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同

島

臼
臼

二

は
し
が
き

　
政
治
的
社
会
に
お
け
る
人
間
の
共
岡
生
活
は
、
そ
の
社
会
を
講
成
す
る
比
較
的
少
数
者
の
命
令
に
対
す
る
、
圧
倒
的
大
多
数
者
の
澱
従

を
基
礎
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
蝦
従
者
は
必
ず
し
も
少
数
者
の
支
配
の
正
当
性
を
自
ら
進
ん
で
積
極
的
に
信
じ
込

ん
で
撒
麗
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
支
配
秩
序
を
慣
姓
的
に
か
受
動
的
に
、
即
量
的
に
か
無
批
判
的
に
服
従
し
て

い
る
場
合
も
少
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
一
般
に
あ
る
集
団
が
個
々
の
成
員
ま
た
は
他
の
集
団
に
対
し
て
、
或
い
は
集
団
内
の
特
定
の
者
が
他
の
老
に
対
し
て
、
持

続
的
に
命
令
を
与
え
服
従
を
強
製
せ
し
め
る
作
用
を
社
会
統
綱
（
m
o
9
鉱
8
嵩
鯵
○
一
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

支
配
艶
々
が
社
会
統
制
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
社
会
統
麟
に
は
強
制
拘
束
の
他
に
追
従
応
化
の
側
面
も
あ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
強
制
掬
束
の
一
側
画
と
し
て
菅
後
に
い
わ
ゆ
る
権
力
を
伴
う
政
治
的
統
構
を
問
題
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
政
治
的

統
剃
を
広
く
社
会
統
制
一
般
の
立
場
か
ら
聞
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
国
家
権
力
と
の
関
係
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



い
う
ま
で
も
な
く
権
力
の
問
題
は
、
昨
年
の
「
安
保
闘
争
」
か
ら
今
年
六
月
の
「
政
略
法
」
問
題
に
至
る
ま
で
、
集
団
暴
力
と
か
国
家
権

力
の
横
暴
と
か
と
い
っ
た
ジ
ャ
…
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
世
人
の
喧
し
い
論
議
を
喚
び
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

必
ず
し
も
そ
れ
の
精
緻
な
学
問
的
な
分
析
が
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
権
力
が
あ
る
樋
人
に
よ
っ
て
赤
裸
々
の
物

理
的
強
制
す
な
わ
ち
暴
力
と
し
て
行
使
さ
れ
る
場
合
、
権
力
は
暴
力
と
し
て
容
易
に
認
知
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
高
度
に
組
織
化
さ
れ

た
場
合
、
例
え
ば
国
家
権
力
の
程
度
に
ま
で
組
織
化
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
の
認
知
は
容
易
で
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
も
透
時
、

社
会
的
分
化
の
進
展
、
交
通
・
通
信
・
報
道
機
関
の
発
達
、
襲
撃
主
義
的
意
識
の
向
上
等
々
に
よ
っ
て
、
単
に
権
力
に
お
け
る
物
理
的
強

制
の
契
機
の
他
に
、
教
育
、
宣
伝
、
示
威
、
煽
動
と
い
っ
た
心
理
的
強
制
の
そ
れ
も
有
力
な
役
劇
を
演
じ
て
お
り
、
権
力
を
め
ぐ
る
閣
争

が
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
閣
争
と
し
て
の
色
彩
を
多
く
も
つ
に
至
っ
て
、
権
力
の
実
体
は
容
易
に
捕
捉
し
難
い
聞
題
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
に
お

け
る
か
か
る
権
力
の
分
析
を
§
的
と
す
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
政
治
社
会
学
の
中
心
的
な
課
題
を
な
す
わ
け
で
あ
る
が
、
今
回
は
特

に
国
家
権
力
の
社
会
的
基
礎
の
問
題
に
焦
点
を
し
ぼ
り
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
と
こ
ろ
で
、
権
力
お
よ
び
こ
れ
に
類
縁
あ
る
諸
概
念
を
包
揺
す
る
上
位
概
念
を
、
高
田
保
馬
博
士
の
絹
語
法
に
従
っ
て
、
社
会
的
勢
力

（
ω
O
N
同
国
一
①
　
ζ
⇔
O
ぴ
け
）
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
権
力
は
こ
の
社
会
的
勢
力
の
一
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
な
る
と
当
然
、
こ
の
社
会
的
勢
力

と
権
力
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
当
藏
の
課
題
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
量
的
差
異
な
い
し
質
的
差
異
は
問
題
に
し
な
い
。
本

稿
で
は
寧
ろ
、
国
家
権
力
の
三
会
的
基
礎
は
衝
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
広
い
意
味
で
こ
の
権
力
が
支
持
せ
ら
れ
、
膿
従

せ
ら
れ
る
根
拠
は
何
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
を
、
二
、
三
の
規
定
因
素
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
所
在

を
幾
分
な
り
と
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
と
企
図
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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一
　
権
力
の
概
念
規
定

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
一
口
に
権
力
と
い
っ
て
も
、
面
々
の
入
間
の
具
体
的
な
行
動
の
な
か
に
権
力
現
象
を
求
め
る
場
合
と
、
政
治
体
麟

な
い
し
集
団
体
重
の
な
か
に
権
力
現
象
を
求
め
る
場
合
と
の
両
方
の
立
場
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
寧
ろ
後
者
、
具
体
的
に
は

国
家
権
力
が
閥
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
権
力
と
は
珂
か
、
と
い
う
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
「
あ
る
祉
会
関
係
の
内
部
で
自
己
の
意
思
を
、
抵
抗
を
排
し
て
も
貫
徹
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

一
切
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
定
義
を
無
視
出
来
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
抵
抗
の
な
い
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
勢
力
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
高
田
保
馬
博
士
の
立
場
に
は
や
や
問
題
も
あ
る
が
、
博
士
は
「
勢
力
と
は
服
従
せ
ら
る
る
能
力
」
で
あ
り
、

こ
こ
で
の
被
服
従
は
権
力
意
志
の
要
求
が
満
た
さ
る
る
こ
と
で
あ
り
、
能
力
と
い
う
の
は
一
の
可
能
（
o
げ
餌
g
①
）
を
意
味
す
る
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
権
力
と
は
「
成
員
の
一
定
の
集
団
に
対
し
て
与
え
る
腺
従
が
、
す
べ
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
り
、
此
の
服
従
の
一
部

が
軍
隊
な
い
し
武
力
と
し
て
具
体
化
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
し
、
権
力
の
中
核
は
可
能
的
な
る
、
潜
在
的
な
る
武
力
と
そ
の
正
当
性
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

二
重
の
被
覆
を
ま
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
　
「
権
力
と
は
組
織
せ
ら
れ
た
る
実
力
な
り
」
と
定
義
し
て
い
る
。
新
明
教
授
も
権
力
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

組
織
社
会
に
お
い
て
の
み
問
題
に
さ
れ
る
と
し
て
、
　
「
権
力
は
組
織
社
会
の
強
制
力
の
支
柱
を
な
す
と
こ
ろ
の
服
従
要
求
の
可
能
」
で
あ

る
と
規
定
し
て
い
る
。
マ
ッ
キ
イ
バ
ァ
ー
も
ま
た
権
力
を
「
直
接
命
令
に
よ
る
か
ま
た
は
間
接
に
利
用
で
き
る
手
段
を
操
作
す
る
か
の
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
か
に
よ
っ
て
、
他
人
の
行
動
を
統
制
す
る
能
力
」
で
あ
る
と
し
、
マ
ン
ハ
イ
ム
も
．
　
「
権
力
は
一
定
の
欲
せ
ら
れ
る
行
為
を
な
さ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
た
め
、
成
員
の
行
為
に
対
し
て
社
会
的
強
制
を
加
え
る
カ
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
社

会
学
理
論
に
お
い
て
も
、
H
・
D
・
ラ
ス
ウ
エ
ル
や
C
・
W
・
ミ
ル
ズ
、
H
・
サ
イ
モ
ン
、
R
・
A
・
ダ
ー
ル
等
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、

「
B
が
そ
う
し
よ
う
と
欲
し
な
く
て
も
、
A
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
事
を
余
儀
な
く
せ
し
め
ら
れ
る
場
合
、
A
は
B
に
対
し
て
権
力
を
も
つ



　
　
　
　
（
9
）

　
　
て
い
る
」
と
い
う
、
ダ
ー
ル
の
定
義
に
要
約
さ
れ
る
よ
う
な
最
も
一
般
的
な
概
念
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
故
に
こ
れ
は
ま
た
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ゼ
ロ
ー
ー
サ
ム
　
（
N
③
N
O
塞
ω
三
口
）
概
念
と
し
て
批
覇
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
パ
…
ソ
ン
ズ
は
権
力
を
、
「
あ
る
ソ
シ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
が
共
通
の
灘
標
を
達
成
す
る
一
般
的
能
力
」
（
σ
q
2
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
鑓
一
回
①
氏
。
巷
霧
搾
《
）
と
か
「
あ
る
シ
ス
テ
ム
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
資
源
を
動
員
す
る
一
般
的
能
力
」
と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
あ
っ
て
は
、
権
力
を
単
に
他
者
を
支
配
す
る
権
力
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
組
織
と
し
て
の
社
会
の
内
部
の
機
能
と

　
　
ま
た
社
会
の
た
め
の
機
能
と
の
行
使
の
た
め
の
便
宜
（
鋤
亀
ξ
）
と
そ
の
祉
会
の
一
定
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
社
会
の
資
源
を
動
員

　
　
す
る
一
般
的
な
能
力
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
そ
れ
は
人
々
と
そ
の
集
団
の
行
為
i
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
行
為
は
人
々
と
そ
の
集
団
と
の
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
に
お
け
る
地
位
に
よ
っ
て
そ
の
役
劇
が
配
分
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
一
の
動
員
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
か
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

　
　
は
権
力
の
分
配
機
能
だ
け
を
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
権
力
が
い
か
に
し
て
発
生
し
、
い
か
な
る
共
同
体
的
利
益
に
奉
仕
し
て
い

　
　
る
か
、
と
い
っ
た
全
体
的
な
機
能
（
o
o
鐸
Φ
o
鋤
く
①
律
g
諏
。
器
）
を
も
問
題
に
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
独
自
の

　
　
理
論
的
枠
組
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
権
力
を
あ
る
ソ
シ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
な
い
し
そ
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・

　
　
シ
ス
テ
ム
の
生
産
物
だ
と
す
る
立
場
に
あ
っ
て
は
、
い
か
な
る
具
体
的
集
団
が
他
の
集
団
に
対
し
て
権
力
を
も
っ
て
い
る
か
或
い
は
も
つ

　
　
て
い
な
い
か
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
実
体
論
的
な
思
考
の
レ
ベ
ル
に
は
関
心
が
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
れ
に
あ
っ
て
は
そ
れ
よ

　
　
り
も
寧
ろ
、
門
戸
体
的
集
団
の
一
定
の
側
露
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
諸
因
子
の
、
梢
互
依
存
関
係
と
し
て
の
ポ
リ
テ
イ
カ

　
　
ル
。
シ
ス
テ
ム
を
分
析
の
対
象
と
し
た
と
こ
ろ
に
関
心
の
焦
点
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
何
れ
に
せ
よ
わ
れ
わ
れ
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
立
場
を
翔
と
す
れ
ば
、
権
力
の
粒
会
学
的
な
概
念
と
し
て
、
権
力
を
組
織
集
団
に
お
け
る

