
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
合
理
主
義
）

西

谷

敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
学
者
と
し
て
多
方
薗
の
仕
事
を
し
た
人

で
あ
る
が
、
又
彼
は
若
い
時
か
ら
政
治
に
も
強
い
関
心
を
も
ち
、
政
治
家

と
し
て
政
治
に
関
わ
ろ
う
と
し
、
そ
の
気
持
は
殆
ん
ど
一
生
変
ら
な
か
っ

た
G
彼
の
活
動
は
学
問
と
政
治
の
両
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー

の
活
動
を
全
体
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
お
い
て
、
科
学
者
と

し
て
の
ヴ
ェ
ー
パ
ー
と
、
政
治
家
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
パ
ー
を
分
離
さ
せ
て

し
ま
い
、
別
々
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
見
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ

ー
パ
ー
に
つ
い
て
の
最
も
す
ぐ
れ
た
俵
記
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
避
隠

し
よ
う
と
す
る
人
が
必
ず
参
照
す
る
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
「
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
リ

ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
伝
記
」
に
お
い
て
、
こ
の
見
方
が
と
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
科
学
者
と
政
治
家
と
に
分
け
て
し
ま
っ
た
場
合
、
両
者
の
臼
指
す

方
向
が
別
々
で
あ
る
か
ら
、
両
方
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で

あ
る
。
そ
こ
で
コ
一
人
の
ヴ
ェ
…
バ
ー
が
い
る
。
傭
値
自
由
な
学
者
と
し

て
の
彼
と
、
二
値
に
と
り
つ
か
れ
熱
中
し
た
政
治
家
と
し
て
の
彼
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

そ
し
て
両
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
何
も
な
い
し
と
書
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
又
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
…
」
罫
×

芝
昌
辞
℃
o
葦
寄
び
男
9
嗣
げ
①
ひ
密
三
〇
ω
o
喜
H
り
q
G
。
に
お
い
て
、
副
題
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
彼
を
政
治
家
、
科
学
者
、
哲
学
者
と
し
て
理
解
し
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
統
一
像
を
描
き
出
す
こ
と
に
必
ず
し
も

成
功
し
て
い
な
い
。
又
彼
の
政
治
面
思
考
と
政
治
家
と
し
て
活
動
し
よ
う

と
し
て
挫
折
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
；
と
の
聞
に
矛
盾
の
あ
る
こ
と
を
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
詣
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
政
治
家
と
云
う
よ
り
も
む

し
ろ
「
政
治
理
論
家
」
と
し
て
理
解
し
た
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
「
政
治
理
論
家
に
と
っ
て
は
政
治
的
成
功
よ
り
も
政
治
的
失
敗
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
　

時
に
は
重
要
な
教
訓
に
な
る
」
と
云
う
」
・
P
・
メ
ー
ヤ
…
の
指
摘
が
ヴ

ェ
ー
パ
！
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
思
想
家
と
し
て
の
ヴ

ェ
…
バ
ー
に
お
け
る
科
学
と
政
治
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ヴ
ェ
ー
パ
…
は
、
科
学
と
政
治
は
、
調
色
を
め
ぐ
る
態
度
の
ち
が
い
に

よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
立
場
に
立
っ
て
彼
は
、

科
学
的
分
析
と
政
治
的
倫
理
的
価
魑
判
断
を
は
っ
き
り
区
洌
し
ょ
う
と
し

た
。
そ
し
て
科
学
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
反
省
（
科
総
論
）
の
上
に
立
っ

て
、
彼
は
社
会
学
を
建
殼
し
た
。
　
「
理
解
社
会
学
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ

の
社
会
学
に
お
い
て
彼
は
、
経
済
・
政
治
・
文
化
・
宗
教
・
法
律
な
ど
の

多
方
面
に
わ
た
る
社
会
現
象
を
個
人
主
義
的
合
理
主
義
的
観
点
か
ら
分
析
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哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
母

し
た
。
こ
の
分
析
に
基
づ
い
て
彼
は
、
歴
史
を
「
合
理
化
」
の
進
展
と
し

て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
多
く
の
学
者
は
、
こ
の
観
点
か
ら
ヴ
甲
r

バ
ー
の
思
想
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
等
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
科
学
論
と
社
会
学
を
中
心
と
し
て
、
彼
の
思
想
を
分
析
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
こ
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
十
八
世
紀
野
禽
理
的
啓
蒙
主
義
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ご

理
鰐
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
政
治
思
想

に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
に
立
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
「
政
治
論
文

集
」
を
中
心
と
し
て
そ
の
他
の
社
会
学
的
著
作
、
特
に
「
経
済
と
社
会
し
に

断
片
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
政
治
思
想
を
中
心
約
に
取
り
扱
っ

た
研
究
は
こ
れ
ま
で
少
な
か
っ
た
。
又
敷
網
思
想
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
も
、

彼
の
思
想
に
お
い
て
第
二
義
的
意
味
し
か
持
た
な
い
と
し
て
あ
ま
り
重
要

　
　
　
　
　
ぞ
　

視
さ
れ
な
い
か
、
又
は
抵
会
学
の
立
場
か
ら
そ
の
応
用
と
し
て
政
治
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

を
考
察
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
Q
し
か
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
立
場
に
立
つ
彼
の
政
治
思
想
の
問
題
は
、
合
理
主
義
に
基
づ
く
（
支
配

の
）
役
会
学
的
分
析
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ヴ
ェ

ー
バ
ー
が
政
治
の
聞
題
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
ま
ず
政
治
思
想
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
時
、
政
論
家

と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
…
を
考
え
て
い
く
道
が
あ
る
。
つ
ま
り
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
政
治
的
に
活
躍
し
た
時
代
（
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
蒔
代
と
第
一
次
世

界
大
戦
の
敗
戦
時
）
に
お
け
る
政
治
と
そ
れ
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

言
を
通
じ
て
、
彼
の
致
治
的
立
場
を
解
明
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
単
な
る
学
者
、
理
論
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
時

そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
政
策
を
は
つ
ぎ
り
う
ち
出
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
政
論
家
ま
た
は
政
治
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活

五
八

躍
し
た
の
で
あ
る
。
政
論
家
と
し
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
自
由
主
義
者
で
あ

る
と
共
に
世
界
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
権
力
国
家
的
地
位
を
擁
護
し
よ
う
と

し
た
。
自
由
主
義
と
権
力
国
家
の
立
場
が
い
か
に
し
て
結
び
つ
く
の
か
は

大
い
に
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的
立
場
の
重
点
は
後

者
に
お
か
れ
て
い
る
◎
こ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的
立
場
は
当
時
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
民
霊
主
義
の
立
場
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
当
言
の

ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
い

　
こる

。
又
彼
の
立
場
は
ド
イ
ツ
自
由
主
義
の
挫
折
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
指

　
　
　
　
　
ハ
い
　

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的
立
場
を
ド
イ
ツ
の

当
時
の
社
会
的
政
治
的
状
勢
に
関
連
付
け
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
も

有
意
味
で
は
あ
る
。
そ
の
試
み
は
し
か
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
を
彼

の
活
躍
し
た
時
代
、
即
ち
一
八
九
〇
一
～
九
二
〇
年
の
ヂ
イ
ツ
に
の
み
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

て
は
ま
る
思
想
と
し
て
し
か
見
な
い
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し

彼
の
思
想
は
単
な
る
主
事
的
発
言
と
は
思
わ
れ
な
い
。
彼
の
政
治
的
発
言

は
彼
の
薦
大
な
祉
会
学
的
業
績
を
ふ
ま
え
て
の
発
言
で
あ
り
、
又
彼
の
時

事
的
致
治
的
発
雷
の
底
に
流
れ
る
一
貫
し
た
彼
の
政
治
的
思
考
が
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
彼
は
確
か
に
抽
象
的
一
般
的
政
治
理
論
を
説
い
た
訳
で
は

な
い
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
そ
の
基
礎
付
け
の
問
題
に
関
し
て
現
在
の

我
々
に
も
光
を
な
げ
か
け
る
問
題
提
起
を
行
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
を
特
定
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、

彼
の
政
治
釣
思
考
を
内
在
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
こ

の
小
論
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
政
治
思
想
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
を
解
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず
彼
の
科
学
論
と
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社
会
学
を
と
り
あ
げ
、
次
に
彼
の
政
治
論
を
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
何

故
な
ら
今
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
科
学
者
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
政
治

家
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
区
別
、
或
い
は
彼
に
お
け
る
科
学
と
政
治
の

駿
鋼
、
又
、
思
想
の
内
容
に
お
い
て
科
学
論
に
お
け
る
合
理
主
義
と
政
治
論

に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
区
別
さ
れ
、
対
比
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に

客
観
的
に
み
て
科
学
論
と
政
治
論
は
非
常
に
性
格
の
異
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
両
者
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ
の
政
治
思
想

の
特
色
を
摺
宣
す
る
こ
と
が
出
来
る
G
し
か
し
両
者
を
対
比
さ
せ
な
が
ら

論
ず
る
こ
と
の
意
義
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
晩

年
に
至
る
ま
で
科
学
と
政
治
の
両
方
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
そ
し
て
彼

は
～
九
一
八
年
の
冬
に
有
名
な
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
と
「
職
業
と
し

て
の
政
治
」
の
二
つ
の
講
演
を
鞭
つ
い
で
行
な
い
、
政
治
家
と
科
学
者
の

お
か
れ
て
い
る
状
況
と
心
構
え
に
つ
い
て
説
き
、
そ
し
て
政
治
家
と
科
学

者
の
峻
別
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
両
者
が
な
す
べ
き
事
柄

は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て
い
る
、
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る

態
度
に
お
い
て
共
通
性
が
み
ら
れ
る
、
と
簸
者
は
考
え
る
「
行
動
人
の
態

度
と
科
学
者
の
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
的
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
に
お
い
て
異
な
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
R
・
ア
ロ

ン
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
門
構
記
し
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
科
学
論
と
政
治
論
を
取
り
あ
げ
両
港

を
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
は
三
つ
の
節

に
分
け
ら
れ
る
。
一
、
科
学
論
と
社
会
学
（
合
理
主
義
の
聞
題
）
二
、
ヴ

ェ
…
パ
ー
の
政
治
論
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
）
三
、
政
治
論
と
科
学

論
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
基
礎
付
け
）

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
払
伯
想
相
心

（
1
）
　
こ
の
論
文
で
取
扱
わ
れ
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ヴ
ェ
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バ
ー
の
著
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は
、
　
（
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内

　
の
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。
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。
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℃
膳
9

（
5
）
　
鍔
○
ら
・
講
夷
竃
ω
”
O
o
駆
監
。
霧
琴
。
・
。
。
9
鼠
も
Q
2
…
o
曙
δ
㎝
G
。
マ
　
G
。
も
。
餅

　
又
ヤ
ス
。
バ
　
ー
ス
、
　
晶
闘
掲
欝
　
や
　
刈
α
’

　
　
又
ガ
…
ス
と
ミ
ル
ズ
は
、
彼
の
思
想
を
愛
馬
駅
主
義
の
後
継
考
で
あ

　
る
実
証
主
義
で
あ
る
と
特
微
付
け
て
い
る
（
瓢
．
瓢
．
○
①
鳥
7
§
山
ρ

　
乏
．
鋒
ヨ
賃
閃
『
o
ヨ
罫
×
芝
の
げ
曾
図
ω
養
響
町
し
つ
g
互
。
堕
”
お
濫
冒
－

　
『
盆
g
鉱
。
コ
で
．
轟
O
）

（
6
）
　
例
え
ば
レ
ー
モ
ン
ド
・
ア
ロ
ン
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
領
域
を

五
九
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次
の
四
部
門
に
区
分
し
て
い
る
（
労
◆
》
§
ご
囲
し
霧
簿
£
滝
。
。
餌
ゆ
冨
零
亭

　
怨
⑦
脇
8
互
。
σ
q
5
粍
お
①
メ
℃
亀
お
O
）
。
一
、
方
法
論
、
哲
学
酌
研
究
、

　
二
、
本
来
の
歴
史
的
研
究
、
三
、
宗
教
社
会
学
、
匹
、
　
一
般
社
会
学
。

　
そ
の
中
で
二
の
歴
史
的
研
究
に
は
古
代
の
経
済
史
に
関
す
る
研
究

　
（
「
古
代
農
業
事
情
」
）
と
「
一
般
社
会
経
済
史
」
と
な
ら
ん
で
、
当
時

　
の
ヨ
ー
μ
ッ
パ
と
ド
イ
ツ
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
諸
問
題
に

　
関
す
る
研
究
（
そ
れ
ら
の
研
究
は
政
治
論
文
集
、
社
会
経
済
史
論
文

　
集
、
社
会
学
と
社
会
敷
策
論
文
集
に
納
め
ら
れ
て
い
る
）
が
あ
げ
ら

　
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
…
バ
乳
の
研
究
領
域
の
中
で
政
治
論
は
こ
の
よ
う

　
な
形
で
し
か
取
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
7
）
　
後
で
述
べ
る
よ
う
に
「
支
配
」
即
ち
行
政
と
「
政
治
」
は
は
っ

　
き
り
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
経
済
と
社
会
」
に
お
い

　
て
大
き
な
部
分
を
占
め
る
、
支
配
の
諸
類
型
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所

　
は
ヴ
ェ
1
バ
ー
の
「
支
配
の
社
会
学
」
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、

　
こ
れ
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
政
治
往
会
学
」
と
呼
ぶ
人
々
も
あ
る
（
例

　
え
ば
R
・
ベ
ン
デ
ィ
ク
ス
）
。
し
か
し
こ
れ
は
社
会
学
の
一
都
分
で

　
あ
っ
て
「
合
理
化
」
の
観
点
に
立
っ
て
ヴ
ェ
ー
パ
…
は
論
議
し
て
い

　
る
。
そ
の
上
「
支
配
の
社
会
学
」
は
も
っ
ぱ
ら
行
政
に
濁
す
る
の
で

　
あ
る
。
そ
こ
で
政
治
の
問
題
は
こ
こ
で
は
正
面
か
ら
論
議
さ
れ
て
い

　
る
の
で
は
な
い
。
或
い
は
又
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
支
配
の
類
型
」
で
も

　
っ
て
巌
時
と
そ
れ
か
ら
将
来
の
政
治
形
態
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、

　
こ
れ
が
あ
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
現
雀
の
状
況
か
ら
振
り
返
っ
て

　
み
よ
う
と
し
た
の
が
、
K
・
レ
ー
ヴ
ュ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
「
現
代
の
観

　
点
か
ら
見
た
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
国
家
政
策
の
晃
解
」
一
九

六
〇

　
六
五
で
あ
る
Q
こ
れ
は
最
近
の
ヴ
エ
ー
パ
ー
の
政
治
思
想
に
つ
い
て

　
の
代
表
的
研
究
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
又
円
本
に
お
い
て
も
ヴ
ェ

　
ー
バ
ー
研
究
と
し
て
重
要
な
安
藤
英
治
氏
の
「
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー

　
バ
ー
研
究
」
一
九
六
五
の
第
五
童
・
「
々
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
…
バ
ー
に
お

　
け
る
カ
リ
ス
マ
社
会
学
の
意
味
」
に
お
い
て
、
彼
の
政
治
論
を
カ
リ

　
ス
マ
社
会
学
の
観
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い

　
る
。
安
藤
氏
は
ヴ
ェ
…
バ
ー
の
政
治
思
想
を
経
済
的
、
政
治
的
近
代

　
化
の
立
場
と
し
て
み
て
い
る
。
こ
の
近
代
化
の
問
題
は
周
知
の
よ
う

　
に
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
中
心
問
題
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

　
社
会
学
の
視
角
か
ら
彼
の
政
治
思
想
を
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

　
で
あ
る
。

（
8
）
W
・
」
・
モ
ム
ゼ
ン
は
、
こ
の
観
点
か
ら
「
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

　
…
バ
…
と
ド
イ
ツ
の
政
治
一
八
九
〇
一
一
九
二
〇
偏
一
九
五
九
を
書

　
い
て
い
る
Q
こ
れ
は
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
政
治
釣
立
場
と
活
動
を
知
る
た

　
め
の
不
可
欠
の
文
献
で
あ
り
、
今
ま
で
知
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
と
文

　
献
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
9
）
田
中
真
晴
・
ヴ
ェ
；
バ
ー
の
政
治
的
立
場
、
経
済
学
説
全
集
第

　
山
嶺
巻
歴
史
学
派
の
銚
耀
二
二
展
開
、
　
マ
ッ
ク
ス
ヴ
ェ
ー
バ
ー
　
　
ド
⑩
α
①
勺

　
誤
①
…
卜
σ
8

　
平
非
〔
俊
彦
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
民
主
憲
義
同
月
轡
　
℃
悼
⑩
O
一
ω
鱒
蒔

（
1
0
）
　
竃
湯
函
。
げ
コ
”
8
冨
ζ
ぎ
鉱
。
｛
O
o
㎞
讐
ρ
藁
6
①
O
℃
蕊
ρ
や

　
　
　
b
∂
G
◎
G
。

（
1
1
）
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
困
罠
国
家
を
政
治
団
体
の
最
高
の
形
態
と
し
て

　
考
え
、
そ
れ
の
権
力
政
治
に
つ
い
て
疑
闇
を
提
出
し
な
か
っ
た
の
は
、
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彼
の
生
き
て
い
た
時
代
に
制
約
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
R
・

　
ア
ロ
ン
は
主
張
し
て
い
る
（
肉
◎
〉
巴
O
ロ
…
竃
製
陶
①
訂
属
‘
鑑
勲
①

　
ζ
9
。
o
照
星
。
簿
閂
ぎ
ぎ
竃
2
。
×
　
ゼ
く
①
ぼ
戸
部
巳
　
G
Q
o
獣
。
α
q
同
①
｝
配
2
け
。
。
お
綬

　
唱
「
置
⑩
…
お
◎
）
。

（
1
2
）
　
ヵ
■
｝
円
◎
簗
匿
鱒
隻
鋤
第
興
冨
男
〇
一
鐵
ρ
餌
①
「
職
業
と
し
て
の
学

　
問
」
と
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
）
囲
簿
δ
砦
。
［
δ
コ

　
や
。
。

一
、
科
学
論
と
社
会
学
（
合
理
主
義
の
問
題
）

　
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
、
科
学
の
立
場
を
反
省
し
て
、
社
会
科
学
の
客
観
性
を

確
立
し
よ
う
と
し
て
科
学
論
（
科
学
方
法
論
）
を
論
じ
た
。
こ
の
基
礎
の

上
に
枝
会
学
を
組
立
て
て
ゆ
こ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
彼
の
科
学
論
の
た
て

ま
え
で
あ
り
、
一
般
に
方
法
論
は
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
彼
の
科
学
論
と
社
会
学
に
食
違
い
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
云
う
批
評
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
大
塚
久
雄
磯

に
よ
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
科
学
方
法
論
専
門
の
学
者
で
あ
る
ま
え
に
、

す
ぐ
れ
た
社
会
科
学
者
で
あ
り
、
雁
大
な
業
績
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
そ
う
し
た
彼
の
被
会
科
学
の
分
野
で
の
具
体
的
な
業
績
の
中
か
ら
方
法

論
議
の
な
か
に
は
必
ず
し
も
現
わ
れ
て
い
な
い
が
、
具
体
的
な
業
績
で
は

盛
ん
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
よ
5
な
独
畠
の
方
法
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
エ
リ

る
よ
う
に
も
思
う
の
で
す
」
と
彼
は
指
摘
し
て
、
方
法
論
か
ら
は
み
繊
す

が
、
彼
の
仕
事
の
中
で
重
要
な
方
法
論
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
「
緊

ハ
　
い

張
」
Q
α
懲
藍
黛
“
σ
Q
や
「
流
動
性
」
滋
蕊
。
。
同
σ
奄
訂
犀
の
概
念
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ

は
科
学
論
を
科
学
の
方
法
論
と
同
一
視
し
た
延
金
に
あ
て
は
ま
る
事
柄
で

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

あ
る
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
科
学
論
に
お
い
て
科
学
の
方
法
論
だ
け
で
な
く
、

科
学
の
基
礎
付
け
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
社
会
科
学
の
客
観
性
の

基
礎
を
科
学
者
の
「
知
的
誠
実
さ
」
に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
科
学
者
が

対
象
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
葉
で
言
う
と
「
文
化
現
象
」
、
に
関
わ
る
態
度
が

肝
腎
な
の
で
あ
る
。
科
学
者
は
対
象
世
界
を
一
定
の
手
続
き
に
従
っ
て
構

成
し
て
い
く
。
し
か
し
社
会
科
学
の
場
合
対
象
世
界
窓
体
が
科
学
や
そ
の

他
の
入
間
活
動
自
体
を
含
ん
だ
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
社
会
科
学
者
は
対

