ
る
。
人
間
の
自
由
・
平
等
を
実
現
し
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
し
、
す
べ
て
の
人
間
に
人
間

ら
し
い
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
政
治
の
も
つ
普
遍
理
念
で
あ
る
。
広
く
国
民
の
声
を
政
治
の
上
に
反
映
せ
し
め
、
国
民
の
意

志
を
以
て
政
治
の
規
準
と
す
る
と
い
う
民
主
主
義
の
原
理
は
、
国
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
特
殊
性
の
殻
を
破
っ
て
普
及
し
て
行
く
政

治
の
普
遍
組
織
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
政
治
の
内
容
を
成
す
と
こ
ろ
の
道
徳
の
信
念
、
宗
教
の
信
仰
、
経
済
の
機

構
、
生
産
の
様
式
、
等
に
は
特
に
普
遍
化
の
力
を
も
つ
も
の
が
多
い
。
異
民
族
の
道
徳
思
想
の
受
容
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ご
と
き
世

界
宗
教
の
伝
播
、
資
本
主
義
経
済
機
構
の
普
及
、
生
産
技
術
の
模
倣
、
労
働
階
級
の
自
覚
と
団
結
な
ど
は
、
い
づ
れ
も
政
治
の
形

態
の
等
質
化
を
う
な
が
さ
ず
に
は
置
か
な
い
。
故
に
、
歴
史
の
伝
統
や
民
族
性
の
殻
の
中
に
い
つ
ま
で
も
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
政

治
は
、
や
が
て
萎
縮
し
て
行
く
こ
と
を
免
れ
な
い
。
今
日
の
政
治
史
は
、
文
字
通
り
世
界
史
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
世
界
史
の
舞
台

に
躍
動
す
る
政
治
は
、
強
い＜

普
遍
性＞
の
契
機
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
、
個
人
主
義
・
自
由
主
義
・
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ニ
ズ
ム
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
が
国
境
を
超
越
し
て
普
遍
的
に
拡
ま
る
こ
と
を
建
前
と
す
る
政
治

原
理
は
も
と
よ
り
、
全
体
主
義
や
国
粋
主
義
の
ご
と
く
に
民
族
ま
た
は
国
家
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
政
治
思
想
す
ら
も
が
、＜

国

際
的＞

に
横
に
連
携
・
団
結
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
強
い
政
治
力
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
、
ド
イ

ツ
の
ナ
チ
ス
、
日
本
の
国
粋
主
義
が
、
互
に
影
響
し
、
理
解
し
、
協
力
し
て
、
民
主
主
義
国
家
群
に
対
す
る＜

共
同
戦
線＞

を

張
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
政
治
に
内
在
す
る
特
殊
性
の
契
機
す
ら
も
が
、
そ
の
特
殊
性
と
矛
盾
す
る
普
遍
性
を
以
て
力
と
し
た
と

い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。61002 

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
政
治
に
お
け
る
特
殊
性
の
契
機
と
普
遍
性
の
契
機
と
の
間
に
は
、
非
常
に
微
妙
な
相
関
関
係
が
あ
る
。

61003 

　
す
な
わ
ち
、
一
面
か
ら
い
う
と
、
政
治
の
行
わ
れ
る
場
所
は
特
殊
な
政
治
社
会
の
内
部
生
活
で
あ
る
。
政
治
社
会
も
し
く
は
政

治
的
な
人
間
共
同
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
生
命
を
も
つ
。
し
か
る
に
、
お
よ
そ
生
命
は＜

甲
の
生
命
、
乙
の
生
命＞

で
あ
っ

て
、
甲
で
も
な
く
、
乙
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
抽
象
・
普
遍
の
生
命
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
特
殊
の
生
命
体
と
し
て
の
政
治

社
会
は
、
他
の
特
殊
な
る
も
の
、
も
し
く
は
他
の
特
殊
政
治
社
会
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
普
遍
な
る
も
の
に
触
れ
て
、
そ
れ
自



身
普
遍
化
し
て
行
く
と
同
時
に
、
普
遍
的
な
る
も
の
に
自
己
固
有
の
特
殊
性
の
息
吹
を
加
え
、
こ
れ
を
特
殊
・
独
自
の
政
治
的
生

内
容
の
中
に
包
容
・
摂
取
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
普
遍
の
意
味
を
も
つ
政
治
思
想
や
政
治
組
織
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
或

る
特
殊
国
家
の
政
治
原
理
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
自
ら
に
し
て
特
殊
の
性
格
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
、
そ
の
国
家
な
ら
で
は

見
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
色
合
い
を
帯
び
て
来
る
。
例
え
ば
、
同
じ
民
主
政
治
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
や
ス
イ
ス
や
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
ブ
ラ
イ
ス
の
現
代

民
主
主
義
の
精
密
な
実
証
研
究
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
が
伝
統
や
民
族
性
を
著
し
く
異
に
す
る
日
本
や
中

華
民
国
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
以
上
の
特
殊
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
か
よ
う
に
普
遍
な
る
も
の
を
特
殊
化
す
る
能
力
の
な
い
政
治
社
会
は
、
も
は
や
溌
剌
た
る
創
造
的
生
命
を
も
た
な
い
の

で
あ
る
。
生
々
発
展
す
る
政
治
社
会
の
政
治
原
理
は
、
い
か
に
外
来
の
思
想
の
影
響
を
受
け
、
い
か
に
普
遍
の
雰
囲
気
に
同
化
さ

れ
て
も
、
本
来
の
特
殊
性
の
根
本
を
喪
失
し
去
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。61004 

　
け
れ
ど
も
、
他
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
政
治
社
会
の
特
殊
性
は
、
普
遍
な
る
世
界
の
影
響
を
受
け
て
、
そ
の
固
有
の
純
度
を
失

い
、
次
第
に
普
遍
化
し
て
行
く
べ
き
必
然
性
を
も
つ
。
固
有
の
特
殊
性
に
の
み
執
着
し
、
異
質
の
文
化
を
蔑
視
・
排
斥
す
る
政
治

社
会
は
、
「
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
」
で
あ
る
。
無
限
の
包
容
力
を
以
て
不
断
に
普
遍
人
類
的
の
空
気
を
呼
吸
す
る
政
治
社
会
は
、
「
開

か
れ
た
社
会
」
で
あ
る
。
進
歩
・
発
展
は
、
ひ
と
り
た
だ
後
者
に
つ
い
て
の
み
語
ら
れ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
有
機
的

な
生
命
体
は
、
外
部
か
ら
の
栄
養
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
長
す
る
。
イ
ェ
リ
ン
グ
が
痛
烈
な
皮
肉
を
以
て
い
っ
た
よ
う

に
、
有
機
体
が
単
に
そ
の
内
部
か
ら
発
達
ー
ー
腐
敗
ー
ー
す
る
の
は
、
そ
れ
が
屍
体
と
な
っ
た
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
（
参
）
。
偉

大
な
る
発
展
を
遂
げ
た
ロ
ー
マ
に
夷
狄
思
想
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
ユ
ス
・
ゲ
ン
チ
ウ
ム
（
万
民

法
；jus gentium

）
を
作
っ
て
異
民
族
と
対
等
の
法
的
取
引
を
行
っ
て
い
る
間
に
、
ロ
ー
マ
の
精
神
は
次
第
に
こ
れ
ら
の
異
民
族

の
上
を
蔽
い
、
す
べ
て
の
道
が
ロ
ー
マ
に
通
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
政
治
社
会
、
特
に
国
家
の
政
治
活

動
は
、
普
遍
の
世
界
に
む
か
っ
て
眼
を
見
開
き
、
絶
え
ず
自
己
の
特
殊
性
の
殻
を
打
ち
破
り
な
が
ら
も
、
し
か
も
歴
史
と
伝
統
に

よ
っ
て
培
わ
れ
た
特
殊
の
生
命
の
源
泉
を
枯
渇
せ
し
め
な
い
こ
と
を
以
て
、
そ
の
本
義
と
す
べ
き
で
あ
る
。
国
民
精
神
の
特
殊
性

の
自
覚
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
単
な
る
特
殊
性
の
み
に
跼
蹐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
普
遍
の
尺
度
な
し



に
特
殊
の
価
値
を
語
る
こ
と
は
、
最
初
か
ら
無
意
味
で
あ
る
。
特
殊
の
精
神
は
、
普
遍
の
世
界
に
衝
き
あ
た
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ふ

た
た
び
自
己
自
身
の
本
質
に
立
ち
戻
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
、
特
殊
性
の
自
覚
を
確
立
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
特
殊

の
自
覚
は
、
世
界
に
お
け
る
特
殊
の
自
覚
で
あ
り
、
特
殊
を
通
じ
て
の
世
界
の
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
、
普
遍

と
特
殊
と
の
綜
合
・
調
和
を
図
っ
て
進
む
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
社
会
の
活
動
の
準
拠
す
べ
き
第
一
の
「
政
治
の
矩
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。61005 

　
政
治
は
、
そ
れ
が
「
政
治
の
矩
」
に
か
な
う
と
か
な
は
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
特
殊
と
普
遍
と
の
相
関
・
交
替
の
関
係

を
辿
っ
て
進
展
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
政
治
社
会
の
法
も
ま
た
、
国
民
生
活
の
特
殊
性
を
反
映
す

る＜

具
体
秩
序＞

と
し
て
の
面
と
、
道
徳
・
経
済
・
技
術
、
等
の
一
般
化
の
傾
向
を
表
現
す
る＜

普
遍
秩
序＞

と
し
て
の
面
と
を

併
せ
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。61006 

　
法
の
も
つ
こ
れ
ら
の
二
つ
の
面
は
、
一
方
か
ら
い
え
ば
、
互
に
別
々
の
領
域
を
劃
し
て
国
法
秩
序
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
身
分
法
の
中
に
は
特
殊
性
の
契
機
が
濃
厚
に
含
ま
れ
、
商
法
の
よ
う
な
経
済
法
・
技
術
法
の
中
に
は
普
遍
性
の
要

素
が
卓
越
し
て
現
れ
る
こ
と
は
、
夙
に
学
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
国
内
法
に
内
在
す
る
特
殊
性
の
契
機
と

普
遍
性
の
契
機
と
は
、
単
に
異
な
る
領
域
を
劃
し
て
併
存
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
両
者
が
異
な
る
領
域
を
劃
し
て

並
び
存
し
て
い
る
間
は
、
大
し
た
問
題
は
生
じ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
契
機
は
互
に
他
を
排
斥

し
て
国
法
秩
序
の
全
面
を
蔽
お
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
特
殊
性
の
契
機
を
以
て
法
の
全
体
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
法
に

お
け
る＜

民
族
主
義＞

で
あ
る
。
法
に
お
け
る
民
族
主
義
を
法
思
想
と
し
て
代
辯
し
た
も
の
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（Friedrich 

Carl von Savigny

）
の
歴
史
法
学
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
普
遍
性
の
契
機
に
よ
っ
て
民
族
的
特
殊
性
を
圧
倒
し
去
ろ
う
と

す
る
の
は
、
法
に
お
け
る＜

世
界
主
義＞

で
あ
る
。
イ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
法
精
神
の
も
つ
世
界
史
的
意
義
は
、

「
普
遍
性
の
思
想
」
（der Gedanke der U

niversalität

）
に
よ
る
「
民
族
性
の
原
理
」
（das Prinzip der 

N
ationalität

）
の
克
服
に
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
対
立
は
、
決
し
て
過
去
の
問
題
で
は
な
く
、
現
代
の
問
題
で
あ
り
、
将
来
の
問
題

で
あ
る
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
民
族
主
義
は
、
法
の
世
界
か
ら
彼
ら
の
い
わ
ゆ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
、
し
か
し
実
は
世
界
普
遍

的
な
要
素
を
駆
逐
し
よ
う
と
し
て
狂
奔
し
た
。
日
本
の
神
が
か
り
的
国
粋
主
義
も
、
法
に
対
し
て
こ
れ
と
同
工
異
曲
の
態
度
を
示



し
た
。
反
対
に
、
敗
戦
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
傾
向
が
一
掃
さ
れ
た
今
日
で
は
、
他
力
本
願
の
普
遍
主
義
が
澎
湃
と
し
て
日
本
の
法

思
想
に
瀰
漫
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
、
か
よ
う
な
激
し
い
転
換
・
交
替
の
背
後
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
政
治
の
力
が
働
い

て
い
る
。
そ
の
政
治
の
力
が
特
殊
の
方
向
か
、
普
遍
の
方
向
か
に
行
き
す
ぎ
る
の
は
、
政
治
の
現
実
で
あ
る
。
行
き
す
ぎ
て
は
か

え
っ
て
社
稷
（
編
集
者
注
：
し
ゃ
し
ょ
く
、
ス
メ
ラ
オ
オ
モ
ト
オ
、
社
は
土
地
の
神
で
あ
り
稷
は
五
穀
の
神
、
転
じ
て
「
国
家
」
）

を
危
か
ら
し
め
る
政
治
の
現
実
に
対
し
て
、
中
正
・
調
和
の
道
を
示
す
も
の
は
「
政
治
の
矩
」
で
あ
る
。
法
に
お
け
る
普
遍
と
特

殊
と
の
調
和
を
求
め
る
と
い
う
「
政
治
の
矩
」
は
、
法
を
作
り
法
を
動
か
す
政
治
の
力
の
上
に
立
っ
て
、
現
実
政
治
の
動
向
を
規

正
す
る
「
国
内
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。61007 

（
参
考
） 

・
イ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
う
い
う
比
喩
（
有
機
体
が
単
に
そ
の
内
部
か
ら
発
達
ー
ー
腐
敗
ー
ー
す
る
の
は
、
そ
れ
が
屍
体
と
な
っ
た

場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
）
を
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
法
学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、
法
は
民
族

の
固
有
精
神
の
所
産
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
が
、
閉
ざ
さ
れ
た
民
族
精
神
を
固
有
性
の
み
を
固
執
し
て
、
開
か
れ
た
世
界
か

ら
の
影
響
を
阻
止
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
何
ら
の
進
歩
も
発
展
も
な
く
、
た
だ
衰
亡
の
み
が
あ
り
得
る
と
い
う
の
が
、
イ
ェ
リ
ン
グ

の
批
判
の
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
皮
肉
な
批
判
は
、
太
平
洋
戦
争
前
お
よ
び
戦
争
中
の
日
本
に
横
行
し
た
固
陋
な
国
粋
主
義
に
も
、

そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。61008 

　
二
　
特
殊
共
同
体
秩
序
と
し
て
の
国
内
法 

　
国
家
は
特
殊
の
政
治
社
会
で
あ
る
。
も
う
少
し
精
密
な
言
葉
を
用
い
て
い
う
な
ら
ば
、
国
家
は
特
殊
の＜

政
治
的
共
同
体＞

で

あ
る
。
こ
こ
に
「
共
同
体
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
社
会
を
構
成
す
る
多
数
の
個
人
が
生
滅
変
化
し
て
行
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、＜

同
じ
一
つ
の
も
の＞

と
し
て
存
続
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
共
同
生
活
の
「
単
一
体
」
の
こ
と
で
あ
る
。
国
家
が
さ
よ
う
な
共
同
体
で



あ
り
、
単
一
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
国
家
を
構
成
す
る
個
々
の
国
民
に
対
し
て
は
、＜

普
遍
的＞

な
存
在
と
し
て
の
意
味

を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
家
の
も
つ
普
遍
性
は
、
あ
く
ま
で
も
多
数
の
個
人
の
特
殊
性
ま
た
は
個
別
性
に
対
す
る
意
味
で
の

普
遍
性
で
あ
っ
て
、
更
に
広
い
世
界
の
場
所
の
中
に
こ
れ
を
置
い
て
み
れ
ば
、
国
家
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の＜

特
殊
的＞

な
存

在
た
る
こ
と
を
失
わ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
国
、
日
本
と
い
う
国
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
特
殊
性
が
あ
る
。
故
に
、

国
家
は
一
つ
一
つ
の
特
殊
性
を
も
つ
政
治
共
同
体
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
流
に
い
う
な
ら
ば
、
国
家
は
特
殊
の
限
定
を
う
け
た
と
こ

ろ
の
普
遍
者
で
あ
る
。
特
殊
性
の
契
機
を
全
く
喪
失
し
た
国
家
は
、
も
は
や
国
家
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
意
味
を
も
喪
失
す
る

で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
国
家
主
義
が
世
界
主
義
と
反
発
す
る
傾
向
が
あ
る
の
も
、
国
家
を
中
心
と
す
る
考
え
方
が
、
ど
う
し
て
も

＜

そ
の
国
家
の＞

特
質
に
特
殊
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
易
い
が
た
め
に
外
な
ら
な
い
。62001 

　
国
家
は
さ
よ
う
な
特
殊
の
共
同
体
で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
政
治
に
は
大
な
り
小
な
り
必
ず
特
殊
の
動
き
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
特
殊
の
動
向
を
も
つ
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
国
家
の
法
は
、
大
な
り
小
な
り
必
ず
特
殊
の
法
秩
序
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
。
国
内
法
が
い
か
に
外
国
法
の
影
響
を
受
け
、
世
界
共
通
の
法
の
普
遍
性
に
近
づ
い
て
行
っ
て
も
、
国
内
法
の
も
つ
特
殊
の
性

格
は
決
し
て
完
全
に
は
払
拭
さ
れ
得
な
い
。
ま
し
て
、
国
家
が
「
閉
ざ
さ
れ
た
」
政
治
社
会
と
し
て
の
排
外
性
を
強
く
発
揮
す
る

場
合
に
、
国
内
法
の
特
殊
な
性
格
が
際
立
っ
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
き
わ
め
て
当
然
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
法
に
お

け
る
特
殊
の
契
機
は
、
主
と
し
て
人
間
の
理
知
で
は
割
り
切
れ
な
い
歴
史
の
伝
統
や
国
民
感
情
の
所
産
で
あ
る
。
そ
の
特
色
は
、

合
理
的
に
は
存
せ
ず
し
て
、
政
治
社
会
の
も
つ
非
合
理
性
に
根
ざ
し
て
い
る
。
故
に
、
国
内
法
に
お
け
る
特
殊
性
の
強
調
は
、
必

ず
国
内
法
に
含
ま
れ
た
非
合
理
性
の
要
素
に
特
別
な
重
要
さ
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。62002 

　
そ
う
い
う
考
え
方
を
代
表
す
る
学
説
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
法
学
で
あ
る
こ
と
は
、
前
に
も
一
言
し
た
。
歴
史
法
学
は
、
法
が

民
族
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
特
色
を
有
す
る
こ
と
を
力
説
し
た
点
で
、
も
と
よ
り
法
に
お
け
る
特
殊
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
法
が
合
理
的
に
考
案
さ
れ
た
り
、
制
作
さ
れ
た
り
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
民
族
精
神
を
通
じ
て
ー
ー
主
と
し
て
慣
習

法
の
形
態
で
ー
ー
自
ら
に
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
点
で
、
明
ら
か
に
非
合
理
主
義
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
活

躍
し
た
第
十
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
は
、
啓
蒙
的
合
理
主
義
か
ら
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
非
合
理
主
義
に
移
り
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ

た
。
啓
蒙
時
代
の
合
理
主
義
が
人
間
を
い
わ
ば
平
均
人
と
し
て
取
り
あ
つ
か
い
、
個
性
と
か
民
族
性
と
か
い
う
も
の
に
重
き
を
置



か
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
時
代
精
神
は
個
人
や
民
族
の
強
烈
な
個
性
意
識
に
飛
躍
の
翼
を
与
え
た
。
こ
の
著

し
い
対
立
が
法
の
根
本
観
念
の
上
に
現
れ
て
、
一
方
は
テ
ィ
ポ
ー
の
自
然
法
理
論
・
成
文
法
主
義
・
法
典
編
纂
論
と
な
り
、
他
方
は

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
法
学
・
慣
習
法
主
義
・
法
典
編
纂
反
対
論
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
上
の
闘
争
地
位
は
、
不
幸
に
し

て
歴
史
法
学
の
主
張
を
一
面
的
に
偏
ら
し
め
、
法
が
普
遍
性
の
契
機
を
有
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
異
民
族
の
法
を
継
受
し
た

り
、
合
理
的
な
考
慮
に
よ
っ
て
法
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
無
視
す
る
、
極
端
論
に
陥
ら
し
め
た
。

ド
イ
ツ
民
族
に
と
っ
て
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
ロ
ー
マ
民
族
の
法
が
、
中
世
以
来
ド
イ
ツ
人
の
社
会
に
よ
っ
て
継
受
せ
ら
れ
、
ド
イ

ツ
民
族
の
共
同
生
活
の
中
に
融
け
込
み
、
ゲ
ル
マ
ン
社
会
の
現
行
法
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
最
も
卓

越
し
た
ロ
ー
マ
法
学
者
の
一
人
た
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
知
ら
ぬ
筈
の
な
い
大
き
な
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
が
法
の
民
族
的
固
有
性
を
絶
対
に
固
執
す
る
と
こ
ろ
の
論
陣
を
張
っ
た
と
い
う
矛
盾
は
イ
ェ
リ
ン
グ
の
手
厳
し
く
論
難
す
る

点
で
あ
っ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
し
て
も
恐
ら
く
弁
明
の
余
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
各
民
族
の
法
が

非
合
理
的
な
歴
史
と
伝
統
の
産
物
で
あ
っ
て
、
人
為
的
に
抹
殺
し
得
な
い
牢
固
た
る
特
殊
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
ま

ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
自
然
法
の
普
遍
主
義
に
よ
っ
て
風
靡
さ
れ
て
い
た
当
時
の
法
学
界
に
、
法
の
民
族
性
原
理
に
対
す
る

強
い
反
省
を
与
え
た
歴
史
法
学
の
功
績
は
、
法
の
普
遍
性
と
合
理
性
を
一
方
的
に
無
視
し
た
そ
の
誤
謬
と
と
も
に
、
正
し
く
評
価

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。62003 

　
法
に
お
け
る
民
族
主
義
の
立
場
は
、
法
の
根
底
を
民
族
共
同
体
の
特
殊
な
る
内
部
秩
序
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
民
族
が
法
お
よ

び
政
治
の
組
織
を
備
え
て
国
家
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
国
家
の
法
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
、
民
族
独
自
の
伝
統
的
な
法
感
情
や
法

意
識
に
よ
っ
て
自
ら
醸
成
さ
れ
る
、
共
同
体
の
内
部
秩
序
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
家
の
法
が
客
観
的
な
法
規

と
し
て
整
備
さ
れ
、
外
観
す
こ
ぶ
る
宏
壮
な
成
文
法
の
体
型
が
築
き
上
げ
ら
れ
て
来
る
と
、
人
は
、
こ
の
成
文
法
組
織
の
絢
爛
た

る
外
形
に
眩
惑
さ
れ
て
、
法
の
奥
底
を
流
れ
る
共
同
体
の
生
活
秩
序
を
忘
れ
、
成
文
法
の
論
理
解
釈
に
よ
っ
て
法
の
す
べ
て
の
機

能
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
込
む
よ
う
に
な
る
。
む
し
ろ
、
成
文
法
規
を
固
定
さ
せ
て
、
そ
の
規
範
意
味
か
ら
一
歩

も
外
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
こ
れ
を＜

論
理
的＞

に
運
用
し
て
行
く
の
が
、
法
学
の
唯
一
の
任
務
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
も
、
成
文
法
は
永
遠
に
正
し
い
自
然
法
の
理
念
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
第
十
九
世
紀
初
頭
の
誇
ら
し
や
か



な
観
念
は
消
え
う
せ
て
、
成
文
法
に
規
定
し
て
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
内
容
の
是
非
善
悪
に
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
正
確
に
運
用
し
て

行
く
の
が
法
治
国
家
の
任
務
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
拡
ま
っ
て
来
る
。
そ
れ
が
実
証
主
義
で
あ
り
、
概
念
法
学
で
あ
り
、
規
範
論

理
万
能
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
第
十
九
世
紀
の
末
葉
か
ら
第
二
十
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
次
第
に
強
い
反
動

が
起
っ
て
き
た
。
成
文
法
万
能
主
義
を
斥
け
て
、
法
の
自
由
発
見
の
必
要
を
力
説
す
る
自
由
法
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
法
を
社
会
生

活
に
直
結
せ
し
め
、
社
会
の
中
に
生
き
て
働
い
て
い
る
法
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
社
会
法
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
の

中
に
は
、
普
遍
主
義
の
契
機
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
強
く
復
活
し
て
来
た
の
は
、
法
に
お
け
る
特
殊
主
義
で

あ
る
。
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
ば
、
特
殊
の
共
同
体
の
特
殊
の
内
部
秩
序
に
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。
エ
ー
ア
リ
ッ
ヒ

が
、
法
の
根
底
を
な
す
も
の
を
ば
、
「
社
会
団
体
の
内
部
秩
序
」
（die innere O

rdnung der gesellschaftlichen 
Verbände

）
で
あ
る
と
論
じ
た
の
は
、
そ
の
顕
著
な
一
例
で
あ
る
。
が
、
か
よ
う
な
傾
向
は
、
ナ
チ
ス
の
民
族
至
上
主
義
と
結
び

つ
い
て
、
俄
然
、
爆
発
的
な
活
況
を
呈
し
た
。
そ
う
し
て
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
具
体
秩
序
論
」
に
い
た
っ
て
、
一
つ
の

有
力
な
学
問
的
表
現
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。62004 

　
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
そ
の
『
法
学
上
の
思
考
の
三
形
態
』
の
中
で
規
範
主
義
と
決
定
主
義
の
対
立
を
非
常
に
鮮
や
か
に
対

照
・
論
評
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
に
や
や
詳
し
く
述
べ
た
。
そ
う
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
、
か
れ
の
『
憲
法
論
』
の
中
で
は
決

定
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
引
き
つ
づ
い
て
論
述
し
た
。
し
か
る
に
、
か
れ
は
の
ち
に
な
っ
て
、
ー
ー
ナ
チ
ス
の

独
裁
政
治
が
確
立
さ
れ
た
直
後
に
な
っ
て
、
ー
ー
決
定
主
義
の
立
場
を
棄
て
、
か
れ
の
い
わ
ゆ
る
法
学
上
の
思
考
の
第
三
の
形

態
、
す
な
わ
ち
「
具
体
的
秩
序
お
よ
び
形
成
の
思
考
」
（konkretes O

rdnungs- und Gestaltungsdenken

）
の
立
場
に

転
向
し
た
（
参
）
。
こ
の
転
向
は
、
明
ら
か
に
政
治
的
な
転
向
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
民
族
至
上
主
義
に
調
子
を
合
せ
た
態
度
の
転

換
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
説
く
第
三
の
立
場
に
は
、
否
定
で
き
ぬ
学
問
上
の
意
味
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
ば
、
規
範
と
も
見
ず
、
実
力
と
も
見
ず
、
共
同
体
の
生
活
に
内
在
す
る
具
体
的
な
「
秩

序
」
と
見
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
法
に
お
け
る
特
殊
主
義
の
典
型
と
し
て
、
こ
こ
に
考
察
す
る
価
値
が
あ
る

と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。62005 



　
た
だ
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
法
の
究
極
に
在
る
も
の
と
し
て
示
そ
う
と
す
る
「
具
体
秩
序
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
か

れ
の
論
述
か
ら
は
必
ず
し
も
明
瞭
に
は
理
解
さ
れ
得
な
い
。
規
範
主
義
す
な
わ
ち
「
規
則
ま
た
は
法
律
の
思
考
」
に
対
す
る
批
判

