
小
川
晃
…
著

『
英
国
自
由
主
義
体
制
の
形
成
…
ー
ウ
ィ
・
グ
と

デ
ィ
セ
ソ
タ
ー
ー
』

川
　
分
　
圭
　
子

　
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
史
は
、
本

国
で
は
何
偲
も
の
大
著
が
記
さ
れ
て
い
る
分
野
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
本
で
は
断
片
的
な
個
別
研
究
が
数
少
な
く
発
表
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
。
し
か
し
九
二
年
暮
れ
に
、
名
誉
革
命
体
制
か
ら
一
八
四
〇
年
代
の
ピ
ー

ル
内
閣
に
い
た
る
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
主
義
の
成
立
過
程
を
扱
う
本
書
が
、
小

川
晃
～
氏
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
し
か
も
こ
の
作
品
の
副
題
は
、
従
来
日

本
の
研
究
者
が
避
け
が
ち
で
あ
っ
た
宗
教
と
政
治
の
問
題
を
、
小
目
氏
が
正

爾
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
本
書
は
今
後
の
臼
本
の
イ
ギ
リ
ス
更
研
究
に
と

っ
て
意
義
あ
る
「
冊
と
言
え
よ
う
。
評
者
は
政
治
史
を
専
門
と
す
る
者
で
は

な
く
、
こ
の
よ
う
な
政
治
学
者
の
著
作
を
評
す
る
に
十
分
な
力
が
あ
る
と
は

言
い
が
た
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
非
国
教
徒
の
政
治
行
動
に
つ
い
て
小
論
を
ま

と
め
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、
以
下
で
簡
単
な
内
容
紹
介
と
評
を
さ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

一

　
本
雷
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

は
し
が
き

第
　
章
序
論

第
二
章
　
名
誉
革
命
体
制

　
第
一
節
　
名
嘗
革
命
と
体
制
の
確
立

　
第
二
節
　
宗
教
的
寛
容

　
第
三
節
　
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

　
第
四
節
　
体
制
の
成
熟
と
《
腐
敗
》

第
三
章
　
反
対
勢
力

　
第
一
節
　
地
方
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

　
第
二
節
急
進
主
義
と
デ
ィ
セ
ソ
タ
ー

　
第
三
節
　
政
治
的
環
境
の
変
化
と
新
し
い
急
進
主
義

　
第
四
節
　
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
中
産
階
級

餓
剛
四
［
出
皐
　
改
革
へ
の
始
職
甥

　
第
一
節
脅
歯
主
義
的
ト
ー
リ
ー

　
第
二
節
　
野
党
ウ
イ
ッ
グ

第
五
章
　
選
挙
法
改
革

第
六
出
早
　
戴
碗
改
革

　
第
一
節
　
市
政
改
革

　
第
二
節
　
新
救
貧
法
の
制
定

　
第
三
節
　
工
場
法
の
制
定

　
第
四
節
　
国
教
会
改
革

第
七
章
　
ピ
ー
ル
の
蒔
代

（
ベ
ソ
タ
ム
義
賊
義
）
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評書

　
第
～
節
　
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
運
動

　
第
二
節
　
穀
物
法
の
撤
廃

付
言

注ウ
イ
ッ
グ
貴
族
等
紹
介

　
は
し
が
き
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
体
制
の
成
立
は
支
配
層
1
ー
ア
リ
ス

ト
ク
ラ
シ
ー
と
被
支
配
層
1
1
中
産
階
級
・
斑
衆
の
対
抗
と
妥
協
の
プ
ロ
セ
ス

で
あ
る
と
い
う
著
者
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
、
特
に
支
配
層
の
典
型
的
勢
力
と
し

て
ウ
イ
ッ
グ
、
被
支
配
層
の
そ
れ
と
し
て
デ
ィ
セ
ソ
タ
ー
を
考
察
の
対
象
と

し
た
い
と
い
う
著
作
の
意
図
が
語
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
は
常
に