象
樵
界
（
文
化
現
象
）
の
中
に
自
己
の
三
三
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の

を
知
る
。
従
っ
て
彼
の
研
究
の
対
象
を
な
す
社
会
や
歴
史
は
彼
を
照
ら
す

鏡
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
科
学
者
は
懲
己
自
身
に
投
げ
か
え
さ
れ
、

そ
こ
に
自
己
の
活
動
の
意
義
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
社
会
科
学
者
と
そ
の
対
象
世
界
は
即
ち
科
学
論
と
社
会
学
は

山
砂
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
し
て
科
学
論
と
社
会
学
に
共
通
し
、
こ
れ
ら

を
結
び
つ
け
る
の
は
、
合
理
主
義
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
科
学
論
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
の
科

学
論
は
、
「
価
値
霞
由
扁
≦
費
晶
器
瞬
Φ
潔
と
「
理
念
型
」
冠
2
憧
導
蕊
の
二

つ
の
考
え
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
「
価
鶴
自
由
」
に
つ
い
て
二
つ

の
事
柄
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
一
つ
は
教
壇
上
の
、
他
は
科

学
的
認
識
に
お
け
る
価
値
自
由
で
あ
る
（
≦
野
蕊
目
）
。
先
の
も
の
は
教
壇

上
で
、
教
授
者
が
学
問
に
関
し
て
、
学
生
に
教
授
す
る
事
が
務
め
で
あ
る

か
ら
、
政
治
的
・
文
化
的
・
倫
理
的
問
題
に
つ
い
て
心
妻
評
価
し
て
、
そ

れ
を
学
生
に
押
し
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
云
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

れ
故
社
会
科
学
の
教
授
者
は
教
壇
上
で
は
主
観
的
舗
値
判
断
を
す
る
政
治

家
、
，
又
は
予
言
者
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
真
理
を
追
求
す
る
学

六
一
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者
と
し
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
主
張
す
る
。
つ

ま
り
個
人
的
、
主
観
的
緬
値
判
断
に
対
し
て
、
科
学
的
・
客
観
的
認
識
を

区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
為
に
は
、

そ
の
科
学
的
認
識
が
い
か
に
し
て
得
ら
れ
る
の
か
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
第
二
の
「
価
値
自
由
」
の
闘
題
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
考
え
る
科
学
は
、
現
実
科
学
で
あ
り
、
現
実
の
特
樵
を

認
識
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
Q
現
実
は
無
数
の
出
来
事
の
集
り
で
あ

る
と
共
に
、
は
て
し
な
い
因
果
の
つ
な
が
り
で
も
あ
る
。
現
実
の
中
に
お

け
る
客
観
的
必
然
的
因
果
連
関
を
把
握
す
る
こ
と
が
す
ぐ
れ
て
現
実
科
学

の
園
丁
で
あ
る
。
魏
実
の
中
か
ら
お
の
ず
か
ら
客
観
的
認
識
が
生
れ
て
く

る
と
彼
は
決
し
て
考
え
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
現
実
は
汲
み
つ
く
せ
な

い
無
限
の
要
素
か
ら
な
り
、
又
そ
れ
慮
体
と
し
て
は
意
味
を
も
た
な
い
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
有
限
な
人
間
は
、
現
実
か
ら
あ
る
特
定
部
分
を
取
り

出
し
て
、
は
じ
め
て
規
実
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
出

来
る
Q
そ
の
特
定
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
の
図
指
す
所
に
従
っ
て
選

び
出
さ
れ
る
。
さ
て
歴
史
学
を
始
め
と
し
て
｝
般
に
社
会
科
学
は
ヴ
ェ
ー

パ
ー
は
リ
ッ
カ
ー
ト
に
な
ら
な
い
文
化
科
学
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
文
化

現
象
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
の
あ
る
部
分
は
価
値
理
念
と
関

係
づ
け
ら
れ
る
が
故
に
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
文
化
と
し
て
と
り
出
さ
れ

得
る
。
従
っ
て
無
限
の
現
実
の
中
か
ら
、
文
化
現
象
は
価
値
理
念
と
の
関

係
に
よ
っ
て
文
化
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
選
び
出
さ
れ
て
、
そ
う
し
て

初
め
て
そ
れ
は
認
識
の
鮒
象
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
現
象
の
分
類
や

意
味
付
け
が
行
な
わ
れ
た
り
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
因
果
連
関
が
探
究
さ
れ

た
り
と
云
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
科
学
老
は
、
現
実
の

六
二

一
部
を
常
に
一
面
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
科
学
者
は
科
学
的
探
究

に
お
い
て
現
実
そ
の
も
の
を
失
体
的
に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
現
実
と
距

離
を
お
い
て
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
必

要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
対
象
は
緬
値
理
念
に
従
っ
て
と
り
墨
さ
れ
る

か
ら
と
云
っ
て
、
対
象
と
な
る
「
経
験
的
事
実
の
確
定
」
と
そ
れ
に
つ
い

て
実
践
釣
に
通
値
判
断
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
望
ま
し
い
か
望
ま
し
く
な
い

か
を
決
め
る
門
評
価
的
態
度
扁
（
Q
≦
詩
酒
。
。
①
）
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な

い
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
、
人
が
価
値
理
念
に
従
っ
て
始
め
て
対
象
を
学
問
の

対
象
と
し
て
取
り
出
し
得
る
の
だ
か
ら
、
現
実
と
価
値
理
念
、
又
は
価
値

理
念
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
概
念
と
の
間
の
関
係
を
反
省
す
る
こ
と
が

出
来
る
と
す
る
。
こ
の
反
省
に
よ
っ
て
、
現
実
の
客
観
的
認
識
（
主
観
的

価
値
判
断
で
な
く
、
現
実
を
そ
の
特
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
判
断
）
が
可

能
に
な
る
と
し
た
（
Q
類
炉
鉾
◎
。
）
。
こ
れ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
緬
値
自

由
」
の
理
論
で
あ
る
。
　
「
価
値
膚
由
」
は
文
字
通
り
の
意
味
で
、
即
ち
現

実
認
識
は
価
値
と
関
係
な
く
行
な
わ
れ
、
又
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

し
て
、
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
実
認
識
は
出
発
点
か
ら
価
値
と

結
び
つ
い
て
い
る
。
客
観
的
認
識
は
選
び
禺
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
境
実

に
対
し
て
距
離
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
更
に
認
識
の
反
発
点

で
あ
り
、
又
そ
れ
を
導
い
て
い
く
価
値
理
念
を
畠
覚
し
、
種
々
の
直
答
を

混
同
し
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
必
要
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
世
界
に

唯
一
の
価
纏
理
念
が
存
在
し
、
支
配
す
る
と
考
え
な
か
っ
た
。
又
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

緬
領
の
秩
序
（
リ
ッ
カ
ー
ト
）
も
な
い
。
従
っ
て
科
学
的
認
識
の
客
観
性

の
た
め
に
何
か
の
普
遍
的
緬
値
体
系
に
頼
る
事
は
轟
来
な
い
の
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
究
極
的
価
値
理
念
が
あ
り
、
お
互
い
に
決
し
て
和
解
で
き
な
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い
対
立
の
内
に
あ
る
（
価
値
の
多
元
論
）
。
だ
か
ら
、
ど
れ
か
一
つ
を
と
ら

え
る
と
、
ど
う
し
て
も
他
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
5
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
彼
は
「
認
識
の
木
の
実
は
、
緬
値
の
対
立
を
知
る
べ
ぎ
こ
と

で
あ
り
…
…
又
全
体
と
し
て
の
人
生
が
自
然
現
象
の
様
に
流
れ
て
い
く
も

の
で
な
く
、
意
識
し
て
導
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
〔
ど

の
縛
帯
を
選
び
と
る
か
と
云
う
〕
究
極
の
決
意
の
つ
な
が
り
で
あ
る
こ
と

を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
」
（
∩
甲
ぐ
唄
U
。
　
献
⑩
ω
～
触
り
劇
）

と
云
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
ど
の
理
念
を
と
る
か
は
飼
畜
の
随
意
で
あ
る
。

し
か
し
一
度
ど
れ
か
を
選
ぶ
と
、
雷
尾
一
貫
し
て
そ
れ
に
従
う
事
が
必
要

で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
科
学
的
認
識
は
成
立
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
あ
る

観
点
、
立
場
を
選
ん
だ
な
ら
ば
、
ど
の
究
極
的
緬
値
理
念
に
帰
着
し
、
他

の
輝
輝
理
念
に
対
立
す
る
事
に
な
る
か
を
合
理
的
に
分
析
す
る
必
要
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぼ

る
。
こ
れ
は
価
値
論
議
芝
窪
岱
葬
霧
δ
嵩
（
（
甲
≦
び
．
　
亟
C
Q
㊤
”
魁
㊤
刈
1
幽
ゆ
G
◎
）
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
実
科
学
の
基
礎
を
な
す
と
共
に
、
科
学
の
仕

慕
の
一
部
分
で
あ
る
（
の
類
ぴ
㎝
O
鱒
）
。
「
自
己
の
究
極
的
立
場
を
自
己
自

身
に
対
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
云
う
勇
気
」
即
ち
「
率
直
な
知
的
誠
実
さ

の
義
務
」
（
O
芝
い
α
㊤
刈
）
が
科
学
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
…
バ

；
は
ど
の
よ
う
な
緬
値
を
選
択
す
る
か
を
考
え
る
と
云
う
こ
と
よ
り
、
む

し
ろ
選
択
さ
れ
た
価
値
理
念
を
閣
確
に
し
、
そ
れ
に
首
羅
一
貫
し
て
従
っ

て
ゆ
く
と
云
、
）
こ
と
に
お
い
て
知
性
の
本
来
酌
機
能
を
見
出
し
て
い
る
。

さ
て
知
性
の
全
面
的
信
頼
に
基
づ
く
「
無
批
判
的
な
合
理
主
義
」
或
い
は

「
包
抵
的
。
9
も
篤
星
羅
塾
舎
理
主
義
」
と
、
そ
れ
に
対
照
的
に
知
性
を
し

り
ぞ
け
直
観
や
感
情
に
訴
え
る
「
葬
合
理
主
義
」
の
両
方
に
対
し
て
、
K
・

R
ポ
ッ
パ
ー
は
「
批
判
的
合
理
主
義
」
9
三
。
』
門
…
三
9
鎮
一
。
・
ヨ
の
立
場
を
主

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

　
　
ぞ
ぜ

着
す
る
。
　
「
批
判
的
合
理
主
義
に
お
い
て
は
人
間
の
態
度
決
定
は
必
ず
し

も
知
性
に
基
づ
か
な
い
が
、
一
度
態
度
決
定
を
な
す
と
、
こ
れ
に
対
し
て

繊
来
る
だ
け
の
吟
味
を
加
え
、
反
省
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の

　
　
ハ
　
　

で
あ
る
。
知
牲
に
全
面
的
に
信
頼
し
よ
う
と
す
る
リ
ッ
カ
ー
ト
（
更
に
又

レ
ォ
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
）
に
対
立
す
る
と
共
に
、
非
合
理
主
義
的
な
「
歴
史

学
派
」
の
人
々
特
に
ク
ニ
ー
ス
に
（
∩
Ψ
ぐ
『
］
C
　
蒔
α
“
　
μ
蒔
b
δ
～
目
轟
ら
Q
）
反
対
し

た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ま
さ
し
く
、
こ
の
「
批
判
的
舎
理
主
義
」
の
立
場
に
立

っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
合
理
主
義
の
に
な
い
手
を
ヴ
ェ

ー
バ
ー
は
「
文
化
人
」
と
呼
び
、
「
文
化
人
」
を
「
意
識
し
て
世
界
に
対

し
て
立
場
を
と
り
、
世
界
に
意
味
を
与
え
る
能
力
と
意
志
を
も
っ
た
」
も

の
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
（
Q
≦
H
、
」
c
。
O
）
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
「
文
化

人
」
が
文
化
科
学
に
お
け
る
客
観
的
認
識
の
前
提
を
な
す
も
の
と
理
解
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
；
バ
；
は
「
歴
史
学
派
」
の
人
々
（
ロ
ッ
シ
ャ
ー
や
ク
ユ
ー
ス
）
が
現

実
と
思
惟
と
の
関
係
を
あ
い
ま
い
に
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
厳
し
く

獄
毒
し
た
（
Q
奢
ピ
◆
島
■
μ
濫
）
。
彼
は
そ
こ
で
思
惟
に
よ
っ
て
現
突
を
整

序
す
る
仕
方
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
。
ま
ず
現
実
の
｝
部
分
を
科
学

の
対
象
と
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
取
り
繊
す
か
と
云
う
彼
の
問
題
を
「
価

億
自
由
」
の
概
念
を
通
じ
て
説
明
し
た
。
次
に
そ
の
よ
う
に
し
て
取
り
出

さ
れ
た
対
象
（
現
実
）
を
概
念
で
も
っ
て
把
握
す
る
こ
と
に
つ
い
て
解
明
す

る
こ
と
に
し
よ
う
◎
ヴ
ェ
ー
パ
；
は
文
化
科
学
が
優
人
と
し
て
人
間
の
行

動
又
は
経
験
を
探
究
す
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
が
感
情
や
直
観
を
通
じ
て

直
接
的
に
把
握
さ
れ
る
と
は
決
し
て
考
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
化

科
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
概
念
は
、
現
実
の
中
か
ら
取
り
繊
さ
れ
た
の

六
三
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哲
学
研
究
　
第
五
蒼
二
十
号

で
は
な
く
、
一
定
の
観
点
の
下
で
現
実
の
あ
る
部
分
を
抜
き
幽
し
、
そ
れ

を
思
想
的
に
高
昇
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
思
想
像
」
○
？

幽
雪
寄
ロ
露
冠
（
（
Ψ
≦
闘
U
　
　
瞬
ゆ
O
～
目
ゆ
囲
）
で
あ
る
。
こ
の
「
思
想
像
」
が
「
理

念
型
」
と
呼
ば
れ
る
。
　
「
理
念
型
」
は
現
実
の
世
界
の
中
で
見
出
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
又
個
々
の
実
在
が
見
本
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
よ
う
な
類
概

念
で
も
な
い
。
　
「
理
念
型
篇
は
｛
面
的
で
葬
現
実
的
（
ユ
…
ト
ピ
ア
的
）

で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
一
層
一
義
的
に
明
確
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
理
念
型
」
は
理
想
的
極
限
概
念
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
と
現
実

を
比
較
し
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
爽
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
理
念
型
と
現
実
を
照
し
害
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実

を
是
認
し
た
り
又
は
否
認
し
た
り
す
る
と
云
う
理
念
型
の
規
範
的
使
用
は

な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
「
理
念
型
」
と
現
実
と
の
距
離
を
測
る
と
云

う
そ
の
論
理
的
使
屠
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
さ
て
「
理
念
型
」
は
記
述
の

手
段
と
し
て
術
語
的
に
留
分
量
的
に
用
い
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
又
研

究
の
手
段
と
し
て
発
見
術
的
に
役
立
つ
、
即
ち
そ
れ
は
出
来
事
の
因
果
帰

属
を
き
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
「
発
生
的
」
概
念
で
あ
る
。
理
念
型
は
、

、
こ
の
二
颪
を
も
つ
が
、
社
会
学
で
は
第
　
の
面
が
、
歴
史
学
で
は
第
二
の

颪
が
重
視
さ
れ
る
。
　
「
社
会
学
は
、
類
型
概
念
を
構
成
し
、
繊
来
事
の
一

般
的
法
則
を
探
究
す
る
。
そ
れ
は
個
々
の
文
化
的
に
重
要
な
行
為
、
形
象
、

人
裕
の
因
果
的
分
析
、
及
び
帰
属
を
求
め
る
歴
史
学
と
は
反
対
で
あ
る
」

（
司
償
ρ
Φ
）
。
こ
れ
ら
は
探
究
の
方
向
は
異
な
る
が
、
お
互
い
に
補
な
い

合
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
社
会
学
は
、
そ
の
七
福
を
歴
史
学
に
仰
ぎ
、
歴
史

学
は
、
因
果
帰
属
の
た
め
に
社
会
学
を
利
用
す
る
。
又
合
理
化
の
進
展
と

　
云
う
点
で
、
社
会
学
は
歴
史
学
と
内
容
的
に
密
撲
な
つ
な
が
り
を
持
つ
。

穴
酋

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
理
念
型
し
を
駆
使
し
て
、
彼
は
「
理
解
社
会
学
」
と
呼
ば
れ
る
彼
の
社

会
学
を
構
成
し
て
行
く
。
　
「
社
会
学
は
、
社
会
的
行
為
を
解
明
し
つ
つ
理

解
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
経
過
と
そ
の
結
果
を
因
果
的
に
説
明
し
よ
う

と
す
る
科
学
の
事
を
書
う
べ
ぎ
で
あ
る
」
（
≦
虞
○
一
）
Q
拙
会
的
行
為
は
、

行
為
者
が
他
人
の
態
度
を
意
識
し
、
又
そ
れ
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
る

場
合
を
言
う
の
で
あ
る
。
人
は
行
動
す
る
際
、
自
分
が
何
故
行
動
す
る
の

か
、
又
行
動
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
自
覚
し
て
い
る
。
そ
こ
で
人
は
、

自
己
及
び
他
人
が
、
何
を
隣
指
し
て
行
動
す
る
の
か
、
行
動
に
附
せ
ら
れ

た
主
観
的
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
を
理
解

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
の
動
機
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
う

し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
外
物
と
は
異
な
っ
て
、
人
間
の
行
為
を
内
側
か
ら
理

解
し
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
人
間
の
行
為
だ
け
が
理
解
で
き
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
「
理
解
」
と
云
5
方
法
を
用
い
る
と
云
う
点
で
、
社
会
学
は
自
然
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

学
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
理
解
は
、
単
な
る
直
観
や
感
情
盛
人
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
理
念
狸
と
云
う
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
栓

会
学
の
基
礎
を
な
す
社
会
的
行
為
の
、
又
　
般
に
行
為
の
規
定
根
拠
（
動

機
）
の
晒
つ
の
類
型
（
理
念
型
）
を
あ
げ
て
い
る
。
社
会
的
行
為
は
、
ω
目

的
合
理
的
に
N
乏
臼
宥
蝕
。
麸
轡
②
価
値
合
理
的
に
巽
Φ
冨
建
ご
憲
囲
・
㈲
管
学

的
に
強
①
貯
単
一
■
㈹
伝
統
的
に
募
魯
一
9
・
。
一
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
分
類
は

有
名
で
あ
り
、
行
為
を
基
礎
に
し
て
、
心
理
学
的
に
社
会
学
を
構
成
し
よ

う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
達
に
大
ぎ
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
分

類
に
つ
い
て
、
次
の
事
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
　
一
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
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こ
れ
ら
を
類
型
或
い
は
「
理
念
型
」
と
し
て
取
り
撮
し
た
。
こ
れ
ら
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ね

般
の
行
為
に
含
ま
れ
て
い
る
両
極
的
な
揚
合
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

合
理
的
に
対
し
て
非
合
理
的
、
又
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
対
照
的
な
場
合
と
云

う
よ
う
に
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
現
実
の
全
体
を
お
お
う
よ
5
な
理
論
、

或
い
は
行
為
の
動
機
の
体
系
を
作
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
幾

何
学
の
図
型
と
同
じ
よ
う
に
合
理
的
に
構
成
さ
れ
て
は
い
る
が
、
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

の
中
に
そ
の
ま
ま
に
晃
出
さ
れ
な
い
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
二
、
彼

は
、
こ
れ
ら
の
類
型
を
心
理
学
に
基
づ
い
て
取
り
蒸
し
た
の
で
は
な
い
。
も

し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
社
会
学
は
心
理
学
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
ま
ち
が
い
で
あ
る
亀
¢
φ
り
）
。
心
理
学
に
よ
っ

て
、
行
為
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
霞
来
な
い
。
心
理
学
は
、
行
為
の

行
な
わ
れ
る
環
境
を
探
究
す
る
も
の
と
し
て
役
立
つ
が
、
他
に
も
こ
れ
に

役
立
つ
学
問
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
心
理
学
を
社
会
学
の
補
助
学
と
し
て
特

励
扱
い
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
類
型
は
、
心
理
学
的
に
で
は
な
く
、

む
し
ろ
論
理
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
三
、
彼
は
、
行
為
の
規
定

根
拠
の
四
つ
の
類
型
を
た
だ
益
べ
た
の
で
は
な
く
、
国
的
合
理
的
な
方
向

付
け
が
、
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
霊
的
合
理
的
に
行
為
す
る
場
舎
に
、