や
、
決
定
主
義
す
な
わ
ち
「
決
定
の
思
考
」
に
つ
い
て
の
論
述
は
、
き
わ
め
て
生
彩
に
富
ん
で
い
る
が
、
「
具
体
的
秩
序
お
よ
び

形
成
の
思
考
」
の
内
容
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
単
に
学
説
史
に
現
れ
た
そ
の
種
の
理
論
を
簡
単
に
跡
づ
け
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
自
説
の
積
極
的
な
展
開
は
与
え
て
お
ら
な
い
。
た
だ
、
大
よ
そ＜

そ
れ＞

と
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
い
う
な

ら
ば
、
具
体
秩
序
と
は
共
同
体
の
生
活
に
内
在
す
る
自
然
の
秩
序
で
あ
り
、
そ
の
名
の
通
り
、
具
体
的
な
生
活
秩
序
で
あ
る
。＜

具
体
的＞

な
秩
序
と
は
、＜
抽
象
的＞

な
規
則
や
規
範
に
よ
っ
て
は
実
現
さ
れ
得
ず
、
ま
た
、
そ
れ
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
も
で
き

な
い
、
生
き
た
共
同
体
の
秩
序
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
指
導
と
か
忠
誠
と
か
信
従
と
か
紀
律
と
か
名
誉
と
か

い
う
よ
う
な
概
念
は
、
共
同
体
の
具
体
秩
序
か
ら
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
家
の
名
誉
と
い
う

観
念
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
家
族
の
内
部
秩
序
、
親
と
子
の
指
導
と
信
従
の
関
係
、
夫
と
妻
の
忠
誠
と
協
力
の
関
係
と
い
う
よ
う
な

も
の
が
、
そ
の
実
例
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
隊
の
名
誉
と
紀
律
と
い
う
が
ご
と
き
の
も
の
も
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
考
え
て
い
る
共
同
体
の
具
体
秩
序
の
発
露
な
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
オ
オ
リ
ウ
が
そ
の
国
特
有
の
行
政
制
度
を

ば
固
有
の
法
則
と
内
部
規
律
と
に
し
た
が
う
渾
然
た
る
統
一
体
と
し
て
考
察
し
た
。
こ
の
オ
オ
リ
ウ
の
「
制
度
」

（institution

）
の
理
論
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
具
体
秩
序
思
想
の
典
型
と
し
て
高
く
評
価
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と

よ
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
具
体
秩
序
の
思
想
を
ば
主
と
し
て
ド
イ
ツ
的
な
法
思
想
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
意

図
が
、
指
導
と
信
従
、
忠
誠
と
紀
律
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
た
と
誇
称
す
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
民
族
共
同
体
の
内
部
秩
序
に
、

卓
越
し
た
意
味
と
価
値
を
賦
与
し
よ
う
と
す
る
に
在
る
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。
こ
う
い
う
考
え
方
を
、
別
に
、
「
形
成
の

思
考
」
（Gestaltungsdenken

）
と
い
う
言
葉
で
い
い
現
し
て
い
る
の
は
、
さ
よ
う
な
具
体
秩
序
が
一
切
の
法
組
織
を
「
形
成

す
る
」
（gestalten

）
力
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
共
同
体
の
内
面
的
な
生
活
秩
序
は
、
正
に

す
べ
て
の
法
制
度
の
「
究
極
に
在
る
も
の
」
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
抽
象
的
な
規
範
が
法
の
根
本
で
あ
る
と
す
る
思
想
、
お

よ
び
、
実
力
に
よ
る
決
定
が
法
の
淵
源
を
成
す
と
い
う
思
想
を
と
も
に
排
斥
し
て
、
共
同
体
の
具
体
秩
序
の
内
面
的
な
形
成
力
を

ば
、
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
と
し
て
示
そ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。62006 



　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
具
体
秩
序
の
理
論
は
、
法
の
内
容
か
ら
生
活
の
潤
い
と
か
情
藻
の
深
さ
と
か
い
う
も
の
を
す
べ
て
捨
象
し
て
し

ま
う
規
範
論
理
主
義
や
、
赤
裸
々
な
力
の
抗
争
と
力
の
勝
利
と
を
以
て
法
を
動
か
す
最
後
の
も
の
と
見
る
実
力
決
定
主
義
に
対
し

て
、
法
の
も
つ
醇
風
美
俗
的
な
要
素
を
力
説
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
国
家
の
法
も

特
殊
の
共
同
体
の
特
殊
の
秩
序
と
し
て
理
解
さ
れ
、
特
に
そ
の
伝
統
的
な
道
徳
の
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
論

理
を
以
て
割
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
の
特
殊
性
に
対
す
る
牧
歌
的
な
讃
美
が
、
こ
の
理
論
の
中
に
深
く
漂
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
国
内
法
の
究
極
に
さ
よ
う
な
民
族
独
自
の
生
活
の
在
り
方
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
存
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
否
定
で
き
な

い
。
ま
た
、
い
か
に
合
理
主
義
・
普
遍
主
義
の
世
の
中
に
な
っ
て
も
、
法
に
そ
う
し
た
一
面
の
あ
る
こ
と
は
、
決
し
て
否
定
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。62017 

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
面
か
ら
論
ず
る
な
ら
ば
、
民
族
固
有
の
法
の
特
殊
性
に
の
み
執
着
す
る
か
よ
う
な
理
論
は
、
徒
ら
に
懐
古

的
で
あ
っ
て
進
歩
性
に
乏
し
い
。
指
導
・
信
従
・
忠
誠
と
い
っ
た
よ
う
な
法
概
念
は
、
多
分
に＜

身
分
的＞

な
概
念
で
あ
り
、＜

封
建
的＞

な
思
想
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
「
閉
ざ
さ
れ
た
」
社
会
の
内
部
の
結
束
を
固
め
る
に
は
適
し
て
い
る
が
、
「
開
か

れ
た
」
世
界
へ
の
展
望
を
妨
げ
る
大
き
な
障
壁
と
な
る
。
そ
こ
に
民
族
独
善
主
義
の
弊
害
が
胚
胎
し
、
人
間
の
理
性
を
無
視
す
る

固
陋
な
精
神
が
蟠
居
す
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
そ
う
い
う
法
思
想
を
高
く
か
か
げ
る
真
意
が
、
或
る
特
定
の
民
族
の
選
民
意
識

を
あ
お
り
立
て
、
国
家
の
内
部
組
織
を
軍
隊
的
に
編
成
し
、
強
力
な
独
裁
権
力
に
よ
っ
て
民
族
の
利
己
主
義
を
貫
こ
う
と
す
る
に

在
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
法
の
名
を
借
り
て
政
治
の
恣
意
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
悪
質
の
謀
略
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
よ
う
な
政
治
は
、
も
と
よ
り
「
政
治
の
矩
」
に
か
な
う
も
の
で
は
な
い
。
政
治
の
矩
に
か
な
わ
ぬ
政
治
が
民
族
の
運
命
を

最
も
悲
惨
な
破
局
に
導
く
こ
と
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
没
落
が
最
も
雄
辯
に
物
語
っ
て
い
る
。
日
本
の
運
命
も
ま
た
、
不
幸
に

し
て
こ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
法
の
特
殊
性
は
重
ん
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
法
は
普
遍
の
理
念
に
立
脚
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
普
遍
の
理
念
に
立
脚
し
つ
つ
、
こ
れ
に
民
族
生
活
の
特
殊
性
を
加
味
し
、
普
遍
と
特
殊
、
合
理
性
と
非
合
理
性
の

調
和
を
図
っ
て
行
く
の
が
、
国
内
法
の
正
し
い
在
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
国
内
政
治
の
矩
で
あ
り
、
国
内
法
の
究
極
に
在
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
国
内
法
を
貫
く
普
遍
の
理
念
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
点
で
民
族
生
活
の

特
殊
性
と
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
を
次
に
検
討
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。62008 



（
参
考
） 

・
ラ
レ
ン
ツ(Karl Larenz)

は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
の
転
向
を
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
決
定
論
は
、
か
れ
に
と
っ
て
は

決
し
て
終
局
の
立
場
で
は
な
く
、
『
具
体
的
秩
序
お
よ
び
形
成
の
思
考
』
へ
移
っ
て
行
く
途
上
の
通
過
点
を
意
味
し
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
法
学
的
思
考
の
三
形
態
に
つ
い
て
の
か
れ
の
著
書
の
中
で
、
こ
の
具
体
的
秩
序
お
よ
び
形
成
の
思
考

を
ば
規
範
主
義
と
も
決
定
主
義
と
も
対
立
せ
し
め
て
い
る
。
こ
の
著
書
で
は
、
か
れ
は
こ
れ
ら
二
つ
の
主
義
を
ば
と
も
に
実
証
主

義
の
形
式
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
共
同
体
お
よ
び
人
間
の
団
體
、
例
え
ば
、
民
族
や
軍
隊
の
具
体
秩
序
は
、
規
範
や
決

定
よ
り
も
も
っ
と
根
源
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
秩
序
は
、
明
示
さ
れ
た
命
令
や
記
述
さ
れ
た
指
示
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
用
い
な

い
で
、
共
同
生
活
な
ら
び
に
共
同
生
活
に
内
在
す
る
具
体
的
な
要
求
の
中
か
ら
発
達
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
共
同
体
の
現
実
の
精

神
や
共
同
体
の
固
有
の
生
活
法
則
お
よ
び
形
成
法
則
は
、
か
よ
う
な
秩
序
に
中
に
そ
の
姿
を
現
す
の
で
あ
る
」62009 

　
三
　
国
内
法
の
普
遍
理
念 

　
法
は
人
間
共
同
生
活
の
秩
序
の
原
理
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
人
間
の
共
同
生
活
に
は
特
殊
性
の
面
と
普
遍
性
の
面
と
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
秩
序
づ
け
る
法
に
も
特
殊
の
理
念
と
普
遍
の
理
念
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
国
内
法
は
、
国
民
生
活
の
特

殊
性
を
反
映
す
る
。
だ
か
ら
、
国
内
法
に
は
そ
の
特
殊
性
を
尊
重
す
る
面
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
甲
の

国
民
、
乙
の
国
民
も
、
と
も
に
人
間
で
あ
る
以
上
、
そ
の
共
同
生
活
は
更
に
根
本
に
お
い
て
人
間
の
普
遍
性
に
立
脚
す
る
秩
序
の

原
理
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
共
同
生
活
の
普
遍
的
な
秩
序
の
原
理
は
、＜

人
間
を
す
べ
て
人
間
ら
し
く
取
り
あ
つ

か
う＞

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
人
間
の
「
平
等
」
で
あ
る
。
西
洋
の
法
哲
学
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以

来
、
平
等
を
以
て
「
正
義
」
で
あ
る
と
做
し
た
。
ま
た
は
、
こ
れ
を
「
各
人
に
か
れ
の
も
の
を
」
（suum

 cuique; Jedem
 

das Seine; to each his ow
n

）
と
い
う
標
語
に
よ
っ
て
示
し
た
。
中
で
も
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス



（U
lpianus

）
は
正
義
を
定
義
し
て
、
「
各
人
に
か
れ
の
権
利
を
頒
ち
与
え
よ
う
と
す
る
恆
常
・
不
断
の
意
志
」
（Justitia est 

constans et perpetua voluntas jus suum
 cuique tribuendi

）
で
あ
る
と
な
し
た
。
す
べ
て
の
人
間
に
人
間
た
る
に

ふ
さ
わ
し
い
か
れ
の
も
の
を
配
分
す
る
の
が
、
正
義
で
あ
り
、
平
等
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
法
の
普
遍
理
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま

た
国
内
法
の
普
遍
理
念
で
あ
る
。63001 

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
人
間
は
決
し
て
平
等
で
は
な
い
。
人
間
に
は
智
能
衆
に
優
れ
た
賢
人
も
あ
り
、
無
智
・
蒙
昧
の
愚
人

も
あ
る
。
博
愛
・
有
徳
の
君
子
も
あ
り
、
奸
佞
・
邪
悪
の
人
物
も
あ
る
。
勤
勉
・
精
励
の
人
も
あ
り
、
放
埒
・
怠
惰
の
遊
民
も
あ

る
。
こ
れ
ら
を
お
し
な
べ
て
た
だ
平
等
に
取
り
あ
つ
か
う
の
は
、
悪
平
等
で
あ
っ
て
、
正
義
と
は
い
い
難
い
。
他
面
し
か
し
、
い

か
な
る
人
も
人
で
あ
る
以
上
、
ひ
と
し
く
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
全
国
民
を
脅
か
す
食
糧
危
機
に
際
し
、
一
人
あ

た
り
一
日
の
主
食
の
消
費
量
を
二
合
一
勺
と
規
制
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
平
等
は
原
則
と
し
て
文
字
通
り
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
十
円
の
買
い
物
に
は
十
円
の
代
金
を
支
払
い
、
百
円
の
債
務
に
は
百
円
の
弁
済
を
行
う
の
は
、
何
人
に
と
っ
て
も
ひ
と
し
い

義
務
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
か
れ
の
い
う
狭
義
の
正
義
、
す
な
わ
ち
、
平
等
と
い
う
意
味
に
お
け
る
正
義
を
、

二
つ
の
種
類
に
分
け
た
。
そ
の
一
つ
は
、
人
間
の
価
値
に
応
じ
て
、
精
神
上
お
よ
び
物
質
上
の
高
下
の
別
を
つ
け
る
こ
と
を
正
し

い
と
す
る
「
配
分
的
正
義
」
（justitia distributiva
）
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
人
に
よ
っ
て
差
別
を
設
け
ず
、
全
く
均
等
に

報
償
を
行
う
こ
と
を
正
し
い
と
す
る
「
平
均
的
正
義
」
（justitia com

m
utativa

）
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
の
言
葉
で
説
明
す
る

な
ら
ば
、
正
義
は
平
等
で
あ
る
が
、
平
等
と
は
猫
も
杓
子
も
た
だ
一
様
に
取
り
あ
つ
か
う
こ
と
で
は
な
く
、
等
し
い
も
の
は
等
し

く
、
等
し
く
な
い
も
の
は
等
し
く
な
い
よ
う
に
待
遇
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ラ
ア
ド
ブ
ル
ッ
フ

（Radbruch

）
は
、
同
様
の
も
の
は
同
様
に
、
異
な
る
も
の
は
別
様
に
取
り
あ
つ
か
う
の
が
平
等
で
あ
り
、
正
義
で
あ
り
、
法
の

理
念
で
あ
る
と
な
し
た
の
で
あ
る
。63002 

　
と
こ
ろ
が
、
問
題
は
そ
れ
で
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る
配
分
的
正
義
で
あ
る
。
配
分
的
正
義
と
は
、
各
人
に
対
し
て
、
か
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
か
れ
の
も
の
を

与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
が
各
人
に
ふ
さ
わ
し
い
か
れ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ア
ド
ブ
ル
ッ
フ
は
、
等
し
い
も
の
を

等
し
く
、
異
な
る
も
の
を
異
な
る
よ
う
に
取
り
あ
つ
か
う
の
が
、
真
の
平
等
で
あ
る
と
い
う
が
、
何
を
標
準
に
し
て
人
間
の
価
値



の
差
等
を
定
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
確
に
定
め
な
い
か
ぎ
り
、
正
義
の
内
容
は
い
か
よ
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
こ

と
に
な
る
。
例
え
ば
、
国
家
全
体
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
国
家
の
元
勲
が
最
高
の
栄
典
を
享
け
、
国
家
の
組
織
を
破
壊
し
よ
う
と

す
る
革
新
思
想
家
が
最
も
重
く
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
正
に
正
義
の
要
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
競
争
に
よ

る
優
勝
劣
敗
を
至
当
と
す
る
見
地
か
ら
は
、
富
豪
が
豪
華
な
生
活
を
享
楽
し
、
失
業
者
が
陋
屋
に
飢
え
て
い
る
の
は
、
一
方
は
そ

の
卓
越
し
た
経
営
能
力
に
ふ
さ
わ
し
く
、
他
方
は
そ
の
怠
慢
と
無
能
と
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
彼
ら
し
い
か
れ
の
も
の
が
与
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
そ
の
逆
の
立
場
か
ら
論
ず
れ
ば
、
最
も
は
な
は
だ
し
い
不
正
で
あ
る

と
し
て
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
「
各
人
に
か
れ
の
も
の
を
」
と
い
っ
た
だ
け
で
は
、
実
際
に
は
正
義
の
問
題

は
少
し
も
解
決
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ト
ウ
ル
ト
ウ
ロ
ン
（Pierre de Tourtoulon

）
の
い
う
通
り
、
こ
の
言
葉
は
、
そ
れ
だ

け
で
は
、
単
に
「
か
れ
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
か
れ
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
同
語
反
復
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
ラ
ア
ド
ブ
ル
ッ
フ
の
い
う
通
り
、
等
し
い
も
の
を
等
し
く
、
等
し
く
な
い
も
の
を
等
し
く
な
く
、
と
い
う
原
則
は
、

人
間
存
在
の
価
値
を
個
人
に
置
く
か
、
団
体
に
求
め
る
か
、
文
化
の
建
設
に
あ
り
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
全
く
異
な
る
結
論
に
導

か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
平
等
と
い
う
普
遍
の
理
念
を
か
か
げ
て
も
、
そ
の
内
容
は
世
界
観
・
目
的
観
の
相
違
に
よ
っ
て
全

く
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
免
れ
難
い
。63003 

　
し
か
し
な
が
ら
、
少
く
と
も
経
済
生
活
上
の
配
分
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
平
等
の
理
念
は
む
し
ろ
人
に
よ
っ
て
価
値
の
差
別
を
つ

け
な
い
「
平
均
的
正
義
」
に
接
近
し
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
人
の
能
力
・
賢
愚
・
勤
怠
に
よ
る
精
神
上
の
待
遇
や
社
会
組
織
上

の
地
位
は
、
「
配
分
的
正
義
」
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
が
至
当
で
あ
る
が
、
そ
の
区
別
を
財
貨
の
配
分
に
及
ぼ
し
て
、
経
済
生

活
に
過
当
な
貧
富
の
懸
隔
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
は
、
理
念
的
な
根
拠
を
缺
く
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
、
社
会
正
義

は
、
「
乏
し
き
を
憂
え
ず
、
均
し
か
ら
ざ
る
を
憂
う
」
る
こ
と
を
以
て
根
本
と
す
る
。
そ
れ
は
、
能
う
べ
く
ん
ば
、
ベ
ン
タ
ム

（Jerem
y Bentham

）
の
い
う
が
ご
と
く
に
、
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
実
現
す
る
に
あ
る
（
参
１
）
。
「
各
人
が
そ
の

能
力
に
応
じ
て
寄
与
し
、
各
人
が
そ
の
必
要
に
応
じ
て
享
有
す
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
理
想
も
、
理
想
そ
の
も
の
と
し
て
は
根

本
の
精
神
を
こ
れ
と
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
そ
の
『
封
鎖
商
業
国
家
論
』
の
中
で
「
理
性
国
家
」

（Vernunftstaat

）
の
構
想
を
描
き
、
す
べ
て
の
人
々
に
人
間
ら
し
い
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
ば
国
家
の
任
務
で
あ
る
と
な
し



た
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
人
間
ら
し
い
生
活
は
、
一
方
で
は
社
会
の
た
め
に
す
る
勤
労
の
義
務
を
と
も
な
い
、
他
方
で
は

社
会
よ
り
す
る
生
活
の
保
障
を
受
け
る
。
故
に
、
国
家
は
、
少
数
の
者
が
豊
か
な
生
活
を
す
る
こ
と
よ
り
も
、
ま
づ
、
す
べ
て
の

国
民
に
憂
い
の
な
い
生
活
を
確
保
せ
し
め
る
こ
と
を
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
人
間
と
し
て
快

適
な
生
活
を
送
る
こ
と
に
つ
い
て
同
等
の
権
利
を
有
す
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
権
利
に
も
と
づ
き
、
国
民
の
す
べ
て
に
「
か
れ
の

も
の
」
を
与
え
る
の
が
、
国
家
の
使
命
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
間
の
人
間
ら
し
い
生
活
は
、
単
に
勤
労
を
以
て
経
済
上
の

生
活
の
保
障
を
購
う
と
い
う
だ
け
で
足
り
る
も
の
で
は
な
い
。
人
が
終
日
生
活
の
た
め
に
働
い
て
、
そ
の
ま
ま
疲
れ
て
眠
り
、
翌

日
も
ま
た
同
じ
重
荷
を
負
う
て
同
じ
労
働
を
く
り
か
え
す
と
い
う
の
は
、
駄
馬
の
生
活
と
異
な
ら
な
い
。
人
間
は
、
い
か
な
る
勤

務
の
生
活
の
中
に
お
い
て
も
、
仰
い
で
青
空
を
眺
め
得
る
余
裕
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
い
う
青
空
と
は
、
精
神
の
蒼

空
で
あ
り
、
文
化
の
教
養
で
あ
る
。
各
人
に
か
れ
の
も
の
を
与
え
る
正
義
は
、
経
済
上
の
財
貨
の
公
正
な
配
分
に
か
ぎ
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
。
人
々
は
、
何
ら
の
生
活
の
不
安
も
な
く
、
す
べ
て
喜
び
を
以
て
勤
労
に
従
事
し
、
し
か
も
そ
の
間
に
文
化
の
蒼
空
を

仰
ぐ
権
利
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
か
よ
う
な
人
間
共
同
生
活
の
正
し
い
あ
り
方
は
、
国
家
に
お
い
て
の
み
可

能
で
あ
る
と
な
し
た
。
誠
に
、
国
家
の
法
の
目
的
は
、
か
よ
う
な
正
し
い
共
同
生
活
秩
序
の
建
設
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
れ
が
、
公
共
の
福
祉
で
あ
り
、
国
内
法
の
普
遍
理
念
と
し
て
の
正
義
に
外
な
ら
ぬ
。63004 

　
各
人
に
対
し
て
人
間
と
し
て
の
人
間
ら
し
い
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
法
の
目
的
と
見
る
の
は
、
「
個
人
主
義
」
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
各
人
が
そ
の
能
力
に
応
じ
た
勤
労
を
以
て
共
同
体
の
公
共
の
福
祉
に
貢
献
す
る
義
務
を
負
う
と
考
え
る
の
は
、

「
団
体
主
義
」
で
あ
る
。
更
に
、
す
べ
て
の
人
間
が
仰
い
で
心
の
糧
と
す
べ
き
高
き
文
化
の
蒼
空
を
築
く
と
い
う
の
は
、
「
文
化

主
義
」
で
あ
る
。
ラ
ア
ド
ブ
ル
ッ
フ
は
、
個
人
主
義
と
団
体
主
義
と
文
化
主
義
と
は
、
互
に
相
反
撥
す
る
三
つ
の
異
質
の
法
目
的

で
あ
る
と
説
い
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
を
採
る
か
は
、
法
哲
学
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
は
決
定
し
得
ぬ
問
題
で
あ
る
と
し

て
、
相
対
主
義
に
帰
依
し
た
（
参
２
）
。63005 

　
な
る
ほ
ど
、
個
人
を
絶
対
の
価
値
と
し
て
、
団
体
を
そ
の
単
な
る
手
段
と
考
え
る
個
人
主
義
と
、
団
体
を
絶
対
の
権
威
と
し

て
、
個
人
に
あ
く
ま
で
も
犠
牲
を
要
求
す
る
団
体
主
義
と
は
、
互
に
相
容
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
個
人
の
生
活
の
保

障
は
、
単
な
る
個
人
主
義
に
よ
っ
て
は
確
立
さ
れ
得
な
い
。
ベ
ン
タ
ム
の
い
わ
ゆ
る
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
の
理
想
も
、
国



家
の
統
制
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
よ
う
と
す
る
方
法
論
上
の
個
人
主
義
、
自
由
主
義
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
が
た
め
に
、
第
十

九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
す
で
に
大
き
な
行
き
づ
ま
り
に
逢
著
し
た
。
今
日
の
社
会
経
済
の
段
階
に
お
い
て
は
、
国

家
の
権
力
を
強
化
し
、
全
体
の
計
畫
と
見
通
し
と
を
以
て
大
規
模
な
企
業
と
公
正
な
配
分
を
行
っ
て
行
く
の
で
な
け
れ
ば
、
万
人

に
対
し
て
幸
福
の
享
有
を
保
障
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
共
同
体
の
発
展
が
す
べ
て
の
個
人
の
暢
達
な
る
活
動

に
よ
っ
て
の
み
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
い
う
を
ま
た
な
い
。
故
に
、
個
人
主
義
と
団
体
主
義
と
は

反
撥
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
互
に
調
和
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
文
化
の
建
設
は
、
主
と
し
て
個
人
の
創
意
・
創
造
に
よ

る
も
の
で
は
あ
る
が
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
国
民
の
全
体
と
し
て
の
文
化
水
準
が
高
ま
っ
て
行
か
な
い
か
ぎ
り
、
高
い
文
化
は
決

し
て
生
れ
て
来
な
い
。
自
然
に
飛
躍
が
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
文
化
に
も
飛
躍
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
、
文
化
は
、
創
造
さ

れ
た
文
化
価
値
と
し
て
は
普
遍
の
意
味
を
も
つ
が
、
文
化
を
創
造
す
る
力
は
深
く
共
同
体
の
特
殊
性
に
根
ざ
し
て
い
る
。
文
学

は
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
で
あ
る
が
故
に
世
界
の
文
学
で
あ
り
、
音
楽
は
、
ド
イ
ツ
音
楽
で
あ
る
が
故
に
人
類
の
音
楽
で
あ
る
。
共
同

体
の
特
殊
性
を
忘
却
し
た
国
家
は
、
文
化
国
家
に
は
な
り
得
な
い
。
故
に
、
文
化
主
義
も
ま
た
個
人
主
義
お
よ
び
団
体
主
義
と
調

和
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
人
か
、
団
体
か
、
文
化
か
、
と
問
う
の
は＜

相
対
主
義＞

で
あ
る
が
、
個
人
も
団
体
も
文
化

も
共
に
栄
え
る
の
は
、
法
の＜

絶
対
の
理
念＞
で
あ
る
。63006 

　
す
べ
て
の
人
間
に
人
間
ら
し
い
生
活
を
保
障
す
る
の
は
、
法
の＜

普
遍
の
理
念＞

で
あ
る
。
し
か
し
、
法
の
普
遍
理
念
の
中
に

は
。
文
化
の
創
造
と
そ
の
普
及
と
い
う
不
可
缺
の
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
文
化
の
創
造
力

は＜

国
民
精
神
の
特
殊
性＞

の
中
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
国
民
生
活
の
特
殊
性
を
無
視
す
る
よ
う
な
普
遍
主

義
は
、
か
え
っ
て
法
の
理
念
の
普
遍
性
と
相
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
法
は
、
普
遍
の
理
念
に
立
脚
し
つ
つ
、
し
か
も
国
民
共
同

体
の
特
殊
の
精
神
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
内
法
の
普
遍
理
念
が
国
民
共
同
体
特
殊
性
の
要
求
と
調
和
す
る
こ
と
を
必

要
と
す
る
所
以
は
、
特
に
法
に
お
け
る
文
化
主
義
の
立
場
か
ら
力
説
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。63007 

　
国
内
法
は
、
か
よ
う
な
理
念
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
か
よ
う
な
理
念
に
か
な
う
よ
う
に
動
か
さ
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

う
し
て
、
か
よ
う
な
理
念
に
よ
っ
て
法
を
作
り
、
法
を
動
か
し
て
行
く
原
動
力
と
な
る
も
の
は
、
政
治
で
あ
る
。
法
に
お
い
て
個

