
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
　
　
く

一　
　
ノ

1
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
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八

田

生

雄

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
政
治
の
問
題
を
、
か
れ
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
か
か
わ
り
あ
い
方
の
特
有
さ
か
ら
解
明
し
ょ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
文
、
と
く
に
『
新
秩
序
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
と
政
府
』
を
分
析
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的

主
張
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
主
義
体
制
の
樹
立
に
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
た
。
つ
い
で
、
主
と
し
て
モ
ム
ゼ
ン
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲

法
起
草
会
議
で
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
発
言
か
ら
、
か
れ
が
一
方
で
従
来
の
主
張
n
議
会
主
義
論
を
再
説
し
な
が
ら
、
他
方
で
議
会
に
対
抗
す
る
人
民
投
票
的

火
統
領
制
を
要
求
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
い
う
事
実
に
示
さ
れ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
政
治
思
想
の
展
開
を
、
わ
た
く
し
は
大
衆
民
主
主
義
論
的
認

識
を
含
む
か
れ
の
政
治
栓
会
学
と
、
か
れ
自
身
の
自
由
主
義
的
価
値
理
念
の
相
剋
か
ら
理
解
し
よ
う
と
試
み
、
そ
こ
に
ヴ
ニ
ー
バ
！
政
治
思
想
の
一
つ
の

問
題
性
が
あ
る
と
考
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
一
巻
五
号
　
［
九
六
八
年
九
月

序

　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
非
常
に
政
治
的
な
人
間
だ
っ
た
。
あ

る
時
は
政
治
学
者
と
し
て
、
あ
る
時
は
時
務
的
政
論
家
と
し
て
、
そ

し
て
ド
イ
ツ
が
敗
戦
と
革
命
に
よ
り
国
家
存
亡
の
危
機
に
面
し
た
時

に
は
救
国
の
政
治
家
と
し
て
、
時
人
の
目
に
は
映
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
史
の
う
え
で
、
か
れ
の
こ
の
よ
う

な
政
治
的
側
面
に
と
く
に
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
比
較
的
に
近
年
の
こ
と
に
属
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
理
由
を
い
ち
い
ち
尋
ね
る
余
裕
は
今
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ヴ
ェ

ー
バ
i
死
後
の
ド
イ
ツ
の
政
治
的
運
命
が
、
あ
ら
た
め
て
か
れ
の
政

治
的
側
面
に
関
心
を
向
け
さ
せ
た
こ
と
だ
け
は
、
否
定
し
え
な
い
事

実
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
ヴ
ェ
ー
バ
i
研
究
の
噛
矢
が

ナ
チ
ス
政
権
の
出
現
後
イ
ギ
リ
ス
へ
亡
命
し
た
J
・
P
・
メ
イ
ヤ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
マ
イ
ヤ
ー
）
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
辺
の
事
情
の
一
端

を
物
語
っ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
初
期
の
一
九
二
〇
年
に

死
虫
し
、
ナ
チ
ズ
ム
を
直
接
に
体
験
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
ナ
チ
ズ
ム
の
経
験
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
政
治
」
の

問
題
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
せ
し
め
る
と
い
う
場
合
、
両
者
の
問
に

は
何
ら
か
の
中
間
項
を
お
く
の
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

問
項
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
る
理

念
を
と
り
あ
げ
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
チ
ス
政
権

の
成
立
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

否
定
・
打
倒
と
い
う
形
で
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
げ

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
課
題
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
か
か
わ
り
あ
い
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
政
治
」
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
成
立
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
直
接
・
間
接
の
影
響
と
い
っ
た
点
か
ら
論
を
進
め
よ
う
と
思

h
つ
。①

い
潤
認
選
㊦
さ
㌶
舞
≦
。
σ
霞
き
住
O
。
N
ヨ
睾
℃
＆
曹
ω
…
｝
o
。
芝
予
洗
同
鵠

　
眉
。
葺
8
巴
ω
0
9
9
0
σ
q
ざ
り
。
溢
盛
§
層
押
貸
■
H
O
盆
b
■
お
く
．
㊥
瓢
．
搭
♂
．
五
十
嵐

　
豊
作
∴
鈴
木
冤
共
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
社
会
学
i
マ
ッ
ク

　
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ド
イ
ツ
の
政
治
構
造
一
』
　
（
動
草
書
房
、
一
九
六
六
）

②
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
は
議
論
が
別
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
ご
く
一
般
的
に
次
の
よ
う
に
理
解
し
て

お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
議
会
主
義
に
よ

る
共
和
政
を
た
て
ま
え
と
し
、
社
会
民
ま
党
、
中
央
党
、
民
主
党
の
三
党
か
ら
な

る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
連
合
を
そ
の
主
た
る
担
い
手
と
す
る
政
治
体
制
の
こ
と
で
あ
る
。

一

　
エ
ッ
シ
ェ
ン
ブ
ル
ク
は
そ
の
論
稿
『
ヴ
ー
ノ
イ
マ
ル
共
和
国
の
即
製

　
　
　
　
　
　
①

的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
一
九
一

八
、
一
九
年
の
ド
イ
ツ
の
民
主
政
治
が
窮
余
の
一
策
で
あ
り
、
敗
戦

と
い
う
特
殊
の
事
態
に
よ
っ
て
突
如
と
し
て
生
れ
た
即
席
の
民
主
主

義
だ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ

ツ
政
治
は
一
九
一
六
年
八
月
以
来
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
と
ル
ー
デ
ン

ド
ル
フ
を
頂
点
と
す
る
軍
最
高
司
令
部
に
よ
り
動
か
さ
れ
て
い
た
の

だ
が
、
敗
戦
の
見
込
が
決
定
的
と
な
っ
た
一
九
一
八
年
九
月
末
に
、

連
合
国
と
の
休
戦
・
講
和
締
結
を
容
易
に
す
る
と
い
う
配
慮
か
ら
ル

ー
デ
ン
ド
ル
フ
が
突
然
に
議
会
に
基
礎
を
お
く
政
府
の
樹
立
を
求
め
、

そ
の
結
果
同
年
一
〇
月
に
議
会
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
ド
イ
ツ
に
導
入

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
の
改
造
は
大
抵
の
議
会

主
義
の
支
持
者
が
夢
み
て
い
た
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
根
本
的
で
あ

っ
た
の
で
、
ヴ
”
、
イ
マ
ル
憲
法
の
本
質
的
な
内
容
は
、
一
九
一
八
年
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一
〇
月
に
議
会
主
義
政
府
の
成
立
に
よ
っ
て
す
で
に
先
取
り
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
民
主
主
義
勢

力
の
主
体
的
な
努
力
の
産
物
で
は
な
く
、
「
上
か
ら
の
革
命
」
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
成
立
し
た
い
わ
ば
「
欽
定
の
民
主
主
義
」
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
行
な
う
エ
ヅ
シ
ェ
ン
ブ
ル
ク
に
お

い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
民
主
主
義
的
改
革
を
求
め
た
ひ
と
び
と
が
、
全

然
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
か
れ
も
認
め
て
い
る
よ

う
に
、
マ
ヅ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
、

ブ
ー
ゴ
ー
・
プ
β
イ
ス
、
ヴ
ェ
ル
ナ
i
・
シ
ュ
ヅ
キ
ソ
グ
、
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
と
い
っ
た
学
者
た
ち
は
、
民
主
主
義
不
在
の

風
潮
の
な
か
で
民
主
主
義
的
憲
法
改
革
の
思
想
を
弁
護
し
て
い
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

少
数
だ
が
重
大
な
声
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
な
る
ほ
ど
一
九
一
八
年
一
一
月
以
降
新
憲
法
の
起

草
者
た
ち
が
立
ち
戻
っ
て
依
拠
す
べ
き
広
汎
な
民
主
主
義
的
伝
統
と

い
う
も
の
は
ド
イ
ツ
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
の
政
治
的
著
作
活
動
に
よ
っ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
前
奏
曲
を
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

じ
た
ひ
と
び
と
が
確
か
に
い
た
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ

ー
が
そ
う
い
う
ひ
と
び
と
の
一
人
に
属
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
見
た

よ
う
に
、
エ
ッ
シ
ェ
ソ
ブ
ル
ク
も
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
さ
て
、
ヴ
エ
ー
バ
ー
の
『
政
治
論
文
集
』
を
繰
っ
て
み
る
と
、
開

戦
以
来
外
交
政
策
の
闇
題
に
向
け
ら
れ
て
い
た
か
れ
の
政
治
的
関
心

が
、
一
九
一
七
年
を
境
と
し
て
急
遽
国
内
政
治
の
問
題
に
向
か
っ
て

い
っ
た
跡
が
読
取
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
く
る
か
れ

の
議
会
主
義
論
は
、
の
ち
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
に
対
す
る
か
れ
の
発

言
と
関
連
し
て
、
重
要
な
意
味
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う

な
論
文
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
こ
で
は
一
九
一
七
年
夏
に
発
表
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

『
新
秩
序
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
と
政
府
』
　
（
以
下
『
議
会
と
政
府
』

と
略
称
す
る
）
　
と
題
す
る
論
文
を
取
上
げ
よ
う
。
　
わ
れ
わ
れ
は
次
に

こ
の
論
文
を
、
　
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
前
奏
曲
」
と
見
ら
れ
る
限
り

に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
思
う
。

　
『
議
会
と
政
府
』
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
が
ま
っ
さ
き
に
問
題

に
し
た
の
は
、
　
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
遺
産
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
つ
　
　
し
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
あ
　
　
へ
　
　
あ

の
百
年
に
一
度
の
天
才
は
、
　
「
政
治
教
育
の
ひ
と
か
け
ら
も
受
け
て

も
　
　
あ
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
あ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
リ
　
　
も

い
な
い
…
…
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
政
治
的
意
志
の
ひ
と
か
け
ら
も

、
、
、
、
、
、
、
⑦

持
ち
合
わ
せ
な
い
」
国
民
を
政
治
的
遺
産
と
し
て
残
し
た
の
だ
、
と

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
い
う
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
強
力
な
政
党
を
粉
砕
し
、
独

立
に
思
惟
す
る
政
治
家
を
す
べ
て
許
さ
な
か
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の

