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は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
筆
者
の
意
図
す
る
｝
九
・
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
を
対
象
に
し
た
イ
ソ

テ
レ
ク
テ
ユ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
デ
ッ
サ
ン
に
す
ぎ
な

い
。
筆
者
の
着
眼
点
は
政
治
理
念
と
政
治
制
度
の
乖
離
が
孕
む
閥
題
性
を
史

実
に
即
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
ド
イ
ツ
国

民
国
家
の
理
念
が
知
識
人
の
政
治
論
・
政
治
的
態
度
と
ど
う
関
連
し
た
か
を

究
明
し
よ
う
と
し
た
。
民
主
主
義
が
単
な
る
技
術
と
し
て
形
骸
化
さ
れ
た
場

合
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
ド
イ
ツ
史
に
も
た
ら
し
た
か
。
こ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
は
現
代
政
治
の
理
解
に
と
っ
て
も
有
意
味
だ
と
考
え
て
い
る
。

現
代
社
会
と
ド
イ
ツ
史
研
究

ω
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
一
番
重
要
な
問
題
は
「
い
ま
（
こ
こ
で
、
い
か
に

生
く
べ
き
か
」
と
い
う
実
践
的
な
問
い
に
ど
う
い
う
答
を
出
す
か
で
あ
ろ
う
。

「
い
ま
」
と
は
二
〇
世
紀
七
〇
年
代
、
　
「
こ
こ
で
し
と
は
現
在
の
臼
本
と
繊

界
が
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
状
況
を
さ
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
う
実
践
的
問

題
が
そ
の
ま
ま
学
問
研
究
の
内
実
を
な
す
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
実
践
約
意
欲
か
ら
超
絶
し
た
学
問
は
し
ょ
せ
ん
空
虚
で
し
か
な
い
。

　
と
く
に
歴
史
学
は
、
そ
の
性
格
か
ら
し
て
、
研
究
者
の
現
在
的
な
問
題
関

心
の
自
覚
化
を
つ
ね
に
要
請
す
る
学
問
で
あ
る
。
歴
史
を
事
実
と
し
て
の
歴

史
と
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
に
わ
け
る
と
き
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
自
体
に

内
在
的
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
た
歴
史
主
義
者
の
立
場
は
首
肯
し
え
な
い
。

事
実
と
し
て
の
歴
史
の
世
界
は
本
来
無
意
味
な
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
μ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
は
、
歴
史
家
の
内
な
る
価
値
に
方
向
づ
け
ら
れ
た

関
心
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
歴
史
学
の
基
本
的
性
格
が
こ
う
い
う
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
今
資
に
お
い
て
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西
洋
史
学
研
究
を
内
か
ら
支
え
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
戦
後
日
本
の
西

洋
史
学
研
究
に
お
い
て
響
導
理
念
の
役
割
を
演
じ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
西

欧
型
の
近
代
化
や
工
業
化
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
今
日
で
は
そ
の
魅
力
の
大

半
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
近
代
化
や
工
業
化
が
日
本
社
会
の
現

実
の
地
平
に
根
を
張
り
終
え
た
途
端
に
、
そ
れ
が
人
間
生
活
の
次
元
に
何
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
か
が
黒
雲
の
如
く
疑
心
を
よ
び
お
こ
し
て
い
る
。

近
代
化
や
工
業
化
の
延
長
線
上
に
素
晴
し
き
新
天
地
が
拡
が
る
な
ど
と
夢
想

し
う
る
ほ
ど
に
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
楽
天
的
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
今
日
の
こ
う
い
う
状
況
は
研
究
者
相
互
間
に
お
い
て
も
価
値
観
を
多
様
化

さ
せ
問
題
関
心
の
拡
散
を
ま
ね
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
む
し
ろ
こ
う
し

た
状
況
の
結
果
と
し
て
の
複
数
主
義
の
微
底
の
な
か
に
こ
そ
学
問
・
思
想
の

自
由
の
保
障
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
現
実
を
打
開
す
る
た
め

に
手
本
を
海
外
に
求
め
て
き
た
長
年
に
わ
た
る
思
考
パ
タ
ー
ン
か
ら
の
脱
皮

が
説
か
れ
て
も
い
る
。
そ
の
場
合
、
日
本
は
今
日
は
じ
め
て
地
球
上
に
ど
ん

な
先
進
国
を
も
見
出
せ
な
い
段
階
に
達
し
た
の
だ
と
さ
れ
る
。

　
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
研
究
を
進
め
て
い
く
上

で
必
要
な
こ
と
は
、
観
点
の
自
明
性
を
拒
否
し
、
自
己
の
問
題
関
心
を
つ
ね

に
自
覚
化
す
る
作
業
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
研
究
老
自
身
の
生
を
自
覚
化

せ
し
め
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
社
会
全
体
が
方
向
感
覚
を
混
迷
さ
せ
、
研
究

者
か
ら
は
観
点
の
自
明
性
（
な
い
し
共
通
性
）
が
失
わ
れ
た
か
に
み
え
る
状

況
に
お
い
て
こ
そ
、
歴
史
研
究
は
も
っ
と
も
豊
か
な
成
果
を
生
み
だ
し
て
き

た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
七
〇
年
代
の
日
本
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
も
う
一
歩
つ
き
つ
め
て
み
る
と
、
状
況
の
深

刻
さ
は
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
構

造
的
に
組
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
複
雑
さ
で
あ
り
、

そ
う
い
う
社
会
か
ら
孤
立
し
て
生
き
る
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
だ
と
い
う
点

で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
現
代
社
会
が
、
社
会
の
物
質
的
基
盤
に
つ
い
て
さ
え

実
に
容
易
な
ら
ぬ
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
は
今
で
は
一
般
市

民
の
間
で
も
か
な
り
鮮
明
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
公

害
問
題
、
資
源
枯
渇
の
問
題
、
人
口
問
題
こ
れ
ら
は
文
四
社
会
そ
の
も
の
の

存
立
を
脅
か
す
危
機
と
し
て
現
代
人
に
意
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

　
身
の
侍
り
の
日
常
経
験
や
、
ま
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
り
流
布
さ
れ
て
、

今
日
の
写
本
で
は
ほ
と
ん
ど
常
識
化
（
あ
る
い
は
日
常
化
）
し
て
し
ま
っ
た

と
さ
え
思
わ
れ
る
こ
の
種
の
危
機
感
は
、
社
会
の
成
員
に
ど
の
よ
う
な
反
応

を
ひ
き
お
こ
す
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
日
本
社
会
を
ど
こ
に
向
か
っ
て

方
向
づ
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
わ
た
し
の
関
心
は
主
と
し
て
こ
う
い
う

問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
②
現
代
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に

は
近
代
社
会
の
趨
勢
で
あ
る
工
業
化
と
い
う
局
面
に
対
し
て
、
こ
れ
に
適
応
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で
き
な
か
っ
た
落
伍
者
た
ち
の
反
乱
と
い
う
面
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
工
業
化

が
必
然
的
に
伴
な
う
都
市
化
に
反
対
し
た
農
罠
、
機
械
化
に
職
を
奪
わ
れ
た

伝
統
的
技
術
の
保
持
岩
、
経
済
的
独
立
の
喪
失
を
感
じ
た
限
り
で
の
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
、
変
化
す
る
社
会
的
価
値
に
つ
い
て
い
け
な
い
低
い
レ
ベ
ル
の
専

門
家
（
と
く
に
教
員
）
、
戦
争
の
工
業
化
に
反
対
す
る
軍
人
。
　
フ
ァ
シ
ズ
ム

は
、
工
業
化
以
前
の
伝
統
が
根
強
く
残
り
、
そ
れ
ゆ
え
工
業
化
が
過
去
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