　
　
一
つ
の
社
会
現
象
と
み
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
組
織
集
団
に
お
い
て
命
全
1
1
服
従
の
社
会
関
係
が
あ
り
、
か
か
る
支
配
関
係
を
維

　
　
持
し
存
続
し
発
展
せ
し
め
る
た
め
に
、
強
制
力
を
も
っ
て
そ
の
社
会
構
成
員
ま
た
は
そ
の
他
の
社
会
集
団
に
対
し
て
服
従
を
要
求
す
る
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

　
　
能
挫
」
で
あ
る
と
解
し
て
お
き
た
い
。
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四
二

　
右
に
述
べ
た
よ
う
な
権
力
の
概
念
規
定
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
集
団
、
例
え
ば
家
鷹
に
お
い
て
も
学
校
に
お
い
て
も
は
た
ま
た
労
働

組
合
お
よ
び
そ
の
他
爾
余
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
”
、
ン
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
命
令
服
従
と
い
う
支
配
関
係
が
あ
る
な
ら
ば
、
権
力
の
存
在
は

認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
権
力
が
組
織
化
さ
れ
、
し
か
も
有
効
に
発
動
し
得
る
た
め
の
法
的
組
織
を
も
ち
、
権
力
を
永
続

せ
し
め
る
よ
う
な
感
化
、
指
導
、
啓
蒙
の
諸
手
段
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
、
今
日
そ
の
具
体
的
形
態
に
お
い
て
は
国
家
権
力
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
、
最
も
強
力
な
支
配
的
な
権
力
は
国
家
権
力
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
稿
で
も
こ
の
意
味
の
国
家
権
力
（
段
段
？

℃
◎
零
巽
）
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
量
的
に
観
察
す
る
場
合
、
そ
れ
が
い
か
な
る
社
会
的
基
礎
の
も
と
で
被
治
者
大
衆

の
社
会
的
支
持
を
受
け
て
い
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
わ
れ
わ
れ
の
閤
題
意
識
が
あ
る
の
で
あ
る
。

二
　
国
家
権
力
の
社
会
的
基
礎

　
と
こ
ろ
で
、
権
力
は
必
然
に
服
従
を
要
請
し
こ
れ
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
権
力
が
服
従
せ
ら
れ
る
根
拠
一
三
に
そ
の
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

会
的
基
礎
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
事
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
H
・
ラ
ス
キ
に
あ
っ
て
は
、
服
従
は
「
人
間
の
本
性
し
（
爵
。

欲
9
。
。
亀
窪
ω
昌
霧
環
器
）
に
起
囲
す
る
も
の
だ
と
詣
上
し
て
い
る
し
、
W
・
A
・
ル
デ
ィ
ン
も
「
政
治
的
服
従
の
事
実
は
入
が
そ
の
仲
問

と
生
き
る
た
め
の
必
要
か
ら
起
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
生
活
は
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
生
存
の
重
要
な
条
件
で
あ
る
か
ら
、
社
会
生
活
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

可
能
に
す
る
諸
要
旨
に
従
う
こ
と
も
又
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
マ
ク
ド
ウ
ー
ガ
ル
の
よ
う
に
、
自
己
誇
示
の
傾
性
（
鷲
9

眉
の
器
同
¢
鼠
。
。
①
零
踏
霧
の
嘗
一
〇
⇔
）
と
董
ん
で
、
服
従
の
傾
性
（
箕
。
℃
①
塁
一
¢
o
暁
運
び
H
翫
。
。
臨
8
）
を
金
く
先
天
的
な
も
の
と
考
え
る
立
場
も

存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
服
従
の
心
理
に
は
ア
ク
チ
ブ
な
悦
服
、
支
持
の
側
面
も
あ
れ
ば
、
恐
怖
、
惰
性
と
い
っ
た
パ
ッ
シ
ブ
な
関

係
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
何
れ
に
し
て
も
感
情
を
有
す
る
人
間
と
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
心
理
現
象
を
随
伴
し
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て

受
審
さ
れ
る
こ
と
は
寧
ろ
当
然
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
つ
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
心
理
現
象
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
生



　
　
起
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
一
定
の
裡
会
的
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
わ
れ
わ
れ
は
広
い
意
味
で
の
権
力
の

　
　
社
会
的
基
礎
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
第
一
に
そ
れ
は
ナ
シ
3
ナ
ル
・
コ
ム
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基
盤
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ム
ミ
．
一
門
テ
ィ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
即
民
族
と
考
え
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
学
説
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ッ
キ
イ
バ
ア
お
よ
び
臼
弁
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
授
に
従
っ
て
、
コ
ム
ミ
．
二
＝
ア
イ
の
最
も
墨
金
な
現
実
態
を
畏
族
と
み
な
し
、
考
察
の
便
宜
上
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ム
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
即
民
族

　
　
と
一
応
考
え
て
お
き
た
い
。
民
族
が
国
家
権
力
の
祉
会
的
基
礎
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
民
族
が
最
初
か
ら
絶
え
ず
瞬
家
の
統
一
権
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
社
会
的
基
礎
と
し
て
存
在
し
て
き
た
、
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
国
家
の
成
立
を
花
服
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い

　
　
う
爾
を
全
く
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
斑
族
は
元
来
歴
史
的
に
生
成
す
る
（
　
　
　
4
≦
①
同
Q
①
づ
）
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
構
造
の
薦
か
ら
見

　
　
る
と
新
明
教
授
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
民
族
は
基
礎
的
で
あ
り
、
国
家
は
派
生
的
で
あ
っ
て
、
民
族
は
国
家
の
成
立
に
対
し
て
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
行
的
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
民
族
が
窟
由
に
白
ら
に
形
成
を
与
え
ん
と
す
る

　
　
と
き
に
自
治
的
国
家
を
創
造
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
自
生
的
蟹
族
が
塗
ら
を
組
織
化
し
て
国
家
た
る
緬
別
…
祉
会
を
形
成
す
る
こ
と
を

　
　
示
す
も
の
で
あ
る
。
民
族
は
、
そ
れ
が
園
家
と
蘭
質
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
、
特
に
近
代
艮
族
国
家
や
植
民
地
民
族
の
独
立
国
家
形
成
の

　
　
場
合
、
更
に
又
複
合
民
族
国
家
の
場
合
に
は
そ
の
中
の
基
幹
民
族
が
、
そ
の
圏
家
権
力
の
成
立
し
存
在
す
る
地
盤
と
し
て
、
広
い
意
味
に

　
　
お
い
て
そ
れ
の
社
会
的
基
礎
た
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
艮
族
の
内
部
に
多
級
的
な
対
立
が
全
然
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
罠
族
と
階
級
と
の
並
存
に
関
し
て
は

　
　
マ
ッ
キ
イ
パ
ア
も
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
　
「
コ
ム
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
に
部
分
的
な
慶
事
関
心
が
成
立
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
部
分
的
な
集
結
が
起
れ
ば
階
級
が
形
成
さ
れ
る
。
」
と
し
て
お
り
、
罠
族
は
そ
の
内
面
的
事
象
と
し
て
の
階
級
関
係
を
内
包
す
る
も
の
で

　
　
あ
る
。
し
か
も
コ
ム
ミ
ュ
ニ
テ
ぐ
は
大
小
幾
つ
も
の
程
度
に
お
い
て
そ
の
範
囲
が
隈
ら
れ
う
る
が
、
民
族
の
範
躍
が
ま
た
同
時
に
一
の
コ

　
　
ム
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
範
囲
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
中
に
部
分
的
な
範
囲
の
医
劉
が
生
ず
れ
ば
、
そ
れ
は
民
族
の
範
囲
が
隠
岐
的
に
区
劉
さ
れ

謝　
　
　
　
　
　
燭
家
権
力
の
社
会
的
墓
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋸
三
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5
　
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
民
族
基
礎
社
会
（
艶
Φ
Z
無
ざ
溢
O
o
ヨ
ヨ
¢
乱
塾
）
の
内
部
に
お
い
て
封
建
的
階
級
が
廃
れ

　
　
て
資
本
と
労
働
の
近
世
的
階
級
が
勃
興
し
た
が
、
資
本
主
義
の
興
隆
と
歩
調
を
合
せ
て
交
通
機
関
が
発
達
し
、
地
方
的
隔
離
ま
た
は
孤
立

　
を
撤
廃
し
て
相
互
の
接
触
を
頻
繁
に
し
、
こ
こ
に
共
同
の
民
族
性
の
意
識
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罠
族
共
同
体
を
一
層
高
度
に
発
展

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
こ
の
意
味
で
民
族
共
同
体
の
理
念
は
近
世
的
産
物
で
あ
る
。
甜
し
て
階
級
が
畏
族
の
内
部
で
安
ら
か
に
眠
り
続
け
て

　
　
い
る
問
は
、
階
級
結
合
と
疑
族
結
合
と
は
相
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
者
は
前
者
を
包
摂
し
つ
つ
一
の
全
体
を
成
す
と
い
え
る
で
あ

　
　
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
民
族
と
社
会
階
級
を
包
摂
せ
る
民
族
と
が
共
に
圏
家
権
力
の
社
会
的
基
礎
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え

　
　
る
。
こ
の
こ
と
は
民
族
お
よ
び
階
級
を
包
摂
す
る
民
族
が
共
に
、
国
家
成
立
の
地
盤
と
し
て
の
役
翻
を
も
演
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
の
問
題
は
、
こ
の
麟
家
権
力
が
艮
族
的
統
一
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

　
民
族
意
識
な
い
し
民
族
感
情
は
、
強
力
な
求
心
的
統
合
力
を
生
み
出
す
の
で
あ
っ
て
、
瞬
家
権
力
の
偉
い
手
は
自
己
の
権
力
を
維
持
す
る

　
た
め
の
走
力
な
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
被
治
者
大
衆
に
国
家
意
識
な
い
し
民
族
意
識
を
鼓
吹
す
る
の
で
あ
る
。
民
族
と
し
て
の
等
質
性
が
、

　
権
力
の
祉
会
的
基
礎
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
最
近
の
最
も
顕
著
な
事
例
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
第
二
に
、
権
力
に
対
す
る
服
従
が
圏
家
的
組
織
の
強
磁
性
か
ら
、
必
然
的
に
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
多
元
的
国
家

　
論
者
の
引
用
す
る
よ
う
に
、
国
禁
を
犯
し
、
焚
刑
に
抗
し
て
尚
、
儒
仰
を
も
ち
続
け
た
キ
リ
ス
ト
者
を
あ
げ
る
こ
と
も
出
来
る
し
、
あ
え

　
て
こ
の
異
例
の
場
合
を
あ
げ
な
く
と
も
、
ラ
ス
キ
の
書
う
よ
う
に
「
社
会
に
は
同
意
（
o
§
ω
2
叶
）
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
懸
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
数
だ
け
権
威
機
関
が
あ
り
偏
、
「
も
し
も
国
家
が
教
会
や
労
働
組
合
の
そ
れ
に
比
し
て
不
当
な
衝
撃
を
加
え
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
は
教
会

　
な
い
し
労
働
組
合
の
側
に
お
い
て
国
家
に
対
抗
す
る
」
と
い
う
反
愚
、
　
「
教
会
の
よ
う
な
団
体
は
そ
の
命
令
に
服
し
た
く
な
け
れ
ば
脱
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
す
る
が
出
来
、
そ
の
外
の
団
体
も
そ
う
で
あ
る
が
、
国
家
は
こ
れ
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