圏
的
と
手
段
の
関
係
が
一
義
的
で
あ
る
限
り
、
行
為
は
最
も
明
認
に
、
又

最
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
と
彼
は
考
え
る
。
非
合
理
的
或
い
は
感
情
的
行
為

は
、
こ
の
様
な
行
為
か
ら
の
へ
だ
た
り
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
が

「
方
法
的
合
理
主
義
」
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
れ
を
彼
の
社
会
学

の
方
法
で
あ
る
「
理
解
」
の
為
の
便
宜
と
し
て
採
期
す
る
の
で
、
社
会
を

合
理
主
義
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
っ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
弁
明
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
相
心

い
。
何
故
な
ら
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
後
に
見
る
よ
う
に
社
会
を
合
理
化
の

観
点
か
ら
捉
え
た
。
歴
史
は
合
理
化
の
進
展
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

方
法
的
合
理
主
義
が
実
質
的
合
理
主
義
に
転
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
云
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
目
的
合
理
性
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
！

の
自
由
の
観
念
と
関
係
が
深
い
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼

は
、
経
済
学
に
お
け
る
「
歴
史
学
派
」
に
晃
ら
れ
る
μ
マ
ソ
主
義
的
、
非

合
理
的
な
自
由
の
観
念
を
否
定
し
た
。
彼
等
は
何
故
生
じ
た
の
か
分
ら
な

い
非
合
理
的
行
為
を
、
理
解
し
、
予
測
で
き
な
い
が
故
に
創
造
的
で
膚
由
な

行
為
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
自
由
に
行
動
し
よ
う
と

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
の
行
為
は
一
義
的
に
羅
的
に
対
す
る
手
段
の
関
係
に

よ
っ
て
動
機
付
け
ら
れ
て
、
従
っ
て
合
理
的
に
解
明
さ
れ
得
る
と
主
張
し

た
（
○
芝
野
お
ト
っ
）
。
行
為
が
虞
由
に
な
る
ほ
ど
、
究
極
的
価
値
と
の
内
爾

的
平
尾
～
謁
し
た
「
人
格
」
（
○
≦
劉
陣
ω
卜
⊃
）
の
観
念
も
明
瞭
に
な
り
、
究

極
的
価
値
は
行
動
の
目
的
と
な
り
、
行
為
は
隠
的
合
理
的
に
行
な
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
自
由
な
行
為
は
、
経
済
的
に
合
理
的
に
行
為
す
る
人
間
に

典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
理
論
経
済
学
の
法
則
は
、
意
志

の
自
由
を
前
提
に
し
て
い
る
」
（
○
≦
ピ
．
帰
ω
ら
。
）
と
彼
は
主
張
す
る
。
こ
う

し
て
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
、
薗
由
な
人
間
の
行
為
を
科
学
の
中
に
・
取
り
入
れ
る

事
に
な
っ
た
。
獄
的
合
理
性
を
行
為
の
類
型
の
蕪
礎
に
お
い
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
理
解
社
会
学
は
、
人
間
の
嵐
由
を
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
が
分
る
。

　
理
解
社
会
学
の
構
成
に
戻
ろ
5
。
社
会
的
行
為
に
続
い
て
、
社
会
関
係

の
定
義
が
な
さ
れ
る
。
「
社
会
関
係
と
は
、
そ
の
意
味
す
る
所
が
お
互
い
の

人
々
を
め
あ
て
に
し
、
又
こ
れ
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
た
多
数
者
の
態

度
の
こ
と
を
言
う
べ
き
で
あ
る
」
（
≦
諾
P
H
ω
）
。
こ
こ
で
多
数
表
が
網
互

六
五
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に
関
わ
り
合
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
が
結
合
（
連
帯
）

で
あ
る
か
、
或
い
は
そ
の
反
対
で
あ
る
対
立
で
あ
る
か
ど
う
か
を
間
わ
な

い
。
国
書
や
教
会
、
組
合
と
い
う
よ
う
な
団
体
は
こ
の
よ
う
な
祉
会
関
係

に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
。
だ
か
ら
社
会
関
係
が
消
減
す
れ
ば
、
先
の

色
々
な
団
体
は
消
滅
す
る
。
そ
れ
ら
の
団
体
が
存
続
す
る
か
ど
5
か
は
、

社
会
関
係
が
存
在
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

社
会
関
係
の
行
な
わ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
団
体
は
、
外
に
対
し
て
統
質
的
に
制
限
さ
れ
、
封
鎖
さ
れ
た
祖
会
関

係
で
あ
る
。
そ
の
社
会
関
係
の
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
一
定
の

人
々
が
、
即
ち
指
揮
者
冒
圃
ρ
臼
或
い
は
行
政
幹
部
く
①
≧
鼻
琶
σ
q
ω
ω
δ
ぴ
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
団
体
の
特
色
で
あ
る
（
妻
仁
O
．
冒
①
）
。
団
体
の
存

在
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
存
在
に
か
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
入

人
が
役
割
を
果
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
団
体
は
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
…
パ
ー
は
社
会
的
行
動
、
そ
れ
に
基
づ
く
社

ム瓜

ﾖ
係
、
　
こ
れ
に
基
づ
く
磁
体
と
一
本
・
）
一
一
一
っ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
社
ム
箕
を

分
析
し
た
。
国
家
と
云
う
よ
5
な
団
体
を
個
入
か
ら
独
立
し
た
実
体
と
し

て
考
え
な
い
で
、
個
人
の
社
会
的
行
為
に
還
元
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
こ

　
ハ
ほ
　

と
が
ヴ
ェ
ー
バ
1
の
社
会
学
の
特
色
を
な
し
て
い
る
。
彼
は
社
会
を
鯛
人

主
義
的
或
い
は
名
目
主
義
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
彼
が
価
値
を
永
遠
的
普
遍
的
存
在
（
実
体
）
と
し
て
見
ず
、
個
人
に

よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
と
見
た
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
。

　
さ
て
団
体
に
お
い
て
、
「
社
会
関
係
の
秩
序
」
或
い
は
「
団
体
の
秩
序
」

（
類
¢
O
．
b
。
①
）
を
守
る
為
に
人
々
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
秩
序
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
社
会
学
は
行
為
の
一
般

六
六

的
法
則
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
て
そ
し
て

規
則
正
し
く
あ
ら
わ
れ
る
社
会
的
行
為
が
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
「
慣
行
」

しご

c
暑
げ
と
呼
ぶ
。
し
か
し
単
に
規
則
正
し
く
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

も
っ
と
安
定
し
た
内
面
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
社
会
的
行
為
、
或
い
は
社

会
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
秩
序
」
つ
聚
¢
ρ
H
①
）
で
あ
る
。
秩
序
は
妥

当
す
る
O
簿
2
。
し
か
し
妥
当
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
法
学

的
客
観
的
な
意
味
で
な
く
、
被
会
学
的
経
験
的
意
味
で
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
行
為
に
対
し
て
拘
束
的
、
或
い
は
模
範

的
な
格
率
竃
。
。
×
ぎ
Φ
に
従
っ
て
行
為
が
現
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
と
こ
ろ
で
秩
序
が
妥
当
す
る
の
は
、
そ
れ
が
正
当
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
秩
序
の
正
極
性
い
。
α
q
賦
§
識
け
は
次
の
直
な
仕

方
で
秩
序
に
帰
せ
ら
れ
る
（
芝
償
Ω
．
搭
）
。

　
a
　
伝
統
に
よ
っ
て
、
即
ち
常
に
存
在
し
た
も
の
の
妥
当
に
よ
っ
て
。

　
b
　
感
動
的
（
特
に
椿
緒
的
）
信
念
に
よ
っ
て
、
即
ち
新
た
に
啓
示
さ

　
　
れ
た
り
、
或
い
は
模
範
的
な
も
の
の
妥
巌
に
よ
っ
て
。

　
c
価
値
合
理
的
信
念
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
絶
対
に
妥
当
す
る
と
推
論

　
　
さ
れ
た
も
の
の
妥
豪
に
よ
っ
て
。

　
d
合
法
性
が
あ
る
と
儒
ぜ
ら
れ
る
実
定
法
に
よ
っ
て
。

こ
の
合
法
性
は
、
ω
こ
れ
に
対
す
る
利
害
当
事
者
達
の
協
定
に
よ
っ
て
、

㈹
人
の
人
に
対
す
る
正
当
な
も
の
と
し
て
妥
撫
す
る
支
配
と
服
従
に
基
づ

く
授
与
に
よ
っ
て
正
当
な
も
の
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
こ
の
類
型
的
分
類
で
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
類
が
社
会

的
行
為
の
四
つ
の
類
型
に
基
づ
く
こ
と
は
ゑ
う
ま
で
も
な
い
。
但
し
順
序

は
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
又
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
を
別
の
爾
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か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
b
に
お
い
て
は
主
と
し
て
宗
教
が
、
d
の
⑭
に
お
い

て
は
経
済
が
、
d
の
㈹
に
お
い
て
は
政
治
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
領
域
に
お
け
る
人
間
の
行
為
、
社
会
関
係

を
正
当
的
秩
序
の
維
持
と
云
う
観
点
か
ら
な
が
め
た
こ
と
が
分
る
。
そ
し

て
彼
は
秩
序
の
維
持
と
云
う
点
か
ら
団
体
の
構
造
を
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
社
会
秩
序
の
維
持
と
云
う
観
点
か
ら
社
会
を
考
察
す
る
機
能
主
義

的
見
方
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
又
。
が
問
題
に
な
る
。
秩
序
の
正
面
性

を
信
じ
る
こ
と
は
、
即
ち
価
値
合
理
的
に
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
価
値
合
理
的
信
念
が
、
他
の
三
つ
の
a
、
b
、

d
の
基
礎
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
繊
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
る

と
a
、
b
、
d
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
も
っ
た
ま
ま
で
価
値
合
理
的
な
も

の
と
し
て
自
覚
さ
れ
、
正
嚢
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
正
当
性
を
考
え
る
こ
と
が
繊
来
な
い
◎

　
さ
て
団
体
は
、
常
に
あ
る
程
度
ま
で
「
支
配
異
体
」
（
≦
β
の
b
こ
り
）
で
あ

る
。
つ
ま
り
期
体
は
、
そ
の
成
員
が
現
行
秩
序
に
よ
る
支
配
に
服
従
し
て

い
る
限
り
、
「
支
配
団
体
」
で
あ
る
。
そ
し
て
秩
序
を
維
持
し
、
そ
の
た
め

に
命
令
を
発
す
る
、
或
い
は
命
令
を
受
け
る
行
政
幹
部
が
団
体
に
は
存
在

し
て
い
る
。
団
体
は
、
単
な
る
慣
習
的
秩
序
で
な
く
、
合
理
的
に
法
規
化

さ
れ
た
秩
序
を
持
つ
場
合
、
「
結
社
」
＜
①
門
①
ぎ
（
毛
鋸
○
』
ゆ
）
又
は
「
強
制

機
関
」
》
山
門
螢
詳
（
≦
償
Ω
’
b
。
o
。
）
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
協
定
に
よ

る
秩
序
が
あ
る
の
に
遣
し
て
、
後
者
に
お
い
て
秩
序
は
、
　
＝
疋
の
し
る
し

の
人
々
に
授
与
さ
れ
て
い
る
。
政
治
団
体
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、

あ
る
地
域
内
で
行
政
幹
部
が
物
理
的
強
制
で
も
っ
て
団
体
の
維
持
と
そ
の

秩
序
の
妥
当
を
継
続
的
に
保
障
し
よ
5
と
す
る
限
り
で
の
支
配
団
体
の
こ

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

と
で
あ
る
。
又
国
象
と
は
、
そ
の
行
政
幹
部
が
秩
序
の
実
施
の
た
め
に
物

理
的
強
制
の
正
当
な
使
用
の
独
占
を
要
求
し
、
独
占
し
た
場
合
に
継
続
的

に
運
営
さ
れ
る
政
治
的
強
制
機
関
で
あ
る
（
芝
償
Ω
．
も
。
り
）
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー

の
考
え
る
国
家
は
近
代
的
・
合
理
的
な
国
家
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、

政
治
団
体
、
特
に
国
家
を
翼
的
を
も
っ
て
継
続
的
に
運
営
さ
れ
る
も
の

じ
σ
σ
鼠
①
ぴ
と
し
て
見
た
が
、
そ
れ
の
特
質
を
鼠
的
の
面
か
ら
見
な
い
で
（
何

故
な
ら
、
国
家
の
目
的
は
あ
ま
り
に
多
方
彌
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
目

的
か
ら
そ
の
定
義
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
）
、
用
い
ら
れ
る
特
有

の
手
段
、
即
ち
物
理
的
強
悪
の
独
占
と
云
う
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。

そ
の
手
段
は
常
に
用
い
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
最
後
的
に
は
用
い
ら

れ
る
手
段
で
あ
る
。
従
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
国
家
の
本
質
を
と
ら
え
る
と

云
う
よ
り
、
そ
の
運
営
の
仕
方
の
特
徴
を
と
ら
え
て
他
の
団
体
と
区
別
し

よ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
国
家
は
、
外
的
強
制
の
為
の
機

関
で
あ
り
、
国
家
の
維
持
運
営
は
支
配
服
従
関
係
に
基
づ
く
、
又
国
家
を

運
営
す
る
と
云
う
点
か
ら
、
蔵
置
の
出
す
命
令
が
有
効
に
実
施
さ
れ
る
必

要
が
あ
り
、
そ
の
為
の
合
理
的
組
織
（
宮
津
制
組
織
）
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　
さ
て
国
家
、
政
治
団
体
な
ど
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
支
配
と
服
従
は
、

相
互
関
係
で
あ
る
。
支
配
は
～
定
の
内
容
を
持
つ
命
令
に
所
与
の
人
々
が

服
従
す
る
チ
ャ
ン
ス
の
事
を
言
う
と
し
て
定
義
さ
れ
る
（
禁
固
ρ
b
◎
Q
。
）
。

支
配
関
係
に
は
命
令
が
服
従
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
。
そ
し
て
国
家
に

お
け
る
よ
う
に
、
支
配
と
服
従
は
制
度
と
し
て
確
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
権
力
は
、
社
会
関
係
の
中
で
抵
抗
に
さ
か
ら
っ
て
自
己
の
意
志
を
つ

ら
ぬ
く
チ
ャ
ン
ス
（
こ
れ
が
何
に
基
づ
く
に
し
て
も
）
を
意
味
す
る

（
≦
¢
O
鱒
。
。
）
。
権
力
は
、
そ
れ
を
持
つ
者
の
「
方
的
働
き
か
け
を
意
味
す

六
七
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る
。
し
か
し
そ
れ
は
状
況
の
中
で
常
に
変
化
し
流
動
的
で
あ
る
の
で
、
権

力
の
概
念
は
往
会
学
約
に
は
無
定
形
的
⇔
ヨ
○
む
劉
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
こ
の
よ
う
に
支
配
と
権
力
を
明
確
に
区
別
し
、
権
力
に
関
し
て
類
型
を

構
成
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
。
さ
て
支
配
服
従
関
係
で
服
従
す
る
人
々
は
、

出
さ
れ
た
命
令
が
何
ら
か
の
意
味
で
正
嘉
で
あ
る
と
儒
じ
て
従
う
。
そ
こ

に
は
じ
め
て
安
定
し
た
支
配
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
支
配
の
正
豪

性
に
対
す
る
信
念
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
支
配
を
三
つ
の
類
型
に
区

別
し
て
い
る
0
0
り
携
定
さ
れ
た
規
則
に
対
す
る
信
念
に
も
と
つ
く
合
法
的

支
配
。
②
古
く
か
ら
の
伝
統
の
神
聖
さ
の
儒
念
に
基
づ
く
伝
統
的
支
配
。

㈲
認
る
個
人
又
は
彼
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
命
令
の
特
別
の
面
罵
な
神
聖
さ

の
儒
・
怠
に
基
づ
く
カ
リ
ス
マ
的
支
配
。
支
配
の
正
当
性
の
信
念
は
、
先
に

述
べ
た
正
当
的
秩
序
の
根
拠
付
け
の
㈲
に
対
製
す
る
。
そ
5
す
る
と
三
つ

の
帰
趨
的
支
配
の
類
型
は
そ
れ
ぞ
れ
先
の
根
拠
付
け
の
d
㈹
、
a
、
b
に

対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
の
b
に
つ
い
て
宗
教
の
領
域
の
こ
と

で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
宗
教
的
な
事
柄
が
、
他
の
領
域
に
関
連
し
な

い
と
云
う
こ
と
は
な
い
。
ま
っ
た
く
そ
の
逆
で
あ
る
。
宗
教
が
い
か
に
臼

常
生
活
の
諸
々
の
面
、
特
に
宗
教
に
関
係
が
な
い
と
一
般
に
思
わ
れ
る
経

済
と
関
係
し
て
来
た
か
が
彼
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
宗
教
挫
会
学
論
文
集
し
の

全
体
を
貫
ぬ
く
中
心
約
問
題
で
あ
る
。
更
に
支
配
服
従
関
係
が
、
宗
教
劇

権
威
に
基
づ
く
こ
と
は
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
逆
に
宗
教
は
、
力
婆

ス
マ
的
支
配
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
二
つ
の
支
配
の
類
型
に
深

い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
宗
教
と
支
配
服
従
関
係
が
相
応
し
な
が

ら
、
そ
れ
ら
の
概
念
が
拡
大
し
解
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際

彼
は
、
宗
教
を
支
配
服
従
関
係
に
基
づ
い
て
、
そ
の
投
機
的
基
礎
を
分
析

六
八

し
た
。
更
に
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
宗
教
だ
け
で
な
く
社
会
の
色
々
な
領
域
・
法
・

文
化
・
経
済
等
を
、
支
配
服
従
関
係
を
軸
に
し
な
が
ら
、
分
析
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
そ
こ
で
「
支
配
は
全
て
社
会
的
な
も
の
の
中
心
的
現
象
で
あ

る
偏
（
≦
μ
一
（
甲
■
鱗
G
o
り
）
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
様
に
支
配
が
重
要
な
意
味
を
も

つ
の
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
；
が
団
体
の
秩
序
維
持
が
い
か
に
行
な
わ
れ
る
か
を

も
と
に
し
て
社
会
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
支
配
を
、
主
と
し
て
勢
車
の
秩
序
維
持
の
面
か
ら
見
て
き
た
。
し
か
し

支
配
関
係
を
騎
の
薗
か
ら
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
「
支
配
を
通
じ
て
無
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

形
的
な
共
同
社
会
的
行
為
O
o
旨
。
ぎ
8
｝
麺
｛
箆
δ
乱
Φ
ぎ
か
ら
合
理
的
ゲ
ゼ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

シ
ャ
フ
ト
関
係
く
。
お
の
・
。
塾
ω
。
薮
ぎ
コ
α
q
が
生
れ
る
。
又
そ
う
で
な
い
他
の

三
焦
に
も
、
共
同
社
会
行
為
に
形
を
与
え
、
と
り
わ
け
閣
的
に
対
す
る
志

向
性
を
一
義
的
に
決
定
す
る
の
は
、
支
配
の
構
造
と
支
配
の
展
開
で
あ

る
」
（
≦
¢
○
・
窃
濠
）
Q
支
配
を
通
じ
て
、
継
続
的
目
的
行
為
、
即
ち
運
営

が
可
能
に
な
る
こ
と
が
分
る
。
そ
こ
で
目
的
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
が
い
か

に
能
率
よ
く
実
現
さ
れ
る
か
、
つ
ま
り
臼
的
合
理
性
が
問
題
と
な
っ
て
く

る
。
合
理
性
と
云
う
観
点
か
ら
み
て
最
も
進
ん
で
い
る
の
は
、
先
の
三
つ

の
支
配
類
型
の
内
、
舎
法
的
支
配
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
純
粋
型
を
ヴ
ェ

ー
バ
！
は
「
官
僚
制
に
と
呼
ぶ
（
芝
鴬
○
．
目
溢
⊃
③
）
。
次
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
…
に

従
っ
て
、
官
僚
欄
組
織
の
特
質
と
官
僚
化
の
進
展
に
つ
い
て
の
べ
る
こ
と

に
す
る
。
官
僚
欄
組
織
に
お
い
て
、
窟
僚
は
全
生
活
を
職
場
に
依
存
し
、

　
定
の
非
人
格
的
規
則
に
従
っ
て
行
動
す
る
。
こ
の
組
織
に
お
い
て
命
令

系
統
は
一
元
化
さ
れ
、
各
人
の
寒
詣
の
分
撫
は
厳
密
に
き
め
ら
れ
て
い
る
。

命
令
さ
れ
た
事
は
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
、
実
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
、
こ
の
官
僚
制
組
織
は
、
今
ま
で
考
え
ら
れ
た
組
織
の
中
で
、
最
も
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正
確
に
迅
速
に
能
率
よ
く
働
く
と
云
う
点
で
、
最
も
舎
理
的
で
予
鯛
可
能