強
力
な
威
信
の
否
定
的
結
果
は
低
い
精
神
的
水
準
に
お
し
下
げ
ら
れ
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、
、
、
、
、
、
、
、
⑧

た
「
完
全
に
無
力
な
議
会
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
結
果
も
た
ら
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
た
も
の
が
、
な
か
ん
ず
く
保
守
派
官
僚
層
の
賊
心
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
ビ
ス
マ
ル
ク
の
遺
産
↓
無
力
な
議
会
↓
保
守
派
官

僚
層
の
賊
魑
は
ド
イ
ツ
政
治
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
に
自
問
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
政
治

家
の
指
導
的
精
神
が
属
す
べ
き
所
に
、
官
僚
精
神
が
支
配
す
る
と
い

う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
政
治
家
の
精
神
と
官
僚

の
精
神
と
は
決
定
的
に
異
な
り
、
ま
た
異
な
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
両
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
っ
た
要
求
が
課
せ
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
官
僚
は
自
分
が
受
取
っ
た
命
令
が
誤
っ

て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
で
も
、
も
し
上
役
が
自
分
の
指
令
を
固
執

し
て
譲
ら
な
い
な
ら
ば
、
自
己
の
意
志
を
曲
げ
て
そ
の
命
に
服
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
政
治
指
導
者
が
そ
の
よ
う
に
行
動
し
た
ら
、

そ
れ
は
軽
蔑
に
値
す
る
。
官
僚
は
超
党
派
的
に
、
つ
ま
り
自
己
の
権

力
の
た
め
の
闘
争
の
外
に
身
を
お
く
べ
き
で
あ
る
。
一
方
、
政
治
家

に
と
っ
て
は
、
自
己
の
権
力
の
た
め
の
闘
争
と
、
得
ら
れ
た
権
力
の

結
果
と
し
て
生
ず
る
自
己
の
課
題
に
対
す
る
固
有
の
責
任
と
が
、
本

　
　
　
　
　
⑩

領
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
の
官
僚
は
与
え
ら
れ
た
任
務

の
忠
実
な
遂
行
が
問
題
に
な
る
所
で
は
立
派
に
職
責
を
果
し
た
け
れ

　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

ど
も
、
　
「
政
治
的
問
題
に
容
啄
し
た
際
に
は
つ
ね
に
完
全
な
無
能
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
を
示
し
た
の
で
あ
る
」
。
ビ
ス
マ
ル
ク
退
陣
後
の
ド
イ
ツ
外
交
の

す
べ
て
の
失
敗
は
、
畢
寛
、
政
治
に
お
け
る
官
僚
支
配
に
起
因
し
た

の
だ
、
と
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
論
断
し
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
政
治
に
お
け

る
官
療
支
配
を
除
去
す
る
に
は
如
何
に
す
べ
き
か
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
議
会
主
義
化
の
徹
底
に
よ
っ
て
、

と
答
え
ら
れ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
り
完
全
に
無
力
に
さ
れ
た
た
め

に
お
し
ゃ
べ
り
す
る
だ
け
を
能
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
議
会
を
、
強

力
な
且
つ
仕
事
を
す
る
議
会
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
は
じ

め
て
、
官
僚
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
「
議
会
の
第
一
の
根
本

的
な
使
命
」
が
果
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
議
会
の
機
構
的

基
礎
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
政
調
査
権
と
調
査
委
員
会
制

度
で
あ
っ
た
。

　
調
査
権
と
調
査
委
員
会
制
度
を
備
え
た
議
会
の
み
が
、
官
僚
制
と

い
う
金
城
湯
池
の
権
力
基
盤
を
掘
り
崩
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
近
代
国
家
に
お
い
て
官
僚
が
権
力
を
握
り
う
る
チ
ャ

ン
ス
を
も
つ
の
は
、
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
専
門
家
と
し
て

き
わ
め
て
詳
細
な
知
識
を
も
ち
、
さ
ら
に
官
庁
的
機
構
の
手
段
を
通

じ
て
た
だ
官
僚
に
の
み
入
手
さ
れ
う
る
具
体
的
事
実
に
関
す
る
知
識
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を
、
職
務
上
の
秘
密
な
る
概
念
に
よ
っ
て
秘
密
知
識
に
変
え
う
る
か

ら
で
あ
る
が
、
も
し
議
会
に
調
査
権
が
あ
れ
ば
、
「
と
に
か
く
調
査

権
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
行
政
長
官
は
、
調
査
権
の
使
わ
れ
よ
う

が
な
い
く
ら
い
の
仕
方
で
、
答
弁
に
立
つ
こ
と
を
迫
ら
れ
る
一
種
の

鞭
」
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
議
会
が
そ
の
委
員
会
に

お
い
て
「
広
範
囲
に
わ
た
る
研
究
に
没
頭
し
、
大
部
の
研
究
成
果
を

公
刊
す
べ
き
だ
」
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

議
会
の
負
う
負
担
を
考
え
て
み
て
も
行
な
わ
れ
る
筈
は
な
い
。
た
だ

「
議
会
委
員
会
の
、
調
査
権
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
持
続
的
な
行
政
監

督
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
る
だ
ろ
う
外
面
的
に
は
ほ
と
ん
ど

B
立
た
な
い
変
化
」
が
、
議
会
の
積
極
的
な
業
績
を
高
め
る
の
に
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

要
な
根
本
的
な
前
提
条
件
な
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
に
調
査
権
と
委
員
会
制
度
に
よ
っ
て
議

会
権
力
の
強
化
を
図
れ
、
と
要
求
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た

次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
議
会
主
義

体
制
を
確
立
し
て
、
議
会
を
政
治
指
導
者
の
選
繊
の
場
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
政
治
家
が
官
僚
と
は
全
く
違
っ
た
人
格
類
型
に
属
す
る
人

間
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
⑬

バ
ー
の
考
え
で
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
の
本
質
は
闘
争
」
で
あ
り
、

こ
の
闘
争
こ
そ
が
政
治
家
の
生
命
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
の
政

治
家
は
、
議
会
で
政
治
的
同
志
お
よ
び
自
発
的
追
随
者
を
獲
得
せ
ん

と
す
る
闘
争
の
中
で
、
ま
た
議
会
の
委
員
会
に
お
い
て
行
政
の
現
実

を
相
手
ど
つ
た
は
げ
し
い
政
治
活
動
を
通
じ
て
、
鍛
練
さ
れ
る
。
そ

し
て
こ
の
鍛
練
の
場
か
ら
育
成
さ
れ
る
も
の
は
、
単
な
る
デ
マ
ゴ
ー

グ
で
は
な
く
し
て
、
真
正
の
政
治
的
指
導
者
の
資
質
を
も
つ
人
物
で

　
　
⑭

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
議
会
は
単
に
演
説
す
る
場
所
と
し
て
で

は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
の
よ
う
な
仕
事
を
す
る
議
会
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
『
議
会
と
政
府
』
で
ド
イ
ツ

の
議
会
主
義
化
を
要
求
し
た
次
第
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

の
ち
に
ヴ
ェ
ー
バ
！
自
身
が
こ
の
論
文
に
言
及
し
た
際
に
認
め
て
い

　
　
　
⑮

る
よ
う
に
、
当
時
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
は
ド
イ
ツ
帝
国
内
で
の
プ
ロ
イ

セ
ン
の
優
越
的
な
地
位
と
王
朝
の
存
在
と
い
う
事
実
は
動
か
す
こ
と

の
で
き
ぬ
前
提
で
あ
っ
た
。
こ
の
前
提
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
会
主
義

論
を
独
自
な
仕
方
で
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
第
二
帝
制
時
代
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
東
エ
ル

ベ
の
ユ
ン
カ
ー
を
中
軸
と
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
保
守
派
が
、
プ
ロ
イ
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セ
ソ
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
帝
国
そ
の
も
の
を
牛
耳
っ
て
お
り
、
か
れ

ら
は
帝
国
に
お
け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
優
越
的
な
地
位
を
利
用
し
て
、

プ
伊
イ
セ
ソ
以
外
の
諸
邦
の
運
命
に
ま
で
そ
の
保
守
主
義
的
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
た
。
出
自
か
ら
も
主
義
の
う
え
か
ら
も
自
由
主
義
者

で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
保
守
派
に
鋭
く
対
決

し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
か
れ
は
さ
ら
に
、
フ
ラ
イ
ブ
ル

ク
と
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
教
鞭
を
と
る
う
ち
に
、
反
プ
ロ
イ
セ
ン
主

義
に
通
じ
る
南
勢
の
連
邦
主
義
的
な
思
想
に
接
近
し
て
い
っ
た
と
い

　
　
⑯

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
連
邦
主
義
的
な
視
点
が
多
分
に
『
議
会
と

政
府
』
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
会
主
義
論
を
規
定
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
議
会
主
義
化
の
主
要
な
対
象
を
、
帝

国
に
お
け
る
中
央
集
権
主
義
的
要
素
で
あ
る
帝
国
議
会
に
で
は
な
く
、

む
し
ろ
連
邦
主
義
的
な
要
素
で
あ
る
連
邦
参
議
院
に
向
け
る
の
で
あ

る
。　

次
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
会
主
義
論
が
王
朝
の
存
在
と
い
う
前
提

か
ら
出
発
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
大
国
に
お
け
る
君
主
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

機
構
の
有
効
性
を
確
信
し
て
い
る
」
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
会
主
義
の
要

求
が
直
ち
に
議
会
三
共
和
政
に
結
び
つ
く
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
お
く
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ぜ
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
外
交

を
破
産
せ
し
め
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
1
の
批
判
に
は
激
し
い
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
君
主
政
を
も
っ
と
も
合
目
的
的
な
国
家
形
態
と
見
る

ヴ
ェ
パ
ー
の
信
念
に
変
化
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
『
議
会
と
政
府
』
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ

ー
の
議
会
主
義
論
は
、
ヴ
”
ノ
イ
マ
ル
憲
法
の
欄
定
に
際
し
て
は
、
ど

の
よ
う
に
引
継
が
れ
て
い
く
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
次
に
、
ヴ
ェ

ー
バ
ー
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
成
立
の
問
題
を
、
新
憲
法
の
起
草
が