　
国
家
の
み
が
、
服
従
者
の
意
思
を
超
え
て
一
定
の
行
為
を
な
さ
し
め
る
た
め
、
背
後
に
強
舗
力
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

　
そ
の
強
制
力
は
他
律
的
、
超
越
的
な
力
で
あ
り
、
有
効
に
発
動
し
う
る
た
め
の
組
織
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
強



　
　
制
力
は
、
自
己
の
発
動
の
規
範
、
秩
序
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
被
治
者
大
衆
の
服
従
、
翻
意
、
協
力
を
よ
り
多
く

　
　
か
ち
う
る
た
め
の
感
化
、
掲
導
、
豊
謡
講
の
諸
手
段
を
も
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
軍
隊
、
警
察
、
監
獄
等
の
物
理
的
強
畜
力
の

　
　
組
織
、
行
政
権
を
円
滑
に
行
使
す
る
た
め
の
体
系
的
な
宮
僚
機
構
、
司
法
、
検
察
剃
度
、
法
的
秩
序
、
政
党
そ
の
他
政
治
的
組
織
、
教
育
、

　
　
宣
伝
諸
機
関
の
支
配
等
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
条
件
を
最
も
よ
く
備
え
て
い
る
の
は
国
家
以
外
に
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、

　
　
権
力
は
そ
の
具
体
的
な
形
態
に
お
い
て
は
、
面
心
権
力
な
い
し
政
治
権
力
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
前
述
の
如
く
、
圏
家
は
成
心
の
金
員
的
団
結
で
あ
る
か
ら
、
爾
余
の
団
体
と
異
な
り
、
睡
家
の
領
土
の
上
に
生
活
す
る
す
べ
て
の
人
間

　
　
を
当
該
国
家
の
成
員
と
し
て
強
制
的
に
収
容
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
成
員
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
ま
た
意
識
す
る
と

　
　
否
と
に
拘
ら
ず
、
み
な
国
家
の
成
員
と
し
て
取
級
わ
れ
る
関
係
上
、
そ
の
領
域
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と

　
　
も
今
日
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
睡
家
は
そ
の
構
成
上
成
員
の
全
部
に
向
っ
て
国
家
の
存
続
に
必
要
な
行
動
を
要
求
し
、
そ
の
贈
り
に
お
い

　
　
て
民
族
的
団
結
の
存
続
を
要
望
せ
ざ
る
を
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
町
鳶
、
国
籍
を
離
脱
す
る
こ
と
が
、
容
易
で
な
い
し
、
仮
り
に

　
　
あ
る
国
家
を
離
れ
て
他
の
国
家
に
移
っ
て
も
、
そ
こ
の
新
し
い
麟
籍
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
困
難
で
あ
る
事
実
か
ら
も
知
ら
れ
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
更
に
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
無
国
籍
者
と
な
る
道
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
完
全
な
離
家
的
行
為
を
営
な
む
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
　
第
三
に
、
そ
れ
は
政
治
と
い
う
権
力
的
行
為
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
政
治
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と

　
　
は
、
論
争
の
終
結
を
み
て
い
な
い
政
治
概
念
と
の
結
び
つ
き
も
あ
っ
て
、
難
か
し
い
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
政
治
権
力
と
結
び
つ

　
　
け
て
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
結
局
に
お
い
て
国
家
の
政
治
と
の
蘭
連
に
お
い
て
晃
出
す
外
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国

　
家
の
組
織
お
よ
び
行
動
に
お
い
て
政
治
権
力
の
発
揮
す
る
役
割
か
ら
そ
の
特
徴
を
汲
み
と
っ
て
来
る
外
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
B
・
ラ
ッ
セ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
社
会
力
学
の
諸
法
鵬
は
権
力
と
い
う
命
題
を
中
心
と
し
て
の
み
叙
述
出
来
る
諸
法
則
で
あ
っ
て
、

　
　
あ
れ
こ
れ
の
形
態
に
お
け
る
権
力
と
い
う
命
題
を
中
心
と
し
て
で
は
な
い
」
し
ま
た
、
「
権
力
は
、
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
隅
じ
く
、
一
つ
の
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
態
か
ら
他
の
型
態
へ
と
不
断
に
転
移
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
’
…
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
政
治
権
力
を
問
題
と
す

㈱　
　
　
　
　
掴
象
権
力
の
社
会
的
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
纒
五
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六

70
5
　
る
場
合
、
　
一
層
趨
切
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
政
治
権
力
を
他
の
社
会
力
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
、
政
治
に
お
け
る
権
力
的
行
為
に
あ
る

　
　
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
R
・
ヘ
ラ
ー
も
云
う
よ
う
に
、
　
「
国
家
の
政
治
ま
た
は
政
治
的
行
為
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
型
態
を
と
っ
て
現
れ
る
け

　
　
れ
ど
も
、
共
通
な
内
在
的
要
素
と
し
て
は
、
権
力
的
行
為
、
換
言
す
れ
ば
す
べ
て
の
国
家
の
行
為
は
政
治
権
力
の
行
使
と
い
う
こ
と
を
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
ん
で
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
力
は
も
と
も
と
政
治
の
場
に
お
け
る
機
能
で
あ
っ
て
、
権
力
そ
れ

　
自
体
が
自
己
目
的
的
に
作
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
権
力
が
発
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
政
治
が
実
際
に
行

　
　
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
か
か
る
意
味
の
政
治
と
は
、
い
わ
ゆ
る
階
級
支
配
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
政
治
的
祉
会
の
維
持
、

　
存
続
、
発
展
の
機
能
を
も
あ
わ
せ
て
果
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
そ
の
政
治
的
社
会
、
す

　
　
な
わ
ち
国
家
の
被
治
考
大
衆
を
し
て
、
権
力
の
存
在
に
つ
き
、
ま
た
そ
の
権
力
の
具
体
的
な
行
使
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
常
に
対
立
的
な

　
　
立
場
に
だ
け
お
か
し
め
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
こ
れ
を
支
持
せ
し
め
る
客
観
的
な
基
礎
と
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

　
　
と
で
あ
る
。

　
　
殊
に
そ
の
政
治
的
社
会
の
経
済
的
関
係
が
未
だ
そ
の
矛
震
を
激
化
さ
せ
ず
、
順
調
な
発
展
期
に
あ
る
よ
う
な
資
本
主
義
的
な
政
治
体
制

　
　
で
あ
る
場
合
と
か
あ
る
一
つ
の
政
治
的
社
会
が
そ
の
体
怨
讐
に
安
定
せ
る
政
治
権
力
を
う
え
つ
け
た
時
な
ど
は
、
尚
更
こ
の
事
が
い
え
る

　
　
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
か
か
る
状
態
に
あ
っ
て
は
、
被
治
者
大
衆
の
階
級
意
識
と
い
う
も
の
も
深
め
ら
れ
ず
、
し
か
も
か
れ
ら
は
権
力

　
挺
い
手
に
封
ず
る
対
立
意
識
よ
り
も
自
己
の
利
益
の
極
大
化
を
計
る
も
の
で
あ
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
も
の
を
無
意
識
的
に
も
受
容
し
、
惰

　
性
に
よ
っ
て
動
い
て
ゆ
く
傾
向
も
見
逃
し
え
な
い
環
象
で
あ
ろ
う
。
政
治
体
制
に
は
、
つ
ね
に
、
あ
る
種
の
無
知
の
存
在
を
必
要
と
す
る

　
　
の
で
あ
っ
て
、
支
配
者
と
服
従
者
と
の
間
に
情
報
と
コ
ミ
．
二
一
ケ
ー
シ
「
．
．
ン
の
環
流
の
完
全
状
態
を
想
定
す
る
事
は
臨
難
だ
と
い
う
べ
き

　
　
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
第
匹
に
、
被
治
者
大
衆
側
で
の
服
従
的
態
度
と
い
う
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
賑
従
の
問
題
は
「
駅
従
が
支
配
者
を
作
る
」
と
い
う



571

H
・
ヘ
ラ
ー
の
書
葉
や
、
　
「
一
｛
疋
簸
小
馬
の
忍
従
意
識
、
従
っ
て
、
服
従
へ
の
外
的
ま
た
は
内
的
利
害
関
心
こ
そ
は
、
あ
ら
ゆ
る
真
正
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

支
配
関
係
の
め
や
す
で
あ
る
」
と
い
う
M
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
書
葉
で
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
支
配
の
秘
密
は
服
従
に
存
す
る
と
い
っ
て

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
の
問
題
は
、
被
治
者
大
衆
が
い
わ
ゆ
る
エ
リ
…
ト
層
と
の
対
立
意
識
な
い
し
階
級
的
自
覚
を
最
初
か
ら
も
つ
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
も
古
代
や
中
世
と
、
個
人
意
識
に
め
ざ
め
た
近
代
以
後
、
殊
に
現
代
と
は
大
な
る
差
異
が
あ
る

し
、
社
会
経
済
的
な
条
件
の
外
に
文
化
や
思
想
の
発
達
の
度
含
の
異
な
る
国
家
に
よ
っ
て
懸
隔
の
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

殊
に
現
代
社
会
の
権
力
構
造
を
間
題
に
す
る
と
し
て
も
R
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
後
期
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
支

配
階
級
は
、
国
家
の
行
政
幹
部
、
そ
の
議
長
た
る
政
府
エ
リ
ー
ト
、
政
府
エ
リ
ー
ト
に
代
表
さ
れ
る
利
益
政
党
、
及
び
拒
否
権
集
団
の
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

要
素
か
ら
な
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
桐
互
の
権
力
比
重
、
配
竃
状
況
は
、
国
に
よ
り
、
時
期
に
よ
り
、
た
え
ず
変
動
し
て
い
る
」

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
を
取
り
ま
い
て
い
る
現
代
社
会
の
権
力
像
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味

で
も
エ
リ
ー
ト
、
ノ
ン
・
エ
リ
ー
ト
の
権
力
関
係
を
明
確
に
指
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
総
体
に
、
安
定
せ
る
政
治
的
社
会
に
あ
る
被
治
者
大
衆
は
権
力
に
対
し
て
一
般
的
に
は
無
批
判
的
、
習
慣
的
で
あ
り
、
受
動
的
で
あ

り
、
そ
れ
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
権
カ
へ
の
無
意
識
的
な
服
従
を
呼
び
さ
ま

し
、
批
判
的
な
行
動
を
と
ら
し
め
、
権
カ
へ
の
意
識
的
な
不
信
、
反
抗
へ
と
能
動
的
な
態
度
に
か
り
た
て
る
も
の
は
、
被
治
者
大
衆
の
生

活
や
生
命
が
極
度
に
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
例
え
ば
歴
史
の
大
き
な
変
動
期
、
革
命
期
に
多
い
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
歴
史
的
事
例

が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
革
命
状
況
の
よ
う
な
、
完
全
な
綱
度
の
崩
壊
と
状
況
化
の
発
生
す
る
極
限
状
況
を
想
定
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
被

治
者
大
衆
の
側
に
あ
る
権
威
と
結
び
つ
い
た
権
力
は
消
滅
し
、
赤
裸
の
物
理
的
強
制
力
の
み
が
賑
に
う
つ
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
場
合
、