断
絶
・
摩
擦
を
ひ
き
お
こ
し
た
と
こ
ろ
で
、
顕
著
な
台
頭
を
み
た
。

　
自
然
に
返
れ
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
（
「
血
と
土
」
）
。
自
然
を
戻
せ
と
い
う
反

乱
。
七
〇
年
代
の
日
本
社
会
で
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
読
む
と
き
、
わ
た
し
は

非
常
な
緊
迫
感
を
お
ぼ
え
る
。

　
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
研
究
が
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た

理
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
恐
る
べ
き
破
局
の
実
相
の
激
烈
さ
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
住
ん
で
い
る
二
〇
世
紀
社
会
の
発
展

傾
向
に
み
ら
れ
る
一
つ
の
境
実
的
可
能
性
、
は
っ
き
り
い
っ
て
し
ま
え
ば
、

い
つ
で
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
転
化
し
う
る
現
代
社
会
の
動
態
へ
の
緊
張
感
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
わ
た
し
の
管
見
の
範
囲
内
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
の
主
潮
流
は
、
自
由
主
義
社
会
で
の
民
主
主
義
精

神
や
民
主
的
機
構
の
展
開
可
能
性
と
負
担
能
力
の
査
定
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

歴
史
的
現
実
の
う
ち
に
究
明
せ
ん
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

わ
が
国
で
も
す
で
に
よ
く
読
ま
れ
た
テ
オ
ド
ー
ル
・
エ
ッ
シ
ェ
ソ
ブ
ル
ク
に

お
い
て
は
、
議
論
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
の
『
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ア
イ
マ
ル
共
和
国
の
即
断
の
民
主
制
』
と
い
う
論
稿
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
門

主
治
下
の
ド
イ
ツ
に
ビ
ス
マ
ル
ク
帝
国
の
民
主
的
改
革
を
求
め
る
動
き
が
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
下
に
う
け
つ
が
れ

た
封
建
的
宮
憲
国
象
的
要
素
の
実
態
を
み
さ
だ
め
る
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

前
者
の
問
題
に
つ
い
て
エ
ヅ
シ
ェ
ソ
ブ
ル
ク
は
お
お
む
ね
否
定
的
で
あ
っ
て
、

国
民
が
主
体
的
に
政
治
に
参
加
す
る
（
共
同
決
定
、
共
同
統
治
）
と
い
う
意

味
で
の
民
主
主
義
思
想
に
ほ
と
ん
ど
の
ド
イ
ツ
人
が
無
関
心
だ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
、
か
れ
ら
ド
イ
ツ
人
が
公
正
で
秩
序
正
し
い
官
憲
国
家
の
支
配
を
甘

受
し
て
い
た
様
子
を
描
き
出
す
。
エ
ッ
シ
ェ
ソ
ブ
ル
ク
に
よ
れ
ば
ド
イ
ツ
人

の
こ
う
い
う
態
度
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
な
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ

こ
で
は
民
主
制
を
戦
術
的
打
開
策
以
上
に
は
う
け
い
れ
ず
、
結
局
こ
の
共
和

国
を
短
命
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
議
論
を
基
調
に
し
て
わ
た
し
自
身
の
関
心
は
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ

知
識
人
の
現
実
政
治
観
に
向
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
勝
利

と
破
局
と
い
う
そ
の
後
の
歴
史
的
経
過
を
視
野
に
お
さ
め
な
が
ら
ド
イ
ツ
思

想
史
の
一
端
を
解
明
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
た

し
の
関
心
は
栄
光
の
歴
史
を
追
体
験
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま

さ
に
逆
で
あ
っ
て
、
体
系
的
に
狂
っ
て
い
く
前
車
の
轍
か
ら
身
を
守
る
こ
と

で
あ
る
。
未
来
へ
向
け
て
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
理
念
の
構
築
も
、
そ
れ
が
す
ぐ
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れ
た
現
実
性
を
も
つ
た
め
に
は
一
度
は
歴
史
学
的
作
業
に
身
を
ゆ
だ
ね
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
作
業
と
し
て
の
歴
史
学
が
わ
た
し

の
志
向
す
る
学
問
で
あ
る
。

　
㈲
現
代
社
会
の
前
途
に
対
す
る
危
機
感
が
知
識
人
の
み
な
ら
ず
一
般
市
昆

の
間
に
ま
で
ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
今
日
の
状
況
は
、
裏
返
し
て
考
え
れ

ば
、
歴
史
に
対
す
る
信
頼
感
が
動
揺
な
い
し
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

よ
う
。
こ
う
い
う
状
況
は
、
歴
史
内
在
的
な
意
味
の
探
究
で
は
な
く
て
、
新

し
い
意
味
を
付
与
し
う
る
知
性
の
主
体
性
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
意
味
を

自
覚
し
な
い
知
的
生
産
は
、
い
た
ず
ら
に
教
養
俗
物
を
は
び
こ
ら
せ
る
の
み

で
あ
る
。
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
に
お
け
る
知
識
人
の
原
義
が
、
主
体
性
・
批
判

性
・
創
造
性
・
積
極
性
を
徴
衷
と
し
て
い
た
点
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。

　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
人
闘
の
つ
く
り
だ
す
社
会
・
歴
史
を
考
察
す

る
際
に
、
二
つ
の
相
対
立
し
あ
う
人
間
類
型
を
措
定
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
一
つ
は
現
世
で
の
行
動
を
自
己
の
内
な
る
理
想
に
の
み
あ
わ
せ
て
遂

行
す
る
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
り
、
従
っ
て
既
成
の
諸
関
係
か
ら
は
「
自
由
」

な
、
創
造
的
人
間
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
タ
イ
プ
の
人
間
を
「
文
化
人
」
と

よ
ぶ
。
他
の
タ
イ
プ
は
自
己
の
行
動
を
既
成
の
諸
関
係
に
適
悠
さ
せ
、
既
成

秩
序
内
で
の
成
功
の
チ
ャ
ン
ス
を
求
め
る
人
間
で
あ
っ
て
、
「
専
門
人
」
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
し
「
秩
序
人
」
は
こ
れ
に
属
す
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
人
間
類
型
論
（
人
自
学
）
を
引
合
に
だ
せ
ば
、
現
代

の
知
識
人
や
市
昆
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
文
化
人
」
と
し
て
の
生
き
方

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
、
た
だ
専
門
性
に
埋
没
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
知
性
の
営
み
で
あ
る
以
上
、
自
己
の
内
な
る

理
想
を
み
つ
め
つ
づ
け
、
主
体
的
に
意
味
創
造
に
参
加
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
代
社
会
に
お
け
る
歴
史
学
の
役
割
は
、
高
度
な
分
業
体
制
内
で
の
単
な
る

記
憶
装
置
に
と
ど
ま
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
分
裂
し
た
諸
党
派
の
ど
れ
か

に
身
魂
し
て
能
事
終
れ
り
と
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
も
あ
る
ま
い
。
自
己
の

住
む
社
会
の
絶
対
化
を
避
け
、
古
今
・
東
西
に
向
け
て
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
に
お
い
て
眺
め
る
こ
と
。
現
在
の
社
会
を
支
え
て
い
る
常
識
を
歴
史
的
展

望
の
下
に
批
判
し
、
社
会
の
成
員
が
不
知
不
識
と
ら
わ
れ
て
い
る
魔
術
か
ら

の
解
放
を
助
け
る
こ
と
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
よ
り
大
き
な
普
遍
史
的
関
連

の
中
で
占
め
る
歴
史
的
髪
剃
を
知
ら
し
め
、
そ
の
社
会
の
既
成
の
枠
組
を
突

破
し
て
成
長
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ソ
グ
・
J
・

モ
ム
ゼ
ン
と
共
に
い
う
な
ら
ば
、
歴
史
学
は
、
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
維