日
程
に
の
ぼ
っ
た
時
点
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
活
動
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

①
日
財
8
α
。
画
工
。
。
。
冨
呂
類
σ
・
魑
蒙
①
冨
℃
理
。
〈
互
。
詳
。
∪
Φ
影
g
霞
註
㊦
O
。
吋
妻
鉱
，

　
ヨ
碧
霞
菊
。
℃
零
歳
【
璽
○
⑦
ω
号
一
。
年
。
∬
a
℃
o
緊
葺
麟
。
博
一
ρ
お
ζ
。
G
。
“

②
思
g
監
避
罵
朔
』
c
。
る
㊤
噛

③
国
g
監
F
ω
ψ
鋳
H
。
。
旨
。
。
ド

④
く
α
q
ピ
妻
即
冨
巴
切
ち
ヨ
p
邑
”
弓
g
三
ω
。
冨
冠
①
g
。
α
q
δ
昌
N
芝
ぎ
げ
2
窯
。
腎
、

　
9
。
器
瓢
⑦
雪
叩
O
毒
⑦
一
ヨ
母
①
凪
”
①
霧
雪
σ
鰹
（
”
局
貯
切
Φ
詳
舜
σ
q
N
賃
囲
山
①
窪
σ
q
Φ
q
。
〇
三
幽

　
o
簿
⑦
働
曾
≦
鉱
塁
碧
母
口
。
℃
嘗
げ
一
涛
閣
一
口
”
頃
一
ω
ε
ユ
ω
o
げ
①
N
9
伸
ω
o
ご
睦
戸
じ
d
9

　
お
ρ
溢
8
”
ω
．
α
g
Q
．

⑤
打
診
≦
①
g
お
○
①
雷
日
日
⑦
冨
勺
。
ぎ
凶
。
・
。
冨
ω
。
訂
弊
。
p
押
》
島
二
鼠
竃
－

　
o
げ
8
お
b
。
同
b
’
諺
鎧
φ
二
8
落
三
μ
σ
q
o
昌
巳
㎝
G
。
■
（
以
下
勺
。
ド
ω
o
葺
．
一
層
℃
9
顧
ω
o
胃
。

　
卜
⊃
と
略
記
す
る
）

⑥
諸
鎚
舅
・
σ
⑦
♪
℃
旦
や
鴛
g
国
家
畠
中
。
儀
賃
§
m
碁
犀
夷
8
a
鵠
¢
梓
鶏
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け
①
暮
ω
。
巴
碧
α
噂
ぎ
”
灯
9
ω
9
員
鯉
ω
ω
．
H
b
。
の
－
b
。
①
ρ
慣
。
押
ω
。
ゲ
罫
笹
ω
σ
｝
・

　
も
。
Φ
令
お
押
こ
の
論
文
を
構
成
す
る
六
篇
の
う
ち
こ
篇
を
除
い
た
部
分
に
は
邦
訳

（
中
村
貞
二
・
山
田
高
生
共
訳
、
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
政
治
・
社
会
論
奮
河
出
譲
房
、

　
昭
四
〇
所
収
）
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
論
文
の
す
ぐ
れ
た
紹
介
（
青
山
秀
夫
『
マ

　
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論
』
岩
波
書
店
、
昭
一
一
五
、
二
四
七
頁
以
下
）

　
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
行
論
に
必
要
な
限
り
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す

　
る
。
な
お
本
稿
全
体
を
逓
じ
て
、
邦
訳
の
頁
数
を
併
記
し
て
あ
る
場
合
で
も
、
訳

　
文
は
必
ず
し
も
邦
訳
に
し
た
が
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
お
断
り
し
て
お

　
く
。

⑦
℃
9
■
ω
。
訂
b
”
ω
◎
ω
O
N
邦
訳
、
三
一
八
頁
。
（
引
用
文
の
傍
点
は
原
著
者
、

　
以
下
同
じ
）

⑧
剛
。
ド
o
D
。
げ
呂
b
。
”
ω
・
ω
O
。
。
．
邦
訳
、
三
一
九
頁
。

⑨
剛
。
ピ
ω
。
寓
・
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ω
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邦
訳
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頁
。

⑩
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．
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邦
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1
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。

⑪
　
℃
O
一
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げ
欝
b
◎
嚇
0
α
．
Q
Q
ω
O
」
邦
訳
、
讐
一
四
六
頁
。

⑫
勺
9
ω
。
ξ
・
。
噛
の
ω
・
ω
ω
。
。
凸
心
春
。
。
邦
訳
、
三
四
五
一
八
頁
。

⑬
℃
。
ド
ω
号
鐸
N
ω
．
。
。
。
、
伊
邦
訳
、
三
四
二
頁
。

⑭
勺
9
・
o
り
。
訂
●
b
。
℃
ω
●
ω
島
地
邦
訳
、
三
四
八
一
九
頁
。

⑮
窓
畏
署
①
び
Φ
お
u
o
舞
。
・
。
護
露
α
ω
譲
昌
津
茜
⑦
ω
富
舞
ω
｛
。
同
β
＜
。
誉
。
導
Φ
藁
暮
σ
q

　
（
H
）
O
N
Φ
図
］
P
げ
O
同
　
回
㊤
圃
。
◎
）
℃
ぎ
”
弓
o
H
ω
0
7
δ
卜
診
脚
ω
■
お
伊

⑯
　
≦
o
㍑
σ
q
寒
σ
q
9
竃
。
ヨ
目
ω
①
P
諸
餌
呂
≦
0
9
煙
郁
昌
山
象
。
三
舞
ω
9
0
剛
。
ま
洋

　
μ
。
。
㊤
O
占
Φ
b
。
ρ
円
郎
げ
貯
α
q
o
郡
お
㎝
ρ
ω
．
δ
P
　
（
以
下
本
書
は
蜜
。
ヨ
彰
。
・
㊦
p
冨
貴

　
ぞ
0
9
H
と
略
記
す
る
）

⑰
勺
。
ド
ω
号
μ
b
。
”
o
。
・
ω
塁

二

　
一
九
一
八
年
一
一
月
一
五
日
革
命
政
権
た
る
人
民
委
員
会
議
は
、

ベ
ル
リ
ン
商
科
大
学
教
授
フ
ー
ゴ
ー
・
プ
ロ
イ
ス
を
内
務
大
臣
に
任

命
し
、
新
憲
法
の
起
草
を
委
託
し
た
。
と
こ
ろ
で
内
務
大
臣
の
選
定

に
当
っ
た
エ
ー
ベ
ル
ト
が
、
人
選
の
過
程
で
プ
ロ
イ
ス
か
ヴ
エ
ー
バ

ー
か
と
迷
い
結
局
は
前
者
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
こ
と
は
、
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
①

有
名
な
史
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
大
戦
中
か
ら
積

極
的
に
ド
イ
ツ
の
議
会
主
義
化
の
問
題
を
論
じ
て
き
た
ヴ
ェ
…
バ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
「
ド
イ
ツ
の
政
治
的
再
建
に
従
事
す
る
も
の
の
隊
列
に
加
わ
り
」

う
る
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
政
成
適
期

に
占
め
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
地
位
を
重
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
新
内
務
大
臣
プ
ロ
イ
ス
は
一
九
一
八
年
＝
一
月
九
臼
か
ら
一
二
日

ま
で
内
務
省
で
憲
法
起
草
会
議
を
開
い
た
際
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
出
席

を
乞
う
た
が
、
そ
れ
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
「
与
え
ら
れ
た
い
と
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ん
で
い
た
よ
う
な
任
務
」
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
並
ん
で
そ
の

協
力
が
要
請
さ
れ
て
い
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
公
法
学
者
ア
ン

シ
ュ
ッ
ツ
教
授
が
欠
席
し
た
た
め
に
、
憲
法
起
草
会
議
で
は
一
三
人

の
委
員
の
う
ち
で
官
吏
で
は
な
い
の
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
唯
一
入
と
い
う
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こ
と
に
な
っ
た
。
プ
ロ
イ
ス
の
憲
法
起
草
会
議
は
お
お
や
け
の
性
格

を
も
た
な
い
全
く
内
々
の
会
議
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
事
実
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
ヴ
押
ノ
イ
マ
ル
憲
法
の
誕
生
部
屋
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
す
で
に
、

憲
法
作
成
作
業
を
根
本
的
に
規
定
し
、
核
心
に
お
い
て
全
て
の
そ
れ

以
後
の
会
議
を
通
し
て
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
重
要
な
諸
決
定

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
！
に
は
今
や
単
に
出
版
を
通
じ
て
だ
け
で
は

な
く
直
接
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
成
立
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
う

る
道
が
開
け
た
。
そ
れ
で
は
そ
れ
は
呉
体
的
に
は
い
か
な
る
問
題
に

つ
い
て
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
モ
ム
ゼ
ン
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
憲
法
起

草
会
議
で
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
発
言
を
整
理
し
て
い
く
と
、
問
題
は
次

の
三
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
と
い
う
。

　
ω
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
極
端
な
中
央
集
権
主
義
を
諌
め
て
、
連
邦
制
国

家
を
主
張
し
た
こ
と
。
し
か
も
連
邦
制
的
構
造
の
中
に
可
能
な
限
り

の
中
央
集
権
主
義
を
と
り
い
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
。

　
ω
議
会
の
調
査
権
お
よ
び
調
査
委
員
会
欄
度
の
導
入
を
主
張
し
た

こ
と
。

　
③
人
民
投
票
的
大
統
領
制
の
創
設
を
執
拗
に
主
張
し
た
こ
と
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
一
九
一
七
年
の
『
議
会
と
政
府
』
な

る
政
治
論
文
を
分
析
し
た
際
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
連
邦
主
義
的
な
立

場
か
ら
か
れ
の
議
会
主
義
論
を
進
め
た
こ
と
、
お
よ
び
か
れ
の
議
会

主
義
論
の
具
体
的
な
内
容
が
ド
イ
ツ
政
治
に
お
け
る
官
僚
支
配
を
克

服
す
る
た
め
に
議
会
に
調
査
権
と
調
査
委
員
会
糊
度
の
武
器
を
賦
与

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま

ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
起
草
会
議
で
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
発
言
を
整
理
し

