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門
要
約
】
　
複
雑
な
内
部
矛
盾
を
孕
み
つ
つ
も
、
そ
こ
に
長
期
に
わ
た
る
政
治
的
安
定
が
切
り
翻
か
れ
た
と
き
、
そ
の
安
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
曙
に
関
心
　
一

が
そ
そ
が
れ
・
．
こ
・
で
は
、
究
世
梨
豊
代
の
ζ
イ
・
ソ
憲
法
紛
争
の
収
難
讐
毘
畠
党
の
竪
無
上
…
芒
ぽ
。
て
懇
と
し
発
…

国
民
自
由
党
の
成
立
は
、
自
由
空
義
の
休
制
内
化
の
完
成
を
意
昧
す
る
と
同
時
に
、
自
由
主
義
党
の
圧
力
隣
体
化
の
起
点
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
「
正
」
「
負
」
の
問
題
性
の
歴
史
的
究
明
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
の
後
の
政
治
的
安
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
そ
れ
を
主
体
的
に
亥
え
た
ビ
ス
マ
ル
ク

の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
構
造
を
解
明
す
る
基
礎
作
業
の
一
つ
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ー
ク
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
伝
記
的
研
究
は

　
　
　
ま
　
じ
　
め
　
こ

　
近
年
「
政
治
的
安
定
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
研
究
と
し
て
、
政
治
家

と
政
治
状
況
と
の
対
応
関
係
が
注
難
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

祉
会
経
済
的
な
諸
条
件
の
解
明
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
も
含
む
客
観
的

与
件
の
中
で
、
特
定
の
方
策
を
選
択
し
、
特
定
の
方
向
に
事
態
を
切

り
開
い
て
い
く
政
治
家
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
問
題
に
関
心
が
集
中

さ
れ
て
い
る
。
い
ま
ド
イ
ツ
近
代
史
に
そ
の
一
つ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ

デ
ィ
を
求
め
る
と
き
、
た
だ
ち
に
ビ
ス
碑
、
ル
ク
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ

し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
そ
の
現
実
主
義
的
思
考
の
形
成
を
、
そ
の

内
側
か
ら
回
天
し
た
研
究
と
し
て
は
、
す
で
に
、
わ
が
国
で
も
林
健

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

太
郎
教
授
の
業
績
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
統
治
活
動
を
そ
の
時
期

に
お
け
る
政
治
的
安
定
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
検
討
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
彼
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
構
造
分
析
や
形
態
学
的
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も

析
に
立
ち
入
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
、
そ
れ
の
展
開
し
た
政
治
的
与

も件
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
で
は
そ
の
政
治
的
与
件
と
は
な
に
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
一
つ
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は
保
守
勢
力
内
部
に
お
け
る
守
旧
的
反
動
主
義
が
政
治
の
舞
台
の
後

景
に
押
し
や
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
は
同
様
な
意
味
で
自
由
主

義
勢
力
内
部
の
急
進
主
義
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら

二
つ
の
政
治
潮
流
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
で
も
猫
徽
を
き
わ
め
て
い

る
限
り
、
そ
れ
は
他
方
の
台
頭
を
誘
発
し
、
遂
に
は
両
津
の
激
突
を

も
た
ら
し
、
現
実
主
義
的
保
守
主
義
の
形
成
と
展
開
と
は
不
可
能
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
政
治

潮
流
と
の
両
面
に
お
け
る
相
剋
の
中
で
自
己
形
成
を
と
げ
る
の
で
あ

る
。　

さ
て
筆
老
は
さ
き
に
十
九
世
紀
六
十
年
代
憲
法
紛
争
期
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ユ
ン
カ
ー
的
保
守
熱
〃
力
の
分
析
を
試
み
’
た
が
、
そ
こ
に
は
｛
寸
旧
一
的
反

動
主
義
の
マ
ソ
ト
イ
フ
エ
ル
路
線
が
挫
折
し
、
現
実
主
義
的
保
守
主

煎我

ﾌ
ビ
ス
マ
ル
ク
・
ロ
ー
ン
肋
蛤
線
に
よ
る
紛
争
の
収
拾
が
み
・
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
う
し
て
え
ら
れ
た
紛
争
の
終
焉
賜
政
治
的
安
定
は
、
ビ
ス

マ
ル
ク
の
対
外
的
軍
事
的
成
功
と
い
う
条
件
な
し
で
は
考
え
ら
れ
ず
、

軍
事
力
の
奪
政
主
義
的
強
化
の
た
め
に
奮
闘
し
た
マ
ソ
ト
イ
フ
エ
ル

ら
の
「
政
治
約
遺
産
」
の
否
定
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
し
た
が
っ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
も
守

旧
的
反
動
主
義
の
完
全
な
克
服
の
う
え
に
で
は
な
く
、
あ
の
軍
政
二

元
構
造
と
い
う
近
代
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
運
命
的
な
問
題
性
を
孕
み
つ

つ
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
は
ユ
ン
カ
ー
的
保
守
勢
力
の
分
析
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
右
の

よ
う
な
諸
命
題
を
、
さ
ら
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
主
義
勢
力
の
分
析

に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
諸
命
題
と
照
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
本
稿
…
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
展
開
の

た
め
の
政
治
的
与
件
を
問
題
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う

な
視
角
に
立
つ
と
き
、
そ
の
分
析
対
象
の
凝
集
地
点
に
浮
び
上
っ
て

く
る
も
の
こ
そ
「
国
民
自
由
党
の
成
立
」
の
問
題
で
あ
る
。
憲
法
紛

争
期
に
再
度
の
対
外
的
危
機
を
契
機
に
高
揚
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
高
潮
に
洗
わ
れ
る
中
で
、
紛
争
の
終
焉
と
オ
ー
バ
ー
・
ラ
ッ
プ
し

な
が
ら
反
政
府
…
闘
争
の
主
力
、
ド
イ
ツ
進
歩
党
の
鋭
鋒
は
次
第
に
鈍

磨
し
、
そ
の
解
体
過
程
が
進
行
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
体
の
な
か

か
ら
生
れ
繍
で
た
の
が
国
民
自
由
党
の
「
プ
μ
イ
セ
ソ
に
お
け
る
ケ

ル
ン
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
ん
に
新
政
党
の
出
現
と
い
う
に
と
ど

ま
ら
ず
、
ド
イ
ツ
自
由
主
義
の
メ
イ
ン
・
カ
レ
ン
ト
が
、
急
進
主
義

か
ら
改
良
主
義
へ
、
理
念
主
義
か
ら
現
実
主
義
へ
、
　
「
自
由
」
中
心

主
義
か
ら
「
統
一
」
中
心
主
義
へ
と
い
う
転
換
を
完
成
し
、
四
八
年

三
月
革
命
以
来
く
す
ぶ
り
つ
づ
け
て
き
た
模
糊
と
し
た
思
想
と
政
治
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と
の
状
況
に
最
後
の
決
着
を
つ
け
た
も
の
で
あ
ウ
た
α

　
三
民
自
由
党
の
成
立
の
意
味
を
、
と
り
あ
え
ず
右
の
よ
う
に
と
ら

え
う
る
と
す
れ
ば
、
分
析
の
方
向
は
以
下
の
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
進
歩
党
の
結
成
・
蕩
揚
・
解
体
の
プ
ロ

セ
ス
を
追
い
な
が
ら
、
そ
の
な
か
に
国
民
自
由
党
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン

に
お
け
る
ケ
ル
ン
」
が
如
何
に
生
成
・
発
展
・
胴
花
し
て
い
っ
た
か
、

そ
し
て
、
そ
れ
が
ニ
カ
に
お
い
て
ビ
ス
マ
ル
ク
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ

ィ
ー
ク
展
開
の
安
定
要
因
と
な
る
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
そ
れ
に

如
何
な
る
「
負
」
の
問
題
性
を
刻
印
付
け
て
い
っ
た
か
、
問
題
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
よ
う
に
立
て
ら
れ
よ
う
。

①
林
健
太
郎
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
濁
民
思
想
」
（
『
独
逸
近
世
史
研
究
」
近
藤

　
講
店
・
昭
和
一
八
年
刊
）

②
　
拙
駆
馳
「
統
脚
帥
権
独
立
の
論
理
と
活
動
i
ー
ブ
招
イ
セ
ソ
憲
法
紛
争
に
よ

　
せ
て
一
」
　
（
嚇
西
洋
史
学
』
5
4
）

③
憲
法
紛
争
史
に
関
す
る
文
献
は
、
右
の
拙
稿
参
照
、
そ
れ
に
つ
け
加
え

　
る
べ
き
も
の
と
t
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
℃
恥
欝
⇔
N
ρ
○
こ
葭
ω
ヨ
段
。
評

　
即
p
創
什
ぴ
Φ
○
Φ
〈
巴
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℃
諺
①
昌
け
o
h
O
貧
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昌
》
」
＜
9
●
H
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ぴ
①
屑
賃
δ
侮

　
o
臨
“
旨
臨
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餌
鉱
○
降
μ
O
o
題
占
o
Q
謡
■
℃
民
望
o
o
8
嵩
¢
．
唱
・
這
8
●
O
錠
が
ノ
く
二

　
q
α
o
巳
。
。
・
ぞ
償
－
瓜
。
『
げ
魚
詳
諺
ω
窪
血
団
ぎ
裟
斜
甑
。
瓢
鎮
O
o
⇔
讐
。
叶
・
鎧
鎖
ゲ

　
o
ぴ
①
。
・
8
憎
¢
℃
．
お
①
ω
’
ぞ
①
9
ぴ
菊
“
”
穴
ざ
凶
嵩
9
謎
興
測
。
冨
U
⑦
一
昌
p

　
貯
鋒
9
回
ぎ
（
ざ
臨
月
。
暮
㏄
o
ぎ
＝
蛍
三
器
潔
魯
。
づ
・
£
錘
｝
σ
q
　
一
Q
。
8
山
G
。
①
①
・

け
O
臨
旨
密
①
継
ひ
．
ウ
エ
バ
ー
の
も
の
は
、
中
・
醇
繭
部
の
渠
実
派
の
分
析
。

　
な
お
、
本
稿
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
ビ
ス
マ
ル
ク
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ

ー
ク
は
、
帝
闇
建
設
ま
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
帝

国
建
設
後
に
お
け
る
普
選
法
の
実
施
、
社
会
民
主
党
や
中
央
部
の
出
現
な

ど
に
と
も
な
う
政
漁
構
造
の
変
化
の
中
で
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
統
治
活
動
臼

体
に
も
薪
た
な
波
動
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
泓
は
、
そ
の
墓
本
酌
な
論

理
構
造
は
、
帝
紀
建
設
酋
に
確
立
さ
れ
た
と
予
想
し
て
い
る
。

騨

　
十
九
世
紀
六
十
年
代
に
は
ド
イ
ツ
統
一
の
要
求
は
、
も
は
や
ブ
ル

シ
ェ
ソ
シ
ャ
フ
ト
運
動
に
み
・
ら
れ
る
よ
う
な
理
念
的
な
も
の
で
は
な

く
、
　
「
経
済
的
必
要
物
」
と
な
っ
て
い
た
。
産
．
業
資
本
主
義
の
進
行

に
と
も
な
う
国
内
市
場
の
統
一
と
い
う
切
実
な
要
求
に
と
っ
て
、
小

邦
分
立
に
ま
つ
わ
る
竜
う
も
ろ
の
地
方
割
拠
的
諸
制
度
は
耐
え
が
た

い
旧
格
と
化
し
て
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
プ
ロ
イ
セ
ン
中
心
の
ド
イ

ツ
統
一
と
い
う
プ
ロ
イ
セ
ン
の
〔
ド
イ
ツ
的
使
命
漏
の
遂
行
は
、
プ

ロ
イ
セ
ン
の
自
由
主
義
者
の
み
な
わ
ず
、
関
税
同
盟
の
発
展
に
よ
っ

て
プ
ロ
イ
セ
ン
に
経
済
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
中
小
邦
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
に
と
っ
て
も
共
通
の
悲
願
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
慮
由
主
義
者
た
ち
に
は
、
こ
の
プ
獄
イ
七
γ
の
「
ド
イ
ツ
的
使
命
」

110　（632＞，
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は
、
諸
邦
の
自
由
主
義
化
と
く
に
そ
の
起
動
ヵ
と
し
て
の
ナ
ロ
イ
セ

ソ
の
自
由
主
義
密
な
し
に
は
遂
行
し
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
。

自
由
主
義
化
さ
れ
た
プ
μ
イ
セ
ソ
の
み
が
、
金
ド
イ
ツ
の
共
感
と
支

持
の
竜
と
に
、
あ
の
解
放
戦
争
の
如
く
国
民
的
興
奮
を
呼
び
醒
し
う

る
と
思
わ
れ
て
い
た
。
富
由
主
義
に
と
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
不

在
の
イ
デ
ー
で
は
な
く
、
両
者
は
密
接
に
結
び
合
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
状
況
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
核
心
的
問
題

は
、
な
に
よ
り
も
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
蜜
由
主
義
化
す
な
わ
ち
憲

法
闘
争
の
勝
利
に
あ
・
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
「
自
由
」

か
ら
「
統
一
」
へ
、
こ
の
プ
ラ
ン
と
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
自
由
主
義
者
の

最
大
公
約
数
的
見
地
で
あ
り
、
自
由
主
義
者
の
ど
ん
な
動
揺
も
墨
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

竜
、
こ
の
大
枠
を
抜
け
で
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
自

由
主
義
的
信
条
の
転
換
を
象
徴
す
る
も
の
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
二
二

自
由
党
の
成
立
で
あ
る
。
そ
こ
で
憲
法
紛
争
当
初
の
自
由
主
義
勢
力

の
メ
イ
ン
・
カ
レ
ン
ト
を
右
の
よ
う
な
屯
の
と
し
て
も
、
そ
の
な
か

に
あ
っ
て
後
年
の
転
換
に
連
な
る
モ
メ
ン
ト
に
注
詳
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
で
は
次
に
自
由
主
義
勢
力
内
部
の
諸
傾
向
を
一
瞥
し
て

お
こ
う
。

　
憲
法
紛
争
期
に
お
け
る
自
由
主
義
の
党
派
形
成
は
幾
度
か
の
変
転

を
み
せ
た
が
、
そ
の
大
勢
を
一
貫
し
て
リ
ー
ド
し
て
き
た
の
は
進
歩

党
と
中
央
左
派
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
二
党
派
の
リ
ー
ダ
ー
た

ち
の
…
冨
動
に
注
視
す
る
と
き
、
そ
こ
に
以
下
の
よ
う
な
グ
ル
：
プ
の

存
在
を
発
見
で
き
る
。
　
ま
ず
も
っ
と
も
急
進
的
な
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク

（
津
§
N
ぴ
。
o
切
§
。
縁
簿
／
ノ
．
p
江
。
鼻
易
O
卜
。
為
O
）
の
グ
ル
ー
プ
、
次
い
で

も
っ
と
も
穏
健
な
ジ
ー
ベ
ル
（
口
¢
ぎ
凱
6
プ
ノ
δ
ゆ
硫
旨
巴
回
。
。
嵩
』
α
）
の

グ
ル
ー
プ
、
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
左
右
の
両
極
端
に
位
概
す
る

屯
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
閥
に
シ
ュ
ル
チ
ェ
ド
デ
…
リ
ッ
チ
（
趣
き
N

頃
。
穏
悪
露
ご
ρ
o
o
o
げ
巳
N
o
耗
り
9
一
言
ω
o
げ
岡
O
Q
O
c
。
1
同
G
。
Q
。
ω
）
、
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
（
隈
午

憎
一
↓
≦
O
o
蔭
挫
。
昌
一
G
Q
b
o
O
I
刈
O
）
、
　
ラ
ス
カ
ー
　
（
国
鳥
づ
㍉
欝
出
自
　
　
H
、
9
ω
一
肖
φ
月
　
　
同
G
◎
b
Q
㊤
…
c
Q
恥
）
、

フ
ォ
ン
・
ウ
ソ
ル
ウ
（
類
釜
屋
～
．
錠
ε
穏
／
、
○
欝
¢
b
讐
プ
H
o
O
O
①
1
0
◎
心
）
、
ミ

一
己
リ
ス
（
（
）
仲
汁
O
　
レ
圃
紳
0
び
斜
〇
一
一
ω
　
瞬
○
◎
ト
ひ
①
当
り
O
）
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー

プ
が
立
ち
な
ら
魯
ふ
。
　
そ
し
て
、
　
そ
の
序
列
〃
に
し
た
が
っ
て
燈
心
准
備
的
理

念
主
義
的
傾
向
は
逓
減
し
、
改
良
的
現
実
主
義
的
傾
向
が
濃
厚
と
な

る
。
も
ち
ろ
ん
右
に
添
し
た
政
治
的
急
進
度
の
不
等
式
は
固
定
的
な

馬
の
で
は
な
く
、
時
々
の
紛
争
の
渦
中
に
3
3
い
て
し
ば
し
ば
そ
の
序

列
に
若
干
の
異
動
を
生
じ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
で
は
次
に
右
の
よ
う
友
政
治
的
傾
向
を
、
政
治
意
識
の
内
面
に
立
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ち
入
っ
て
そ
の
特
質
を
警
心
し
て
お
こ
う
。

　
〈
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
V
ベ
ル
リ
ン
最
山
下
裁
判
所
の
判
事
を
勤
め
、
三

月
革
命
期
の
往
年
の
闘
士
で
あ
り
、
民
主
派
の
憲
法
草
案
（
ヴ
ァ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