的
な
も
の
で
あ
る
。
官
僚
制
組
織
は
工
場
の
中
の
機
械
装
釘
に
比
べ
る
こ

と
が
慮
来
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
官
僚
制
組
織
の
合
理
的
で

能
率
的
な
面
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
勝
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
官

僚
制
組
織
は
国
家
の
み
な
ら
ず
桂
根
の
あ
ら
ゆ
る
薩
に
お
い
て
、
例
え
ば

労
働
組
舎
、
研
究
所
、
大
学
、
政
均
等
に
お
い
て
発
展
し
て
来
た
。
何
故

な
ら
こ
の
組
織
が
最
も
合
理
的
能
率
的
組
織
で
あ
っ
て
、
組
織
の
規
模
が

大
き
く
な
り
又
組
織
が
複
雑
に
な
る
と
、
必
然
的
に
こ
の
嘗
僚
制
組
織
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
官
僚
制
の
進

展
即
ち
官
僚
化
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に

は
、
筥
僚
制
を
伴
う
携
の
組
織
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
で
あ

る
。
だ
か
ら
ヴ
ュ
ー
バ
！
は
、
「
我
々
の
存
在
全
体
が
即
ち
我
々
の
生
存

の
政
治
的
、
技
術
的
、
経
済
的
根
本
条
件
が
専
門
的
に
訓
練
さ
れ
た
官
僚

制
組
織
に
、
特
に
桂
会
生
活
の
最
も
重
要
な
差
置
の
働
き
の
に
な
い
手
と

し
て
法
的
に
訓
練
さ
れ
た
国
家
窟
僚
に
、
金
く
不
可
避
蘭
に
依
存
し
て
い

る
」
（
○
膨
ω
固
’
G
◎
）
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
不
可
避
的
な
官
僚
化
の
進
展

と
云
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
社
会
の
諸
集
団
の
合
理
化
の
進
展
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
社
会
に
お
け
る
合
理
的
組
織
の
発
農
は
世
界
全
体
の
「
合
理
化
」

の
進
展
の
～
側
面
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
解
説
す
る
。
そ

し
て
彼
は
こ
れ
を
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
徴
に
お
い
て
発
達
し
た
「
普
遍
的

意
味
と
妥
当
性
を
も
っ
た
発
展
方
向
」
（
○
労
ω
り
瞬
）
と
考
え
た
。
近
世
に

な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
の
人
々
の
よ
う
に
世

界
が
魔
術
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
不
珂
思
議
で
葬
合
理
的
な
も
の

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
政
治
思
想

で
あ
る
、
或
い
は
又
世
界
に
は
神
秘
的
で
人
間
の
カ
で
は
予
測
繊
来
な
い

よ
う
な
力
が
働
い
て
い
る
、
と
云
っ
た
考
え
方
を
捨
て
た
。
彼
等
は
、
世

界
に
お
け
る
全
て
の
事
柄
は
原
劉
的
に
人
間
の
精
神
又
は
理
性
に
よ
っ
て

理
解
さ
れ
、
予
測
さ
れ
得
る
と
考
え
た
。
従
っ
て
人
闘
は
こ
の
世
界
に
擁

し
て
自
分
の
カ
で
も
っ
て
働
き
か
け
、
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
が
出
来
る

と
信
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
「
世
界
の
合
理
化
偏
で
あ
り
、
「
知

性
化
」
H
三
亀
①
寮
霧
＝
。
・
同
⑦
毎
一
薩
「
魔
術
か
ら
の
解
放
」
国
三
謎
暮
賃
§
α
q
と
呼

ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
近
徴
に
お
け
る
世
界
全
体
の
合
理
化
を
可
能

な
ら
し
め
た
も
の
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
特

に
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
重
視
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
論
ず
る

の
は
甥
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
発
展

し
、
現
に
発
展
し
て
い
る
科
学
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ヴ
ェ

…
バ
…
は
こ
の
世
界
金
体
の
合
理
化
の
一
部
を
な
す
と
共
に
そ
れ
を
可
能

な
ら
し
め
た
の
が
科
学
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
○
≦
い
．
ミ
G
。
）
。

科
学
者
は
撚
界
を
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
、
世
界

に
お
け
る
出
来
事
を
怨
讐
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
、
世
界
を
客
観

的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
幻
想
の
徹
底
的
破
壌
と

共
に
科
学
的
に
捉
わ
れ
な
い
態
度
が
み
ら
れ
る
。
合
理
化
さ
れ
た
世
界
に

お
い
て
宗
教
、
経
済
、
政
治
、
文
化
な
ど
の
以
前
は
融
合
し
て
い
た
諸
領

域
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
平
易
性
に
従
っ
て
分
離
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
領

域
の
基
礎
に
あ
る
備
値
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
共
に
お
互
い
に
対
立
、
緊
張

す
る
に
至
る
。
合
理
化
さ
れ
た
批
界
は
決
し
て
統
一
さ
れ
、
調
和
の
と
れ

た
世
界
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
に
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
諸
領
域
（
諸
説
龍
）

の
対
立
し
た
状
態
に
あ
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
：
バ
ー
の
考
え
に
よ

六
九
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る
と
、
あ
る
合
理
化
さ
れ
た
領
域
は
他
の
領
域
か
ら
見
る
と
非
合
理
き
わ

ま
り
な
い
の
で
あ
る
（
O
潟
Q
Q
．
ω
曾
）
。
例
え
ば
経
済
活
動
の
合
理
化
は
利

潤
の
た
め
の
利
潤
の
追
求
と
云
う
生
活
態
度
を
生
み
出
す
が
、
こ
れ
は
芸

術
家
や
生
活
の
安
楽
さ
を
求
め
る
人
々
か
ら
み
る
と
非
合
理
き
わ
ま
り
な

い
の
で
あ
る
。
逆
に
芸
術
家
の
生
活
は
経
済
活
動
に
従
事
し
て
い
る
人
々

の
眼
か
ら
み
る
と
諜
合
理
的
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
る
人
に
と
っ
て
又

あ
る
領
域
に
お
い
て
神
（
価
値
理
念
）
で
あ
る
も
の
は
、
他
の
人
々
に
と

っ
て
は
観
照
の
領
域
か
ら
み
る
と
悪
魔
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

現
実
の
事
態
の
中
に
お
い
て
こ
そ
、
人
は
上
分
の
よ
り
所
と
す
る
価
醸
理

念
が
何
で
あ
る
か
を
見
極
わ
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
世
界
が
合
理

化
さ
れ
た
が
故
に
、
人
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
無
意
味
な
世
界
に
投
げ
出

さ
れ
た
。
従
っ
て
人
は
知
性
を
も
っ
て
自
己
の
運
命
を
切
り
開
い
て
い
く

こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
5
な
緬
値
の
対
立
を
見
よ
5
と
し
な

い
人
々
は
、
彼
等
が
日
常
盤
に
埋
没
し
て
い
る
か
又
は
日
常
性
を
超
え
た

「
体
験
」
や
「
感
情
」
を
求
め
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
知
性

を
放
棄
し
た
の
で
あ
り
、
門
時
代
の
宿
命
を
ま
と
も
に
見
る
こ
と
が
出
来

な
い
と
云
う
弱
さ
し
（
睾
r
α
。
。
り
）
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
は
事
理
化
さ
れ
た
撚
界
に
お
い
て
自
由
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
自
由

は
見
失
わ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
、
自
由
は
常
に
新
た
に
獲

得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
価
値
の
闘
争
の
中

に
あ
っ
て
、
科
学
者
は
首
羅
一
貫
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う

「
知
的
誠
実
さ
レ
が
一
層
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
科
学
者

の
態
度
に
基
づ
い
て
成
立
七
た
科
学
は
上
界
に
対
す
る
客
観
的
知
識
と
共

に
世
界
に
働
き
か
け
る
た
め
の
適
切
な
手
段
を
提
供
す
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

七
〇

は
科
学
に
よ
っ
て
何
を
な
す
べ
き
か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
盗
る
自
重
の
実

現
の
た
め
に
は
如
何
に
な
す
べ
き
で
あ
る
か
は
「
緬
値
自
由
」
に
知
ら
れ

る
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
彼
は
科
学
の
働
き
を
主
と
し
て
技
術
的
な
も

の
と
し
て
見
て
い
る
。
そ
こ
で
世
界
の
合
理
化
と
云
5
も
の
は
科
学
を
通

じ
て
人
間
が
羅
的
合
理
的
に
有
効
に
世
界
に
対
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
が

出
来
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
に
お

け
る
合
理
主
義
の
立
場
は
歴
史
の
進
展
の
中
で
確
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
枇
界
の
合
理
化
の
進
展
の
中
で
こ
れ
を
指
導
す
る
も
の
と
し
て
科
学
は

ど
こ
ま
で
も
永
遠
に
進
歩
し
続
け
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に

述
べ
た
よ
う
に
科
学
の
成
果
は
一
面
的
、
断
片
的
で
あ
っ
て
常
に
不
完
全

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
科
学
は
進
歩
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
科
学
の
成

果
は
常
に
新
し
い
問
題
を
提
出
し
、
後
で
こ
れ
が
解
決
さ
れ
る
な
か
で
、

追
い
越
さ
れ
、
晴
代
お
く
れ
に
な
る
運
命
を
も
つ
。
又
科
学
の
発
展
は
科

学
の
及
ぶ
範
囲
の
拡
大
で
あ
る
と
共
に
、
ま
す
ま
す
狭
く
な
る
専
門
化
の

進
行
で
も
あ
る
。
科
学
者
は
科
学
の
進
歩
に
伴
っ
て
細
分
化
さ
れ
た
専

門
の
仕
事
の
中
に
二
巴
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
と
共

に
、
彼
は
自
己
の
仕
事
が
い
っ
か
は
後
の
人
々
に
よ
っ
て
追
い
こ
さ
れ
て

し
ま
う
も
の
だ
と
云
う
こ
と
を
意
識
し
、
且
つ
こ
れ
を
望
む
者
で
あ
る
こ

と
（
∩
甲
と
く
］
じ
．
　
α
↓
①
一
“
刈
）
を
ヴ
ェ
ー
バ
！
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
科
学
の
運
命
で
あ
る
と
同
晴
に
臼
標
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
世
界
の
合

理
化
の
進
展
特
に
科
学
の
進
歩
の
中
に
科
学
者
は
霞
己
の
仕
慕
の
意
味
を

見
薄
し
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
科
学
の
客
観
性
を
保
証
す
る
の
は
、

科
学
者
の
「
文
化
人
篇
た
る
自
覚
で
あ
っ
た
。
今
や
こ
の
「
文
化
人
」
は

無
限
の
「
進
歩
の
中
に
さ
し
か
け
ら
れ
た
存
在
し
（
O
類
じ
鶏
。
。
）
と
し
て
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考
え
ら
れ
て
い
る
。
文
化
人
と
し
て
の
科
学
者
は
合
理
化
さ
れ
た
世
界
を

生
み
凄
し
た
。
そ
し
て
そ
の
世
界
の
中
で
、
そ
の
世
界
に
癒
面
し
て
、
科

学
者
は
自
己
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
科
学
者
は
薗

己
の
活
動
が
世
界
の
合
理
化
の
一
環
と
し
て
進
歩
し
て
い
る
科
学
の
歴
史

の
一
瞬
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
れ
と
共
に
そ
の
歴
史
に
対
す

る
責
任
の
意
識
を
も
っ
て
そ
の
仕
事
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
大
塚
久
雄
、
社
会
科
学
の
方
法
、
大
塚
久
雄
著
作
集
第
九
巻

　
　
目
O
①
り
　
℃
■
画
O
一
蕊
　
更
に
青
山
秀
夫
、
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社

　
　
会
理
論
お
α
O
℃
μ
G
。

　
（
2
）
　
大
塚
久
雄
前
掲
書
　
や
母

　
（
3
）
乏
象
欝
蕾
搾
に
は
以
前
か
ら
「
没
価
値
性
」
と
愛
う
訳
語
が
用

　
　
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
訳
語
に
よ
っ
て
客
観
性
を
価
値
に
関

　
　
係
の
な
い
も
の
と
し
て
準
え
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
安
藤
氏

　
　
は
≦
費
舘
お
観
①
騨
は
、
価
億
を
保
持
し
な
が
ら
そ
れ
に
誓
わ
れ
な
い
、

　
　
そ
し
て
囚
わ
れ
な
い
と
云
う
態
度
に
お
い
て
自
由
な
態
度
を
指
す
こ

　
　
と
を
指
摘
し
、
「
価
簸
自
由
」
と
云
う
訳
語
を
絹
い
る
こ
と
を
提
案

　
　
し
て
い
る
（
前
掲
書
P
o
。
り
）
。
こ
れ
は
適
切
な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ

　
　
れ
る
の
で
、
臼
本
語
と
し
て
不
消
化
の
感
も
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
を

　
　
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
4
）
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
た
て
た
価
値
の
体
系
に
従
わ

　
　
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
」
・
P
・
メ
！
ヤ
ー
の
前
掲
書
（
℃
・

　
　
一
ト
っ
O
）
を
参
照
。
な
お
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
自
由
の
理
論
を
批
判
す

　
　
る
人
の
多
く
は
、
客
観
的
な
価
値
の
体
系
又
は
客
観
的
な
価
値
の
基

　
　
準
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
メ
ー
ヤ
ー
は
マ
ッ
ク
ス
・
シ

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

　
エ
！
ラ
ー
の
価
値
論
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
し
（
前
掲

　
書
や
お
O
）
又
レ
オ
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
自
然
権
と
云
う
客
観
的
基
準

　
が
存
在
し
て
い
る
と
云
う
立
場
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
を
「
相
対

　
主
義
」
と
し
て
批
判
し
て
い
る
（
炉
8
ω
欝
¢
鉾
Z
簿
¢
盈
蒙
σ
q
簿
§
3

　
山
露
ω
8
ぞ
お
㎝
ω
ワ
ω
α
為
。
。
特
に
P
G
。
ρ
自
”
蕊
”
①
♪
①
①
》
凝
）
。

（
5
）
　
こ
れ
は
又
価
値
解
釈
≦
①
議
藁
葺
箕
①
蒙
δ
雷
（
○
≦
嫡
卜
。
曲
幽
鵠
）

　
と
呼
ば
れ
た
り
、
価
値
分
析
芝
窪
窯
ξ
器
（
○
毛
い
』
幽
。
。
）
と
呼
ば

　
れ
た
り
し
て
い
る
。

（
6
）
囚
菊
．
娼
○
℃
需
嵩
8
滞
○
需
誉
Q
Q
a
①
曙
署
黛
麓
響
①
無
Φ
ω
お
O
卜
。
＜
2

　
目
℃
恥
漕
0
1
b
o
も
○
ド

（
7
）
錦
即
℃
。
℃
翼
前
掲
書
く
。
曇
や
。
。
。
。
～
ω
膳

（
8
）
　
実
証
主
義
的
科
学
哲
学
者
に
よ
っ
て
、
自
然
科
学
と
社
会
科
学

　
は
対
象
は
異
な
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
方
法
に
お
い
て
は
同
一
で
あ

　
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
例
え
ば
£
・
ネ
ー
ゲ
ル
は

　
「
理
解
」
と
云
う
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
こ
の
’

　
方
法
に
よ
っ
て
人
間
の
行
為
を
ひ
き
お
こ
す
心
理
状
態
を
追
体
験
す

　
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
の
方
法
は
仮
説
を
形
成
す
る
た
め
の
発
見

　
術
的
役
割
を
果
す
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
だ
け
で
は
客
観
的
知
識
を
生
み

　
謁
さ
な
い
。
人
間
の
行
動
の
知
識
を
得
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
「
理

　
解
」
す
る
こ
と
も
有
用
で
あ
る
が
、
客
観
的
証
艶
が
必
要
な
の
で
あ

　
る
。
そ
こ
で
「
理
解
」
と
量
う
方
法
を
用
い
る
社
会
科
学
と
自
然
科

　
学
は
、
科
学
的
妥
蜜
性
の
同
じ
基
準
を
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
同
じ

　
よ
う
な
仕
方
で
検
証
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
爲
噛

　
Z
p
σ
q
鉱
鱒
目
お
ω
鐸
煽
g
霞
①
◎
略
儀
δ
ヨ
①
H
り
①
ド
や
偽
。
。
ゲ
蒔
。
。
㎝
）
。
こ
れ
に
対
し

七
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
号

て
ヴ
ェ
…
バ
1
は
自
然
現
象
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
入
間
の
行
動
に

　
つ
い
て
は
意
味
に
従
っ
て
の
動
機
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
三
管
す
る
。

例
え
ば
物
体
の
落
下
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
疇
に
物
体
の
落
下
に

　
つ
い
て
の
法
則
論
的
知
識
と
個
々
の
状
況
の
知
識
を
も
つ
こ
と
で
我

　
々
は
満
足
す
る
。
し
か
し
例
え
ば
一
七
穴
五
年
に
お
け
る
フ
リ
ー
ド

　
リ
ヒ
ニ
世
の
行
動
に
つ
い
て
は
偲
々
の
状
況
と
強
盗
論
的
知
識
だ
け

　
で
な
く
、
王
の
意
鴎
を
さ
ぐ
り
、
何
故
そ
う
な
っ
て
、
他
の
よ
う
に
な

　
ら
な
か
っ
た
か
を
知
ろ
う
と
す
る
。
王
の
意
図
に
従
っ
て
行
動
が
合

　
理
的
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
み
る
。
そ
の
よ
う
に
行
動
の
動
機

　
を
通
じ
て
王
の
行
動
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
⇔
捗
≦
O
緊

　
①
c
◎
1
①
Φ
）
こ
の
動
機
理
解
…
は
一
つ
の
仮
説
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
は

　
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
ヴ
ー
エ
パ
…
も
認
め
る
。
従

　
つ
て
社
会
科
学
も
自
然
科
学
も
同
じ
妥
巌
性
の
基
準
を
認
め
て
い
る

と
実
証
主
義
者
は
主
張
す
る
。
し
か
し
理
解
的
方
法
に
よ
っ
て
新
し

　
い
仮
説
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
又
実
証
主
義
者
は
理
解
を
も
っ
ぱ
ら
感
椿
移
入
的
理
解
と
限
定
し
て

　
い
る
が
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
こ
れ
と
共
に
合
理
的
理
解
を
あ
げ
、
む
し

　
ろ
後
者
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
理
解
的
方
法
は

　
敏
会
科
学
の
方
法
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
方
法
の
鮒

　
程
距
離
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
は
聞
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

（
9
）
　
社
会
学
に
お
い
て
社
会
的
行
為
の
一
般
理
論
を
求
め
て
い
る

　
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
筏
会
的
行
為
の
分
類
に
お
け

　
る
こ
の
よ
う
な
性
格
を
墾
ら
か
に
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
パ
…
は
こ
こ

　
で
「
極
端
な
又
は
極
に
な
る
類
型
①
覧
餐
昌
お
。
頃
℃
o
ざ
h
ぞ
篤
㏄
」
を
あ

七
頂

点
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
立
場
は
「
類
型
の
原
子
論
」

　
で
あ
る
と
彼
は
主
張
し
て
い
る
（
8
騨
誘
。
湯
”
6
7
0
雲
お
。
蔓
鼠

　
ω
漫
心
鶯
鼠
呼
9
δ
鼠
。
9
σ
q
9
・
一
瓢
疑
圃
§
お
ミ
》
営
霞
a
g
〔
随
。
旨
や
δ
）
。

（
1
0
）
　
C
・
ア
ン
ト
ー
疏
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
理
念
型
の
こ
の
よ
う
な

　
性
格
を
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
（
Ω
跨
簿
O
蝕
”
閏
δ
雪
踏
剛
ω
δ
蔓
け
O

　
ω
2
ゑ
○
墜
お
ら
◎
り
℃
．
同
ミ
）
。

（
1
1
）
　
彼
は
敏
会
学
を
通
じ
て
函
家
を
実
体
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を

　
厳
し
く
し
り
ぞ
け
た
の
で
あ
る
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
指
摘
し
て
い
る

　
（
前
掲
書
や
鶏
）
。

（
1
2
）
ヴ
ェ
！
バ
…
は
社
会
学
の
墓
礎
理
論
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
類

　
型
の
分
類
を
行
な
っ
て
い
る
。
社
会
的
行
為
の
照
類
型
、
正
統
的
秩

　
序
の
匹
類
型
、
支
配
の
三
類
型
と
そ
れ
ぞ
れ
野
島
な
意
味
を
も
ち
、

　
お
互
い
に
つ
な
ぶ
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
連
関

　
ほ
明
確
で
は
な
い
Q
　
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
い
ろ
い
ろ
の
分
類
方
法
の