て
み
る
と
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
一
お
よ
び
第
二
の
点

に
関
し
て
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
摘
出
し
て
お
い
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
主
張
が
、
こ
こ
で
再
説
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
人
民
投
票
的
大
統
領
制
に
つ
い
て
の
主
張
が
、
こ
こ
に
新
し

く
登
場
し
た
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
わ
れ

わ
れ
は
、
以
上
の
三
点
が
憲
法
起
草
会
議
で
ど
の
よ
う
な
論
議
を
よ

ぶ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
よ
う
。

　
第
一
点
に
つ
い
て
。
憲
法
起
草
会
議
は
委
員
の
構
成
上
、
全
く
圧

倒
的
に
中
央
集
権
主
義
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
た
。
各
支
邦
の

代
表
者
は
一
人
も
関
与
し
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
席
を
占
め
て
い
た
の

は
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
ラ
イ
ヒ
の
高
級
官
僚
で
あ
っ
た
。
そ
の
う

え
、
プ
ロ
イ
ス
自
身
が
熱
心
な
中
央
集
権
主
義
龍
単
一
国
主
義
者
で

諮
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
会
議
の
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
に
抗
し
て
、
あ
く
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
も
「
歴
史
的
与
件
と
時
代
の
要
求
」
か
ら
出
発
し
た
現
実
的
考
慮

に
基
づ
き
、
連
邦
主
義
を
と
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
　
「
そ
れ
自

体
と
し
て
は
如
何
に
中
央
集
権
主
義
が
選
ば
る
べ
き
で
あ
る
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
、
実
際
の
諸
事
実
は
広
汎
な
連
邦
主
義
を
要
求
し
て
い
る
」
。
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
原
則
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
連
邦
参
議
院
欄
度
の
存
続
を

希
望
し
、
そ
の
際
プ
ロ
イ
ス
が
い
う
よ
う
な
プ
ロ
イ
セ
ン
の
分
割
な

ど
は
期
待
し
う
べ
く
も
な
い
か
ら
、
連
邦
参
議
院
で
の
プ
ロ
イ
セ
ン

の
優
位
は
非
プ
ロ
イ
セ
ン
諸
邦
の
表
決
数
を
是
正
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
雪
解
で
き
る
と
考
え
た
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
に
は
結
局
は
ラ
イ
ヒ

参
議
院
の
設
置
が
規
程
さ
れ
（
第
四
章
第
六
〇
一
六
七
条
）
、
し
か
も
表

決
数
の
調
整
に
よ
リ
プ
ロ
イ
セ
ソ
優
位
主
義
が
排
除
さ
れ
た
（
第
六

　
　
　
　
　
　
　
⑦

一
条
一
項
）
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
意
志
が
聞
接
的
に
考
慮
さ
れ

た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
第
二
の
点
、
す
な
わ
ち
議
会
の
調
査
権
と
調
査
委
員
会
制
度

の
導
入
に
つ
い
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
要
求
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
容
れ
ら

れ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
第
三
四
条
と
し
て
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

た
だ
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
こ
の
規
程
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
発
安
塞
に
の

み
帰
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
プ
ロ

イ
ス
も
ま
た
調
査
権
を
す
で
に
一
九
一
七
年
に
要
求
し
て
い
た
か
ら

　
　
⑧

で
あ
る
。

　
調
査
権
と
調
査
委
員
会
制
度
の
目
的
に
つ
い
て
繰
返
す
こ
と
は
省

略
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
行
政
監
督
と
政
治
の
領
域
に
お
け
る

官
僚
制
の
統
御
と
い
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
意
図
が
不
変
で
あ
る
こ
と
は
、

後
述
と
の
関
係
上
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
第
三
点
の
人
民
投
票
区
大
統
領
制
創
設
の
要
求
に
関
す
る

悶
題
に
目
を
転
じ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
憲
法
起
草
会
議
で
の
論

議
の
動
向
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　
憲
法
起
草
会
議
に
集
っ
た
委
員
の
多
く
は
、
大
統
領
制
を
要
求
し

た
。
と
い
っ
て
も
、
各
委
員
の
問
に
は
大
統
領
制
と
し
て
想
定
す
る

も
の
に
か
な
り
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ジ
モ
ソ
ス
は
ア
メ
リ
カ
型
の
大
統
領
制

を
要
求
し
て
い
る
。
　
「
内
閣
が
ラ
イ
ヒ
政
府
の
頂
点
で
あ
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
マ
ッ
ク
ス
．
フ
ォ
ン
．
バ

ー
デ
ソ
宰
相
の
も
と
で
な
さ
れ
た
が
、
完
全
に
失
敗
し
た
。
ド
イ
ツ

に
お
い
て
は
、
政
党
分
裂
が
余
り
に
も
ひ
ど
す
ぎ
る
か
ら
、
そ
の
よ

う
な
統
治
方
法
は
不
適
当
で
あ
る
」
。

　
プ
ロ
イ
ス
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
府
と
立
法
府
の
頑
固
な
分
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離
が
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
両
者
の
密
着
が
気
に
入
ら
な
か
っ

た
。
　
「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
中
間
の
線
が
選
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

プ
ロ
イ
ス
は
ロ
ベ
ル
ト
・
レ
ズ
ロ
ー
プ
の
権
力
均
衡
理
論
に
依
拠
し

て
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
貴
任
内
閣
を
も
っ
た
十
分
に
発
達
し
た
議
会
が

他
方
に
あ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
に
、
人
民
投
票
的
大
統
領
制
を
擁

護
し
た
。

　
社
会
民
主
党
出
身
の
内
務
省
次
官
ク
ヴ
ァ
ル
ク
は
、
組
織
的
に
議

会
と
内
閣
か
ら
選
ば
れ
る
ス
イ
ス
に
な
ら
っ
た
大
統
領
制
を
提
議
し

た
。　

以
上
、
若
干
の
委
員
の
大
統
領
愚
論
を
紹
介
し
た
が
、
ヴ
ェ
ー
バ

ー
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
賛
成
で
き
な
か
っ
た
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
行

政
府
の
長
で
あ
り
か
つ
大
衆
の
腹
心
の
友
と
し
て
、
政
党
マ
シ
ー
ン

と
天
職
観
念
な
き
職
業
政
治
家
に
よ
り
翻
弄
さ
れ
て
い
る
議
会
に
対

抗
し
て
、
本
来
の
ラ
イ
ヒ
政
治
の
担
い
手
に
「
召
命
」
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
人
民
投
票
的
大
統
領
制
の
創
設
が
問
題
な
の
で
あ
っ

だ
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
プ
ロ
イ
ス
の
提
案
が
大
統
領
を
人
民
選
挙
で
選

出
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
は
代
表
者
（
象
徴
）
的
地
位
に
黒
く

こ
と
に
な
る
点
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
か
れ
の
反
対
は
と

く
に
ク
ヴ
ァ
ル
ク
の
提
案
に
向
け
ら
れ
た
。
ヴ
ェ
r
バ
ー
は
ま
さ
し

く
議
会
や
議
会
政
党
に
よ
り
も
ち
あ
げ
ら
れ
た
大
統
領
を
で
は
な
く
、

政
党
マ
シ
！
ソ
の
外
に
独
立
し
た
指
導
者
人
物
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
と
つ
で
、
は
、
た
と
え
大
統
領
が
通
常
は
国
会
に
責
任

を
も
つ
内
閣
で
も
っ
て
統
治
す
べ
き
に
し
て
も
、
大
統
領
が
現
実
に

行
政
府
の
長
で
あ
り
、
決
し
て
単
な
る
形
式
的
な
元
首
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
肝
要
と
思
わ
れ
た
。

　
大
統
領
に
対
し
て
議
会
に
公
然
と
対
抗
す
る
強
力
な
地
位
を
与
え

よ
う
と
す
る
ヴ
雛
ー
バ
ー
の
提
案
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
左
派

の
委
員
の
鋭
い
反
対
を
喚
び
起
し
た
。
ヘ
ル
ツ
フ
ェ
ル
ト
（
社
会
民

主
党
）
の
「
そ
の
よ
う
な
大
統
領
制
は
君
主
政
に
余
り
に
も
似
て
い

る
」
と
の
異
議
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
提
案
に
対
す
る
社
会
主
義
者
の

危
惧
の
念
を
率
直
に
表
現
し
て
い
る
。

　
憲
法
起
草
会
議
で
の
大
統
領
制
に
関
す
る
凋
獄
を
き
わ
め
た
論
議

は
、
プ
ロ
イ
ス
の
妥
協
案
に
よ
っ
て
収
拾
さ
れ
た
。
プ
μ
イ
ス
に
よ

れ
ば
、
「
大
統
領
の
余
り
に
大
き
な
権
力
も
、
も
し
か
れ
の
地
位
が

舗
限
さ
れ
た
議
会
的
霜
主
の
そ
れ
に
類
似
せ
し
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、

恐
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
た
。
プ
ロ
イ
ス
は
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ヴ
エ
ー
バ
ー
の
一
層
広
範
囲
に
及
ぶ
要
求
を
切
断
し
た
の
で

あ
る
。
憲
’
法
起
草
会
議
の
多
数
は
プ
μ
イ
ス
の
意
兇
に
し
た
が
い
、
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
そ
れ
に
賛
意
を
表
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
憲
法
起

草
会
議
で
の
結
論
は
、
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
大
統
領
の
地
位
は
議
会
に
よ
り
統
治
さ
れ
た
国
に
お
け
る
霜
主
の

そ
れ
と
似
た
よ
う
に
形
成
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
た
と
え
明
文
的
な
制
度
的
権
能
が
な
く
て
も
大
衆

の
信
任
に
担
わ
れ
た
大
統
領
の
権
威
は
十
全
に
作
用
す
る
で
あ
ろ
う

と
期
待
し
た
が
、
実
際
に
は
こ
の
妥
協
に
よ
り
か
れ
の
構
想
に
は
致

命
的
な
打
撃
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
人
民
投
票
的
大
統
領
制

に
関
す
る
限
り
、
憲
法
起
草
会
議
で
は
プ
μ
イ
ス
の
線
が
勝
利
し
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
か
れ
の
意
見
の
核
心
的
部
分
で
敗
北
を
蒙
っ
た
と
い