人
主
義
と
団
体
主
義
と
文
化
主
義
と
を
綜
合
し
、
普
遍
の
理
念
と
特
殊
の
要
求
と
を
調
和
せ
し
め
て
行
く
と
い
う
の
は
、
「
政
治



の
矩
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
政
治
が
現
実
の
力
と
な
っ
て
法
の
上
に
作
用
し
て
行
く
と
き
、
過
去
の
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

法
が
新
た
な
政
治
と
と
も
に
動
く
こ
と
を
肯
ん
じ
な
い
場
合
に
は
、
法
と
政
治
と
の
間
の
衝
突
が
起
る
。
そ
の
衝
突
が
激
化
す
れ

ば
、
政
治
の
力
が
法
を
破
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
法
に
は
、
「
正
義
」
の
理
念
と
並
ん
で
、
共
同
生
活
の
秩
序
の
「
安
定
」

を
保
つ
と
い
う
重
要
な
理
念
が
あ
る
。
学
者
の
中
に
は
、
正
義
よ
り
も
む
し
ろ
安
定
の
理
念
を
以
て
重
し
と
す
る
者
さ
え
少
く
な

い
（
参
３
）
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
が
そ
の
力
に
よ
っ
て
法
を
破
り
、
秩
序
の
安
定
を
犠
牲
に
し
て
社
会
の
改
革
を
断
行
す
る
の

は
、
真
に
よ
く
よ
く
の
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
、
政
治
が
「
政
治
の
矩
」
に
か
な
っ
た
正
し
い
力
で
あ
る
こ
と
、

法
が
法
の
理
念
を
裏
切
る
腐
敗
し
た
秩
序
と
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
う
し
て
、
法
を
破
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
正
義
・
公
平
の
共
同
生

活
を
実
現
す
る
道
が
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
最
後
の
場
合
に
お
い
て
「
法
を
破
る
力
」
を
是
認
し
得
る
絶
対
の
条
件
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
「
政
治
の
矩
」
に
か
な
わ
ぬ
力
が
、
矯
激
な
理
念
を
か
か
げ
、
焦
燥
の
目
的
に
か
ら
れ
、
欺
瞞
の
横

車
を
押
し
て
法
を
破
砕
す
る
が
ご
と
き
は
、
断
じ
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
無
法
と
し
て
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
の
妙

諦
は
、
法
の
秩
序
性
を
尊
重
し
、
破
壊
の
犠
牲
を
避
け
つ
つ
、
個
人
と
国
家
と
文
化
の
調
和
を
実
現
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ

る
。63008 

　
か
く
い
う
と
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
さ
よ
う
な
秩
序
論
こ
そ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支
配
機
構
の
卑
怯
な
延
命
策
を
講
ず
る

「
階
級
的
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
攻
撃
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
平
等
の
世
界
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
法
と
の
一
切
の

妥
協
を
排
し
て
革
命
の
一
路
に
邁
進
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
政
治
観
は
、
人
間
の
調
和
性
を
無
視
す
る
、
憎
悪

に
満
ち
た
反
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
「
階
級
的
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
階
級
的
差
別
を
超
越
す
る
と
こ
ろ
の
「
政
治

の
矩
」
は
、
万
人
の
福
祉
を
護
る
た
め
に
、
あ
く
ま
で
も
平
等
の
理
念
と
秩
序
の
要
求
と
の
調
和
を
求
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
個
人
主
義
と
団
体
主
義
と
文
化
主
義
の
調
和
、
普
遍
主
義
と
特
殊
主
義
の
調
和
、
進
歩
性
と
安
定
性
の
調
和
、
ー
ー
ま
こ

と
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
説
い
た
よ
う
に
、
「
調
和
」
こ
そ
政
治
の
高
き
矩
で
あ
り
、
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。63009 

（
参
考
１
） 



・
「
実
利
」
（utility

）
を
以
て
道
徳
や
立
法
の
最
高
目
的
と
す
る
ベ
ン
タ
ム
（Jerem

y Bentham

）
の
思
想
に
関
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
理
想
主
義
哲
学
の
立
場
か
ら
手
厳
し
い
非
難
が
加
え
ら
れ
て
来
た
。
実
利
と
か
幸
福
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
を
人
生
の

目
的
と
す
る
の
は
、
結
局
一
つ
の
物
質
的
な
快
楽
主
義
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
非
難
の
第
一
で
あ
る
。
ま
た
、
よ
し
ん

ば
幸
福
が
人
生
の
目
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
道
徳
や
立
法
の
標
準
で
あ
る
に
し
て
も
、
幸
福
は
人
に
よ
っ
て
そ
の
性
質
を
異
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
学
問
や
芸
術
に
悟
入
す
る
人
々
の
純
粋
に
精
神
的
な
幸
福
と
、
酒
池
肉
林
の
歓
楽
を
追
う
徒
輩
の
純
粋
に
物

質
的
な
幸
福
と
は
、
全
然
そ
の
種
類
が
違
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
量
に
よ
っ
て
測
っ
た
り
、
比
較
し
た
り
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
に
、
ベ
ン
タ
ム
は
幸
福
を
ば
す
べ
て
量
の
大
き
さ
に
還
元
し
て
、
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
な
ど
と
い
う

標
語
を
か
か
げ
る
の
は
、
人
間
の
高
貴
な
精
神
に
対
す
る
冒
涜
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
非
難
の
第
二
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
非

難
に
も
、
も
と
よ
り
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
タ
ム
は
単
な
る
「
最
大
幸
福
」
を
人
生
の
理
想
と
し
た
の
で
は
な
く
、
法
も

道
徳
も
、
人
生
の
幸
福
が
「
最
大
多
数
」
に
頒
た
れ
る
こ
と
を
目
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の

人
間
が
で
き
る
だ
け
幸
福
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
は
一
見
す
こ
ぶ
る
卑
俗
・
卑
近
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
き
わ
め
て
高
い
社

会
の
理
想
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
福
の
は
な
は
だ
し
い
不
均
等
こ
そ
、
否
、
栄
華
と
貧
窮
の
不
合
理
き
わ
ま
る

対
立
こ
そ
、
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
怨
恨
・
闘
争
の
淵
源
を
な
し
て
い
る
。
ま
づ
、
こ
の
不
均
等
を
是
正
し
、
万
人
が
で
き
る
だ

け
平
均
し
た
福
祉
を
享
有
し
得
る
よ
う
に
配
慮
し
つ
つ
、
そ
の
上
に
道
徳
や
学
問
や
文
化
の
華
を
咲
か
せ
て
行
く
こ
と
は
、
法
や

政
治
の
永
遠
の
目
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
ベ
ン
タ
ム
が
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
方
法
と
し
て
自
由
主

義
を
採
っ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
は
、
こ
れ
と
は
全
く
別
個
の
問
題
で
あ
る
。63010 

（
参
考
２
） 

・
な
お
、
ラ
ア
ド
ブ
ル
ッ
フ
は
、
文
化
主
義
と
い
わ
ず
に
「
超
人
格
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
こ
れ
を
「
個
人
主
義
」
お
よ

び
「
超
個
人
主
義
」
と
対
立
さ
せ
て
い
る
。
超
個
人
主
義
と
い
う
の
は
、
個
人
を
超
越
す
る
団
体
に
価
値
の
中
心
を
置
く
世
界
観

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
団
体
主
義
で
あ
る
。
超
人
格
主
義
と
い
う
の
は
、
個
人
を
も
団
体
を
も
超
越
し
た
文
化
の
建
設
に
究
極
の
目

的
を
求
め
る
世
界
観
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
文
化
主
義
で
あ
る
。63011 

（
参
考
３
） 



・
例
え
ば
、
リ
ウ
メ
リ
ン
（M

ax von Rüm
elin

）
は
、
「
不
法
に
よ
っ
て
成
立
し
た
新
た
な
秩
序
も
、
全
く
秩
序
の
な
い
よ
り

は
優
っ
て
い
る
」
と
い
い
、
ラ
ア
ド
ブ
ル
ッ
フ
は
、
「
正
義
は
法
の
第
二
の
大
き
な
任
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
第
一
の
任
務

は
法
的
安
定
性
で
あ
り
、
平
和
で
あ
り
、
秩
序
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。63012 

　
四
　
公
共
の
福
祉
と
国
民
の
総
意 

　
国
民
の
す
べ
て
が
、
そ
の
国
家
の
置
か
れ
た
具
体
的
な
諸
条
件
の
下
で
、
で
き
る
だ
け
人
間
ら
し
い
生
活
を
営
み
、
勤
労
と
平

安
の
毎
日
を
送
り
、
し
か
も
、
仰
い
で
文
化
の
蒼
空
か
ら
の
心
の
糧
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
言
に
し
て
い
う
な
ら
ば
「
公
共

の
福
祉
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
国
内
法
の
究
極
に
あ
る
理
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
理
念
は
、
ま
づ
第
一
に
は
政
治
を
媒
介
と

し
て
現
実
と
結
び
つ
く
。
国
家
権
力
の
公
正
な
行
使
に
よ
っ
て
、
こ
の
理
念
の
実
現
に
力
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
の
則
る
べ

き
普
遍
の
矩
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
政
治
を
通
じ
て
こ
の
理
念
を
現
実
化
し
て
行
く
た
め
に
は
、
第
二
に＜

経
済＞

の
組
織
を
整

備
し
、
生
産
力
の
向
上
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
産
力
の
向
上
に
最
も
適
す
る
の
は
、
資
本
主
義
の
下
に
発
達
し
た
大
企

業
の
形
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
企
業
の
形
態
か
ら
私
益
性
と
か
搾
取
性
と
か
い
う
よ
う
な
弊
害
を
除
い
て
、
公
共
の
管
理
・

経
営
の
下
に
充
分
な
生
産
の
能
率
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
経
営
者
お
よ
び
労
務
者
の
責
任
・
奉
仕
・
誠
実
・
勤
勉
の
精
神
に
よ
る

協
力
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
の
福
祉
の
実
現
は
、
第
三
に
健
実
な＜

道
徳＞

の
普
及
を
必
要
と
す
る
。
故

に
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
法
の
理
念
は
、
そ
の
中
に
政
治
・
経
済
・
道
徳
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
は
文
化
・
技
術
・
衛
生
、
等
の
多

様
な
目
的
を
含
み
、
そ
れ
ら
の
諸
目
的
の
不
断
の
調
和
を
求
め
る
。
こ
こ
で
も
、
法
は
政
治
・
経
済
・
道
徳
・
文
化
・
技
術
、
等

の
目
的
体
系
の
調
和
を
ば
、
そ
の
根
本
の
任
務
と
し
、
精
神
と
す
る
の
で
あ
る
。64001 

　
公
共
の
福
祉
と
い
う
理
念
の
下
に
こ
れ
ら
の
目
的
を
実
現
し
て
行
く
に
あ
た
っ
て
、
主
動
的
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
は
、
政
治

で
あ
る
。
政
治
は
、
経
済
の
目
的
、
道
徳
の
目
的
、
文
化
の
目
的
、
技
術
の
目
的
、
等
を
規
範
化
し
て
法
と
な
し
、
法
を
通
じ
て

国
民
生
活
を
統
合
・
規
制
す
る
と
い
う
政
治
本
来
の
目
的
活
動
を
営
む
。
故
に
、
政
治
は
法
を
作
る
力
で
あ
る
。
国
家
の
政
治
力



に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
規
範
の
統
一
態
が
、
国
内
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
と
政
治
と
の
関
係
は
、
二
つ
の
段
階
に
分
け
て

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、＜

一
般
の
段
階＞

に
つ
い
て
い
え
ば
、
法
は
政
治
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
ま
た
、

法
は
政
治
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
法
が
政
治
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
政
治
は
思
う
が
ま
ま
に
法
を
左
右
す
る
専
主
で
あ
り
、
法
は
政
治
に
よ
っ
て
意
の
ま
ま
に
動
か
さ
れ
る

と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
更
に＜

根
本
の
段
階＞

に
遡
っ
て
見
る
と
、
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
政
治
の
力
は
、

公
共
の
福
祉
の
実
現
と
い
う
法
の
究
極
の
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
念
は
、
政
治
の
矩
で
あ
り
、
政
治
に
対
す

る
制
約
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
は
政
治
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
が
、
政
治
を
通
じ
て
法
を
動
か
す
最
後
の
も
の
は
、
政
治
で
は

な
く
て
、
や
は
り
法
で
あ
る
。
法
が
政
治
を
媒
介
と
し
て
法
を
作
り
、
法
を
動
か
し
、
や
む
を
得
ぬ
場
合
に
は
、
派
生
的
な
法
を

破
っ
て
も
法
の
根
本
の
筋
道
を
通
そ
う
と
る
の
で
あ
る
。64002 

　
こ
の
関
係
は
、
一
方
か
ら
い
え
ば
、＜
理
念
の
関
係＞

で
あ
る
。
現
実
の
政
治
が
法
の
理
念
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
関
係
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
理
念
は
必
ず
し
も
現
実
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
法
と
政
治
の＜

現
実
の
関
係＞

は
、
も
と
よ
り
常

に
理
念
の
関
係
の
通
り
に
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
実
に
は
、
政
治
の
矩
に
か
な
わ
ぬ
力
が
働
い
て
、
法
を
作

り
、
法
を
動
か
す
こ
と
が
あ
り
得
る
。
法
の
理
念
に
さ
か
ら
う
暴
逆
の
政
治
が
行
わ
れ
て
、
公
共
の
福
祉
を
蹂
躙
す
る
こ
と
も
あ

り
得
る
。
し
か
し
、
さ
よ
う
な
政
治
は
、
決
し
て
永
つ
づ
き
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
が
て
歴
史
の
審
判
を
受
け
て
王
座
か
ら

転
落
す
る
。
そ
う
し
て
、
政
治
が
そ
の
矩
に
か
な
う
よ
う
に
法
の
軌
道
の
上
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
関
係
は
、
他
方

か
ら
見
れ
ば
や
は
り＜

現
実
の
関
係＞

で
あ
る
。
現
実
に
内
在
す
る
法
の
理
念
が
、
意
馬
心
猿
に
狂
お
う
と
す
る
政
治
の
手
綱
を

引
き
し
め
、
引
き
戻
し
つ
つ
、
政
治
の
力
に
よ
っ
て
公
共
の
福
祉
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
や
ま
な
い
の
が
、
法
と
政
治
の
実
相
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。64003 

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
法
の
理
念
は
、
い
づ
れ
に
せ
よ
政
治
の
力
を
媒
介
と
し
な
い
で
は
現
実
と
の
結
び
つ
き
を
も
ち
得
な
い
。

し
か
る
に
、
政
治
の
力
は
、
理
念
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
現
実
人
の
現
実
意
欲
の
力
で
あ
り
、
現
実
人
の
現
実
行
動
の
力
で

あ
る
。
そ
れ
も
、
一
人
の
意
欲
や
少
数
者
の
行
動
で
は
な
く
、
国
民
大
衆
の
意
思
力
で
あ
り
、
国
民
大
衆
の
行
動
力
で
あ
る
。
だ



か
ら
、
政
治
が
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
国
民
大
衆
の
意
志
が
法
を
作
り
、
国
民
大
衆
の

行
動
が
法
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。64004 

　
勿
論
、
立
法
の
観
念
は
、
時
代
に
よ
っ
て
色
々
な
変
遷
を
経
て
来
た
。
或
る
時
代
に
は
、
「
神
の
意
志
」
が
法
を
作
る
と
い
う

風
に
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
神
の
意
志
は
信
仰
の
世
界
に
の
み
あ
る
。
現
実
に
は
、
そ
う
い
う
時
代
に
お
い
て

も
、
特
定
の
人
が
神
の
名
の
下
に
法
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
人
は
、
多
く
の
場
合
、
地
上
の
権
力
者
、
す
な
わ
ち
君
主

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
次
の
時
代
に
は
「
君
主
の
意
志
」
が
法
を
作
る
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
君
意

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
法
と
い
え
ど
も
、
国
民
が
こ
れ
を
尊
び
、
こ
れ
に
遵
う
意
志
を
も
た
な
け
れ
ば
、
法
と
し
て
の
效
力
を
発
揮

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
、
效
力
の
な
い
法
は
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
意
法
・
君
意
法
の
行
わ
れ

て
い
た
時
代
に
も
、
実
際
に
法
を
作
る
力
は
、
国
民
大
衆
の
意
志
に
存
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
関
係
を
明
確
に

自
覚
し
た
政
治
の
形
態
が
、
民
主
主
義
で
あ
る
。
民
主
主
義
の
時
代
に
な
れ
ば
、
法
は
名
実
と
も
に
「
国
民
の
意
志
」
に
よ
っ
て

作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
民
の
意
志
と
い
っ
て
も
、
国
民
の
一
部
の
意
志
、
少
数
の
意
志
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
意
味
で
、
そ
れ
は
「
国
民
の
総
意
」
と
呼
ば
れ
る
。
故
に
、
政
治
の
力
に
よ
っ
て
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
は
、

結
局
、
「
国
民
の
総
意
」
に
よ
っ
て
法
を
作
り
、
法
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。64005 

　
そ
れ
で
は
、
国
民
の
総
意
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
字
通
り
に
解
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
国
民
す
べ
て
の
意

志
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
民
の
意
志
は
、
国
民
の
一
部
の
意
志
、
少
数
の
意
志
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
か
ら
考

え
て
も
、
国
民
の
総
意
と
い
う
言
葉
は
、
そ
う
解
釈
さ
れ
る
の
が
当
然
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
を
よ
く
分
析
し
て

見
る
と
、
国
民
す
べ
て
の
意
志
が
合
致
す
る
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
国
民
の
間
に
利
害
関
係
が
複
雑
に
対

立
・
錯
綜
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、
殊
に
し
か
り
で
あ
る
、
そ
れ
で
は
、
国
民
の
総
意
と
は
、
「
国
民
多
数
の
意
志
」
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
国
民
の
多
数
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
志
が
大
体
と
し
て
一
致
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
確
か
に
あ
り
得
る
。
け
れ
ど
も
、
現
実
の
立
法
の
過
程
を
見
る
と
、
法
を
作
る
場
合
に
い
つ
も
国
民
の
多
数
が
こ
れ
に
同
意

し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
日
の
大
部
分
の
民
主
国
家
は
、＜

間
接
民
主
主
義＞

を
採
用

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
を
代
表
す
る
議
会
を
設
け
て
、
議
会
が
立
法
の
作
用
を
掌
っ
て
い
る
。＜

直
接
民
主
主
義＞

の
制



度
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
憲
法
改
正
の
よ
う
な
特
に
重
要
な
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
立
法
は
、
議
会
の
多
数
決
を
以
て
行
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、
議
会
の
多
数
は
、
国
民
全
体
か
ら

見
れ
ば
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
。
議
会
が
国
民
の
政
治
動
向
か
ら
遊
離
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
さ
よ
う
な
少
数
の
決
定

が
、
少
数
の
意
志
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
国
民
の
総
意
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
が
立
法
意
志
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
、
国
民
の
総
意
と
は
国
民
多
数
の
意
志
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
決
し
て
一
概
に
は
い
わ
れ
得
な
い
。

64006 

　
故
に
、
国
民
の
総
意
と
は
、
国
民
す
べ
て
の
意
志
も
し
く
は
国
民
多
数
の
意
志
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
多
く
の
場
合
に
お
い

て
一
つ
の
「
擬
制
」
（
み
な
し
）
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
法
を
作
る
と
こ
ろ
の
国
民
の
総
意
は
、
国
民
す
べ
て
の
意
志
、
少

く
と
も
国
民
多
数
の
意
志
で＜
な
け
れ
ば
な
ら
な
い＞

と
い
う
一
つ
の
「
理
念
」
な
の
で
あ
る
。
国
民
は
、
法
と
い
う
も
の
は
正

し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
正
し
く
な
い
法
を
作
ろ
う
と
す
る
者
、
法
は
正
し
く
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
る
者

は
、
少
数
の
例
外
を
除
い
て
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
国
民
は
正
し
い
法
を
作
ろ
う
と
す
る
意
志
を
も
っ

て
い
る
と
い
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
。＜
正
し
い
法＞

と
は
、
国
民
公
共
の
福
祉
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
法
で
あ
る
、
国
民
の
総

意
と
は
、
さ
よ
う
な
正
し
い
法
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
国
民
す
べ
て
の
立
法
意
志
の
「
理
念
」
で
あ
る
。
「
正
し
い
立
法
意
志
」

の
理
念
、
そ
れ
が
国
民
の
総
意
な
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
法
の
理
念
を
現
実
化
す
る
橋
渡
し
の
役
割
を
得
ん
ず
べ
き
筈
の

国
民
の
総
意
は
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
理
念
の
世
界
に
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。64007 

　
国
民
の
総
意
と
い
う
概
念
が
「
正
し
い
立
法
意
志
」
の
理
念
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
極
め
て
明
瞭
に
説
か
れ

た
。
本
書
の
第
一
章
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
の
重
複
を
か
え
り
み
ず
に
、
ル
ソ
ー
の
理
論
を
重
ね
て
要
約
す
る
な
ら
ば
、
法
は
国
民

の
「
総
意
」
（volonté générale

）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
国
民
の
総
意
が
法
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
民
の
総
意
の
み
が
、
国
家
制
度
の
目
的
た
る
「
公
共
の
福
祉
」
（bien com

m
un

）
に
し
た
が
っ
て
国

家
の
権
力
を
方
向
づ
け
得
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
国
民
の
総
意
は＜

常
に
正
し
い＞

。
国
民
の
総
意
は
、
常
に
公
共
の
利
益
を

目
ざ
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
国
民
の
総
意
に
は
過
誤
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
個
々
の
国
民
の
「
特
殊
意

志
」
（volonté particulière

）
は
、
個
人
の
利
益
を
目
ざ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
殊
意
志
に
は
過
誤
も
あ
る
し
、
不
正



も
あ
る
。
よ
し
ん
ば
、
国
民
す
べ
て
の
意
志
が
偶
然
に
合
致
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
単
な
る
特
殊
意
志
の
総
計
に
す
ぎ
な

い
。
故
に
、
「
国
民
す
べ
て
の
意
志
」
（volonté de tous

）
と
い
え
ど
も
、
国
民
の
総
意
と
は
非
常
に
違
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
民
の
精
神
が
堕
落
し
て
奴
隷
根
性
と
な
り
、
権
力
者
の
権
勢
を
怖
れ
、
も
し
く
は
こ
れ

に
阿
諛
し
て
、
権
力
者
の
提
案
に
満
場
一
致
の
喝
采
を
送
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
こ
に
成
立
し
た
国
民
す
べ
て
の
意
志
は
、
お

よ
そ
公
共
の
福
祉
と
は
正
反
対
の
恥
ず
べ
き
感
情
の
合
致
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
民
の
総
意
も

ま
た
腐
敗
し
、
破
壊
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
国
民
の
総
意
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
恆
常
・
不
易
で
あ
り
、
純
粋
で

あ
る
。
た
だ
、
国
民
の
総
意
と
相
反
す
る
意
志
が
勢
力
を
占
め
て
、
国
民
の
総
意
を
圧
倒
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ー
ー
ル

ソ
ー
に
よ
っ
て
か
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
・
ジ
ュ
ネ
ラ
ア
ル
と
は
、
明
ら
か
に
現
実
の
意
志
で
は
な
く
、

「
正
し
い
立
法
意
志
」
の
理
念
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
さ
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
じ
め
て
、
国
民
の
総
意
は
、
国
法
学
上
そ
の
置

か
る
べ
き
正
当
な
位
置
に
置
か
れ
た
こ
と
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。64008 

　
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
の
総
意
が
、
常
に
公
共
の
福
祉
を
目
ざ
す
と
こ
ろ
の
正
し
い
立
法
意
志
の
「
理
念
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
問
題
は
、
ふ
た
た
び
も
と
に
戻
っ
て
、
い
か
に
す
れ
ば
さ
よ
う
な
正
し
い
立
法
意
志
の
「
理
念
」
を
ば
「
現
実
」

の
中
に
移
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来
る
。
い
い
か
え
る
と
、
国
民
の

総
意
を
現
実
に
把
握
し
て
、
法
の
理
念
を＜

実
定
法＞
の
中
に
盛
り
上
げ
て
行
く
に
は
、
一
体
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
が
問
題
と

な
っ
て
来
る
。
こ
れ
は
、
国
内
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
、
政
治
を
通
じ
て
実
定
法
の
中
に
実
現
し
て
行
く
方
法
如
何
の
問

題
ー
ー
お
よ
そ
民
主
主
義
の
政
治
原
理
の
最
も
重
要
な
、
ま
た
最
も
困
難
な
問
題
ー
ー
と
し
て
、
次
に
改
め
て
考
察
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。64009 

　
五
　
国
民
の
総
意
を
把
握
す
る
方
法 

　
国
民
の
総
意
は
、
常
に
公
共
の
福
祉
を
目
ざ
す
と
こ
ろ
の
正
し
い
立
法
意
志
の
理
念
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
現
実
に＜

政

治
的＞

に
把
握
す
る
に
は
、
い
か
な
る
方
法
を
用
い
れ
ば
よ
い
か
。
こ
の
重
大
な
、
そ
う
し
て
困
難
な
問
題
に
対
し
て
は
、
二
つ



の
対
立
す
る
答
え
が
与
え
ら
れ
得
る
。
そ
の
第
一
は
、
国
民
の
中
で
最
も
聡
明
な
人
の
意
志
を
ば
国
民
の
総
意
と
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
答
え
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
第
二
は
、
国
民
の
間
の
多
数
意
見
、
特
に
国
民
を
代
表
す
る
立
法
機
関
の
中

で
の
多
数
決
を
以
て
国
民
の
総
意
と
す
べ
し
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
も
、
互
に
矛
盾
す
る
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
解
答
が
導
き

出
さ
れ
る
可
能
性
は
、
す
で
に
ル
ソ
ー
の
理
論
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。65001 

　
い
ま
述
べ
た
通
り
、
ル
ソ
ー
は
、
よ
し
ん
ば
国
民
の
す
べ
て
の
意
志
が
一
致
し
た
場
合
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
公
共

の
福
祉
に
か
な
う
と
は
い
い
得
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
国
民
す
べ
て
の
意
志
と
国
民
の
総
意
と
の
間
に
は
往
々
に
し
て
大
き

な
へ
だ
た
り
が
あ
る
こ
と
、
を
主
張
し
た
。
こ
こ
か
ら
ま
づ
出
て
来
る
の
は
、
第
一
の
解
答
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
全
部
の

一
致
し
た
意
志
で
す
ら
正
し
く
な
い
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
民
の
多
数
の
意
志
が
そ
れ
に
も
ま
し
て
過
誤
に
陥
り
易
い
こ
と

は
当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
数
の
意
見
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
衆
愚
万
民
の
判
断
に
対
し
て
、
少

数
の
思
慮
深
い
人
々
の
考
え
方
が
正
し
い
こ
と
も
あ
る
。
む
し
ろ
、
真
の
洞
察
力
を
備
え
た
た
だ
一
人
の
偉
人
の
見
通
し
が
、
最

も
正
確
に
当
た
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ル
ソ
ー
の
理
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
た
だ
一
人
の
意
志
が

最
も
公
共
の
福
祉
に
か
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
以
て
国
民
の
総
意
と
し
て
、
こ
れ
と
は
反
対
意
見
の
他
の
す
べ
て
の
国
民

を
も
こ
れ
に
服
従
せ
し
め
る
の
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
民
の
総
意
は
常
に
正
し