　
聞
で
ま
よ
っ
て
い
る
ぼ
終
費
」
と
R
・
ア
ロ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
が

　
（
前
掲
書
や
濫
ゆ
）
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
つ
な
が
り
を
明
確
に
し
ょ

　
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
「
経
済
と
社
会
し
の
第
二
部
に
お
い

　
て
は
、
先
に
述
べ
た
「
社
会
的
行
為
」
は
「
共
岡
社
会
的
行
為
」
と

　
呼
ば
れ
て
い
る
（
o
｛
（
藁
剛
U
鴨
　
面
嫌
一
）
。
な
お
「
経
済
と
社
会
」
の
第
二

　
部
は
鯖
二
・
部
の
「
社
会
学
の
基
礎
概
念
」
が
仕
上
げ
ら
れ
る
以
蔚
に

　
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
関
心
係
は
、
鼻
熊
寸
評
社
を
代
袈
と
す
る
よ
う
な
、

　
規
興
に
昆
的
合
理
的
に
従
う
よ
う
な
社
会
関
係
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
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て
い
る
（
∩
甲
く
環
い
．
料
蒔
も
∂
u
麟
蒔
“
）
o

二
、
ヴ
エ
ー
バ
｝
の
政
治
論

　
　
　
　
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
）

　
政
治
論
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
科
学
論
と
異
な
っ
た
観
点
か
ら
領

会
と
国
家
の
命
題
を
考
え
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
に
と
っ
て
政
治
と
は
何

で
あ
る
か
と
量
う
こ
と
か
ら
見
て
い
く
事
に
し
よ
う
。
彼
は
、
政
治
と

は
「
闘
争
」
（
O
G
o
℃
．
ω
c
。
ρ
ω
G
。
P
α
誌
）
で
あ
る
、
或
い
は
「
権
力
に
関

与
し
た
り
、
権
力
の
配
分
に
あ
ず
か
ろ
5
と
す
る
努
力
」
（
O
霧
●
畠
《

oh

ｩ
G
。
）
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
祉
会
学
の
基
礎
概
念
と
し
て
、
闘
争
は

「
行
為
が
網
手
の
抵
抗
を
漏
し
て
自
己
の
意
志
を
貫
く
意
図
で
も
っ
て
行

な
わ
れ
る
限
り
の
社
会
関
係
」
（
≦
償
○
尋
N
O
）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
◎
こ

れ
は
広
い
意
味
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
物
理
的
強
制
手
段
を

用
い
は
し
な
い
「
平
和
的
」
闘
争
も
あ
る
。
し
か
し
取
手
の
抵
抗
を
撲
除

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
顯
在
的
に
か
、
潜
在
的
に
か
強
制
手
段
が
矯
い
ら

れ
て
い
る
。
さ
て
こ
の
闘
争
の
概
念
は
、
先
に
述
べ
た
権
力
の
規
定
と
　

致
す
る
。
つ
ま
り
権
力
は
社
会
関
係
の
中
で
抵
抗
を
排
し
て
懲
己
の
意
志

を
貫
く
チ
ヤ
ソ
ス
で
あ
る
。
又
権
力
は
先
に
述
べ
た
様
に
、
不
定
形
的
で
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
粒
会
学
的
類
型
を
構
成
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
権

力
は
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の
闘
争
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
権
力
は
闘
争
の
結
果
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
潜

在
的
な
形
で
も
闘
争
が
続
く
曇
り
権
力
は
、
状
況
に
よ
っ
て
常
に
変
化
し

て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
…
に
と
っ
て
、
政
治
は
権
力
を
め
ぐ
る
闘
争
で
あ
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

彼
は
政
治
を
こ
の
様
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
を
支
配
服
従
関
係

か
ら
区
溺
す
る
事
に
な
る
。
も
と
も
と
支
配
服
従
関
係
に
は
強
制
が
含
ま

れ
て
い
る
事
が
多
い
が
、
そ
の
関
係
は
正
当
で
あ
る
と
服
従
す
る
者
に
よ

っ
て
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
安
定
性
を
も
っ
て
い
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
、

彼
は
正
嶺
性
に
着
羅
し
て
支
配
服
従
関
係
の
類
型
を
分
類
し
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
政
治
は
権
力
闘
争
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
力
、
即
ち
強

制
が
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
治
に
お
い
て
は
、
官
僚
の
よ
5
に
命
令

に
従
う
も
の
で
は
な
く
、
権
力
を
握
る
者
が
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
如
意

と
い
5
事
が
第
二
次
的
意
味
し
か
も
た
な
い
。
勿
論
、
権
力
の
均
衡
に
よ

る
妥
協
は
あ
る
が
。
支
配
服
従
闘
係
に
お
い
て
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
が
、

そ
こ
で
は
秩
序
を
守
る
者
、
即
ち
上
か
ら
の
命
令
に
服
従
す
る
者
の
態
度

が
聞
題
で
あ
る
が
、
闘
争
と
し
て
の
政
治
に
お
い
て
は
、
鵬
争
に
勝
ち
抜

く
事
が
聞
題
で
あ
り
、
従
っ
て
権
力
を
握
る
者
、
支
配
す
る
者
と
そ
の
態

度
が
問
題
で
あ
る
。
さ
て
、
闘
争
に
お
い
て
、
そ
の
手
段
は
合
理
化
さ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
闘
争
そ
の
も
の
を
合
理
化
し
、
予
測
可
能
的

に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
5
す
る
こ
と
が
繊

来
れ
ば
、
闘
争
が
す
で
に
終
っ
て
し
ま
っ
て
相
互
的
支
配
服
従
関
係
が
成

立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
闘
争
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
お
互
い
に

自
分
の
意
志
を
相
季
に
強
制
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
状
況
に

応
じ
て
事
態
は
流
動
的
で
あ
る
。
又
闘
争
に
お
い
て
、
誰
が
勝
利
を
得
て

権
力
を
獲
得
す
る
か
と
云
う
事
も
、
科
学
的
に
舎
理
的
に
予
測
出
来
る
事

柄
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
社
会
学
で
は
社
会
を
支
配
服
従
関
係
の

よ
う
な
制
度
化
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
考
察
し
た
が
、
政
治
論
で
は
流
動

的
闘
争
状
態
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

七
三
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闘
争
は
社
会
の
至
る
所
に
、
個
入
と
個
人
、
個
人
と
団
体
、
団
体
と
童

体
と
の
間
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
社
会
の
色
々
な
所
に

権
力
が
分
配
さ
れ
、
状
況
に
よ
っ
て
常
に
変
化
し
て
い
る
。
近
代
の
政
治

に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
国
象
の
権
力
で
あ
る
。
近
代
国
家
は
主
権

を
も
っ
て
い
て
、
他
の
国
家
に
対
立
す
る
と
共
に
、
内
部
的
に
は
、
物
理

的
強
制
力
を
独
占
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
家
権
力
は
対
外
的
に
は
、
国
替

と
国
家
の
闘
争
に
お
い
て
、
又
内
部
的
に
は
、
国
家
内
の
団
体
や
億
人
が

政
権
を
握
ろ
う
と
し
、
或
い
は
権
力
の
分
配
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
闘
争

に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
対
外
的
な
国
家
権
力
を

重
視
す
る
。
何
故
な
ら
、
対
外
関
係
に
お
い
て
、
国
象
は
ホ
ッ
ブ
ス
の
書

う
「
自
然
状
態
」
の
中
に
あ
り
、
国
家
の
行
動
を
有
効
に
規
制
す
る
ル
…

ル
が
存
在
し
な
い
Q
そ
こ
で
最
も
あ
ら
わ
な
形
で
、
生
き
る
か
、
死
ぬ

か
の
闘
争
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
ド
イ
ツ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
央
に
あ
っ

て
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
の
世
界
的
強
国
に
囲
ま
れ
て
、
そ

れ
ら
と
対
抗
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ

の
闘
争
に
耐
え
て
、
ド
イ
ツ
を
世
界
的
強
国
と
し
て
何
と
か
維
持
し
て
ゆ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
闘
争
の
観
点
か
ら
、
現
実
の

ド
イ
ツ
の
政
治
を
考
え
た
Q
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
考
に
お
い
て
は
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ソ

敷
よ
り
も
外
交
が
優
位
を
し
め
る
。
　
「
国
民
的
政
治
家
は
、
内
政
を
外
交

の
課
題
に
適
応
さ
せ
る
と
い
う
観
点
の
下
で
行
な
わ
れ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
（
○
勺
ω
■
鱒
G
。
楠
）
）
。
国
尽
政
治
家
と
は
何
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
政
治
、
特
に
外
交
を
「
假
人
的
或
い
は
党
派
的
観
点
か
ら
」

（
O
℃
ω
．
鱒
G
。
㊤
）
で
な
く
「
国
酸
葉
観
点
か
ら
」
（
○
剛
ω
■
N
c
。
⑩
）
行
な
っ
て
ゆ

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
国
昆
全
体
の
立
場
に
立
つ
。

野
田

門
跡
会
政
策
を
含
め
て
一
切
の
実
際
的
政
策
の
領
域
に
お
い
て
、
国
民
と

云
う
理
念
が
最
高
の
地
位
を
保
有
す
る
し
と
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
語
っ
た
と
云

わ
れ
る
（
い
し
d
勝
論
①
）
。
そ
れ
で
は
「
国
民
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
つ
い
て
彼
は
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。
　
讐
国
民
と
云
う
観
念
は
、
も

し
一
義
的
に
決
め
る
事
が
出
来
る
な
ら
ば
、
国
民
で
あ
る
と
さ
れ
た
人
々

の
経
験
的
共
通
的
諸
性
質
に
よ
っ
て
は
、
恐
ら
く
規
定
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
念
を
用
い
る
人
々
の
考
え
で
は
、
こ
の
観
念
は

疑
い
も
な
く
ま
ず
第
一
に
、
あ
る
一
群
の
人
々
に
他
の
集
醐
に
対
す
る
特

殊
な
団
結
心
が
要
求
さ
れ
て
い
る
事
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
事
は
、

高
曇
の
領
域
に
属
す
る
」
（
≦
ρ
の
竃
。
。
）
。
更
に
一
夕
の
観
念
は
「
威
信

に
対
す
る
閣
心
し
亀
二
の
．
㎝
。
。
O
）
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
…

は
、
国
民
を
国
民
性
と
云
う
よ
う
な
形
で
客
観
的
に
取
蹴
し
、
比
較
す
る

と
い
う
こ
と
を
し
な
い
で
、
価
値
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
て
考
え
よ

う
と
す
る
。
こ
こ
に
国
民
に
対
す
る
彼
の
実
践
的
関
心
が
明
ら
か
に
な
る
。

人
々
は
、
国
民
と
云
う
観
念
を
通
じ
て
一
つ
に
ま
と
ま
り
、
他
国
畏
に
対

抗
し
て
い
く
為
に
国
家
の
組
織
を
維
持
し
、
発
展
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

国
民
は
戦
争
の
時
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
生
存
競
走
に
お
い
て
、
他
国
民

と
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
闘
争
を
行
な
っ
て
い
る
。
ど
の
国
民
も
こ
の
闘
争

に
打
ち
勝
っ
て
権
力
を
握
り
、
威
僑
を
持
と
う
と
求
め
て
い
る
。
こ
の
様

な
国
民
の
「
生
活
関
心
」
（
○
勺
ω
．
N
㊤
噴
）
又
は
「
権
力
関
心
」
（
○
℃
ω
漏
0
）

を
彼
は
当
然
の
事
と
認
め
、
肯
定
す
る
。
政
治
を
考
え
る
際
に
、
こ
の
関

心
を
全
て
の
も
の
の
上
に
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政

治
論
は
、
闘
争
状
態
に
あ
る
国
家
に
お
け
る
国
民
の
生
活
関
心
、
権
力
関

心
を
め
ぐ
っ
て
農
繁
さ
れ
る
。
彼
は
こ
の
意
味
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立



155

場
に
立
つ
。
さ
て
圏
鴎
の
生
活
関
心
、
権
力
関
心
に
属
し
て
二
つ
の
問
題

が
あ
る
σ

　
A
　
こ
の
関
心
は
い
か
な
る
理
由
で
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。

B
、
現
実
の
世
界
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
時
代
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
国
難
の

権
力
関
心
を
ど
の
よ
う
に
し
て
政
治
の
上
で
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
の

か
。　

A

　
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
、
こ
う
し
て
国
と
園
と
の
対
立
を
鼎
甥
か
す
窮
の
出
［
山
忍
な

い
婁
実
と
し
て
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
国
家
が
他
の
国
家
に
対
抗
し
争
う

根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
国
を
大
国
と
小
圏
に
区
別
す

る
。
小
国
は
大
国
の
保
護
に
お
い
て
安
全
を
保
ち
、
或
い
は
又
大
国
の
対

抗
状
態
の
中
で
小
国
は
自
由
を
得
て
、
内
政
に
も
っ
ぱ
ら
力
を
注
い
で
い

る
。
そ
こ
で
小
国
に
お
い
て
政
治
は
、
行
政
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
そ
し

て
小
国
は
、
た
い
て
い
大
国
の
文
化
圏
に
属
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、

そ
の
よ
う
な
小
圏
と
し
て
デ
ン
マ
ー
ク
、
ナ
ラ
ソ
ダ
、
ス
イ
ス
な
ど
ド
イ

ツ
を
取
囲
む
国
々
を
考
え
て
い
る
。
大
圏
は
そ
の
囲
り
に
あ
る
小
国
と
自

己
の
文
化
を
守
る
為
に
他
誌
と
対
抗
し
、
世
界
に
お
い
て
権
力
政
策
を
展

開
す
る
。
そ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
国
家
、
特
に
大
綱
の
存
在
意
義
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

そ
の
国
民
の
持
つ
文
化
に
求
め
て
い
る
。

　
そ
こ
で
こ
こ
で
は
文
化
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
世
界
権
力
、
つ
ま
り
未
来
の
文
化
の
特
色
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
」

（
○
℃
G
D
・
置
O
）
と
彼
は
規
定
す
る
。
文
化
を
守
る
為
に
強
力
な
国
家
で
あ

る
こ
と
は
「
義
務
し
で
あ
る
（
○
℃
ω
噛
嵩
圃
）
。
そ
し
て
彼
は
世
界
権
力
が

「
ロ
シ
ア
の
官
僚
の
服
務
規
則
と
ラ
テ
ン
的
理
性
の
混
つ
た
ア
ソ
グ
ロ
サ

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

ク
ソ
ソ
社
会
ω
8
鐸
《
の
慣
習
」
（
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
）
と
の
間
で
分
割
さ

れ
て
し
ま
わ
な
い
為
に
ド
イ
ツ
は
努
力
し
、
権
力
政
治
を
行
っ
て
い
る
の

だ
と
主
張
し
た
（
○
℃
ψ
ぱ
◎
）
。
又
彼
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
意
味
を
こ

こ
に
見
出
し
て
い
る
（
O
娼
ψ
同
§
）
。
こ
の
様
に
し
て
彼
は
、
ド
イ
ツ
の

世
界
政
策
を
弁
護
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
ド
イ
ツ
が
世
界
に
対
し
て
主
張

し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
の
特
色
あ
る
文
化
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
ヴ
ェ
ー
バ
；
は
、
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
な
い
の
で
彼
の
主
張
の
説

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ソ

得
力
を
弱
め
て
い
る
。
し
か
し
、
何
も
言
っ
て
い
な
い
と
云
う
の
で
は
な

い
の
で
、
大
体
の
輪
郭
だ
け
で
も
つ
か
む
事
に
し
よ
う
。
先
に
あ
げ
た
例

で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
一
国
の
文
化
を
圏
畏
の
あ
る
特
定

の
層
（
身
分
）
の
生
活
態
度
の
中
に
見
出
し
て
い
る
。
彼
は
ロ
シ
ア
の
文

化
と
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
文
化
を
比
較
す
れ
ば
、
後
者
に
強
い
共
感
を

示
し
て
い
る
。
彼
は
あ
る
箇
所
で
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
の
文

化
と
ド
イ
ツ
の
文
化
を
比
較
し
て
い
る
（
∩
W
℃
ω
’
も
♪
刈
O
～
ひ
∂
“
ω
）
。
フ
ラ
ン
ス

の
サ
ロ
ン
的
人
間
は
紳
士
的
な
ふ
る
ま
い
爪
糞
。
奉
密
お
。
ω
8
を
行
な
い
、

下
層
階
級
に
真
似
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
ま
で
人
間
の
型
と
し

て
支
配
的
鮨
響
を
及
ぼ
し
た
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
慣
習
は
イ
ギ
リ
ス

で
中
核
蝦
藻
を
な
す
地
主
的
醤
市
塵
的
名
士
で
あ
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の

習
慣
か
ら
生
ま
れ
た
が
、
そ
れ
が
一
般
に
模
倣
さ
れ
、
民
主
化
さ
れ
て
下

層
の
人
々
に
ま
で
浸
透
し
て
人
間
を
形
成
す
る
役
目
を
し
て
い
る
。
　
「
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぐ
　

正
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
そ
の
高
貴
さ
の
理
想
を
国
民
全
体
に
刻
印
す

る
も
の
で
あ
る
」
（
O
勺
Q
Q
●
熱
。
α
G
。
）
。
し
か
し
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
こ
れ
に
比

す
べ
き
学
生
組
合
の
「
慣
習
」
は
、
官
僚
候
補
者
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る

層
だ
け
の
封
鎖
的
な
カ
ス
ト
的
な
も
の
で
あ
り
、
民
主
化
さ
れ
て
い
な

七
五
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い
。
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
又
そ
れ
は
何
ら
高
貴
さ
を
持
た
な
い
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で

な
く
、
上
品
乏
島
§
餅
§
冨
畠
で
も
な
く
、
「
淡
闘
申
込
み
に
応
じ
得
る
」

紹
緋
建
a
o
三
型
鑓
α
Q
　
と
一
瓜
つ
た
硬
直
し
た
強
取
的
姓
格
を
も
っ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
庶
民
的
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
国
民
的

文
化
に
な
る
こ
と
は
臨
来
な
い
。
　
「
1
3
イ
ッ
に
お
い
て
政
治
的
俵
統
を
も

っ
た
広
い
層
に
わ
た
る
ア
ジ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
存
在
し
な
い
：
・
…
議
す
ぐ

れ
た
社
会
的
作
法
も
存
在
し
な
い
」
（
Ω
℃
¢
ミ
O
）
と
彼
は
ド
イ
ツ
の
境

状
を
な
げ
い
て
い
る
。
彼
は
ド
イ
ツ
人
を
「
庶
民
的
畏
上
巳
象
①
資
ぎ
欝
」

（
○
℃
ω
・
b
o
認
）
あ
る
い
は
「
帯
民
的
民
族
し
（
○
勺
Q
D
・
い
認
）
と
呼
び
、
市

民
（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
…
）
の
基
礎
の
上
に
ド
イ
ツ
の
　
定
形
式
の
文
化
が

未
来
に
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
際
個
入
の
内
の

「
自
翻
心
望
。
・
§
§
§
恥
圃
①
紹
2
①
」
（
○
層
G
Q
．
ミ
も
。
）
が
そ
の
文
化
形
成
に

重
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
様
に
未
来
に
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
の
、
或
い

は
生
ま
れ
て
く
る
べ
き
も
の
を
も
と
に
し
て
ド
イ
ツ
の
文
化
を
他
圏
の
そ

れ
と
対
抗
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
説
得
釣
で
は
な
い
。
又
イ
デ
労
ロ
ギ
ー
と

し
て
失
格
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ギ
ぴ
ス
や
ロ
シ
ア
に
比
べ
て
、
ド
イ
ツ
が

全
然
文
化
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
第
一
次
大
戦
の

敗
戦
後
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
、
　
伸
ト
イ
ツ
の
権
あ
刀
政
策
の
展
関
が
一
小
可
描
駈
に
な
サ
⇔

と
、
「
文
化
聞
題
』
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
ド
イ
ツ
人
が
持

っ
て
い
た
け
れ
ど
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
門
冷
静
な
道
徳
的
上
品
さ
を
園
復

す
る
事
」
が
第
一
に
必
要
な
こ
と
と
し
た
　
（
O
℃
ω
H
．
魁
。
。
し
。
）
。
更
に
彼
は

「
ド
イ
ツ
人
の
嬉
し
さ
、
率
直
さ
、
即
物
性
し
（
○
憎
ω
岡
・
病
Q
。
蒔
）
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
人
の
市
畏
的
文
化
は
こ
の
よ
う
に
挫
格
付
け
ら
れ
、