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
掌
中
に
あ
り
、
彼
ら
が
対
抗
勢
力
の
働
き
か
け
の
中

で
自
由
主
義
化
し
て
は
じ
め
て
要
撃
主
義
体
制
が
成
立
し
得
た
の
だ
と
い
う

の
が
、
小
川
氏
の
基
本
的
な
見
方
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
受
け
て
序
論
で
は
、
名
誉
革
命
が
イ
ギ
リ
ス
に
自
由
主
義
的
国
家

権
力
を
確
立
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
中
核
は
ウ
イ
ッ
グ
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ

シ
…
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
支
配
層
の
伝
統
的
政
治
理
念
は
、

一
九
批
紀
に
い
た
る
ま
で
常
に
穏
健
中
庸
路
線
、
つ
ま
り
、
自
由
の
確
立
と

防
衛
を
名
誉
革
命
以
来
の
根
本
至
剛
と
し
な
が
ら
も
他
方
で
は
国
家
権
力
の

担
い
手
と
し
て
過
激
な
政
治
行
動
の
抑
圧
を
正
轟
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
均
衡
の
観
念
は
、
議
会
政
治
に
お
い
て
は
混
合
政
体
論
や
利
益

代
表
｛
簿
賃
霧
富
の
調
整
と
し
て
、
宗
教
に
お
い
て
は
国
教
会
の
保
持
と
宗

教
的
寛
容
の
並
存
と
し
て
、
経
済
面
で
は
権
力
の
強
化
と
個
人
の
広
範
な
活

動
が
互
い
に
支
え
合
っ
た
白
由
主
義
的
経
済
政
策
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
以

上
が
ウ
イ
ッ
グ
主
義
で
あ
り
、
こ
れ
は
ウ
イ
ッ
グ
の
政
治
家
の
み
な
ら
ず
、

一
九
世
紀
に
経
済
的
自
由
主
義
改
革
を
進
め
た
ト
ー
リ
ー
や
後
年
の
保
守
党

の
一
部
に
も
受
け
継
が
れ
た
イ
ギ
リ
ス
支
配
層
全
体
の
政
治
理
念
で
あ
っ
た
。

一
方
、
こ
の
よ
う
な
蟹
豪
権
力
に
対
抗
す
る
勢
力
と
し
て
、
一
に
デ
ィ
セ
ン

タ
…
、
そ
し
て
そ
れ
の
勢
力
の
衰
え
た
　
七
世
紀
宋
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け

て
は
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
、
地
方
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
が
存
在
し
た
。

　
次
に
、
議
論
の
出
発
点
で
あ
る
名
誉
革
命
体
制
に
つ
い
て
第
二
章
が
展
開

さ
れ
る
。
ま
ず
、
「
権
利
宣
言
」
は
ジ
エ
ー
ム
ズ
一
一
世
の
国
外
退
去
を
廃
位

で
は
な
く
退
位
で
あ
る
と
し
、
ま
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
を
事
実
上
の
支
配
者

と
呼
ん
で
、
名
誉
革
命
を
革
命
と
認
め
る
こ
と
を
微
妙
に
避
け
て
い
た
。
名

誉
革
命
直
後
の
忠
誠
拒
否
者
や
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
の
存
在
に
よ
る
体
制
の
不
安

定
さ
も
、
抵
抗
権
の
正
当
化
へ
の
躍
躇
を
助
長
し
た
。
こ
の
結
果
、
ウ
ォ
ル

ポ
ー
ル
、
ニ
ュ
ー
カ
ス
ル
・
ピ
ッ
ト
内
閣
を
経
て
確
立
し
た
一
八
世
紀
の
ウ

ィ
ヅ
グ
体
制
は
、
抵
抗
権
へ
は
慎
霊
な
態
度
を
と
り
、
そ
の
制
限
王
制
・
ハ

ノ
ー
ヴ
ァ
朝
の
承
認
・
主
権
酌
議
会
と
い
っ
た
中
間
附
な
政
策
は
結
局
ト
ー

リ
ー
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
名
誉
革
命
後
発
布
さ
れ
た
寛
容
令
で
は
、
非
国
教
徒
の
礼
拝
の
自
由
を
認