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
の
総
意
を
以
て
法
と
定
め
た
以
上
、
国
民
を
こ
れ
に
絶
対
に
し
た
が
わ
せ
し
め
る
の
が
正
し

い
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
を
つ
き
つ
め
て
行
く
と
、
自
由
主
義
的
な
民
主
主
義
と
は
正
反
対
の
一
種
の
国
権
絶
対
主
義
に
帰
著
す

る
。
デ
ュ
ギ
イ
が
こ
の
点
を
鋭
く
批
判
し
て
、
ル
ソ
ー
は
決
し
て
人
権
宣
言
の
先
駆
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
人
間
を
ば
国

家
の
絶
対
命
令
の
下
に
隷
属
せ
し
め
る
ジ
ャ
コ
バ
ン
的
専
制
主
義
の
鼓
吹
者
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
は
、
前
に
も
述
べ
た
。
し
か

し
、
も
し
も
実
際
に
或
る
一
人
の
意
志
が
常
に
絶
対
に
正
し
く
、
大
衆
の
意
志
は
常
に
迷
妄
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
専
制
主
義

の
方
が
正
し
い
政
治
の
方
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。65002 

　
多
数
の
意
見
が
多
数
な
る
が
故
に
正
し
い
と
は
い
い
得
な
い
こ
と
は
、
政
治
哲
学
上
の
真
理
で
も
あ
る
し
、
政
治
の
経
験
の
教

え
る
事
実
で
も
あ
る
。
デ
マ
ゴ
ー
グ
の
宣
伝
に
乗
せ
ら
れ
た
国
民
大
衆
の
雷
同
、
群
衆
心
理
に
駆
ら
れ
た
社
会
一
般
の
軽
は
ず
み

な
世
論
は
、
数
を
恃
ん
で
道
理
を
圧
倒
す
る
恐
る
べ
き
力
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
の
大
事
を
謬
り
、
あ
と
に
な
っ
て
悪
夢



に
踊
ら
さ
れ
た
わ
れ
と
わ
が
身
を
悔
い
て
も
、
も
は
や
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
一
人
の
叡
智
、
少
数
の
明
晰
に
信

頼
し
、
こ
れ
に
随
順
・
協
力
す
る
の
が
、
最
も
正
し
い
政
治
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
充
分
に
理
由
の
あ
る
こ
と
と
い
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
哲
人
政
治
の
理
想
は
、
こ
う
し
た
政
治
の
方
式
に
最
も
高
い
理
念
的
表
現
を
与
え
た
の
で
あ

る
。65003 

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
政
治
の
方
式
は
、＜

理
想＞

と
し
て
は
誠
に
理
由
の
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
理
想
は
、
悲
し

い
か
な
あ
く
ま
で
も
理
想
で
あ
っ
て
、＜

現
実＞

で
は
な
い
。
か
よ
う
な
政
治
の
方
法
を
現
実
に
移
せ
ば
、
「
独
裁
主
義
」
に
な

る
。
ナ
チ
ス
の
独
裁
主
義
も
、
或
る
意
味
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
国
家
を
範
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い

（
参
１
）
。
し
か
し
、
そ
れ
は
所
詮
、
鵜
の
真
似
を
す
る
鳥
、
水
に
溺
る
る
の
類
た
る
を
免
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
独
裁

主
義
は
単
一
の
指
導
者
に
絶
対
の
権
威
と
権
力
を
与
え
、
そ
の
独
裁
者
の
意
志
を
以
て
法
と
な
し
、
国
民
を
こ
れ
に
無
批
判
に
追

随
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
独
裁
者
が
い
か
な
る
政
治
上
の
天
才
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
で
あ
る
以
上
は
そ
の
判

断
に
謬
り
が
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
し
か
る
に
、
独
裁
者
の
命
令
に
も
謬
り
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
、
そ
の
権

威
の＜

絶
対
性＞

は
、
も
は
や
保
た
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
独
裁
政
治
は
、
す
べ
て
の
過
失
や
失
敗
を
無
理
に
蔽
い
隠
そ
う
と
す

る
。
そ
う
し
て
、
国
民
の
眼
を
他
に
転
じ
せ
し
め
る
た
め
に
、
成
功
の
上
に
更
に
輝
か
し
い
成
功
を
積
み
重
ね
て
行
こ
う
と
す

る
。
そ
の
結
果
、
無
理
に
無
理
を
重
ね
る
こ
と
と
な
っ
て
、
遂
に
収
拾
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
破
局
に
突
入
す
る
に
い
た
る
の
で

あ
る
。
故
に
、
多
数
の
意
見
必
ず
し
も
正
し
か
ら
ず
、
一
人
の
明
察
む
し
ろ
金
的
を
貫
く
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
道
理
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
独
裁
政
治
を
是
認
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る

な
ら
ば
、
常
に
正
し
か
る
べ
き
立
法
意
志
の
理
念
を
現
実
に
把
握
す
る
方
法
は
、
決
し
て
独
裁
主
義
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

65004 

　
そ
う
な
る
と
、
正
し
い
立
法
意
志
に
理
念
を
現
実
に
キ
ャ
ッ
チ
す
る
に
は
、
第
二
の
「
多
数
決
」
の
方
法
に
よ
り
外
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
多
数
の
決
す
る
と
こ
ろ
を
以
て
国
民
の
総
意
と
す
る
と
い
う
の
は
、
「
民
主
主
義
」
の
政
治
方
式
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
法
お
よ
び
政
治
の
決
定
を
一
人
の
明
晰
に
委
ぬ
べ
し
と
す
る
独
裁
主
義
の
政
治
原
理
と
は
、
正
に
対
蹠
の
位
置
に
立
つ

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
方
で
は
、
デ
ュ
ギ
イ
の
い
う
通
り
独
裁
主
義
・
国
権
絶
対
主
義
に
き
わ
め
て
有
力
な
論
拠
を
与
え
た



と
も
見
ら
れ
る
ル
ソ
ー
は
、
他
方
で
は
、
な
お
か
つ
や
は
り
多
数
決
の
原
理
を
支
持
す
る
民
主
主
義
者
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
国

民
代
表
制
度
を
排
斥
す
る
と
こ
ろ
の
直
接
民
主
主
義
者
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
に
よ
る
と
、
国
民
の
も
つ
主
権
は
譲
渡
で
き
な
い

し
、
代
表
も
さ
れ
得
な
い
。
だ
か
ら
、
国
民
の
意
志
は
直
接
の
投
票
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

場
合
に
は
、
全
員
の
一
致
と
い
う
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
全
員
一
致
を
必
要
と
す
る
の
は
、
国
家
の
存
立
を
基
礎
づ
け
る
「
原
始

契
約
」
（contrat prim

itif

）
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
の
場
合
は
、
多
数
の
意
見
を
以
て
事
を
決
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で

は
、
国
民
の
総
意
は
多
数
意
見
の
中
に
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
数
意
見
の

者
は
。
自
己
の
信
ず
る
と
こ
ろ
が
国
民
の
総
意
で
あ
る
と
考
え
て
も
、
そ
れ
は
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
投
票
の

結
果
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
人
は
多
数
の
決
定
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ル
ソ
ー
は
、
か
よ
う
に
説
い

て
、
国
民
投
票
制
と
多
数
決
原
理
と
を
是
認
し
た
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
、
一
方
で
は
国
民
す
べ
て
の
意
志
と
い
え
ど
も
国
民
の
総

意
と
す
る
に
足
り
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
は
多
数
の
意
見
を
以
て
国
民
の
総
意
と
見
做
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
ル
ソ
ー
は
、
い
か
に
す
れ
ば
国
民
の
総
意
を
現
実
に
キ
ャ
ッ
チ
し
得
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

矛
盾
し
た
二
つ
の
答
え
を
与
え
、
自
ら
そ
の
矛
盾
の
中
に
佇
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。65005 

　
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
理
念
と
現
実
と
の
間
に
存
す
る
避
く
べ
か
ら
ざ
る
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
常
に
正
し
い
立
法
意
志
の
理
念

た
る
国
民
の
総
意
は
、
多
数
決
に
よ
っ
て
は
現
実
化
さ
れ
得
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
念
と
現
実
と
が
合
致
し
な
い

か
ぎ
り
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
の
必
要
上
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度

国
民
の
総
意
を
現
実
に
作
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
人
の
叡
智
と
明
晰
と
に
よ
っ
て
国
民
の
総
意

を
把
握
す
る
方
法
の
方
が
、
理
念
を
如
実
に
現
実
に
移
し
え
る
公
算
が
大
き
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
一
た

び
間
違
え
ば
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
悲
運
の
淵
に
国
民
を
突
き
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
次
善
の
方
法
と
し
て
、
多
数
の

意
見
を
ば
現
実
の
国
民
の
総
意
と
す
る
外
に
手
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
と
色
々
な
弊
害
が
生
ず
る
虞
れ
が
あ
る
こ

と
は
、
い
か
な
る
民
主
主
義
の
讃
美
者
と
い
え
ど
も
認
め
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
。
し
か
し
、
多
数
決
の
結
果
と
い
う
も
の
は
、

絶
え
ず
国
民
の
批
判
の
眼
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
、
弊
害
が
生
じ
て
も
こ
れ
を
是
正
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
立

法
方
針
を
多
数
決
に
よ
っ
て
採
択
し
て
見
て
、
そ
れ
が
失
敗
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
国
民
は
自
ら
に
し
て
反
対
の
方
針
を
多



数
で
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
失
敗
の
結
果
が
拡
大
す
る
前
に
こ
れ
を
矯
正
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
、
何
遍

で
も
や
り
直
し
の
利
く
点
が
民
主
主
義
の
長
所
で
あ
り
、
そ
の
強
み
で
あ
る
。
独
裁
主
義
は
、
最
初
か
ら
一
つ
の
方
針
の
み
を
正

し
い
と
決
め
て
か
か
る＜

絶
対
主
義＞

で
あ
る
が
、
民
主
主
義
は
、
人
間
の
知
性
を
以
て
し
て
は
絶
対
の
正
し
さ
を
常
に
間
違
い

な
く
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
謙
譲
な
態
度
に
立
脚
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
立
場
は
、＜

相
対
主
義
的＞

で
あ

る
。
相
対
主
義
的
な
弾
力
の
あ
る
態
度
で
、
理
念
を
お
も
む
ろ
に
現
実
の
上
に
移
し
て
行
く
た
め
の
不
断
の
努
力
を
つ
づ
け
る
と

い
う
の
が
、
民
主
政
治
の
性
格
に
外
な
ら
な
い
。65006 

　
こ
の
、
民
主
政
治
の
相
対
主
義
的
な
性
格
は
、
議
会
制
度
の
運
用
の
上
に
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ル

ソ
ー
は
議
会
に
よ
る
国
民
代
表
制
度
を
否
定
し
、
国
民
の
投
票
に
よ
っ
て
立
法
方
針
を
決
定
す
る
直
接
民
主
主
義
を
提
唱
し
た
。

こ
れ
は
、
民
主
主
義
と
し
て
は
徹
底
し
た
行
き
方
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
立
法
を
一
々
国
民
投
票
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
は
、
厖
大

な
人
口
を
擁
す
る
近
代
国
家
で
は
技
術
上
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
高
度
に
専
門
化
し
た
知
識
を
必
要
と
す
る
今
日
の
立
法
を
、

一
般
大
衆
の
直
接
の
投
票
で
決
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
上
も
不
適
当
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
代
の
民
主
国
家
で
は
、
原
則
と

し
て＜

国
民
代
表
制
度＞

を
採
用
し
、
こ
れ
に＜
多
数
決
原
理＞

を
組
み
合
せ
て
、
議
会
の
多
数
意
見
の
帰
著
す
る
と
こ
ろ
を
以

て
法
と
す
る
と
い
う
方
法
を
実
行
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
人
の
信
念
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
政
策
が
分
岐
・
対
立
す
る
の
は
当

然
で
あ
る
か
ら
、
議
会
の
中
に
そ
れ
に
応
じ
た
い
く
つ
か
の
政
党
が
生
ず
る
。
そ
う
し
て
、
政
党
の
勢
力
は
、
国
民
が
総
選
挙
の

際
に
ど
こ
ま
で
こ
れ
を
支
持
す
る
か
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
消
長
す
る
。
そ
れ
ら
の
政
党
が
、
互
に
意
見
を
た
た
か
わ
し
た
上
で
、

多
数
決
で
立
法
の
内
容
を
定
め
る
。
た
だ
に
立
法
の
内
容
を
多
数
決
で
定
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
法
の
執
行
を
掌
る
政
府
も
ま

た
、
議
会
の
多
数
派
を
基
礎
と
し
て
組
織
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
政
党
政
治
は
、
一
つ
の
政
治
方
針
だ
け
を
絶
対
に
正
し
い
と
す
る

態
度
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
。
色
々
と
異
な
る
政
治
の
方
針
に
そ
れ
ぞ
れ
理
由
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
時
々
の
実
際
の
決
定
と
運
用

と
は
「
数
」
の
赴
く
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
と
い
う
の
が
、＜

議
会
中
心
的
民
主
政
治＞

の
根
本
の
精
神
で
あ
る
。
そ
の
精
神
は
正

に
相
対
主
義
で
あ
る
。
か
よ
う
な
議
会
中
心
的
民
主
政
治
の
も
つ
相
対
主
義
の
性
格
は
、
ラ
ア
ド
ブ
ル
ッ
フ
の
法
哲
学
、
特
に
そ

の
法
哲
学
的
政
党
論
に
よ
っ
て
最
も
優
れ
た
解
明
と
、
最
も
深
い
理
由
づ
け
と
を
与
え
ら
れ
た
。65007 



　
議
会
中
心
の
民
主
政
治
が
、
数
の
赴
く
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
弾
力
性
と
融
通
性
と
に
富
む
立
法
お
よ
び
行
政
を
行
う
と
い
う

こ
と
は
、
人
間
の
共
同
生
活
に
時
代
の
進
展
に
応
ず
る
可
変
・
可
動
の
秩
序
を
与
え
る
に
適
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
可
変
・

可
動
の
秩
序
の
原
理
も
、
行
き
す
ぎ
れ
ば
国
政
を
無
定
見
・
無
方
針
の
ま
ま
に
放
任
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
ぎ
ら
れ
た
人

間
の
知
性
を
以
て
し
て
は
、
そ
の
判
断
の
絶
対
の
正
し
さ
を
僭
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
相
対
主
義
の
も
つ
美
し

い
謙
抑
性
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
度
を
す
ご
せ
ば
信
念
の
一
貫
性
を
缺
く
と
こ
ろ
の
機
会
主
義
・
日
和
見
主
義
と
な
る
。

多
数
の
赴
く
と
こ
ろ
と
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
政
治
動
向
を
も
選
ぶ
と
こ
ろ
な
く
議
会
の
王
座
に
招
じ
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
財
寶

の
持
主
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
源
平
藤
橘
四
姓
の
人
と
契
る
こ
と
を
は
ば
か
ら
な
い
娼
婦
的
態
度
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
具
体
的

な
場
合
に
何
を
正
し
い
と
す
る
か
は
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
時
代
、
同
じ
場
合
に
、
ど
う
す
る
の
が
一
番

正
し
い
か
は
、
人
間
の
知
恵
で
は
測
り
得
な
い
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
も
、
ど
れ
か
一
つ
は
必
ず
正
し
い

道
が
あ
る
筈
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
目
標
と
努
力
を
失
っ
て
、
多
数
の
赴
く
と
こ
ろ
へ
の
追
随
を
こ
れ
こ
と

と
す
る
と
い
う
の
は
、
民
主
政
治
の
陥
る
最
も
忌
む
べ
き
堕
落
で
あ
る
。
人
が
独
裁
政
治
へ
の
誘
惑
に
強
く
心
を
惹
か
れ
る
の

は
、
民
主
政
治
が
健
全
な
相
対
主
義
か
ら
、
腐
敗
し
た
娼
婦
主
義
に
堕
落
し
た
場
合
な
の
で
あ
る
。
こ
の
お
そ
る
べ
き
堕
落
を
防

ぐ
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。65008 

　
そ
れ
に
は
、
民
主
主
義
の
政
治
決
定
を
左
右
す
る
「
数
」
の
契
機
を
ば
、
内
容
の
如
何
に
か
か
わ
ら
な
い
、
単
な
る
「
数
」
の

ま
ま
に
放
任
し
て
置
か
な
い
で
、
そ
の
「
質
」
を
不
断
に
向
上
さ
せ
、
多
数
で
決
定
し
た
こ
と
が
で
き
る
だ
け
正
し
い
立
法
意
志

の
理
念
に
合
致
す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
行
く
よ
り
外
に
道
は
な
い
。
国
民
が
常
に
政
治
道
徳
と
政
治
上
の
知
性
と
を
磨
き
、
最
も

優
れ
た
代
表
者
を
選
ん
で
議
会
に
送
る
よ
う
に
力
め
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
優
れ
た
国
民
代
表
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
議
会
に
お

い
て
、
公
明
・
溌
剌
・
真
摯
な
論
議
が
行
わ
れ
、
同
一
案
件
を
前
後
左
右
か
ら
検
討
し
て
公
正
・
的
確
な
結
論
を
生
み
出
す
べ
き

不
断
の
精
進
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
を
措
い
て＜

現
実
の
立
法
意
志
を
理
念
と
し
て
の
国
民
の
総
意＞

に
接
近
せ
し
め
て
行
く

方
法
は
な
い
。
秩
序
の
現
状
に
あ
き
た
ら
な
い
政
治
力
が
爆
発
し
て
法
を
破
る
と
い
う
よ
う
な
不
祥
事
を
防
止
す
る
道
も
、
ひ
と

り
た
だ
こ
こ
の
み
に
存
す
る
。65009 



　
こ
れ
は
、
民
主
政
治
を
通
じ
て
法
の
理
念
を
秩
序
の
現
実
の
上
に
生
か
し
て
行
く
た
め
の
、＜

普
遍＞

の
方
針
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
方
針
を
各
々
の
実
在
国
家
に
適
用
し
て
行
く
に
あ
た
っ
て
は
、
国
家
お
よ
び
国
民
生
活
の＜

特
殊
性＞

と
い
う
も
の
が

充
分
に
顧
慮
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
で
も
、
日
本
の
国
の
国
柄
が
も
つ
最
も
大
き
な
特
殊
性
は
、
国
民
が
天
皇
を
中
心

と
し
て
統
合
し
て
来
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
の
事
実
は
、
よ
い
面
を
も
つ
と
と
も
に
悪
い
作
用
を
も
と
も
な
っ
た
。

特
に
、
最
近
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
尊
厳
性
が
理
非
を
絶
し
て
強
調
さ
れ
た
た
め
に
、
天
皇
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、

そ
の
内
容
の
正
邪
に
か
か
わ
ら
ず
絶
対
の
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
を
利
用
し
て
人
間
の
理
性
を
蹂
躙
す
る
よ
う

な
一
種
の
独
裁
政
治
が
横
行
し
た
（
参
２
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
は
も
と
も
と＜

理
念
的＞

な
も
の

で
あ
る
。
皇
統
が
「
萬
世
一
系
」
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
歴
代
の
天
皇
が
「
徳
を
以
て
民
に
臨
み
」
給
う
た
と
い
う
の
も
、
そ
れ

ぞ
れ
一
つ
の＜

理
念＞

な
の
で
あ
る
（
参3

）
。
そ
れ
は
、
き
わ
め
て＜

特
殊＞

な
理
念
と
し
て
、
今
後
も
日
本
の
国
民
生
活
の
上

に＜

特
殊＞

な
存
在
理
由
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。＜

普
遍
的
な＞

正
し
い
政
治
の
矩
を
天
皇
の
大
御
心
と
い
う＜

特
殊＞

な
形
で
把

握
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
民
族
固
有
の
歴
史
的
伝
統
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
天
皇
を
め
ぐ
っ
て

現
実
の
政
治
力
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
切
角
の
理
念
に
現
実
の
泥
を
塗
る
結
果
に
な
る
。
故
に
、
天
皇
は
純
粋
の
理
念

の
具
象
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
現
実
政
治
の
外
に
立
ち
給
う
べ
き
で
あ
る
。
正
し
い
立
法
意
志
の
理
念
を
現
実
化
し
て
行
く
と
い

う
仕
事
は
、
ど
こ
ま
で
も
国
民
自
ら
の
権
利
と
責
任
と
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
力
め
て
も
力
め
て
も
な

お
十
全
の
現
実
化
を
期
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
正
し
い
政
治
の
理
念
が
、
天
皇
に
よ
っ
て
象
徴
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
主

政
治
が
信
念
の
な
い
数
の
政
治
に
低
落
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
指
標
と
し
て
、
深
い
意
味
を
も
つ
事
柄
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
で
、
普
遍
な
る
民
主
主
義
の
原
理
と
特
殊
な
る
天
皇
制
と
の
綜
合
・
調
和
の
中
に
、
日
本
の
「
国
内
法
の

究
極
に
在
る
も
の
」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。65010 

（
参
考
１
） 

・
「
ナ
チ
ス
の
独
裁
主
義
も
、
或
る
意
味
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
国
家
を
範
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
こ
と
は
な

い
。
」
南
原
繁
教
授
「
国
家
と
宗
教
」
一
九
四
二
年
・
昭
和
十
七
年
）
の
記
述
の
趣
旨 65011 



（
参
考
２
） 

・
天
皇
が
究
極
・
絶
対
の
権
威
と
し
て
仰
が
れ
た
た
め
に
、
国
民
の
人
間
と
し
て
の
価
値
が
天
皇
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
測
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
天
皇
の
側
近
に
位
置
す
る
者
が
、
事
の
理
非
に
か
か
わ
ら
ず
、
絶
対
の
権
力
を
ふ
る
い
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
天

皇
制
に
と
も
な
う
重
大
な
現
実
の
弊
害
で
あ
っ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
丸
山
真
男
助
教
授
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心

理
」
一
九
四
六
年 65012 

（
参
考
３
） 

・
「
日
本
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
は
も
と
も
と＜

理
念
的＞

な
も
の
で
あ
る
」
高
木
八
尺
教
授
「
憲
法
改
正
草
案
に
対
す
る
私

見
」
一
九
四
六
年 65013 



第
七
章
　
国
際
法
の
究
極
に
在
る
も
の 

　
一
　
国
際
社
会
の
法
と
政
治 

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
主
と
し
て
問
題
と
し
て
来
た
も
の
は
、＜

国
家
内
部
の
現
象＞

と
し
て
の
法
と
政
治
の
関
係
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
法
は
一
般
に
は
政
治
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
が
、
法
を
規
定
す
る
政
治
の
根
本
に
は
、
更
に
「
政

治
の
矩
」
と
し
て
の
法
の
理
念
が
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
原
理
を＜

国
際

社
会
の
法
と
政
治＞

の
関
係
に
あ
て
は
め
て
見
た
場
合
に
は
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
国
際
法
の
場
合
に
も
、
法
を
作
り
、
法

を
動
か
し
、
法
を
破
る
も
の
は
、
一
般
に
は
政
治
の
力
で
あ
る
が
、
法
を
作
り
、
法
を
動
か
し
、
法
を
破
る
国
際
政
治
の
力
に
つ

い
て
も
、
そ
の
根
本
に
、
力
を
以
て
抹
殺
す
べ
か
ら
ざ
る
「
政
治
の
矩
」
が
認
め
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
得

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
国
際
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
は
い
か
な
る
理
念
で
あ
り
、
い
か
な
る
形
で
国
際
政
治
を
制
約
し
、

い
か
に
国
際
政
治
を
通
じ
て
現
実
の
国
際
法
の
上
に
働
き
か
け
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
。71001 

　
こ
の
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
行
く
た
め
に
は
、
ま
づ
、
国
際
政
治
の
実
体
を
見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
る
。
国
内
法
の
究
極
に
在

る
も
の
を
論
ず
る
場
合
も
、
法
を
作
り
、
法
を
動
か
し
、
法
を
破
る
政
治
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
と
な
っ

た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
国
際
法
の
究
極
に
在
る
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
手
が
か
り
は
国
際
政
治
の
実
体
の

分
析
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
来
、
政
治
が
主
と
し
て
行
わ
れ
る
場
所
は
、
国
家
で
あ
る
。
国
家
は
最
も
典
型
的
な

政
治
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
の
外
に
も
政
治
は
あ
る
。
国
際
社
会
も
一
つ
の
政
治
社
会
で
あ
る
。
た
だ
、
個
人
を
単
位
と

し
て
構
成
さ
れ
た
国
家
と
、
国
家
を
単
位
と
し
て
形
作
ら
れ
て
い
る
国
際
社
会
と
で
は
、
そ
の
政
治
の
あ
り
方
に
相
違
が
存
す

る
。
国
内
政
治
も
国
際
政
治
も
政
治
で
あ
る
点
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
国
際
政
治
に
は
国
内
政
治
に
見
ら
れ
な
い
特
色
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
と
政
治
の
関
係
の
論
究
は
、
ま
づ
国
際
政
治
の
特
異
性
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

71002 



　
国
内
の
政
治
は
、
国
家
と
い
う
単
一
社
会
の
内
部
現
象
で
あ
る
。
国
家
は
単
一
の
人
間
共
同
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
に
は
、

国
家
を
構
成
す
る
一
般
国
民
の
立
場
と
は
次
元
を
異
に
す
る
権
力
の
中
枢
が
あ
る
。
こ
れ
を
広
い
意
味
で
ー
ー
立
法
権
を
掌
る
議

会
も
含
め
て
ー
ー
「
政
治
」
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
国
家
の
政
治
は
、
政
治
の
指
導
・
統
制
も
し
く
は
支
配
の
下
に
、
国
民
の
力

を
統
合
し
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
組
織
的
な
目
的
活
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
政
治
活
動
は
統
一
を
保
つ
こ
と
が
容
易

で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
国
内
政
治
で
は
、
政
治
の
第
一
の
契
機
た
る＜

統
一
性＞

が
優
越
す
る
。
そ
う
し
た
、
統
一
の
あ
る

政
治
で
あ
る
が
故
に
、
国
内
政
治
は＜

法
を
作
る
力＞

と
し
て
充
分
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
か

く
い
え
ば
と
て
、
国
家
の
内
部
に
対
立
が
な
い
訳
で
は
決
し
て
な
い
。
国
民
の
間
に
も
対
立
が
あ
る
し
、
政
治
部
内
に
も
対
立
が

あ
り
得
る
し
、
政
府
と
国
民
の
間
に
険
し
い
対
立
の
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
政
治
は
、
統
一
性
の
契
機
と
な

ら
ん
で
政
治
の
第
二
の
契
機
た
る＜
対
立
性＞

を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
対
立
が
激
化
す
れ
ば
、
法
が
力
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
と
い

う
結
果
を
も
生
ず
る
。
政
府
が
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
の
絶
対
権
を
掌
握
す
る
た
め
に
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
国
家
緊

急
権
に
よ
っ
て
法
を
破
る
こ
と
も
あ
る
し
、
国
民
が
革
命
を
起
こ
し
て
政
府
を
倒
し
、
旧
憲
法
を
破
砕
し
て
新
憲
法
を
創
造
す
る

こ
と
も
あ
る
。
故
に
、
国
内
政
治
も＜

法
を
破
る
力＞

と
な
っ
て
作
用
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
央
集
権

の
確
立
さ
れ
て
い
る
国
家
で
は
、
政
治
が
対
立
を
克
服
す
る
統
一
の
作
用
を
発
揮
し
、
法
を
破
る
よ
り
も
法
を
作
る
力
と
な
っ
て