デ
ッ
ク
憲
章
）
の
起
草
者
と
な
る
。
箪
命
の
挫
折
の
の
ち
大
逆
罪
に

問
わ
れ
な
が
ら
も
綱
限
鷺
主
制
的
思
想
を
抱
き
つ
づ
け
、
「
新
時
代
」

の
行
き
づ
ま
り
と
共
に
再
び
政
局
の
表
舞
台
に
登
場
す
る
。
彼
は
プ

μ
イ
セ
ソ
の
み
が
ド
イ
ツ
の
将
来
を
領
導
し
う
る
し
、
ま
た
そ
う
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
老
で
は
あ
っ
た
が
、

ま
ず
な
に
よ
り
も
国
内
改
革
に
関
心
の
重
点
を
お
い
て
い
た
。
憲
法

紛
争
期
に
は
進
歩
党
内
の
急
進
派
の
り
ー
ダ
ー
と
し
て
、
議
会
と
政

府
と
の
妥
協
の
試
み
に
一
貫
し
て
反
対
し
つ
づ
け
た
。
彼
こ
そ
は
三

月
革
命
の
民
主
派
的
急
進
主
義
の
〔
生
け
る
化
贋
」
で
あ
り
、
当
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
反
政
府
的
気
流
を
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
表
現
し
て
い
た
。

　
〈
ジ
ー
ペ
ル
V
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
二
分
囲
気
の
溝
下
品
な
二
ー
ダ
ー
・
ラ

イ
ン
に
生
れ
、
学
生
時
代
よ
り
の
ち
の
大
金
融
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
べ
ッ

ケ
ラ
ー
ト
や
メ
ー
ヴ
ィ
ッ
セ
ソ
ら
と
親
交
を
結
び
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
に
対
す
る
思
想
的
親
近
性
の
な
か
で
精
神
形
成
を
お
こ
な
っ
た
。

彼
の
政
治
思
想
は
ダ
ー
ル
マ
ソ
の
「
政
治
論
し
の
影
響
を
う
け
た
自

由
主
義
的
な
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
性
格
を
欠

い
て
い
る
点
に
き
わ
立
っ
た
特
徽
m
が
あ
っ
た
。
彼
の
「
キ
リ
ス
ト
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
ゲ
ル
マ
ン
的
国
家
学
説
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い

る
彼
の
国
家
論
は
、
こ
の
思
想
的
特
質
を
鮮
明
に
浮
び
上
ら
せ
て
い

る
。
彼
は
国
家
と
そ
の
法
剰
と
は
「
上
」
か
ら
の
創
造
物
で
あ
る
と

述
べ
つ
つ
次
の
よ
・
う
に
い
・
う
。

　
上
か
ら
と
は
す
な
わ
ち
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

法
則
は
個
別
人
の
恣
意
に
依
存
し
て
い
な
い
。

　
国
家
は
…
…
…
人
聞
の
恣
意
か
ら
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し

純
粋
な
司
直
的
圏
家
（
○
げ
ユ
σ
q
ぎ
律
。
・
。
・
貯
馨
）
で
も
な
く
、
神
に
よ
っ
て
設

営
さ
れ
た
震
主
や
等
族
の
創
作
で
も
な
い
。

　
急
進
的
な
人
民
主
権
的
国
家
論
に
も
、
反
動
的
な
神
権
的
国
家
論

に
も
反
対
す
る
が
、
し
か
し
彼
自
身
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
国
家
像
は
提

示
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
当
時
の
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
微
妙
な
立

場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
彼
の
「
人
民
（
〈
o
導
）
」

概
念
の
な
か
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
「
人
民
偏
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
　
ス

「
中
産
身
分
の
自
立
・
独
立
的
な
る
人
々
」
を
意
味
し
、
大
衆
の
支

配
を
拒
否
し
、
そ
れ
は
「
所
有
の
破
壊
と
暴
力
の
支
配
篇
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
彼
の
立
憲
願
主
制
の
要
求
竜
封
建
階
級
の
専
政
を
排
す

　
　
　
　
　
マ
　
ス

る
と
岡
麓
に
大
衆
の
襲
撃
に
対
す
る
防
壁
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
三
月
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菟
－
命
・
を
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
の
よ
う
に
挫
「
折
と
は
威
…
じ
て
い
な
か
っ
㌦
た
。

む
し
ろ
一
応
の
要
求
達
成
と
み
て
、
残
さ
れ
た
課
題
の
充
足
が
問
題

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ヴ
・
ル
デ
・
グ
が
百
由
」
か
ら
「
統
こ

へ
と
い
う
政
治
コ
ー
ス
を
固
執
す
る
の
に
比
し
て
、
ジ
ー
ベ
ル
は
、

も
し
統
一
達
成
の
可
能
性
が
目
に
見
え
て
き
た
場
合
に
は
、
　
ま
ず

「
統
一
」
、
し
か
し
て
残
さ
れ
た
「
自
由
」
の
充
足
へ
と
い
う
政
治
コ

ー
ス
に
転
換
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
っ
た
。
残
る
問
題

は
統
一
達
成
後
に
予
想
さ
れ
る
政
府
側
の
「
自
由
」
の
充
足
に
対
す

る
見
透
し
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
ブ
ル
ジ
瓢
ア
的
工
業
発
展
度
の
高
い
ラ
イ
ン
州
を
地
盤
に
し

て
い
た
中
央
左
派
に
属
し
て
い
た
が
、
彼
こ
そ
こ
の
中
央
左
派
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

徴
を
ポ
う
と
も
よ
く
際
立
た
せ
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
〈
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
〉
キ
ー
ル
の
有
名
な
神
学
老
の
家
に
生
れ
、
青

年
時
代
は
あ
の
四
十
年
代
の
青
年
た
ち
と
精
神
生
活
を
共
に
し
、
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
時
代
の
詩
は
自
由
へ
の
希
求
に
輝
き
、
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ヅ
ハ
と
民
主
主
義
の
使
徒
で
あ
っ
た
。
三
月
革
命
期
に
は
共

和
捌
と
社
会
主
義
と
に
強
い
共
感
を
…
ホ
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

の
憲
法
事
業
が
挫
折
し
た
の
ち
は
地
方
判
事
と
し
て
の
生
活
を
お
く

り
っ
っ
、
哲
学
的
問
題
に
沈
潜
し
、
関
心
の
重
点
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
か
ら
コ
ン
ト
に
移
行
し
て
い
っ
た
。
四
八
年
以
後
の
産
業
資
本

主
義
と
科
学
・
技
術
と
の
発
展
は
、
ド
イ
ツ
に
も
実
証
暫
学
を
う
け

入
れ
る
社
会
的
基
盤
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
ま
だ
コ
ン
ト
へ

の
注
目
は
微
弱
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
が
コ

ン
ト
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
現
実
感
覚
を
他
に
抜
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
電
の
た
ら
し
め
た
。
彼
と
ル
ド
ル
フ
・
ハ
イ
ム
と
の
往
復
書
簡
は
、

こ
の
間
の
事
情
を
伝
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
新
し
い
政
治
感
覚
を
身

に
つ
け
て
「
新
時
代
」
の
二
品
と
共
に
彼
の
関
心
は
再
び
学
問
か
ら

政
治
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
パ
ン
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

レ
・
ト
ご
芝
舞
三
三
ω
σ
・
霧
σ
・
2
μ
韓
．
．
は
コ
ン
ト
的
実
証
哲
学

の
基
本
発
想
た
る
「
事
実
的
な
る
も
の
」
の
基
礎
の
う
え
に
国
家
と

政
治
の
理
論
を
展
閥
し
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

彼
は
「
抽
象
的
概
念
の
内
容
な
き
貴
書
や
恣
意
的
構
成
」
を
排
し
、

こ
れ
ま
で
の
良
由
主
義
者
の
形
而
上
学
的
書
辞
や
保
守
主
義
者
の
神

学
的
見
解
を
非
難
す
る
。

　
理
論
は
書
舗
の
な
か
か
ら
創
造
さ
れ
、
…
挽
実
の
な
か
で
確
証
さ
れ
た
と
き

に
の
み
信
頼
し
う
る
も
の
で
な
る
。
健
全
に
し
て
有
効
な
る
政
治
は
、
人
間

　
と
人
間
社
会
と
の
物
質
的
、
道
徳
駒
、
精
神
盲
本
性
の
正
し
い
価
値
評
価
の

う
え
に
の
み
存
立
し
う
る
。
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実
際
に
境
存
す
る
社
会
の
与
え
ら
れ
た
諸
条
件
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
政
治

状
態
を
創
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
お
極
り
文
句
に
は
飽
き
飽
き
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る

政
治
問
題
に
対
し
て
一
つ
の
は
っ
き
り
し
た
具
体
的
な
鶏
標
を
抱
い
て
お
り
、

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
モ
チ
ー
フ
を
現
存
社
会
の
諸
関
係
と
諸
要
求
と
か
ら

引
出
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
彼
は
政
府
の
権
限
の
法
的
確
定
、
官
僚
の
恣
意
に
対
し
て

独
立
的
な
裁
判
所
に
よ
る
保
護
、
現
存
の
法
律
の
適
正
な
運
用
等
々

の
要
求
を
か
か
げ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
に
示
さ
れ
た
彼
の
政
治
的
現
実
主
義
は
蠣
…
々
た
る
大

道
を
歩
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
頑
強
な
守
旧
的
反
動
主
義
と
の

戦
い
1
彼
と
マ
ソ
イ
ト
フ
ェ
ル
と
の
決
闘
は
憲
法
紛
争
の
忘
れ
え

ぬ
エ
ピ
ソ
…
ド
で
あ
る
一
な
し
に
は
貫
徹
し
う
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
だ
が
こ
の
戦
い
が
激
化
す
れ
ば
す
る
程
、
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
・

グ
ル
ー
プ
が
闘
争
・
の
前
景
に
躍
り
出
し
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
の
現
実
感
覚

と
衝
突
し
、
自
由
主
義
勢
力
内
部
の
矛
盾
が
尖
鋭
化
す
る
。
こ
の
關

の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
が
彼
の
政
治
的
現
実
主
義
の
命
運
を
左
右
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
デ
ー
ヒ
オ
の
い
う
ご
と
く
「
ま
さ
に
争
闘
の
悲
劇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

的
状
況
こ
そ
、
彼
に
と
っ
て
は
彼
の
人
格
内
部
の
蔦
藤
で
あ
っ
た
。
」

　
〈
ミ
ハ
ェ
リ
ス
〉
進
歩
党
に
属
し
自
由
貿
易
主
義
を
奉
ず
る
。
臼
巳
憎

器
屑
ρ
暮
げ
霞
と
共
に
ド
イ
ツ
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
派
の
中
心
人
物

で
あ
蟄
、
ご
賭
9
怠
○
購
巴
N
①
謬
鐸
鐸
σ
q
、
、
や
ド
イ
ツ
．
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー

派
の
公
認
機
関
誌
こ
く
冨
簿
①
こ
ρ
げ
鴫
ω
o
ン
蹴
津
蒙
同
く
9
騨
ω
宅
犀
誘
。
げ
9
匹

津
鄭
嵩
仙
囚
巳
ε
同
σ
Q
①
。
。
o
げ
容
算
①
．
．
の
編
集
老
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。

彼
は
経
済
的
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
見
地
か
ら
ド
イ
ツ
の
地
方
割
拠
的
障

害
を
除
去
す
る
た
め
、
全
ド
イ
ツ
的
な
「
ド
イ
ツ
経
済
者
会
議
」

（
園
○
旨
σ
Q
器
器
差
①
暮
ω
。
げ
賃
く
○
涛
ω
三
洋
①
1
一
八
五
七
年
七
月
設

立
大
会
）
の
組
織
化
や
関
税
同
盟
の
推
進
に
努
め
た
。
彼
は
政
治
要

求
を
第
二
義
的
な
屯
の
と
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
自
由
主
義

的
理
念
の
高
み
か
ら
で
は
な
く
、
あ
の
プ
リ
ソ
ス
ー
ス
ミ
ス
の
「
自

由
貿
易
論
」
の
見
地
か
ら
経
済
問
題
に
還
一
兀
し
て
と
ら
え
た
。
例
え

ば
軍
制
問
題
も
軍
事
負
担
と
導
管
労
働
力
と
の
損
益
勘
定
と
し
て
賢

か
っ
た
。
軍
務
の
た
め
に
労
働
者
が
出
募
さ
れ
る
と
、
そ
れ
だ
け
生

産
の
進
行
に
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。
だ
か
ら
国
民
経
済
の
生
産
挫
と
国

全
体
の
軍
事
負
担
と
は
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
常
鮪
軍
の
平
時
要
員
数
を
適
当
に
確
定
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
i
国
王
や
反
動
派
は
、
こ
れ
は
議
会
に
よ
る
軍
事
へ
の
回

田
で
あ
る
と
反
対
し
た
。
こ
の
よ
う
な
平
時
要
員
数
の
法
的
確
定
と
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い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
軍
備
拡
張
を
め
ぐ
る
議
会
と
政
府
と
の
あ
て
ど

も
な
き
対
立
を
収
拾
へ
と
導
く
懸
橋
の
一
つ
と
な
る
・
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
一
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
自
由
貿
易
派
の
存
在
は
反
政

府
闘
争
に
勝
利
し
え
な
か
っ
た
進
歩
党
に
恰
好
な
退
却
路
を
準
備
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
関
心
は
、
関
税
同
盟
を
軸
に
し

て
プ
ロ
イ
セ
ン
中
心
に
ド
イ
ツ
国
内
市
場
の
統
一
を
図
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
ど
ん
な
一
i
た
と
え
ビ
ス
マ
ル
ク
的
な
i
方
式
で
あ
ろ
う

と
ド
イ
ツ
統
一
の
道
が
切
開
か
れ
る
こ
と
は
彼
ら
に
と
っ
て
歓
迎
す

べ
き
こ
と
で
あ
り
、
急
進
的
挙
手
派
の
よ
う
に
敗
北
と
挫
折
の
感
情

に
悩
む
こ
と
通
な
く
、
ま
た
改
良
的
穏
健
派
の
よ
う
に
困
惑
の
影
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

や
ど
す
こ
と
竜
な
か
っ
た
。

　
以
上
、
自
由
主
義
勢
力
の
代
表
的
リ
ー
ダ
ー
の
諸
類
型
を
み
て
き

た
が
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
よ
う
。
四
八
年
三
月
革
命
期
の

民
主
派
と
自
由
派
と
の
流
れ
を
汲
む
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
が
、
六

十
年
代
に
も
健
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
に
加
え
て
そ
の
後
の
政
治
と
経
済
と
の
発
展
の
な
か
に
あ
っ
て
、

そ
れ
に
軽
し
て
い
こ
う
と
す
る
現
実
主
義
的
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
ら
グ
ル
ー
プ
の
発
言
が
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
露
明
の

真
理
を
語
ウ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
・
ヶ
に
張
れ
れ
る
が
ト
当
時
の
ド

イ
ツ
政
治
思
想
に
お
け
る
濃
厚
な
理
念
主
義
的
傾
向
の
存
在
…
と

く
に
急
進
派
に
お
け
る
…
i
と
い
う
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
み
る
と

⑩き
、
と
り
わ
け
国
民
磨
由
党
成
立
へ
の
道
行
き
に
と
っ
て
重
要
な
意

味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
現
実
主
義
的
グ
ル
ー
プ

の
な
か
に
、
政
治
に
2
3
け
る
現
実
を
発
想
の
起
点
に
も
つ
グ
ル
ー
プ

と
、
経
済
に
お
け
る
現
実
か
ら
繊
発
し
て
い
く
グ
ル
ー
プ
と
の
二
つ

を
区
別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
当

時
の
自
由
主
義
勢
力
の
代
表
的
リ
ー
ダ
ー
を
四
つ
の
類
型
に
整
理
で

き
ょ
う
。
一
つ
は
四
八
年
革
命
期
の
民
主
派
型
、
二
つ
は
四
八
年
革

命
期
の
自
由
派
型
、
三
つ
は
政
治
的
現
実
派
型
、
四
つ
は
経
済
的
現

実
派
型
で
あ
り
、
民
主
派
型
が
急
進
的
理
念
派
を
、
そ
れ
以
外
の
～
二

つ
の
タ
イ
プ
が
合
し
て
改
良
的
現
実
派
を
構
成
す
る
。
代
表
的
リ
ー

ダ
ー
の
諸
類
型
を
以
上
の
よ
う
に
整
理
し
う
る
と
す
れ
ば
、
国
民
自

由
党
成
立
の
問
題
は
、
以
下
の
よ
う
に
設
定
し
直
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
如
何
な
る
状
況
に
お
い
て
、
念
望
な
る
類
型
の
リ

ー
ダ
ー
が
政
治
的
イ
ニ
シ
ャ
チ
ー
プ
を
と
っ
た
か
、
そ
の
帰
趨
を
追

い
つ
つ
、
国
民
自
由
党
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
ケ
ル
ン
」
を
構

成
す
る
り
ー
ダ
ー
の
諸
類
型
を
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
娘
何
な
る
政
治
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ソ
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三
級
選
挙

法
の
存
在
、
そ
の
投
票
率
の
低
さ
、
自
由
童
義
者
と

実
業
家
大
衆
と
の
結
び
つ
ぎ
の
稀
薄
性
、
外
郭
醐
体
の
豪
発
達
な
ど
が
政

治
の
大
衆
化
を
睡
止
し
て
い
る
二
二
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お

付
喫
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
紛
争
は
、
こ
の
よ
う
な
名
豊
家
政
治
の
段
階
に