持
し
、
社
会
を
開
か
れ
た
も
の
に
す
る
た
め
に
、
「
批
判
的
社
会
科
学
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

①
　
≦
o
罵
σ
q
掌
。
β
σ
q
ω
帥
ロ
。
さ
響
応
δ
二
巴
ω
o
o
一
鶏
δ
ヨ
“
日
。
＄
認
欝
誌
ρ
昌
一
〇
導
。
『
国
9
甲

　
o
冨
臼
”
竃
”
眺
ミ
ミ
跨
ミ
嚇
韓
氣
ミ
計
ミ
多
き
謄
ミ
”
＜
o
把
お
』
O
①
N
℃
や
緊
N
爲
9

②
月
冨
。
α
o
弓
野
9
2
げ
葭
α
Q
讐
b
賊
ミ
ミ
》
o
ミ
蓄
ミ
恥
b
ミ
N
9
ミ
§
織
ミ
§
畑
§
ミ
ミ

謁
愚
さ
ミ
詞
U
p
貿
℃
げ
。
ぎ
＼
≦
麟
ヰ
叶
お
㎝
ω
．

③
＜
o
q
r
≦
9
げ
σ
q
p
昌
σ
々
9
護
。
ヨ
ヨ
。
。
Φ
戸
d
浮
く
。
話
巴
◎
q
Φ
ω
o
プ
一
〇
げ
岳
。
げ
Φ
ω
己
鄭
α
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℃
。
一
三
。
・
9
巽
O
①
昆
2
同
σ
9
嵐
舞
看
⑦
げ
g
ぎ
”
襲
恥
馬
ミ
ぎ
ぎ
惑
仁
山
ミ
ミ
「

　
b
ご
山
．
卜
3
0
ド
お
①
伊
ω
9
q
↓
α
剛
．

④
毛
．
轡
㌶
o
ヨ
葺
器
戸
b
苛
O
ミ
S
爵
ミ
馨
駐
§
恥
寒
ミ
臥
疑
噛
患
詳
譜
恥
韓
恥
㍗

　
ミ
軌
撃
ミ
勲
U
雷
ω
o
。
O
一
〇
〇
『
h
這
謡
’
も
つ
■
謹
h

ニ
　
ド
イ
ツ
的
教
養
と
そ
の
政
治
的
意
味

　
ω
政
治
史
の
文
脈
で
近
代
と
現
代
を
段
階
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
と
ら

え
、
近
代
の
特
質
を
「
名
望
家
政
治
」
の
う
ち
に
み
よ
う
と
す
る
見
解
は
、

わ
が
国
の
西
洋
史
学
界
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
の
業
績
を
生
み

　
　
　
　
①

だ
し
て
き
た
。
こ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
産
業
革
命
の
進
行
に
と
も
な
い
政

治
的
解
放
を
と
げ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
そ
れ
ま
で
専
断
的
支
配
を
ほ
し

い
ま
ま
に
し
て
き
た
貴
族
・
地
主
層
の
支
配
体
制
を
つ
き
崩
し
、
両
者
が
合

体
し
て
新
た
に
「
教
養
と
財
産
」
あ
る
階
層
臆
名
望
家
層
と
し
て
政
治
の
地

平
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
点
が
強
調
さ
れ
る
。
実
体
に
お
い
て
は
異
な
る
二
つ

の
も
の
が
機
能
的
に
は
名
望
層
層
と
し
て
一
つ
の
役
割
を
果
す
一
こ
の
点

を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
右
の
見
解
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
名
望
家
層
を
形
容
す
る
「
教
養
と
財
産
」
　
（
し
目
ま
§
α
q
償
巳

切
㊦
ω
欝
N
）
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ど
の
程
度
の
理
解
が
な
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
か
。
財
産
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ

的
教
養
と
そ
の
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ド
イ
ツ
的
教
養
が
ド
イ
ツ
観
念
論
に
多
く
の
も
の
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は

周
知
に
属
す
る
。
カ
ン
ド
は
啓
蒙
を
「
幼
児
性
か
ら
の
人
間
の
解
放
」
と
し

て
と
ら
え
、
自
己
旧
任
に
裏
づ
け
ら
れ
た
自
主
的
な
人
格
と
い
う
薪
し
い
人

間
像
を
描
い
て
み
せ
た
。
そ
し
て
人
格
の
道
徳
的
自
主
性
は
自
然
の
領
域
で

は
な
く
歴
史
の
領
域
で
実
現
す
る
と
指
摘
し
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
歴
史
的
世
界

を
人
格
の
う
ち
に
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
可
能
性
を
実
現
さ
せ
向
上
さ
せ
る
素
材

と
し
て
説
明
し
、
一
方
ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
精
神
の
進
歩
す
る
自
己
実
現
と
し

て
、
個
体
を
通
じ
て
理
性
が
前
進
的
に
歴
史
的
現
実
に
現
わ
れ
る
と
い
う
歴

史
の
構
想
を
う
ち
た
て
た
。
虚
舟
と
理
性
が
、
啓
蒙
さ
れ
た
（
つ
ま
り
「
成

年
に
達
し
た
」
）
個
人
の
責
任
あ
る
行
動
の
力
で
歴
史
的
空
間
に
実
現
さ
れ
る
、

と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
観
念
論
の
根
本
見
解
で
あ
り
、
こ
の
確
信
は
も
ち
ろ
ん

社
会
的
に
も
根
拠
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
初
期
立
憲
主
義
社
会
で
の
唯
一
の

「
啓
蒙
さ
れ
た
」
階
層
と
し
て
の
教
養
市
民
層
の
指
導
権
要
求
の
正
当
化
に

　
　
　
②

役
立
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
国
家
を
形
成
す
る
も
の
は
教
養
あ
る
認
識

の
仕
事
で
あ
っ
て
、
人
罠
の
仕
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
②
ド
イ
ツ
観
念
論
内
の
諸
潮
流
が
近
代
ド
イ
ツ
社
会
の
精
神
的
基
礎
を
形

作
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
人
に
特
有
な
「
文
化
」
（
囚
鐸
ザ

け
霞
）
と
「
人
格
」
（
℃
G
目
。
り
α
昌
一
一
〇
げ
一
（
㊦
一
け
）
へ
の
尊
敬
を
う
み
だ
し
、
学
問
や
教

育
の
尊
重
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
う
え
学
校
教
育
は
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
だ

け
の
実
用
的
利
益
を
も
も
っ
て
お
り
、
経
済
的
に
遅
れ
た
社
会
で
社
会
的
等

級
を
上
昇
し
て
い
く
可
能
性
を
与
え
、
ま
た
大
学
教
育
は
学
生
に
兵
役
期
間
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の
短
縮
を
保
証
し
て
い
た
。
い
ま
や
大
学
の
学
位
は
ド
イ
ツ
社
会
で
の
多
く

の
名
望
を
も
つ
地
位
の
前
提
と
な
る
。

　
他
方
、
文
化
の
尊
重
は
、
そ
れ
ま
で
人
々
を
支
配
し
て
き
た
宗
教
に
と
っ

て
か
わ
り
、
ド
イ
ツ
観
念
論
は
宗
教
の
代
用
品
と
し
て
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地
域
の
大
学
教
育
を
う
け
た
階
層
を
徹
底
的
に
世
俗
化
す

る
こ
と
に
寄
与
し
た
。

　
そ
れ
で
は
文
化
や
教
育
は
ド
イ
ツ
の
政
治
生
活
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
っ
た
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
ひ
と
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
う
ち
に
フ
ラ