め
な
が
ら
政
治
的
権
利
の
回
復
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ウ
イ
ッ
グ
は
少
数

の
本
質
的
な
事
柄
以
外
は
広
範
な
信
仰
の
バ
リ
エ
…
シ
ョ
ソ
を
認
め
る
広
教

会
主
義
の
立
場
を
と
り
、
積
極
的
に
デ
ィ
セ
ソ
タ
ー
を
国
教
内
部
に
取
り
込

も
う
と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ウ
イ
ッ
グ
の
主
体
は
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
下
院

は
称
号
を
も
た
な
い
い
わ
ば
二
級
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
（
費
族
の
子
弟
プ

ラ
ス
ジ
ェ
ン
ト
リ
）
か
ら
な
っ
て
い
た
か
ら
、
結
局
議
会
は
ア
リ
ス
ト
ク
ラ

シ
…
に
占
拠
さ
れ
て
い
た
。

　
～
七
六
〇
年
代
に
な
る
と
名
誉
革
命
体
側
…
は
欄
熟
し
て
、
派
閥
抗
争
の
蒋
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代
に
は
い
る
。
そ
も
そ
も
名
誉
革
命
体
制
は
自
由
と
財
産
権
の
確
立
と
保
護

を
園
的
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
財
産
の
概
念
の
中
に
は
様
々
な
貴
族
の
既
得

権
益
、
す
な
わ
ち
費
族
身
分
そ
の
も
の
、
自
治
体
の
自
治
権
、
下
院
議
員

選
出
権
、
さ
ら
に
は
有
給
閑
職
や
公
金
の
私
的
運
用
ま
で
も
が
含
め
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
利
己
的
特
権
の
正
当
化
は
一
八
世
紀
を
通
し
て
む
し
ろ

進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
体
制
内
外
か
ら
批
判
が
あ
が
っ
て
く

る
。
内
部
か
ら
の
批
判
は
ピ
ッ
ト
父
子
、
さ
ら
に
一
部
の
ウ
イ
ッ
グ
か
ら
生

じ
た
。

　
外
部
か
ら
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
に
議
論
が
展
胴
き
れ
る
。
反
対

勢
力
と
し
て
ま
ず
注
闘
さ
れ
る
の
は
、
傍
流
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
と
も
雷

う
べ
き
地
方
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ウ
イ
ッ
グ
の
ア
リ
ス
ト

ク
ラ
シ
…
の
バ
ト
ロ
ネ
ジ
の
外
に
あ
っ
た
オ
…
プ
ン
な
選
挙
区
（
し
ば
し
ば

州
選
挙
区
）
か
ら
選
出
さ
れ
た
独
立
的
な
下
院
議
員
で
あ
り
、
中
央
に
お
い

て
は
ウ
イ
ッ
グ
が
支
配
し
て
い
た
官
職
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
彼
ら
は
中
央
の
腐
敗
、
す
な
わ
ち
常
備
軍
の
拡
大
や
経
済
界
へ
の
利
子

支
払
等
に
よ
る
政
府
支
出
の
増
大
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
趨
こ
さ
れ
る
土

地
税
の
引
き
上
げ
に
反
対
し
、
そ
の
ほ
か
議
員
の
窟
職
就
任
や
年
金
の
授
与
、

中
央
の
バ
ト
ロ
ネ
ジ
の
も
と
に
あ
る
バ
ラ
選
挙
区
や
議
員
任
期
の
長
期
化
を

批
判
し
た
。
独
立
的
な
彼
ら
は
め
つ
た
に
連
帯
行
動
を
趨
こ
さ
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
～
七
八
○
年
に
は
ワ
イ
ヴ
ィ
ル
率
い
る
ヨ
！
ク
シ
ャ
運
動
が
各
地
の