軍
隊
、
警
察
の
実
力
行
使
は
、
あ
た
か
も
暴
力
団
の
ユ
ス
リ
的
行
為
や
犯
罪
行
為
と
尉
一
レ
ベ
ル
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
革
命
状
況
に
あ
っ
て
は
、
権
力
な
い
し
権
威
に
絶
す
る
「
知
覚
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」
　
（
℃
禽
8
ぞ
。
山
一
ヨ
9
α
q
o
）
と
、
「
期
待
さ
れ
た

　
　
　
　
国
家
権
力
の
社
会
的
基
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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四
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

イ
メ
…
ジ
」
（
の
×
℃
①
o
富
幽
一
9
麟
σ
q
Φ
）
の
ズ
レ
が
極
大
化
し
て
、
象
徴
の
世
界
は
事
実
の
世
界
へ
お
り
て
き
て
、
被
治
者
大
衆
の
不
信
の
的

と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
社
会
が
安
定
均
衡
の
状
態
に
あ
る
と
き
、
権
力
の
配
分
と
価
値
の
配
分
と
の
問
に
は
緊
密
な
対
応
蘭
係

が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
被
治
者
大
衆
の
黙
従
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
祉
会
が
不
安
定
不
均
衡
の
状
態
に
あ
る
と
き
、
権
力
の
配
分
に
混
乱
が

生
じ
、
権
カ
へ
の
不
儒
が
生
ず
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
い
か
な
る
支
配
体
制
も
、
黙
従
で
あ
れ
、
ア
パ
シ
ー
で
あ
れ
、
単
な
る
実
力
関

係
を
、
正
当
化
さ
れ
た
権
力
に
転
化
せ
ず
に
、
長
期
的
安
定
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
せ
よ
、
安
定
せ
る
政
治
体
剃

に
あ
っ
て
は
、
総
じ
て
権
力
は
支
持
さ
れ
易
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
権
力
の
社
会
的
基
礎
の
問
題
は
、
た
だ
客
観
的
に
そ
の
要
騒
が
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
の
で
は
な
く
、
権
力

担
い
手
の
側
で
極
力
意
識
的
に
そ
の
培
養
が
計
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
警
察
政
治
や
威
嚇
政
策
が
示
し
た
よ
う
に
、
権

力
が
裸
形
の
ま
ま
で
被
治
者
大
衆
に
押
し
か
ぶ
さ
っ
て
ゆ
く
事
例
も
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
一
般
に
権
力
の
難
い
手
は
、
権
力
に
種
々
の

　
（
謎
）

衣
裳
を
ま
と
わ
せ
て
そ
れ
の
円
滑
な
遂
行
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
治
そ
の
も
の
が
国
民
の
福
祉
を
求
め
、
国
民
大
衆
の
福
祉
の
増

進
を
計
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
被
治
者
大
衆
に
合
理
的
な
説
得
が
な
さ
れ
る
反
面
、
支
配
を
強
固
な
ら
し
め
る
た
め
に
伝
統
、
慣
習
を

意
識
的
に
再
編
成
し
、
ま
た
人
問
の
名
誉
心
や
虚
栄
心
に
訴
え
る
た
め
の
偽
装
や
宣
伝
も
頻
繁
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
ま
た

権
力
を
合
理
化
し
、
正
当
化
し
、
権
威
づ
け
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
流
さ
れ
る
訳
で
あ
っ
て
、
多
か
れ
少
か
れ
思
想
薄
畳
を
も
た
な

い
よ
う
な
権
力
者
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
今
睡
の
如
く
、
大
衆
祉
会
に
お
い
て
は
、
政
治
権
力
が
、
色
濃
く
、
大
衆
世
論
に
そ
の
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
結
果
、
統
治
機
能
と
代

表
機
能
の
間
に
一
種
の
倒
錯
現
象
が
見
ら
れ
、
W
・
リ
ッ
プ
マ
ン
の
詣
為
す
る
よ
う
に
、
　
「
は
か
り
知
れ
な
い
権
力
の
溝
散
、
議
会
と
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

挙
民
大
衆
へ
の
全
心
的
依
存
は
、
国
家
の
二
つ
の
機
能
の
間
の
権
力
均
衡
を
転
倒
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
権
力
の
担

い
手
は
世
論
の
製
造
に
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
を
お
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
．
可
能
な
限
り
の
方
法
と
機
関
と
が
動
員
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

M
・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
、
　
一
般
に
支
配
者
は
そ
の
「
支
配
篇
の
た
め
に
、
支
配
顧
体
の
規
律
を
維
持
す
る
行
政
幹
部
（
＜
興
≦
9
。
一
ε
⇒
σ
q
塁
邸
ぴ
）



　
　
が
存
在
し
、
そ
の
下
に
首
長
（
頃
Φ
疑
）
と
幹
部
の
様
々
な
命
含
に
服
従
す
る
一
般
成
員
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
更
に
支
配
悪
弊
に

　
　
は
一
定
数
の
人
々
が
、
特
に
一
般
的
指
令
や
具
体
的
命
令
の
遂
行
を
霞
指
し
て
行
動
す
る
と
い
う
確
実
な
チ
ャ
ン
ス
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
と
し
、
か
か
る
チ
ャ
ン
ス
は
、
慣
習
的
、
情
勝
本
、
或
い
は
物
質
的
利
害
関
係
、
又
は
価
値
合
理
的
動
機
に
よ
っ
て
、
又
多
く
の
場
合

　
　
は
こ
れ
ら
の
動
機
の
複
合
に
よ
っ
て
具
象
化
せ
ら
れ
る
場
合
が
屡
々
で
あ
り
、
従
っ
て
支
配
の
類
型
も
可
な
り
の
程
度
、
如
何
な
る
動
機

　
　
に
従
っ
て
服
従
が
な
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
得
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
動
機
だ
け
に
よ
る
支
配
団
体
は
極
め
て

　
　
不
安
定
で
あ
り
、
命
令
服
従
が
確
実
に
行
わ
れ
る
基
礎
に
は
な
り
得
な
い
。
か
か
る
支
配
の
基
礎
を
十
分
な
ら
し
め
る
に
は
、
も
う
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
の
重
要
な
経
験
的
事
実
、
す
な
わ
ち
支
配
権
威
に
対
す
る
正
当
性
の
信
念
（
ピ
Φ
σ
q
三
註
葵
ω
σ
q
｝
9
。
暮
魯
）
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
っ

　
　
ま
り
支
配
団
体
の
特
徴
的
性
格
は
服
従
者
測
の
正
当
桃
の
信
念
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
服
従
者
が
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
命
令
を
正
し

　
　
い
も
の
と
信
ず
る
か
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
、
カ
リ
ス
マ
的
、
合
法
的
の
何
れ
か
に
或
い
は
そ
れ
ら
の
混
合
、
変
形
と
し
て
決
定
さ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。
支
配
者
は
自
己
の
命
玉
権
の
正
当
性
を
持
続
す
る
た
め
に
、
多
く
の
場
合
教
育
手
段
を
媒
介
と
し
て
被
支
配
者
に
慮
己
の
正
当

　
　
性
を
育
成
し
よ
う
と
努
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
こ
と
か
ら
、
先
ず
支
配
者
は
最
も
信
頼
繊
来
る
行
政
幹
部
の
一
団
を
把
握
し
、
彼
ら
の
服
従
と
協
力
を
通
じ
て
、
被
治
者
大
衆
へ

　
　
の
働
き
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
支
配
者
の
権
力
維
持
方
策
の
当
然
の
プ
ロ
セ
ス
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
唯
こ
の
こ
と
は
古

　
　
代
国
家
や
封
建
国
家
に
お
け
る
霜
主
と
か
諸
侯
の
如
き
支
配
階
級
の
頂
点
的
な
人
格
象
徴
で
あ
る
も
の
だ
け
を
支
配
者
と
み
、
そ
の
周
囲

　
　
に
あ
る
重
臣
、
家
臣
団
等
を
す
べ
て
行
政
幹
部
と
見
れ
ば
、
い
か
に
も
典
型
的
に
い
わ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
近
代
国
家
殊
に
現
代
の

　
　
諸
国
家
に
お
け
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
右
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
首
長
と
行
政
幹
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
M
・
ウ
エ
ー
バ
ー
も
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
　
「
歴
史
的
現
実
は
一
方

　
　
又
は
他
方
の
専
有
化
な
い
し
収
用
を
め
ぐ
る
酋
長
と
行
政
寸
間
と
の
聞
の
多
く
の
潜
在
的
不
断
の
妙
華
で
あ
る
。
殆
ん
ど
文
化
全
体
の
発

　
　
展
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
ω
こ
の
闘
争
自
体
の
た
ど
っ
た
経
過
で
あ
り
、
②
首
長
に
味
方
し
た
当
の
官
僚
層
の
性
格
で
あ
っ
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巌
　
（
訂
）

　
　
た
」
そ
し
て
君
主
は
「
経
済
的
及
び
文
化
的
発
展
と
い
う
没
主
観
的
発
展
過
程
に
お
い
て
、
常
に
穎
ら
し
く
形
成
さ
れ
る
身
分
階
層
の
た

　
　
め
に
、
落
主
は
絶
え
ず
行
政
機
構
の
拡
大
改
革
に
迫
ら
れ
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
要
求
に
迎
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

　
　
い
う
不
可
避
性
」
が
、
貨
幣
経
済
（
重
商
主
義
）
の
進
展
と
と
も
に
絶
え
ず
薪
た
に
生
じ
て
来
る
政
治
的
軍
事
的
行
政
問
題
の
拡
大
を
通

　
　
し
て
、
身
分
国
家
の
結
合
を
決
定
的
に
粉
砕
し
、
霞
己
の
権
力
を
拡
張
し
た
家
産
官
僚
麟
（
℃
継
母
ヨ
○
鉱
g
。
ワ
び
ξ
○
簿
象
陣
①
）
の
発
展
の
決

　
　
定
的
要
因
と
結
び
つ
い
た
し
、
こ
れ
が
漸
次
近
代
宮
僚
制
な
い
し
純
粋
官
僚
劇
（
の
。
ぽ
①
し
ご
貯
。
窪
鋤
瀞
）
へ
と
移
行
す
る
に
至
っ
た
と
す

　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
る
の
で
あ
る
。
現
代
諸
国
家
の
場
合
、
ど
こ
ま
で
の
範
疇
を
支
配
者
と
考
え
る
か
、
国
家
権
力
の
当
面
の
担
い
手
と
真
の
掌
握
者
と
の
関

　
　
係
を
い
か
に
見
る
か
、
行
政
幹
部
を
官
僚
群
と
考
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
ま
つ
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ

　
　
ば
、
支
配
者
の
権
力
が
い
か
な
る
ル
ー
ト
を
経
て
被
治
者
大
衆
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
と
い
う
問
題
は
解
明
さ
れ
な
い
。
問
題
を
パ
ワ

　
　
一
・
エ
リ
ー
ト
の
側
面
に
限
定
し
て
み
て
も
、
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
の
権
力
構
造
を
分
析
し
た
ミ
ル
ズ
は
、
　
「
か
つ
て
の
地
方
中
心
の
分