お
け
る
、
主
に
議
会
内
闘
争
と
い
5
基
本
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
一
般
民
衆
臆
、
紛
争
の
莫
の
争
点
に
つ
い
て
の
自
覚
を
も
允
ず
、
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戦
争
の
勃
発
、
そ
れ
の
勝
利
と
敗
北
と
い
う
園
家
的
事
件
の
成
行
き
に
左

右
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
紛
争
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
こ
の
よ
う

な
政
治
構
造
の
枠
組
の
中
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て

は
な
ら
な
い
。
政
治
構
造
と
し
て
の
名
望
家
敗
治
の
閥
題
に
つ
い
て
は
、

稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
以
上
の
指
摘
に
と
ど
め
る
。

二

　
本
節
で
は
数
年
に
わ
た
る
憲
法
紛
争
期
に
お
け
る
自
由
主
義
諸
勢

力
の
消
長
の
跡
を
国
民
自
由
党
の
成
立
の
時
点
に
ま
で
翅
っ
て
い
く

の
で
あ
る
が
、
状
況
と
り
ー
ダ
ー
と
の
対
応
関
係
の
観
点
か
ら
、
四

つ
の
時
期
に
区
分
し
て
検
討
す
る
。

　
第
－
期
H
「
新
時
代
」
自
由
主
義
の
限
界
と
そ
れ
へ
の
不
信
の
増

みく

i｝

券
ｪ
・
　
一
〇
1
六
〇
．
　
一
二
）

　
第
亙
黒
潮
進
歩
党
へ
の
反
政
府
闘
争
の
主
力
の
移
行
、
穏
健
臼
由

主
義
派
の
崩
壊
、
急
進
的
理
念
派
の
優
勢
と
改
良
的
現
実
派
の
孤
立

（
六
〇
・
一
二
一
六
一
二
・
一
〇
）

　
第
冤
期
盟
対
デ
ン
マ
ー
ク
戦
争
と
臼
由
主
義
の
動
揺
、
急
進
酌
理

念
派
の
優
勢
の
崩
壊
（
六
三
・
一
〇
　
　
　
六
六
・
　
一
）

　
鱗
槻
W
期
州
註
埴
田
填
一
戦
争
と
進
止
挙
党
の
解
〃
捧
臆
｛
幽
趣
嶽
由
党
の
　
「
プ
μ

イ
セ
ソ
に
お
け
る
ケ
ル
ン
」
の
形
成
（
六
六
・
一
一
1
六
六
．
一
一
）

　
〈
第
－
期
〉
三
月
革
命
後
の
五
十
年
代
は
「
復
古
と
反
動
」
の
冬

に
と
ざ
さ
れ
、
言
論
・
集
会
・
結
社
の
自
由
の
抑
圧
、
家
宅
捜
索
・

逮
捕
は
日
常
の
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
、
ヤ
コ
ビ
ー
、

チ
ー
グ
ラ
ー
ら
民
主
派
型
の
急
進
分
子
は
大
逆
罪
に
聞
わ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
三
級
選
挙
法
と
い
う
独
蒋
な
制
限
選
挙
鋼
度
へ
の
反
擾
も
加

　
①

重
し
、
こ
れ
ら
網
主
派
分
子
は
政
治
的
に
は
逼
塞
状
態
に
あ
っ
た
が
、

五
八
年
一
〇
月
「
新
時
代
」
の
開
始
と
共
に
穏
健
な
自
由
熱
型
り
ー
ダ

ー
を
表
面
に
立
て
つ
つ
政
治
の
舞
台
に
乗
り
出
し
始
め
た
。
　
一
一
月

の
選
挙
に
は
、
こ
れ
ら
民
主
派
分
子
は
ま
だ
立
侯
補
を
さ
し
ひ
か
え

て
い
た
が
、
と
も
か
く
自
由
主
義
者
は
議
会
の
一
二
分
の
二
近
く
の
議

活
（
＜
一
昌
O
財
O
　
派
一
五
一
、
　
ン
自
砂
け
げ
一
ω
　
派
四
四
）
を
獲
得
し
、
保
守
派
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

六
分
の
一
に
満
た
ぬ
小
数
派
に
転
落
し
た
。
こ
の
よ
う
に
自
由
主
義

に
と
っ
て
有
利
な
状
況
の
な
か
で
、
懸
案
の
軍
制
改
革
案
が
議
会
に

提
出
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
統
一
と
強
国
化
の
た
め
に
は
、
時
代
お
く

れ
と
な
っ
て
い
た
プ
ロ
イ
セ
ン
御
母
の
再
編
・
強
化
は
不
可
欠
の
条

件
と
な
っ
て
い
た
。
議
会
多
数
派
は
こ
の
よ
う
な
騨
畏
的
課
題
を
し

っ
か
と
う
け
と
め
、
積
極
的
に
推
進
す
る
な
か
で
、
そ
の
方
策
如
何

に
よ
っ
て
は
自
由
主
義
に
と
っ
て
明
る
い
未
来
を
一
歩
近
づ
け
る
可
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能
性
の
前
に
立
っ
て
い
た
び
守
旧
的
反
動
派
の
大
立
物
旦
・
v
・
マ

ソ
ト
イ
フ
ェ
ル
白
日
身
が
六
〇
年
初
頭
い
み
・
じ
く
も
次
の
よ
・
う
に
い
っ

て
い
る
。

　
済
由
主
義
者
た
ち
が
も
っ
と
老
練
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
軍
制
問
題
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
数
権
か
ら
永
遠
に
追
落
す
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
③

た
で
あ
ろ
う
。

　
「
新
時
代
」
自
由
主
義
の
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
政
治
戦
術
に
つ
い

て
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
分
析
と
指
摘
と
が
も
っ
と
も
適
確
と
思
わ
れ

る
。
彼
は
い
う
。

　
彼
ら
（
自
由
童
義
者
）
は
最
初
か
ら
こ
の
再
編
成
（
軍
制
改
革
）
に
対
し

て
直
接
敵
対
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
を
な
に
よ
り
も
ま
ず
警
戒
す
べ
き
で
あ

　
つ
た
。
反
対
に
彼
ら
は
、
こ
の
再
編
成
と
こ
れ
を
可
決
す
る
た
め
の
貨
幣
と

を
利
用
し
て
、
そ
の
か
わ
り
『
新
時
代
』
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
等
価
物

を
醐
難
い
、
九
百
万
な
い
し
、
一
千
万
の
新
税
を
で
き
る
だ
け
多
く
政
治
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
転
化
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
政
府
が
軍
制
改
革
の
「
金
の
た
め
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
政
府
の
弱
味
を
利
し
て
軍

制
改
革
承
認
と
引
替
え
に
な
ん
ら
か
の
自
由
主
義
的
改
革
を
取
引
き

す
べ
き
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
み
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
新
時
代
」
内

閣
は
彼
ら
自
由
主
義
者
が
「
現
状
に
お
い
て
屯
ち
う
る
歳
良
の
内
閣
」

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
自
由
派
型
リ
ー
ダ
ー
は
こ
の
よ

う
な
積
極
的
方
策
を
と
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
臨
時
軍
事
費
の
超
過
支

出
分
の
み
を
承
認
し
、
軍
制
改
革
そ
の
竜
の
に
対
す
る
態
度
は
保
留

し
、
の
ち
の
議
会
審
議
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
消
極
的
態
度
を
と
り
つ

づ
け
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
方
策
に
終
始
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
彼
ら
が
一
面
に
お
い
て
内
閣
と
そ
の
政
策
を
支
持
し
つ
つ
・
も
、

他
爾
で
は
次
の
よ
う
な
危
惧
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
ら
が
こ
の
（
軍
隊
の
）
増
強
が
反
動
に
や
く
だ
つ
に
す
ぎ
ず
、
没
落
し
た

将
校
貴
族
を
た
す
け
お
こ
し
、
そ
し
て
…
般
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
も
っ
て
全
立

憲
制
を
ほ
う
む
り
さ
る
力
を
、
封
建
的
・
宮
僚
的
絶
対
主
義
政
党
に
あ
た
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
こ
と
を
お
そ
れ
て
い
る
か
ら
で
な
る
。

　
た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
危
惧
は
厳
然
た
る
事
実
i
一
軍
事
内
局
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

中
心
に
し
た
反
動
派
の
暗
躍
l
i
－
に
も
と
づ
い
た
竜
の
で
あ
る
こ
と

は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
し
「
マ
イ
ナ
ス
」
の
危
惧
と
同
時
に
「
プ

ラ
ス
」
の
話
望
も
あ
っ
た
。
軍
隊
の
増
強
1
1
国
民
皆
兵
制
の
実
施
は
、

ブ
ル
ジ
。
ア
子
弟
の
軍
隊
へ
の
大
量
流
入
を
引
き
お
こ
し
h
ユ
ン
カ

ー
将
校
団
の
閉
鎖
性
は
破
ら
れ
軍
隊
の
ブ
ル
ジ
翼
ア
化
を
促
進
し
、

軍
隊
を
た
ん
な
る
反
動
の
武
器
か
ら
議
会
の
支
　
配
下
に
お
か
れ
た
軍
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隊
た
ら
し
め
る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
「
新
時
代
偏
自

由
主
義
者
の
と
る
べ
き
戦
術
の
基
調
は
、
軍
翻
欄
改
革
の
是
非
を
論
じ

徒
ら
に
反
動
派
を
誘
発
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
軍
制
改
革
を
軍
隊
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヴ
イ
リ
ア
ソ
ロ
コ
ソ
ト
ロ
し
ル

対
す
る
議
会
の
発
…
言
力
を
強
め
る
と
い
う
文
民
優
位
欄
の
方
向
に

押
し
す
す
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
「
新
時
代
」
自
由
派
型
リ
ー
ダ
ー
の
政
治
的
未
熟
さ
と
消

極
性
と
は
、
内
閣
支
持
と
「
マ
イ
ナ
ス
」
の
危
惧
と
の
問
を
動
揺
し

つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
政
治
戦
術
に
背
を
む
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
好
機
を
自
ら
逸
し
自
由
主
義
的
世
論
の
期
待
を
裏
切
り
政
治
的
孤

立
を
ま
ね
い
て
い
っ
た
。

　
〈
第
亙
期
〉
　
「
新
時
代
」
自
由
派
型
リ
ー
ダ
ー
の
曖
昧
な
消
極
約

態
度
、
そ
れ
に
比
し
て
反
動
派
の
活
発
な
策
動
、
こ
れ
を
み
た
か
つ

て
の
民
主
異
型
の
リ
ー
ダ
ー
は
再
び
政
局
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
。

六
〇
年
一
二
月
八
日
に
は
ヴ
ー
ノ
ル
デ
ッ
ク
、
六
一
年
三
月
七
日
に
は

シ
論
ル
ツ
ェ
ー
デ
リ
ッ
チ
が
補
選
に
嵐
濁
し
当
選
す
る
。
他
方
、
既

成
の
自
由
主
義
党
に
不
満
を
も
つ
一
五
名
の
議
員
は
、
の
ち
の
進
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
大
差
の
な
い
方
針
書
を
作
成
し
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン

会
議
に
提
出
し
た
。
こ
れ
は
七
三
対
三
二
で
否
決
さ
れ
た
。
少
数
派

一二

�
ｼ
は
既
成
フ
ラ
ク
シ
訊
ソ
と
は
冷
血
に
別
派
を
結
成
す
る
か
ど

う
か
を
議
論
し
た
。
そ
の
結
果
一
二
名
が
遂
に
六
一
年
一
月
二
二
日

頃
糟
巴
《
慧
○
昌
こ
｝
蛙
昌
σ
q
－
匿
ヰ
ρ
篇
①
⇒
、
、
結
成
に
ふ
み
・
切
っ
た
。
こ
の
フ

ラ
ク
シ
ョ
ン
に
は
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
、
シ
ュ
ル
チ
ェ
ー
ー
デ
リ
ッ
チ
ら
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

加
わ
り
一
九
名
を
数
え
る
に
到
っ
た
。
こ
こ
に
進
歩
党
の
ケ
ル
ン
が

形
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ド
ゥ
ソ
カ
！
の
書
簡
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
民
主
派
的
戦
術
へ
の
旋
圏
は
以
下
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
。
ヴ
ア
ル
デ
ッ

ク
と
シ
ェ
ル
チ
ェ
と
が
、
と
か
す
る
う
ち
に
フ
イ
ン
ケ
派
の
若
手
二
十
名

　
（
所
謂
甘
質
σ
q
葎
雲
窪
）
を
引
抜
き
、
こ
れ
を
も
っ
て
一
八
四
八
年
以
来
、

プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
最
初
の
民
主
的
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
結
成
す
る
の
に
成

功
し
た
。
こ
の
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
選
雛
宜
言
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
そ

れ
に
よ
っ
て
立
憲
党
（
既
成
麟
出
主
義
党
の
名
称
－
簗
者
）
の
解
体
を
一

暦
押
し
進
め
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
際
、
高
い
軍
事
負
握
へ
の
不
満
や
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

臣
を
ふ
く
め
て
立
憲
派
へ
の
不
評
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
う
し
て
六
一
年
六
月
六
日
に
は
進
歩
党
の
結
党
綱
領
（
九
月
工

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

九
日
に
は
選
挙
宣
君
が
発
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
書
の

な
か
に
は
既
成
の
自
由
主
義
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
の
間
に
政
治
要
求
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

内
容
に
お
け
る
質
的
差
違
は
殆
ど
み
ら
れ
ず
、
そ
の
政
治
要
求
の
実
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わ
　
　
も
　
　
ぢ

現
方
法
に
重
大
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
自
由
派
型
リ
ー
ダ
ー
の
政
治

戦
術
の
基
調
は
、
自
由
主
義
的
な
「
新
時
代
」
内
閣
を
消
極
的
に
支

持
・
防
衛
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
自
由
主
義
的
改

革
の
要
求
を
内
閣
に
無
理
強
い
し
て
、
内
閣
を
反
動
派
と
議
会
と
の

板
挾
に
し
て
窮
地
に
落
し
入
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
進
歩
党
は
貴
族
院
改
革
を
中
心
に
積
極
的
に
改
革
の
遂

進
を
図
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
既
成
の
自
∵
田
主

立
党
へ
の
批
判
と
そ
れ
と
の
断
絶
が
み
ら
れ
る
が
、
・
し
か
し
「
反
動
」

と
の
対
決
と
い
う
一
点
で
は
、
自
由
主
義
勢
力
全
体
の
一
致
が
繰
返

し
雷
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
記
憶
に
と
ど
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
行
な
わ
れ
た
六
一
年
一
二
月
六
日
の

　
　
　
⑫

選
挙
で
は
、
保
守
派
議
席
一
五
と
い
う
自
由
主
義
勢
力
の
圧
倒
的
勝

利
に
帰
し
た
が
、
内
部
的
に
は
三
つ
の
党
派
に
分
裂
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
　
第
一
は
○
種
9
げ
。
毫
派
（
九
五
議
席
）
で
、
　
A
も
っ
と
も
穏

健
な
自
由
主
義
者
の
集
団
、
こ
れ
以
後
は
勢
力
減
少
と
分
裂
の
一
途

を
辿
っ
て
い
く
。
第
工
は
中
央
左
派
（
五
二
議
席
）
で
、
基
本
勢
力

は
工
業
的
発
展
度
の
高
い
ラ
イ
ン
州
を
基
盤
に
し
て
お
り
、
ジ
…
ベ

ル
、
グ
ナ
イ
ス
ト
ら
が
著
名
な
リ
…
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
第
三
が
進
歩

党
（
一
〇
九
議
席
）
、
こ
の
党
の
な
か
に
は
創
立
当
初
で
き
る
だ
け
多

数
の
参
加
を
え
よ
う
と
意
を
払
っ
た
た
め
、
い
ろ
い
ろ
の
色
調
の
自

由
主
義
者
が
流
れ
こ
ん
で
い
た
。
し
か
し
系
譜
的
に
は
四
八
年
革
命

期
の
自
由
派
と
跣
主
派
と
の
い
ず
れ
か
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
た
。
そ

の
言
論
機
関
も
前
書
は
翼
欝
甑
○
μ
影
欝
①
詳
離
農
や
く
。
。
・
。
・
δ
o
財
㊦
N
o
憎

2
旨
σ
Q
後
者
は
く
○
郎
ω
N
蝕
ε
鄭
σ
q
に
拠
っ
て
い
た
。
　
さ
て
誤
払
の
政

党
状
況
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
と
、
六
二
年
以
後
の
政
治
史
は
、

反
政
府
闘
争
の
激
化
、
そ
の
闘
争
の
主
力
と
し
て
の
進
歩
党
、
そ
の

進
歩
党
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
っ
て
急
進
的
理
念
派
と
改
良
的
現
実

派
と
の
相
剋
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
六
二
年
初
頭
の
政
治
状
況
は
三
月
六
臼
の
バ
ー
ゲ
ン
提
案
（
予
算

の
綿
醸
提
示
の
要
求
等
）
の
可
決
や
三
月
一
四
日
の
進
歩
党
中
央
選
挙

委
即
貝
ム
ム
に
よ
ワ
佃
旧
自
由
派
内
閣
へ
の
絶
縁
脚
肩
明
「
弥
黙
ど
に
み
ノ
ら
れ
ワ
リ
よ

う
に
、
急
進
的
理
念
派
の
発
雷
力
の
強
化
が
特
徴
的
で
あ
る
。
他
方
、

進
歩
党
の
大
進
田
に
直
零
し
た
国
王
と
保
守
勢
力
は
、
　
「
新
時
代
」

内
閣
打
倒
を
主
張
し
て
き
た
反
動
派
の
圧
力
の
も
と
に
、
議
会
か
ら

も
孤
立
し
て
き
た
内
閣
の
更
迭
を
断
行
し
た
。
こ
こ
に
ジ
ピ
ベ
ル
の

蛍
購
簡
に
の
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
・
り
に
　
「
白
金
主
義
者
と
封
㍊
建
・
王
義
者