七
六

こ
の
よ
う
な
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
は
教
欝
と
道
徳
の
問
題
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
す
る
と
文
化
を
守
り
、
発
展
さ
せ
る
為
に
果
し
て
権
力
政
治
が
必

要
な
の
か
ど
う
か
が
疑
閥
に
な
っ
て
く
る
。

　
権
力
政
治
と
文
化
は
一
般
に
ど
ん
な
関
係
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
大

国
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
権
力
政
治
と
文
化
は
結
び
つ

い
て
い
る
が
、
重
心
は
ど
う
し
て
も
前
者
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
何
故

な
ら
権
力
政
治
が
無
視
さ
れ
る
と
尚
方
共
失
わ
れ
る
纂
に
な
る
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
を
守
る
為
に
権
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
一

応
認
め
た
と
し
て
も
、
逆
に
権
力
が
増
大
す
る
と
文
化
は
栄
え
て
い
く
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
　
「
戦
争
に
勝
つ
と
い
つ
で
も
文
化
の
威
儒
は
増
大

す
る
。
…
…
戦
勝
が
又
文
化
の
発
達
に
害
与
す
る
か
ど
う
か
…
…
は
決
し

て
｛
義
的
に
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
七
〇
年
以
降
の

ド
イ
ツ
を
み
て
も
分
る
築
で
あ
る
」
（
ぐ
く
∬
（
Ψ
．
α
駆
O
》
）
。
そ
う
す
る
と
ヴ

ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
文
化
と
権
力
政
治
は
外
面
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
だ

け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
内
諾
的
必
然
的
つ
な
が
り
は
な
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
畷
に
そ
れ
ぞ
れ
独
藏
の
文
化
が
あ
る

と
言
う
事
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
「
名

望
家
国
家
と
窟
僚
制
濁
象
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
国
家
権
力
の
構
造
が

文
化
に
非
常
に
強
く
影
響
し
た
」
（
≦
β
O
α
8
）
。
又
「
今
上
で
は
全
て

の
文
化
は
国
学
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
文
化
手
段
が
広

ま
り
、
無
主
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
程
　
層
そ
う
な
の
で
あ
る
偏
（
O
℃
ω
●
誌

α
）
と
雷
っ
て
、
物
指
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
文
化
が
あ
る
事
を
主

張
し
て
い
る
。
文
化
は
確
か
に
社
会
的
構
造
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
形
造
る
人
か
ら
見
る
と
個
人
的
、
又
内
薗
的
な
も
の
で
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あ
る
。
こ
の
事
は
「
文
化
人
」
に
関
し
て
す
で
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
そ

こ
で
文
化
は
、
色
々
な
文
化
価
値
の
は
っ
き
り
し
た
選
択
と
云
う
こ
と
に

よ
っ
て
成
立
つ
。
又
「
文
化
は
究
極
的
な
価
値
に
還
元
し
得
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
」
（
○
即
Q
o
國
■
⊂
冠
①
O
）
と
雷
わ
れ
て
い
る
。
文
化
は
個
人
の
挙
挙
意
識

に
基
づ
く
。
す
る
と
そ
の
様
な
内
面
的
な
も
の
が
権
力
政
治
と
云
う
全
く

外
面
的
な
も
の
と
ど
う
結
び
つ
く
か
が
問
題
で
あ
る
。
文
化
は
玉
肥
で
あ

る
。
国
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
あ
る
と
云
う
事
は
、
そ
れ
ら
が
文

化
と
し
て
究
極
的
緬
値
に
還
元
さ
れ
得
る
も
の
と
し
て
も
、
色
々
な
価
鍾

が
並
び
立
っ
て
い
る
と
云
う
事
を
意
味
す
る
。
そ
も
そ
も
国
民
の
概
念
が

価
値
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ー

バ
ー
は
、
ド
イ
ツ
の
文
化
と
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
の
価
値
の
優
劣
を
学
問
的

に
決
定
す
る
事
は
出
来
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
○
≦
『
㎝
o
。
c
◎
）
。
R
・
ア
ロ
ン

は
、
こ
の
事
に
関
し
て
ド
イ
ツ
の
文
化
と
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
が
異
っ
て
い

る
と
云
う
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
纏
が
永
遠
に
互
い
に
抗

争
す
る
と
言
う
事
に
移
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
5
か
と
論
じ
て
い

ロ
さ
　る

。
そ
れ
ら
は
別
の
次
元
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
各
国
に
ち
が
っ
た
文
化
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
異
な
っ
た

価
値
の
選
択
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
云
う
議
論
を
認
め
る
と
、
色
々
の
国

の
文
化
の
ち
が
い
が
緬
値
の
対
立
に
帰
着
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ェ

ー
バ
ー
は
科
学
論
の
所
で
述
べ
た
よ
う
に
、
価
値
の
多
元
論
を
強
調
し
た
。

究
極
的
価
値
は
そ
れ
ぞ
れ
不
倶
戴
天
の
敵
と
し
て
お
互
い
に
対
航
し
、
決

し
て
妥
協
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
妥
協
を
考
え
る
者
は
、

知
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
又
科
学
に

よ
っ
て
ど
の
緬
値
を
選
ぶ
べ
き
か
を
云
う
こ
と
は
罎
来
な
い
。
こ
の
様
な

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

価
値
の
糖
互
対
立
と
、
国
民
国
家
同
志
の
相
互
対
立
闘
争
と
の
間
に
は
類

比
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
闘
争
的
世
界
観
に
お
い
て
、

文
化
と
権
力
政
治
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
単
な
る
偶
然
的
結
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ

き
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
云
う
疑
問
が
残
る
。
そ
し
て

も
し
結
び
つ
く
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
様
な
間

題
を
改
め
て
考
え
な
お
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
B

　
権
力
政
治
を
支
え
る
理
念
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
、
次
に
国
民
の
権
力

関
心
、
即
ち
生
活
関
心
を
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
し
て
い
く
か
、
つ
ま
り

ど
の
よ
う
に
し
て
権
力
政
治
を
行
な
っ
て
い
く
か
と
云
う
問
題
に
つ
い
て

述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的
思
考
は
ま
ず
否
定
的

形
で
あ
ら
わ
れ
た
。
つ
ま
り
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
政
治
体
制
に
一
貫
し
て
反
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。

彼
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
世
界
政
策
の
は
な
ば
な
し
い
、
し
か
し
口
先

だ
け
で
の
外
交
政
策
に
対
し
て
、
そ
れ
は
ボ
ー
ア
戦
争
、
モ
獄
ッ
コ
の
タ

ン
ジ
ー
ル
事
件
、
そ
の
他
を
通
じ
て
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
一
貫
し

て
反
対
し
た
。
何
故
な
ら
、
皇
帝
の
親
政
の
下
に
お
い
て
計
画
も
な
く
揺

れ
動
く
政
策
が
見
ら
れ
て
、
こ
の
間
に
ド
イ
ツ
は
ロ
シ
ア
と
も
離
反
し
、

イ
ギ
リ
ス
と
も
手
を
結
ぶ
機
会
を
逸
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は

普
仏
戦
争
の
結
果
、
復
讐
の
念
に
も
え
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
と
結
び
つ
く
こ

と
は
出
来
な
い
と
考
え
、
又
ロ
シ
ア
は
侵
略
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の

で
、
イ
ギ
夢
ス
を
ド
イ
ツ
の
唯
一
の
季
を
結
ぶ
こ
と
の
溜
来
る
綴
手
と
見

て
い
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
に
結
び
つ
く
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
様
に
ド
イ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
よ
っ
て
包
囲
さ
れ
孤

七
七
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立
し
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
の
途
上
に
あ
る
こ
と
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
見
通
し

て
い
た
。
　
「
ド
イ
ツ
の
皇
帝
は
虚
栄
心
を
も
ち
、
見
か
け
だ
け
の
権
力
で

満
足
し
て
い
る
」
（
（
W
勺
も
∩
囲
．
癖
α
①
）
と
彼
は
指
摘
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
ニ
徴
の
世
界
政
策
の
失
敗
、
そ
れ
が
第
一
次
世
界
大
戦
を
ひ
き
お
こ
し
、

ド
イ
ツ
の
敗
戦
を
招
い
た
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
事
を
知
り

な
が
ら
こ
の
戦
争
を
心
静
か
に
受
け
入
れ
た
。
彼
は
全
て
の
事
柄
に
お
い

て
冷
静
に
現
実
を
眺
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
戦
争
の
拡
大
、
特
に
テ
イ

ル
ピ
ッ
ツ
の
潜
水
艦
に
よ
る
無
差
別
攻
撃
に
強
く
反
対
し
た
。
何
故
な
ら

そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
参
戦
を
招
・
き
、
ド
イ
ツ
の
敗
戦
を
遵
く
冒
険
的
政
策

と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
蟹
走
の
大
言
壮

語
の
、
し
か
し
実
効
を
伴
わ
な
い
威
儒
政
策
に
対
し
て
冷
静
な
実
効
を

伴
う
政
治
、
特
に
外
交
政
策
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
ボ
ー

ア
戦
争
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
や
り
方
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
模
範
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
何
故
な
ら
イ
ギ
リ
ス
は
孤
立
し
な
が
ら
も
自
己

の
利
益
を
ね
ば
り
強
く
一
貫
し
て
追
求
し
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
ヴ
ュ
ー
バ

…
の
独
創
性
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ご
徴
の
王
朝
に
あ
り
き
た
り
の
原
則
的
攻

撃
を
加
え
た
の
で
は
な
く
、
王
朝
が
そ
の
守
り
手
と
な
っ
て
い
た
国
家
の

利
害
と
権
力
、
政
治
詣
導
の
力
と
権
力
を
王
朝
に
対
し
て
ぶ
つ
け
た
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

あ
る
」
と
ア
ソ
ト
ー
二
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
冷
静
で
実
効
を
伴
う
外
交
政
策
が
行
な
わ
れ
な
い
の

は
皇
帝
個
人
の
責
任
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
皇
帝
は
よ
ほ
ど
の
例
外
で
な

い
限
り
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
る
か
ら
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
段
々
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
一
世
の
人
物
よ
り
責
任
は
む
し
ろ
政
治

組
織
に
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
外
交
政
策
に
指
針
を
与
え
る
よ
り
も
む
し
ろ

七
八

有
効
な
外
交
政
策
を
可
能
な
ら
し
め
る
内
部
的
体
制
、
国
忌
の
政
治
組
織

を
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
「
官
僚
制
的
官

憲
国
家
」
ぴ
費
。
ζ
m
餓
零
冨
h
O
暫
σ
q
面
繋
ω
ω
帥
漿
（
○
℃
○
り
』
圃
㊤
）
　
に
反
対
し
て

「
民
主
政
と
議
会
主
義
」
を
説
い
た
。
何
故
「
民
主
政
と
議
会
主
義
扁
が

必
要
な
の
か
、
彼
の
考
え
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ヴ
ェ
ー
バ

ー
は
当
時
の
ド
イ
ツ
の
政
治
体
制
を
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
遺
詠
し
（
○
霧
．
卜
。
り

壌
）
と
し
て
理
解
し
た
。
彼
は
ビ
ス
マ
ル
ク
が
政
治
的
天
才
で
あ
り
、
ド

イ
ツ
の
統
一
を
も
た
ら
し
た
功
績
は
認
め
な
が
ら
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
ド
イ

ツ
の
政
治
に
重
大
な
弊
害
を
も
た
ら
し
た
事
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
さ

し
あ
た
っ
て
次
の
二
つ
の
窮
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
0
ゆ
ビ
ス
マ
ル
ク
は

彼
に
対
抗
す
る
勢
力
を
常
に
お
さ
え
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
成
功
し
た
。
そ

の
結
果
は
無
力
な
議
会
で
あ
り
、
又
政
党
が
カ
を
失
っ
た
の
で
こ
れ
に
基

づ
く
指
導
的
政
治
家
が
蹴
て
こ
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
○
℃
Q
Q
．
Q
。
O

目
）
。
②
ビ
ス
↓
、
ル
ク
は
民
衆
の
隻
持
の
上
に
立
つ
独
裁
政
治
（
ヴ
ェ
ー
バ

ー
は
そ
れ
を
ツ
ェ
ザ
リ
ス
ム
ス
O
餌
鴇
配
置
ヨ
に
ω
と
呼
ん
で
い
る
）
を
行
な
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
本
心
の
権
威
で
も
っ
て
お
お
う
こ
と
を
得

策
と
し
た
。
彼
の
後
継
者
達
は
も
は
や
カ
エ
サ
ル
で
は
な
く
、
単
な
る
官

僚
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
彼
を
忠
実
に
模
倣
し
た
（
○
℃
G
Q
ワ
G
。
ω
㎝
）
。
そ

こ
で
ビ
ス
マ
ル
ク
以
後
も
君
主
政
の
名
の
も
と
で
国
民
に
対
し
て
政
治
が

行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
実
、
官
僚
支
配
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
ω
と
②
は
関
連
し
て
い
る
。
つ
睡
り
、
官
僚
支
配
か
政
治
家
に
よ
る
支

配
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
　
「
ビ
ス
マ
ル
ク
は
自
分
の
そ
ば
の
政
治
的
才
能

を
持
つ
人
々
を
排
除
し
た
の
で
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
引
退
以
来
、
ド
イ
ツ
は

官
僚
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
（
○
窃
●
ω
的
ω
）
。
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か
く
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
遺
産
と
し
て
の
官
僚
支
配
が
ド

イ
ツ
の
政
治
体
制
の
最
大
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
。
官
僚
支
配
の
問
題

点
を
少
し
あ
げ
る
と
、
㈲
国
民
は
こ
の
官
僚
支
配
の
下
で
家
畜
の
よ
う
に

権
利
も
自
由
も
持
た
ず
に
た
だ
統
治
さ
れ
、
保
護
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
ド
イ
ツ
人
は
政
治
的
意
志
を
も
た
な
い
国
罠
に
と
ど
ま
っ
た
。
し

か
し
世
界
政
策
を
展
醐
す
る
「
支
配
民
族
偏
（
Ω
℃
G
Q
．
卜
。
謬
）
に
な
る
為
に

は
国
民
が
政
治
的
に
成
熱
し
、
政
治
に
参
加
し
、
政
治
の
主
体
に
な
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
為
に
国
罠
の
政
治
教
育
と
ド
イ
ツ
の
民
主
化
が

必
要
な
の
で
あ
る
と
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
⑥
内
政
に
つ
い

て
の
秘
密
主
義
、
外
交
に
つ
い
て
は
極
端
な
公
開
主
義
が
み
ら
れ
、
皇
帝

の
外
交
に
つ
い
て
の
全
く
飼
人
的
な
意
見
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
Ω
℃
ω
．
ω

鵯
）
。
そ
れ
が
ド
イ
ツ
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
し
か
し
そ
れ
は
皇
帝

の
意
見
だ
か
ら
と
云
う
こ
と
で
大
臣
は
そ
の
責
任
を
と
ら
な
い
。
内
政
と

外
交
と
は
逆
に
な
る
必
要
が
あ
る
と
彼
は
考
え
る
。
こ
の
様
な
こ
と
に
な

る
の
も
政
治
家
の
贈
る
べ
き
地
位
に
官
僚
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
問
題
で

あ
る
と
ヴ
ェ
；
バ
ー
は
曳
張
し
た
。
皇
帝
の
発
言
に
際
し
て
は
門
指
導
的

政
治
家
」
に
だ
け
相
談
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
○
℃
ω
・
ω
㎝
c
。
～
＄
）
。

そ
れ
で
は
官
僚
と
政
治
家
は
ど
う
ち
が
う
の
か
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
官
僚
と
政
治
家
は
次
の
二
つ
の
占
｛
、
e
昇
進
、
出
世
の
仕

方
、
仁
⇒
責
任
の
と
り
方
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
理
念
型
的
に
そ
れ

ぞ
れ
の
特
性
を
浮
彫
に
し
て
い
る
。
e
官
僚
は
下
級
の
地
位
か
ら
上
級
の

地
位
へ
の
昇
進
を
願
う
。
上
役
は
彼
の
仕
事
ぶ
り
の
正
確
さ
、
又
迅
速
さ
、

そ
し
て
昇
進
の
為
の
専
門
試
験
の
成
績
を
考
慮
す
る
。
そ
れ
と
共
に
上
役

又
は
組
織
に
対
す
る
「
従
順
さ
扁
を
考
え
に
入
れ
る
。
し
か
し
昇
進
の
決

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
相
心

定
さ
れ
方
は
公
開
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
公
的
権
力
に
つ
く
政
治
家
、

特
に
党
首
は
敵
対
春
又
は
競
争
者
と
の
闘
争
に
打
ち
勝
っ
て
、
い
わ
ば
実

力
で
も
っ
て
そ
の
地
位
を
握
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
新
聞
等
に
お

い
て
彼
の
敵
対
者
や
競
争
者
の
監
督
、
批
判
の
目
に
常
に
さ
ら
さ
れ
、
彼

が
そ
の
地
位
に
つ
い
た
訳
や
そ
の
手
段
は
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
○
］
℃
ω
．
ω
鴫
㊤
～
Q
σ
G
Q
O
）
。
仁
⇒
「
自
分
の
意
見
で
は
ま

ち
が
つ
た
命
令
を
受
け
た
宮
僚
は
異
議
を
と
な
え
る
こ
と
が
出
来
る
し
、

又
そ
5
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
上
役
が
そ
の
命
令
を
あ
く
ま
で
受
け
る

よ
う
に
言
う
と
、
そ
れ
が
自
分
の
意
見
で
あ
る
か
の
よ
う
に
そ
の
命
令
を

実
施
す
る
の
が
官
僚
の
義
務
で
あ
り
、
名
誉
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼

は
自
分
の
意
見
よ
り
も
自
分
の
職
務
義
務
感
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
が
示
さ
れ
る
」
（
｛
り
℃
ω
．
ω
ト
り
ω
》
　
Q
◎
ら
Q
O
冒
　
α
掃
卜
σ
～
朝
H
G
Q
）
。
も
し
政
治
家
が

そ
ん
な
事
を
す
れ
ば
、
彼
は
面
分
の
責
任
を
は
た
さ
な
い
で
地
位
に
執
着

す
る
と
い
っ
て
軽
蔑
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
政
治
家
は
し
ば
し
ば
重
大
な
事
の

為
に
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
な
い
も
の
を
犠
牲
に
し
、
妥
協
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
お
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
彼
は
常
に
主
権
者
（
君
主

又
は
人
昆
）
に
対
し
て
意
見
が
入
れ
ら
れ
な
い
時
は
職
を
辞
す
る
心
構
え

を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
違
い
が
起
っ
て
来
る
の
は

官
僚
が
政
党
の
上
に
立
つ
、
即
ち
自
分
の
権
力
を
求
め
る
闘
争
の
外
に
あ

る
の
に
対
し
て
政
治
蒙
は
自
己
の
権
力
を
求
め
て
争
い
、
そ
の
権
力
に

伴
う
薗
己
の
責
任
を
ひ
き
う
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
○
℃
ω
・

α
目
ω
）
。
政
治
蒙
に
お
い
て
は
密
僚
と
違
っ
て
「
政
治
に
お
け
る
唐
主
独
立

性
」
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
の
℃
Q
Q
「
。
。
ω
㎝
）
。
そ
こ
で
責
任
あ
る
有
効
な

外
交
政
策
を
展
開
す
る
為
に
は
官
僚
に
対
抗
し
て
政
治
家
に
活
動
の
場
を

七
九
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与
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
為
に
は
ま
ず
指
導
的
政
治
家

を
選
び
出
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
政
治
家
が
選
出
さ
れ
て
活
動
す
る
場
と
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
議
会
を
重

視
す
る
。
ビ
ス
マ
ル
ク
以
来
弱
体
化
し
た
議
会
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
文
句

を
言
う
だ
け
の
議
会
、
単
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
働
き
し
か
し
な
い
議
会
に
零

し
て
彼
は
濡
動
的
で
強
力
な
議
会
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
議
会
は

官
僚
欄
組
織
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
人
々
の
代
襲
春
の
集
り
で
あ
る

が
、
議
会
を
通
じ
て
国
民
の
岡
意
を
得
て
、
国
民
の
集
中
し
た
力
が
な
け

れ
ば
国
家
の
強
力
な
政
策
を
展
済
す
る
こ
と
は
繊
来
な
い
。
そ
こ
で
議
会

が
政
治
の
中
心
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
議
会

が
立
法
と
露
鋒
霧
議
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
。
又
議
会
が
政
治
的
に

効
果
あ
る
働
き
を
す
る
為
に
ま
ず
第
～
に
必
要
な
の
は
「
調
査
権
」
（
Ω
頃

ω
．
ω
島
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
行
政
を
監
督
す
る
為
に
は
絶
対
に
必
要
で
あ