　
⑩

え
る
。
そ
れ
で
も
会
議
の
終
っ
た
翌
日
に
、
か
れ
は
す
こ
ぶ
る
満
足

し
て
妻
に
宛
て
書
い
て
い
た
。
　
「
…
…
憲
法
は
原
則
に
お
い
て
完
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
た
。
わ
た
し
の
提
案
に
非
常
に
よ
く
似
た
形
で
」
。

　
以
上
、
一
、
二
章
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
な
ろ
う
。
革
命
前
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
な
る
ほ
ど
帝
政
と
い
う
枠

内
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
熱
心
に
ド
イ
ツ
の
議
会
主
義

化
を
要
求
し
、
ま
た
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
プ
ラ
ン
を
も
っ
て
い
た
。

十
一
月
革
命
が
起
り
、
新
憲
法
の
起
草
会
議
に
招
か
れ
た
ヴ
エ
！
バ

i
は
、
以
前
か
ら
の
要
求
－
議
会
主
義
化
の
徹
底
の
実
現
に
努
力
す

る
と
と
も
に
、
議
会
権
力
に
対
抗
す
る
人
民
投
票
的
大
統
領
制
の
創

設
を
執
拗
に
主
張
し
た
。
そ
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
中
心
的
関
心
事
は

後
者
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
モ
ム
ゼ
ン
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
大
統
領
迂
論
そ
の
も
の
は
、
か
れ
の
議
会

主
義
分
要
求
の
よ
う
に
は
、
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
意
志
が
ど
れ
だ
け
ヴ
ァ

イ
マ
ル
憲
法
に
反
映
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
み
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
の
か
か
わ
り
あ
い
方
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
の
問
題

性
に
迫
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
以
下
わ
れ
わ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
が
あ
れ
ほ
ど
執
着
し
た
大
統
領
制
論
が
、
か
れ
の
政
治
思
想
全

体
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
中
心
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー

政
治
思
想
の
展
開
過
程
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

①
野
δ
紆
8
げ
ρ
ω
巴
讐
u
δ
↓
吋
四
σ
Q
α
象
㊦
9
ω
9
簿
の
。
冨
類
門
3
。
茜
冨
日
煽
p

　
ω
慈
簿
σ
q
霞
伴
お
㎝
G
。
層
の
●
ω
G
。
刈
．

②
賓
9
§
器
〆
＜
①
σ
。
さ
窯
契
≦
㊦
9
鉾
艶
瓢
富
げ
。
器
σ
ま
遍
郎
σ
ぎ
σ
q
窪
H
露
9

　
ω
，
①
お
．
大
久
保
和
郎
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
』
H
（
み
す
ず
書
房
、
昭

　
四
〇
）
閤
七
七
頁
。

③
図
σ
¢
匿
ρ
ω
。
霧
ド
邦
訳
、
四
七
八
頁
。
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④
竃
。
ヨ
ヨ
ω
①
芦
冨
霞
ぞ
⑦
σ
2
ω
。
。
。
㎝
ρ

⑤
竃
帥
ユ
碧
器
毒
。
σ
Φ
鮮
¢
・
噸
ρ
○
二
ψ
霧
ρ
邦
訳
、
四
七
七
頁
。

⑥
憲
法
起
草
会
議
で
の
各
委
員
の
発
言
に
関
し
て
は
、
以
下
い
ち
い
ち
引
用
個
所

　
を
示
さ
な
い
が
、
全
て
モ
ム
ゼ
ソ
の
研
究
に
よ
ウ
て
い
る
。

⑦
山
田
晟
『
ド
イ
ツ
近
代
憲
法
史
』
（
東
大
出
版
会
、
一
九
六
三
）
九
七
一
八
頁

　
参
照
。

⑧
鑑
。
ヨ
墓
①
p
試
賃
謹
⑦
9
製
。
Q
．
繊
㊤
り

⑨
佐
藤
功
『
比
較
政
治
舗
度
講
義
』
〔
増
補
版
〕
（
東
大
嵐
版
会
、
一
九
六
二
）

　
一
四
九
一
一
五
〇
頁
参
照
。

⑩
竃
。
匿
目
器
戸
竃
舞
毒
⑦
g
斜
ρ
。
。
象
辱

⑪
山
尾
。
暮
Φ
≦
①
σ
聲
僧
ρ
0
9
”
Q
。
．
象
ド
つ
い
で
な
が
ら
前
掲
邦
訳
に
は
こ

　
の
部
分
が
脱
落
し
て
い
る
。

．
三

　
は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヴ
岬
，
イ
マ
ル
体
制
の
根
幹
が
議
会
主

義
に
あ
り
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
を
め
ぐ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的
主

張
が
議
会
主
義
化
の
徹
底
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ヴ
一
，
イ
マ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
し
た
が
っ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
否
定
者
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
敵
対
、
と
い
う

結
論
が
た
や
す
く
引
癒
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
し

か
く
単
純
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
人
民
投
票

的
大
統
領
制
の
問
題
を
あ
わ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ゼ
ル
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
人
民
投
票
的
大
統
領

に
期
待
し
た
任
務
は
、
ル
ー
デ
ン
ド
ル
フ
と
の
有
名
な
対
話
の
中
で

明
ら
か
に
さ
れ
た
か
れ
の
民
主
主
義
論
に
、
　
「
単
純
化
さ
れ
誇
張
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
れ
た
形
で
で
は
あ
る
が
、
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。

そ
の
有
名
な
紺
話
と
は
、
マ
リ
ア
ン
ネ
夫
人
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
戦

争
犯
罪
人
に
指
名
さ
れ
た
ル
ー
デ
ソ
ド
ル
フ
の
身
の
処
置
に
関
し
て

一
九
一
九
年
五
月
に
な
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
際
ヴ
ェ
ー
バ
：
は
民

主
主
義
に
つ
い
て
の
か
れ
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
わ
れ

る
。　

　
民
主
主
義
の
も
と
で
は
、
人
民
は
自
分
の
信
頼
す
る
指
導
者
を
選
び
出

　
し
ま
す
。
す
る
と
そ
の
選
ば
れ
た
者
は
こ
う
い
う
で
し
ょ
う
、
『
い
ま
や
、

　
口
を
慎
ん
で
命
令
に
従
え
』
と
。
人
民
と
政
党
は
、
も
は
や
、
か
れ
の
や

　
る
こ
と
に
つ
い
て
と
や
か
く
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
…
…
そ
の
後

　
人
民
は
、
も
し
指
導
者
が
過
ち
を
犯
せ
ば
、
か
れ
を
絞
首
台
に
だ
っ
て
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
か
れ
の
民
主
主
義
論
が
、
か
れ
自
身
の
命
名
に
従
っ

て
、
　
「
指
導
者
民
主
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
と
え
ば
ル
カ
ー
チ
が
そ
う
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
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政
治
思
想
が
ナ
チ
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
マ
ヌ
ー
バ
ー
へ
の
可
能
性

を
開
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
は
、
ま
さ
に
こ
の
指
導
者
民

主
主
義
論
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
人
民
投
票
的
大
統
領
欄
の
主
張
の
背
後

に
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
指
導
者
民
主
主
義
論
と
は
よ
り
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ま
た
そ
れ
は
い
か
な
る
問
題
性
を

含
む
政
治
思
想
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
、
こ
う
い
つ
た
点
に
論
を
進

め
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
指
導
者
民
主
主
義
論
と
い
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ

を
完
成
し
た
理
論
体
系
と
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
確
か
に
晩
年
の
ヴ
諜
i
バ
ー
は
指
導
者

民
主
主
義
の
構
想
を
心
中
で
温
め
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
構
想

に
体
系
的
な
表
現
を
与
え
る
に
い
た
ら
ず
し
て
か
れ
は
不
帰
の
客
と

な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
取
扱

う
の
は
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
指
導
者
民
主
主
義
論
の
成
立
基
盤
と
考
え
ら

れ
る
若
干
の
前
提
的
認
識
に
限
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
第
一
章
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ド
イ
ツ
政
治
に
お
け
る
官

僚
支
配
の
聞
題
を
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
遺
産
」
と
し
て
特
殊
ド
イ
ツ
的

な
現
象
の
よ
う
に
一
応
叙
述
し
て
お
い
た
け
れ
ど
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
　
鰯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
あ
っ
て
は
も
っ
と
一
般
的
な
次
元
で
の
考
察
に
結
び
つ
く
問
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
8

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
社
会

に
お
け
る
普
遍
的
官
僚
制
化
に
つ
い
て
の
か
れ
の
社
会
学
と
関
連
す

る
闘
題
と
し
て
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
近
代
化
と
は
す
な
わ
ち
「
官
僚
制
へ
の
進
展
」
な
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
政
治
に
占
め
る
行

政
過
程
の
比
重
の
増
大
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
近
代
岡
家
に
お

　
　
へ
　
　
も

い
て
支
配
が
現
実
に
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
議
会
の
演
説
で
も
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

君
主
の
宣
需
で
も
な
い
。
日
常
生
活
に
お
け
る
行
政
の
執
行
が
現
実

の
力
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
支
配
は
、
必
然
的
・
不
可
避
的
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

文
武
の
官
僚
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
」
そ
こ
で
こ
の
闘
断
な
、

く
重
要
性
を
増
す
国
家
官
僚
欄
を
い
か
に
有
効
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
か
、
ま
た
官
僚
が
「
政
治
」
領
域
に
容
暗
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を

い
か
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
か
、
こ
の
問
題
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

常
に
重
大
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
…
バ
ー
が
右
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
、
　
「
官
僚
欄
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
も
の
が
成
就
し
え
な
い
も
の
に
着
目
」
し
、
官
僚
と
は
明
確
な
対

照
を
な
す
「
政
治
家
」
な
る
人
格
類
型
を
構
想
し
た
こ
と
は
、
す
で
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に
触
れ
て
お
い
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
官
僚
制
の
問

題
は
次
の
よ
う
な
認
識
か
ら
一
層
の
切
実
さ
を
も
っ
て
提
出
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
官
僚
制
は
、
と
り
わ
け
、
近
代
的
大
衆
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

旧
主
．
義
の
不
可
避
的
な
随
伴
現
象
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
か
ら
で
あ