ン
ス
革
命
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
対
抗
物
を
み
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
現
実
に

も
多
く
の
点
で
ド
イ
ツ
観
念
論
は
革
命
の
代
用
品
、
革
命
へ
の
防
壁
と
な
っ

た
。
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
政
治
理
想
と
は
反
対

の
方
向
を
す
す
み
、
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
賛
美
し
た
の
は
ド
イ
ツ

入
の
文
化
遺
産
や
か
れ
ら
の
詩
・
哲
学
・
音
楽
の
才
能
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
人

の
政
治
的
自
由
、
市
民
と
し
て
の
現
実
の
権
利
は
、
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
お
い
て
は
副
次
的
に
し
か
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
学
校
教
育
の
目

標
も
該
博
な
知
識
を
も
つ
教
養
人
の
育
成
で
あ
り
、
政
治
的
意
識
を
も
つ
人

　
　
　
　
　
　
③

間
で
は
な
か
っ
た
。

　
三
月
革
命
の
挫
折
と
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る
統
㎝
政
策
の
成
功
は
ド
イ
ツ
自

由
主
義
を
ビ
ス
マ
ル
ク
と
そ
の
国
家
論
標
の
前
に
降
伏
さ
せ
、
か
れ
ら
の
政

治
的
自
治
の
要
求
を
放
棄
な
い
し
無
期
延
期
さ
せ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
帝
国
に

対
す
る
イ
ン
テ
リ
の
態
度
は
一
般
に
は
控
え
目
な
忠
誠
の
そ
れ
と
な
っ
た
。

…逆

ﾉ
ビ
ス
マ
ル
ク
自
身
が
「
イ
ン
テ
リ
階
級
」
　
「
教
養
あ
る
市
民
層
」
　
「
教

養
の
あ
る
階
層
」
を
意
識
的
に
自
己
の
政
治
の
支
持
者
の
側
に
獲
得
せ
ん
と

　
　
　
　
　
　
　
　
④

努
め
も
し
た
の
だ
っ
た
。

　
ビ
ス
マ
ル
ク
の
政
治
の
う
ち
に
ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
「
名
望
家
政
治
」
の

段
階
が
も
っ
と
も
典
型
的
に
み
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
教
養
の
政
治
的
意
味
は
、

い
ま
や
そ
れ
が
「
財
産
」
と
同
じ
く
保
守
主
義
の
防
壁
と
な
り
、
両
者
は
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

イ
ッ
社
会
の
再
封
建
化
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

　
㈲
ド
イ
ツ
社
会
に
お
い
て
教
養
が
演
じ
た
一
般
的
役
割
が
右
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
一
九
世
紀
に
雰
常
な
発
達
を
み
た
ド
イ
ツ
歴
史
学
は

ど
の
よ
う
な
展
開
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
学
は
そ
の
性
格
か
ら
し
て

政
治
や
社
会
の
現
実
の
動
向
を
な
に
が
し
か
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
九

世
紀
中
葉
に
伝
統
的
形
而
上
学
が
一
定
の
没
落
を
示
す
と
歴
史
主
義
は
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

や
「
教
養
人
の
最
後
の
宗
教
」
と
も
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
歴
史
学
も
そ
の
興
隆
期
に
は
ド
イ
ツ
観
念
論
と
共
通
の
土
台
に
立
っ
て
お

り
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
の
は
歴
史
過
程
が
内
在
的
意
味
を
も
つ
と
み

な
す
思
想
だ
っ
た
。
ラ
ン
ケ
は
な
る
ほ
ど
へ
！
ゲ
ル
的
体
系
が
き
ら
い
で
、

個
々
の
歴
史
現
象
の
一
回
性
と
反
復
不
可
能
を
説
き
、
さ
な
が
ら
神
の
手
か

ら
直
接
出
て
く
る
一
切
の
歴
史
的
形
成
物
の
固
有
の
価
値
を
強
調
し
た
が
、

し
か
し
歴
史
は
そ
れ
自
体
意
味
の
あ
る
過
程
だ
と
い
う
見
解
は
観
念
論
哲
学
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者
と
共
通
す
る
も
の
だ
っ
た
。
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
歴
史
家
の
中
で
最
大
の

理
論
的
頭
脳
の
持
主
と
目
さ
れ
る
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
し
ヘ
ー

ゲ
ル
と
対
立
し
て
歴
史
を
現
在
の
政
治
的
必
要
と
所
与
の
立
場
か
ら
記
述
せ

ん
と
欲
し
、
そ
れ
ゆ
え
か
れ
の
場
合
は
国
民
国
家
の
問
題
が
中
心
を
占
め
た
。

し
か
し
ド
ロ
イ
ゼ
ソ
も
観
念
論
の
歴
史
哲
学
的
見
解
に
深
く
と
ら
わ
れ
て
お

り
、
か
れ
の
も
と
で
も
歴
史
は
歴
史
的
現
実
に
前
進
す
る
過
程
で
あ
ら
わ
れ

る
「
道
徳
的
力
」
の
絶
え
ざ
る
作
用
に
帰
せ
ら
れ
た
。
個
人
の
働
き
を
よ
り

高
い
統
一
に
統
合
す
る
「
道
徳
的
力
扁
の
う
ち
に
歴
史
的
発
展
の
連
続
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

絶
え
ざ
る
向
上
が
保
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
か
れ
に
は
思
わ
れ
た
。

　
一
九
世
紀
の
歴
史
家
た
ち
に
共
通
に
み
ら
れ
る
の
は
、
歴
史
的
発
展
自
体

の
客
観
的
な
、
疑
い
の
な
い
意
味
へ
の
楽
観
主
義
的
信
仰
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
現
実
の
歴
史
過
程
の
発
展
に
対
す
る
暗
黙
の
信
頼
が
感
じ
ら
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
如
き
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
秩
序
の
没
落
を
予
感

し
鋭
い
危
機
感
に
と
ら
わ
れ
た
歴
史
家
も
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

し
ょ
せ
ん
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
に
な
る
と

い
ま
や
達
成
さ
れ
た
国
民
的
権
力
国
家
を
道
徳
性
の
原
理
一
般
と
同
一
視
し
、

ビ
ス
マ
ル
ク
の
現
実
政
治
に
精
神
的
正
当
化
、
道
徳
的
外
見
を
与
え
た
。
ト

ラ
イ
チ
ュ
ケ
ほ
ど
極
端
に
走
ら
な
か
っ
た
歴
史
家
た
ち
は
非
政
治
的
な
精
神

文
化
の
領
域
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
国
民
圏
家
の
理
念
に
深
く
満
た
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
は
変
り
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
い
わ
ゆ
る
非
政
治
的
な
態
度
が
そ

れ
自
体
既
成
の
政
治
秩
序
の
支
持
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
歴
史
家
を
含
め
て
ド
イ
ツ
の
知
識
人
が
深
刻
な
危
機
感
に
と
ら
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
ド
イ
ツ
国
家
自
体
の
政
治
・
経
済
・
社
会
の
急
激
な
変
化

が
顕
著
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
一
九
世
紀
宋
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て

で
あ
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
の
第
｝
次
大
戦
に
よ
る
破
局
に
際
会
し
て
か
ら

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
知
識
人
一
般
の
例
に
漏
れ
ず
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ

ヅ
ケ
も
ま
た
も
と
も
と
は
非
政
治
的
な
審
美
主
義
の
世
界
に
住
ん
で
い
た
。

第
一
の
主
著
『
世
界
市
民
主
義
と
属
民
国
家
』
　
（
一
九
〇
七
年
）
を
流
れ
る

調
和
的
楽
観
的
色
調
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　
①
　
最
近
の
業
績
と
し
て
、
望
田
幸
男
『
近
代
ド
イ
ツ
の
政
治
構
造
』
　
（
ミ
ネ
ル
ヴ