る
。
何
故
な
ら
、
官
僚
が
政
治
上
の
力
を
増
大
さ
せ
て
き
た
の
は
彼
等
が

職
務
に
つ
く
為
の
専
門
知
識
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
職
務
上
得
た
知
識
を

独
占
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
○
℃
ω
・
Q
◎
蔭
O
）
。
彼
等
は
自
分
達
の
権
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

守
る
為
に
秘
密
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
為
に
は

議
会
が
調
査
権
を
持
つ
こ
と
、
即
ち
宮
僚
を
議
会
に
呼
ん
で
話
し
を
さ
せ
、

容
え
を
要
求
し
、
資
任
を
追
求
す
る
カ
を
持
つ
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行

政
を
公
開
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
国
民
は
議
会
を
通
じ
て

行
政
の
や
り
方
を
監
督
し
、
影
響
を
与
え
る
事
が
出
来
る
。
知
は
カ
で
あ

る
こ
と
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
議
会
に

カ
が
な
け
れ
ぽ
調
査
権
を
議
会
が
も
っ
て
い
て
も
官
僚
か
ら
必
要
な
掃
え

を
引
き
出
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
議
会
が
力
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で

八
○

あ
る
。

　
議
会
が
カ
を
も
つ
為
に
は
「
何
入
も
連
邦
議
会
の
議
員
と
帝
国
議
会
の

議
員
を
同
時
に
か
ね
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
言
う
憲
法
第
九
条
が
障
害

と
な
る
こ
と
を
ヴ
ェ
ー
パ
ー
ほ
指
摘
し
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の

条
項
に
よ
っ
て
帯
乱
雲
獺
や
火
臣
は
連
郵
議
会
の
議
員
と
な
っ
た
か
ら
帝

国
議
会
を
は
な
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
大

臣
は
議
会
内
で
の
影
響
力
を
失
い
、
無
力
と
な
り
、
皇
帝
に
頼
ら
ざ
る
を

得
な
く
な
る
。
又
帝
圏
議
会
は
致
治
家
を
失
い
、
政
治
蘭
影
響
を
減
少
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
条
項
を
な
く
す
る
事
に
よ
っ
て
、

議
会
の
中
で
政
治
に
責
任
を
持
つ
政
治
家
が
選
出
さ
れ
、
議
会
に
対
し
て

政
治
家
が
費
任
を
も
ち
、
そ
し
て
議
会
が
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を
も
つ

こ
と
を
期
待
し
た
（
○
℃
ω
’
ト
っ
邸
O
～
ト
っ
ω
9
湛
O
G
Q
～
髄
8
）
。
又
ヴ
篤
ー
パ
ー
は

議
会
の
小
委
員
会
に
お
け
る
行
政
と
の
鍍
触
・
質
問
・
討
議
を
通
じ
て
行

敷
に
つ
い
て
よ
く
知
り
、
少
な
く
と
も
窟
僚
の
も
つ
知
識
は
わ
き
ま
え
て

い
る
と
共
に
議
会
内
で
の
政
党
同
志
の
争
い
に
打
ち
勝
っ
て
、
有
力
に
な

っ
た
政
党
を
指
導
す
る
政
治
家
が
登
場
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
議
会
は

政
治
家
の
教
育
と
訓
練
の
場
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
治
家
が
議
会
の
支

持
の
下
で
、
宮
宗
義
組
織
を
指
導
し
て
責
任
あ
る
政
治
を
行
な
う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
主
張
し
た
。
本
来
官
僚
制
は
政
治
を

行
な
う
た
め
の
道
具
に
す
ぎ
ず
、
二
宮
を
決
定
し
た
り
、
政
治
的
に
責
任

を
と
る
機
関
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
こ
で
彼
は
行
政
の
監
督
と
指

記
者
選
出
と
い
う
二
つ
の
こ
と
を
議
会
の
最
も
重
要
な
働
き
と
考
え
、
そ

れ
が
出
来
る
よ
う
に
内
政
改
革
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
れ
を
通
じ
て
議
会
が
政
治
の
中
心
と
な
り
、
官
僚
と
対
抗
す
る
こ
と
が
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鐵
来
る
よ
う
に
な
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

「
議
会
主
義
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
議
会
主
義
と
云
っ
て
も
、
議
会
で

選
出
さ
れ
た
政
治
家
が
実
際
の
政
治
を
指
遵
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
議
会

と
政
治
家
の
二
元
的
政
治
体
制
を
彼
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
議
会
の
働
き
の
内
、
第
一
の
行
政
の
監
督
に
関
し
て
は
意
見
を
変

え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
指
轟
者
選
録
に
つ
い
て
は
第
一
次
大
戦
後
皇
帝

の
退
位
以
後
違
っ
た
意
見
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
◎
す
な
わ
ち
政
治
指
遵

巻
は
、
国
民
の
直
接
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
こ
の
様
な
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
Q

議
会
に
よ
っ
て
指
導
者
が
選
幽
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
議
会
が
有
力
に
な
る
と
云
う
事
の
他
に
、
ご
つ
の
理
由
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ω
議
会
は
、
国
罠
の
代
表
着
の
集
ま
り
か
ら
な
っ

て
い
る
か
ら
、
議
会
で
選
ば
れ
た
指
導
者
は
、
国
論
の
闊
接
的
熱
意
の
上

に
立
っ
て
政
治
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
②
議
会
は
、
雷
論
の
場
で
あ
る
。

議
会
に
お
け
る
質
問
、
討
議
を
通
じ
て
、
政
治
の
訓
練
が
な
さ
れ
る
。
又
、

議
会
内
で
の
言
論
の
戦
い
を
通
じ
て
、
政
治
家
に
つ
い
て
の
識
見
、
指
導

力
が
明
ら
か
に
な
る
。
単
な
る
デ
マ
ゴ
ー
グ
で
は
な
い
政
治
家
が
指
導
的

地
位
に
つ
く
こ
と
を
議
会
は
保
障
す
る
わ
け
で
あ
る
。
又
、
ス
ム
ー
ス
に

指
導
者
を
交
代
さ
せ
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
敗
戦
の
結
果
、

皇
帝
以
下
旧
糊
度
は
権
威
を
失
っ
た
。
そ
れ
ら
の
歴
史
的
正
当
性
は
な

く
な
っ
た
。
旧
鋼
度
に
お
い
て
、
軽
蔑
さ
れ
、
又
実
際
的
活
動
を
し
な
か

っ
た
議
会
は
、
や
は
り
権
威
を
失
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
…
バ
ー

自
身
は
本
来
、
君
主
制
論
者
で
あ
っ
て
、
政
治
形
態
と
し
て
は
立
憲
鴛
主

制
（
勿
論
、
旧
制
度
の
よ
う
に
み
せ
か
け
の
立
憲
主
義
、
皇
帝
の
一
人
舞

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
政
治
思
想

台
、
実
は
官
僚
支
配
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
粛
々
あ
る
政
治
家
が
宰

相
に
つ
く
と
云
う
意
味
で
の
）
を
最
も
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
、
現
実
は
そ
れ
を
追
い
越
し
て
し
ま
っ
た
Q
そ
こ
で
、
彼
は
国
民

を
｝
つ
に
結
び
つ
け
る
の
に
最
も
適
し
た
国
家
形
態
と
し
て
、
共
穐
制
を

主
張
す
る
事
に
な
っ
た
。
宰
桐
に
代
っ
て
、
大
統
領
が
行
政
の
貴
任
者
に

な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
「
初
代
の
大
統
領
は
、
国
財
立
法
会
議
に
よ
っ
て

選
ば
れ
た
。
し
か
し
、
次
か
ら
大
統
領
は
国
民
に
よ
っ
て
直
接
に
選
ば
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
○
℃
ω
旧
刊
○
。
①
）
と
言
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
ヴ
ェ

ー
バ
ー
は
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
e
藩
主
主
義
の
原
則
か
ら
い
っ
て
、
議

員
の
妥
協
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
国
艮
の
臨
接
選
挙
に
よ
っ
て
、
国
家
の
形

式
的
に
最
高
の
地
位
の
者
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
。
⇔
ド
イ
ツ
の
経
済
再

建
の
為
に
必
要
な
行
政
の
統
～
性
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
「
拙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

会
化
」
ω
。
N
一
調
。
。
醇
§
σ
q
を
強
行
す
る
為
に
は
、
圏
民
の
支
持
の
上
に
立
つ

大
統
領
が
必
要
で
あ
る
。
⇔
大
統
領
の
国
畏
選
挙
が
、
指
導
者
選
択
と
政

党
の
新
編
制
の
機
会
に
な
る
。
㈱
職
業
団
体
が
政
党
に
影
響
を
及
ぼ
し
、

こ
れ
ら
団
体
の
支
持
を
受
け
た
議
員
達
の
議
会
（
ヴ
エ
ー
バ
；
は
こ
れ
を

俗
物
の
議
会
と
呼
ん
で
い
る
）
が
成
立
す
る
と
、
指
奪
者
選
択
が
行
な
わ

れ
な
く
な
る
と
共
に
、
国
巡
的
政
策
、
を
展
開
し
な
く
な
る
。
㈲
以
前
の
官

僚
国
家
で
は
、
議
会
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

今
で
は
議
会
の
多
数
派
に
不
犯
性
と
全
権
が
あ
る
と
い
う
薫
信
に
お
ち
こ

ん
で
い
る
。
こ
れ
は
民
主
主
義
に
反
す
る
し
、
又
、
議
会
が
危
険
に
お
ち

入
っ
た
時
、
国
家
全
体
が
ゆ
ら
ぐ
事
に
な
る
。
だ
か
ら
、
議
会
に
対
抗
し

て
、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
大
統
領
が
必
要
で
あ
る
。

　
国
蔑
か
ら
直
接
大
統
領
が
選
ば
れ
る
と
な
る
と
、
大
衆
民
主
制
の
下
で

八
一
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は
人
々
は
感
憐
的
に
動
か
さ
れ
や
す
い
か
ら
、
デ
マ
ゴ
ー
グ
！
的
カ
ジ
ス

マ
的
措
導
者
が
政
権
に
つ
く
機
会
が
多
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
感
情
的
、

非
合
理
的
要
素
を
繊
来
る
だ
け
入
れ
な
い
で
政
治
を
考
え
よ
う
と
し
た
の

が
、
「
新
秩
序
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
議
会
と
政
府
」
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ

ー
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
す
っ
か
り
意
見
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
議
会
主
義
を
捨
て
て
、
「
人
艮
投
票
に
よ

る
指
導
者
民
主
主
義
」
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、
こ
の
変
化
を
強

調
す
る
の
は
、
W
・
J
・
モ
ム
ゼ
ン
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
考
え
る
民

主
主
義
は
、
受
動
的
大
衆
に
対
し
て
「
マ
シ
ン
」
（
機
関
）
を
も
っ
た
カ
リ

ス
マ
的
指
導
老
が
、
非
合
理
的
、
デ
マ
ゴ
ー
ギ
ー
的
手
段
を
も
っ
て
働
き

か
け
、
服
従
と
喝
巣
を
得
て
、
自
由
に
ふ
る
ま
う
こ
と
で
あ
る
Q
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
指
導
者
が
、
独
裁
的
支
配
を
す
る
危
険
は
常
に
あ
る
。
ヴ
ェ

ー
バ
ー
は
「
大
衆
的
指
導
者
民
主
主
義
㎏
は
指
導
老
の
「
カ
リ
ス
マ
的
独

裁
的
支
配
へ
の
急
変
の
危
険
性
漏
が
み
ら
れ
る
の
に
、
彼
は
こ
れ
を
軽
視

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
こ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
ズ
ム
へ
の

レ
：
ル
を
ひ
い
た
。
こ
の
よ
う
に
モ
ム
ゼ
ン
は
主
張
し
て
い
る
。
実
際
、

ヴ
ェ
ー
パ
ー
が
国
民
投
票
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
大
統
領
を
主
張
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
指
導
者
選
出
の
方
法
が
変
わ
り
、
デ
マ
ゴ
ー
ギ
ー
の
危
険
性

が
増
大
し
、
カ
リ
ス
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
指
導
者
の
権
限
が
大
き
く
な
っ
た
。

又
、
こ
れ
に
伴
い
議
会
の
力
は
制
限
さ
れ
、
議
会
は
「
監
督
の
機
関
」
と

さ
れ
た
事
も
事
実
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
；
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
議
会

の
あ
り
方
に
引
写
を
感
じ
、
そ
の
反
動
が
議
会
に
対
し
て
厳
し
い
、
暗
に

は
皮
肉
な
態
度
を
と
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
、
当
時
の
ド
イ

ツ
は
革
命
の
蒔
代
で
あ
り
、
今
に
も
革
命
的
独
裁
の
行
な
わ
れ
そ
う
な
状

八
二

態
に
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
敗
戦
の
下
に
お
け
る
革
命
に
反
対
し
た
。

し
か
し
社
会
の
改
革
は
必
要
で
あ
る
。
こ
の
為
に
も
強
力
な
大
統
領
を
望

ん
だ
と
も
云
え
る
。
当
晴
の
ド
イ
ツ
の
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
に
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
現
実
に
即
し
て
意
見
を
変
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
の

大
統
領
は
国
鳥
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
蒔

の
理
由
を
参
照
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
こ
れ
に
よ
っ
て
何
を
望
ん
だ

か
を
顧
み
て
、
彼
が
意
見
を
す
っ
か
り
変
え
た
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
よ

う
。
e
政
治
の
最
高
下
構
者
で
あ
る
大
統
領
は
、
議
会
内
で
の
取
引
き
、

妥
協
で
な
く
、
国
難
の
面
前
で
、
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
官
僚
が
地
位
に
つ
く
際
の
秘
密
主
義
と
政
治
家
の

場
合
の
公
開
性
を
対
比
さ
せ
た
。
こ
の
公
開
性
の
見
地
か
ら
云
っ
て
、
圏

民
投
票
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
鱒
政
治
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
国
民
が

政
治
に
関
心
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
⇔
、
㈱
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
実
際

的
で
有
効
な
政
治
を
考
え
た
晧
、
国
畏
の
支
持
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

更
に
進
ん
で
彼
は
、
国
民
を
～
つ
に
結
合
す
る
こ
と
が
強
・
刀
な
政
治
を
す

る
上
に
必
要
と
し
た
。
国
民
が
カ
リ
ス
マ
的
人
格
を
持
つ
指
導
者
と
直
接

に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
畏
の
結
合
は
容
易
に
な
る
。
し
か
し
そ

れ
が
指
導
者
の
狸
裁
に
導
き
は
し
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
指
轟
嚢
は
国
民

に
対
し
て
責
任
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
主
張
し
た
。
㈲

更
に
又
彼
は
、
権
力
の
均
衡
を
常
に
考
え
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

何
故
な
ら
、
日
常
の
支
配
を
独
占
し
、
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
る
宮
僚
翻

に
、
い
か
に
対
抗
す
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
議
会
が
、

更
に
政
治
家
が
そ
れ
に
対
抗
す
る
又
は
対
抗
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
し

か
し
今
度
は
議
会
の
多
数
派
の
全
権
と
鼠
う
事
態
が
生
じ
て
き
た
。
そ
こ
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で
議
会
に
薄
抗
す
る
も
の
と
し
て
大
統
領
を
彼
は
も
ち
出
し
た
。
大
統
傾

が
議
会
に
対
し
て
拒
否
権
、
解
散
権
、
国
畏
投
票
で
も
っ
て
働
ぎ
か
け
る

の
に
対
し
て
、
議
会
は
大
統
領
を
「
監
督
」
す
る
。
こ
の
よ
う
な
お
互
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
牽
制
す
る
と
云
う
関
係
が
み
ら
れ
る
。
だ
か
ら
モ
ム
ゼ
ン
の
解
釈
の
よ

5
に
、
大
統
領
の
国
民
投
票
制
に
よ
っ
て
議
会
が
無
力
化
し
、
指
導
者
と

そ
の
「
マ
シ
ン
」
が
全
権
を
ふ
る
う
こ
と
に
な
る
と
す
る
の
は
、
行
過
ぎ

で
あ
る
。
確
か
に
ヴ
ェ
；
バ
ー
の
政
治
論
に
お
い
て
指
導
者
中
心
的
思
想

が
み
ら
れ
る
。
大
衆
民
主
主
義
の
時
代
に
お
い
て
は
政
治
家
（
指
導
渚
）

が
中
心
と
な
っ
て
「
マ
シ
ン
」
を
作
り
、
政
党
を
組
織
し
、
宣
伝
活
動
、

選
挙
運
動
を
行
な
っ
て
国
民
多
数
の
支
持
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
。
又
そ

れ
に
よ
っ
て
政
権
を
に
ぎ
り
、
自
己
の
政
治
を
行
な
お
5
と
す
る
。
そ
こ

で
国
民
大
衆
は
、
選
挙
運
動
な
ど
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
政
治
に
お

い
て
受
動
的
役
割
を
演
じ
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

先
に
述
べ
た
よ
う
に
権
力
政
策
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
国
民
が
「
支
配

民
族
」
で
あ
り
、
「
政
治
的
に
成
熟
し
て
い
る
」
も
の
が
あ
っ
て
、
指
導
者

の
選
択
を
通
じ
て
国
民
が
政
治
の
主
体
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
主
張
し
た
。
現
実
の
ド
イ
ツ
国
忌
は
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
の
で
、
彼
は
生
涯
を
通
じ
て
国
恥
の
政
治
的
教
育
の
必
要
性
を
説

き
続
け
た
の
で
あ
る
。
彼
は
終
始
一
貫
し
て
国
民
の
立
場
に
立
っ
た
の
で

あ
る
。

　
全
体
と
し
て
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
政
治
的
思
考
は
一
貫
し
て
変
ら
な
か
っ
た

と
云
え
る
。
彼
は
国
民
の
利
害
関
心
に
即
し
て
行
な
わ
れ
る
政
溶
を
可
能

な
ら
し
め
る
条
件
を
探
究
し
、
議
会
主
義
更
に
人
民
投
票
に
よ
る
大
統
領

を
主
張
し
た
。
こ
の
際
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
国
罠
に
せ
よ
政
治
家
に
せ

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

よ
政
治
に
利
害
関
心
を
も
っ
て
い
る
人
々
（
政
治
に
対
し
て
経
済
的
利
害

関
心
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
政
治
的
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
政
治
に

参
加
す
る
人
々
）
の
「
自
発
的
」
〈
9
§
葺
一
ω
臨
零
7
（
○
勺
ω
．
ω
G
o
⑩
）
活
動
に

よ
っ
て
政
治
は
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
政
治
活
動
は
従
っ
て
「
利
害
関

係
者
の
運
営
」
H
艮
臼
。
器
の
簿
塞
げ
。
鼠
Φ
ぴ
（
○
℃
幹
c
o
◎
○
Φ
）
な
の
で
あ
る
こ
と
が

前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
政
治
論
に
お
い
て

は
欄
度
よ
り
も
む
し
ろ
制
度
を
動
か
す
人
間
の
態
度
が
問
題
で
あ
り
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は
常
に
政
治
に
携
わ
る
人
間
の
責
任
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
内
政
に
対
し
て
外
交
政
策
が
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
又

　
　
外
に
向
っ
て
の
権
力
の
発
現
と
云
う
必
要
に
応
じ
て
国
家
の
構
成
を

　
　
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
云
う
主
張
は
、
ラ
ン
ケ
の
「
政
治
問
答
し

　
　
以
来
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
と
国
家
思
想
の
伝
統
と
な
っ
た
も
の
で

　
　
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
；
も
「
外
交
の
優
位
」
と
云
う
こ
の
伝
統
を
う
け

　
　
つ
い
で
い
る
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
特
色
は
後
に
見
る
よ
う
に
、
外
交
に

　
　
お
け
る
権
力
政
治
と
内
政
に
お
け
る
民
主
政
治
を
結
び
つ
け
た
点
に

　
　
あ
る
。

　
（
2
）
　
　
齢
釈
命
4
由
T
憎
匹
臼
先
月
り
れ
た
盲
糾
日
晒
晶
則
愛
門
田
［
山
土
気
脳
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
　
「
一

　
　
切
の
重
要
な
文
化
問
題
に
対
し
て
定
見
を
も
た
な
い
」
空
虚
な
「
動

　
　
物
学
的
N
8
δ
σ
q
圃
零
ぴ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ん
で
非
難
し
て
い
る
。

　
　
文
化
の
理
想
が
見
失
わ
れ
る
と
岡
暗
に
精
神
の
み
じ
め
な
狭
窄
化

　
　
く
。
鴇
コ
σ
q
§
σ
q
が
生
じ
る
が
、
そ
れ
を
声
高
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
唱