地
方
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
支
持
を
得
た
全
国
的
な
動
き
と
し
て
生
じ
た
。

　
次
の
節
で
は
、
六
〇
年
代
の
ウ
ィ
ル
ク
ス
運
動
、
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年

代
に
か
け
て
の
デ
ィ
セ
ソ
タ
…
の
知
識
人
の
活
鋤
、
そ
し
て
ワ
イ
ヴ
ィ
ル
の

運
動
に
呼
癒
し
た
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
を
舞
台
と
す
る
ト
ゥ
ッ
ク
、
バ
ー

デ
ッ
ト
の
活
動
が
寵
述
さ
れ
る
。
し
か
し
デ
ィ
セ
ン
タ
…
の
活
動
自
体
は
九

○
年
代
に
転
機
を
迎
え
、
そ
れ
ま
で
の
知
識
人
に
よ
る
億
人
中
心
の
も
の
か

ら
薪
た
な
成
員
を
大
量
に
得
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
等
の
組
織
中
心
の
も
の
へ
と
変

容
し
て
い
く
。

　
一
九
世
紀
に
は
い
る
と
更
に
別
な
急
進
主
義
の
流
れ
が
加
わ
る
。
そ
れ
は
、

ベ
ソ
タ
ム
に
よ
る
功
利
の
原
理
に
も
と
づ
い
た
倉
理
主
義
的
な
急
進
主
義
で

あ
り
、
　
一
八
二
〇
年
代
に
活
躍
す
る
ラ
ソ
ズ
ダ
ウ
ン
、
オ
ル
ソ
ー
プ
の
よ
う

な
政
治
家
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
経
済
自
由
化
の
理
論
と
も
な
っ
た
。

　
第
四
章
以
下
で
は
、
一
八
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
改
革
期
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
。
ま
ず
暇
章
で
は
、
一
九
世
紀
初
頭
中
産
階
級
の
批
判
や
民
衆
暴

動
の
中
で
、
支
配
層
は
ウ
ィ
ヅ
グ
も
ト
ー
リ
ー
も
そ
れ
ぞ
れ
に
自
由
主
義
改

革
路
線
を
押
し
進
め
る
に
い
た
っ
た
過
程
が
描
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
ト
…
り

…
内
都
に
は
ウ
ル
ト
ラ
と
呼
ば
れ
る
保
守
派
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
中
に
あ

っ
て
さ
え
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
は
各
種
関
税
引
き
下
げ
等
自
由
貿
易
主
義
を
あ
る

程
度
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
方
で
ウ
イ
ッ
グ
は
、
　
八
〇
七
年
以
降

フ
ォ
ッ
ク
ス
・
グ
レ
イ
派
と
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
派
、
山
岳
派
の
分
裂
が
鮮
明
に

な
り
、
カ
ト
ジ
ッ
ク
解
放
と
戦
局
批
判
の
他
は
党
と
し
て
の
統
一
見
解
を
も

て
な
く
な
っ
て
い
た
。
結
局
二
二
年
の
カ
ニ
ソ
グ
内
閣
に
お
い
て
は
ウ
ル
ト

ラ
・
ト
…
り
一
の
去
っ
た
禽
由
主
義
酌
ト
ー
リ
ー
と
、
グ
レ
ソ
ヴ
ィ
ル
派
ウ

イ
ッ
グ
が
連
携
し
、
改
革
路
線
を
推
進
す
る
。

　
続
い
て
最
後
の
三
章
で
、
第
一
次
選
挙
法
改
正
に
始
ま
る
諸
改
革
の
進
行

の
経
過
と
内
容
に
説
明
が
さ
か
れ
る
。
ま
ず
、
一
八
三
二
年
の
選
挙
法
改
正

は
ウ
イ
ッ
グ
の
グ
レ
イ
内
閣
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
が
、
実
は
こ
の
内
閣
は