　
　
ァ
書
房
、
昭
四
七
）
。

　
②
≦
。
い
竃
。
日
ヨ
ω
o
p
U
贈
9
恥
ミ
計
ミ
恥
起
帖
角
§
§
さ
ミ
婦
、
§
恕
誌
織
笥
馳
韓
㍗

　
　
鳳
ミ
静
噛
ヤ
ミ
勲
u
つ
凸
メ

　
③
写
津
N
ω
挫
⑦
ヨ
’
U
δ
℃
9
三
ω
9
曾
岡
。
茜
窪
山
霧
毒
智
簿
一
切
。
財
§
】
）
①
簿
？

　
　
9
窪
」
『
鼠
凶
9
p
巴
。
ワ
け
母
ヨ
。
吐
（
ξ
ω
σ
q
．
y
b
§
ぎ
詠
ミ
ミ
“
ぎ
b
§
§
ミ
§
野

　
　
、
o
ミ
勘
神
ミ
ミ
O
跨
ミ
恥
黛
へ
臥
N
。
。
蓉
占
駐
。
。
℃
⇔
冨
。
。
ω
ω
①
置
。
円
｛
お
¶
ρ
ω
ω
．
冨
。
。
占
。
。
。
。
■

　
④
　
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
『
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
成
立
史
』
足
利
末

　
　
男
訳
、
　
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
）
二
七
六
頁
。

　
⑤
　
男
o
Q
伸
。
ヨ
’
簿
＆
梱
9
’
ω
■
寄
費
≦
．
轡
客
。
目
ヨ
ω
Φ
戸
§
妓
き
ぎ
諦
、
§
蕊

　
ミ
馬
§
ミ
鶏
ぎ
勺
。
ミ
隷
械
。
。
o
O
I
遣
8
卿
目
郎
σ
ぎ
σ
q
2
ち
＄
噛
ω
・
○
。
o
。
。
。
■

　
⑥
芝
．
｝
．
寓
。
ヨ
ヨ
ω
窪
噛
b
む
O
ミ
“
ミ
暮
露
ミ
吻
楠
晒
蔑
塁
§
防
砦
ミ
縣
、
§
物
ミ
恥
§
恥
電
房

　
　
馬
ミ
酔
ミ
ミ
負
。
つ
’
一
酔

　
⑦
轄
§
爵
”
ω
ω
’
㊤
占
目
■
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三
　
「
学
者
政
治
家
」
に
お
け
る
理
念
と
現
実

　
ω
ド
イ
ツ
史
に
は
「
学
者
政
治
家
」
（
O
O
δ
貯
さ
出
や
O
暮
節
興
）
と
よ
ぼ
れ

る
一
群
の
人
々
が
お
り
、
第
二
帝
制
時
代
に
は
ビ
ス
マ
ル
ク
帝
国
の
民
主
的

改
革
を
主
張
し
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
下
で
は
民
主
党
に
結
集
し
た
知
識
人

の
中
に
そ
の
代
表
的
受
認
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
前
述
の
エ
ッ
シ
ェ
ン
ブ
ル
ク
の
研
究
の
中
で
は
次
の
よ
う
な
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
二
帝
制
は
民
主
主
義
不
在
の
政
治
風
土

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
「
大
戦
勃
発
に
い
た
る
ま
で
…
…
は
憲
法
の
民

主
的
発
展
、
官
憲
国
家
を
人
民
の
国
家
に
つ
く
り
か
え
る
問
題
が
、
徹
底
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
考
え
ぬ
か
れ
準
備
さ
れ
て
い
る
労
作
は
一
つ
も
な
か
っ
た
」
こ
と
に
示
さ

れ
る
。
し
か
も
少
数
の
例
外
者
が
民
主
的
改
革
を
主
張
し
た
場
合
で
も
そ
の

動
機
は
国
民
主
権
の
思
想
と
か
西
方
民
主
主
義
へ
の
教
導
と
か
で
は
な
く
て

む
し
ろ
現
実
的
な
政
治
的
配
慮
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
大
戦
中
に
は
じ
め
て

本
格
的
に
、
民
主
的
な
ド
イ
ツ
の
国
家
改
革
の
問
題
が
市
民
的
中
間
派
に
属

す
る
小
さ
な
範
糊
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ

の
場
合
も
指
導
的
地
位
の
人
材
の
不
足
に
つ
い
て
の
心
配
か
ら
書
か
れ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
政
治
論
文
の
影
響
範
囲
も
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
、
と

い
う
。

　
こ
こ
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
第
二
帝
制
下
で
民
主
的
改
革
を
主
張
し

た
少
数
の
例
外
者
1
1
「
学
者
政
治
家
」
の
動
機
を
捌
挟
し
て
み
る
と
、
か
れ

ら
が
理
念
と
し
て
の
罠
主
主
義
精
神
に
共
鳴
し
た
か
ら
民
主
的
改
革
を
主
張

し
た
の
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
名
実
的
な
計
算
が
そ
こ
に
は
働
い
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
ド
イ
ツ
の
「
学
者
政
治
家
」
の
一
つ
の
特

徴
を
示
肥
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
特
徴
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共

和
国
下
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
帯
び
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
を
次

に
み
て
み
よ
う
。

　
②
第
一
次
大
戦
の
宋
期
、
敗
色
濃
い
ド
イ
ツ
の
地
に
革
命
の
波
が
お
そ
い
、

か
つ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
り
う
ち
た
て
ら
れ
た
第
二
帝
制
は
半
世
紀
を
経
ず

し
て
瓦
壊
し
た
。
こ
の
革
命
の
渦
申
に
臨
時
政
府
を
組
織
し
、
左
翼
急
進
主

義
を
制
圧
し
な
が
ら
、
一
個
の
政
治
体
制
を
つ
く
り
だ
し
て
い
っ
た
の
は
、

社
会
民
主
党
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
ま
ず
憲
法
制

定
国
民
議
会
を
召
集
し
、
一
九
一
九
年
八
月
に
は
ゲ
ー
テ
ゆ
か
り
の
小
都
市

ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
新
憲
法
を
制
定
公
布
し
た
。
革
命
後
の
ド
イ
ツ
政
界
の
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
右
の
よ
う
に
社
会
民
主
党
に
帰
し
た
と
し
て
も
、
同
党
の
単

独
支
配
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
記
国
民
議
会
の
選
挙
の
結
果
か
ら
し

て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
事
実
、
革
命
後
の
新
国
家
は
社
会
民
主
党

に
中
央
党
と
民
主
党
を
加
え
た
い
わ
ゆ
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
連
合
な
る
連
立
政
権

の
形
で
運
営
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
中
央
党
は
政
治
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

を
体
現
す
る
宗
教
政
党
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
畏
主
党
は
帝
勧
時
代
の
自
由
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ドイツ知識人と国民国家の理念（八田）

主
義
左
派
の
流
れ
を
汲
む
人
々
か
ら
な
っ
て
お
り
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う

に
多
数
の
「
学
者
政
治
家
」
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
複
数
の
政
党
の
連
合
に
よ
っ
て
し
か
国
会
で
多
数
派
が
形
成
さ
れ
え
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
単
独
で
過
半
数
を
占
め
る
政
党
が
つ
い
に
あ
ら

わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
ド
イ
ツ
最
初
の
共
和
国
の
政
情
を
不
安

定
な
も
の
と
し
た
。
共
和
国
が
と
も
か
く
も
存
続
し
て
い
く
た
め
に
は
体
制

支
持
政
党
が
強
力
に
な
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
主
義
・
主
張
は
異
な
る
と
し
て