働
く
の
が
原
則
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。71003 

　
こ
れ
に
反
し
て
、
国
際
社
会
に
は
、
政
府
と
名
づ
け
ら
れ
得
る
よ
う
な
権
力
の
中
枢
が
な
い
。
国
際
社
会
は
、
多
数
の
国
家
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
国
家
に
は
大
小
・
強
弱
の
色
々
な
差
別
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
形
式
上
は
ひ
と
し
く
「
主
権
」

を
備
え
た
単
一
体
と
し
て
併
存
し
て
い
る
。
国
家
が
主
権
的
な
団
体
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
国
家
を
超
越
す
る
次
元
に
国
家
以
上

の
権
力
の
審
級
の
存
在
す
る
可
能
性
を
認
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
国
際
社
会
に
は
、
諸
国
家
の
関
係

を
統
制
す
る
た
め
の
「
国
際
政
府
」
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
は
主
権
的
な
中
核
を
有
す
る
求
心
的
な
組
織
社
会
で
あ
る

が
、
国
際
社
会
は
さ
よ
う
な
中
核
を
も
た
な
い
遠
心
的
な
「
無
政
府
社
会
」
で
あ
る
。
無
政
府
状
態
と
い
う
言
葉
は
、
無
統
制
・

無
秩
序
の
混
乱
状
態
と
同
義
語
に
用
い
ら
れ
る
。
国
際
社
会
は
、
決
し
て
い
つ
も
無
統
制
・
無
秩
序
の
混
乱
状
態
に
在
る
訳
で
は

な
い
が
、
国
家
の
間
の
勢
力
の
均
衡
が
破
れ
た
場
合
に
は
、
い
つ
実
力
抗
争
の
修
羅
場
と
化
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
危
険
を



孕
ん
で
い
る
。
少
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
社
会
の
実
情
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
政
治
で
は
、＜

統
一
性＞

の
契
機
よ
り
も＜

対
立
性＞

の
契
機
の
方
が
優
越
し
て
い
る
。＜

法
を
作
る＞

と
い
う
建
設
面
に
作
用
す
る
政
治
の
力
よ
り
も
、

＜

法
を
破
っ
て
も＞

実
力
に
物
を
い
わ
せ
る
と
い
う
政
治
動
向
の
方
が
と
か
く
に
支
配
的
と
な
る
傾
き
が
あ
る
。
国
際
社
会
に
お

い
て
法
を
破
る
政
治
の
力
が
露
骨
に
現
れ
た
場
合
は
、
「
戦
争
」
で
あ
る
。
国
際
法
の
粗
末
な
檻
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
戦
争
が
、

血
の
し
た
た
る
口
を
開
き
、
物
凄
い
牙
を
む
き
出
し
て
、
い
つ
檻
を
破
っ
て
現
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
脅
威
の
下
に
さ
ら
さ

れ
て
来
た
と
こ
ろ
に
、
国
際
政
治
の
も
つ
特
異
性
が
存
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
参
１
）
。71004 

　
こ
う
し
た
特
異
性
を
有
す
る
国
際
政
治
で
は
、
い
き
お
い
理
念
と
現
実
と
の
懸
隔
が
大
き
く
な
り
易
い
。
勿
論
、
理
念
と
現
実

と
の
間
に
は
ど
ん
な
場
合
に
も
大
な
り
小
な
り
懸
隔
が
あ
る
。
政
治
が
高
い
理
念
を
か
か
げ
て
い
る
と
き
、
政
治
の
現
実
は
こ
れ

を
し
ば
し
ば
裏
切
っ
て
は
ば
か
ら
な
い
の
は
、
国
内
政
治
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
国
際
政
治
で
は
、
そ

の
度
合
い
が
特
に
は
な
は
だ
し
い
。
国
際
社
会
は
、
常
に
戦
争
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
が
現
実
と
な
っ
て
現
れ
な
い

と
き
に
は
、
不
信
不
義
の
謀
略
戦
や
手
練
手
管
の
外
交
戦
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
人
は
国
際
社
会
に
つ
い
て
現
実
か
ら

か
け
離
れ
た
美
し
い
夢
を
描
き
易
い
。
ス
ト
ア
学
派
以
来
の
「
世
界
国
家
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
名
と
と
も
に
人
の
想
起

す
る
「
永
久
平
和
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
を
夢
と
い
う
の
が
不
適
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
崇
高
な
理
想
で
あ
り
、
永
遠
の

当
為
（
編
集
者
注
：
ま
さ
に
あ
る
べ
き
こ
と
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
崇
高
な
理
想
も
現
実
と
結
び
つ
く
と
堕
落
し
た
天
使
の
よ
う

に
馬
脚
を
露
わ
す
。
永
遠
の
当
為
も
、
現
実
政
治
の
利
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
と
、
不
法
な
行
動
の
口
実
と
な
る
。
自
国
家
中
心

の
世
界
国
家
論
が
世
界
征
服
の
覇
道
政
治
と
な
り
、＜

真
の＞
平
和
の
確
立
と
い
う
こ
と
が
好
戦
的
な
国
家
に
対
し
て
何
よ
り
も

の
戦
争
の
口
実
を
提
供
す
る
が
ご
と
き
、
そ
れ
で
あ
る
。
故
に
、
国
際
社
会
は
政
治
の
表
面
を
粉
飾
す
る
美
し
い
理
念
に
事
缺
か

な
い
。
し
か
も
、
理
念
に
よ
っ
て
表
面
を
粉
飾
す
る
極
度
に
利
益
社
会
的
な
外
皮
が
一
た
び
破
れ
れ
ば
、
露
骨
な
実
力
闘
争
の
生

地
を
容
赦
な
く
む
き
出
す
の
が
、
少
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
国
際
政
治
の
実
相
で
あ
っ
た
。
政
治
の
関
係
は
「
友
と
敵
と
の
関
係
」

で
あ
る
と
い
う
が
、
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
外
面
の
友
も
ま
た
ひ
そ
か
に
爪
を
研
ぐ
潜
在
態
の
敵
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
無
政

府
社
会
た
る
国
際
社
会
に
辛
く
も
保
た
れ
る
秩
序
は
、
す
べ
て
の
国
家
が
他
の
国
家
に
と
っ
て
狼
で
あ
る
間
柄
に
結
ば
れ
た
仮
の

契
り
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
、
少
く
と
も
今
日
ま
で
の
平
和
観
を
支
配
す
る
通
念
で
あ
っ
た
。71005 



　
し
か
し
な
が
ら
、
理
念
と
現
実
と
は
一
つ
の
輪
の
よ
う
に
反
対
の
極
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
理
念
か
ら
へ
だ
た
る
こ
と
の
最
も

遠
い
現
実
は
、
か
え
っ
て
そ
の
中
に
理
念
を
育
成
す
る
力
を
蔵
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
容
赦
な
く
理
念
を
破
壊
す
る
現
実
は
、
理

念
を
破
壊
し
て
い
る
間
に
自
ら
理
念
に
変
質
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
理
性
の
狡
智
」
（
編
集

者
注
：
「
理
性
は
、
そ
れ
自
身
が
歴
史
に
入
り
込
む
こ
と
は
な
く
、
個
々
の
人
々
の
活
動
を
通
じ
て
、
そ
の
意
図
を
実
現
さ
せ
よ

う
と
す
る
」
の
趣
旨
）
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
国
際
政
治
の
中
で
も
、
最
も
理
念
を
無
残
に
蹂
躙
す
る
も
の
は
戦

争
で
あ
る
。
し
か
し
、
極
限
に
ま
で
発
達
し
た
戦
争
は
、
遂
に
は
戦
争
そ
の
も
の
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も

今
日
の
戦
争
の
規
模
は
、
す
べ
て
の
弱
小
国
家
の
軍
備
を
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
も
の
た
ら
し
め
つ
つ
あ
る
。
一
つ
一
つ
の
国
家
が

そ
の
国
土
を
守
る
た
め
の
武
装
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
民
族
に
と
っ
て
気
安
め
と
し
て
の
意
味
を
も
も
た
な
い
も
の
と

な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
国
際
政
治
の
他
の
現
象
面
た
る
国
際
経
済
は
、
ま
す
ま
す
そ
の
規
模
を
拡
大
し
て
世
界
経
済

の
段
階
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
先
進
資
本
主
義
国
家
が
世
界
に
植
民
地
と
市
場
を
求
め
て
行
っ
た
執
拗
・
強
靭
な
経
済
進

出
は
、
戦
争
以
上
に
根
強
い
侵
略
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
し
、
事
実
ま
た
そ
れ
が
し
ば
し
ば
戦
争
の
誘
因
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
か

く
し
て
開
拓
さ
れ
た
世
界
経
済
は
、
交
通
・
技
術
の
発
達
と
相
俟
っ
て
、
世
界
の
面
積
を
著
し
く
せ
ば
め
、
主
権
国
家
の
間
の
政

治
上
の
障
壁
を
時
代
錯
誤
と
感
じ
せ
し
め
る
ほ
ど
に
ま
で
、
国
際
的
相
互
依
存
の
関
係
を
緊
密
に
な
ら
し
め
る
に
い
た
っ
た
。
し

か
も
、
世
界
経
済
の
上
で
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
国
家
は
、
武
力
の
点
で
も
、
断
然
他
の
水
準
を
引
き
離
し
た
超
強
大
国
と
な
り
つ

つ
あ
る
。
そ
う
し
て
、
さ
よ
う
な
国
家
は
、
す
で
に
世
界
経
済
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
以
上
は
、
も
は
や
戦
争
の
必
要
を
感
ぜ

ず
、
む
し
ろ
、
戦
争
に
よ
っ
て
世
界
経
済
路
線
が
撹
乱
せ
ら
れ
る
こ
と
を
最
も
不
利
益
と
す
る
立
場
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争

遂
行
の
最
大
の
実
力
を
有
す
る
国
家
が
戦
争
を
必
要
と
せ
ず
、
む
し
ろ
戦
争
の
不
利
益
を
最
も
大
き
く
蒙
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
か
ら
、
論
理
の
必
然
と
し
て
戦
争
回
避
の
公
算
が
そ
れ
だ
け
大
き
く
な
る
訳
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
推
論
に
よ
っ
て
将
来

の
平
和
に
過
大
の
期
待
を
も
つ
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
力
の
争
覇
と
経
済
的
利
益
の
追
求
と
を
推
進
力
と
し
て
発

展
し
て
来
た
国
際
政
治
の
現
実
が
、
現
実
そ
の
も
の
の
な
か
に
理
念
を
現
実
化
す
る
契
機
を
包
蔵
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
ほ
ぼ
確
言
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。71006 



　
か
よ
う
な
現
実
は
、
今
日
の
国
際
社
会
が
国
際
法
の
飛
躍
的
な
発
達
を
遂
げ
さ
せ
る
た
め
に
、
い
ま
ま
で
に
な
い
好
条
件
を
備

え
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
殊
に
、
第
二
次
の
世
界
大
戦
は
枢
軸
側
の
完
敗
に
終
わ
っ
た
。
先
進
資
本
主
義
国
家
の
世
界

経
済
上
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
破
ろ
う
と
し
た
ド
イ
ツ
お
よ
び
日
本
の
企
画
は
、
完
全
に
粉
砕
さ
れ
た
。
国
際
連
合
を
中
心
と
す
る
新

た
な
世
界
平
和
機
構
の
建
設
は
、
著
々
と
し
て
そ
の
緒
に
就
こ
う
と
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
い
う
よ
う
に
、
地
球
上
が
人
類
の
墓

場
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
永
久
平
和
が
到
来
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
人
間
の
理
性
が
国
家
の
利
己
主
義
や
闘
争
心
や
復
讐

心
を
制
御
し
て
現
実
の
上
に
理
念
の
花
を
咲
か
せ
る
時
機
が
来
る
の
か
、
世
界
史
の
進
路
を
決
す
べ
き
重
大
な
分
岐
路
に
の
ぞ
ん

で
い
る
（
参
２
）
。
国
際
社
会
に
お
け
る
法
と
政
治
の
問
題
が
切
実
な
反
省
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
現
代
の
ご
と
き
は
い
ま
だ
か

つ
て
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。71007 

（
参
考
１
） 

・
カ
ン
ト
は
、
永
久
平
和
の
た
め
の
第
二
の
確
定
条
項
と
し
て
国
際
聯
盟
の
組
織
を
提
唱
し
つ
つ
も
、
な
お
か
つ
戦
争
勃
発
の
危

険
の
絶
え
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
認
め
て
、
「
そ
の
中
で
は
神
を
恐
れ
ぬ
激
怒
が
血
の
し
た
た
る
口
を
開
け
て
物
凄
く
叫
ぶ
で
あ

ろ
う
」
と
い
う
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
詩
句
を
引
用
し
て
い
る
。71008 

（
参
考
２
） 

・
カ
ン
ト
が
そ
の
有
名
な
論
文
の
表
題
に
選
ん
だ
『
永
久
平
和
の
た
め
に
』
（Zum

 Ew
igen Frieden

）
と
い
う
言
葉
は
、
オ

ラ
ン
ダ
の
或
る
旅
館
に
あ
る
楯
の
上
に
描
か
れ
た
教
会
の
墓
地
の
絵
の
銘
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
そ
の
原
義
は
、
墓

場
に
眠
る
人
々
の
霊
に
対
す
る
「
永
久
に
安
か
れ
」
と
い
う
祈
り
の
言
葉
に
外
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
巧
み
に
転
用
し

て
、
人
類
が
戦
争
に
よ
っ
て
絶
滅
し
、
地
球
が
広
大
無
辺
の
墓
地
と
な
る
前
に
、
永
久
平
和
を
建
設
す
る
道
あ
り
や
、
と
い
う
問

題
の
検
討
の
標
語
と
し
た
の
で
あ
る
。71009 

　
二
　
国
際
政
治
の
理
念 



　
国
際
社
会
は
政
府
の
な
い
社
会
で
あ
る
。
政
府
の
な
い
社
会
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
秩
序
は
破
れ
易
く
、
保
た
れ
難
い
。
し
か

も
、
ひ
と
た
び
国
際
秩
序
が
破
れ
た
場
合
に
は
、
戦
争
の
惨
禍
は
測
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
故
に
、
国
際
社
会
に

と
っ
て
は
秩
序
ほ
ど
貴
重
な
も
の
は
な
い
。
勿
論
、
国
家
内
部
の
生
活
に
と
っ
て
も
秩
序
の
貴
重
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な

い
。
し
か
し
、
国
内
社
会
の
場
合
に
は
、
秩
序
を
保
つ
こ
と
は
比
較
的
に
容
易
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
国
内
政
治
で
は
、
単
に
秩
序

が
保
た
れ
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
秩
序
が
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
、
中
で
も
、
い
か
な
る
配

分
の
関
係
に
立
つ
秩
序
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
主
と
し
て
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
国
際
社
会
で
は
、
内
容
の
如
何

は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
も
そ
も
秩
序
を
保
つ
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
切
実
な
関
心
の
的
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
社
会

で
は
特
に
「
現
状
」
（status quo

）
と
い
う
こ
と
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
現
状
を
重
ん
じ
つ
つ
、
こ
れ
に
若
干
の
配
分
関
係
の
変

更
を
加
味
し
て
保
た
れ
る
国
際
社
会
の
秩
序
は
、
「
平
和
」
で
あ
る
。
故
に
、
平
和
は
国
際
政
治
の
理
念
で
あ
る
。
ど
う
す
れ
ば

平
和
を
、
人
類
の
福
祉
と
文
化
の
発
展
の
基
礎
た
る
平
和
を
ー
ー
で
き
得
べ
く
ん
ば
永
久
に
ー
ー
維
持
で
き
る
か
。
国
際
社
会
の

理
念
論
的
な
構
想
は
、
常
に
こ
の
問
題
を
中
心
と
し
て
提
唱
さ
れ
、
論
議
さ
れ
て
来
た
。72001 

　
と
こ
ろ
で
、
国
際
社
会
の
現
実
が
平
和
の
理
念
と
相
反
す
る
方
向
に
走
り
易
い
根
本
の
理
由
は
、
国
際
社
会
に
は
共
通
の
権
力

の
中
枢
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。
い
い
か
え
る
と
、
国
際
社
会
が＜

国
際
社
会＞

で
あ
る
か
ぎ
り
、
真
の
平
和
の
確
立
は

望
ま
れ
難
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
い
い
か
え
る
と
、＜

国
際
社
会＞

と
い
う
世
界
構
造
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
い
て
、

し
か
も
永
久
平
和
の
理
念
を
追
求
す
る
の
は
、
木
に
縁
っ
て
魚
を
求
め
る
に
ひ
と
し
い
と
い
う
議
論
が
成
り
立
つ
。
そ
こ
で
、
無

政
府
社
会
の
状
態
に
あ
る
国
際
社
会
の
構
成
を
根
本
か
ら
改
鋳
し
て
、
世
界
を
ば
一
つ
の
政
治
中
枢
の
下
に
統
合
さ
れ
た
単
一
の

政
治
社
会
た
ら
し
め
る
と
い
う
計
畫
が
唱
え
ら
れ
る
。
「
最
大
国
家
」
（civitas m

axim
a

）
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
ギ
リ

シ
ャ
哲
学
末
期
の
ス
ト
ア
学
派
は
、
国
家
の
枠
を
越
え
た
人
類
の
大
同
団
結
を
理
想
と
す
る
立
場
か
ら
、
夙
（
つ
と
）
に
こ
の
思

想
を
説
い
た
。
下
っ
て
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
り
変
わ
り
の
頃
に
は
、
詩
人
ダ
ン
テ
が
現
れ
て
、
世
界
王
国
の
理
念
を
提
唱
し

た
、
ダ
ン
テ
も
ま
た
、
永
久
の
平
和
を
ば
人
類
の
究
極
の
目
的
と
な
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
目
的
因
」
（causa 

finalis

）
の
作
用
に
よ
っ
て
、
こ
の
目
的
が
歴
史
を
動
か
し
、
単
一
の
「
王
」
の
下
に
人
類
を
統
合
・
包
摂
す
る
世
界
王
国
の
実

現
に
む
か
っ
て
進
ま
し
め
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な＜

王
国
的＞

な
世
界
国
家
思
想
は
、
今
日
で
は
も
と
よ
り
時
代
錯



誤
で
あ
る
が
、
国
家
を
超
越
す
る
世
界
全
体
の
統
制
機
構
を
設
け
な
い
か
ぎ
り
、
平
和
の
真
の
保
障
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
考
え

方
は
、
現
代
の
思
想
家
に
よ
っ
て
も
し
ば
し
ば
唱
え
ら
れ
て
い
る
。H

・G

・
ウ
ェ
ル
ス
（H

. G. W
ells

）
が
、
恆
久
世
界
平
和
の

唯
一
の
方
法
は
、
超
国
家
的
な
政
治
中
枢
を
設
立
し
て
、
人
類
共
通
の
利
害
関
係
を
配
慮
し
、
世
界
商
業
・
世
界
生
産
・
原
料
の

世
界
的
な
配
分
を
統
制
す
る
に
あ
る
、
と
論
じ
た
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
リ
ー
ヴ
ス
（Em

ery Reves

）
が
、
世
界
経
済
の
段
階
に

達
し
た
今
日
、
主
権
的
な
民
族
国
家
が
依
然
と
し
て
垣
を
高
く
し
て
対
立
し
て
い
る
矛
盾
を
指
摘
し
、
こ
の
矛
盾
こ
そ
人
類
を
更

に
新
た
な
戦
争
の
脅
威
に
さ
ら
す
所
以
で
あ
る
と
し
て
、
法
に
よ
る
世
界
連
邦
の
建
設
を
主
張
し
て
い
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
か

く
の
ご
と
き
世
界
国
家
の
理
念
は
、
理
念
と
し
て
は
今
後
も
色
々
な
角
度
か
ら
真
剣
に
論
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
遠
い
将
来
の

問
題
と
し
て
は
、
そ
の
方
向
へ
の
現
実
の
前
進
と
い
う
こ
と
も
考
え
得
な
い
訳
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。72002 

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
国
際
政
治
の
中
に
働
い
て
い
る
遠
心
的
な
力
は
、
依
然
と
し
て
牢
固
た
る
も
の
が
あ
る
。
歴
史
の
伝

統
や
民
族
の
特
性
と
深
く
結
び
つ
い
た
国
家
の
枠
は
、
容
易
に
外
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
無
理
に
こ
れ
を
外
し
て
見
て
、
は
た

し
て
混
乱
と
紛
争
と
を
避
け
得
る
か
否
か
は
、
大
き
な
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
経
済
が
世
界
経
済
の
段
階
に
達

し
て
い
る
と
き
、
民
族
国
家
が
依
然
た
る
政
治
単
位
と
し
て
対
立
し
て
い
る
の
は
、
確
か
に
一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
と
い
い
得
よ

う
。
し
か
し
、
一
口
に
世
界
経
済
と
い
っ
て
も
、
資
本
主
義
経
済
と
共
産
主
義
経
済
と
の
大
き
な
対
立
は
、
単
な
る
世
界
人
類
の

大
同
団
結
と
い
う
理
念
で
は
解
決
で
き
な
い
。
よ
し
ん
ば
世
界
経
済
が
単
一
の
様
式
を
以
て
行
わ
れ
得
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
単
一
世
界
経
済
の
中
で
も
依
然
と
し
て
民
族
的
・
地
域
的
な
多
元
構
造
を
も
つ
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
人
類
全
体
の
生
活

に
対
し
て
、
公
正
な
配
分
を
い
か
に
し
て
行
う
か
は
、
技
術
的
に
行
っ
て
も
無
限
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
更
に
経
済
は
普
遍
化

し
て
も
、
文
化
や
言
語
や
生
活
様
式
の
特
殊
性
は
、
政
治
上
の
国
家
の
ま
と
ま
り
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
国
家
の
枠
を
外

し
、
国
民
精
神
の
特
色
を
失
わ
し
め
、
す
べ
て
の
人
間
を
合
理
的
な
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
と
し
て
単
質
化
す
る
こ
と
は
、
決
し

て
人
類
の
福
祉
の
向
上
と
は
い
い
得
な
い
。
さ
よ
う
な
「
議
論
」
は
い
か
よ
う
に
も
立
て
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、
今
日
の
人
類
が

国
家
単
位
の
生
活
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
議
論
を
以
て
左
右
す
べ
か
ら
ざ
る
厳
然
た
る
「
事
実
」
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を

尊
重
す
る
以
上
、
世
界
平
和
の
構
想
は
、
い
か
に
そ
れ
が
矛
盾
で
あ
り
、
時
代
錯
誤
と
見
え
る
に
し
て
も
、
や
は
り
一
つ
の
「
国

際
平
和
」
と
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
平
和
が＜

国
際＞

平
和
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
理
念
の
探
究
は
国
家
間



の
「
連
合
主
義
」
（ Föderalism

us

）
の
線
に
沿
う
て
進
め
ら
れ
て
行
く
外
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
今
か
ら
百
五
十
年
前

（
一
九
四
七
年
か
ら
み
て
）
に
カ
ン
ト
（Kant

）
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
国
際
聯
盟
組
織
の
提
案
が
、
今
日
の
時
代
か
ら
見
て
も

な
お
再
検
討
に
値
す
る
も
の
と
し
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。72003 

　
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
、
人
類
全
体
の
究
極
の
政
治
理
念
は
「
永
久
平
和
」
で
あ
る
。
永
久
平
和
は
、
実
に
「
政
治
上
の
最
高
善
」

（das höchste politische Gut

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
理
念
を
か
か
げ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
カ
ン
ト
を
目
し
て
現

実
に
疎
い
平
和
夢
想
論
者
と
考
え
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
理
念
の
実
現
を
妨
げ
る
条
件
が
い
か
に
多
く
、
ま
た

い
か
に
大
き
い
か
を
、
充
分
に
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
理
念
に
む
か
っ
て
の
人
間
の
努
力
は
「
永
久
」
に
つ
づ

け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
平
和
は
、
そ
れ
が
現
実
に
永
遠
に
つ
づ
き
得
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
た
め
の
努
力

が
不
変
・
不
易
の
倫
理
的
「
課
題
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
永
久
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
う
い
う
意
味
で
の
永
久
平
和
を

論
じ
た
。
し
か
も
、
永
久
平
和
そ
の
も
の
を
論
じ
た
の
で
は
な
く
、
か
れ
の
論
文
の
表
題
が
示
す
通
り
、
『
永
久
平
和
の
た
め
に
』

（Zum
 Ew

igen Frieden

）
い
か
な
る
前
提
が
備
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
論
究
し
た
。
そ
の
点
で
、
カ
ン
ト
の
こ
の
提

案
は
、
流
石
に
か
れ
の
晩
年
の
思
索
の
結
晶
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
充
分
に
現
実
を
重
ん
じ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
ら
ば
、
確
乎
た
る
平
和
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
倫
理
的
な
、
し
か
も
有
效
な
条
件
は
何
か
。72004 

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
カ
ン
ト
も
ま
た
「
世
界
国
家
」
の
理
念
を
一
応
は
取
り
上
げ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
政
治
上
の
単
一
体
が

成
立
す
る
根
拠
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
一
般
論
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
世
界
平
和
の
構
想
に
お
い
て
も
、
国
家
を
超
越
す
る
政
治
的

単
一
体
の
理
念
に
到
達
す
る
の
が
当
然
の
筋
道
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
国
家
成
立
の
根
拠
に

つ
い
て
は
、
論
理
的
な
意
味
で
の
「
契
約
説
」
を
採
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
秩
序
の
な
い
原
始
状
態
か
ら
離
れ
て
、
法
に
よ
っ

て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
国
家
生
活
を
営
む
に
い
た
っ
た＜

論
理
上＞

の
根
拠
と
し
て
、
国
民
の
間
の
合
意
が
予
想
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
自
由
な
人
間
が
野
生
の
自
由
を
放
棄
し
て
、
国
家
に
お
け
る
法
の
規
律
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
状

態
は
、
さ
よ
う
な
「
原
始
契
約
」
を
ー
ー
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
論
理
上
の
前
提
と
し
て
ー
ー
予
想
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
、
理
性
的
な
状
態
と
し
て
説
明
さ
れ
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
地
球
上
に
存
在
す
る
多
く
の

国
家
も
ま
た
、
法
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
い
つ
何
時
戦
争
が
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
自
然
状
態
か
ら
離
れ
て
、



相
互
の
間
に
理
性
に
か
な
っ
た
平
和
の
関
係
を
確
立
し
得
る
た
め
に
は
、
個
人
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
自
然
・
野
生
の
自
由
を
放
棄

し
、
世
界
の
諸
民
族
を
包
摂
す
る
「
万
民
国
家
」
（civitas gentium

）
を
形
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
な
の
で
あ
る
。72005 

　
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
は
、
こ
こ
で
は
か
え
っ
て
カ
ン
ト
ら
し
く
な
い
態
度
で
、
か
よ
う
な
理
性
的
な
推
論
に
し
た
が
わ
な

い
で
、
現
実
的
な
問
題
の
処
理
を
試
み
た
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
、
多
く
の
国
家
が
主
権
国
家
と
し
て
対
等
に
併
存
し
て
い
る
と
い

う
現
実
を
動
か
さ
な
い
で
、
そ
の
現
実
事
態
か
ら
出
発
し
て
永
久
平
和
の
諸
条
件
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
国
家

の
規
模
が
あ
ま
り
に
大
き
く
な
り
す
ぎ
る
と
、
法
の
拘
束
力
が
弱
ま
り
、
中
央
の
威
令
が
隅
々
ま
で
及
び
難
く
な
る
と
同
時
に
、