き
わ
め
て
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
改
正
内
容
も

そ
れ
を
反
映
し
て
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
…
の
影
響
力
を
残
す
こ
と
を
課
題
と
し

た
も
の
と
な
っ
た
。
グ
レ
イ
達
は
、
腐
敗
は
疋
さ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
が
、
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正
当
な
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
影
響
力
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
も
の
と
し

て
お
り
、
故
に
バ
ラ
選
挙
区
の
残
存
と
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
影
響
力
の
大

き
い
州
選
挙
区
の
議
席
の
増
加
に
腐
心
し
た
。
こ
の
後
、
選
挙
法
改
正
を
受

け
て
の
自
治
体
法
改
正
、
新
救
貧
法
制
定
、
工
場
法
制
定
、
国
教
会
改
革
が
、

や
は
り
ウ
ィ
ッ
グ
・
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
砲
声
の
も
と
に
進
め
ら
れ
る
。

終
章
で
は
穀
物
法
廃
止
と
国
教
廃
止
運
動
が
激
し
く
展
望
さ
れ
た
ピ
ー
ル
政

権
下
の
時
代
が
扱
わ
れ
、
ピ
…
ル
が
野
党
ウ
イ
ッ
グ
の
支
持
を
受
け
な
が
ら

前
者
を
達
成
し
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
新
郷
の
商
工
業
者
の
利
益

代
表
と
し
て
の
行
動
で
は
な
く
、
む
し
ろ
伝
統
的
統
治
を
保
守
す
る
た
め
の

妥
協
の
施
策
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。

二

　
以
上
、
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

本
書
の
各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
の
章
題
の
ト
ピ
ッ
ク
を
中
心
に
書
か
れ
て
は
い
る

が
、
全
体
と
し
て
は
蒔
系
列
の
叙
述
に
な
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
第
二
章
の
名
誉
革
命
体
制
の
成
立
に
始
ま
り
、
こ
の
章
と
次
の
章
は

｝
入
世
紀
に
さ
か
れ
、
四
章
で
一
八
二
〇
年
代
ま
で
を
、
五
章
以
下
で
一
八

三
〇
、
四
〇
年
代
の
改
革
期
を
描
く
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結

果
、
本
書
は
一
八
世
紀
・
一
九
声
望
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
の
詳
綿
な
紹

介
の
書
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
の
書
は
い
ま
だ
発
表
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
だ
け
に
、
本
書
は
今
後
の
研
究
者
の
よ
い
手
引
き
と
な
る
に
違
い
な
い
。

ま
た
小
摺
氏
は
、
近
年
こ
の
分
野
で
出
版
さ
れ
た
本
国
の
豊
富
な
文
献
も
よ

く
集
め
て
、
随
所
に
引
用
し
て
い
る
。
巻
末
の
ウ
イ
ッ
グ
貴
族
紹
介
も
、
と

も
す
れ
ば
爵
位
や
称
号
と
飼
人
名
が
な
か
な
か
結
び
つ
か
ず
に
蕃
労
す
る
評

者
の
よ
う
な
日
本
人
の
初
学
者
に
と
っ
て
は
た
い
「
へ
ん
あ
り
が
た
い
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
本
書
は
、
こ
の
分
野
で
は
じ
め
て
詳
し
く
書
か
れ
た
概
説
書

と
し
て
、
た
い
へ
ん
有
意
義
な
一
冊
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
研
究
書
と
し
て
は
か
な
り
不
足
な
点
を
残
し
て
も
い
る
。

　
最
初
に
、
本
総
を
一
読
し
た
者
が
一
番
に
不
満
に
思
う
の
は
、
副
題
に
「
ウ

イ
ッ
グ
と
デ
ィ
セ
ン
タ
i
」
と
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
本
書
は
こ
の
両
者