　
　
権
的
政
治
機
構
、
プ
ル
ー
ラ
ル
な
利
害
の
抑
制
と
均
衡
の
社
会
か
ら
、
重
大
な
政
策
決
定
が
斑
点
の
手
に
お
よ
ば
な
い
経
済
・
軍
事
・
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
府
高
宮
の
少
数
グ
ル
ー
プ
の
手
に
独
占
集
中
さ
れ
る
高
度
の
権
力
集
中
社
会
に
移
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ア

　
　
メ
リ
カ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
ミ
ル
ズ
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
選
挙
や
世
論
、
圧
力
団
体
に
よ
っ
て
、
下
か
ら
艮
衆
が
コ
ン

　
　
ト
ロ
ー
ル
し
得
る
対
象
i
例
え
ば
伝
統
的
な
議
会
政
治
家
自
体
が
、
支
配
体
舗
内
部
で
の
中
間
レ
ベ
ル
の
地
位
に
転
落
し
て
し
ま
っ
て
い

　
　
る
以
上
、
ブ
ル
ー
ラ
ル
な
拒
否
権
集
団
に
よ
る
均
衡
と
い
う
理
論
は
、
権
力
の
中
間
レ
ベ
ル
に
関
心
を
集
中
し
た
一
つ
の
幻
想
に
す
ぎ
な

　
　
い
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
は
、
重
大
な
政
治
決
定
は
、
軍
・
財
界
酋
脳
部
の
政
治
的
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
に
占
め
ら
れ
、
退
際
問
題
は

　
　
も
っ
ぱ
ら
冷
戦
下
の
箪
事
的
考
慮
に
よ
っ
て
戦
断
さ
れ
る
傾
向
が
ま
ん
え
ん
し
て
い
る
。
し
か
も
、
パ
ワ
…
・
エ
リ
～
ト
は
、
史
上
空
前

　
　
の
権
力
を
掌
握
し
、
歴
史
形
成
の
主
体
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
組
織
化
さ
れ
た
無
責
任
」
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
露
身
の
権

　
　
力
と
責
任
を
自
覚
し
て
い
な
い
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
リ
ー
ス
マ
ン
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
社
会
に
も
、
政
治
費
任
の
所
在
の
明
確
で
、
強
力
な
リ
…
ダ
…
シ
ッ
プ
・
グ
ル
ー
プ



　
　
の
必
要
性
を
当
然
の
前
提
と
し
て
認
め
た
上
で
、
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
で
、
　
「
り
ー
ダ
ー
が
権
力
を
失
っ
て
い
る
の
に
、
フ
ォ
…
ロ
ー
は

　
　
権
力
を
手
に
入
れ
て
い
な
い
内
在
的
な
理
由
」
を
追
求
し
、
　
「
拒
否
権
単
二
の
独
占
競
争
形
態
が
、
個
人
の
権
力
増
大
へ
の
努
力
を
阻
ん

　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
で
い
る
」
点
を
携
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
代
は
、
か
つ
て
の
明
確
、
単
純
な
階
級
支
配
か
ら
、
拒
否
権
集
団
の
権
力
拡
散
へ
移

　
　
適
し
た
た
め
、
政
治
状
況
は
ア
モ
ル
フ
と
な
り
、
そ
こ
に
生
じ
た
権
力
核
の
所
在
の
不
明
確
性
と
流
動
性
は
、
政
治
領
域
を
い
か
な
る
イ

　
　
メ
ー
ジ
で
規
定
す
る
か
に
決
定
的
な
影
響
力
を
も
つ
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、
本
来
、
畏
主
綱
の
安
定
条
件
と
な
る
べ
き
は
ず
の
主
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヌ
4
）

　
　
浮
動
層
（
例
え
ば
知
識
階
級
、
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
等
々
）
は
「
薗
分
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
も
の
を
た
だ
理
解
す
る
だ
け
の
興
味
」

　
　
し
か
も
ち
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
拒
否
権
集
団
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
ア
モ
ル

　
　
フ
な
権
力
講
造
に
あ
4
点
い
て
は
、
支
配
す
る
者
と
、
支
配
さ
れ
る
者
を
区
書
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
権

　
　
力
の
主
体
と
客
体
の
分
化
は
融
解
し
、
権
力
は
世
論
や
圧
力
団
体
の
従
属
変
数
化
し
、
世
論
や
圧
力
園
体
も
ま
た
権
力
操
作
の
従
属
変
数

　
　
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
権
力
関
係
の
作
用
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
が
同
時
的
と
な
る
と
き
、
　
「
だ
れ
が
支
配
者
で
あ
る
か
」
と
問
う
こ
と
は
無

　
　
意
味
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
権
力
は
、
状
況
的
で
、
流
動
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
り
…
ス
マ
ン
の
主
張

　
　
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
社
会
の
権
力
構
遣
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
深
入
り
は
し
な
い
つ
も
り
で
あ
る
が
、

　
　
何
れ
に
せ
よ
現
代
に
お
い
て
国
家
権
力
の
積
権
的
・
意
識
的
な
支
柱
を
な
す
エ
リ
ー
ト
層
と
い
う
も
の
は
、
鷹
接
の
権
力
機
構
以
外
の
分

　
　
野
に
亘
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ミ
ル
ズ
の
分
析
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
殊
に
世
論
の
影
響
は
無
視
し
え
な
い
の
で

　
　
あ
っ
て
、
彰
々
党
政
府
に
よ
る
警
職
法
の
不
成
立
、
破
防
法
の
強
制
施
行
、
政
防
法
の
参
院
不
通
過
等
の
問
題
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

　
　
権
力
と
世
論
の
比
重
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
支
配
者
は
世
論
の
造
出
に
関
係
す
る
方
画
一
例
え
ば
赫
聞
雑
誌
、
放
送
、

　
　
学
校
、
桂
会
教
育
機
関
等
々
に
は
．
罰
成
り
の
注
意
を
払
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
爾
で
の
被
治
者
大
衆
へ
の
影
響
も
無
視
し
え
な
い
も
の
が

　
　
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
　
閣
家
権
力
の
正
当
性

　
と
こ
ろ
で
、
権
力
の
社
会
的
基
礎
の
問
題
と
関
連
し
て
、
M
・
ウ
エ
…
パ
ー
の
権
力
の
正
当
性
の
間
題
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

若
し
も
権
力
が
客
観
的
に
正
当
性
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
に
社
会
的
支
持
を
も
ち
う
る
有
力
な
根
拠
と
な
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
正
当
性
を
も
つ
以
上
、
当
然
に
そ
の
存
在
を
主
張
し
て
よ
い
し
、
ま
た
そ
の
支
持
を
要
請
し
て
も
よ

い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
的
支
持
を
う
べ
き
必
然
的
な
根
拠
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
般
に
正
当
性
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
M
・
ウ
エ
ー
バ
…
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
由
来
国
家
及
び
國
家
権
力
を
そ
の
研
究
の
主
要

な
対
象
も
し
く
は
一
部
の
対
象
と
し
た
と
こ
ろ
の
国
家
学
、
園
法
学
、
法
哲
学
、
公
法
学
、
政
治
学
等
々
に
お
い
て
論
究
せ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
一
般
的
に
は
諸
家
権
力
の
存
在
理
由
と
し
て
の
正
当
性
と
い
う
も
の
を
必
至
的
な
要
件
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
肯
定
し
、
ま

た
は
そ
の
理
論
付
け
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
エ
ー
バ
ー
は
、
社
会
学
的
経
験
的
に
、
支
配
を
支
え
る
正
当
性
の

儒
念
、
支
配
権
威
に
対
す
る
内
的
是
認
の
根
拠
に
は
、
三
つ
の
種
類
が
あ
る
と
し
て
、
飯
統
的
支
配
、
カ
リ
ス
マ
的
支
配
、
合
法
的
支
配

と
い
う
三
つ
の
理
想
型
を
示
し
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
著
明
な
事
柄
で
あ
る
。
現
代
の
国
家
に
よ
る
支
配
は
こ
の
最
後
の
合
法
的
支
配
で

あ
り
、
そ
れ
は
古
く
か
ら
の
伝
統
の
権
威
や
あ
る
個
人
の
非
凡
な
人
格
的
権
威
に
対
す
る
悦
服
と
い
う
よ
う
な
非
合
理
的
な
性
格
を
も
っ

た
正
当
姓
無
念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
予
め
舗
…
定
さ
れ
た
合
理
的
規
則
に
よ
り
支
配
権
限
を
与
え
ら
れ

た
者
が
、
岡
じ
く
予
め
命
定
さ
れ
た
一
般
的
合
理
的
規
則
に
準
拠
し
て
行
う
所
の
支
配
な
る
が
故
に
正
当
で
あ
る
と
い
う
、
合
馬
鋼
帯
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

配
（
。
・
⇔
欝
嬬
灘
σ
窺
。
・
ヨ
舘
臨
σ
q
①
萬
興
婦
。
。
o
｝
峯
津
）
た
る
点
に
特
徴
を
有
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
正
嶺
惟
」
は
じ
①
σ
q
凶
瓜
B
留
霧
か
ら
来
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
系
譜
的
な
意
味
を
も
た
し
め
る
「
正
統
姓
」
と
訳
し
て
も
、
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

値
的
な
意
味
を
も
た
し
め
る
「
正
当
性
」
と
訳
し
て
も
よ
い
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
倫
理
的
価
値
を
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
一
の



　
　
倫
理
的
な
概
念
と
し
て
「
正
当
性
」
の
意
味
に
重
点
を
お
い
て
考
え
た
い
。
特
に
合
法
的
支
配
（
δ
σ
q
既
の
篤
の
畦
ω
。
｝
峯
ε
の
み
を
問
題
に

　
　
し
て
も
、
こ
れ
は
契
約
書
は
上
か
ら
の
一
方
的
定
立
に
よ
り
綱
場
さ
れ
た
所
の
、
合
理
的
規
則
に
適
合
す
る
支
配
な
る
が
故
に
正
当
な
り

　
　
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
る
支
配
形
式
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
正
当
性
原
理
は
合
理
的
な
出
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
支
配
形
式
に
お

　
　
い
て
は
、
合
法
的
に
唐
鼓
さ
れ
た
客
観
繭
∵
非
入
格
的
な
秩
序
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
上
司
に
対
し
て
、
そ
の
指
令
の
形
式
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
合
法
性
の
故
に
、
又
そ
の
範
囲
に
お
い
て
服
従
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
典
型
は
近
代
国
家
に
お
け
る
宮
僚
の
行
う
支
配
で
あ
る
。

　
　
　
ウ
エ
ー
バ
ー
が
支
配
類
型
を
構
成
す
る
に
当
り
粥
導
原
理
と
し
た
も
の
は
、
支
配
者
に
よ
っ
て
要
求
せ
ら
れ
、
被
支
配
者
に
よ
っ
て
承

　
　
認
さ
れ
て
い
る
所
の
「
正
当
性
原
理
」
（
ぴ
。
ぴ
q
㌶
邑
§
m
讐
ぎ
誉
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
権
力
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
究

　
　
極
に
お
い
て
は
被
治
者
大
衆
の
心
服
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
結
局
、
権
力
行
使
の
倫
理
的
正
当
性
に
対
す
る
被
治
者
大
衆
の
信
頼
に
帰

　
　
着
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の
倫
理
的
正
当
姓
に
対
す
る
僑
頼
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
政
治
的

　
　
社
会
が
安
定
期
に
あ
る
六
礼
は
惰
性
的
な
服
従
の
背
後
に
押
し
や
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
僑
頼
の
溝
滅
す
る
時
は
、