中
央
権
力
の
腐
敗
が
生
じ
て
無
政
府
状
態
に
転
落
す
る
虞
れ
が
あ
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
実
際
的
な
考
慮
も
働
い
て
、
カ
ン
ト

を
し
て
世
界
国
家
の
思
想
を
推
し
す
す
め
る
こ
と
を
躊
躇
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
れ
は
、
「
万
民
国
家
」
の
理
念
は

＜

理
論
と
し
て
は＞

（in thesi
）
正
し
い
が
、＜

実
際
上
の
仮
定
と
し
て
は＞

（in hypothesi

）
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
た
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
に
代
わ
る
に
、
独
立
の
諸
国
家
の
間
の
協
定
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
国
際
聯
盟
」

（Staatenbund

）
の
構
想
を
以
て
し
た
の
で
あ
る
。72006 

　
も
っ
と
も
、
国
際
聯
盟
機
構
を
設
け
る
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
提
案
し
た
永
久
平
和
の
た
め
の
諸
条
件
の＜

一
つ＞

で
あ
っ

て
、
そ
の＜

す
べ
て＞

で
は
な
い
。
詳
し
く
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
永
久
平
和
の
た
め
の
確
定
条
項
の＜

第
二＞

と
し
て
か
か
げ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
理
念
を
実
現
し
て
行
く
た
め
の
条
件
と
し
て
六
つ
の
「
予
備
条
項
」

（Prälim
inarartikel

）
と
三
つ
の
「
確
定
条
項
」
（Definitivartikel

）
と
を
挙
げ
る
。
各
国
が
常
備
軍
を
次
第
に
廃
止
す
る

こ
と
、
一
国
が
他
国
の
憲
法
や
政
府
に
対
し
て
力
づ
く
の
干
渉
を
加
え
ぬ
こ
と
、
戦
争
に
際
し
て
も
、
国
家
相
互
の
将
来
の
信
頼

を
不
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
害
敵
行
為
を
な
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
等
は
、
予
備
条
項
の
主
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
確
定
条
項
の
第
一
は
、
す
べ
て
の
国
家
が
立
憲
的
な
組
織
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

第
三
は
、
「
世
界
市
民
権
」
（W

eltbürgerrecht

）
は
普
遍
的
な
「
友
交
性
」
（H

ospitalität

）
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
の
中
央
に
位
す
る
第
二
の
、
い
わ
ば
眼
目
の
確
定
条
項

が
、
国
際
法
は
自
由
な
諸
国
家
間
の
「
連
合
関
係
」
に
立
脚
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
国
際
聯
盟
主
義
の
提
唱
に
外
な
ら
な
い
。

72007 



　
国
際
聯
盟
機
構
の
設
置
は
、
永
久
平
和
の
た
め
の
数
あ
る
条
件
の
中
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
眼
目
の
条
件
で
あ
り
、
確
定

条
項
中
の
中
心
条
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、
決
し
て
こ
の
条
項
の
有
效
性
を
過
信
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
た
だ
、
す

で
に
世
界
国
家
の
建
設
を
実
際
に
適
さ
ぬ
仮
定
と
す
る
以
上
、
そ
の
代
わ
り
に
考
え
ら
れ
得
る
唯
一
の
手
段
は
、
国
家
の
自
由
意

志
に
よ
る
連
合
主
義
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
際
聯
盟
は
「
世
界
国
家
」
（W
eltrepublik

）
と
い
う
積
極
的
な
理
念
の
単
な

る
「
消
極
的
な
代
用
品
」
（das negative Surrogat

）
に
す
ぎ
な
い
。
代
用
品
で
あ
る
だ
け
に
、
国
際
聯
盟
の
構
想
は
、
で

き
る
だ
け
周
到
に
考
え
め
ぐ
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
、
そ
れ
は
ま
づ
、
単
に＜

一
つ
の＞

戦
争
を
終
結
せ
し
め
よ
う
と
す

る
「
講
和
条
約
」
（pactum

 pacis

）
と
し
て
で
は
な
く
、＜

す
べ
て
の＞

戦
争
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
の
「
平
和
聯
盟
」

（foedus pacifium

）
と
し
て
成
立
す
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
も
と
よ
り
不
充
分
で
あ
る
。
こ
の
聯
盟
の

約
定
が
效
力
を
も
ち
つ
づ
け
得
る
た
め
に
は
、
諸
国
家
の
間
に
戦
争
を
誘
発
す
る
よ
う
な
事
情
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
カ

ン
ト
の
か
か
げ
る
他
の
二
つ
の
確
定
条
項
は
、
そ
う
い
う
効
果
を
狙
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
確
定
条
項
に
お
い
て
、
諸

国
家
が
立
憲
的
な
組
織
を
も
つ
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
（
参
）
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
非
立
憲
的
な
ー
ー

立
法
権
と
行
政
権
と
が
分
離
し
て
い
な
い
ー
ー
国
家
で
は
、
支
配
者
が
国
民
の
意
志
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
戦
争
に
訴
え
る
場

合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
の
確
定
条
項
と
し
て
、
ど
の
国
の
国
民
も
地
球
上
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
好
遇
を
受
け
得
る

と
い
う
世
界
市
民
権
は
、
異
境
を
訪
れ
る
文
明
国
民
が
原
住
民
に
対
し
て
悪
意
の
な
い
友
好
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
条
件
と
し
て
の

み
認
め
ら
れ
得
る
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
他
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
先
進
国
家
が
未
開
人
の
郷
土

を
単
な
る
手
段
的
な
意
味
で
の
植
民
地
と
し
て
搾
取
・
掠
奪
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
代
的
な
概
念
に
改

め
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
世
界
の
す
べ
て
の
国
家
が
完
全
な
民
主
国
家
と
な
る
こ
と
、
一
つ
の
国
家
が
他
の
国
家
に
対
し
て
搾
取

的
な
経
済
侵
略
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
の
国
々
が
互
に
盟
約
を
結
ん
で
戦
争
の
回
避
に
力
め
る

こ
と
、
こ
の
三
つ
を
以
て
カ
ン
ト
は
永
久
平
和
の
た
め
の
基
本
条
件
と
な
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。72008 

　
か
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
、
そ
の
当
時
と
し
て
は
優
れ
た
洞
察
と
現
実
感
覚
と
を
以
て
永
久
平
和
の
構
想
を
試

み
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
国
家
が
民
主
主
義
に
徹
底
す
る
こ
と
、
そ
う
し
て
、
常
に
国
民
の
総
意
に
よ
っ
て
政
治
を
行

う
こ
と
、
そ
れ
が
平
和
の
条
件
と
し
て
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
は
、
今
日
の
世
界
が
改
め
て
身
を
以
て
体
験
し
た
と
こ
ろ
で
あ



る
。
ま
た
、
強
力
な
国
々
が
他
の
国
家
の
領
土
や
国
民
を
経
済
上
の
利
潤
追
求
の
単
な
る
手
段
と
す
る
こ
と
が
、
色
々
な
意
味
で

平
和
の
保
障
の
大
き
な
障
碍
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
現
代
に
通
用
す
る
真
理
で
あ
る
。
更
に
、
諸
国
家
間
の
盟
約
に
よ
っ
て
平

和
維
持
の
た
め
の
協
力
を
行
う
と
い
う
方
式
に
い
た
っ
て
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
国
際
聯
盟
に
よ
っ
て
国
際
政
治

の
現
実
の
上
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ル
レ
ン
ダ
ー
（Vorländer

）
の
い
う
が
ご
と
く
、
一
九
二
〇
年
に
成
立
し
た
国
際
聯

盟
は
、
一
七
九
五
年
に
発
表
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
の
た
め
の
構
想
を
生
み
の
親
と
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

72009 

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
国
際
聯
盟
は
、
少
数
民
族
の
保
護
と
か
種
々
の
社
会
問
題
に
関
す
る
国
際
協
力
の
促
進
と
か
い
う
点

で
見
る
べ
き
活
動
を
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
戦
争
の
防
止
と
い
う
そ
の
主
要
目
的
に
お
い
て
は
、
全
く
失
敗
し
た
。
そ
れ
は
、
平
和

の
維
持
に
対
す
る
聯
盟
国
の
義
務
が
、
現
実
の
法
的
強
制
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
国

際
聯
盟
規
約
は
そ
の
第
十
六
条
を
以
て
、
聯
盟
の
協
約
を
無
視
し
て
戦
争
に
訴
え
た
国
家
に
対
し
て
は
、
経
済
封
鎖
そ
の
他
の
方

法
に
よ
っ
て
制
裁
を
加
え
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
強
力
な
聯
盟
国
が
侵
略
戦
争
を
起
し
た
場
合
、
こ
れ
を

阻
止
す
べ
き
立
場
に
在
る
主
要
な
国
々
が
、
火
中
の
栗
を
拾
う
こ
と
を
厭
っ
て
、
拱
手
傍
観
の
態
度
を
執
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な

制
裁
規
定
も
全
く
の
空
文
と
化
し
去
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
制
裁
規
定
が
空
文
と
化
し
て
し
ま
え
ば
、
平
和
の
維
持
に
対
す
る
聯

盟
国
の
義
務
は
、
事
実
上
単
な
る
道
徳
上
の
義
務
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
道
徳
上
の
義
務
は
高
く
美
し
い
。
し
か

し
、
高
く
美
し
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
法
の
裏
づ
け
を
も
た
な
い
道
徳
は
、
現
実
政
治
に
よ
っ
て
落
花
狼
藉
と
ふ
み
に
じ
ら
れ
る
。

国
家
の
「
自
由
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
国
際
道
徳
は
、
国
家
の
「
自
由
」
に
よ
っ
て
い
つ
何
時
で
も
弊
履
の
ご
と
く
に
破
り
棄
て
ら

れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
蛇
の
よ
う
に
聡
明
な
れ
」
と
い
う
政
治
の
言
葉
に
対
し
て
、
「
し
か
し
、
鳩
の
よ
う
に
偽
り
あ
る
こ
と
な

か
れ
」
と
い
う
道
徳
の
言
葉
を
つ
け
加
え
、
そ
こ
に
道
徳
と
政
治
と
の
調
和
点
を
見
出
そ
う
と
力
め
た
。
け
れ
ど
も
、
現
実
の
政

治
が
、
か
よ
う
な
哲
人
の
理
想
を
毒
に
も
薬
に
も
な
ら
ぬ
空
論
と
し
て
黙
殺
す
る
の
を
常
と
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
自
ら
も
充
分

に
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
実
の
政
治
は
、
道
徳
が
前
提
と
す
る
自
由
を
ば
や
や
も
す
れ
ば
蛇
の
よ
う
に
狡
猾
に
利
用
し
、
こ

れ
を
恣
意
を
遂
げ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
故
に
、
国
家
の
自
由
と
国
家
間
の
道
徳
と
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
平
和
の

理
念
は
、
国
際
政
治
の
現
実
が
平
和
の
利
益
を
認
め
て
い
る
間
だ
け
平
和
を
保
つ
力
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
者
が



い
か
に
孤
高
・
悲
壮
の
態
度
を
以
て
、
「
世
界
が
亡
び
よ
う
と
も
正
義
を
行
わ
し
め
よ
」
（Fiat justitia, et pereat 

m
undus

）
と
叫
ん
で
も
、
正
義
が
成
就
せ
ら
れ
る
前
に
、
世
界
は
戦
争
に
よ
っ
て
滅
亡
に
近
づ
い
て
行
く
か
も
知
れ
な
い
。
そ

う
し
て
、
「
永
久
平
和
の
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
地
球
全
体
を
蔽
う
墓
場
の
上
に
か
か
げ
ら
れ
た
永
遠
の
弔
辞
と
な
っ
て
し

ま
う
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。72010 

（
参
考
） 

・
文
字
通
り
に
訳
す
と
、
「
お
の
お
の
の
国
家
の
国
民
組
織
は
共
和
的
（republikanisch

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

の
が
、
永
久
平
和
の
た
め
の
第
二
の
確
定
条
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
こ
こ
に republikanisch 

と
い
っ
て
い
る
の
は
、

普
通
の
用
語
法
と
は
違
い
、
国
民
が
社
会
の
構
成
員
と
し
て
は＜

自
由＞

で
あ
り
、
臣
民
と
し
て
は
共
通
の
立
法
に＜

服
従＞

し
、
国
家
公
民
と
し
て
は＜

平
等＞
で
あ
る
と
い
う
三
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
国
家
組
織
を
意
味
す
る
。
特
に
、
執
行

権
と
立
法
権
と
の
分
離
と
い
う
こ
と
が republikanisch 

な
国
家
組
織
の
重
点
で
あ
り
、
そ
の
点
で
そ
れ
は
、despotisch

（
独
裁
的
）
な
国
家
組
織
と
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る republikanisch 

と
は
、
君
主
国

家
で
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
共
和
的
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
「
民
主
的
」
ま
た
は
「
立
憲
的
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
君
主
国
家
も
貴
族
国
家
も
共
和
国
家
も
、
と
も
に 

republikanisch 

で
あ
り
得
る
し
、
ま
た
、
と
も
に
、 despotisch 

で
も
あ
り
得
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
カ
ン
ト
は
、
国
家
の

組
織
が despotisch 

と
な
る
危
険
が
最
も
大
き
く
、
か
つ
、
そ
の
弊
害
が
最
も
著
し
く
現
れ
る
の
は
、
共
和
国
（
カ
ン
ト
の
用

語
で
は Dem

okratie

）
、
で
あ
り
、 despotisch 

と
な
っ
た
場
合
に
も
比
較
的
そ
の
弊
害
が
小
さ
い
の
は
、
む
し
ろ
君
主
国

（
一
人
が
統
治
す
る
国
家
形
態
）
で
あ
る
と
さ
え
い
っ
て
い
る
。72011 

　
三
　
国
際
政
治
の
現
実 



　
政
治
は
、
理
念
を
必
要
と
す
る
。
い
か
な
る
現
実
政
治
と
い
え
ど
も
、
理
念
の
旗
じ
る
し
を
か
か
げ
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の

現
実
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
、
政
治
の
現
実
の
中
に
は
必
ず
理
念
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
理
念
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
政
治
は
、
そ
れ
故
に
こ
そ
理
念
を
利
用
す
る
。
理
念
が
目
的
で
あ
り
、
政
治
は
そ

の
手
段
で
あ
る
べ
き
筈
な
の
に
、
実
は
、
政
治
的
な
力
の
獲
得
が
目
的
で
あ
っ
て
、
理
念
は
そ
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
国
内
政
治
の
場
合
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
、
国
際
政
治
に
お
い
て
は
そ
の
傾
向
が
一
層
著

し
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
政
治
で
は
、
侵
略
戦
争
に
も
「
正
し
い
新
秩
序
の
建
設
」
と
い
う
美
名
が
冠
せ
ら
れ
る
。
更
に
、
正

義
・
人
道
の
た
め
と
称
せ
ら
れ
る
外
交
政
策
も
、
叩
け
ば
現
実
主
義
の
埃
が
出
る
。
だ
か
ら
、
現
存
の
秩
序
を
破
ろ
う
と
す
る
者

は
、
こ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
側
の
理
念
を
叩
い
て
、
さ
か
ん
に
埃
を
立
て
よ
う
と
力
め
る
。
正
義
・
人
道
と
は
「
持
て
る
者
」
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
攻
撃
す
る
。
か
よ
う
に
相
争
う
二
つ
の
側
の
上
に
立
っ
て
、
客
観
的
に
鳥
の
雌
雄
を
決
す

る
審
級
が
な
け
れ
ば
、
両
者
の
争
い
は
戦
争
を
以
て
解
決
す
る
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
国
際
政

治
の
現
実
に
立
脚
す
る
戦
争
不
可
避
論
が
、
否
、
正
邪
曲
直
を
決
め
る
唯
一
の
道
は
国
家
間
の
決
闘
で
あ
る
と
い
う
戦
争
肯
定
論

が
、
い
つ
の
世
に
も
平
和
へ
の
憧
憬
と
交
替
し
て
む
し
か
え
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。73001 

　
近
世
哲
学
思
潮
の
最
高
峰
と
し
て
そ
び
え
る
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
は
、
一
方
で
は
国
際
政
治
の
理
念
を
表
明
す
る
カ
ン
ト
の
永

久
平
和
論
を
生
ん
だ
と
同
時
に
、
他
方
で
は
か
よ
う
な
戦
争
不
可
避
論
も
し
く
は
戦
争
肯
定
論
の
典
型
を
提
供
す
る
に
も
事
缺
か

な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
力
国
家
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。73002 

　
勿
論
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
哲
学
は
決
し
て
理
念
を
否
定
し
な
い
。
理
念
を
否
定
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
理
念
を
絶
対
化
す
る
。
そ
れ

は
、
最
高
の
飽
和
点
に
ま
で
達
し
た
理
念
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
を
理
念
の
現
れ
と
見
る
絶
対
理
念
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
現

実
を
理
念
の
顕
現
と
し
て
肯
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
を
も
理
念
の
自
己
実
現
の
過
程
と
し
て
肯
定
す
る
。
戦
争
が
国
際
政

治
の
現
実
の
極
限
に
位
す
る
と
す
れ
ば
、
戦
争
を
肯
定
す
る
理
論
は
、
極
限
に
ま
で
達
し
た
国
際
政
治
の
現
実
主
義
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
も
徹
底
し
た
理
念
主
義
は
、
実
は
、
裏
が
え
せ
ば
、
国
際
政
治
の
動
き
を
解
剖
す
る
最
も
徹
底
し
た
現
実
主
義
に

外
な
ら
な
い
。73003 



　
理
念
論
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
哲
学
は
、
近
世
啓
蒙
主
義
の
自
然
法
論
や
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
と
同
じ
よ
う
に
、
「
自

由
」
の
理
念
か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
、
啓
蒙
的
自
然
論
は
、＜

個
人
の
現
実
の
自
由＞

を
ば
政
治
の
達
成
す
べ
き
目
的
と
し
て

か
か
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
は
、
慾
望
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
現
実
の
人
間
の
意
志
は
、
意
志
で
は
な
く

し
て
恣
意
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
自
由
を
否
定
し
、
む
し
ろ
道
徳
に
よ
っ
て
恣
意
を
拘
束
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
真
の
自
由
が
あ
る

と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
、
現
実
の
自
由
を
否
定
し
て
、
道
徳
上
の＜

当
為
と
し
て
の
自
由＞

を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
な
る
と
、
自
由
は
ふ
た
た
び
当
為
の
世
界
か
ら
現
実
の
世
界
に
引
き
も
ど
さ
れ
る
。
し
か
も
、
現
実
の

世
界
で
自
由
で
あ
る
の
は
、＜

個
人＞

で
は
な
く
て
、
超
個
人
的
な＜

共
同
体＞

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
意
志
の
自
由
と
は
、

意
志
の
普
遍
性
で
あ
る
。
故
に
、
自
由
な
る
意
志
は
普
遍
意
志
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
意
志
の
主
体
た
る
個

人
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
意
志
が＜

現
実
的＞

な
自
由
意
志
と
な
る
た
め
に
は
、

そ
の
意
志
は
漠
然
た
る
普
遍
意
志
で
は
な
く
て
、＜

限
定
さ
れ
た
主
体
の＞

意
志
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
よ
う
に
、
限

定
さ
れ
た
普
遍
意
志
の
主
体
は
、
共
同
体
で
の
み
あ
り
得
る
。
故
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
個
人
の
自
由
を
否
定
す
る
点
で
啓
蒙
的
自

然
法
論
に
反
対
し
、
現
実
の
自
由
を
肯
定
す
る
点
で
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に
反
対
す
る
。
そ
う
し
て
、
共
同
体
ー
ー
ヘ
ー
ゲ
ル
は

こ
れ
を
「
道
義
態
」
（Sittlichkeit

）
と
名
づ
け
る
ー
ー
の
普
遍
意
志
の
み
が
現
実
的
に
自
由
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
さ
よ
う
な

自
由
意
志
の
主
体
と
し
て
の
道
義
態
の
最
高
段
階
に
位
す
る
も
の
は
、
国
家
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
な
る
意
志
の
理
念

は
、
国
家
に
お
い
て
は
じ
め
て
完
全
に
現
実
的
と
な
る
。
し
か
る
に
、
現
実
的
に
自
由
な
意
志
は
法
で
あ
る
。
故
に
。
法
は
「
国

家
の
法
」
（Staatsrecht

）
と
し
て
は
じ
め
て
、
理
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
現
実
的
と
な
る
。
最
高
の
道
義
態
と
し
て
の
国
家

は
、
法
の
理
念
た
る
自
由
の
自
己
実
現
の
極
致
で
あ
る
。
故
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
、
国
家
絶
対
主
義
の
政
治
哲
学
で
あ
り
、

国
家
法
至
上
主
義
の
法
哲
学
に
帰
著
す
る
。73004 

　
と
こ
ろ
で
、
国
家
の
意
志
が
絶
対
に
自
由
な
普
遍
意
志
で
あ
り
、
国
家
の
法
が
理
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
現
実
的
な
最
高
の
法

で
あ
る
と
す
る
と
、
国
家
の
上
に
あ
っ
て
国
家
の
意
志
を
拘
束
す
る
法
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、

国
際
法
の
否
定
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
国
家
法
と
国
際
法
の
区
別
の
否
定
で
あ
り
、
国
際
法
の
国
家
法
へ
の
還
元
で
あ
る
。
国
家

が
完
全
に
実
現
せ
ら
れ
た
自
由
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
の
な
さ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
法
な
ら
ざ
る
は
な
し
と
い
う
意



味
で
あ
る
。
国
家
が
最
高
の
道
義
態
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
国
家
を
超
越
す
る
道
義
的
な
普
遍
意
志
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
国
家
法
と
次
元
を
異
に
す
る
法
と
し
て
の
国
際
法
と
い
う
も
の
を
認
め
な
い
。
故
に
、
普
通
に
国

際
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
実
は
、
国
家
法
の
一
種
に
外
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
一
つ
の
国
家
か

ら
見
て
の
対
外
関
係
の
法
で
あ
り
、
「
外
的
国
法
」
（das äussere Staatsrecht

）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
内
組
織

に
関
す
る
法
は
、
「
内
的
国
法
」
（das innere Staatsrecht

）
で
あ
る
。
か
く
て
、
国
際
法
と
国
内
法
と
の
区
別
は
、
単
一

の
国
家
法
の
二
つ
の
部
門
に
帰
著
す
る
。
か
く
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う
が
ご
と
く
、
国
際
法
と
国
内
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
国

内
法
優
位
の
単
元
構
成
の
理
論
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
最
も
徹
底
し
た
表
現
を
見
出
し
た
。73005 

　
こ
う
し
た
考
え
方
に
立
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
カ
ン
ト
の
国
際
聯
盟
の
よ
う
な
組
織
の
構
想
に
対
し
て
否
定
的
な
批
判
を
下
し
た
こ

と
は
、
も
と
よ
り
い
う
ま
で
も
な
い
。
国
際
聯
盟
の
よ
う
な
組
織
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
い
づ
れ
の
国
家
の
特
殊
意
志

を
も
拘
束
す
る
法
の
一
般
原
則
が
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
国
家
が
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
間
の
条

約
は
、
各
国
家
が
「
主
権
」
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
守
ら
れ
る
か
守
ら
れ
な
い
か
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
各
国
家
の
特
殊
意
志
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
故
に
、
国
際
関
係
を
規
律
す
る
法
の
原
則
は
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
単
な
る
「
当
為
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
定
法
と
し
て
の
「
效
力
」
の
保
障
を
も
た

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
と
国
家
と
の
間
に
は
、
条
約
に
か
な
っ
た
関
係
が
存
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
が
破
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
国
際
関
係
の
現
実
で
あ
る
。
か
よ
う
な
現
実
の
国
際
関
係
か
ら
生
ず
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
が

正
し
い
か
を
裁
く
と
こ
ろ
の
審
判
官
は
存
在
し
な
い
。
あ
る
の
は
、
た
か
だ
か
そ
の
仲
裁
者
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
、
仲
裁
と

い
う
も
の
も
ま
た
、
仲
裁
者
の
特
殊
意
志
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
偶
然
性
を
し
か
も
ち
得
な
い
。
だ
か
ら
、
国

際
条
約
が
守
ら
れ
る
の
も
、
破
ら
れ
る
の
も
、
紛
争
が
調
停
さ
れ
る
の
も
、
決
裂
す
る
に
い
た
る
の
も
、
す
べ
て
各
国
家
の
特
殊

意
志
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
間
の
合
意
を
基
礎
と
す
る
国
際
聯
盟
も
ま
た
、
い
つ
解
消
さ
れ
る

か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
運
命
を
擔
う
も
の
で
あ
り
、
到
底
永
久
平
和
の
保
障
と
は
な
り
得
な
い
。73006 

　
そ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
は
、
国
家
間
の
紛
争
は
関
係
諸
国
間
の
特
殊
意
志
の
間
の
合
致
が
成
立
し
な
い
か
ぎ
り
、
「
戦

争
」
に
よ
っ
て
決
着
さ
れ
る
外
は
な
い
と
い
う
結
論
が
生
ず
る
。
す
な
は
ち
、
そ
れ
は
戦
争
不
可
避
論
で
あ
る
。73007 



　
し
か
も
、
い
か
に
現
実
が
荒
涼
・
殺
伐
た
る
有
様
に
見
え
よ
う
と
も
、
な
お
か
つ
「
こ
こ
に
薔
薇
が
あ
る
、
こ
こ
で
踊
れ
」

（H
ier ist die Rose, hier tanze.