を
中
心
に
描
い
た
も
の
で
は
全
然
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
デ

ィ
セ
ン
タ
ー
に
関
し
て
は
、
記
述
盤
そ
の
も
の
が
と
て
も
少
な
い
し
、
ま
た

内
容
も
、
従
来
の
概
説
的
な
書
物
で
手
に
は
い
る
も
の
を
越
え
て
い
な
い
。

デ
ィ
セ
ン
タ
ー
内
に
存
在
し
て
い
た
様
々
な
会
派
の
分
類
が
不
十
分
な
上
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
見
解
や
信
者
の
社
会
層
の
違
い
、
そ
れ
か
ら
生
ず
る
と

こ
ろ
の
政
治
的
立
場
の
相
違
に
関
し
て
は
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

で
は
、
い
く
ら
宗
教
問
題
に
疎
い
日
本
人
研
究
者
と
い
え
ど
も
、
ほ
と
ん
ど

啓
蒙
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
デ
ィ
セ
ソ
タ
ー
と
実
際
の
改
革
の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い

な
い
こ
と
も
、
問
題
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
デ
ィ
セ
γ
タ
ー
は
第
三
章
の
な
か

で
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
八
世
紀
の
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

状
況
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
本
書
が
解
説
す
る
自
由
主
義
改

革
は
第
五
難
以
下
で
扱
わ
れ
る
～
入
三
〇
年
代
以
降
の
改
革
で
あ
る
。
こ
の

結
果
、
こ
の
よ
う
な
改
革
と
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
勢
力
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
か

は
説
瑚
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
一
八
世
紀
と
一
九
鷹
紀
の

デ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
登
場
を
経
て
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
え
て

い
る
の
だ
か
ら
、
～
九
世
紀
の
改
革
を
語
る
の
な
ら
、
～
九
世
紀
の
デ
ィ
セ
ン

タ
ー
に
つ
い
て
新
た
な
説
明
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

第
七
章
で
は
ビ
ー
ル
政
権
期
の
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
扇
教
廃
止
運
動
の
関
わ
り

が
ふ
れ
ら
れ
て
は
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
わ
ず
か
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
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宗
激
聞
題
に
お
け
る
デ
ィ
セ
ソ
タ
…
の
関
与
だ
け
を
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で

デ
ィ
セ
ソ
タ
…
と
自
由
主
義
の
関
わ
り
は
少
し
も
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
の
ウ
イ
ッ
グ
に
つ
い
て
も
、
今
一
つ
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
な
い
。
ウ

イ
ッ
グ
に
つ
い
て
は
第
二
章
の
名
誉
革
命
体
制
の
と
こ
ろ
で
、
成
立
の
歴
史

的
経
過
と
基
本
的
な
性
格
が
か
な
り
の
頁
を
さ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
結
論
は
斬
新
な
も
の
で
は
な
い
。
ウ
イ
ッ
グ
の
メ
ソ
パ
ー
が
特
権
的
ア

リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
者
に
と

っ
て
は
常
識
の
籟
噛
に
入
る
だ
ろ
う
し
、
彼
ら
が
自
由
主
義
に
理
解
を
示
し

な
が
ら
も
伝
統
的
特
権
保
持
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　
全
体
を
読
み
通
し
た
印
象
か
ら
言
え
ば
、
本
書
は
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
ウ
イ

ッ
グ
に
璽
点
を
お
く
も
の
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
支
配
層
と
し
て
は
自
由
主

義
的
ト
ー
リ
ー
に
も
、
反
対
勢
力
と
し
て
は
地
方
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
や
様
々

な
急
進
主
義
勢
力
に
も
、
平
等
に
目
配
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
結
局