と
の
対
立
は
、
岡
一
の
基
本
傾
向
の
な
か
で
の
澱
度
の
難
で
は
な
く
、
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⑬

義
解
の
絶
対
的
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
」
と
意
識
さ
れ
る
に
到
り
、

政
府
と
議
会
と
の
公
然
た
る
紛
争
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
公
然
た
る

紛
争
は
反
動
派
と
急
進
的
理
念
派
と
が
刃
の
切
先
を
ふ
れ
あ
わ
す
こ

と
に
よ
っ
て
惹
起
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
逆
に
公
然
た
る
紛
争
こ

そ
こ
の
両
派
を
政
治
の
舞
台
の
前
景
に
一
層
押
し
出
し
く
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
。
山
精
ニ
年
｝
血
月
山
ハ
臼
の
選
挙
は
穏
蝋
隅
隅
H
巾
【
主
義
者
の
㎝
醐
落
を
も
翫
凡

ら
し
た
。
グ
ラ
ボ
ー
派
は
九
五
議
席
か
ら
六
五
議
席
に
減
少
し
、
さ

ら
に
新
議
会
の
開
会
と
共
に
三
派
に
分
裂
し
て
い
く
。
　
「
左
」
派
二

二
名
は
中
央
左
派
に
合
流
し
、
　
「
右
」
派
二
三
名
は
「
立
憲
派
」
と

呼
称
し
、
グ
ラ
ボ
ー
を
含
む
巾
聞
派
二
〇
名
は
「
自
由
議
会
主
義
同

盟
」
を
結
成
し
た
。
こ
う
し
て
六
三
年
春
ま
で
に
は
中
央
左
派
は
一

〇
一
名
（
六
一
年
涯
五
一
一
名
）
　
進
止
少
党
は
一
四
一
々
有
（
六
一
年
銑
一
〇
駅

名
）
と
両
派
の
み
で
議
会
の
過
半
数
を
越
え
る
に
到
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
政
党
状
況
の
も
と
で
八
月
四
巳
箪
事
予
騨
の
審
議

が
始
る
。
予
鐸
委
員
会
に
は
進
歩
党
員
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
、
中
央
左
派

ジ
ー
ベ
ル
、
シ
ュ
タ
ー
フ
ェ
ソ
ハ
ー
ゲ
ソ
ら
三
者
に
よ
る
改
良
的
現

　
　
　
　
　
⑱

実
派
の
共
同
提
案
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
二
年
現
役
制
の
導
入
と
四

五
〇
万
タ
ー
レ
ル
の
予
算
劇
減
と
を
条
件
に
六
三
年
度
軍
事
超
過
支

細
に
岡
意
の
用
意
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
竜
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
超

過
支
出
の
完
全
な
拒
否
に
よ
っ
て
、
軍
隊
自
体
が
破
滅
す
る
か
、
惹

起
し
た
激
し
い
紛
争
に
よ
っ
て
憲
法
生
活
が
混
乱
す
る
か
、
い
ず
れ

か
に
な
り
は
し
な
い
か
と
危
費
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
九
月
稲
臼
ジ

！
ベ
ル
は
提
案
支
持
の
演
説
を
お
こ
な
っ
た
が
、
ま
だ
彼
は
「
兵
卒

　
　
　
⑧

な
き
将
校
」
で
あ
り
、
委
員
会
の
多
数
は
こ
れ
を
否
決
し
た
。
九
月
一

七
日
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
は
ジ
ー
ベ
ル
ら
に
支
無
点
さ
れ
つ
つ
、
成
算
は
全

く
な
か
っ
た
が
、
再
度
、
提
案
支
持
の
議
会
演
説
を
お
こ
な
っ
た
。
そ

の
な
か
で
多
数
派
は
現
実
の
諸
関
係
を
無
視
し
、
形
式
的
な
原
則
性

の
う
え
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
、
　
「
そ
れ
は
ア
ジ
テ
ー
シ
翼
ソ
と
デ

モ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ソ
の
政
治
で
あ
り
、
わ
が
議
会
主
義
的
諸
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

一
層
の
発
展
を
不
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。
」
と
急
進
的
理
念
派
を

糾
弾
し
た
。
し
か
し
、
九
月
一
六
日
、
議
会
は
二
七
三
対
六
八
を
も

っ
て
こ
の
三
者
提
案
を
否
決
し
て
し
ま
っ
た
。
進
歩
党
と
中
央
左
派

と
の
な
か
で
小
数
派
に
一
票
を
投
じ
た
の
は
、
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
、
ジ

ー
ベ
ル
、
シ
ュ
タ
ー
フ
ェ
ソ
ハ
ー
ゲ
ソ
の
提
案
者
三
塁
の
み
で
あ
っ

⑱た
。
政
府
側
竜
一
時
は
こ
の
提
案
う
け
入
れ
の
ポ
ー
ズ
を
示
し
た
が
、

反
動
派
の
圧
力
の
も
と
に
提
案
拒
否
を
言
明
し
た
。
こ
こ
に
霞
由
主

義
勢
力
内
部
の
改
良
的
現
実
派
の
政
治
路
線
は
、
彼
我
両
陣
営
か
ら

拒
否
さ
れ
、
彼
ら
の
孤
立
化
は
頂
点
に
達
し
た
。
そ
し
て
政
治
的
安

121 （643）



定
へ
の
道
は
切
断
さ
れ
、
事
態
は
紛
糾
の
一
途
を
辿
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
を
打
開
す
べ
く
九
月
二
三
鶏
、
首
相
と
し
て
登

場
し
て
き
た
の
が
ビ
ス
マ
ル
ク
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
し
て
も

転
換
の
兆
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
自
身
そ
の
前
歴
か
ら

極
右
派
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
、
彼
の
入
閣
を
喜
ん
だ
の
は
保
守
派

の
み
で
、
非
常
に
穏
健
な
自
由
主
義
老
の
な
か
で
も
不
信
の
念
を
電

　
　
　
　
　
　
　
⑭

っ
て
み
≦
り
れ
て
い
た
。
し
か
も
不
諒
　
の
ビ
ス
マ
ル
ク
ル
内
閣
は
短
命

に
終
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
大
方
の
判
断
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
内
閣
に
軍
制
改
革
に
と
も
な
う
、
人
と
金
と
を
供
給
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
、
議
会
の
空
気
を
一
路
、
倒
閣
へ
と
傾

け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
新
内
閣
成
立
直
後
の
議
会
は
反
ビ
ス
マ
ル
ク
の
熱
気
で
充
満
し
て

い
た
。
九
月
一
一
三
日
、
軍
事
超
過
支
出
は
僅
か
一
〇
票
の
賛
成
を
え

た
の
み
で
否
決
さ
れ
た
。
さ
ら
に
ビ
ス
マ
ル
ク
が
予
箕
案
な
し
で
も

軍
備
拡
張
を
行
な
う
べ
し
と
言
明
し
た
の
に
対
し
、
一
〇
月
六
．
七

日
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
ら
数
名
の
議
員
は
、
憲
法
九
九
条
－
国
家
支
出

入
の
予
算
化
を
規
定
－
違
反
と
し
て
政
府
を
料
弾
し
、
二
五
一
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一二

Z
を
も
っ
て
政
府
の
憲
法
違
反
を
非
難
し
た
。
こ
の
よ
う
な
議
会

側
の
公
然
た
る
反
政
府
葡
書
聖
に
対
し
、
　
政
府
は
議
会
閉
会
（
一
〇

月
一
一
日
）
後
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
も
っ
て
世
論
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

ょ
う
と
し
た
。
官
庁
紙
を
始
め
保
守
系
新
聞
（
汽
器
⊆
§
象
§
σ
q
、
誓
鰭

諺
器
客
き
α
Q
）
は
進
歩
党
攻
撃
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
開
始
し
、
さ
ら
に

進
歩
党
員
や
中
央
左
派
の
多
い
裁
判
官
な
ど
の
自
由
主
義
官
僚
の
休

職
・
配
置
転
換
な
ど
の
処
分
が
行
な
わ
れ
た
。
　
一
二
月
九
日
に
は
内

紹
が
更
迭
さ
れ
、
新
内
避
暑
イ
レ
ソ
ブ
ル
ク
は
官
吏
の
反
政
府
的
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

動
を
禁
止
す
る
と
雷
明
し
た
。
政
府
側
の
こ
の
よ
う
な
強
圧
策
に
対

し
て
は
、
急
進
的
理
念
派
と
改
良
的
現
実
派
と
は
反
ビ
ス
マ
ル
ク
反

政
府
の
一
点
で
は
一
致
し
て
行
動
し
た
。
し
か
し
問
題
を
具
体
的
に

解
決
し
よ
う
と
す
る
と
両
者
の
差
違
は
鮮
明
と
な
る
。
例
え
ば
六
三

年
工
月
、
軍
事
勤
務
規
定
に
関
す
る
政
府
原
案
に
は
両
者
共
に
反
対

し
た
。
し
か
し
ジ
ー
ベ
ル
、
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
ら
は
二
年
現
役
制
さ
え

保
持
さ
れ
れ
ば
政
府
案
を
認
め
て
も
い
い
と
い
う
妥
協
案
を
提
出
し
、

こ
の
妥
協
案
を
拒
否
す
る
政
府
を
非
難
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
、
シ
ュ
ル
チ
ェ
翻
デ
リ
ッ
チ
ら
は
、
い
ず
れ

の
提
案
に
も
反
対
し
、
た
だ
政
府
を
窮
地
に
落
し
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
由
主
義
的
改
華
の
展
望
を
切
り
座
こ
う
と
し
た
。
政
府
側
が

改
良
的
現
実
派
の
提
案
を
う
け
入
れ
ぬ
限
り
、
急
進
的
理
念
派
の
反

ビ
ス
マ
ル
ク
の
書
動
は
愛
国
釣
で
す
ら
あ
る
と
思
わ
れ
力
強
い
喝
衆
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を
浴
び
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
の
一
般
的
な
自
由
主
義
約
信
条

と
し
て
は
、
も
し
ビ
ス
マ
ル
ク
の
軍
制
改
革
が
失
敗
し
、
そ
の
た
め

に
最
悪
の
場
合
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
の
対
外
的
敗
北
が
も
た
ら
さ
れ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
セ
バ
ス
ト
ポ
リ
の
敗
戦
の
如
く
、
ま
た
第
二

の
イ
ェ
ナ
と
な
っ
て
国
民
主
義
の
高
揚
を
み
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
政
府
と
議
会
と
の
対
立
の
極
大
化
の
な
か
で
行
な
わ
れ
た
、
六
三

年
一
〇
月
選
挙
は
穏
健
自
由
主
義
者
に
最
悪
の
事
態
を
竜
た
ら
し
た

だ
け
で
あ
っ
た
。
自
由
議
会
主
義
同
盟
は
解
体
し
、
再
選
さ
れ
た
議

員
は
中
央
左
派
に
合
流
し
た
。
立
憲
派
は
二
四
議
席
か
ら
僅
か
九
議

席
に
転
落
し
た
。
進
歩
党
、
中
央
左
派
は
共
に
一
層
の
増
大
を
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
四
三
、
　
一
一
〇
議
席
を
獲
得
し
た
。

　
さ
て
以
上
の
べ
て
き
た
第
亙
期
の
特
徴
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ

う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
政
府
と
議
会
と
の
公
然
た
る
衝
突
で
あ
り
、

前
者
に
お
け
る
反
動
派
の
活
発
化
と
強
圧
政
策
の
実
施
で
あ
り
、
後

老
に
お
け
る
進
歩
党
へ
の
反
政
府
闘
争
の
主
力
の
移
行
、
穏
健
自
由

空
義
グ
ル
ー
プ
の
崩
壊
、
急
進
的
理
念
派
の
優
越
と
現
実
的
改
良
派

の
孤
立
化
、
こ
れ
で
あ
る
。
い
ま
や
憲
法
紛
争
は
ま
さ
に
ク
ラ
イ
マ

ッ
ク
ス
に
達
し
、
政
治
葡
安
定
と
事
態
収
拾
の
め
ど
は
弾
く
つ
か
な

く
な
っ
た
。

　
〈
第
皿
期
〉
こ
の
よ
う
な
停
滞
と
混
沌
の
な
か
に
「
動
」
を
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

ら
し
、
袋
小
路
に
は
い
っ
た
事
態
を
打
開
し
て
い
く
き
っ
か
け
は
、

国
内
政
治
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
　
「
外
」
か
ら
や
っ
て
き
た
。

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
六

三
年
一
一
月
デ
ン
マ
ー
ク
国
王
と
な
っ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
嵩
置
は
、

ロ
ソ
ド
ソ
議
定
書
（
一
八
五
二
年
）
に
違
反
し
て
ド
イ
ツ
系
住
民
の

多
い
両
公
国
へ
の
干
渉
（
シ
ェ
レ
ス
ヴ
イ
ッ
ヒ
の
併
禽
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
の
納
税
義
務
の
施
行
）
を
行
な
っ
た
。
　
こ
れ
に
反
対
し
た
両
公
簿
住

民
の
反
乱
と
ド
イ
ツ
連
邦
へ
の
援
助
要
請
と
を
契
機
に
危
機
は
到
来

し
た
。
ド
イ
ツ
金
轡
に
は
両
公
国
の
デ
ン
マ
ー
ク
よ
り
の
分
離
と
ド

イ
ツ
併
合
と
を
要
求
す
る
ナ
シ
寡
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
熱
望
が
四
八

年
革
命
以
来
、
再
び
わ
き
お
こ
っ
た
。
そ
の
熱
望
は
、
穏
健
で
は
あ

る
が
自
由
主
義
的
な
出
①
旨
○
σ
q
屑
甑
高
覧
O
げ
く
○
昌
》
9
σ
q
器
富
鋤
び
舞
σ
q

の
世
襲
権
を
承
認
す
る
自
由
主
義
的
見
解
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

　
で
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
政
府
と
議
会
各
派
の
児
解
は
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
ト
ヴ
エ
ス
テ
ソ
、
ジ
ー
ベ
ル
ら
改
良
的
現
実
派
は
、
こ
の
時
点
に

お
い
て
樵
一
邦
国
内
ま
た
複
数
の
邦
国
澗
の
ど
ん
な
紛
争
も
ド
イ
ツ
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統
一
の
問
題
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
見
地
に
立
脚

し
、
ロ
ソ
ド
ソ
議
定
書
の
破
棄
と
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ソ
ブ
ル
ク

公
を
戴
く
自
由
主
義
的
公
圏
の
樹
立
と
を
要
求
し
た
。
彼
ら
に
は
そ

れ
以
外
に
プ
ロ
イ
セ
ン
が
「
統
一
と
自
由
」
の
旗
手
た
り
う
る
方
途
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
魁
同
盟
も
ほ
ぼ
同
一
の

見
解
を
抱
き
、
連
邦
議
会
竜
一
二
月
下
旬
に
同
様
な
声
明
を
発
し
、

そ
の
た
め
の
三
六
人
か
ら
な
る
常
設
委
員
会
を
設
置
し
た
。
こ
の
ト

ヴ
ェ
ス
テ
ソ
、
ジ
…
ベ
ル
ら
の
見
解
は
階
由
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
の
接
点
に
立
脚
し
、
世
論
の
大
き
な
う
ね
り
を
反
映
し
て
い
た
。

さ
き
の
常
設
委
員
会
に
、
こ
れ
ま
で
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
と
共
に
急
進
的

理
念
派
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
シ
ュ
ル
チ
ェ
ー
ー
デ
リ
ッ
チ
が
ジ
ー
ベ
ル

と
席
を
同
じ
く
し
て
い
る
築
実
が
、
こ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て

　
⑳

い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
ら
急
進
的
理
念
派
の
見
解
は
、
た
だ

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
デ
ン
マ
ー
ク
の
両
公
圏
支
配
に
反
対
す
る
に
と
ど
ま

っ
た
。
彼
に
は
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ソ
ブ
ル
ク
公
へ
の
声
援
は
す

べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
議
会
が
憲
法
闘
争
に
勝
利
し
え
な
い
限
り
プ

ロ
イ
セ
ン
は
「
統
一
と
自
由
」
の
事
業
に
対
し
何
事
も
な
し
え
・
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
国
王
は
ど
う
か
。
彼
は
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ソ
ブ
ル
ク
公
に
好

感
を
竜
つ
皇
太
子
や
王
后
の
影
響
も
あ
り
、
独
立
せ
る
公
国
の
樹
立

に
賛
意
を
表
し
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
対
外
政
策
の
決
定
が
議
会
多

数
派
の
容
啄
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
反

対
し
た
。
彼
に
と
っ
て
議
会
は
政
府
決
定
を
遂
行
す
る
諮
手
段
に
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

意
す
る
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
ビ
ス
マ
ル
ク
で
あ
る
が
、
彼
は
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ソ

ブ
ル
ク
公
を
戴
く
公
国
の
独
立
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
北
方
に
自
由
主
義

の
結
集
点
を
形
成
し
は
し
ま
い
か
と
い
う
危
惧
を
抱
い
て
お
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
め
　
　
も
　
　
も
　
　
め

さ
ら
に
列
強
へ
の
配
慮
か
ら
屯
さ
し
あ
た
っ
て
は
両
公
選
の
併
合
は

蓑
礪
に
繊
さ
ず
ロ
ソ
ド
ソ
議
定
書
の
保
持
の
方
向
に
進
路
を
逸
出
し

　
　
⑳

て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
対
外
政
策
に
対
す
る
諸
晃
解
の
配
概
状
況
の
な
か