　
　
支
配
者
が
酒
養
し
よ
う
と
欲
し
た
一
切
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
無
力
化
し
、
権
力
が
崩
壊
に
向
う
時
で
あ
っ
て
、
支
配
者
の
み
な
ら
ず
支
配

　
　
秩
序
に
対
し
て
も
反
抗
す
る
で
あ
ろ
う
。
時
代
の
革
命
期
や
変
革
期
に
は
多
く
兇
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
国
家
権
力
の
正
当
性
の
問
題
は

　
　
い
か
な
る
正
当
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
が
そ
の
社
会
に
お
い
て
受
容
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
の
外
に
、
い
か
な
る
国
家
権
力
が
倫
理
的

　
　
に
正
命
な
も
の
と
し
て
蓬
認
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
到
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
社
会
的
妥
当
性
の
閥
題
か
ら
峻
溺
し
て
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ

　
　
ラ
ー
は
、
正
当
化
の
原
理
と
し
て
の
「
倫
理
的
法
原
則
」
（
簿
窯
の
畠
①
○
餌
。
。
一
巳
ド
げ
①
沁
Φ
糊
付
α
q
村
§
騎
鋒
器
）
を
「
倫
理
的
妥
当
要
求
を

　
　
持
っ
た
法
内
容
の
構
成
原
理
で
あ
っ
て
、
実
定
法
の
義
務
付
け
る
力
が
そ
れ
を
欠
い
て
は
充
分
に
基
礎
づ
け
ら
れ
得
な
い
よ
う
な
、
超
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
　
定
法
的
な
倫
理
的
原
翔
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
法
原
則
は
、
　
「
政
治
権
力
の
目
的
に
相
当
し
、
治
安
や
防
衛
の
み
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
ず
、
経
済
、
教
育
、
文
化
活
動
を
も
要
請
す
る
し
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
普
遍
人
受
性
に
基
づ
く
普
遍
妥
当
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岬
）

　
　
則
と
し
て
は
文
化
圏
（
剛
ハ
鐸
一
戸
¢
同
日
角
器
O
油
⑳
）
に
よ
っ
て
婚
約
さ
れ
た
、
従
っ
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ラ
～
が
、

脚　
　
　
　
　
国
家
権
力
の
祉
会
的
暴
礎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

珊　
　
国
家
権
力
の
社
会
的
妥
当
性
に
関
す
る
種
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
と
は
別
に
、
倫
理
的
正
当
性
の
問
題
を
力
説
し
た
理
由
は
、
ヒ
ッ

　
　
ト
ラ
ー
独
裁
の
よ
う
な
狂
暴
な
政
治
権
力
に
対
す
る
抵
抗
権
（
ぞ
く
箆
①
誘
＄
昌
駐
お
。
江
）
の
問
題
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
意
図

　
　
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
枚
数
の
関
係
で
こ
れ
以
上
の
深
入
り
は
避
け
た
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
正
当
性
の
問
題
は
、
つ
ま
る
所
そ

　
　
の
時
代
と
祉
会
と
の
羅
約
の
下
に
立
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
な
か
に
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
当
性
と
い
っ
て
も
、

　
　
そ
れ
は
絶
対
的
な
価
値
の
世
界
の
も
の
で
は
な
く
、
主
観
的
に
は
い
か
に
あ
れ
、
客
観
的
に
は
、
そ
の
時
代
そ
の
社
会
に
お
け
る
特
殊
な

　
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
産
物
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
エ
ー
バ
ー
の
い
う
正
当
性
の
問
題
に
し
て
も
そ
れ
は
何
も
絶
対
的
な
普

　
　
遍
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
全
く
特
殊
な
時
代
と
社
会
的
環
境
の
な
か
に
お
け
る
人
間
の
社
会
心
理
的
な
基
礎
に
根
拠
を
も
つ
も
の
で

　
　
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
具
体
的
な
権
力
お
よ
び
そ
の
行
使
は
、
被
治
者
大
衆
側
で
の
正
当
性
の
信
念
と
結
び
つ
い
て

　
　
始
め
て
容
易
に
発
鋤
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
要
す
る
に
、
権
力
の
祉
会
的
基
礎
の
間
題
は
、
権
力
を
規
定
し
て
い
る
客
観
的
な
諸
条
件
の
外
に
、
権
力
の
担
い
手
が
意
識
的
に
、
権

力
そ
れ
自
体
の
働
き
、
経
済
力
の
利
絹
、
あ
ら
ゆ
る
利
用
し
う
る
機
醐
の
動
員
等
々
に
よ
っ
て
、
自
己
の
権
力
の
一
般
的
な
支
持
を
確
実

に
し
、
そ
れ
の
維
持
、
存
続
、
発
展
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
働
き
か
け
が
被
治
者
大
衆
に

心
理
的
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
自
ず
と
権
力
を
正
当
な
も
の
と
み
、
神
聖
な
も
の
と
考
え
、
ま
た
霞
分
達
の
も
の
と
儒
じ
込
む

よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
国
家
権
力
の
存
在
理
由
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
支
配
者
の
命
令
は
正
し
い
（
訂
α
q
三
B
）
と
信
じ
て
こ
れ

に
服
従
す
る
正
当
性
の
根
拠
（
ピ
の
α
q
鎮
湧
冨
統
α
q
同
工
箆
①
）
を
必
至
的
な
要
件
と
し
て
こ
れ
を
肯
定
す
る
M
・
ウ
エ
…
バ
ー
の
正
当
姓
の
問

題
が
、
権
力
の
祉
会
的
支
持
を
得
べ
き
必
然
的
な
根
拠
と
な
り
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
簡
単
に
指
摘
し
た
。
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更
に
権
力
の
社
会
学
論
と
し
て
は
、
政
治
的
社
会
の
支
配
溝
造
に
お
け
る
権
力
の
位
置
、
権
力
と
権
威
と
の
関
係
、
権
力
と
隠
級
の
問

題
、
現
代
嘗
僚
講
に
お
け
る
権
力
支
醗
等
々
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
割
愛
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

（
1
）
　
蕪
井
二
尚
「
社
会
の
集
懸
的
統
一
性
の
基
礎
（
豆
）
」
『
社
会
科
学
評
論
廓
第
三
集
一
〇
九
頁
参
照

（
2
）
　
高
沼
保
馬
著
「
勢
力
論
」
賜
和
三
十
四
年
有
斐
闘
、
三
七
1
・
五
六
頁
参
照
。
高
沼
博
士
は
社
会
的
勢
力
を
富
山
的
照
従
に
基
づ
く
内
的
勢
力
と

　
あ
る
勢
力
手
段
を
通
し
て
得
ら
れ
る
外
的
勢
力
と
に
二
分
し
、
勢
力
手
段
と
し
て
ω
武
力
②
権
力
㈲
富
力
㈲
文
化
力
を
あ
げ
て
い
る
。

（
3
）
鎧
舞
芝
9
2
≦
艮
q
・
。
げ
鉢
¢
乱
○
㊦
¢
①
濠
多
践
L
㊤
鷲
～
鐸
H
↓
鑑
”
ω
』
。
。
．

（
喚
）
　
高
照
保
馬
「
前
掲
書
」
二
頁

（
5
）
　
同
右
前
掲
書
。
四
五
－
困
七
頁
参
照

（
6
）
　
新
明
正
道
著
「
権
力
と
再
会
」
内
外
出
版
株
式
会
祉
　
大
正
十
三
年
、
七
頁
。
教
授
は
更
に
権
力
は
祉
会
の
存
続
解
止
も
肝
要
な
る
規
範
、
そ

　
の
基
礎
的
な
条
件
を
確
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
成
員
に
強
綱
す
る
と
こ
ろ
の
担
保
で
あ
る
が
、
そ
の
社
会
の
出
賑
し
た
後
に
お
い
て
、
権
力
は
間
接

　
に
社
会
そ
の
も
の
に
対
し
反
射
的
な
作
用
を
及
ぼ
す
と
し
て
い
る
（
一
五
翼
参
照
）

（
7
）
　
戸
ζ
ζ
p
。
o
｝
＜
Φ
び
8
げ
ゆ
≦
①
び
鼠
O
o
〈
Φ
暮
日
①
摸
Ψ
一
8
。
。
・
や
Q
。
メ

（
8
）
回
ハ
陰
ζ
効
壽
冨
同
芦
蜜
§
毒
鎚
ω
。
号
曙
ぎ
霞
｝
碧
9
寄
8
器
窪
霧
餌
。
p
お
ゆ
轡
や
8
S

（
9
）
拶
．
｝
望
翼
、
、
8
冨
O
。
考
。
讐
○
暁
℃
○
壽
同
．
、
じ
ご
Φ
訂
三
。
邑
ω
畠
馨
ρ
鱒
．
（
苞
ざ
搭
驚
）
題
』
8
～
㈹
＄

　
尚
寓
「
O
．
ピ
霧
⑯
≦
①
牌
p
罠
剛
》
．
図
起
訂
鈍
℃
o
萎
魯
p
》
ロ
瓢
ω
o
鼠
醇
ざ
一
8
9
ワ
謡
．

　
O
■
≦
．
窯
箆
も
・
“
、
男
ず
。
想
。
≦
巽
毘
匿
ρ
一
8
◎
○
ぴ
省
．
一
〇
●
＝
・
肖
ド
雛
・
c
ひ

　
鷺
ゆ
夢
①
陰
望
ヨ
。
器
”
累
。
（
囲
㊦
一
も
。
○
｛
鷺
簿
ジ
δ
＄
●
℃
ワ
．
9
～
霧
■

　
ラ
ス
ウ
エ
ル
に
あ
っ
て
、
権
力
と
は
「
重
大
な
制
裁
（
野
禽
塗
蝋
〔
δ
鷲
ぞ
節
菖
。
昌
）
を
伴
な
う
政
策
の
作
成
へ
の
参
考
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し

　
G
が
H
の
k
政
策
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
な
決
定
の
作
成
に
参
与
す
る
場
含
、
G
は
価
値
k
に
関
し
、
H
に
対
し
て
権
力
を
も
つ
」
と
い
う
よ
う

　
に
（
田
．
O
．
ビ
霧
も
・
毛
①
芦
℃
o
ミ
葭
舞
仙
℃
‘
う
震
。
墨
｝
騨
ざ
一
④
富
塵
永
井
陽
之
助
訳
「
権
力
と
人
間
」
創
元
社
昭
和
二
十
九
年
二
七
七
頁
参
照
）
ダ
1
ル

　
と
全
く
瞬
じ
表
現
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

（
紛
）
　
権
力
の
ゼ
ロ
旨
サ
ム
概
念
と
は
、
A
が
B
に
対
し
て
権
力
を
持
て
ば
、
B
は
A
に
対
し
て
権
力
を
持
た
な
い
。
つ
ま
り
A
が
サ
ム
の
場
合
、
B

国
家
権
力
の
社
会
的
基
礎

五
五
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●

　
は
ゼ
ロ
で
あ
る
と
い
う
ウ
ェ
パ
…
の
流
れ
に
立
つ
正
統
派
権
力
概
念
を
撫
す
も
の
で
あ
る
。

　
8
巴
8
3
℃
⇔
霧
。
昌
ρ
O
D
件
霊
。
霞
同
Φ
鱒
鐸
無
℃
き
8
。
。
の
ぎ
ζ
o
（
H
臼
鋤
ω
O
o
δ
笥
Φ
。
。
》
一
篇
O
・
勺
．
一
。
。
ト
っ
．