本
書
の
場
合
、
蒋
系
列
の
記
述
を
選
択
し
た
結
果
、
ト
ー
リ
ー
も
ふ
く
め
た

イ
ギ
リ
ス
の
支
配
層
が
、
様
々
な
要
素
か
ら
な
る
被
支
配
層
の
突
き
上
げ
の

な
か
で
自
由
主
義
化
の
道
を
選
択
し
て
い
っ
た
過
程
を
え
が
く
と
い
う
よ
り

大
き
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、
ウ
イ
ッ
グ
や
デ
ィ
セ
ソ
タ
ー
と
い
う
個
別
の
構
成

要
素
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
を
犠
牲
に
し
て
、
先
行
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
暦
が
常
に
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
…
を
中
心
的
構

成
要
素
と
す
る
閉
鎖
的
な
存
在
で
あ
り
続
け
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
被
支
配

層
の
要
求
に
柔
軟
に
対
処
し
て
徐
々
に
自
由
主
義
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
見

方
自
体
は
、
今
で
は
イ
ギ
リ
ス
史
家
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
見
解
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
見
解
に
則
っ
て
比
較
釣
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
を
ま
と
め
た
と

い
う
性
格
の
本
書
に
は
、
ど
う
し
て
も
研
究
書
と
し
て
の
漸
味
に
欠
け
る
と

い
う
不
満
が
残
る
。
本
書
が
一
八
、
　
一
九
世
紀
の
政
治
的
事
項
を
葬
常
に
網

心
的
に
紹
介
し
て
い
る
努
力
は
高
く
評
価
し
た
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
や

り
方
よ
り
、
日
本
で
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
i
た
と
え
ば
デ
ィ
セ
ソ
タ

ー
の
問
題
1
を
丁
寧
に
掘
り
下
げ
て
、
そ
こ
か
ら
こ
の
見
解
の
検
証
を
行
う

と
い
っ
た
研
究
態
度
の
方
が
望
ま
し
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
書
の
内
容
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
大
著

に
し
て
は
引
用
の
粗
雑
さ
が
個
癖
さ
れ
る
の
も
、
残
念
な
点
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
七
〇
頁
六
か
ら
七
行
臼
に
ウ
イ
ッ
グ
と
あ
る
の
は
ウ
ィ
ル
ク
ス
の
闘

違
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
九
〇
頁
と
九
一
頁
に
お
い
て
は
、
同
じ
文
章
の

引
用
が
訳
を
変
え
て
二
度
引
用
さ
れ
て
お
り
、
読
者
の
混
乱
を
招
く
。
ま
た

他
に
も
本
文
と
註
の
内
容
が
重
な
る
部
分
が
あ
る
な
ど
、
も
う
少
し
注
意
深

い
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
ら
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
っ
た
。
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
本
書
は
こ
の
分
野
の
研
究
の
概
説
、
啓
蒙
の
書
と
し
て
こ
そ
真
の

価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
ミ
ス
や
冗
長
に
過
ぎ

る
認
述
が
な
か
っ
た
な
ら
、
も
っ
と
利
用
し
や
す
い
良
著
と
な
っ
た
だ
ろ
う

と
惜
し
ま
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
本
書
の
登
場
に
よ
っ
て
名
誉
革
命
以
後
か
ら
一
九
世
紀
の
自

由
主
義
改
革
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
の
理
解
が
今
後
深
ま
る
こ
と
は
疑
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
評
者
と
し
て
は
、
本
書
の
取
り
上
げ
て
い
る
様
々
な
政
治

的
事
項
に
つ
い
て
の
研
究
が
こ
れ
か
ら
活
性
化
す
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。

①
拙
稿
二
八
－
一
九
世
紀
転
換
期
の
ウ
イ
ッ
グ
と
非
国
教
徒
ー
ホ
ラ
ン
ド
・

　
ハ
ウ
ス
の
人
々
i
」
『
史
林
』
七
六
巻
三
号
、
一
九
九
三
年
五
月
を
さ
す
。
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