）
と
い
っ
て
、
現
実
を
ば
絶
対
に
肯
定
・
讃
美
し
よ
う
と
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
国
際
政
治
の

最
も
殺
伐
・
悲
惨
な
面
た
る
戦
争
に
つ
い
て
も
、
単
に
こ
れ
を
不
可
避
と
見
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
経
過
を
楽
観
し
、
そ
の

結
末
を
謳
歌
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
戦
争
は
国
家
と
国
家
と
の
間
の
破
壊
的
な
衝
突
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
は
戦
争
を
通
じ
て
互
に
他
を
承
認
し
合
い
、
互
に
他
と
結
び
つ
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
国
際

法
学
者
は
、
国
家
に
対
す
る
国
際
法
上
の
承
認
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
国
家
の
「
承
認
」

は
言
葉
に
よ
っ
て
表
明
せ
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
カ
ン
ポ
・
フ
ォ
ル
ミ
オ
の
平
和
に
あ
た
っ
て
、
「
フ

ラ
ン
ス
共
和
国
は
承
認
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
、
あ
た
か
も
太
陽
が
承
認
さ
れ
る
必
要
が
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。

か
よ
う
に
、
国
家
は
そ
の
「
存
在
の
強
さ
」
（Die Stärke der Existenz

）
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
。
強
力
な
国
家
と
国
家
と

は
、
そ
の
強
さ
に
お
い
て
互
に
他
を
国
家
と
し
て
承
認
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
が
互
に
相
争
う
戦
争
の
間
に
も
、
国
家
相
互

の
「
承
認
」
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
紐
帯
と
な
っ
て
、
相
た
た
か
う
国
と
国
と
の
間
の
結
合
が
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
「
平
和
」
が

成
立
す
る
。
故
に
、
戦
争
そ
の
も
の
の
中
に
、
戦
争
は
「
過
ぎ
去
り
行
く
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
戦
争
は
不
可
避
で
あ
る
が
、
不
可
避
の
運
命
に
よ
っ
て
勃
発
し
た
戦
争
は
、
や
が
て
、
必
然
の
過
程
を
経
て
平
和
に
立
ち
戻

る
。
か
よ
う
な
戦
争
と
平
和
の
交
替
・
錯
綜
の
間
に
、
強
大
な
国
家
は
隆
昌
し
、
繁
栄
し
、
世
界
精
神
を
擔
っ
て
発
展
す
る
。
し

か
し
、
或
る
期
間
世
界
に
覇
を
唱
え
た
強
国
も
、
や
が
て
ま
た
他
の
強
大
な
新
興
国
家
に
よ
っ
て
圧
倒
せ
ら
れ
、
歴
史
の
先
頭
か

ら
落
伍
し
て
、
衰
退
・
没
落
の
運
命
を
辿
っ
て
行
く
。
東
方
国
家
・
ギ
リ
シ
ャ
国
家
・
ロ
ー
マ
国
家
・
ゲ
ル
マ
ン
国
家
と
い
う
風

に
相
次
ぐ
制
覇
国
家
の
興
亡
の
跡
は
、
そ
れ
ら
の
強
大
国
家
と
い
え
ど
も
「
有
限
」
の
精
神
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
し
か
も
、
さ
よ
う
な
有
限
な
る
特
殊
精
神
の
興
亡
・
隆
替
の
過
程
を
通
じ
て
、
普
遍
的
な
世
界
精
神
が
自
己
を
顕
現
せ

し
め
、
そ
の
最
高
の
権
利
を
行
使
す
る
。
そ
れ
が
、
「
世
界
審
判
」
（W

eltgericht

）
と
し
て
の
「
世
界
史
」

（W
eltgeschichte

）
に
外
な
ら
な
い
。73008 

　
か
よ
う
に
、
戦
争
を
も
理
念
化
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
実
絶
対
肯
定
の
歴
史
哲
学
は
、
世
界
精
神
を
神
と
な
し
、
あ
る

が
ま
ま
の
世
界
史
を
神
の
摂
理
の
顕
現
と
し
て
こ
れ
に
惑
溺
す
る
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
精
神
が
特
定
の
国
家
に



宿
っ
て
こ
れ
を
世
界
最
大
の
強
国
た
ら
し
め
、
世
界
理
性
が
強
大
国
家
に
勝
利
を
与
え
て
こ
れ
を
世
界
史
の
運
載
者
た
ら
し
め
る

と
い
っ
て
も
、
そ
の
筋
書
が
個
人
精
神
の
窺
い
知
り
得
ぬ
彼
岸
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
人
間
の
知
識
が
な
し
得
る
こ
と
は
、

歴
史
の
歩
み
を
後
か
ら
跡
づ
け
て
、
そ
の
起
き
伏
し
を
一
々
理
念
の
な
す
業
と
し
て
随
喜
し
て
行
く
以
外
に
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
哲
学
を
ば
世
界
史
の
黄
昏
に
な
っ
て
は
じ
め
て
飛
び
出
す
と
こ
ろ
の
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
」
で
あ
る
と
な
し

た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
国
際
政
治
の
現
実
は
、
事
前
に
お
け
る
正
邪
・
曲
直
の
批
判
を
全
く
無
意
味
な
こ
と
と
し
て
、
こ

れ
を
無
視
し
、
ひ
た
す
ら
実
力
の
蓄
積
と
利
劍
の
研
磨
と
に
邁
進
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
敵

の
虚
を
衝
い
て
戦
争
を
挑
み
、
い
か
な
る
謀
略
、
い
か
な
る
無
道
を
行
っ
て
も
、
結
果
に
お
い
て
勝
利
を
占
め
さ
え
す
れ
ば
、
そ

の
す
べ
て
が
理
念
の
自
己
実
現
と
し
て
是
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
は
、
人
類
の
世
界
は
飽
く
な
き
実

力
抗
争
の
修
羅
場
と
化
す
る
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
化
さ
れ
た
理
念
主
義
は
、
実
は
絶
対
化
さ
れ
た

現
実
主
義
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。73009 

　
か
か
る
結
論
に
共
鳴
し
、
む
し
ろ
す
す
ん
で
こ
れ
を
主
張
し
、
傲
然
と
し
て
弱
者
を
睥
睨
し
つ
つ
覇
道
を
闊
歩
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
そ
れ
で
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
覇
業
が
中
道
に
し
て
破
れ
、
四
面
楚
歌
を
聞
く
と
き
に
い
た
っ
て
、
な
お

か
つ
か
れ
は
自
己
の
信
念
を
貫
き
通
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
滅
亡
の
悲
運
に
直
面
す
る
に
い
た
っ
た
と
き
、
世
界

史
の
擔
い
手
は
実
は
自
己
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
な
お
か
つ
自
己
を
亡
ぼ
し
つ
つ
あ
る
仇
敵
が
世
界
理
性
に

よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
で
あ
る
こ
と
を
喜
び
と
し
、
そ
の
劔
の
前
に
首
を
さ
し
伸
べ
つ
つ
、
そ
の
仇
敵
の
た
め
に
讃
歌
を
唱
す
る
こ

と
を
厭
わ
な
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
兵
を
動
か
し
て
敵
を
制
圧
す
る
の
は
、
勝
者
に
と
っ
て
も
策
の
下
な
る
も
の
で
あ

る
。
ま
し
て
、
敗
者
の
立
場
は
悲
惨
の
極
で
あ
る
。
殊
に
、
戦
争
の
規
模
と
惨
禍
と
が
幾
何
級
数
的
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
今
日
に

生
れ
し
め
た
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
え
ど
も
そ
の
戦
争
観
を
修
正
す
る
こ
と
を
余
儀
な
か
ら
し
め
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
戦
争
の
さ
中
に
も
国
家
と
国
家
と
を
つ
な
ぐ
紐
帯
が
あ
る
と
い
い
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
内
部
組
織
や
国
民
の
家
庭
生

活
・
私
生
活
は
戦
闘
行
為
の
目
標
に
は
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
か
よ
う
な
言
葉
は
、
こ
の
実
力
主
義
の
哲
学
の
中
か
ら
不
用
意
に

洩
れ
こ
ぼ
れ
た
人
間
的
感
傷
の
点
滴
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時
の
戦
争
が
か
よ
う
な
感
傷
を
許
す
ほ
ど
の
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
更
に
積
極
化
し
て
、
戦
争
の
ロ
マ
ン
ス
を
語
り
、
戦
争
に
際
し
て
発
揮
さ
れ
る
道
義
精
神
を
讃



美
す
る
者
は
、
東
西
を
通
じ
て
そ
の
例
に
乏
し
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
箙
に
梅
を
さ
し
て
駒
を
陣
頭
に
す
す
め
た
頃
の

戦
争
、
フ
ラ
ン
ス
の
騎
士
が
、
「
イ
ギ
リ
ス
人
諸
君
よ
、
ま
づ
射
給
え
」
（M

essieurs les Anglais, tiroz les prem
iers

）

と
叫
ん
だ
頃
の
戦
争
の
話
で
あ
る
。
今
日
の
戦
争
は
、
そ
の
規
模
と
と
も
に
そ
の
性
格
を
も
全
く
変
え
て
し
ま
っ
た
。
ラ
ア
ド
ブ

ル
ッ
フ
の
い
う
通
り
。
近
代
戦
は
も
は
や
戦
争
の
エ
ト
ス
と
名
誉
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
争
は
、
そ
れ
自
身
の
論
理

を
追
い
つ
つ
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
条
件
に
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
害
悪
と
化
し
つ
つ
あ
る
。
理
由
の
如
何
を
問

わ
ず
、
戦
争
は
何
と
し
て
も
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
が
痛
感
さ
れ
、
既
往
や
現
状
に
対
す
る
批
判
は
別
と
し

て
、
ま
づ
平
和
の
維
持
に
全
力
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
国
際
政
治
の
絶
対
の
要
求
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ

る
。
こ
の
巨
大
な
現
実
の
動
向
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
現
実
主
義
の
戦
争
観
を
過
去
に
葬
り
去
っ
て
、
現
実
の
中
か
ら
新
た
な
理
念

と
秩
序
と
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
念
と
現
実
の
結
び
つ
き
が
、
正
に
新
た
な
国
際
法
建
設
の
企
画
と
な
っ
て
現
れ

て
来
た
の
で
あ
る
。73010 

　
四
　
国
際
法
秩
序
の
建
設 

　
国
際
社
会
が
こ
れ
ま
で
に
経
て
来
た
歴
史
の
段
階
で
は
、
平
和
は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
政
治
の
理
念

と
、
戦
争
は
避
け
ら
れ
得
な
い
と
い
う
国
際
政
治
の
現
実
と
の
間
に
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
国

際
法
の
発
達
を
妨
げ
る
最
大
の
障
碍
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
は
、
一
面
で
は
理
念
に
つ
か
え
る
も
の
で
あ

る
が
、
他
面
で
は
現
実
を
重
ん
ず
る
も
の
で
あ
る
。
理
念
を
も
た
な
い
法
は
、
法
た
る
資
格
は
な
い
が
、
現
実
に
行
わ
れ
な
い
法

も
、
法
と
し
て
の
機
能
を
営
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
理
念
と
現
実
と
の
間
に
あ
ま
り
に
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
る

と
、
法
は
、
も
は
や
両
者
の
間
に
跨
っ
て
そ
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
法
が
平
和
の
理
念
に

よ
っ
て
国
際
関
係
を
規
律
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
規
律
は
単
に
道
徳
的
な
当
為
と
化
し
て
、
現
実
に
対
す
る
抑
え
が
利
か
な
く

な
る
。
逆
に
、
国
際
関
係
の
現
実
を
尊
重
す
れ
ば
、
結
局
は
戦
争
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
り
、
平
和
の
維
持
と
い
う
目



的
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
国
際
聯
盟
規
約
も
不
戦
条
約
も
、
高
い
平
和
の
理
念
に
つ
か
え
よ
う
と
し
て
、
無
残
に

も
現
実
の
た
め
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。74001 

　
と
こ
ろ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
結
果
は
、
国
際
政
治
の
現
実
を
急
角
度
に
平
和
の
理
念
に
接
近
せ
し
め
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。
そ
の
主
要
な
原
因
は
、
戦
争
の
惨
害
が
人
類
に
与
え
た
教
訓
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
訓
は
、
こ
れ
ま
で
も
戦
争
の
度
に
く

り
か
え
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
人
間
の
平
和
へ
の
熱
望
を
高
め
た
。
し
か
し
、
喉
も
と
過
ぎ
れ
ば
熱
さ
を
忘
れ
る
人
間
は
、
や
が

て
そ
の
教
訓
を
も
亡
失
し
て
、
戦
争
熱
に
駆
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
平
和
思
想
か
ら
戦

雲
重
疉
（
ち
ょ
う
じ
ょ
う
）
の
情
勢
へ
の
転
換
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
場
合
で
あ
る
。
今
後
も
そ
う
し
た
轍
を
ふ
む
こ
と
が
な
い

と
は
、
も
と
よ
り
何
人
も
い
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
し
か
し
、
前
回
と
今
回
と
で
は
戦
争
の
惨
害
の
度
合
い
が
違
う
。
殊
に
、
戦
争

末
期
に
現
れ
た
画
期
的
な
新
兵
器
は
、
恐
ら
く
万
人
の
戦
争
に
対
す
る
観
念
を
一
変
せ
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

戦
争
を
「
政
治
の
手
段
」
と
見
る
こ
と
が
、
現
実
の
問
題
と
し
て
非
常
に
困
難
と
な
っ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
、
い
ま
ま

で
は
戦
争
不
可
避
と
考
え
ら
れ
て
い
た
国
際
政
治
の
現
実
が
、
政
治
の
手
段
と
し
て
武
力
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
政

治
の
理
念
に
接
近
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、
国
際
法
上
の
戦
争
防
止
の
制
度
が
実
效
力
を
発
揮
す
べ
き
地
盤
が
で
き
て

来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
今
度
の
戦
争
は
、
将
来
と
も
に
戦
争
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る

可
能
性
を
も
た
な
い
民
主
主
義
国
家
群
の
勝
利
に
帰
し
、
在
来
の
世
界
秩
序
を
破
る
こ
と
の
利
益
を
狙
っ
た
い
わ
ゆ
る
枢
軸
側
の

完
全
な
敗
北
に
終
っ
た
。
そ
う
し
て
、
戦
後
処
理
の
第
一
の
主
眼
点
は
、
ド
イ
ツ
や
日
本
が
武
装
国
家
と
し
て
再
起
す
る
余
地
を

根
絶
す
る
こ
と
に
置
か
れ
、
そ
の
対
策
は
き
わ
め
て
厳
格
に
実
施
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
方
策
が
著
々
と
し
て
成
功
す
る
な
ら

ば
、
こ
れ
ま
で
世
界
平
和
に
対
し
て
脅
威
を
与
え
て
い
た
最
も
有
力
な
二
つ
の
戦
争
策
源
地
が
な
く
な
る
訳
で
あ
る
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
第
二
の
ド
イ
ツ
、
第
二
の
日
本
が
出
現
す
る
虞
れ
が
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
に
し
て
も
、
国
際
社
会
の
現
状
が
、
永
久

平
和
の
現
実
化
を
図
る
う
え
か
ら
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
格
段
に
よ
い
条
件
を
備
う
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。74002 

　
か
よ
う
に
著
し
い
変
化
を
示
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
国
際
政
治
の
現
実
に
立
脚
し
て
、
い
ま
や
新
た
な
国
際
法
秩
序
建
設
の
努

力
が
真
剣
に
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
努
力
の
中
心
を
な
す
も
の
が
、
ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
会
議
お
よ
び
ヤ
ル
タ
会
議
を



経
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
に
よ
っ
て
最
後
の
決
定
を
見
、
一
九
四
五
年
十
月
二
十
四
日
に
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
「
国
際
連

合
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。74003 

　
国
際
連
合
の
最
も
主
要
な
目
的
は
、
「
国
際
的
平
和
お
よ
び
安
全
を
維
持
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
は
、
平
和
に
対
す
る
脅
威
を
防
止
も
し
く
は
除
去
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
侵
略
そ
の
他
の
平
和
破
壊
行
為
を

鎮
圧
す
る
た
め
の
有
效
な
集
団
的
措
置
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
平
和
を
破
壊
す
る
虞
の
あ
る
国
際
紛
争
を
平
和

的
手
段
に
よ
っ
て
調
整
・
解
決
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
連
合
憲
章
は
そ
の
第
一
条
に
よ
っ
て
、
か
く
の
ご
と
き
国

際
連
合
の
主
要
目
的
を
宣
明
し
、
か
つ
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
調
整
ま
た
は
解
決
は
「
正
義
お
よ
び
国
際
法
の
原
則
」
に
し
た
が
っ

て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
が
国
際
連
合
の
か
か
げ
る
理
念
で
あ
る
。
こ
の
理
念
が
今
日
の
国
際
政
治
の
動

向
を
指
導
し
、
甦
る
平
和
を
希
望
を
も
っ
て
迎
え
つ
つ
あ
る
国
際
社
会
の
現
実
の
上
に
働
き
か
け
て
、
国
際
連
合
組
織
を
中
心
と

す
る
新
た
な
国
際
法
秩
序
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
国
際
法
を
破
る
こ
と
な
く
し
て
国
際
法
を
作
ろ

う
と
す
る
力
で
あ
り
、
国
際
法
を
破
っ
て
国
際
法
を
作
ろ
う
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
企
画
を
封
殺
す
る
力
で
あ
り
、
世
界
史
の
現
段
階

に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
「
国
際
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
。74004 

　
国
際
連
合
は
、
根
本
の
構
想
に
お
い
て
は
、
国
際
聯
盟
の
延
長
で
あ
り
、
発
展
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
連
合
は
、
「
一
切

の
加
盟
国
の
主
権
平
等
の
原
則
に
基
礎
を
置
く
」
も
の
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
十
二
月
二
十
七
日
に
憲
章
の
批
准
を
完
了
し
た
加

盟
国
は
五
十
一
か
国
で
あ
る
が
、
連
合
は
、
こ
れ
ら
の
諸
国
が
い
づ
れ
も
平
等
の
主
権
国
家
で
あ
る
と
い
う
建
前
の
上
に
立
っ
て

い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
連
合
国
の
敵
国
で
あ
っ
た
国
々
も
、
憲
章
の
義
務
を
受
諾
す
る
平
和
愛
好
国

で
あ
る
と
い
う
実
を
示
し
、
安
全
保
障
理
事
会
の
勧
告
に
も
と
づ
い
て
一
般
総
会
が
加
入
を
許
可
す
れ
ば
、
国
際
連
合
に
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
、
世
界
の
す
べ
て
の
国
家
が
平
和
愛
好
国
と
な
っ
て
連
合
に
加
入
し
、
連
合
が
名
実
と
も
に
世
界
連

合
と
な
る
こ
と
が
、
国
際
連
合
機
構
設
置
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
な
っ
た
暁
に
は
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
国
家
が
、

領
土
の
大
小
、
人
口
の
多
少
、
実
力
の
強
弱
に
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
し
く
平
等
の
主
権
国
家
と
し
て
取
り
あ
つ
か
わ
れ
、
そ
の
合

意
を
基
礎
と
し
て
国
際
連
合
が
存
立
し
、
そ
の
平
和
維
持
の
た
め
の
機
能
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
連
合

は
、
文
字
通
り
の
国
際
連
合
で
あ
る
。
国
際
連
合
に
包
摂
せ
ら
れ
る
べ
き
世
界
は
、
今
後
と
い
え
ど
も
国
際
社
会
と
し
て
の
構
造



を
も
つ
。
国
際
連
合
は
、
国
家
の
主
権
を
否
定
も
し
く
は
制
限
す
る
世
界
聯
邦
で
は
な
い
。
政
治
上
の
単
一
体
は
あ
く
ま
で
も
国

家
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
国
家
を
単
位
と
し
て
世
界
の
構
造
を
規
定
し
て
行
こ
う
と
す
る
点
で
は
、
国
際
連
合
は
国
際
聯
盟
と
全

く
同
一
の
線
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
。74005 

　
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
連
合
は
、
も
と
よ
り
決
し
て
単
な
る
国
際
聯
盟
の
復
活
た
る
こ
と
を
以
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。

連
合
は
、
既
に
失
敗
の
生
々
し
い
経
験
を
経
て
い
る
国
際
聯
盟
の
、
単
な
る
旧
套
を
墨
守
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な

い
。
横
田
喜
三
郎
教
授
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
際
「
連
合
は
聯
盟
よ
り
も
は
る
か
に
進
歩
し
た
機
構
で
あ
る
。
聯
盟
の
精
神
を

受
け
つ
ぎ
、
大
体
に
そ
の
線
に
沿
な
が
ら
も
、
は
る
か
に
こ
れ
を
乗
り
こ
え
、
ほ
と
ん
ど
飛
躍
的
な
発
展
を
と
げ
て
い
る
」
の
で

あ
る
。74006 

　
国
際
連
合
が
国
際
聯
盟
に
比
し
て
は
る
か
に
進
歩
し
て
い
る
筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
平
和

保
障
機
構
と
し
て
の
強
力
さ
で
あ
る
。
国
際
聯
盟
も
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
と
い
う
こ
と
に
主
力
を
注
ぎ
、
侵
略
行
為
に
対

し
て
は
経
済
上
・
武
力
上
の
制
裁
を
加
え
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
。
し
か
し
、
聯
盟
の
場
合
に
は
、
戦
争
防
止
の
措
置
に
つ
い

て
の
聯
盟
理
事
会
の
決
定
は
、
単
に
勧
告
と
し
て
の
效
力
を
有
す
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
を
実
行
す
る
か
否
か
は
、
各
聯
盟
国
の

意
志
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
侵
略
行
為
に
対
し
て
聯
盟
が
規
定
す
る
制
裁
は
、
法
的
手
段
と
し
て
は
き
は
め
て
薄

弱
で
あ
り
、
平
和
保
障
の
た
め
に
協
力
す
べ
き
各
国
の
義
務
は
、
事
実
上＜

道
徳
的＞

な
義
務
以
上
に
は
出
で
得
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
戦
争
を
惹
起
す
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
国
家
は
、
侵
略
国
に
対
し
て
必
要
な
制
裁
を
加
え
る
こ
と
を
尻
込
み
す
る

し
、
武
力
に
よ
っ
て
国
際
紛
争
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
国
家
は
、
そ
れ
に
乗
じ
て
傍
若
無
人
の
振
舞
い
を
す
る
可
能
性
が
あ
っ

た
。74007 

　
こ
れ
に
対
し
て
、
国
際
連
合
で
は
、
第
一
に
、
戦
争
防
止
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
安
全
保
障
理
事
会
が
あ
っ

て
、
安
全
保
障
理
事
会
に
よ
る
侵
略
行
為
の
存
否
の
認
定
お
よ
び
戦
争
防
止
の
た
め
の
措
置
の
決
定
は
、
す
べ
て
の
連
合
国
が
こ

れ
を
受
理
し
、
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
第
二
に
、
聯
盟
理
事
会
の
決
定
は
原
則
と
し
て
全

会
一
致
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
聯
盟
と
し
て
は
微
温
的
な
措
置
し
か
採
用
で
き
な
か
っ
た
の
に
反
し
て
、
国
際

連
合
の
安
全
保
障
理
事
会
の
決
定
は
、
多
数
決
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
連
合
と
し
て
は
一
部
の
反
対
を
押
し
切
っ
て



強
力
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
、
第
三
に
、
国
際
連
合
は
、
憲
章
第
三
十
九
条
以
下
に
、
侵
略
行
為
に
対
し

て
発
動
す
べ
き
相
当
に
詳
細
な
制
裁
行
動
の
規
定
を
設
け
、
戦
争
防
止
の
た
め
に
、
す
み
や
か
に
あ
る
程
度
ま
で
組
織
化
さ
れ
た

兵
力
を
行
使
し
得
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
和
を
破
壊
す
べ
き
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
早
期
に
鎮
圧
の

效
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
連
合
の
平
和
保
障
機
能
は
、
聯
盟
に
比
し
て
格
段
の
積
極
性
を
備
え
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
安
全
保
障
理
事
会
が
連
合
の
中
核
と
し
て
相
当
に
優
越
的
な
地
位
を
占
め
、
或
る

程
度
ま
で
国
際
政
府
の
役
割
を
演
じ
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
安
全
保
障
理
事
会
の
決
定
に
も
と
づ
く
制
裁
規

定
の
発
動
が
迅
速
・
的
確
に
行
わ
れ
得
る
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
に
お
い
て
、
国
際
連
合
に
よ
っ
て
組
織
化

さ
れ
た
新
た
な
国
際
法
秩
序
は
、
い
ま
ま
で
に
な
い
法
的
実
效
性
を
具
備
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。74008 

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
界
平
和
の
確
保
と
い
う
大
き
な
目
標
を
目
ざ
し
て
古
来
の
人
々
が
描
い
て
来
た
世
界
組
織
の
構
図
に

は
、
大
別
し
て
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
民
族
国
家
の
枠
を
外
し
て
、
世
界
を
一
つ
の
国
家
に
括
め
上
げ
る
と
い
う

「
世
界
国
家
」
の
構
図
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
民
族
国
家
と
い
う
世
界
構
成
の
単
位
を
動
か
さ
な
い
で
置
い
て
、
多
数
の
国
家

の
連
合
に
よ
っ
て
平
和
維
持
の
組
織
を
作
り
上
げ
て
行
こ
う
と
す
る
、
広
い
意
味
で
の
「
国
際
聯
盟
」
の
構
図
で
あ
る
。
世
界
の

秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
が
至
難
で
あ
る
根
本
の
理
由
が
、
国
際
社
会
に
は
統
一
的
な
政
府
が
な
い
と
い
う
点
に
存
す
る
以
上
、
第

一
の
構
図
の
方
が
、
平
和
の
基
礎
を
確
立
す
る
思
い
切
っ
た
方
法
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
国
家
と
い
う

政
治
単
位
の
存
在
を
尊
重
す
る
こ
と
が
、
現
実
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
必
要
条
件
で
あ
る
か
ぎ
り
、
実
際
問
題
と
し
て
は
第
二
の
構

図
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
構
想
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
聯
盟
も

そ
う
で
あ
っ
た
し
、
今
度
の
国
際
連
合
も
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
第
二
の
構
図
の
重
大
な
欠
点
は
、
各
国
家
の
分
立
性
が
強

す
ぎ
て
、
政
治
上
の
有
效
な
統
制
中
枢
を
缺
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
故
に
、
国
際
連
合
の
今
後
の
活
動
の
成
否
は
、
か

か
っ
て
そ
の
中
核
体
た
る
安
全
保
障
理
事
会
の
決
定
が
、
国
際
政
治
の
上
に
ど
れ
だ
け
物
を
い
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
第
二
の
構
図
を
現
実
化
し
た
場
合
に
そ
の
弱
体
化
を
招
く
根
本
の
理
由
は
、
平
和
を
破
壊
す
る

行
為
に
対
し
て
断
乎
た
る
制
裁
を
行
い
得
な
い
点
に
存
し
た
。
平
和
を
破
壊
す
る
行
動
に
対
し
て
断
乎
と
し
て
制
裁
権
を
発
動
せ



し
む
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
全
面
的
な
戦
争
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
危
険
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
覚
悟

を
以
て
臨
ま
な
け
れ
ば
、
国
際
社
会
の
現
実
に
立
脚
し
て
平
和
の
基
礎
を
固
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
国
際
社
会
の
秩
序

は
、＜
法
秩
序＞

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
、
法
秩
序
は
、
秩
序
の
撹
乱
者
に
対
し
て
有
效
な
強
制
を
行
う
の
で
な
け
れ

ば
、
守
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
秩
序
の
擁
護
者
の
側
に
、
有
效
な
強
制
を
行
い
得
る
だ
け
の
、
強
大
な
武

力
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
は
、
永
久
平
和
の
た
め
の
予
備
条
項
の
一
つ
に
、
常
備
軍
の
撤
廃
と
い
う
こ
と
を

数
え
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
問
題
を
解
決
す
る
道
を
、
法
が
そ
れ
に
沿
う
て
発
達
す
べ
き
線
と
は
逆
の
方
向
に
選
ぼ
う
と
し

た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
平
和
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
少
数
の
国
家
が
一
般
の
国
家
の
水
準

か
ら
は
る
か
に
隔
絶
す
る
軍
備
を
保
有
す
る
こ
と
が
、
絶
対
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
武
力
が
、
国
際
法
秩
序
を
有
效

に
ー
ー
し
か
も
正
し
く
ー
ー
裏
打
ち
す
る
強
制
力
と
し
て
意
味
を
も
つ
場
合
に
の
み
、
国
際
社
会
は
そ
の
固
有
の
実
体
的
な
法
を

備
え
得
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
国
際
社
会
は
何
は
と
も
あ
れ
平
和
と
秩
序
と
を
維
持
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理

念
は
、
国
際
強
制
力
の
擔
当
者
た
る
少
数
の
国
家
相
互
の
間
に
致
命
的
な
衝
突
が
起
こ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
応
現

実
化
さ
れ
得
た
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。74009 

　
国
際
連
合
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
国
際
社
会
の
構
成
は
、
国
内
社
会
の
組
織
原
理
た
る
「
民
主
主
義
」
と

同
じ
精
神
に
立
脚
し
て
い
る
。
国
内
社
会
の
組
織
原
理
と
し
て
の
民
主
主
義
は
、
す
べ
て
の
「
個
人
」
の＜

法
の
前
の
平
等＞

と

い
う
観
念
か
ら
出
発
す
る
。
個
人
に
は
、
年
齢
の
老
若
、
男
女
の
性
別
、
人
種
の
相
違
、
才
能
の
大
小
な
ど
に
よ
っ
て
実
際
に
は