で
行
な
わ
れ
た
議
会
で
は
、
一
二
月
一
、
二
田
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ン
ら
の

見
解
が
進
歩
党
と
申
央
左
派
と
の
共
同
の
名
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
。

ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
と
彼
に
同
調
す
る
三
七
名
の
議
鍛
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク

の
見
解
に
反
対
す
る
と
い
う
点
で
は
「
提
案
」
と
勒
を
一
に
し
つ
つ

も
、
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ソ
ブ
ル
ク
公
支
持
と
い
う
「
提
案
」
の

積
極
颪
に
は
激
し
く
反
対
し
た
。
し
か
し
「
提
案
」
は
可
決
さ
れ
、
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ヴ
ァ
ル
デ
ヅ
ク
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ヅ
プ
の
凋
落
は
、
全
く
目
を
み
は
ら

せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
新
事
態
は
、
さ
ら
に
ま
た
臨
時

軍
事
費
の
た
め
の
公
債
発
行
を
求
め
る
政
府
提
案
を
め
ぐ
っ
て
惹
起

し
た
。
ジ
ー
ベ
ル
を
報
告
者
と
す
る
議
会
の
予
箕
委
員
会
は
、
政
府

案
を
た
だ
ち
に
拒
否
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
し
て
、
さ
き
の
提

案
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
上
奏
文
を
国
王
に
提
出
し
て
政
府
の
冤
解
を
糺

す
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ヴ
”
，
ル
デ
ッ
ク
ら
三
七
名
の
議

員
は
公
債
拒
否
を
主
張
し
て
委
員
会
案
に
反
対
し
た
。
し
か
し
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

月
一
八
日
委
員
会
案
は
二
〇
七
対
一
〇
七
を
竜
っ
て
可
決
さ
れ
た
。

，
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
急
進
的
理
念
派
の
後
退
も
そ
れ
の
み
を
も

っ
て
し
て
は
紛
争
収
拾
の
チ
ャ
ン
ス
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
そ
の

原
因
は
政
府
側
に
あ
っ
た
。
国
王
と
ビ
ス
マ
ル
ク
と
ば
、
公
国
に
対

す
る
処
理
方
針
で
は
相
違
し
て
い
て
も
、
議
会
多
数
派
に
よ
っ
て
対

外
政
策
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
と
い
う
本
質
的
一
致

か
ら
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
ら
の
見
解
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
贈
蔽
会
側
も
六

四
年
一
月
二
二
日
、
二
七
五
対
五
一
と
い
う
圧
倒
的
多
数
を
も
っ
て

政
府
の
公
債
発
行
案
を
否
決
す
る
と
い
う
報
復
的
行
動
を
と
っ
た
の

　
　
⑳

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
府
と
議
会
と
の
対
立
の
続
行
は
、
こ
の
時

点
に
お
け
る
政
府
側
に
有
利
な
事
態
i
爾
公
国
の
デ
ン
マ
ー
ク
よ

り
の
分
離
の
成
功
、
予
算
案
な
し
で
も
統
治
の
成
功
的
続
行
、
プ

ロ
イ
ヤ
ソ
中
心
の
関
税
同
盟
の
更
新
一
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府

側
の
強
圧
策
に
よ
っ
て
逆
に
収
拾
す
る
段
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。
改

良
的
現
実
派
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
裁
判
所
判
事
で
あ
っ
た
ト
ヴ
ェ
ス

テ
ン
は
、
六
　
二
年
ム
一
月
に
進
歩
党
の
選
挙
ア
ッ
ピ
ー
ル
に
署
名
し

た
と
い
う
理
由
で
禁
固
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
六
四
年
一
〇
月

に
は
最
高
法
院
9
）
Φ
霧
甑
σ
籠
り
巴
は
改
め
て
官
吏
が
政
府
の
方
針
に

反
対
の
活
動
を
し
た
場
合
に
は
職
務
違
反
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
味

方
に
は
酬
い
、
敵
に
は
報
復
す
る
と
い
う
原
則
を
闘
執
す
る
政
府
の

対
内
政
策
は
、
対
外
的
成
功
へ
の
離
農
を
無
に
帰
せ
し
め
て
し
ま
つ

⑪
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
　
　
　
も

　
六
五
年
に
は
入
っ
て
も
、
一
方
で
は
ビ
ス
マ
ル
ク
外
交
の
成
功
を

承
認
し
よ
う
と
す
る
気
運
の
徐
々
た
る
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他

方
で
は
依
然
と
し
て
反
政
府
反
ビ
ス
マ
ル
ク
的
気
分
は
濃
厚
で
あ
っ

た
。
予
算
案
に
つ
い
て
は
、
修
正
案
一
軍
事
超
過
支
出
の
臨
時
予
．

箕
化
、
生
産
資
的
へ
の
投
資
促
進
等
t
が
二
一
一
対
五
〇
を
も
っ

て
可
決
さ
れ
た
。
少
数
派
に
は
保
守
派
以
外
に
予
算
の
全
面
否
決
を

主
張
し
た
進
歩
党
内
急
進
派
二
〇
余
響
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し

修
正
案
は
貴
族
院
で
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
軍
制
法
案
に
つ
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い
て
も
ボ
ー
ニ
ゾ
の
修
正
案
…
i
徴
丘
ハ
数
の
法
国
確
定
等
i
が
提

出
さ
れ
た
が
、
政
蔚
側
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
保
守
派
以
外
の

全
党
派
が
政
府
案
に
反
対
票
を
投
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
議
会
を
支
配

し
て
い
た
政
治
の
論
理
は
、
六
三
年
以
来
の
そ
れ
を
現
象
的
に
は
く

・
り
か
え
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
政
府
と
議
会
と

の
対
立
関
係
は
、
こ
こ
三
年
間
、
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
か
に
み
え

る
。
し
か
し
議
会
運
営
に
匿
を
転
ず
る
と
き
、
そ
こ
に
は
い
ま
や
改

良
的
現
実
派
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ー
プ
が
抜
き
難
く
根
を
下
し
て
し
ま
っ

た
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
政
府
側
の
強
圧
策
の
続
行

が
急
進
的
理
念
派
の
存
在
理
由
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
改
良
的
現
実
派
の
優
勢
を
さ
ら
に
確
実
に
し
、

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
ビ
ス
マ
ル
ク
評
価
一
i
こ
れ
こ
そ
政
府
と
議
会

と
の
絹
互
不
信
の
、
こ
の
瞬
間
に
お
け
る
キ
イ
・
ポ
イ
ン
ト
；
i
の

変
動
を
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
か
シ
ュ
タ
イ
ン
条

約
の
成
立
と
経
済
的
現
実
派
一
自
由
貿
易
派
の
活
動
で
あ
っ
た
。
い

う
ま
で
も
な
く
ガ
シ
ュ
タ
イ
ン
条
約
（
八
月
一
四
日
）
は
、
両
公
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ド
イ
ツ
併
合
と
普
懊
の
分
割
統
治
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
ド

イ
ツ
連
邦
議
会
の
三
六
人
委
員
会
は
、
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ソ
ブ

ル
ク
公
を
戴
く
自
由
主
義
的
公
国
樹
立
の
要
求
が
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
の
に
抗
議
す
べ
く
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
集
会
を
竜
と
ケ
と
し
た
。

し
か
し
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
、
モ
ム
ゼ
ソ
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
の
議
員
は
欠
席

し
、
プ
μ
イ
セ
ソ
の
権
力
と
将
来
と
に
反
対
す
る
よ
う
な
決
議
に
は

参
加
で
き
な
い
と
言
明
し
た
。
す
で
に
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
は
条
約
締
結

後
も
間
も
な
い
九
月
二
二
日
に
も
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
た
ん
に
現
在
の
主
権
着
に
対
し
て
の
み
で
な
く
プ
ロ
イ
セ

　
ン
編
家
に
対
し
て
反
対
す
る
よ
う
な
、
ま
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
敗
北
を
準
備
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
よ
う
な
歩
み
を
共
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ

と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
た
ん
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
利
益
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、

ド
イ
ツ
の
利
益
の
た
め
に
行
な
う
の
で
な
る
。
と
い
う
の
は
、
最
近
の
諸
雪

囲
の
経
過
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
た
め
に
然
る
べ
き
こ
と
を
行
い
成
就
し
う

　
や
　
ハ
ト

る
権
力
は
プ
ロ
イ
セ
ン
以
外
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
確
信
を
強
め
た
か
ら

　
　
　
㊥

で
あ
る
。

　
対
デ
ン
マ
ー
ク
戦
争
勃
発
前
に
は
、
改
良
的
現
実
派
と
い
え
ど
竜
、

た
と
え
「
イ
エ
ナ
の
新
郎
」
を
賭
け
た
と
し
て
も
、
　
「
自
由
」
を
通

じ
て
「
統
一
」
へ
と
い
・
り
自
・
田
ふ
土
義
的
一
信
条
を
基
調
と
し
た
の
に
比

し
、
い
ま
や
、
そ
の
よ
う
な
信
条
は
崩
れ
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

大
き
く
動
揺
を
始
め
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
高
潮
が
「
慮
由
」
の
理
念
へ
の
恕
誠
を
浸
蝕
し
崩
し
始
め
て
い
る
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様
…
柑
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
改
∬
艮
的
機
動
実
派
の
機
關
四
紙
ナ
チ
オ
ナ

ー
ル
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ソ
グ
紙
は
、
　
一
〇
月
七
日
ビ
ス
マ
ル
ク
は
プ
ロ

イ
セ
ン
を
ド
イ
ツ
の
ピ
ェ
モ
ソ
ト
た
ら
し
め
た
と
賛
辞
を
呈
し
、
さ

ら
に
、
憲
法
紛
争
を
終
焉
せ
し
め
る
も
の
は
、
書
葉
と
精
神
に
お
け

る
憲
法
の
確
保
で
は
な
く
、
対
外
列
強
の
な
か
に
あ
っ
て
国
家
的
な

マ
ハ
ト

カ
と
威
信
と
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
書
明
し
た
。
ビ
ス
マ
ル

ク
内
閣
成
立
当
初
、
そ
れ
を
「
明
白
な
封
建
的
な
内
閣
」
で
あ
る
と

痛
罵
し
た
論
調
e
一
八
〇
六
年
で
は
な
く
一
八
一
三
年
を
希
求
し
た

態
度
は
も
は
や
消
失
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
た
だ
両

公
国
住
罠
の
意
志
が
ふ
み
に
じ
ら
れ
た
こ
と
、
国
内
政
治
に
お
け
る

依
然
た
る
強
圧
策
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
消
え
や
ら
ぬ
憤
慰
が
た
だ
よ

っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
経
済
的
現
実
派
1
1
白
丁
由
悶
貿
易
財
は
、
も
っ
と
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ク

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
進
歩
党
に
も
中
央
左
派
に
も
所
属
し
て
い
た
が
、

そ
の
独
自
な
活
動
に
よ
っ
て
U
温
く
○
貯
ω
宅
洋
訪
。
げ
ρ
津
膨
。
び
①
d
昌
「

富
里
同
心
容
δ
口
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
ミ

ハ
エ
リ
ス
に
と
っ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
の
対
外
的
成
功
の
承
認
は
、
立
憲

的
権
利
を
確
保
し
う
る
道
に
通
ず
る
も
の
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
祖
国
の
偉
大
な
目
標
が
達
せ
ら
れ
た
の
ち
に
は
、
憲
法
に
反
す
る
統
治
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

騰
も
な
く
終
盤
符
が
釘
た
れ
る
で
あ
ろ
う
と
私
は
信
じ
る
。

　
彼
ら
の
な
か
に
は
「
自
由
偏
か
ら
「
統
一
」
へ
の
路
線
に
対
す
る

あ
き
ら
め
切
れ
ぬ
こ
だ
わ
り
は
な
く
、
い
ま
や
明
確
に
「
統
一
」
か

ら
「
自
由
」
へ
の
路
線
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
潮
流

が
か
な
り
の
広
が
り
を
み
せ
て
い
た
こ
と
は
、
ガ
シ
ュ
タ
イ
ソ
条
約

反
対
の
旗
を
か
か
げ
て
い
た
ド
イ
ツ
国
民
同
盟
の
退
潮
と
な
っ
て
あ

ら
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
構
成
員
は
こ
こ
し
ば
ら
く
の
間
に
脱
退
が
相

次
ぎ
、
二
三
〇
〇
〇
か
ら
一
七
〇
〇
〇
に
減
少
し
た
と
い
わ
れ
て
い

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

る
。　

さ
て
以
上
の
べ
て
き
た
第
璽
期
の
特
徴
は
、
依
然
と
し
て
打
ち
続

く
政
府
と
議
会
と
の
対
立
と
紛
争
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
デ
ン
マ
ー

ク
戦
争
の
成
功
を
契
機
に
高
揚
し
た
ナ
シ
輩
ナ
リ
ズ
ム
の
高
潮
に
洗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ぢ
　
　
　
カ
　
　
　
も

わ
れ
る
な
か
で
、
政
府
の
対
外
政
策
へ
の
自
由
主
義
的
批
判
は
微
弱

と
な
り
、
　
「
自
由
」
か
ら
「
統
一
」
へ
と
い
う
自
由
主
義
的
信
条
の

重
大
な
動
揺
と
い
う
点
に
ま
ず
下
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま

た
急
進
的
理
念
派
と
改
良
的
現
実
派
と
の
比
重
関
係
が
、
右
の
よ
う

な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
ま
さ
に
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
点
に
際
立
っ

た
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

　
〈
第
W
期
〉
対
デ
ン
マ
ー
ク
戦
争
・
を
め
ぐ
る
政
治
的
気
流
の
厭
き
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い
移
動
に
よ
っ
て
、
　
自
－
田
‡
由
義
勢
力
に
よ
脚
0
反
高
望
馬
齢
剛
争
の
フ
ァ
ラ

ソ
ク
ス
は
快
癒
し
が
た
き
深
傷
を
負
っ
た
。
分
断
さ
れ
た
フ
ァ
ラ
ン

ク
ス
に
か
ら
く
も
一
つ
の
反
政
府
勢
力
と
し
て
の
一
体
性
を
保
た
し

め
た
竜
の
は
、
政
府
の
対
内
的
強
圧
策
と
根
深
い
ユ
ン
カ
ー
・
ビ
ス

マ
ル
ク
へ
の
不
信
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
安
定
に
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

て
の
マ
イ
ナ
ス
の
要
因
を
最
後
的
に
除
去
し
て
い
く
き
っ
か
け
と
な

っ
た
の
が
島
町
戦
争
の
勃
発
で
あ
っ
た
。

　
対
デ
ン
マ
ー
ク
戦
争
の
戦
後
処
理
を
め
ぐ
っ
て
煙
り
っ
づ
け
て
き

た
普
懊
関
係
は
、
六
六
年
に
は
入
る
と
対
立
は
激
化
の
一
途
を
辿
っ

た
。
二
月
二
八
日
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
閣
議
は
皇
太
子
に
支
持
さ
れ
た

蔵
相
切
。
α
巴
ω
。
げ
毒
ぎ
σ
豆
プ
を
除
き
、
全
閣
僚
が
戦
争
の
不
可
避
性

を
認
め
た
。
竃
由
主
義
者
は
ど
う
か
。
こ
の
ま
ま
開
戦
と
な
れ
ば
、

全
ド
イ
ツ
が
ユ
ン
カ
ー
政
府
に
抵
抗
し
、
そ
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
に
敗

戦
を
、
そ
の
敗
戦
は
第
二
の
「
イ
エ
ナ
」
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
、
も

し
く
は
全
プ
ロ
イ
セ
ン
の
与
論
を
戦
争
に
協
力
さ
せ
る
べ
く
、
反
動

的
で
不
評
の
ビ
ス
マ
ル
ク
は
罷
免
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
自
由

主
義
者
に
共
通
し
た
、
戦
争
に
対
す
る
態
度
と
見
通
し
と
で
あ
っ
た
。

五
月
一
八
日
付
の
ナ
ツ
ィ
オ
ナ
ー
ル
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ソ
グ
紙
の
社
説

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
封
建
的
な
内
閣
よ
り
も
、
慮
由
主
義
的
内
閣
の
方
が
、
平
和
の
維
持
の
た

め
に
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
戦
争
三
無
の
た
め
に
、
よ
り
多
く
の
こ
と

を
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
ウ
ィ
ー

ン
宮
廷
を
嚇
し
て
三
越
な
計
画
を
や
め
さ
せ
る
手
段
が
ま
だ
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
が
自
ら
人
民
の
力
を
装
備
す
る
こ
と
の
な
か
に
の
み
存
・

す
る
。
是
雰
と
も
戦
争
が
要
求
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
人
民
の
完
全
な

同
意
に
よ
っ
て
の
み
力
強
く
遂
行
さ
れ
う
る
。
し
か
し
最
後
的
に
戦
蒔
と
戦

後
と
に
平
和
交
渉
に
到
っ
た
な
ら
ば
、
自
由
主
義
的
内
閣
の
み
が
プ
ロ
イ
セ

ン
人
民
に
、
払
わ
れ
た
母
性
と
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
人
畏
の
希
望
と
が
う
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
に
値
す
る
平
和
の
締
結
を
保
証
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
戦
争
の
切
迫
感
に
つ
つ
ま
れ
た
な
か
で
も
、
こ
こ
に
吐
露
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

よ
う
な
自
由
主
義
的
心
惰
へ
の
強
い
郷
愁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
争

ち
　
　
　
コ
　
　
　
も
　
　
　
め

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
世
論
の
分
裂
と
混
乱
と
は
お
お
い
難
か
っ
た
。