っ
た
。
大
衆
民
主
主
義
の
も
と
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
窟
僚
潔
癖

の
波
に
洗
わ
れ
る
。
そ
の
例
を
政
党
構
造
の
変
貌
に
み
て
み
よ
う
。

　
国
家
官
僚
制
へ
の
対
抗
勢
力
と
し
て
の
政
治
家
は
政
党
お
よ
び
議

会
に
拠
点
を
構
え
て
い
る
。
ヴ
ェ
バ
ー
の
考
え
で
は
、
　
「
官
僚
機
繊
…

に
支
配
さ
れ
る
人
び
と
、
す
な
わ
ち
、
　
『
公
民
』
の
政
治
的
意
志
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
べ
て
を
担
う
べ
き
も
っ
と
も
重
要
な
ト
レ
ー
ガ
ー
」
は
政
党
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
党
と
は
、
法
律
上
あ
る
い
は

契
約
上
、
は
っ
き
り
と
限
界
を
画
さ
れ
て
い
る
団
体
と
は
違
っ
て
、

党
員
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
本
来
的
に
自
発
的
な
集
団

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
政
党
は
本
質
的
に
ヴ
ォ
ラ
ソ
タ
リ
ズ
ム
を
基

調
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
官
僚
制
へ
の
進
展
は
政
党

に
お
い
て
も
生
じ
、
政
党
の
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
危
殆
に
瀕
せ
し

め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
経
過
を
と
っ
て
起
る
の

で
あ
る
。
ま
ず
政
治
の
民
主
化
－
選
挙
権
の
拡
大
は
政
治
の
水
平
線

上
に
膨
大
な
大
衆
を
登
場
さ
せ
、
選
挙
戦
は
大
衆
の
次
元
で
展
開
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
大
衆
選
挙
」
で
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
古
い

「
名
望
家
政
党
」
が
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
選
挙
運

動
の
た
め
の
持
続
的
で
緊
張
し
た
活
動
が
必
要
と
さ
れ
、
こ
の
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

か
ら
政
党
自
身
の
緊
密
な
組
織
化
が
進
行
す
る
。
こ
れ
は
「
近
代
的

な
大
衆
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
た
め
に
、
政
党
の
官
僚
・
規
律
・
会
計
・

機
関
紙
お
よ
び
広
告
に
つ
い
て
の
政
党
経
営
の
合
理
化
が
、
選
挙
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
勝
つ
た
め
の
基
礎
と
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
政
党

は
、
大
衆
民
主
主
義
化
へ
の
対
応
を
契
機
と
し
て
、
官
僚
制
的
組
織

へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
大
衆
獲
得
手
段
と
し
て
の
「
民
虫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

的
な
外
見
を
も
つ
団
体
の
匝
大
な
機
構
」
こ
そ
が
「
政
党
マ
シ
ー

ン
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
し
ろ
政
党

に
し
ろ
、
そ
の
近
代
化
・
民
主
化
は
官
僚
制
化
と
骨
肉
の
よ
う
に
不

可
分
に
結
び
つ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
窟
僚
欄
的
組
織
の
巨
大
化
が

官
僚
主
義
を
醸
成
す
る
こ
と
は
見
易
い
理
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

野
薄
制
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
勢
力
の
算
出
と
官
僚
制
的
組
織
に

活
動
の
図
画
を
与
え
う
る
強
力
な
指
導
者
の
選
出
、
こ
の
二
つ
が
ヴ

ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の
根
本
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
前
者
の
問

題
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
会
主
義
論
を
結
実
せ
し
め
た
こ
と
に
つ
い
て
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は
、
す
で
に
詳
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
後
岩
、
す
な
わ
ち

大
衆
民
主
主
義
下
で
の
指
導
者
選
出
の
聞
題
こ
そ
が
、
実
は
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
指
導
者
民
主
主
義
論
を
構
想
さ
せ
る
動
因
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ま
え
に
わ
れ
わ
れ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
会
主
義
論
を

検
討
し
た
時
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
議
会
の
機
能
と
し
て
先
に
も
触
れ
た

官
僚
制
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
他
に
指
導
者
選
出
の
場
と
し
て
の
機
能

を
も
あ
げ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
想
起
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
ヴ

ェ
…
バ
ー
に
と
っ
て
は
指
導
老
選
出
の
方
法
と
し
て
は
ま
ず
議
会
的

方
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
し
て
指
導
老
選

出
の
場
は
議
会
に
の
み
限
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
議
会

外
的
な
方
法
、
た
と
え
ば
人
民
投
票
的
な
方
法
も
注
目
す
べ
き
有
効

性
を
も
ち
は
し
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
考
量
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
ヴ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ー
バ
ー
の
胸
中
に
萌
し
た
か
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
け
れ
ど
も
、
す

で
に
一
九
一
七
年
の
『
議
会
と
政
府
』
に
お
い
て
も
、
一
方
で
議
会

主
義
を
論
じ
な
が
ら
、
他
方
で
人
民
投
票
的
指
導
者
選
出
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
で
あ

ろ
う
か
。

　
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
理
由
を
、
大
衆
民
主
主
義
化
が
旧
来
の
政
治
構

造
を
一
変
さ
せ
た
と
い
う
認
識
（
大
衆
民
主
主
義
論
）
が
ヴ
ェ
ー
バ

i
に
あ
っ
た
た
め
と
考
え
る
。
今
日
の
大
衆
民
主
主
義
論
に
よ
れ
ば
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
主
義
の
自
由
主
義
的
段
階
か
ら
大
衆
男
主
主

義
的
段
階
へ
の
構
造
転
換
は
、
ま
さ
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
生
き
て
活
動

し
た
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
二
〇
年
に
か
け
て
起
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
透
徹
し
た
眼
は
転
換
す
る
時

代
の
微
候
を
よ
く
見
抜
い
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
新
し
く
現

出
し
た
大
衆
民
主
主
義
雪
雲
条
件
に
よ
り
適
合
的
な
政
治
指
導
形
態

を
求
め
る
か
れ
の
思
索
が
、
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主
主
義
を
生
ん

だ
の
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
的
な
自
由
主
義
的
民
主
主
義
が
制
限
選
挙
制
を
機
構
的

基
礎
と
す
る
少
数
の
有
産
者
の
民
主
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
制
限
選
挙
制
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
の
は
財
産
と
教
養

の
あ
る
名
望
家
た
ち
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
間
で
は
一
般
に
個
人
主
義

と
合
理
主
義
が
風
靡
し
た
結
果
、
議
会
で
の
合
理
的
討
論
が
尊
ば
れ

た
。
と
こ
ろ
が
、
普
通
選
挙
制
が
施
行
さ
れ
る
と
事
態
は
一
変
し
た

の
で
あ
る
。
自
由
主
義
的
民
主
主
義
で
は
夢
人
主
義
的
発
想
か
ら
政

党
は
必
ず
し
も
歓
迎
さ
れ
ず
、
せ
い
ぜ
い
名
望
家
た
ち
の
ク
ラ
ブ
の

域
を
出
な
か
っ
た
も
の
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
大
衆
民
主
主
義

下
で
は
緊
密
な
組
織
政
党
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
問
題
が
複
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マックス・ヴェーバーとヴァイマル・デモクラシー（八田）

雑
化
し
て
専
門
家
の
存
在
が
不
可
欠
に
な
り
（
官
僚
機
構
の
肥
大
化
）
、

他
方
、
政
治
に
占
め
る
宜
伝
的
要
素
の
増
大
は
、
か
つ
て
の
理
性
に

対
す
る
楽
観
的
信
仰
（
合
理
主
義
）
を
動
揺
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ

た
。　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
以
上
の
よ
う
な
認
識
を
背
景
に
し
て
、
指
導
者
選

出
の
人
民
投
票
的
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
ヶ
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
積
極
的
な
大
衆
民
主
主
義
化
が
意
味
す
る
の
は
次
の
墓
守
で
あ
る
。
す

　
な
わ
ち
、
政
治
的
指
導
者
は
、
名
望
家
層
内
部
に
お
け
る
資
格
の
承
認
に

　
基
づ
い
て
候
補
者
た
る
こ
と
を
宣
言
さ
れ
、
そ
の
後
議
会
で
ぬ
き
ん
で
る

　
こ
と
に
よ
っ
て
指
導
者
に
な
る
、
と
い
う
過
程
を
も
は
や
た
ど
る
こ
と
な

　
　
　
へ
　
　
　
も

　
く
、
大
衆
デ
マ
ゴ
ギ
ー
的
手
段
を
用
い
て
大
衆
の
信
任
と
儒
用
そ
の
も
の

　
を
、
し
た
が
っ
て
権
力
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
は
、
事
柄
の
本
質
上
、
指
導
者
選
出
の
カ
エ
サ
ル
主
義
的
な
転
換
を
意
味

　
し
て
い
る
。
事
実
、
前
主
的
制
度
は
す
べ
て
こ
う
い
う
傾
向
を
示
す
。
特

　
殊
カ
エ
サ
ル
主
義
的
方
法
と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
人
民
投
票
で
あ
っ
て
、

　
そ
れ
は
普
通
の
『
投
票
』
と
か
『
選
挙
』
と
か
で
は
な
く
、
二
分
の
指
導

　
者
的
使
命
に
対
す
る
同
意
を
要
求
し
て
い
る
男
の
、
そ
の
使
命
に
向
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
寄
せ
る
『
儒
仰
』
の
告
白
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
右
の
よ
う
に
「
積
極
的
な
」
大
衆
民
主
主
義
の
も

と
で
は
、
指
導
者
選
出
の
議
会
的
方
法
よ
り
も
人
民
投
票
的
方
法
を

よ
り
適
合
し
た
方
法
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
議
会
の
意
義
を
認
め
な
く
な
っ
た
の
で
は

決
し
て
な
い
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
指
導
者
の
人
民
投
票
的
選
出
と
議
会
的
選
出
と
の
閥
に
は
対
立
関
係
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

　
存
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
議
会
の
存
在
が
無
価
値
に
は
な
ら

　
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
　
（
事
実
上
）
カ
エ
サ
ル
主
義
的
に
大
衆
の
儒
任
を
え