（
1
一
）
　
8
巴
8
芦
℃
9
。
湊
。
霧
”
o
h
o
一
ρ
マ
一
。
。
一
．

（
1
2
）
　
H
ぴ
乙
・
○
や
。
搾
や
驚
◆

（
1
3
）
　
H
ぴ
に
．
o
ワ
。
搾
や
ワ
旨
O
～
ト
っ
曽
胸

（
1
4
）
　
高
田
保
馬
著
「
経
済
と
勢
力
」
照
和
十
六
年
、
日
本
評
論
祉
、
七
三
一
頁
参
照
。
博
士
は
こ
こ
で
権
力
と
は
組
織
せ
ら
れ
た
る
服
従
で
あ
る
と

　
し
て
い
る
。
そ
し
て
権
力
は
そ
の
社
会
に
よ
っ
て
転
輪
を
要
求
せ
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
服
従
を
強
磁
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
。

（
1
5
）
　
膝
’
ピ
霧
鉱
》
》
○
舜
ヨ
ヨ
賀
○
団
℃
o
H
録
。
。
。
”
驚
7
①
（
野
一
8
c
。
■
ワ
田
田

（
1
6
）
　
≦
．
鋭
菊
虹
象
P
困
）
9
㌶
o
匙
。
び
①
象
Φ
琴
ρ
国
部
2
0
ぴ
嚇
①
傷
一
鶴
o
h
昏
o
Q
o
o
o
蕊
ω
9
窪
8
。
。
u
＜
o
ド
置
．
℃
。
曵
①
■

（
1
7
）
　
芝
。
竃
o
O
o
郎
σ
q
⇔
芦
》
p
ぽ
霞
。
（
周
弩
甑
。
湿
δ
ω
o
鼠
巴
℃
。
・
饗
プ
。
一
〇
α
q
ざ
一
8
c
。
。
ワ
＄
．

　
例
え
、
服
従
衝
鋤
が
、
自
己
保
存
の
本
能
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
の
現
実
的
な
存
在
を
否
定
し
え
ぬ
で

　
あ
ろ
う
。
ま
た
、
臨
巴
保
存
の
意
識
が
潜
在
的
と
な
っ
た
場
合
で
す
ら
、
嚴
従
衝
動
だ
け
が
単
独
に
発
動
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
古
来
、
澱
従
感
情
の
存
在
を
説
い
た
社
会
学
者
、
社
会
心
理
学
者
は
案
外
多
い
、
例
え
ば
、
二
、
三
の
例
を
あ
げ
る
と
、

　
○
■
ω
陣
讐
讐
旦
ω
o
N
δ
げ
σ
q
冨
v
一
・
》
償
艶
一
8
c
。
．
ω
・
一
窓
■

　
》
■
＜
冨
厭
犀
溝
昌
黛
》
Ω
①
。
。
Φ
騎
。
｝
蚕
噺
件
甑
鉱
霞
ρ
一
．
》
¢
癖
一
罵
Q
。
”
ω
。
Φ
c
。
●

　
窯
’
ω
o
ゲ
①
冨
斜
≦
㊦
ω
o
p
⊆
雛
鋤
男
霞
諺
Φ
賢
匹
①
凪
Q
o
畏
襲
名
舞
凱
ρ
δ
濤
’
ω
ω
’
卜
。
O
～
緯
胸

　
≦
、
ζ
o
O
o
¢
σ
薙
巴
ポ
↓
ロ
o
O
8
鷹
燭
竃
ヨ
斜
一
り
ト
っ
O
■
や
諏
①
．
魚
ρ

（
1
8
）
　
罷
族
を
全
体
栓
会
に
数
え
る
マ
ッ
キ
イ
バ
ァ
ー
、
糠
油
選
士
説
に
対
し
、
昆
族
を
部
分
社
会
ま
た
は
要
素
社
会
と
し
て
の
基
礎
団
体
と
し
て
考

　
え
、
こ
の
基
礎
駆
体
の
上
に
派
生
す
る
最
高
の
政
治
醐
体
で
あ
る
国
家
と
の
辮
舐
法
的
統
一
体
が
全
体
役
会
、
ま
た
は
綜
合
社
会
だ
と
す
る
…
醐
田
保

　
馬
博
士
、
故
小
松
堅
太
郎
博
士
、
新
明
蕉
遵
博
意
、
黒
川
純
一
、
中
野
清
一
両
教
授
等
の
見
解
が
あ
る
。

（
1
9
）
　
戸
窓
’
ζ
⇔
o
｝
く
Φ
が
（
）
o
ヨ
ヨ
離
鉱
な
》
お
圃
O
幽
マ
一
一
〇
．

　
賑
井
博
士
に
よ
れ
ば
「
現
在
最
も
高
度
に
潭
有
態
（
コ
ム
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
と
し
て
の
牲
格
を
具
備
し
て
い
る
の
は
規
族
で
あ
る
。
即
ち
民
族
は
力
あ
る
渾

　
有
態
の
最
大
の
も
の
で
あ
る
し
と
す
る
、
臼
井
二
尚
「
社
会
の
集
駆
的
統
一
姓
の
基
礎
（
豆
）
」
『
社
会
科
学
評
論
』
第
三
集
所
収
論
文
一
二
六
頁
参
照

　
｝
帯
し
て
民
族
と
祖
濁
と
は
同
一
実
体
の
二
つ
の
要
素
乃
至
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
岡
一
実
体
の
入
問
的
側
面
が
罠
族
で
あ
り
、
土
地
的
側
面
が
祖

0
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国
で
あ
っ
て
、
民
族
が
簸
も
高
度
に
渾
有
態
性
を
具
有
す
る
と
い
う
事
は
、
祝
園
社
会
が
鍛
も
高
度
に
態
窟
態
性
を
具
有
す
る
事
に
外
な
ら
な
い
。

　
沼
弁
二
尚
「
民
族
の
諦
規
定
」
欄
．
暫
学
研
究
撫
第
三
二
八
蕊
岱
所
「
収
論
文
一
二
七
一
－
八
頁
。
マ
ッ
キ
イ
バ
ァ
説
に
近
い
立
場
は
ζ
曜
○
…
謬
D
。
ぴ
①
『
α
q
”
ω
o
o
6
ぴ
σ
q
団
》

　
お
い
9
。
’
や
£
宵
焦
「

（
2
0
）
　
国
家
の
成
立
を
異
種
族
の
穫
巌
に
み
る
立
場
は
、
じ
¢
鳥
零
お
○
瓢
諺
営
。
薯
搾
斜
O
銭
即
霧
。
・
Φ
風
趣
ヨ
鼠
》
一
。
。
◎
。
も
。
”
○
⊆
G
・
ド
鋤
く
菊
舞
N
o
巳
6
な
が
芝
Φ
ω
Φ
β

　
二
鵠
山
N
≦
①
o
押
鳥
葭
H
）
o
節
節
簿
『
8
げ
。
昌
山
費
ω
o
鳳
。
｝
o
σ
q
陣
①
鴬
昌
山
○
建
海
（
嵩
無
α
q
①
（
δ
戦
ω
㌶
鎚
⑦
≦
δ
。
。
o
口
驚
プ
玖
8
誉
Q
。
じ
d
伽
の
4
囲
Q
。
㊤
鮎
。
。
閃
録
鐸
N
O
噂
弓
①
亭

　
ぴ
魚
ヨ
Φ
さ
ω
罵
G
・
8
ヨ
（
囲
窪
ω
o
N
δ
δ
σ
q
δ
ご
ご
簿
ゆ
・
b
臼
ω
欝
邸
戸
叶
お
鴎
◎
以
来
、
学
界
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
薗
生
的
な
民
族
が
霞

　
ら
を
謡
扇
化
し
て
国
家
を
形
成
す
る
立
場
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
鋳
記
の
グ
ン
プ
ロ
ヴ
イ
ッ
チ
で
す
ら
、
い
わ
ゆ
る
民
族
国
家
の
形
成
を
容
認
し

　
て
い
る
。
（
ピ
．
○
¢
影
℃
｝
o
薯
げ
N
》
σ
φ
門
　
菊
帥
Q
。
紛
①
ゆ
騨
鼻
ヨ
や
許
｝
c
◎
c
Q
も
Q
■
ω
・
P
Φ
c
O
　
｛
野
）
又
、
畏
種
族
の
血
液
混
濡
に
よ
る
民
族
の
形
成
を
認
め
て
い
る
説
と

　
し
て
、
轡
▽
閃
・
耀
く
鷲
9
℃
謹
①
ω
o
o
δ
囲
○
喚
ど
お
8
■
℃
．
緯
一
〇
瞥
わ
れ
わ
れ
は
フ
ィ
ア
カ
ン
ト
と
と
も
に
、
患
家
成
立
の
過
程
を
す
べ
て
征
服
に
の

　
み
帰
せ
し
め
る
と
い
う
点
に
陣
し
て
、
全
面
的
な
支
持
を
轟
；
乳
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
誤
●
＜
げ
弊
郎
罠
ド
○
①
ω
Φ
諺
。
ゲ
臥
芭
包
崔
ρ
一
・
諺
離
塗
一
〇
ゆ
。
。
．

　
ω
．
匂
。
な
。
O
臨
■
）

（
1
2
）
　
新
明
圧
道
著
「
史
的
斑
仙
族
理
紘
繭
」
闇
賄
牟
刷
一
コ
瓢
年
岩
繍
陶
嚢
糊
店
一
山
山
ハ
…
避
甲
羅
昭
恥

（
2
2
）
　
㌘
鼠
・
ζ
鋤
。
マ
窪
。
や
。
嘗
℃
℃
．
ほ
O
～
＝
．
o
や

（
2
3
）
　
ヵ
・
9
P
宝
鄭
。
才
O
ぴ
6
ぴ
Φ
図
矧
ヨ
①
欝
窮
。
眺
ω
o
o
脚
鵠
ω
o
先
口
8
L
⇔
鎗
噛
野
。
な
。
ゆ
同
じ
よ
う
な
冤
解
は
、
螢
。
○
’
N
δ
職
①
ぴ
¢
冨
ヨ
O
儀
①
H
員
①
窯
⇔
鉱
。
ン

　
一
り
9
c
S
ω
■
ρ

（
2
4
）
　
園
家
本
質
の
強
暴
性
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
H
・
ヘ
ラ
…
圏
蒙
社
会
学
の
一
考
察
偏
『
ソ
シ
辞
去
ジ
鰍
第
八
誉
第
一
愚
所
収
論
文
七
〇
頁
参
照

（
2
5
）
　
嬢
■
9
い
塁
ざ
Ψ
》
に
夢
。
凱
受
一
降
昏
Φ
霞
○
繕
B
ω
什
舞
ρ
一
露
⑩
’
℃
．
9
。
匂
。
◆
ワ
○
。
賢

　
H
玄
F
ω
讐
臼
霧
鉱
昏
①
℃
同
〇
一
）
｝
o
ヨ
。
｛
ω
o
〈
①
冨
蒔
疑
ざ
一
回
目
一
メ
℃
℃
’
蒙
～
一
嵩

（
2
6
）
　
頴
．
魯
ピ
霧
賦
”
》
O
難
ヨ
ヨ
錠
○
帖
℃
9
卿
瓜
。
。
。
v
念
ダ
O
氏
●
一
8
。
◎
v
唱
ワ
讐
～
烏
。
Q
◎
．