四
月
一
七
、
二
〇
、
二
三
、
二
六
日
と
相
次
い
で
ひ
ら
か
れ
た
四
つ

の
ベ
ル
リ
ン
選
挙
区
集
会
は
、
こ
の
分
裂
状
況
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ

つ
け
た
。
四
つ
の
集
会
は
と
も
に
政
府
を
非
難
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
へ

の
不
信
を
表
明
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
戦
争
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
に
区
々
で
あ
っ
た
。
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
指
導
の
第
王
…
区

と
ラ
ス
カ
ー
指
導
の
第
W
区
と
は
、
議
会
と
圏
民
と
に
支
持
さ
れ
た

内
閣
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
戦
争
に
は
反
対
し
な
い
、
と
決
議
し
、
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シ
ュ
ル
チ
ェ
ー
デ
リ
ッ
チ
指
導
の
第
皿
区
は
戦
争
反
対
を
決
議
、
ラ

ソ
ゲ
ル
ハ
ン
ス
指
導
の
第
X
区
は
戦
争
に
反
対
す
る
と
と
も
に
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
よ
り
も
国
内
の
憲
法
紛
争
に
関
心
を
払
う
べ
き
し
と
を
決
議
、
こ

の
よ
う
な
自
由
主
義
的
世
論
の
分
裂
と
混
乱
と
い
う
瞬
間
に
、
も
し

政
府
側
が
一
定
の
譲
歩
を
約
束
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
幾
重
も
に
分

断
さ
れ
た
反
政
府
闘
争
・
の
フ
ァ
ラ
ソ
ク
ス
は
も
ろ
く
も
瓦
解
の
危
機

に
瀕
し
た
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
四
月
中
に
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
自
由

主
義
老
へ
の
接
近
の
風
聞
が
き
か
れ
も
し
た
。
し
か
し
政
府
は
五
月

一
五
日
そ
れ
を
公
式
に
否
定
す
る
に
到
り
、
ま
た
ま
た
自
由
主
義
的

世
論
の
硬
化
を
ま
ね
い
た
。
そ
し
て
戦
争
勃
発
の
六
月
一
五
日
ま
で
、

ビ
ス
マ
ル
ク
内
閣
打
倒
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
自
由
主
義
的
ア
ジ
テ
ー
シ

ョ
ン
を
支
配
し
た
の
で
あ
っ
た
。
霞
由
主
義
の
反
政
廣
勢
力
と
し
て

の
一
体
性
は
、
こ
の
よ
う
に
政
府
側
の
出
方
に
よ
っ
て
他
律
的
に
か

ら
く
・
も
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
も
破
砕
し
、
　
「
自
由
」
へ
の

ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
も

理
念
的
忠
誠
か
ら
自
由
主
義
を
最
後
的
に
解
放
し
た
の
は
、
戦
争
の

勃
発
と
そ
れ
の
驚
歎
す
べ
き
迅
速
な
成
功
と
い
う
既
成
審
実
の
盤
石

の
如
き
重
み
で
あ
っ
た
。

　
六
月
一
五
日
戦
争
は
勃
発
し
た
。
た
だ
ち
に
進
歩
党
中
央
選
挙
委

員
会
は
宣
量
目
を
発
し
た
（
六
月
二
〇
臼
）
。
そ
こ
で
は
戦
争
に
対
す
る

態
度
は
ど
う
か
。

　
い
ま
や
、
わ
れ
わ
れ
は
戦
争
の
渦
中
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
議
会

の
予
鐸
審
議
権
の
排
除
の
の
ち
に
、
予
算
な
ぎ
統
治
の
導
入
の
の
ち
に
、
人

民
の
意
志
を
有
効
な
ら
し
め
る
可
能
性
の
欠
如
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
元
通
り
に
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。

い
ま
や
戦
争
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
と
し
て
も
、
遂
行
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
議
会
に
お
け
る
人
民
の
意
志
の
貫
徹
に
よ
っ
て
戦
争

を
回
避
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
く
て
も
、
別
の
少
な
か
ら
ぬ
重
要
性
を
も
つ
課

題
が
霞
前
に
あ
る
。
そ
れ
は
戦
争
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
る
非
常

な
努
力
と
大
き
い
犠
牲
と
に
ふ
さ
わ
し
い
方
向
と
霞
標
と
を
戦
争
に
与
え
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
冒
標
と
は
一
つ
の
新
し
い
憲
法
に
よ
る
昼
型
と

人
民
の
諸
権
利
と
の
基
礎
の
上
に
統
一
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
再
建
以
外
に
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
な
い
し
、
ま
た
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
戦
争
と
い
う
既
成
事
実
の
承
認
の
上
に
、
そ
れ
の
結
果

に
自
由
主
義
的
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
政
治
矯
的
が
お
か
れ
て
い
る
。

戦
争
と
い
う
既
成
事
実
の
承
認
は
、
そ
の
戦
争
遂
行
手
段
一
軍
制
改

革
に
反
対
し
て
き
た
進
歩
党
の
基
本
約
立
脚
点
と
矛
盾
し
は
し
な
い

か
。
進
歩
党
が
密
ら
の
政
治
的
立
場
を
首
尾
一
貫
さ
せ
よ
う
と
す
れ

ば
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
退
陣
か
、
…
敗
戦
そ
し
て
第
二
の
「
イ
ェ
ナ
」
の
到

来
か
、
こ
の
い
ず
れ
か
を
待
望
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
待
望
が
既
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成
事
実
の
追
い
討
ち
に
よ
っ
て
潰
え
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
進
歩
党

の
立
脚
し
て
き
た
政
治
コ
ー
ス
は
、
す
べ
て
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
ビ
ス
マ
ル
ク
は
戦
争
の
勝
利
的
進
行
と
併
行
し
て
、
進

歩
党
内
の
若
干
の
屯
の
と
の
談
合
を
お
こ
な
っ
た
。
六
月
一
日
ト
ヴ

ェ
ス
テ
ソ
、
そ
の
後
に
ミ
ハ
エ
リ
ス
、
二
〇
日
ウ
ソ
ル
ウ
、
こ
の
談

合
を
通
じ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
自
身
が
退
曲
陣
の
音
心
志
の
な
い
こ
と
、
ま
た

退
陣
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
し
か

竜
戦
争
は
勝
利
的
に
進
行
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
薮
状
況
の
な
か
で
、

進
歩
党
を
側
面
か
ら
解
体
へ
と
導
い
た
要
因
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
北
・

中
部
ド
イ
ツ
の
非
プ
ロ
イ
セ
ン
地
域
の
自
由
主
義
者
の
動
向
で
あ
っ

た
。
彼
ら
は
自
ら
に
ζ
昌
滋
藤
○
昌
巴
自
類
α
出
げ
①
第
一
、
．
の
文
字
を
冠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
た
多
く
の
継
体
く
①
お
冒
を
結
成
し
は
じ
め
て
い
た
。
そ
れ
ら
は

「
自
由
」
よ
り
も
「
統
一
」
に
力
点
を
お
い
て
い
た
。
彼
ら
は
プ
ロ

イ
セ
ン
の
自
由
主
義
者
と
異
な
り
、
ユ
ン
カ
ー
・
ビ
ス
マ
ル
ク
と
直

接
に
対
決
し
て
お
ら
な
い
が
故
に
、
　
ニ
カ
で
統
一
の
た
め
の
戦
争
に

同
意
し
つ
つ
、
他
方
で
そ
の
戦
争
を
強
力
に
推
進
し
て
い
る
手
段
と

指
導
者
と
に
反
対
す
る
と
い
う
ア
ソ
ヂ
ノ
ミ
ー
に
落
入
ら
ず
に
す
ん

だ
。
ケ
ー
ニ
ヒ
グ
レ
ー
ツ
の
勝
利
そ
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
干
渉

の
風
聞
は
、
ま
す
ま
す
彼
ら
を
ビ
ス
マ
ル
ク
の
側
に
立
た
し
め
た
。

ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
　
こ
れ
ら
非
プ
買
イ
セ
ソ
の
肉
7
田
主
義
者
を
自
ら
の

側
に
吸
引
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
国
の
自
由
主
義
老
に
影
響
を
与

え
う
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
。
七
月
中
旬
に
内
相
オ
イ
レ
ソ
ブ
ル

ク
の
要
請
で
、
ベ
ニ
ク
セ
ソ
を
は
じ
め
と
し
て
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
、
ヘ

ッ
セ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
な
ど
の
自
由
主
義
老
が
ベ
ル
リ
ン
に
集
り
、
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ロ
イ
セ
ン
の
自
由
主
義
者
や
政
府
と
会
談
を
お
こ
な
っ
た
。
国
民
自

由
党
結
成
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
、
こ
れ
ら
非
プ
ロ
イ
セ
ン
自
由

主
義
者
と
の
交
流
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
自
由
主
義
者
に
ど
の
程
度
の

影
響
を
与
え
た
か
測
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
進
歩
党
解
体
の

副
次
的
条
件
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
　
以
上
に
述
。
へ
て
き
た
円
顔
要
身
骨
か
相
一
瞥
的
に
作
用
す
る
占
な
か

で
、
八
月
に
は
い
る
と
と
も
に
進
歩
党
の
組
織
的
解
体
が
は
じ
ま
る
。

　
八
月
五
日
、
新
議
会
が
召
集
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
と
二

つ
の
点
で
全
く
異
っ
た
状
況
が
み
ら
れ
た
。
　
一
つ
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の

地
位
存
続
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
爪
っ
て
い
た
こ
と
、
二
つ
は
進
歩

党
・
中
央
左
派
は
旧
自
由
派
と
保
守
派
と
の
連
合
に
対
し
、
も
は
や

議
事
を
り
ー
ド
し
う
る
程
の
数
的
優
勢
を
欠
い
て
い
た
こ
と
、
遂
に

八
月
一
一
日
に
ウ
ソ
ル
ウ
ハ
一
八
日
に
ミ
ハ
エ
リ
ス
、
ト
ヴ
ェ
ス
テ

ソ
ら
が
進
歩
党
を
脱
退
し
た
。
し
か
し
奔
期
中
は
ま
だ
彼
ら
独
賠
の
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＠

ブ
ラ
ク
シ
翠
ソ
結
成
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
進
歩
党
・
中
央
左
派
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

分
裂
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、
九
月
三
臼
の
事
後
承
諾
法
案
の
採
決

で
あ
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
政
府
と
議
会
と
の
妥

協
の
通
路
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
法
案
は
二
三
〇
対
七
五
で
可
決

さ
れ
た
。
進
歩
党
の
賛
否
の
色
分
け
は
三
四
対
四
一
、
中
央
左
派
は

四
二
対
二
三
と
両
フ
ラ
ク
シ
菰
ソ
は
ま
さ
に
其
二
つ
に
分
裂
し
た
。

す
で
に
九
月
中
に
ミ
ハ
エ
リ
ス
ー
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ソ
・
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン

と
い
う
名
称
が
藷
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
裏
書
す
る
か
の
よ
う
に
、

一
〇
月
二
四
臼
、
一
五
名
の
進
歩
党
員
と
九
名
の
中
央
左
派
、
計
二

　
　
　
　
　
　
⑭

四
名
の
合
同
宵
…
言
が
発
さ
れ
た
。
こ
の
宣
雷
は
次
の
一
二
点
に
要
約
さ

れ
よ
う
。

　
臼
ゆ
議
会
が
政
府
外
交
政
策
を
完
全
に
支
持
す
る
こ
と
が
、
も
っ
と

屯
緊
急
な
課
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳳

　
㈲
こ
れ
ま
で
の
政
治
紛
争
は
、
祖
国
の
も
っ
と
も
熱
烈
な
る
要
請

と
両
立
し
が
た
い
。

　
⑧
政
府
の
対
外
政
策
は
支
持
し
つ
つ
も
、
國
内
政
策
で
は
立
憲
的

権
利
の
監
視
の
た
め
に
依
然
と
し
て
反
対
派
に
と
ど
ま
る
。

　
こ
こ
に
は
ウ
ソ
ル
ウ
、
ト
ヴ
ェ
ス
テ
ン
、
ミ
ハ
ェ
リ
ス
、
ラ
ス
カ

ー
ら
進
歩
党
の
リ
ー
ダ
ー
級
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
船
り
、
紛
争
の
季

節
か
ら
政
治
附
安
定
へ
と
移
り
ゆ
く
過
渡
購
の
方
策
が
う
た
か
れ
で

い
る
。

　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
う
　
　
　
も

　
こ
の
よ
う
な
政
治
方
針
上
の
差
違
の
明
確
化
を
背
景
に
、
一
一
月

一
七
日
置
進
歩
党
フ
ラ
ク
シ
翼
ソ
の
会
議
で
激
論
の
す
え
に
、
遂
に

属
㊦
q
①
県
紙
鉱
容
ご
嬬
創
興
⇔
9
け
δ
⇔
巴
①
類
℃
斜
簿
鉱
が
結
成
さ
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
ナ
ツ
ィ
オ
ナ
ー
ル
・
ツ
ァ
イ
ト
ウ
グ
紙
は
次
の
よ
う

に
報
じ
た
。

　
本
日
、
九
月
に
公
表
さ
れ
た
周
知
の
声
明
の
署
名
潜
の
多
く
が
、
下
院
に

お
い
て
そ
の
声
明
を
基
礎
に
昌
Φ
部
①
切
臨
空
（
賦
。
笥
傷
自
p
舞
一
〇
詳
巴
。
建
℃
ρ
誌
魚

を
結
成
し
た
。
　
（
中
略
）
そ
れ
の
参
舶
は
一
八
名
で
あ
る
（
以
下
そ
の
氏
名

　
㊨

列
挙
）
。

こ
の
フ
ラ
ク
シ
襟
ン
に
は
さ
ら
に
数
名
が
舶
…
わ
り
、
計
二
み
画
名
と
～
な

っ
た
。
こ
こ
に
後
年
の
ビ
ス
マ
ル
ク
与
党
た
る
国
民
自
由
党
の
プ
ロ

イ
セ
ン
に
お
け
る
ケ
ル
ン
が
組
織
的
に
も
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
北
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
選
挙
に
は
、
非
プ
揖
イ
セ
ソ
の
蛮
民
自

由
主
義
者
と
と
も
に
、
国
民
自
由
派
を
名
乗
る
。
六
七
年
二
月
一
二

日
の
連
邦
議
会
選
挙
は
、
与
党
的
保
守
派
の
勝
利
を
竜
た
ら
し
た
。

彼
ら
は
保
守
派
五
九
、
自
由
保
守
派
製
○
、
中
央
派
二
七
、
そ
の
他
保

守
系
無
所
属
一
八
、
計
一
四
四
議
席
、
こ
れ
に
早
し
自
由
主
義
派
は
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一
三
九
議
席
（
連
邦
立
憲
主
義
連
含
一
八
、
園
民
自
由
派
七
九
、
左
派
一
九
、

無
所
属
七
）
で
あ
っ
た
。
　
四
月
一
六
母
、
　
二
五
一
二
対
五
三
を
竜
っ
て

北
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
は
可
決
さ
れ
た
。
国
罠
自
由
派
は
数
名
を
除
き

賛
成
票
を
投
じ
た
。
そ
れ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
議
会
で
も
ニ
ニ
六
対
九
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

再
投
票
に
は
二
二
七
対
九
三
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
法

的
に
確
認
さ
れ
成
立
し
た
北
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
を
舞
台
と
し
て
、
全

北
ド
イ
ツ
的
に
国
民
自
由
党
が
創
設
さ
れ
、
六
月
二
二
日
掛
基
本
綱

⑰領
が
公
け
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
以
下
の
三
点
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

　
0
ゆ
北
ド
イ
ツ
連
邦
成
立
に
到
る
統
一
事
業
の
歩
み
を
、
最
初
に
し

て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
第
一
歩
と
し
て
承
認
し
、
そ
れ
へ
の
脇
力
を
誓

い
つ
つ
新
政
党
を
結
成
し
た
こ
と
。

　
②
も
は
や
「
自
由
」
の
利
益
の
み
を
図
る
こ
と
も
、
反
対
に
「
自

由
」
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
政
府
の
閣
令
の
み
に
よ
る
統
一
事
業
の
推

進
も
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
。

　
③
現
存
の
憲
法
体
制
に
も
い
ろ
い
ろ
の
欠
陥
や
不
十
分
な
点
が
あ

り
、
そ
れ
の
是
正
と
充
足
の
た
め
に
は
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
（
貴
族
院
の
改
革
、
地
方
自
治
制
度
の
改
革
、
グ
！
ツ
ヘ
ル
的
地
方
官

」
庁
や
警
察
の
廃
止
な
ど
）
。

　
．
現
存
体
制
の
枠
組
を
承
認
し
た
う
瓦
で
、
そ
の
枠
内
で
出
国
｝
と

自
由
」
の
事
業
を
推
進
す
る
、
こ
こ
に
綱
領
の
基
本
性
格
が
あ
り
、

責
任
内
閣
綱
を
含
ま
な
い
北
ド
イ
ツ
憲
法
は
承
認
で
き
な
い
と
絶
叫

し
た
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
ら
進
歩
党
残
留
派
と
の
鮮
明
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

を
示
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
「
自
由
」
か
ら
「
統
一
」

へ
の
コ
ー
ス
は
、
　
「
統
一
」
か
ら
「
自
由
」
へ
の
コ
ー
ス
に
ス
イ
ッ

チ
の
転
換
が
な
さ
れ
、
…
数
年
に
わ
た
る
憲
法
紛
争
は
終
焉
し
政
治
的

安
定
の
軌
道
は
確
固
と
し
て
ひ
か
れ
た
の
で
あ
る
。

①
三
王
選
挙
法
に
対
す
る
自
由
主
義
者
の
態
度
に
つ
い
て
は
。
や
O
簿
σ
q
ゆ
ど

　
ノ
＜
二
U
一
①
毛
ρ
注
吋
o
o
プ
葦
手
ρ
σ
q
①
一
p
山
。
「
○
①
ω
o
ン
凶
。
び
器
幽
①
円
鳥
。
煽
審
。
プ
O
胃