　
た
男
に
対
抗
し
て
、
議
会
の
存
在
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
次
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
が
ら
を
保
証
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
e
憧
久
性
　
（
ω
富
山
σ
Q
ぎ
澤
）
　
欝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
ω
需
銭
蜜
蝕
旨
官
尻
鉾
ρ
謡
。
臣
〕
⇔
大
衆
の
信
任
を
え
た
男
の
権
力
的
地
位

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
む
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ

　
が
統
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
⇔
か
れ
に
対
抗
し
て
市
民
的
な
法
の
保
障
が

　
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
㈱
議
会
活
動
の
範
囲
内
に
お
い
て
大
衆
の
信
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
を
え
よ
う
と
す
る
政
治
家
た
ち
が
そ
の
政
治
力
を
証
明
で
き
る
秩
序
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
形
式
、
㈹
カ
エ
サ
ル
主
義
的
独
裁
渚
が
大
衆
の
信
任
を
失
っ
た
場
合
に
か

　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
れ
を
排
除
す
る
平
和
な
形
式
、
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ヴ

ァ
イ
マ
ル
憲
法
起
草
会
議
で
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
人
民
投
票
的
大
統
領

制
創
設
の
主
張
は
、
か
れ
の
い
わ
ゆ
る
指
導
者
民
主
主
義
論
に
理
論

的
根
拠
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
指
導
者
民
主
主
義
論
そ
の
も
の
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は
大
衆
艮
主
主
義
論
を
含
む
か
れ
の
「
国
家
社
会
学
」
を
前
提
に
し

て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
済
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
指
導
者
民
主
主
義
論
は
か
れ
の
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
認
識
に
対

応
す
る
一
の
政
策
論
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
、
選
挙
権

の
拡
大
と
し
て
理
解
さ
れ
る
民
主
主
義
化
は
旧
来
の
政
治
構
造
を
大

き
く
変
貌
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
政
治
家
の
拠
点
た
る
べ
き

議
会
と
政
党
の
内
部
構
造
に
一
大
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

か
か
る
民
主
主
義
の
慮
由
主
義
的
段
階
か
ら
大
衆
民
主
主
義
的
段
階

へ
の
構
造
転
換
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
た
る
政

治
指
導
者
の
選
出
方
法
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
要
求
し
、
か
れ
は
指

導
者
選
出
の
議
会
的
方
法
の
他
に
人
民
投
票
的
方
法
を
も
考
察
の
対

象
に
据
え
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
の
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主

主
義
の
原
型
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
指
導
者
民
主
主
義
論
を
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
よ
う

に
理
解
す
る
が
、
最
後
に
、
振
導
者
民
主
主
義
論
そ
の
も
の
の
い
わ

ば
原
理
的
な
問
題
性
、
お
よ
び
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の

関
連
に
つ
い
て
考
察
し
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

①
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ρ
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〇
七
頁
。

⑨
勺
。
　
ω
。
げ
製
N
ρ
舘
b
。
．
邦
訳
、
三
二
二
頁
。

⑩
　
勺
O
一
．
ω
O
げ
製
N
ρ
G
O
鴫
野
邦
訳
一
、
一
二
六
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頁
。

⑪
　
勺
O
押
O
Q
O
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罫
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O
噛
Q
◎
刈
楠
●
邦
訳
円
、
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二
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。

⑫
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。
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諮
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。
．
邦
訳
、
四
一
〇
頁
。

⑬
　
ガ
ー
ス
は
後
年
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
民
主
曳
難
…
論
は
一
九
〇
四
年
の
ア
メ
リ
カ
旅

　
行
の
経
験
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
　
渇
．

　
○
醇
跨
守
ρ
≦
甑
σ
q
馨
認
…
㎝
輸
切
円
。
ヨ
鍔
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。
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⑦
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・
ω
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Q
o
。
一
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α
・
ざ
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露
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の
爵
や
レ
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・
和
男
夫
伏
目
宏
共
訳
『
マ
・
ク
ス
．
・

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
そ
の
人
と
業
障
』
　
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ー
ノ
害
房
、
昭
三
七
）
三
八
頁
。

⑭
ぎ
ド
Q
。
。
ぎ
。
卜
。
層
ψ
。
。
G
。
こ
’
邦
訳
、
三
七
〇
頁
。

⑮
園
。
乾
蚕
a
切
。
巳
旦
駕
霞
芝
。
g
碁
≧
ρ
H
纂
亀
8
2
g
℃
。
貯
a
ρ

　
ど
。
夢
◎
o
拶
お
①
ρ
や
濠
ρ

⑯
憎
。
ド
。
ワ
。
げ
欝
b
。
噌
o
Q
．
ω
。
。
も
。
噸
邦
訳
、
三
七
一
頁
Q
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四

　
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
1
バ
ー
は
近

代
的
大
衆
民
主
主
義
の
成
立
が
こ
れ
ま
で
の
自
由
主
義
的
民
主
主
義

の
前
提
を
大
幅
に
動
揺
さ
せ
た
こ
と
を
明
確
に
見
て
い
た
。
か
れ
は
、

自
由
主
義
的
名
望
家
政
党
に
代
っ
て
大
衆
民
主
主
義
的
政
党
マ
シ
ー

ン
が
登
場
す
る
過
径
を
、
周
密
に
分
析
し
て
い
る
。
民
主
主
義
の
こ

の
よ
う
な
構
造
転
換
は
、
自
由
主
義
的
段
階
の
議
会
が
独
立
的
な
人

物
の
合
理
的
討
論
の
場
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
議
会
を
公
然
た
る
政

党
闘
争
の
場
に
変
貌
さ
せ
た
。
い
ま
や
議
政
壇
上
は
各
種
の
組
織
さ

れ
た
利
害
に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ
、
政
党
自
身
が
、
独
立
し
た
人
格
の

自
由
な
統
一
と
い
う
そ
の
特
性
を
喪
失
し
て
、
大
勢
の
職
員
や
議
員

を
擁
す
る
利
害
組
織
の
形
式
を
と
っ
た
。
か
く
し
て
、
独
立
し
た
人

格
の
政
治
的
エ
リ
ー
ト
が
国
民
国
家
の
指
導
権
を
握
る
べ
き
だ
と
い

う
自
由
主
義
的
理
念
は
色
生
せ
た
も
の
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
に
関
す
る
洞
察

を
も
ち
な
が
ら
、
こ
の
最
後
の
結
論
を
引
出
そ
う
と
は
欲
し
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
リ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

で
あ
る
。
確
か
に
か
れ
は
政
治
を
「
利
害
関
係
者
の
経
営
」
と
い
う

風
に
極
め
て
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
な
把
握
の
仕
方
を
す
る
が
、
直
ち
に
註
記

し
て
い
る
よ
う
に
、
か
れ
の
い
う
利
害
関
係
者
と
は
「
国
家
秩
序
の

形
式
を
問
わ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
強
度
で
政
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
物
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ

的
な
利
害
関
係
者
で
は
な
く
、
特
定
の
政
治
的
思
想
の
実
現
を
目
的

と
し
て
政
治
的
な
権
力
と
責
任
を
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
政
治
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

利
害
関
係
者
の
こ
と
で
あ
る
」
。
ヴ
ェ
ー
バ
！
は
、
た
だ
内
面
的
に

も
外
面
的
に
も
独
立
し
た
人
物
の
み
が
政
治
酌
指
導
に
「
召
命
“
さ

れ
て
い
る
と
い
う
自
由
主
義
的
思
想
に
固
執
し
て
お
り
、
純
粋
に
政

治
的
な
価
値
理
念
が
国
民
国
家
の
政
治
を
規
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

決
し
て
い
か
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
れ
特
殊
な
物
質
的
利
害
が
政
治

を
規
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
’
ー
パ
ー
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
一
つ
の
ジ
レ
ン
マ
を
出
息
忙
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
科
学
的
認
識
老

と
し
て
の
眼
は
不
可
避
的
に
籏
生
し
て
く
る
大
衆
民
主
主
義
的
微
候

に
向
け
ら
れ
な
が
ら
、
内
心
の
価
値
理
念
は
あ
く
ま
で
も
自
由
主
義

的
だ
ろ
う
と
す
る
。
明
敏
な
ヴ
エ
ー
バ
ー
が
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
意
識

し
な
か
っ
た
筈
は
な
く
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
焦
慮
し
た
に
違
い

な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
構
想
さ
れ
た
も
の
が
、
お
そ
ら
く
か
れ
の

指
導
者
民
主
主
義
論
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
想
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
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の
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主
主
義
の
原
理
的
な
闘
題
性
は
、
自
由
主

義
的
理
念
と
大
衆
民
主
主
義
的
認
識
の
結
合
の
不
整
合
の
う
ち
に
．
露

呈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
指
導
者
民
主
主

義
論
の
発
す
る
不
協
和
音
を
次
の
二
つ
の
方
向
に
聞
く
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
会
主
義
論
が
、
か
れ
の
主
観
的
意
図

と
は
逆
に
、
か
れ
の
教
説
の
継
承
者
を
も
っ
て
任
ず
る
も
の
の
議
会

主
義
否
定
論
に
容
易
く
取
っ
て
代
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
モ
ム
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ス
の
御
用
学
者
と
し
て
悪
名

高
い
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
会
主
義
否
定
論
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
指
導
者
民
主
主
義
論
か
ら
「
極
端
な
結
論
」
を
引
出
し
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
②

考
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
複
数
政
党
制
や
物

質
的
利
益
集
団
の
出
現
に
よ
っ
て
議
会
の
本
来
の
意
味
は
失
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
③

た
」
と
鼓
吹
す
る
が
、
こ
れ
は
物
質
的
利
害
と
政
治
的
利
害
を
峻
別

し
前
者
の
支
配
を
金
権
政
治
と
し
て
横
即
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
自
由

主
義
的
態
度
を
引
継
い
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。
大
衆
民
主
主
義
下
の

議
会
政
治
に
お
い
て
は
、
物
質
的
利
益
を
求
め
る
利
益
集
団
が
政
治

の
前
面
に
出
て
来
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
傾
向
で
あ
っ
て
、
こ
の
事