　
守
凱
こ
、
．
ω
銀
（
嵩
。
ω
ご
○
℃
．
o
F
ワ
一
一
．
o
艶

（
2
7
）
　
ゆ
・
知
戸
お
ω
①
滞
℃
o
≦
o
ご
》
2
0
≦
ω
o
o
…
鉱
》
昌
⇔
ぢ
の
陣
。
・
〉
一
器
。
。
．
唱
℃
山
O
～
瓢
．
c
野
東
宮
無
二
「
権
力
」
…
そ
の
謄
史
と
心
理
一
七
～
八
頁
参
照

（
2
8
）
　
譲
．
寓
Φ
に
①
が
℃
o
簿
同
。
巴
℃
○
饗
⑦
さ
閃
博
。
《
o
δ
唱
器
象
騨
○
略
陣
ゲ
O
ω
o
o
…
銑
ω
o
同
Φ
p
o
窃
M
＜
9
■
這
。
℃
娼
．
な
。
＄
～
q
焦
9

（
2
9
）
　
小
松
博
士
は
「
闘
家
は
階
級
支
配
を
内
容
と
す
る
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
階
級
支
配
は
資
本
家
階
級
の
労
働
者
階
級
に
対
し
て
行
う
階
級
支
配
で

　
な
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る
権
力
階
級
の
支
配
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
三
家
の
機
関
は
資
本
蒙
階
級
に
加
担
し
て
労
働
者
階
級
の
弾
圧
に
向
う
こ
と
が

国
家
権
力
の
社
会
的
暴
礎

五
七
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あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
む
し
ろ
麟
家
が
社
会
階
級
外
的
範
疇
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
、
権
力
翫
体
と
し
て
の
国
家
が
経
済
的
搾
取
か

　
ら
区
別
さ
れ
で
は
じ
め
て
理
解
せ
ら
れ
う
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
扁
と
し
て
い
る
。

　
小
甜
松
鰍
血
太
郎
著
「
社
ム
試
亦
久
動
払
晒
」
有
斐
閣
昭
和
一
マ
ギ
八
年
一
論
ハ
四
百
ハ

（
3
0
）
譲
．
麟
巴
。
び
欝
P
O
冒
ω
．
ト
ひ
ら
。
メ

（
i
3
）
　
鼠
．
≦
o
び
。
び
⇔
．
斜
ρ
幹
蒜
ド
浜
島
訳
「
権
力
と
支
配
」
三
頁
参
照

（
3
2
）
涛
ヤ
d
島
。
ゴ
話
簑
瞬
。
蒜
Ω
器
⑳
鶏
ご
（
圃
Ω
霧
も
。
O
o
⇔
鹸
9
ぼ
ぎ
山
。
除
胤
巴
ω
o
馬
陸
ざ
肖
り
総
■
℃
℃
噸
し
。
O
隔
～
し
。
O
S
o
い

（
3
3
）
U
■
圏
霧
ε
P
．
．
↓
ザ
①
℃
駿
。
Φ
嶺
…
o
p
o
臨
｝
¢
島
。
誌
受
p
雛
餌
勺
。
転
出
8
｝
Ω
鋸
p
α
q
o
”
、
ぼ
ρ
8
閃
誌
＆
ユ
。
げ
（
Φ
穿
）
》
纂
酎
。
ユ
蔓
堕
お
U
。
。
9
℃
℃
乱
。
。
伊

　
～
δ
9
◎
’
o
艶

（
3
4
）
ρ
竃
の
獲
…
鋤
ヨ
”
○
℃
．
o
詳
ワ
畷
劇
．
無
．

　
メ
リ
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　TE｛IS　iSSUE

7ソ乙80utline（ガ5麗0んan　article　as　aPPears　i72　〃ZOI「θthan　αZθnt17ノ～うε7噂げtゐis

magaxine　ils　to　be　given　together　xvith　the　last　instalment　of　the　articte．

糟ぬePr｛）1》蔓e搬⑪墾Om蜘翼e瓢¢e　axad◎灘搬is｛盛¢灘ee〔）f

　　God　董魏　St．　A聰琶醍S篭i逓　認聡｛豊　S霊。丁薮e職as　A醒服蓋醜題S

b2　Akira　Yamada

　　This　treatise　is　divided　into　tvvo　parts．

　　In　the　fiL　rst　part，　St．　Augustine’s　doctrine　on　the　relation　oiJ　God　to　tem－

poral　things　is　examined　in　reference　to　what　he　says　in　Bool〈　1　of　his

Confessions，　and　it　is　concluded　that，　according　to　St．　Augustine，　temporal

things　are　contained　in　God　in　two　ways：lst，　in　so　far　as　the　ideas　of

things　are　in　God；　and　2nd，　in　so　far　as　God　creates　and　conserves　things

in　乞he呈r　OW籍　existence。

　　In　the　second　part，　the　doctrine　of　St．　Thomas　Aquinas　on　the　same

subject　is　considexed，　and　an　investigation　and　explanation　is　made　regarding

what　St．　Thomas　received　from　Augustine’s　doctrine，　laow　he　explained　it，

and　how　he　perfectecl　it　accordlng　to　his　own　way．

　＊For　the　Japanese　original　of　this　article，　see　VoL　XL工．　No．6＆7．

Tke　Soe曼a畏翫S萱S　of　S観e－power

by　Shoji　Takashima

　　‘Power’　as　a　form　of　social　force　（soziale　Macht）　is　understood　to　be

‘state－power’　or　‘ 垂盾撃奄狽奄モ≠戟@power’．　By　illustrating　some　of　their　determining

factors　indispensable　to　the　soeial　basis　in　question，　this　paper　intends　to

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



clarify　some　characteristics　of　the　social　basis　by　which　power　is　actually’

supported　and　obeyed　by　the　people．

　　In　this　case，　what　is　meant　by　‘power’　is　a　social　phenomenon　in　an

organized　group　as　is　understood　by　the　orthodox　interpretation；　moreover，．

it　is　taken　to　be　a　‘chance’　that　enables，　with　enforcement，　the　social

inembers　or　other　social　groups　to　maintain　and　develop　their　social　rela－

tions　of　dominance－submission　which　exists　in　every　organized　group．　When

‘power’　is　thus　interpreted，　any　organized　group　necessarily　possesses　power’

in　some　form　or　other．　However，　among　the　possible　organized　groups

available　in　the　present’day，　none　has　parallel　to　the　‘state－power’，　in　that

it　has　an　extremely　developed　legel　organization　to　put　into　practice　as　well．

as　various　m－eans　to　influence，　lead，　and　enlighten　the　mass　of　people．

　　Accordingly，　our　great　concern　at　present　is　the　question　‘Cunder　what／

conditions　the　state－power　can　accept　the　social　support　o£　the　general

peepie？”　The　psychology　of　obedience，　generally　speaking，　is　derived　frem

the　two　types　of　different　factors：　one　represents　an　active　aspect　e．　g．　high．

regard　and　support　and　the　other　a　passive　aspect　e．　g．　terror　and　force　of

habit　etc．　Such　conditions　or　faetors　in　question　can　be　thought　in　the

following　manner　：

1）　The　state－power　has　ks　foundation　on　a　nation　community　；　that　is，　it　is．

　　based　on　the　fact　that　a　nation　has　existed　as　the　social　basis　of　state一・

　　power．

2）　The　enforcement　of　state－organization　necessarily　results　in　the　obedience・

　　to　power，　on　the　part　of　the　mass　of　people．

3）　Power－action　is　supported　because　o£　the　belief　that　it　so　functions　as　to・

　　keep　order　in　a　political　society．

4）　There　is　an　inclina．　tion　to　obedience，　on　the　part　of　the　people．

5）　The　bearers　of　power　try　to　take　every　measure　to　make　the　power’

　　acceptable．

　　Moreover，　the　problem　of　social　basls　of　power，　as　indicated　by　Max

Weber，　is　closely　related　to　‘a　belief　of　legitimacy’　（LegitimitHtsglauben），

viz．，　a　social　belief　that　‘the　ruler’s　order　is　right’．　Although　we　have－

enumerated　various　possible　determinants　o±＋　the　social　basis，　the　support　of

2



state－power，　in　its　final　analysis，　results　from　a　heart－felt　obedience　of　the

people　to　‘ethical　iegitimacy’　（ethische　Legitimitat），　by　which　tlie　exercise

and　support　of　power　becomes　more　justifiable．

Hege茎s，，麹xis纏z‘‘量聡簸脇k窒麟er　P樋。雌e

　　　　　　　mit　besonderer　Berticksichtigung

　　　　　　　　auf　den　Begriff　，，Sch6ne　Seele“

ven　lv｛amoru　Mukai

　　In　se量ner　Frankfurter　Periode　erf曲r　H：egel　eine　Spannung　zwischen　seiner

eigenen　Existenz　und　Cler　damali．cren　politisch－sozialen　Situation　Deutsehlancls．

Es　scheint　daS　er　hier　drei　Stufen　der　Existenzwahl　nacheinander

durchging．　Diese　Stufen　waren　von　ihm　selbst　als　drei　m6gliche　Haltung・　en

formuliert，　die　ein　freies　Subjekt　gegen　sein　Schicksal　nehmen　kann，

　　（1）　Erste　Stufe　（Jan．，　1797－Juli，　1798）．

　　Das　Schicksal　bricht　da　auf，　wo　die　harip．onische　Einheit　des　Menschen

und　der　Welt　verloren　geht．　Dann　1｛ann　man　entweder　das　Schicksal

l〈ampfen　oder　es　dulden．　Es　war　das　Ktimpten，　das　Hegel　zuerst　gewahlt

hat，　aber　das　Resultat　war，　daes　er　der　groSen　Kluft　zwischen　dem　ldeal

und　der　XVirl〈lichkeit　um　so　schari－er　inne　wurde．

　　（2・　）　Zweite　Stufe　（Au．cr．，　1798一　Jan．，　1799）

　　In　dem　groBen　Fragment　，，Der　Geist　des　Christentums　un6　sein　Schicl〈sal“

bestimmt　Hegel　Jesu　Haltung　．aegen　das　Schicl｛sal　als　die　einer　sch6nen

Seele．　Eben　dies　war　anch　die　Antwort，　die　nun　Hegel　seinem　eigenen

Problem　geben　wollte．　Er　wollte　sich　mit　de皿Schicksal　dadurch　vers6hnen，

daS　er　den　Standpunl〈t　der　sch6nen　Seele　nahm，　welcher　die　Einheit　des

Ktimpfens　und　Duldens　verwirltlichen　sollte．　Nun　ist　es　selbst　in　der

Bestimmun．cr　der　，，sch6nen　Seele“　zwei　Seiten　oder　vielmehr　Typen　zu

unterscheiden．　Nach　der　ersten　typischen　Konzeption　derselben，　welche

von　Schiller　gegeben　wurde，　zeigt　sie　sich　als　die　Seele，　die　mit　der

Welt　iin　freundschaftlichen　Verhtiltnis　steht　und　vielseitig　ihr　Verm6gen

entwicl〈eln　kann，　wahrend　nach　dem　zweiten　Typus，　wie　ihn　Goethe　heraus－
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