も
体
制
存
続
に
利
害
を
同
じ
く
す
る
諸
政
党
間
の
連
合
能
力
の
向
上
が
不
可

欠
で
あ
っ
た
。
共
和
国
が
存
続
す
る
た
め
に
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
法
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
辺
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
諸
政
潮
間
の
連
合
能
力
の
向
上
と
は
具
体
的
に
は
何
を
意
味
し

た
で
あ
ろ
う
か
。
多
党
間
の
妥
協
と
連
合
が
一
般
の
ド
イ
ツ
人
に
不
人
気
で

あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
政
党
政
治
を
「
牛
の
取
引
」
（
目
（
q
げ
げ
騨
口
恥
Φ
｝
）
と
し

て
け
な
す
嶺
時
の
政
治
風
土
か
ら
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
か
か
る
風
土
を

背
景
に
し
て
考
え
る
と
き
は
じ
め
て
、
諸
政
党
間
の
連
合
一
政
誌
上
の
妥

協
が
そ
の
前
提
と
な
る
一
を
推
進
す
る
態
度
が
一
つ
の
決
断
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
三
1
ω
で
指
摘
し
た
ド
イ
ツ
「
学
者
政
治
家
」
の
現
実
政
治
に
対
す
る
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
右
の
態
度
と
重
要
な
関
連
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
な
か

で
も
「
学
者
政
治
家
㎏
の
一
人
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
政
治
哲
学
が
「
妥

協
」
を
も
っ
て
政
治
的
現
実
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
領
が

あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
あ
げ
て
お
き
た
い
。
あ
る
保
守
主
義
の
指
導
者
が
ト

レ
ル
チ
に
手
紙
を
よ
こ
し
て
、
な
ぜ
ト
レ
ル
チ
が
民
主
党
の
如
き
「
無
思
想

な
」
政
党
に
所
属
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
と
き
、
ト
レ
ル
チ

の
返
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
　
「
自
分
が
政
党
に
期

待
す
る
も
の
は
事
態
の
現
実
的
な
認
識
、
統
治
能
力
、
平
均
的
な
常
識
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

り
、
高
遠
な
理
念
な
ど
で
は
な
い
」
と
。

　
政
治
の
実
際
に
お
い
て
は
思
想
や
主
義
の
　
貫
性
よ
り
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ヅ
ク
な
現
実
的
考
慮
を
優
先
さ
せ
る
こ
の
感
覚
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
お
け

る
政
治
の
世
界
の
相
対
的
独
自
性
・
固
有
法
則
性
の
承
認
を
示
唆
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
ま
た
理
念
の
世
界
と
実
践
の
場
（
現
実
）
の
乖
離
を

も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
態
度
は
両
刃
の
剣
で
あ
っ
て
、
民
主

主
義
を
理
念
の
世
界
と
は
別
次
元
で
技
術
的
に
運
営
さ
せ
る
余
地
を
含
む
こ

と
に
も
な
ろ
う
。

　
㈲
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
宮
国
の
政
治
に
大
き
な
関
心
を
も
ち
、

そ
の
個
人
的
経
験
が
か
れ
の
史
学
思
想
の
　
つ
の
源
泉
を
な
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
わ
が
国
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
第
一
次
大
戦
前
後
か
ら
ヴ
ァ

イ
即
、
ル
共
和
国
に
か
け
て
の
か
れ
の
活
動
を
想
起
す
る
と
、
こ
こ
で
い
う

「
学
老
政
治
家
」
に
含
め
て
粟
4
住
え
て
も
不
当
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
主
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
ヴ
ァ
ル
デ
マ
ル
．
ベ
ッ
ソ
ン
の
国
訴
に
依
拠
し
て
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
政
治
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的
主
張
の
特
徴
を
概
観
し
、
か
れ
に
お
け
る
理
念
の
世
界
の
一
端
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

　
ビ
ス
マ
ル
ク
時
代
に
青
年
期
を
過
し
た
マ
イ
ネ
ッ
マ
は
も
と
も
と
政
治
的

に
は
保
守
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
青
年
期
の
保
守
主
義
も
世
紀
転
換
期
に
は

動
揺
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ナ
ウ
マ
ソ
か
ら
受

け
た
影
響
や
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
お
よ
び
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
と
い
う
勤
務
地

で
接
触
し
た
南
ド
イ
ツ
自
由
主
義
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
一
九
〇
八
年
の

ド
イ
リ
ー
・
テ
レ
グ
ラ
フ
事
件
も
後
年
の
か
れ
の
政
治
活
動
へ
の
刺
激
を
な

し
て
い
る
。
一
九
一
〇
年
に
は
じ
め
て
新
聞
に
政
治
論
文
を
執
筆
し
、
一
二

年
初
め
に
は
国
会
選
挙
戦
に
か
か
わ
り
、
一
二
年
五
月
ベ
ル
リ
ン
で
の
国
民

自
由
党
の
党
大
会
に
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
代
議
員
の
資
格
で
参
加
し
て
い
る
。

　
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
政
治
的
昌
的
の
た
め
に
は
ど
ん
な
言
葉
で
も
自
在
に
吐

き
か
ね
な
い
口
舌
の
徒
で
は
な
か
っ
た
し
、
政
治
的
活
動
に
必
要
と
さ
れ
る

神
経
の
ず
ぶ
と
さ
も
も
ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
か
れ
一

す
で
に
学
者
と
し
て
成
功
し
て
い
た
一
が
五
〇
歳
近
く
に
な
っ
て
時
事
政

治
に
開
眼
し
て
き
た
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
ド
イ
ツ
政

治
の
進
路
に
つ
い
て
の
か
れ
の
深
刻
な
危
機
感
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
感
じ
た
危
機
感
は
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
権
力
政
治
的
実

体
が
誤
っ
た
国
家
指
導
に
起
因
す
る
社
会
的
緊
張
に
よ
り
損
傷
さ
れ
つ
つ
あ

る
と
い
う
心
配
に
由
来
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
れ
が
国
内
改
革
を
要
求
す

る
の
も
民
主
主
義
的
確
信
か
ら
で
は
な
く
て
内
政
の
安
定
の
上
に
築
か
れ
る

国
民
的
偉
大
さ
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
の
政
治
的
自
由
主
義
も
、
自

由
主
義
の
原
理
に
忠
実
な
そ
れ
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家
を
維
持
す
る

と
い
う
目
的
に
か
な
う
限
り
で
の
自
由
主
義
だ
っ
た
。
こ
こ
に
牢
國
と
し
て

自
己
主
張
し
つ
づ
け
る
の
は
ド
イ
ツ
国
属
国
家
の
理
念
へ
の
力
強
い
信
仰
告

白
に
他
な
ら
な
い
。

　
大
戦
中
プ
ロ
イ
セ
ン
三
級
選
挙
法
の
廃
止
そ
の
他
民
主
的
改
革
を
要
求
し

て
い
た
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
し
か
し
帝
国
政
府
の
議
会
主
義
化
を
そ
れ
自
体
望

ま
し
い
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
い
て
は
議

会
制
民
主
主
義
は
そ
れ
以
外
考
え
ら
れ
な
い
政
治
体
制
に
な
っ
て
い
た
。
そ

れ
で
も
マ
イ
ネ
ヅ
ケ
に
よ
れ
ば
民
主
主
義
と
強
力
な
国
家
指
淳
は
決
し
て
網

互
に
排
除
し
あ
う
も
の
で
は
な
く
、
一
九
一
九
年
に
は
ヴ
ェ
ー
バ
…
や
ナ
ウ

マ
ン
と
同
じ
く
人
民
投
票
に
よ
る
大
統
領
制
を
政
党
支
配
の
調
整
手
段
と
し

て
要
求
し
て
い
る
。
大
統
領
は
社
会
的
和
解
と
強
力
な
国
家
権
力
の
樹
立
と

い
う
二
重
の
課
題
を
果
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
国
民
か
ら
直
接
信
任
さ
れ