実
を
当
時
の
論
者
が
率
直
に
認
め
な
か
っ
た
こ
と
が
、
延
い
て
は
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ア
イ
マ
ル
共
和
政
崩
壊
の
遠
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
二
は
指
導
者
の
役
割
の
過
当
な
ま
で
の
重
視
お
よ
び
そ
れ
と

裏
腹
の
こ
と
だ
が
、
大
衆
の
政
治
的
主
体
性
に
つ
い
て
の
不
当
な
低

評
価
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
、
大
衆
民
主
主
義
の
も
と
で

は
平
等
選
挙
権
を
獲
得
し
た
大
衆
が
、
　
「
も
は
や
完
全
に
受
動
的
な

行
政
の
対
象
と
し
て
扱
か
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
立

場
に
関
し
て
積
極
的
な
態
度
を
取
り
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
重
要
性

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
占
め
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
は
一
応
認
め
ら
れ
て
も
、
政
治
の
世

界
の
指
導
権
は
決
定
的
に
な
お
政
党
お
よ
び
政
党
指
導
者
の
側
に
あ

る
と
さ
れ
る
。
「
『
大
衆
』
は
政
治
的
に
受
動
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
爵

分
の
中
か
ら
指
導
者
を
生
み
出
す
の
で
は
な
い
。
政
治
的
指
導
者
が

追
随
者
を
徴
募
し
、
か
つ
『
デ
マ
ゴ
ギ
ー
』
を
通
じ
て
大
衆
を
獲
得

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
国
家
秩
序
に
つ
い
て
い
え

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
と
え
民
主
主
義
的
な
そ
れ
で
あ
っ
て
も
例
外

　
　
　
⑥

で
は
な
い
」
。
　
つ
ま
り
、
選
挙
権
を
得
た
大
衆
は
政
治
の
水
平
線
に

政
治
的
主
体
へ
の
意
欲
を
見
せ
な
が
ら
登
場
す
る
か
に
見
え
な
が
ら
、

実
際
は
政
治
指
導
者
の
大
衆
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
対
象
以
上
に
な
り
え
ず

に
、
指
導
者
に
た
だ
歓
呼
す
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
き
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
大
衆
観
が
、
　
「
政
治
な
る
も
の
は
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ね
に
少
人
数
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
か
れ
の
信
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念
と
分
ち
が
た
く
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
政
治

的
行
動
を
支
配
し
て
い
る
の
は
つ
ね
に
『
少
数
の
原
則
』
、
す
な
わ

　
へ
　
　
も
　
　
も

ち
少
数
者
か
ら
な
る
指
導
的
グ
ル
ー
プ
の
も
つ
卓
越
し
た
政
治
的
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
め
　
　
あ

動
能
力
で
あ
る
。
こ
の
『
カ
エ
サ
ル
主
義
的
』
な
特
微
は
（
大
衆
国

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
、
、

家
で
は
）
根
絶
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
」
大
衆
民
主
主
義
へ
の
対
処

の
た
め
の
構
想
が
、
指
導
老
に
の
み
政
治
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
認
め

　
あ
　
　
も
　
　
も

る
指
導
老
民
主
主
義
に
終
っ
た
こ
と
は
、
思
え
ば
一
つ
の
パ
ラ
ド
ヅ

ク
ス
で
あ
っ
た
。
人
民
投
票
的
指
導
老
が
政
党
を
支
配
す
る
と
、
部

下
は
「
魂
を
失
い
」
、
い
わ
ば
「
精
神
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
」
と
で

も
い
え
る
よ
う
な
現
象
が
起
る
が
、
こ
れ
は
「
指
導
者
の
指
導
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

う
も
の
の
代
償
」
な
の
だ
、
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
い
う
。
こ
の
現
象
が
、

一
九
三
三
年
の
ド
イ
ツ
で
、
単
に
政
党
の
次
元
で
で
は
な
く
国
民
的

規
模
で
起
っ
た
時
、
そ
れ
は
自
由
主
義
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
大

衆
社
会
的
現
実
か
ら
手
酷
く
報
復
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
か

っ
た
か
。

　
以
上
は
ヴ
ェ
…
バ
ー
の
指
導
民
主
主
義
論
の
い
わ
ば
原
理
的
な
問

題
性
で
あ
る
が
、
か
れ
の
こ
の
よ
う
な
政
治
思
想
を
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
理
念
と
か
か
わ
ら
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
さ

ら
に
以
下
の
よ
う
な
点
を
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
分
析
し
て
き
た
『
議
会
と
政

府
』
か
ら
貝
を
転
じ
て
、
一
九
一
九
年
の
講
演
『
職
業
と
し
て
の
政

治
』
を
読
む
と
、
そ
こ
に
は
議
会
主
義
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
失

望
が
散
見
さ
れ
、
人
民
投
票
的
指
導
者
民
主
主
義
の
思
想
が
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
モ

ム
ゼ
ソ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
世
紀
の
変
り
目
以

来
ヴ
ェ
…
バ
ー
を
し
て
議
会
民
主
主
義
の
闘
士
に
し
た
も
の
は
、
自

然
法
的
特
殊
民
主
主
義
的
心
墨
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
あ
っ
た
か
ら
で
は

な
く
て
、
議
会
主
義
体
制
が
産
業
社
会
の
条
件
の
も
と
で
指
導
者
選

出
の
で
き
る
だ
け
よ
い
形
式
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確

信
か
ら
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
旦
ド
イ
ツ
に
議
会
主
義
体
制
が
で
き

る
と
、
こ
ん
ど
は
「
天
職
観
念
な
き
職
業
政
治
家
」
が
国
家
と
社
会

の
指
導
権
を
独
占
し
う
る
と
い
う
心
配
が
現
代
民
主
主
義
の
本
質
と

機
能
に
つ
い
て
の
か
れ
の
考
え
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
、
そ
の
結
果
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
指
導
者
民
主
主
義
」
の
概
念
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
議
会
と
政

府
』
に
お
い
て
は
た
だ
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も

の
が
、
　
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
に
至
っ
て
は
じ
め
て
「
指
導
者
民

主
主
義
」
と
い
う
思
想
に
熟
し
た
の
だ
、
と
い
う
の
が
モ
ム
ゼ
ソ
の

　
　
　
　
⑫

主
張
で
あ
る
。
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こ
の
モ
ム
ゼ
ン
説
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
今
は
検
討
す
る
余
裕
が

な
い
。
稿
を
改
め
て
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
こ
こ
で
注

目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
モ
ム
ゼ
ソ
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
な
ヴ
ェ

ー
バ
ー
の
政
治
思
考
の
い
わ
ば
ド
イ
ツ
的
通
有
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

誰
も
知
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
熱
烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ

っ
て
、
そ
の
た
め
国
家
形
態
の
問
題
に
つ
い
て
は
徹
底
的
に
マ
キ
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ヴ
ェ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
民

主
主
義
的
立
場
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
は
、
か
れ
が
自
然
法
と
か
平

等
な
人
権
へ
の
要
求
と
か
い
っ
だ
民
主
霊
義
に
内
在
す
る
価
値
に
賛

同
し
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
結
果
と
し
て
有
力
な
政
治
指
導
者
を
選

び
繊
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
民
主
主
義
的
な
鰯
度
の
有
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

性
を
認
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
マ
イ
ネ
ヅ
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
政
治
的
態
度
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
や
マ
イ
ネ
ッ
ケ
を
含
め
て
、
ド
イ
ツ
学
者
政
治
家
の
態
度

を
規
定
し
た
も
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
現
実
的
考
慮
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
関
係
、
さ
ら
に
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
の
関
係

に
つ
い
て
も
、
一
定
の
方
向
が
暗
示
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。
確
か
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
の
閥
に
は
現
実
の
閥
係
は
な
い
。
し
か
し
、

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
に
は
、
ヴ
ァ

イ
マ
ル
体
制
の
成
立
を
求
め
な
が
ら
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
体
制
の
批
判
者

に
論
理
的
思
想
的
武
器
を
与
え
る
よ
う
な
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な

性
格
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
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foul’books　of　Ltt－shih－ch’un－ts’iu呂残春秋，　and　the　Man－t’ie鷺art，　compared

with　the　Tai－t’ien　art． 纉c法by　Pan－ku一州，　must　be　the　art　for

tilling　Shan9・t’ien　in　the　Jen－ti－P’ien任地篇of　Ltt－shih－c11’u11－ts’iu．

Max　Weber　und　die　Weimarer　Demokratie

VOII

Il〈uo　Hatta

　　Der　Verfasser　hat’versucht，　das　politische　Denl〈en　IMax　Webers　da－

durch　zu　deuten，　daB　er　die　spezielle　Haltung　Webers　zur　Weimarer

Demokratie　UberprUft．

　　Zunachst　analysieete　er　Webersclae　politische　Schriften，　insbesondere

dessen　Aufsatz　，，　Parlament　und　Regierung　im　neugeorclneten　Deutsch－

land”　und　zog　die　Tatsache　aus，　daB　Weber　die　Parlamentarisierung　in

Deutschland　fest　behauptete．　Dann　schlug　er　in　，，　Max　Weber　und　die

deu’tsche　Politik　1890－1920”　von　W．　J．　Mornmsen　nach　und　brachte　ins

klare，　daB　Weber　den　plebiszita”ren　Reichsprasidenten　bei　der　Verfas－

sungsberatungen　im　ReichSamt　des　lnnern　vom　9．一12．　Dezember　1918

verlangte，　wtihrend　er　die　Parlamentarisierung　wiederholt　forderte．　Der

plebiszitare　Reichsprasident’　steht　nach　Weber　dem　Parlament　gegentiber．

　　Diese　Entwicklung　des　Weberschen　politischen　Denl〈ens　versuchte　ich

aus　dem　Gegensatz　seiner　liberalistischen　Wertidee　zu　seiner　Erkenntnis

’Uber　die　Massendemokraeie　zu　verstehen，　und　folgerte，　daB　es　hierin　eine

Problematil〈　im　politischen　Denl〈en　Webers　festzustellen　ist．

Genealogy　of　Japanese　Rice　Crop

ノ

by

Naomichi　lshige

　　This　article　is　brought　forward　for　the　purpose　of　explaining　the

erigin　of　Japanese　rice　crop　；　in　the　first　article，　“　How　to　havest　rice，”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（793）