　
一
8
0
同
巴
。
昌
唱
錠
富
同
Φ
冨
回
Q
◎
癖
Q
o
…
一
〇
一
〇
〇
。
O
以
器
①
匹
。
睦
日
¢
㎝
Q
Q
蜂
o
Q
u
Q
“
b
⊃
O
一
ω
Q
o
・

②
　
五
八
年
選
挙
直
後
の
党
派
別
議
席
は
、
σ
6
瓢
㊦
億
B
陣
甑
ω
叶
①
誌
①
瓢
㊦
勺
①
7

　
註
｛
卜
○
①
Q
。
．
（
冶
7
覧
ぐ
、
笥
q
O
蒔
騨
幹
）
》
澤
韓
晶
出
。
。
言
ユ
雲
量
鵯
■
魏
一

　
Ψ
画
図
〉
一
Q
。
”
引
四
海
野
で
あ
っ
た
が
、
次
の
選
挙
（
六
一
年
）
ま
で
に

　
以
下
の
よ
う
に
再
編
成
さ
れ
た
。
隈
。
國
三
界
く
節
誠
！
δ
亀
目
ρ
ド
酔
瞬
。
昌
㎝
Φ
（
閃
●

　
ゆ
ず
蓉
冨
謬
σ
錘
σ
Q
ト
っ
b
。
”
男
飢
。
。
。
O
同
既
。
昌
憎
響
峯
窪
Q
。
刈
）
葛
ゲ
罵
く
、
気

　
㎝
o
。
■
い
陣
び
露
巴
¢
男
b
o
日
O
（
男
ッ
角
簿
江
。
む
㎝
ρ
引
く
■
舅
冒
。
げ
。
ぼ
辞
｝
卓
早

　
σ
Q
に
汁
ρ
償
①
湿
H
P
）
洗
一
心
冥
隣
気
蕊
噂
八
日
刈
。
　
本
文
の
議
席
数
は
｝
二
㌣

　
σ
Q
綜
酔
曽
山
Φ
口
固
生
前
の
も
の
。

③
瞬
鍵
白
σ
Q
貧
さ
詳
出
こ
墨
ω
ざ
N
陣
。
・
9
Φ
甦
邑
．
唱
。
葎
M
ω
9
Φ
諺
幾
ω
鋒
N
Φ

　
費
益
図
Φ
号
署
Q
Q
㌶
帥
ゆ
σ
漬
σ
q
回
○
。
潔
．
ω
’
お
ピ

④
「
プ
ロ
シ
ャ
軍
窺
問
題
と
ド
イ
ツ
労
働
者
党
」
『
マ
ル
ク
ス
封
エ
ン
ゲ

　
ル
ス
胴
越
集
』
一
二
巻
上
、
大
口
刀
薫
初
店
）
二
菰
省
帆
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⑤
エ
ン
ゲ
ル
ス
圃
君
二
七
頁

⑥
拙
稿
前
掲
論
文
参
照

⑦
ω
巴
。
ヨ
o
p
倒
こ
U
δ
一
）
。
葬
。
・
。
｝
器
鐸
男
9
ユ
鼠
鷲
。
σ
q
同
翼
ゴ
富
o
H
■
じ
。
首
N
お

　
蘇
轟
O
H
W
O
層
に
口
H
Φ
O
メ
ω
．
蒔
b
つ
露
．

⑧
勺
母
芭
器
噌
ピ
こ
U
。
暮
。
。
。
巨
麟
巳
。
。
懇
暮
冨
畠
。
℃
胃
富
δ
ゆ
三
託
位
霧

　
窯
ぎ
訪
け
舞
貯
彗
じ
d
一
ω
ヨ
鴛
。
搾
’
じ
d
Φ
鴎
嵩
陣
○
。
刈
。
。
．
G
Q
幽
ω
卜
。
塗
本
稿
は
史
料
的

　
に
は
本
義
に
致
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

⑨
　

扁
）
＝
P
O
犀
O
び
閉
唄
こ
℃
O
臣
試
ω
O
財
⑦
目
一
W
瓢
O
h
ノ
ノ
、
0
0
げ
ω
2
9
β
ω
ω
臥
冨
①
日
瓢
麟
－

　
O
び
｝
9
ゆ
（
国
同
匂
薩
σ
q
闇
ω
0
7
¢
詳
N
ρ
』
噛
）
ω
叶
煽
算
σ
q
9
目
け
償
嵩
鳥
．
切
O
属
凱
ロ
回
ゆ
ト
⊃
ω
■
累
づ

　
Q
Q
①
ρ
ω
．
卜
⊃
o
O
㎝
．

⑩
ω
巴
。
ヨ
O
p
℃
貧
仲
鉱
箕
○
σ
q
巴
餌
琶
ヨ
ρ
Q
α
・
ぬ
｛
轡

⑪
　
ω
銑
O
箪
O
P
℃
P
暮
φ
弓
H
O
σ
Q
H
㊤
ヨ
諺
◎
o
o
’
昏
鴫
跨
■

⑧
猟
。
霧
巽
！
・
暮
プ
．
。
等
欝
鉱
。
鵠
駐
．
瀞
丁
罵
ぐ
、
路
紐
・
悶
・
o
欝
σ
。
≦

　
Φ
㎝
「
嗣
」
質
げ
①
ω
N
O
P
梓
H
∬
昌
P
（
男
貫
｝
W
O
O
犀
葺
轟
洞
一
】
）
〇
一
険
ω
一
重
9
同
財
O
国
け
）
㎝
b
つ
■
U
Φ
β
－

　
紳
ω
O
げ
O
　
蜀
O
図
汁
Q
っ
O
プ
誌
算
唱
9
吋
仲
鉱
　
ド
O
⑩
　
（
蜀
．
；
び
O
一
　
図
O
に
ロ
①
目
、
、
卜
⊃
ρ
　
司
・

　
こ
げ
鼠
ω
O
び
ヨ
①
訂
①
巴
．
．
Q
o
⑩
）
　
施
一
頃
文
目
気
払
つ
ω
●
冴
糊
悶
駆
●
　
（
℃
卑
ユ
も
ゆ
一
¢
ω
u
騨
■

　
空
○
．
匂
α
．
α
卜
⊃
）

⑱
ω
団
び
①
｝
磐
O
気
腫
坐
り
切
g
ジ
お
。
フ
建
護
日
。
。
①
b
。
（
U
口
述
。
ぎ
び

　
勺
O
一
局
富
O
げ
O
円
嗣
W
ユ
像
≦
①
O
げ
ω
①
一
噌
ワ
鐸
．
戯
O
P
ω
．
ω
卜
○
直
）

⑭
　
　
六
一
二
年
春
の
党
派
胴
議
」
麿
数
、
　
簿
鵡
”
路
囲
b
o
　
（
H
㎝
）
　
瞥
ア
唱
　
，
冥
、
孫
ω
卜
。

　
　
（
謹
）
閑
O
P
ω
寓
け
露
¢
O
ロ
Φ
＝
O
閃
．
　
（
円
♂
．
陰
く
一
昌
O
騨
①
）
b
っ
偶
。
男
塊
鼠
O
吋
℃
9
円
－

　
一
騨
諺
①
⇔
騰
P
は
ω
O
財
O
　
＜
①
励
巳
一
μ
（
男
踏
α
⇔
口
①
）
陣
り
。
ユ
昌
浸
餌
壷
回
O
H
．
（
0
1
込
⊃
）

　
蔭
曲
醤
一
鳶
（
日
O
り
）
　
洗
i
瞭
文
鷲
気
鱒
ω
（
b
つ
ω
）
　
括
弧
内
の
数
字
は
六
一

　
年
の
議
席
数
9
℃
鴛
叢
塁
讐
鉾
鉾
○
こ
切
．
①
ご
．

　
タ

⑮
目
α
芝
鶏
爵
卑
凋
‘
σ
霞
領
實
盆
。
。
。
ぎ

　
μ
c
◎
①
①
．
9
鴬
口
O
げ
⑦
⇔
償
轟
α
暦
鉱
℃
N
一
σ
q
日
り
μ
《

　
ω
獅
鳶
臨
・

＜
㊦
村
h
9
亀
ρ
も
。
ロ
コ
σ
Q
ω
ω
酔
同
①
搾
瞬
Q
Q
①
ト
ニ
ー

ω
●
○
◎
o
O
諭
噸
屑
O
触
目
①
ω
層
帥
．
9
．
○
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宰

⑯
u
⑦
三
p
費
㊤
．
○
こ
Q
D
・
8
①
■

⑰
国
⑦
琶
①
昏
○
捧
囚
餌
ユ
6
≦
。
馨
。
p
噸
ω
」
b
。
「

⑱
勺
p
ユ
。
・
貯
9
ρ
．
野
○
‘
ω
響
①
ω
■

⑲
　
　
「
今
や
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
全
く
封
建
的
な
内
閣
の
も
と
で
熱
き
て
い

　
る
。
」
と
ナ
チ
オ
ナ
ー
ル
・
ツ
ア
イ
ト
ゥ
ン
グ
紙
（
一
一
月
二
五
日
付
）

　
は
報
じ
た
。
O
瞥
頃
日
O
び
や
国
◆
O
こ
○
①
ω
O
臣
一
〇
暮
①
油
漬
ご
累
ρ
餓
O
嵩
無
二

　
N
①
洋
麟
昌
σ
q
．
．
同
O
Q
心
Q
◎
烹
ω
　
H
Q
Q
刈
O
Q
●
ぴ
⑦
ぢ
蕊
σ
Q
日
O
O
◎
q
◎
●
ω
曾
嵩
卜
⊃
．
な
お
ビ
ス

　
マ
ル
ク
の
入
閣
寮
情
に
つ
い
て
は
。
輪
・
勺
円
。
ヨ
昌
詳
斜
開
こ
b
ご
雷
日
9
塊
。
搾
ω

　
国
醇
昏
ユ
酔
け
一
鵠
急
簿
匂
陰
　
ジ
自
質
δ
げ
O
ユ
賃
ヨ
（
国
勝
け
○
甑
ω
O
げ
O
　
ω
汁
β
α
δ
⇒
頴
．
㎝
ρ

　
掃
り
O
o
◎
）
　
N
O
o
嘗
ぎ
》
国
こ
　
b
ご
δ
欝
騨
増
。
犀
川
昌
α
α
ぽ
○
巴
信
謬
α
器
α
Q
餌
滞
σ
q
畠
①
聴

　
自
O
¢
酔
ω
O
げ
①
質
O
H
O
ゆ
ヨ
ρ
O
げ
壁
一
〇
ω
ρ
ω
Q
Q
e
込
⊃
鉢
¶
1
卜
。
①
ρ

⑳
℃
霞
蔭
話
”
鉾
欝
■
○
；
ω
．
黛
■

⑳
　
目
α
≦
Φ
降
梓
プ
法
曽
曾
2
0
こ
ω
ω
．
μ
ω
心
－
回
ω
O
．

⑳
　
ナ
チ
オ
ナ
ー
ル
・
ッ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
紙
も
「
わ
れ
わ
れ
は
戦
争
を
一
八

　
〇
六
年
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
一
八
一
三
年
の
よ
う
に
臭
え
ね
ば
な
ら
な

　
い
。
」
（
六
〇
・
一
〇
・
七
付
）
と
声
明
し
て
い
る
。
（
岡
嵩
。
げ
ρ
ρ
’
9
●
○
こ

　
Q
Q
．
一
一
〇
）
な
お
O
略
．
U
Φ
び
一
ρ
鐸
9
骨
○
こ
ω
．
Q
o
H
ρ

⑳
　
℃
ρ
覧
ω
貯
即
野
即
．
○
こ
ω
．
⑦
G
Q
■

⑳
出
⑦
篭
①
吾
○
枠
囚
9
ユ
目
≦
φ
馨
①
昌
●
ω
」
野

⑳
⑳
　
讐
≦
Φ
暮
冨
押
費
費
○
こ
ω
Q
っ
・
鉾
9
卜
3
路
．

⑳
　
回W

K
ヨ
ρ
冠
O
｝
↑
一
曽
｝
崔
σ
償
O
プ
（
瓢
冠
紛
σ
q
．
ノ
．
○
嵩
瓢
「
踏
O
げ
一
）
回
W
自
．
團
同
。
ω
・
b
⊃
①
節
h
9
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ピ
“
1
＜
O
嶺
自
μ
ρ
r
鉾
P
O
こ
ω
．
ひ
3
｝
9

⑳
　
窯
蕊
㏄
0
～
く
．
匿
こ
日
渉
○
国
瓢
き
℃
戴
琶
℃
9
く
。
暴
蝕
ヨ
負
笛
さ
O
窪
欝
欝
滞

　
の
扇
。
銘
。
質
同
O
Q
直
G
。
…
課
．
0
9
ヨ
ぴ
目
乙
σ
q
o
H
8
0
。
．
唱
や
嵩
Q
o
山
8
●
N
o
O
三
ヨ
噌
劉

　
勲
○
こ
Q
り
●
〇
一
醐
h

⑳
o
・
凱
ρ
錯
ρ
・
．
○
こ
ω
。
。
。
卜
。
。
。
讐
轡
α
ノ
＜
。
暮
ぎ
ご
鈴
9
．
○
；
ω
ω
．
b
。
δ
i

　
卜
⊃
H
G
。
・

⑳
℃
ρ
比
。
・
ぼ
。
。
㌦
鈴
p
O
こ
ω
鳥
ρ

⑳
　
び
α
づ
・
2
誕
プ
巴
塙
9
⇒
．
碧
○
ご
Q
つ
脅
笛
c
Q
一
一
．

＠
　
9
．
0
9
2
ヨ
2
訴
。
α
賃
O
Φ
β
虜
。
プ
。
降
竪
9
離
葺
二
⇒
島
O
o
ω
〇
三
〇
げ
富

　
じ
ご
9
U
b
ご
①
ユ
醇
回
圃
り
切
ど
O
o
・
一
恥
Q
Q
栖

⑳
　
o
り
。
｝
旨
巳
ハ
ρ
簿
■
曽
●
○
こ
ω
●
ω
O
h
。

⑳
　
男
昌
0
7
ρ
鉛
p
O
こ
ω
．
8
9
お
メ
G
Q
島
三
三
（
ρ
欝
’
p
O
二
ψ
Q
・
ω
Q
。
・

（
㊥
　
o
り
。
ザ
ニ
三
（
ρ
勲
■
p
O
こ
Q
Q
’
G
◎
ω
．

⑳
蒙
考
Φ
H
蓑
芭
”
鈴
鉾
ρ
い
Q
。
』
切
ρ

⑳
穿
芭
5
斜
鉾
○
；
Q
り
．
濤
ω
「

⑳
　
Q
Q
℃
p
プ
詳
ソ
自
こ
N
餌
網
図
山
け
。
。
8
｝
卍
β
島
σ
q
へ
δ
冠
昌
ρ
試
9
μ
銑
＝
び
。
巴
巴
①
⇒
℃
9
簿
臥

　
（
N
①
陣
け
的
O
グ
賊
一
｛
け
　
暁
離
暦
　
℃
O
｝
陣
汁
睡
H
（
　
む
d
斜
幽
　
H
■
　
H
⑩
O
o
Q
）
Q
Q
・
一
①
①
艶

⑳
の
巴
○
営
o
p
℃
鍵
g
ぢ
8
σ
q
第
B
日
ρ
ω
「
①
c
。
．

⑩
　
こ
の
”
」
峯
熊
。
⇔
巴
毎
益
犀
げ
①
H
¢
。
賓
、
な
羅
動
に
と
っ
て
意
義
の
あ
る
の

　
ほ
、
七
月
ご
　
日
の
べ
ニ
ク
セ
ン
の
議
長
の
も
と
で
行
な
わ
れ
た
ハ
ノ
…

　
パ
ー
の
集
会
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ザ
ク
セ
ン
以
外
の
北
ド
イ
ツ
の
非
プ
ロ

　
イ
セ
ソ
地
域
の
自
由
主
義
者
が
集
り
、
こ
れ
の
報
道
に
際
し
て
ナ
チ
オ
ナ

　
ー
ル
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
舐
が
　
こ
ゆ
ρ
賦
。
濤
巴
牒
び
o
H
麟
一
．
、
　
と
い
・
）
用
蕪
購
を

　
始
め
て
使
摺
し
た
（
。
Q
喜
雨
b
』
．
○
こ
。
Q
』
O
O
”
）
。

⑬
。
h
｝
w
。
諺
風
ω
。
器
膨
ユ
Φ
h
。
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0
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院
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男
。
≦
o
切
9
。
。
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聰
お
8
）

　
㏄
℃
｝
襲
鈍
ρ
■
鐸
○
こ
Q
α
◎
心
O
H
■

⑫
ω
嘗
舞
冒
三
雲
○
こ
Q
Q
’
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ω
●

⑬
　
O
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嘗
諺
費
緯
Φ
ユ
①
冠
σ
①
信
鍵
。
財
。
欝
℃
o
臨
け
嬬
肖
．
切
α
●
囲
．
Q
Q
。
回
刈
Φ
隔
こ
μ
O
o
ド