た
人
物
（
大
統
領
）
が
強
い
独
立
的
な
統
治
権
力
を
形
成
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

セ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
利
己
主
義
の
追
求
に
あ
け
く
れ
る
政
党
政
治
へ
の
不
信
感

が
議
会
主
義
へ
の
完
全
な
同
意
を
妨
げ
て
い
た
。

　
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
対
す
る
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
態
度
は
す
で
に
述
べ
た
ト

レ
ル
チ
の
そ
れ
と
共
通
す
る
。
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
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存
在
は
社
会
的
和
解
（
妥
協
）
の
上
に
の
み
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
マ
イ
ネ

ヅ
ケ
も
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
労
働
老
と
市
民
層
の
問
の
社
会
的
平
和
の
国

家
形
態
と
み
な
し
て
い
た
。
両
者
が
求
め
て
い
る
の
は
非
ド
グ
マ
的
な
国
家

主
義
で
あ
っ
て
、
国
家
が
存
続
す
べ
き
な
ら
左
翼
も
右
翼
も
急
進
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
抑
制
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
理
念
は
、

国
家
形
態
の
激
変
に
も
耐
え
て
、
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
国

家
形
態
の
外
的
激
変
を
も
貫
ぬ
く
連
続
性
の
核
心
を
担
う
も
の
だ
っ
た
。

　
①
　
8
■
国
ω
o
げ
㊦
コ
σ
霞
α
q
帽
3
3
9
魑
ω
■
目
◎
◎
．

　
②
　
肉
魯
§
恥
3
幹
鐙
・

　
③
目
ユ
。
ρ
囚
。
躍
ヨ
碧
「
鰻
器
臣
9
α
q
8
器
α
霞
毒
9
日
霞
。
『
幻
①
℃
ロ
σ
三
（
”

　
　
国
ヨ
。
。
仲
月
δ
o
洋
。
。
o
ず
ω
娼
。
臨
梓
陶
。
。
o
プ
も
・
〉
昌
切
。
げ
9
賃
昌
旨
α
Q
⑦
戸
ぎ
”
ミ
無
。
試
題
ぎ
N
ミ
馬
や

　
　
“
ミ
飲
き
ゆ
山
■
目
◎
。
b
。
”
お
㎝
①
噛
q
り
■
ω
8
．

　
④
　
♂
＜
巴
島
。
量
自
切
霧
ω
o
戸
蜀
ユ
。
二
一
〇
げ
寓
。
ぎ
8
吋
⑦
質
コ
α
象
。
　
唄
く
。
凶
ヨ
碧
霞

　
　
図
①
讐
乞
陶
H
（
」
『
欝
ミ
轟
虻
＆
誘
趣
ミ
馬
喬
蔓
N
ミ
鷺
恥
ら
ミ
“
ミ
や
N
｝
σ
q
こ
一
㊤
沼
胃
Q
o
o
D
噸

　
　
H
一
G
◎
1
戸
b
o
ρ

四
　
ヴ
ェ
ー
バ
；
に
お
け
る
二
三
国
家
の
理
念

　
ω
マ
ヅ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
と
学
問
を
立
入
っ
て
検
討
す
る
と
明

ら
か
に
な
る
一
点
は
、
か
れ
が
い
か
に
深
く
ド
イ
ツ
文
化
の
伝
統
に
と
ら
わ

れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
が
生
ん
だ
優
れ
た
知
識
人
と
し

て
（
論
者
に
よ
っ
て
は
二
〇
世
紀
最
大
の
社
会
科
学
者
と
し
て
）
、
そ
の
主
体

性
・
批
判
性
・
創
造
性
が
称
揚
さ
れ
る
か
れ
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
…
バ
ー
に
お
い
て
、
と
く
に
か
れ
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ

文
化
の
伝
統
を
感
じ
さ
せ
る
点
は
大
体
次
の
三
点
に
整
理
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
三
点
は
相
互
に
密
接
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
。

　
④
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
人
格
」
概
念

　
相
争
う
神
々
の
間
で
ど
の
神
を
選
択
す
る
の
か
、
自
分
の
人
生
を
あ
や
つ

っ
て
い
る
デ
ー
モ
ン
を
い
か
に
選
択
す
る
の
か
、
こ
れ
は
個
々
人
の
個
人
的

決
断
に
負
う
事
柄
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
自
主
的
に
衝
値
選
択
を
行
な
う
こ

と
の
う
ち
に
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
人
格
の
本
質
を
み
た
。
世
界
生
起
に
意
味
を
付

与
し
う
る
の
は
こ
の
個
人
の
立
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
歴
史
を
動
か
す
要
因
を
超
個
人
的
な
も
の
に
求
め
る
一
切
の
教
説
は
う
け

い
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
個
人
に
は
世
界
に
対
す
る
態
度
決
定
を
精
神

的
に
な
し
う
る
能
力
が
あ
り
、
こ
の
能
力
が
あ
る
限
り
個
人
は
単
に
経
験
的

世
界
に
埋
没
し
は
し
な
い
。
個
人
は
自
己
の
行
為
を
理
想
に
向
か
っ
て
方
向

づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
に
臥
し
い
道
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
考
え
方
に
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の

伝
統
が
感
じ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
物
質
的
利
害
や
具
体
的

な
環
境
条
件
が
個
々
人
の
行
為
に
決
定
的
に
影
響
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

か
ら
、
か
れ
が
観
念
論
の
素
朴
な
信
奉
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
欲
し

　
　
　
　
①

な
か
っ
た
が
。
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㈲
ド
イ
ツ
自
由
主
義
の
政
治
的
伝
統

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
出
自
か
ら
し
て
も
、
ま
た
自
己
の
償
念
に
お
い
て
も
、
ド

イ
ツ
自
由
主
義
の
嗣
子
と
よ
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
か
れ
の
政
治
的
主
張

に
は
ド
イ
ツ
自
由
主
義
の
伝
統
が
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
ハ
た
だ
内

面
的
に
も
外
面
的
に
も
独
立
し
た
人
物
（
政
治
に
「
よ
っ
て
」
で
は
な
く
、

政
治
の
「
た
め
に
」
生
き
る
人
間
）
が
国
家
の
指
導
権
を
握
る
べ
き
だ
と
い

う
自
由
主
義
的
主
張
は
、
名
望
象
政
党
や
制
限
選
挙
の
時
代
が
す
で
に
過
去

の
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
が
か
れ
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ

ま
で
も
忘
れ
虫
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
憲
法
政
治
の
問
題
を
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ッ
ク
に
取
扱
う
傾
向
は
、
自
然
法
思
想
に
よ
る
民
主
主
義
の
古
典
的

基
礎
づ
け
か
ら
か
れ
を
遠
ざ
け
、
国
民
圏
家
の
理
念
の
前
に
は
議
会
主
義
も

民
主
主
義
も
す
べ
て
純
粋
な
技
術
の
問
題
に
お
と
し
め
ら
れ
た
。
対
外
政
策

を
過
度
に
強
調
し
、
国
内
政
治
を
そ
の
た
め
の
前
提
と
し
て
の
み
考
え
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
す
る
点
も
ド
イ
ツ
自
由
主
義
の
伝
統
に
含
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
㊨
国
民
国
家
の
理
念

　
ヴ
ェ
ー
バ
；
の
思
想
に
お
い
て
ド
イ
ツ
文
化
の
伝
統
、
あ
る
い
は
同
時
代

の
支
配
的
傾
向
の
影
響
を
も
っ
と
も
深
く
大
き
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
、
ド