色
々
な
差
等
が
あ
る
が
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
が
人
間
と
し
て
法
の
前
に
平
等
に
取
り
あ
つ
か
わ
れ
る
と
い
う

の
が
、
民
主
主
義
の
原
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
か
ら
い
う
と
、
す
べ
て
の
個
人
が
社
会
的
に
全
く
平
等
の
立
場
に
立
っ
て
、

い
わ
ば
団
栗
の
背
比
べ
の
よ
う
に
、
互
に
権
利
を
主
張
し
、
利
益
を
争
っ
て
だ
け
い
た
の
で
は
、
共
同
生
活
の
秩
序
は
保
た
れ
な

い
。
そ
こ
で
、
優
れ
た
知
能
と
才
腕
と
を
も
つ
人
々
が
選
ば
れ
て＜

国
民
の
代
表
者＞

と
な
り
、
法
を
作
り
、
政
治
の
命
令
を
発

し
、
法
に
よ
っ
て
争
い
を
裁
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
来
る
。
そ
う
い
う
風
に
、
個
人
の
平
等
と
権
力
に
よ
る
統
制
と
を
矛
盾
な

く
組
み
合
わ
せ
て
い
る
の
が
、
民
主
主
義
の
政
治
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
国
際
社
会
も
ま
た
、
す
べ
て
の
「
国
家
」

の＜

国
際
法
の
前
で
の
平
等＞

と
い
う
原
則
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
国
家
に
は
人
口
の
多
少
、
領
土
の
広
狭
、
実
力
の
大
小
な
ど



に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
差
等
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
国
家
が
主
権
国
家
と
し
て
平
等
の
権

利
を
も
つ
と
い
う
の
が
、
国
際
法
の
建
前
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
国
際
社
会
の
平
和
と
秩
序
は
維
持
で
き
な
い
。
そ

こ
で
、
卓
越
し
た
実
力
を
有
す
る
国
家
が
、
い
わ
ば＜

国
際
社
会
の
代
表
者＞

と
い
う
形
で
国
際
法
の
執
行
に
あ
た
る
と
い
う
こ

と
が
、
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
国
際
民
主
主
義
」
の
原
理
で
あ
る
。
こ
の
原
理
が
円
滑
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
一
部
の
国
家
だ
け
が
強
大
な
経
済
力
と
軍
備
を
も
っ
て
国
際
法
秩
序
の
維
持
に
あ
た
っ
て
も
、
国
家
平
等
の
原
則
と
は
何

ら
矛
盾
し
な
い
と
考
え
ら
れ
得
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
中
小
の
国
家
ま
で
が
、
国
内
治
安
の
維
持
に
必
要
な
程

度
を
は
る
か
に
越
え
た
武
力
を
備
え
な
け
れ
ば
、
国
防
上
不
安
で
あ
る
し
、
国
家
と
し
て
の
体
面
を
保
て
な
い
と
い
う
よ
う
な
考

え
方
は
、
そ
の
根
拠
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
国
々
は
、
国
防
の
た
め
の
き
わ
め
て
無
理
な
、
し
か
も
実
際
に
は

ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
負
擔
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
特
色
を
生
か
し
て
、
世
界
経
済
の
一
環
を
擔
当
し
、
世
界
文
化

の
発
達
に
寄
与
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
国
際
民
主
主
義
の
原
則
を
思
い
切
っ
て
確
立
す
る
こ
と
が
、

現
段
階
に
お
け
る
国
際
法
秩
序
建
設
の
最
も
賢
明
な
方
針
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。74010 

　
五
　
国
際
正
義
と
世
界
経
済 

　
国
際
政
治
の
理
念
は
国
際
社
会
の
平
和
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
戦
争
の
防
止
で
あ
る
。
秩
序
の
比
較
的
に
保
た
れ
易
い
国

内
社
会
に
と
っ
て
も
、
平
和
と
い
う
こ
と
、
秩
序
の
安
定
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
き
わ
め
て
重
要
な
理
念
で
あ
る
。
し
か

し
、
国
家
の
内
部
で
は
、
単
に
秩
序
が
保
た
れ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
秩
序
が
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
の

方
が
、
一
層
重
要
な
問
題
と
な
る
。
正
義
は
、
単
な
る
秩
序
の
安
定
で
な
く
て
、
公
正
な
配
分
に
も
と
づ
く
秩
序
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
正
な
配
分
関
係
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
安
定
し
て
い
る
秩
序
の
変
革
を
行
う
こ
と

も
や
む
を
得
な
い
、
と
い
う
議
論
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
際
社
会
で
は
、
配
分
の
公
正
と
い
う
こ
と
を
い

い
出
す
と
、
き
り
が
な
い
。
領
土
の
広
狭
、
資
源
の
賦
存
、
植
民
地
の
多
少
、
等
、
す
べ
て
の
現
状
を
不
公
正
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
変
革
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
最
も
有
力
な
戦
争
の
原
因
と
な
る
。
だ
か
ら
、
国
際
法
と
し
て
は
、
ま
づ
諸
国
家
の
関



係
の
現
状
を
そ
の
ま
ま
と
し
て
、
そ
の
上
に
何
は
と
も
あ
れ
秩
序
を
安
定
せ
し
め
、
平
和
を
築
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
先
決

問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
国
際
連
合
が
そ
の
憲
章
の
中
に
何
ら
現
状
の
変
更
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
学
者
の

不
満
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
状
変
更
の
可
能
性
を
正
式
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
紛
糾
を
か
も
す
よ
り
も
、
現
状
を
そ
の

ま
ま
に
し
て
置
い
て
、
平
和
の
確
立
に
全
力
を
注
ぐ
方
が
急
務
で
あ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
考
慮
が
そ
こ
に
働
い
て
い

る
と
す
る
な
ら
ば
、
国
際
法
の
過
去
の
受
難
史
に
鑑
み
て
、
そ
の
態
度
に
も
充
分
な
理
由
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

75001 

　
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
社
会
に
と
っ
て
い
か
に
平
和
と
秩
序
が
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
理
念
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
な
る
が

故
に
国
際
関
係
の
配
分
が
不
公
正
で
あ
っ
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
正
義
は
、
国
内
社
会
の
理
念
で
あ
る
と
同
時

に
、
国
際
社
会
の
理
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
平
等
の
原
則
、
各
人
に
か
れ
の
も
の
を
と
い
う
要
求
は
、
世
界
に
あ
ま
ね
か
る
べ

き
配
分
の
原
理
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ン
タ
ム
（Bentham

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
た
め
に
の
み
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を

実
現
す
べ
き
こ
と
を
法
や
政
治
に
要
求
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
ド
イ
ツ
人
だ
け
が
人
間
の
人
間
ら
し
い
生
活
を

保
障
さ
れ
、
仰
い
で
文
化
の
蒼
空
を
眺
め
見
る
余
裕
を
も
つ
こ
と
を
、
理
性
的
な
共
同
生
活
関
係
と
な
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
ル
ソ
ー
は
、
公
共
の
福
祉
を
達
成
す
る
こ
と
を
国
家
の
任
務
と
な
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
理
念
も
ま
た
、
こ
れ
を
地
域
的

に
達
成
す
る
の
は
国
家
の
任
務
で
あ
っ
て
も
、
理
念
そ
の
も
の
と
し
て
は
普
遍
人
類
的
な
意
味
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
い
う

を
俟
た
な
い
。
国
際
正
義
は
、
世
界
人
類
の
公
共
の
福
祉
を
内
容
と
す
る
理
念
で
あ
る
。
こ
の
理
念
を
ば
、
法
を
破
る
こ
と
な

く
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
更
に
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
平
和
お
よ
び
秩
序
の
理
念
と
調
和
さ
せ
つ
つ

実
現
し
て
行
く
の
が
、
国
際
政
治
の
矩
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
真
の
意
味
で
「
国
際
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
で
あ
る
。
今
日
の

国
際
政
治
の
現
実
は
、
平
和
お
よ
び
秩
序
の
理
念
に
は
、
い
ま
ま
で
の
歴
史
に
そ
の
比
を
見
な
い
距
離
に
ま
で
接
近
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の＜

真
の
意
味
で
の
国
際
法
の
究
極
に
在
る
も
の＞

と
の
間
に
は
、
な
お
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な

い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。75002 

　
故
に
、
国
際
政
治
の
理
念
を
「
国
際
正
義
」
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
国
際
正
義
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
面
か
ら
見
た
国
際
正
義
は
、
世
界
普
遍
の
配
分
の
公
正
で
あ
り
、
人
類
全
体
の
公
共
の
福
祉
で
あ
る
。
こ
れ
を
狭
い
意
味



で
の
国
際
正
義
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
広
い
意
味
で
の
国
際
正
義
は
、
こ
れ
と
異
な
る
第
二
の
面
を

も
含
む
。
第
二
の
面
か
ら
見
た
国
際
正
義
は
、
国
際
社
会
の
平
和
で
あ
り
、
国
際
法
秩
序
の
安
定
で
あ
る
。75003 

　
と
こ
ろ
で
、
国
際
正
義
の
こ
の
両
面
は
、
ヤ
ヌ
ス
の
顔
の
よ
う
に
、
互
に
矛
盾
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
平
和

を
維
持
す
る
に
は
現
状
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
状
を
尊
重
す
れ
ば
、
配
分
の
公
正
は
望
ま
れ
な
い
。
故

に
、
配
分
の
公
正
を
図
る
に
は
現
状
を
打
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
状
の
配
分
関
係
を
動
か
そ
う
と
す
れ
ば
、

必
ず
国
際
紛
争
が
起
こ
る
。
国
際
紛
争
の
微
温
的
な
解
決
な
ら
ば
、
平
和
の
手
段
に
よ
っ
て
も
な
し
得
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
双

方
の
言
い
分
を
飽
く
ま
で
も
通
す
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
戦
争
は
ほ
と
ん
ど
不
可
避
で
あ
る
。
か
く
て
、
平
和
の
理
念
は
蹂
躙

さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
公
正
の
配
分
を
断
念
し
て
現
状
の
秩
序
を
安
定
せ
し
め
る
か
、
現
状
を
打
破
し
て
新
た
な
配
分
関
係
を
確

立
す
る
か
は
、
一
般
の
法
の
当
面
す
る
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
の
深
刻
な
る
こ
と
、
国
際
社
会
の
示
す
そ

れ
の
ご
と
き
は
な
い
。
諸
国
家
分
立
の
現
状
を
そ
の
ま
ま
と
し
て
、
そ
の
上
に
永
久
平
和
の
構
図
を
描
い
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ

る
。
実
力
を
以
て
現
状
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
国
家
の
「
自
由
」
を
認
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
戦
争
の
不
可
避
を
論
じ
た
の
は

ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
両
者
の
対
立
は
永
遠
の
矛
盾
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
悩
み
ぬ
い
た
国
際
政
治
が
、
国
際
配

分
関
係
の
是
正
と
い
う
問
題
を
一
ま
づ
棚
の
上
に
片
づ
け
て
、
専
ら
平
和
の
確
保
と
い
う
理
念
の
現
実
化
に
ー
ー
大
体
と
し
て

は
、
カ
ン
ト
の
描
い
た
構
図
の
線
に
沿
っ
て
ー
ー
徹
底
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
概
観
し
た
通
り
で
あ
る
。

75004 

　
こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
上
の
配
分
の
公
正
と
い
う
こ
と
を
主
眼
と
し
つ
つ
、
こ
れ
に
平
和
の
理
念
を
結
び
つ
け
て
世
界
と
国
家

と
の
関
係
を
論
じ
た
学
者
も
、
そ
の
例
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
を
し
て
永
久
平
和
の
理
念
を
代
弁
せ
し
め
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を

し
て
国
際
政
治
の
現
実
を
分
析
せ
し
め
た
因
縁
か
ら
、
更
に
こ
の
種
の
学
説
を
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
の
中
に
求
め
る
な
ら
ば
、
そ

の
代
表
者
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
封
鎖
商
業
国
家
論
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
封
鎖

商
業
国
家
理
論
と
結
び
つ
い
た
永
久
平
和
論
は
、
今
日
の
社
会
経
済
の
発
展
段
階
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
し
、
こ
れ
を
形
を
変
え
て

現
実
化
し
よ
う
と
試
み
る
と
き
は
、
恆
久
の
平
和
に
い
た
る
道
程
と
し
て
戦
争
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
虞

れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
何
は
と
も
わ
れ
平
和
の
確
保
を
と
い
う
現
代
の
国
際
政
治
の
理
念
か
ら
見
れ
ば
、
排
斥
さ



る
べ
き
危
険
思
想
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
社
会
正
義
と
経
済
と
を
牽
聯
せ
し
め
た
そ
の
構
想
は
、
今
後
の
国
際
政
治
の

指
標
を
省
察
す
る
上
か
ら
い
っ
て
、
な
お
か
つ
一
応
の
検
討
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。75005 

　
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
人
間
は
人
間
ら
し
く
生
活
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
念
を
実
現
す
る
こ
と
を
ば
、
国
家
の
第
一
の
任
務
と
考
え

た
。
そ
う
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
文
化
哲
学
的
な
国
家
社
会
主
義
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
人

間
は
す
べ
て
文
化
の
蒼
空
を
仰
い
で
心
の
教
養
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ま
づ
国
民
全
体
の
経
済
生
活
の
安

定
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
民
す
べ
て
に
対
し
て
正
し
い
人
間
生
活
を
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
「
理
性
国
家
」

（Vernunftstaat

）
は
、
経
済
上
の
生
産
・
加
工
・
配
給
を
全
面
的
に
統
制
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
仕
事
の
第
一

は
、
人
口
総
数
に
応
じ
て
い
か
な
る
物
資
を
ど
れ
だ
け＜

生
産＞

す
る
必
要
が
あ
る
か
を
正
確
に
計
量
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

計
算
に
も
と
づ
い
て
、
国
民
の
中
の
ど
れ
だ
け
が
生
活
資
源
の
生
産
に
従
事
す
べ
き
か
が
割
り
出
さ
れ
る
。
次
に
、
生
産
さ
れ
た

原
料
を＜

加
工＞

す
る
技
術
家
の
必
要
数
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
最
後
に
、
物
資
の
円
滑
な
流
通
を
図
る

た
め
に
、
全
人
口
の
或
る
割
合
が＜

配
給＞
の
仕
事
、
す
な
わ
ち
商
業
に
ふ
り
あ
て
ら
れ
る
。
か
く
て
、
国
民
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ

一
定
数
の
生
産
者
・
技
術
家
・
商
人
が
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
職
能
的
に
分
化
し
た
三
つ
の
階
級
が
、
す
べ
て
そ
の

任
務
を
忠
実
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
す
べ
て
に
行
き
わ
た
る
だ
け
の
財
貨
が
生
産
・
配
給
さ
れ
、
理
性
国
家
の
経

済
的
基
礎
が
確
立
さ
れ
る
。
な
お
、
そ
の
他
に
、
行
政
機
能
を
分
掌
す
る
官
吏
、
教
育
の
任
務
に
た
づ
さ
わ
る
教
育
者
、
国
民
の

仰
ぐ
べ
き
文
化
の
蒼
空
を
築
く
学
者
・
芸
術
家
、
等
の
職
能
が
わ
か
れ
る
訳
で
あ
り
、
そ
う
し
た
非
生
産
的
な
仕
事
に
あ
た
る
人
々

の
生
活
保
障
も
計
算
に
入
れ
て
、
国
家
の
計
画
経
済
が
運
営
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。75006 

　
さ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
理
性
国
家
は
、
か
よ
う
に
、
国
民
経
済
の
各
分
野
を
全
面
的
に
計
画
・
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
需
給

関
係
の
完
全
な
均
衡
状
態
に
達
す
る
。
こ
の
均
衡
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
国
民
の
福
祉
が
全
体
と
し
て
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
国
民
が
自
由
経
済
社
会
に
お
け
る
が
ご
と
く
に
、
各
自
の
利
害
の
打
算
に
よ
っ
て
み
だ
り
に
職
業
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
こ

こ
で
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
需
給
の
関
係
の
均
衡
を
保
ち
、
国
民
生
活
を
全
体
的
に
安
定
せ
し
め
る
た
め
の

根
本
条
件
は
、
か
か
る
安
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
だ
け
の
資
源
を
国
内
に
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
自
然
の

条
件
を
備
え
て
お
ら
な
い
国
家
は
、
理
性
国
家
と
し
て
存
立
す
る
資
格
を
缺
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
理
性
国
家



建
設
の
た
め
に
必
要
な
二
つ
の
条
件
を
か
か
げ
る
。
第
一
に
、
国
家
は
、
国
民
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
物
資
を
生
産
し

得
る
だ
け
の
、
広
い
領
土
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
わ
ゆ
る
「
国
家
の
自
然
的
限
界
」
（die 

natürlichen Grenzen des Staates

）
で
あ
る
。
次
に
、
第
二
に
、
理
性
国
家
の
内
部
関
係
が
確
実
な
均
衡
状
態
を
保
ち
得

る
た
め
に
は
、
外
国
と
の
自
由
貿
易
を
封
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
商
人
各
自
の
採
算
と
利
益
を
以
て
す
る
自
由

貿
易
を
許
す
と
、
国
民
生
活
の
た
め
に
必
要
な
物
資
が
外
国
に
流
出
し
、
全
体
の
福
祉
の
た
め
に
不
必
要
な
財
貨
が
国
内
に
過
剰

に
流
れ
込
み
、
理
性
国
家
の
根
底
を
な
す
需
給
の
均
衡
関
係
を
か
き
み
だ
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
理
性
国

家
の
本
質
を
ば
「
封
鎖
商
業
国
家
」
（der geschlossene H
andelsstaat

）
と
し
て
規
定
す
る
。
も
っ
と
も
、
い
か
に
広
大

な
領
土
を
も
つ
国
家
で
も
、
気
候
や
地
味
や
地
質
の
制
約
を
受
け
る
関
係
上
、
完
全
な
自
給
自
足
経
済
を
営
む
こ
と
は
で
き
な
い

場
合
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
間
の
物
資
の
交
換
は
、
或
る
程
度
ま
で
避
け
得
な
い
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
そ
う
い
う
場

合
に
も
、
か
よ
う
な
国
際
交
換
経
済
は
あ
く
ま
で
も
政
府
の
統
制
の
下
に
、
し
か
も
「
金
」
を
媒
介
と
し
な
い
バ
ー
タ
ー
制
に
よ
っ

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
ず
る
。75007 

　
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
か
く
の
ご
と
き
封
鎖
商
業
国
家
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
は
、
国
内
生
活
に
お
い
て
配
分
の
公
正

を
保
ち
、
す
べ
て
の
国
民
に
人
間
ら
し
い
生
活
を
保
障
す
る
所
以
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
、
国
際
平
和
を
維
持
す
る
た
め

の
不
可
缺
の
条
件
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
外
国
に
対
し
て
商
業
上
の
利
益
を
拡
大
し
て
行
こ
う
と
す
る
経
済
政
策
は
、
そ
の
外

国
に
不
断
の
脅
威
を
与
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
一
の
市
場
ま
た
は
同
一
の
資
源
地
帯
に
対
す
る
利
権
の
争
奪
が
、
し
ば
し
ば
国

家
の
間
の
戦
争
を
ひ
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
封
鎖
商
業
国
家
は
、
自
国
の
自
然
的
限
界
を
乗
り
越
え
て
領
土

を
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら
も
利
益
も
関
心
も
も
た
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
封
鎖
商
業
国
家
の
根
本
組
織
は
、
与

え
ら
れ
た
自
然
的
限
界
を
基
礎
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
限
界
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
国
家
内
部
の
経
済
的

均
衡
の
関
係
を
破
る
と
い
う
結
果
し
か
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
世
界
の
諸
国
家
が
す
べ
て
封
鎖

商
業
国
家
と
し
て
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
を
ば
、
「
永
久
平
和
」
へ
の
道
で
あ
る
と
見
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
か
れ
は
、
人
類
の
全

体
に
対
す
る
配
分
の
公
正
を
図
る
と
い
う
理
念
と
、
世
界
永
遠
の
平
和
の
保
障
を
確
立
す
る
と
い
う
理
念
と
を
、
こ
の
方
法
に

よ
っ
て
併
せ
て
実
現
し
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。75008 



　
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
構
想
は
、
誠
に
哲
学
者
の
構
想
ら
し
い
卓
抜
さ
を
備
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
構
想
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
時
代

な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
今
日
の
国
際
社
会
に
は
、
も
は
や
こ
れ
を
あ
て
は
め
て
考
慮
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
欠
点
を
包
蔵
し
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
国
家
が
そ
の
国
内
経
済
を
封
鎖
し
、
国
民
生
活
の
合
理
的
な
均
衡
を
維
持
し
得
る
た
め
に

は
、
一
定
の
自
然
的
限
界
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
国
家
が
封
鎖
商
業
国
家
と
な
る
こ

と
を
永
久
平
和
の
条
件
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
構
想
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ま
づ
、
自
然
的
限
界
に
達
し
な
い
小
国
家
を
整
理
・

統
合
し
て
す
べ
て
の
国
家
の
大
き
さ
を
或
る
程
度
ま
で
揃
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
来
る
。
こ
れ
は
、
も
と
よ
り
実
行
不
可
能

な
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
無
理
に
実
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
戦
争
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。75009 

　
し
か
る
に
、
最
近
の
国
際
政
治
の
動
向
の
中
に
は
、
か
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
構
想
を
ば
、
そ
の
ま
ま
の
形
に
お
い
て
で
は
な

く
、
や
や
変
わ
っ
た
形
態
と
規
模
と
を
以
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
企
画
が
現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
一
国
単
位
の
自

給
自
足
経
済
を
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
多
角
化
し
た
社
会
経
済
に
は
む
か
な
い
理
論
で
あ
る
。
い
か
に
広
大

な
領
土
を
有
す
る
国
家
で
も
、
完
全
な
自
給
自
足
の
状
態
の
下
に
経
済
上
の
需
給
の
均
衡
を
保
た
し
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
な
一
国
単
位
の
自
給
自
足
経
済
で
は
な
く
、
数
国
家
を
併
せ
含
む
地
域
的
な
国
家
連
合
を
作
り
、

一
つ
の
指
導
国
家
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
内
部
で
の
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
（autarky

：
自
給
自
足
経
済
）
を
確
立
し
、
他
の
地
域
か
ら

の
干
渉
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
「
新
秩
序
」
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
企
て
が
現
れ
て
来
た
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
（Carl Schm

itt

）
の
「
広
域
秩
序
」
（Grossraum

ordnung

）
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
り
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
制
覇
主
義
が
そ
れ
で
あ
り
、
日
本
の
大
ア
ジ
ア
主
義
の
狙
い
も
ま
た
そ
こ
に
存
し
た
。
そ
う
し
て
、
正
に
そ
れ
が
第
二
次
世
界

大
戦
勃
発
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
覆
轍
を
く
り
か
え
す
危
険
が
あ
る
以
上
、
ふ
た
た
び
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
な
考
え
方

に
近
づ
く
こ
と
は
、
国
際
政
治
に
と
っ
て
の
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
タ
ブ
ー
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。75010 

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
和
の
手
段
に
よ
っ
て
世
界
人
類
の
あ
ま
ね
き
配
分
の
公
正
を
図
る
と
い
う
こ
と

は
、
国
際
正
義
の
永
遠
の
理
念
で
あ
る
。
今
後
こ
の
理
念
に
接
近
し
て
行
く
道
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
考
え
た
よ
う
な
一
国
単
位
の
統

制
経
済
に
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
や
日
本
が
企
て
た
よ
う
な
広
域
経
済
圏
の
建
設
で
も
な
く
、
世
界
全
体
を
統
合
す
る
最
も
大
規
模

な
包
括
計
画
経
済
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
世
界
経
済
の
指
導
中
枢
を
設
け
、
す
べ
て
の
国
家
間
の
生
産
や



配
給
の
計
画
を
鳥
瞰
的
に
樹
立
し
、
平
和
を
愛
好
す
る
国
際
連
合
の
加
盟
国
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
計
画
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分

に
応
じ
た
経
済
活
動
を
営
む
と
い
う
構
図
が
、
最
も
多
く
の
現
実
化
の
可
能
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
そ
れ
に
よ
っ
て
、
弱

小
国
家
の
国
民
生
活
も
ひ
と
し
く
人
間
の
人
間
ら
し
い
生
活
の
水
準
に
近
づ
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
国
際
関
係
の
現

状
の
変
更
と
い
う
問
題
は
い
ま
ま
で
の
よ
う
な
深
刻
さ
を
も
た
な
く
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
一
つ
一
つ

の
国
家
が
広
い
領
土
と
豊
富
な
資
源
と
を
も
た
な
い
で
は
、
そ
の
国
民
の
公
共
の
福
祉
を
図
り
得
な
い
、
と
い
う
公
式
を
無
用
の

も
の
た
ら
し
め
な
い
か
ぎ
り
、
現
状
の
変
更
へ
の
要
求
は
そ
の
あ
と
を
断
た
な
い
で
あ
ろ
う
。75011 

　
か
よ
う
な
構
図
を
描
く
こ
と
は
、
政
治
上
の
単
一
体
と
し
て
の
国
家
の
枠
ま
で
も
外
そ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
世
界
国
家
論
や

世
界
連
邦
論
に
帰
著
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
経
済
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
普
遍
化
す
る
強
い
必
然
性
を
有
す
る
。
だ
か

ら
、
こ
れ
を
無
理
に
阻
止
し
よ
う
と
す
る
代
わ
り
に
、
む
し
ろ
そ
の
傾
向
を
促
進
し
て
、
国
境
を
越
え
た
世
界
経
済
に
進
展
せ
し

む
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
は
、
国
民
生
活
の
特
殊
性
を
重
ん
ず
る
関
係
上
、
国
家
と
い
う
単
位
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
政
治
は
、
各
国
家
を
法
の
前
に
平
等
な
主
権
国
家
と
し
て
取
り
あ
つ
か
う
と
い
う
国
際
民
主
主
義

の
建
前
を
堅
持
す
る
の
が
、
自
然
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
各
国
家
の
政
治
上
の
主
権
制
が
世
界
経
済
の
円
滑
な
運
行
を
妨
げ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
特
定
の
大
国
家
の
経
済
上
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の

国
家
の
経
済
上
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
は
、
与
え
ら
れ
た
条
件
の
下
に
で
き
る
だ
け
世
界
全
体
の
配
分
の
公
正
を
図
る
と
い
う
最
も
大

き
な
責
任
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
規
模
の
大
小
、
実
力
の
強
弱
を
問
わ
ず
、
お
の
お
の
の
国
家
が
そ
の

特
殊
の
伝
統
と
民
族
性
と
を
生
か
し
て
、
千
紫
万
紅
の
文
化
の
花
を
平
和
の
園
に
咲
か
せ
得
る
よ
う
に
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
国
際
関
係
の
ス
テ
ー
タ
ス
・
ク
オ
ー
は
、
何
と
し
て
も
不
合
理
な
歴
史
上
の
由
来
を
も
つ
。
そ
の
ス
テ
ー
タ
ス
・
ク
オ
ー

を
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
ま
ま
に
尊
重
し
つ
つ
、
し
か
も
国
際
社
会
の
秩
序
を
正
義
の
線
に
沿
っ
て
維
持
し
て
行
く
た
め

に
は
、
国
家
を
単
位
と
す
る＜

国
際
政
治＞

と
国
境
を
越
え
た＜

世
界
経
済＞
と
の
調
和
を
図
る
外
に
、
考
え
得
る
適
策
は
な
い

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。75012 
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