　
9
。
涛
詳
伸
。
さ
O
こ
U
δ
国
軍
汁
ω
8
げ
餌
p
α
q
o
昌
自
臓
巴
困
旨
繕
。
ヨ
艮
け
鮮
諾
く
〇
二
ρ
σ
q
⑦

　
！
δ
旨
榊
○
◎
①
①
（
鍛
■
N
膨
9
円
μ
野
H
Φ
一
α
）
℃
9
覧
ω
貯
ρ
劉
費
○
こ
G
Q
◆
圃
噴
h
．

⑭
の
巴
ρ
諺
。
誉
勺
鴛
仲
魚
鷲
。
σ
Q
話
田
田
①
．
ω
Q
Q
●
凝
も
メ

⑮
ω
巴
9
冨
o
p
雰
洋
臥
鷲
。
α
q
目
即
ヨ
営
①
．
Q
り
■
謡
’

⑯
℃
霧
葱
器
冒
斧
欝
○
こ
ω
Q
り
．
④
O
お
9

⑰
Q
Q
巴
。
ヨ
。
詳
勺
p
・
洋
蝕
鷲
○
σ
q
謎
謹
ヨ
ρ
o
o
「
ミ
舞

結
　
び

　
ド
イ
ツ
進
歩
党
の
形
成
∵
興
隆
・
解
体
を
中
軸
に
し
た
国
民
自
由

党
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
民
主
派
型
の
排
除
の
う
え
に
、
葭
由
陰
型
、

政
治
的
現
実
派
型
と
経
済
的
現
実
派
型
、
さ
ら
に
非
プ
㍑
イ
セ
ソ
地

域
の
国
民
自
由
主
義
者
、
こ
れ
ら
の
一
乗
的
一
三
の
展
麗
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
展
開
の
・
う
ち
に
、
＾
閤
由
主
義
の
メ
イ
ン
・
カ
レ
ン
ト

は
、
改
．
良
主
義
、
現
実
主
義
、
国
民
主
義
の
方
向
に
流
れ
を
旋
回
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
も
は
や
現
存
体
制
を
大
き
く
改
革
せ
ん

と
す
る
意
欲
は
竜
た
ず
、
そ
の
枠
内
で
ブ
ル
ジ
翼
ア
的
イ
ン
タ
レ
ス

下
を
充
足
さ
せ
て
い
く
乙
と
、
政
府
批
判
の
恨
界
屯
そ
乙
に
お
か
九
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た
の
で
あ
る
。
三
月
革
命
以
来
、
「
新
時
代
」
、
憲
法
紛
争
を
通
じ
て

低
迷
し
て
き
た
ド
イ
ツ
政
治
の
運
行
の
ル
…
ル
は
、
新
た
に
こ
の
よ

う
に
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
政
治
的
安

定
の
も
つ
7
負
」
の
問
題
性
に
回
章
し
、
政
治
的
安
定
の
ド
イ
ツ
的

特
質
の
一
つ
を
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
、
そ
の
た
め

に
当
時
の
著
〔
名
な
・
劇
由
主
義
的
路
鷹
史
家
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
の
自
己
批

判
な
る
も
の
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
の
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
を
も
っ

て
圓
答
に
か
え
よ
う
。

　
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
は
、
ド
イ
ツ
自
由
主
義
が
あ
の
地
す
べ
り
的
転

換
を
遂
げ
た
一
八
六
六
年
、
「
一
つ
の
自
己
批
判
」
と
い
う
副
題
の

も
と
に
、
臼
玉
主
義
略
史
を
書
き
、
そ
の
中
で
以
下
の
よ
う
な
注
貸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
べ
ふ
蓬
一
団
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
彼
は
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
濁
家
に
お
い
て
、
中
産
市
民
層
の
要

求
が
第
一
に
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
、
彼
ら
は
経
済

活
動
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
が
、
政
治
活
動
に
お
い
て
は
大
臣
へ

の
助
言
は
な
し
え
て
屯
、
自
ら
が
勝
れ
た
大
臣
と
な
る
も
の
は
ま
れ

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
い
う
。

　
紅
斑
は
労
働
が
天
職
で
あ
る
が
、
皮
配
畷
。
嵩
⑳
o
財
9
津
に
は
不
適
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
か
し
、
麦
配
す
る
こ
と
こ
そ
政
治
家
の
根
本
的
課
題
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
驚
動
の
政
治
支
配
能
力
に
対
す
る
不
信
が
表
明
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
月
革
命
以
来
、
憲
法
紛
争
期
に
到
る
ま
で

の
仇
敵
で
あ
っ
た
ユ
ン
カ
ー
・
貴
族
へ
の
再
評
価
と
表
裏
を
な
す
。

　
大
い
に
誹
誘
さ
れ
て
き
た
ユ
ン
カ
ー
が
、
祖
躍
の
た
め
に
戦
い
、
努
力
し

う
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
野
惣
れ
を
多

少
は
抑
擬
し
、
貴
族
と
並
ん
で
名
誉
あ
る
地
位
を
要
求
す
る
こ
と
を
差
控
え

る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
の
未
来
は
、
本
質
的
に
は
与
え
ら
れ
た
新
圏
家
の
中

　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
貴
族
が
如
何
に
振
舞
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
（
傍
点
は
筆
者
）

　
こ
の
よ
う
に
市
民
と
ユ
ン
カ
ー
・
貴
族
と
に
対
す
る
政
治
的
評
価

の
逆
転
は
、
か
つ
て
の
自
由
主
義
的
信
条
一
強
国
化
は
封
建
主
義

や
絶
対
主
義
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
由
主
義
に
よ
る
以
外
に
な
し

え
な
い
一
そ
の
も
の
の
動
揺
と
再
検
討
へ
と
お
も
む
か
ざ
る
を
え

な
い
。

　
一
八
六
六
年
に
も
、
六
五
年
と
同
じ
古
き
歌
を
う
た
い
つ
づ
け
て
い
た
。

　
（
ま
た
）
三
ケ
月
前
に
は
、
党
が
祖
国
か
と
い
う
呼
び
掛
け
に
対
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
党
〃
韓
　
と
興
摩
し
た
答
が
響
き
わ
た
っ
た
。
し
か
し
今

田
で
は
、
あ
げ
て
祖
国
に
栄
誉
を
捧
げ
て
い
る
。

　
（
し
か
も
）
わ
が
目
に
こ
の
う
え
な
い
偉
大
な
体
験
を
み
た
い
ま
レ
　
最
近

135　（657）



の
わ
れ
わ
れ
の
国
民
約
に
し
て
隠
由
な
る
政
治
を
そ
の
上
に
築
い
て
き
た
あ

　
ゐ
　
　
　
へ

の
仮
設
…
そ
れ
を
巌
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
一
が
な
ん
と
脆
い
か
に
気

付
く
。
（
傍
点
は
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
政
治
に
お
い
て
決
定
的
な
る
も
の
は
、
い
ま
や
事
実
で
あ
っ
て
仮
設
で
は

な
い
。
（
傍
点
は
筆
者
）

　
八
月
ま
で
追
求
し
て
き
た
政
治
方
式
を
圃
執
し
て
い
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
た
ち
ま
ち
自
滅
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
最
近
の

厳
し
い
教
訓
に
傾
聴
し
て
い
る
の
で
、
闇
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に
ふ
さ
わ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
重
要
性
を
取
戻
す
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
み
’
て
き
た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ル
の
’
目
己
批
判
は
、
自
由
主
義
が

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
諜
題
を
解
決
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
歴
史
の
現
実
の

前
に
、
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
由
主
義
酌
信
条
の
非
有
効
性
の
承
認

の
上
に
、
理
念
（
仮
設
）
よ
り
も
現
実
（
事
実
）
を
、
自
由
よ
り
統
一

を
、
そ
し
て
政
治
よ
り
も
経
済
を
、
市
民
階
級
の
生
き
い
く
拠
所
と

す
べ
し
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
主
義
の
政
治

的
な
、
内
面
的
な
変
貌
を
、
あ
る
英
米
系
学
者
の
よ
う
に
、
〃
転
向
”

〃
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
俗
物
性
へ
の
転
落
”
と
断
罪
す

る
こ
と
輪
ま
た
・
あ
る
ギ
ツ
系
学
者
の
よ
う
に
懇
劇
”
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
謙
虚
の
揖
差
し
を
向
け
る
こ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
理
由
の
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
本
節
の
課
題
ー
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
的
安

定
の
特
質
の
究
明
－
に
応
え
る
た
め
に
は
、
あ
る
論
者
の
次
の
雷

葉
が
注
目
さ
れ
る
。

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
自
己
の
政
治
権
力
を
即
座
に
断
念
す
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
っ
て
、
自
己
の
な
し
く
ず
し
の
社
会
的
解
放
を
あ
が
な
う
。

　
国
民
自
由
党
の
成
立
は
、
　
「
政
治
権
力
の
断
念
」
す
な
わ
ち
自
由

　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

主
義
の
体
制
内
化
の
確
立
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
体
綱
内
書

は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
一
国
の
統
治
能
力
あ
る
政
治
勢
力
へ
と
成

長
し
ゆ
く
可
能
性
と
展
望
と
を
自
ら
閉
し
、
　
「
国
守
的
に
」
で
は
な

く
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
、
階
級
的
に
」
そ
の
社
会
経
済
的
イ
ン
タ
レ
ス

ト
の
追
求
に
終
始
す
る
と
い
う
形
で
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
、
次
の
二
つ
の
事
実
と
連
関
さ
せ
て
み
る
と
き
、
そ
の
問
題

性
は
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
進
歩
党
残
留
派
は
門
自
由
」
の
理
念
の

「
光
栄
」
あ
る
保
持
者
で
は
あ
っ
た
が
、
現
実
を
動
か
し
う
る
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
も
　
　
　
も

勢
力
か
ら
は
程
遠
い
少
数
派
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
、
保
守
勢
力
に

目
を
転
ず
る
と
き
、
自
由
保
守
党
と
い
う
分
派
を
除
き
、
彼
ら
は
守

旧
的
反
動
主
義
を
完
全
に
克
服
し
え
な
い
ま
ま
に
、
大
土
地
所
有
者

の
農
業
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
追
求
し
、
官
僚
と
軍
部
と
に
お
け
る
ユ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

カ
ー
の
特
権
的
地
位
の
圃
執
に
終
始
す
る
階
級
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
党
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へ
と
固
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
後
年
、
マ
ッ
ク
入
・

ウ
ェ
バ
ー
が
痛
嘆
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
政
治
を
、
一
階
…
級
・
一

階
層
の
狭
齢
な
視
野
か
ら
解
放
さ
れ
た
国
民
的
見
地
か
ら
、
運
行
せ

し
め
て
い
く
力
あ
る
政
治
勢
力
は
遂
に
成
立
し
う
る
可
能
性
を
喪
失

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ

ィ
ー
ク
（
現
実
主
義
的
保
守
主
義
）
を
支
え
る
永
続
的
な
、
　
社
会
的
政

治
的
階
層
の
不
在
を
意
味
す
る
。
ビ
ス
マ
ル
ク
が
如
何
な
る
政
治
的
、

社
会
的
集
団
と
も
永
続
的
な
同
盟
関
係
を
結
ば
な
か
っ
た
の
は
、
レ

ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
一
般
が
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
宿
命
だ
け
で
は

な
く
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
ド
イ
ツ
的
な
事
情
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で

あ
る
。
ゼ
ン
ト
ル
マ
ン
階
層
と
保
守
党
と
い
う
、
社
会
的
に
も
政
治

的
に
も
永
続
的
な
支
柱
を
も
つ
こ
と
の
で
き
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
現
実

主
義
的
保
守
主
義
と
そ
れ
の
簡
導
す
る
政
治
的
安
定
と
を
想
起
す
る

と
き
、
そ
こ
に
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
政
治
の
運
行
形
態
と
そ
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
、
鮮
明
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
み
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　
国
民
自
由
党
の
成
立
、
そ
れ
は
「
ド
イ
ツ
の
政
治
的
安
定
」
に
対

す
る
ポ
ジ
テ
千
ブ
な
意
義
と
共
に
、
以
上
の
如
き
「
負
」
の
問
題
性

を
孕
む
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
レ

ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
展
開
の
政
治
的
与
件
の
解
明
は
、
以
上
を
も

っ
て
、
ほ
ぼ
達
し
え
た
か
と
思
う
。
今
後
は
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
レ
ア

ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
横
趾
廻
」
そ
の
も
の
の
分
析
へ
と
む
か
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
他
日
を
期
し
た
い
。

①
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〔
付
記
〕
　
本
テ
ー
マ
研
究
に
際
し
て
、
財
団
法
入
・
交
友
会
よ
り
昭
湘
三
十

　
七
年
度
「
独
乙
交
化
研
究
潜
に
対
す
る
奨
学
金
」
を
交
付
さ
れ
た
。
記
し

　
て
関
係
藩
各
位
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
助
手
）
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one　tends　to　develop　a　peculiar　way　of　thlnk1ng　which　colours　in

turn　even　the　interpretation　of　foreign　history．　This　may　result，

for　instance，　in　a　theory　of　self－development　of　natlonal　economy

like　that　to　whicli　studeRts　stick　so　teRaciously　in　post－war　Japan．

In　studies　of　English　history，　they　have　been　maiRly　concerned

with　the　conditions　to　Eng｝and，　not　with　her　relations　with　the

Quter　world．　This　is，　1　think，　why　the　history　of　’Englisk　trade

has　not　been　treated　as　it　deserves．　lt　has　even　been　brushed

aside　under　the　narne　and　on　the　pretext　of　circulatioRism．　This

will　not　hold　good　xvheR　we　think　of　a　country　like　England．

　　This　paper　is　aii’　attempt　to　trace　the　economic　trends　of　the

sixteenth　ceRtury　as　they　were　revealed　in　woollen　export　from

LondeB．　The　attempt　was　made，　as　is　well　known，　ln　a　pionee－

ring　work　of　Professor　Fisher　to　which　this　paper　owes　mttch．

The　economic　trends　depended　on　the　Antwerp　mart　1n’　the

sixteenth　century　and　my　concern　in　this　paper　was，　firt　t　of

all，　to　trace　the　trade　from　An£werp　onward　into　the　Conti－

nent．　This　attem．pt　will　also　be　justified　when　we　consider　the

theory　in　this　ceuntry　thae　the　main　part　of　the　woollen　export

was　qirected　to　America　in　exchange　fer　silver　after　ehe　geo－

graphical　discovery．　IR　the　sixteenth　century　the　market　for

English　woollens　was　not　ln　America　but　iR　Middle　Europe　and

the　Levant．　Secondly，　my　interest　was　to　revalue　the　Elizabe－

than　policies　in　the　light　of　the　changed　mood　after　the　depres－

sion　of　the　1550s．　To　a　student　of　English　history　the　mal〈ing　of

the　Empire　will　be　a　vital　problem．　This　paper　will　be　a　cont’ribu－

tion　eo　the　problem，　explaining　when　and　why　the　first　．　step　to

wards　c’≠撃盾獅奄嘯≠狽奄盾氏@was　tal〈eR　in　the　history　of　England’s　trade．

The　Constitutional　Confiict　in　Prussia　and　the

　　　Formation　of　the　National　Liberal　Party

by

Yukio　Mochida

As　one　of　the　features　of　our　histOribgraphy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　707　）

an　empltasis　has



’be’?ｎ　laid　on　the　relations　betwden　Political’　stability　and’the　i“ole

of　the　statesmen．　This　paper，　from　this　point　of　view，　aims　at

understanding　the　character　of　liberalism　in　Prussia　on　the　eve　of

German　tmification．

　　In　1866　an　essay，　“　Der　Deutsche　Liberalismus　Eine　Seibstkritik”

by　Hermann　Baitmgarten　was　published．　lt　iS　one　of　the　rnose’

remarl〈able　一tkough　today　largely　fprgotten一　documents　in　the

history　of　German　liberalism．　Like　most　liberals，　Baumgarten

had　opposed　Bismarck　and　the　King．　But　in　the　essay　he　decla－

red　that　he　and　his　fellow　scholars　had　been　wrong，　and　that　they

had　been　beaten　by　Bismarck’s　Realpo｝itik．　Such　a　change　of

opinion　among　the　llberals　was　one　of　the　outcomes　of　the　Consti－

tutional　Confiic£　and　lt　led　to　the　formatlon　ofthe　Natlonal　Libera｝

Party．　T．　herefore，　by　analysing　the　politica1　proces＄，　we　shall　be

ab1e　to　clarify　the　character　of　liberalisM　on　the　eve　of　German

uniftca“on．

　　The　ideal　of　the　National　Libera1　Party　was　to　be　tltat　only　tlte

traditional　upper　class　cou！d　govern，　and　that　henceforth　the

citizen　should　give　up　trying　to　win　political　power　and　abandon

hirnself　to　pursue　only　bourgeois　interests．　Baumgarten　also

concluded　in　the　essay　that　the　citlzen　had　been　born　to　work

but　noe　to　be　a　seaeesman．　After　1866　Germany　d1d　not　1〈now

liberallsm　as　it　was　deve16ped　in　England．　A　Gladstone　and　a

Mill　would　be　out　of　place　in　the　modern　history　of　GermaRy．

Tehran，　Capital　of　lran

　　　　　　　　　　by

　　　　　　Takeo　Oda

　　Iran’s　capital，　Tehran，　ls　1ocated　iB　a　vast　basin　at　the　southern

foot　of　the　Elburz　Range　of　mo．untains．　The　area　around　Tehran－

has　a　ctry　cllmate，　but　as　k　abounds　in　water　from　the　snows　of

the　Elburz　MouBtains　and　also　in　subsurface　water，　and　is　at　a

strategic　location　on　the　routes　of　communication，　it　was　one　of
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