イ
ツ
国
民
国
象
へ
の
か
れ
の
揺
ぎ
な
い
信
仰
告
白
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
は
ど
の
論
者
に
も
異
論
は
な

い
と
い
え
る
。
か
れ
の
政
治
論
は
す
べ
て
こ
の
一
点
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
雷
で
は
な
い
。

　
②
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
に
お
い
て
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
理
念
が
巨
大

な
役
割
を
演
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
文
化
や
ド
イ
ツ
自
由
主

義
の
伝
統
一
般
に
は
解
消
さ
れ
な
い
国
民
国
家
に
つ
い
て
の
ヴ
ェ
ー
パ
ー
独

自
の
論
理
が
あ
っ
た
こ
と
を
許
容
し
な
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ヴ
ェ
ー
バ

ー
独
自
の
思
想
世
界
に
ド
イ
ツ
文
化
や
ド
イ
ツ
自
由
主
義
の
潮
流
が
分
ち
難

く
溶
け
こ
ん
で
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
酌
主
張
の
正
調
は
、
か
つ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
が
な
し
遂

げ
た
国
民
的
大
業
、
つ
ま
り
大
国
と
し
て
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
建
設
を
、
ビ
ス

マ
ル
ク
な
き
世
界
で
い
か
に
継
承
発
展
さ
せ
る
か
と
い
う
点
か
ら
出
発
す
る
。

世
界
に
お
け
る
経
済
的
政
治
的
大
国
へ
の
ド
イ
ツ
の
興
隆
、
ド
イ
ツ
の
世
界

権
力
政
策
に
と
っ
て
妨
げ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
事
柄
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
仮
借

な
き
批
判
を
免
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
妨
害
物
の
う
ち
最
大
の
も
の
は

プ
ロ
イ
セ
ン
保
守
主
義
で
あ
り
、
こ
の
保
守
的
封
建
的
勢
力
を
ド
イ
ツ
の
支

配
機
構
か
ら
放
逐
す
る
た
め
に
か
れ
は
議
会
主
義
化
や
民
主
化
を
「
手
段
」

と
し
て
要
求
し
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
か
れ
が
議
会
主
義
体
制
を
要
求
す

る
の
は
国
内
政
治
が
経
済
的
に
没
落
し
つ
つ
あ
る
勢
力
（
ユ
ン
カ
ー
）
に
で

は
な
く
上
昇
し
つ
つ
あ
る
勢
力
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、

労
働
者
層
の
支
持
を
集
め
な
が
ら
、
偉
大
な
対
外
政
治
を
実
行
で
き
る
強
力

な
国
民
国
家
を
欲
し
た
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
に
と
っ
て
は
ド
イ
ツ
の
国
民
的
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権
力
羅
利
審
関
心
が
国
家
形
態
の
一
切
の
問
題
に
優
越
し
て
お
り
、
そ
の
限

り
で
か
れ
に
お
い
て
は
民
主
主
義
か
ら
そ
の
内
的
詩
題
が
見
失
わ
れ
、
民
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

主
義
を
純
粋
に
機
能
主
義
的
に
扱
う
こ
と
に
寄
与
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
対
外
的
な
権
力
地
位
の
向
上
は
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
お
い

て
は
国
内
で
の
国
家
権
力
の
向
上
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
小
さ
な
政
治
団

体
な
ら
直
接
民
主
制
（
成
員
の
自
己
支
配
）
も
可
能
だ
ろ
う
が
、
大
国
の
政

治
は
「
支
配
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
指
道
W
の
概
念
に
お
い
て
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
リ
ヒ
な
要
素
（
支
配
・
被
支
配
の
上
下
の
関
係
）
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
も
と
で
は
目
立
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
政
治
は
単
な
る
行
政
と

は
違
っ
て
、
任
意
主
義
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
権
力
と
責
任
を
求

め
る
政
治
指
導
者
の
原
理
的
に
自
由
な
闘
争
が
か
れ
に
と
っ
て
は
一
切
の
真

め
意
味
で
の
貴
書
あ
る
政
治
一
般
の
前
提
で
あ
る
。
指
導
者
た
る
こ
と
は
自

ら
の
責
任
で
自
由
に
行
動
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
政
治
の
こ
の
任
意

主
義
が
政
治
的
社
会
的
団
体
の
増
大
す
る
官
僚
制
化
に
よ
っ
て
次
第
に
窒
患

さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
硬
直
し
た
社
会
秩
序
の
イ
メ
ー
ジ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
悩

ま
せ
た
。
　
一
切
の
自
由
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
や
個
人
的
活
動
の
自
由
が
政
治

の
分
野
で
絶
滅
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
の
念
が
か
れ
に
迫
っ
て
き

た
。
こ
れ
は
人
間
の
「
贔
位
」
を
危
う
く
す
る
事
態
で
あ
っ
た
。

　
自
主
的
に
価
値
選
択
を
行
な
い
、
自
ら
の
費
任
で
自
由
に
行
動
で
き
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
人
間
の
人
間
ら
し
さ
が
あ
る
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
考
え
た
。
だ

か
ら
か
れ
は
自
己
の
理
想
の
た
め
に
抵
抗
を
排
し
て
闘
う
と
い
う
闘
争
の
漂

理
を
肯
定
し
た
。
個
々
人
が
自
己
の
理
想
の
た
め
に
闘
う
こ
と
は
社
会
を
開

か
れ
た
も
の
に
し
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
社
会
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
政
治

の
世
界
も
も
ち
ろ
ん
闘
争
に
よ
っ
て
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
維
持
さ
れ
る
世

界
で
あ
る
。

　
闘
争
の
原
理
は
国
際
政
治
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
肯
定
さ
れ
た
。
諸
鷹

族
が
自
己
の
信
奉
す
る
価
値
を
実
現
す
る
た
め
に
闘
う
こ
と
は
ダ
イ
ナ
、
ミ
ッ

ク
な
世
界
秩
序
を
完
全
に
す
る
構
成
要
素
で
あ
る
。
闘
争
が
抑
圧
さ
れ
た
、

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
な
い
（
硬
直
化
し
た
）
世
界
秩
序
の
例
は
後
期
古
代
の
地

中
海
世
界
が
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
超
民
族
的
世
界
国
家

が
鉄
の
手
で
平
和
を
命
じ
、
個
々
の
民
族
の
政
治
的
展
開
を
妨
げ
て
い
た
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
確
凝
す
る
と
こ
ろ
で
は
一
切
の
文
化
は
長
い
間
に
不
可
避
的

に
民
族
的
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
自
ら
の
国
民
文
化

を
守
り
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
場
合
に
よ
っ
て
は
軍
事
力
の
手
段
を
用
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
是
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
闘
争
の
原
理

を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
社
会
の
不
可
欠
な
要
素
と
理
解
し
た
。
そ
し
て
ダ
イ
ナ

ミ
ヅ
ク
な
社
会
の
中
に
の
み
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
個
人
的
法
問
的
自
由
が
維
持
さ

れ
る
可
能
性
の
保
証
を
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
思
想

世
界
の
論
理
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
国
民
国
家
の
理
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念
が
占
め
て
い
た
地
位
が
理
解
さ
れ
て
く
る
。
ド
イ
ツ
国
罠
国
家
は
、
人
間

の
品
位
と
並
ん
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
究
極
の
理
想
を
構
成
し
た
が
、
か
れ
を

そ
う
さ
せ
た
の
は
、
か
れ
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
危
機
感
が
単
に
ド
イ

ツ
一
国
の
問
題
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
西
洋
文
明
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の

危
機
感
に
ま
で
及
ん
で
い
た
か
ら
だ
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
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