　
　
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
お
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
化
の
理
想
を
も

　
　
た
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
空
虚
で
あ
り
、
内
に
弱
さ
を
持
つ
こ
と

　
　
を
ヴ
ェ
；
バ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
（
モ
ム
ゼ
ソ
、
前
掲
書
や
勺
㎝
）
。

八
三
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哲
学
研
究
　
第
五
首
二
十
嬰
マ

（
3
）
　
し
か
し
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ロ
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
の
問
に
あ

　
っ
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
保
存
」
が
ヴ
ェ
ー
バ
…
に
と
っ
て
ド
イ

　
ツ
の
世
界
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
、

　
晶
朋
据
絢
轡
勺
：
ト
り
q
）
O
　
ヤ
ス
パ
　
ー
ス
は
隔
て
の
後
　
「
哲
学
的
白
口
伝
」
　
　
一
　
九
一
血

　
三
の
中
で
そ
の
こ
と
を
敷
術
し
て
い
る
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
と
ロ

　
シ
ア
の
間
に
あ
っ
て
、
「
覧
容
の
精
神
と
個
人
的
生
活
の
自
由
と
多

　
様
性
の
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
の
偉
大
さ
の
精
神
を
救
う
こ

　
と
」
が
ド
イ
ツ
の
課
題
で
あ
る
と
云
う
の
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
通
念

　
O
Φ
ω
ぎ
ロ
自
盛
σ
q
で
あ
る
（
囚
●
智
ω
篤
湊
軸
℃
露
び
ω
o
℃
ぼ
。
。
o
ぴ
①
》
珠
愚
痔
①
μ
ゆ

　
①
臓
歪
6
。
畠
2
じ
σ
雌
野
①
鼠
ワ
お
Q
。
）
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
師
翻
し
た
ヤ
ス

　
パ
ー
ス
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
臨
接
的
証
言

　
で
あ
る
こ
と
、
又
ヴ
ェ
…
バ
ー
が
ド
イ
ツ
の
課
題
と
し
て
提
出
し
た

　
こ
と
が
非
常
に
ば
く
ぜ
ん
と
し
て
い
て
、
ド
イ
ツ
の
文
化
と
し
て
特

　
微
付
け
ら
れ
る
訳
に
は
い
か
な
い
こ
と
、
以
上
の
二
つ
の
理
宙
に
よ

　
っ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
証
言
を
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
に
し
た
。
た
だ
ヤ

　
ス
パ
ー
ス
の
証
言
を
信
用
す
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ド
イ
ツ
に
お
い

　
て
ヨ
：
ロ
ッ
パ
文
化
の
抵
統
を
守
ろ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
う
か
が

　
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヴ
ェ
…
バ
…
の
思
想
の
保
守
性
を
あ
ら
わ
す

　
も
の
と
し
て
興
味
深
い
事
柄
で
あ
る
。

（
4
）
　
こ
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
と
云
う
こ
と
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ユ

　
ソ
カ
ー
な
ど
の
生
ま
れ
に
よ
る
審
ハ
族
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
訳
で
は

　
な
い
。
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
を
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
す
ぐ
れ
た
者
の
支
配

　
と
云
う
欝
葉
の
本
来
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

　
れ
で
貴
族
糊
と
云
う
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
訳
語
を
用
い
な
か
っ

八
四

　
た
Q

（
5
）
　
モ
ム
ゼ
ソ
、
前
掲
憲
や
濠
。

（
6
）
拶
諺
δ
糞
窯
。
。
図
≦
の
冨
H
§
q
畠
…
①
寓
貧
皆
冨
葦
劉
冒
黒
・
・
×

　
≦
①
滞
H
¢
巳
曽
N
互
○
触
Φ
｝
拓
暮
①
H
8
㎝
℃
．
目
G
。
圖

（
7
）
　
ハ
ン
ス
・
ロ
ー
ン
は
ヴ
ェ
ー
バ
…
を
代
表
と
す
る
「
自
由
主
義
者

　
達
」
が
「
権
力
政
治
」
を
も
っ
て
西
ヨ
ー
窟
ッ
パ
に
対
抗
し
よ
う
と
し

　
た
の
に
対
し
て
「
保
守
主
義
嚢
達
」
は
む
し
ろ
「
文
化
的
倫
理
的
根

　
拠
」
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
な
そ
う
と
し
た
こ
と
を
摺
了
し
て
い
る
（
前

　
掲
露
℃
9
卜
。
①
⑩
）
o
第
一
次
大
戦
が
始
ま
る
と
ド
イ
ツ
の
参
戦
も
こ
れ

　
ら
の
方
向
に
従
っ
て
擁
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
○
こ
の

　
よ
う
な
保
守
・
主
義
港
の
中
に
ト
マ
ス
・
マ
ン
や
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ

　
ル
チ
ュ
が
数
え
ら
れ
る
（
汕
闘
柵
鋼
書
　
℃
．
　
卜
3
q
も
◎
～
邸
①
①
”
　
℃
◆
　
G
o
卜
Q
O
～
G
◎
卜
⊃
一
）
。

　
彼
等
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
騙
家
や
「
文

　
化
」
の
独
自
性
と
優
越
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
と
比
較
す

　
る
と
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
立
場
は
あ
い
ま
い
で
簡
単
に
割
り
切
っ
て
理
解

　
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

（
8
）
　
C
・
ア
ソ
ト
ー
二
、
晶
削
密
書
日
ω
目
。

（
9
）
　
官
僚
鯛
組
織
は
社
会
学
に
お
い
て
は
、
最
も
合
理
的
能
率
的
な

支
配
の
体
制
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
又
官
僚
制
は
支
配
者
に
と
っ
て

　
「
技
術
的
に
最
高
度
に
発
達
し
た
権
力
手
段
」
（
≦
煽
○
．
α
G
Q
O
）
で
あ
る

　
と
さ
れ
た
。
官
僚
制
は
本
来
支
配
の
為
の
道
具
で
あ
る
。
し
か
し
政

　
治
論
に
お
い
て
は
、
窟
僚
と
官
僚
郷
組
織
を
誰
が
政
治
の
道
具
と
し

　
て
用
い
て
い
る
か
を
問
題
と
し
、
更
に
彼
等
が
欝
常
の
行
政
に
携
わ

　
る
こ
と
に
よ
っ
て
勢
力
を
増
大
さ
せ
、
実
際
に
政
治
を
行
っ
て
い
る
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の
で
は
な
い
か
と
云
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
岡
じ
宮
僚
側
組

　
織
の
こ
と
を
云
い
な
が
ら
、
社
会
学
と
政
治
論
で
は
視
角
が
異
な
つ

　
て
い
る
。
政
治
論
に
お
い
て
は
官
【
甲
州
調
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
｝
囲
が
強
調

　
さ
れ
る
。
そ
こ
で
官
僚
の
勢
力
を
お
さ
え
て
政
油
の
道
具
と
し
て
絹

　
い
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
か
が
間
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
に
し
た
議
会
主
義
の
立
場

　
を
一
九
一
七
年
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
新
聞
」
勺
毒
灘
ζ
¢
簿
O
脱
N
Φ
…
【
棄
一
α
q

　
に
発
表
し
た
「
新
秩
序
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
と
政
府
し
と
云
う

　
論
文
に
お
い
て
蓑
明
し
た
。
そ
の
後
改
訂
、
拡
張
さ
れ
て
、
現
在
は

　
「
政
治
論
文
集
」
（
○
勺
ω
も
』
逡
～
麟
鐙
）
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
二
三
翌
冬
蟹
で
あ
る
と
共
に
す
ぐ
れ
た
理
論
的
内
容
を
も
つ

　
た
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
政
治
論
の
代
襲
的
論
文
で
あ
る
Q

（
1
1
）
　
「
社
会
化
」
と
は
行
政
を
意
味
す
る
σ
「
社
会
化
」
と
は
ド
イ
ツ

　
経
済
再
建
の
た
め
の
方
策
で
あ
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
れ
が
「
不

　
可
避
の
財
政
的
措
置
」
で
あ
る
か
、
又
は
「
経
済
の
改
造
」
と
し
て

　
な
さ
れ
る
の
か
ど
ち
ら
で
も
よ
い
事
柄
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
○
勺
ω
’

　
蒔
。
。
①
）
。

（
1
2
）
　
モ
ム
ゼ
ン
、
晶
削
掲
書
℃
．
鼻
O
O
。

（
1
3
）
　
大
統
領
の
圏
昆
に
よ
る
鷹
接
選
挙
を
ヴ
ェ
…
パ
ー
が
主
張
し
た

　
こ
と
の
功
罪
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
論
議
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
否
定

　
的
意
見
が
優
勢
で
あ
る
（
た
と
え
ぽ
メ
…
ヤ
…
、
モ
ム
ゼ
ソ
）
Q
し
か

　
し
こ
の
燥
誠
論
を
す
る
基
礎
と
し
て
、
E
・
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
が
主
張

　
す
る
よ
う
に
、
大
統
領
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
議
会
が
ど
れ
だ
け

　
有
効
な
力
を
も
つ
か
を
ヴ
ェ
ー
バ
…
が
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
と
云

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
愚
想

　
う
問
題
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
問
題
が
ヴ
ェ

　
ー
バ
ー
の
友
人
達
、
研
究
者
達
の
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
る
の
で

　
あ
る
（
腕
留
償
讐
σ
c
霞
径
ポ
】
≦
食
。
×
芝
㊦
冨
び
乏
費
開
罎
義
℃
O
撲
O
箒
岡
q
っ
①
湛

　
ワ
α
お
～
α
㎝
O
）
。

（
1
4
）
　
顧
罠
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
大
統
領
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は

　
そ
の
為
の
政
治
的
条
件
が
と
と
の
わ
な
い
の
に
、
空
想
に
ふ
け
っ
て

　
い
る
の
で
あ
る
と
被
の
弟
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
述
べ
て

　
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
生
前
ヴ
ェ
ー
パ
ー
と
親
し
か
っ
た
テ
オ
ド
ー

　
ル
・
ホ
イ
ス
ほ
ヴ
ェ
ー
パ
…
が
空
想
に
ふ
け
っ
た
の
で
は
な
く
、
顯

　
民
の
選
挙
に
よ
る
大
統
領
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
門
歴

　
史
の
進
行
に
弾
力
性
を
も
ち
こ
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
し
と
空
風
し

　
て
い
る
Q
ホ
イ
ス
は
又
大
統
領
と
議
会
が
対
立
し
た
際
に
園
罠
の
意

　
見
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
重
要
性

　
が
き
ま
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
と
し
て
い
る
（
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
、

　
前
掲
憲
や
α
α
O
～
α
㎝
μ
）
。
こ
の
ホ
イ
ス
の
意
見
が
ヴ
ェ
ー
バ
…
の

　
意
図
を
よ
く
つ
か
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
Q

（
1
5
）
　
第
一
次
大
戦
後
彼
は
ル
ー
デ
ソ
ド
ル
フ
と
会
談
し
、
民
主
主
義

　
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
問
答
を
交
し
た
こ
と
を
彼
の
夫
人
は
伝
え
て

　
い
る
。

　
ル
ー
デ
ソ
ド
ル
フ
”
そ
れ
な
ら
あ
な
た
は
斜
月
主
義
を
ど
の
よ
う
な

　
　
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
す
か
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
…
”
民
主
主
義
に
お
い
て
は
國
民
は
自
分
の
儒
曝
す
る
指

　
　
導
者
を
選
び
ま
す
。
そ
れ
か
ら
選
ば
れ
た
指
導
者
は
愛
い
ま
す
。

　
　
「
も
う
お
し
ゃ
べ
り
は
止
め
て
服
従
せ
よ
」
国
罠
も
政
党
も
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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す
る
事
柄
に
勝
手
に
く
ち
ば
し
を
入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な

　
り
ま
す
。

ル
！
デ
ソ
ド
ル
フ
”
そ
の
よ
う
な
民
主
主
義
な
ら
私
の
気
に
入
る
か

　
も
知
れ
な
い
。

ヴ
ェ
ー
バ
i
”
そ
の
後
で
国
民
は
審
判
す
る
こ
と
が
玉
来
ま
す
。
も

　
し
指
導
者
が
過
ち
を
お
か
し
た
な
ら
、
彼
と
共
に
絞
首
台
に
上
る

　
こ
と
も
あ
る
の
で
す
（
］
U
ζ
d
．
　
①
①
魁
1
α
）
。

　
こ
れ
は
ヴ
ェ
ー
パ
…
の
指
導
者
中
心
的
な
民
主
主
義
の
問
題
性
を

衷
わ
す
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
妙
所
で
あ
る
Q
こ
の
箇

所
を
問
題
に
す
る
人
々
は
殆
ん
ど
前
半
の
所
に
関
心
を
よ
せ
て
い
る

が
、
私
は
後
半
の
政
治
に
お
け
る
責
任
性
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
考
え
る
厩
主
政
治
は
、
政
治
に
携
わ
る
人

々
の
貴
任
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、

政
治
論
と
科
学
論

　
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
基
礎
付
け
）

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
面
は
科
学
論
と
の
関
連
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
ま

と
め
る
箏
が
繊
来
る
だ
ろ
う
。
政
治
は
権
力
闘
争
で
あ
り
、
闘
争
と
そ
の

結
果
は
科
学
酌
手
段
で
も
っ
て
予
測
し
、
計
算
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

彼
は
政
治
に
お
け
る
価
値
基
準
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
採
用

し
、
ド
イ
ツ
は
そ
の
国
の
も
つ
文
化
を
守
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の

為
に
ド
イ
ツ
は
世
界
的
強
国
と
し
て
権
力
政
治
を
展
開
し
、
他
の
国
々
に

伍
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
有
効
な
（
外
交
）
政
策
が
行
な
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
為
に
は
、
活
動
釣
議
会
と
翻

八
六

民
の
信
望
を
に
な
っ
た
政
治
象
（
指
導
者
）
、
そ
し
て
政
治
的
に
成
熟
し

た
国
斑
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
現
に
「
あ
る
」
状
態
に
つ
い

て
述
べ
た
の
で
は
な
く
、
門
あ
る
べ
き
」
状
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
点
で
も
政
治
論
は
科
学
と
し
て
通
用
し
得
な
い
。
科
学
が

価
偵
判
断
を
下
す
こ
と
、
即
ち
何
を
墾
む
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
出
来
な

い
の
だ
か
ら
（
○
芝
じ
H
盟
）
Q
だ
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
彼
の
政
治
的
論
文

は
、
科
学
の
権
威
を
要
求
出
来
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
○
℃
Q
o
●
込
。
O
斜

お
①
）
。
科
学
論
の
中
心
問
題
が
（
政
治
的
、
倫
理
的
）
価
値
判
断
か
ら
科

学
を
区
別
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
豪
然
の
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
科
学
論
の
立
場
か
ら
は
、
政
治
と
科
学
は
た
だ
そ
の

よ
う
に
区
別
さ
れ
、
離
し
て
お
か
れ
る
と
云
5
関
係
し
か
持
た
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
政
治
論
の
立
場
、
即
ち
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
耕
学

論
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
事
は
鴫
来
な
い
。
そ
れ
で
は
そ
の
立
場
を
選
ん

だ
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
云
う
事
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ

に
対
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
国
罠
の
持
つ
文
化
を
守
る
為
に

と
　
応
筈
え
る
こ
と
が
幽
来
る
。
そ
れ
で
は
何
故
ド
イ
ツ
文
化
を
選
ぶ
の

か
と
卜
う
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
文
化
が
価
値
を
持
つ
と
激
う
こ
と
は
認

め
る
と
し
て
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
先
に
述
べ
た
所
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
文
化
が
他
国
の
文
化
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
云
う
十
分
な
理
由
を

述
べ
て
い
な
い
し
、
又
ド
イ
ツ
文
化
が
普
遍
的
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る

蕪
も
述
べ
て
い
な
い
。
又
ド
イ
ツ
文
化
の
価
値
を
学
問
的
、
体
系
的
に
論

じ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
価
値
の
体
系
と
か
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
Q
レ
オ
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
す
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

「
全
て
の
緬
値
は
同
等
で
あ
る
」
と
云
っ
た
価
値
の
「
一
一
ヒ
リ
ズ
ム
し
に
お
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ち
い
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
何
故
ド
イ
ツ
の
文
化
を
選
ん
で
他
の
文

化
を
選
ば
な
い
か
と
云
う
こ
と
は
、
ヴ
ェ
…
バ
ー
に
と
っ
て
個
人
の
信
念

の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
確
実
な
合
理
的
な
客
観
的
な
基
準
が
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
の
「
主
体
的
決
断
」
と
選
択
が
あ
る
の
で
あ
る
。

政
治
論
に
あ
っ
て
は
、
価
値
自
由
に
判
断
し
た
り
、
価
値
の
分
析
を
し
た

り
と
云
う
こ
と
、
つ
ま
り
価
値
に
対
す
る
客
観
性
、
含
理
性
が
閥
題
で
あ

る
と
云
う
よ
り
、
緬
値
を
選
び
と
り
、
価
値
を
現
実
の
撚
界
の
申
で
実
現

し
よ
う
と
す
る
人
間
の
主
体
性
が
問
題
な
の
で
あ
る
◎
つ
ま
り
、
政
治
の

に
な
い
手
で
あ
る
国
罠
と
政
治
家
の
あ
り
方
が
間
題
な
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
国
民
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
見
よ
う
。
ヴ
ェ
ー
バ
；
は
社
会

学
的
分
析
に
お
い
て
、
近
代
国
家
を
合
理
的
運
営
と
し
て
と
ら
え
る
。
圏

家
に
お
い
て
合
理
的
支
配
服
従
関
係
が
確
立
し
て
い
て
、
合
理
的
法
に
従

っ
て
秩
序
を
維
持
さ
れ
て
い
る
。
国
家
の
秩
序
を
支
え
て
い
る
の
は
、
指

揮
者
の
命
令
に
対
し
て
、
法
に
従
っ
て
忠
実
に
服
従
し
て
、
規
則
正
し
く

行
動
し
て
い
る
宮
僚
の
態
度
で
あ
る
。
国
権
は
、
法
に
従
う
と
云
う
こ
と

は
、
法
を
施
行
す
る
宮
僚
の
命
令
に
従
5
墓
で
あ
る
。
圏
畏
は
そ
こ
で
も

っ
ぱ
ら
服
従
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
統
治
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
国
家

を
秩
序
維
持
の
機
関
と
し
て
見
る
所
か
ら
、
国
民
は
国
家
に
お
い
て
受
動

的
役
割
し
か
演
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
政
治
論
に
お
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、

闘
争
特
に
諸
国
民
間
の
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
闘
争
か
ら
繊
発
す
る
。
そ
こ

で
は
カ
と
力
の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
問
題
で
あ
り
、
秩
序
に
は
お
さ
ま
り
切

れ
な
い
状
態
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
為
に
は
権
力
政
瀞
が
必
要
で
あ
る
。
政

治
論
に
お
い
て
国
家
は
、
単
に
合
理
的
に
運
営
さ
れ
る
も
の
と
し
て
見
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
国
電
の
利
害
関
心
を
実
上
し
よ
5
と
す
る
「
魍
罠
国

マ
ッ
ク
ス
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
政
治
思
湘
心

家
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
国
家
は
、
権
力
組
織
と
云
う
だ
け
で
な

く
、
国
民
的
文
化
の
守
り
手
と
し
て
、
又
国
民
の
自
由
を
実
現
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヨ
　

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
Q
こ
の
様
な
国
家
に
お
け
る
国
民
は
、
そ
の
権
力

関
心
に
従
っ
て
権
力
政
治
を
推
進
し
て
い
く
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
、
又

そ
の
責
任
を
に
な
う
も
の
で
あ
る
。
国
民
は
「
支
配
民
族
」
と
し
て
「
政

治
的
に
成
熱
」
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
文
化
を
守
り
育
て
て

い
く
の
は
国
画
の
仕
事
で
あ
る
。
他
園
と
対
抗
し
て
い
く
為
に
は
、
こ
の

様
な
国
民
の
積
極
的
態
度
が
必
要
で
あ
る
。
国
民
は
政
治
の
主
体
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
願
主
主
義
と
自
由
を
守
る
為
に
は
、
国
民
が
羊
の

よ
う
に
統
治
さ
れ
る
が
ま
ま
に
は
な
ら
な
い
と
云
う
決
断
た
る
意
志
が
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

要
で
あ
る
（
○
膨
ω
曾
①
H
）
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
圏
民

全
体
が
自
ら
政
治
を
と
る
の
で
は
な
い
の
で
、
政
治
家
を
選
択
し
、
政
治

家
に
政
治
を
ま
か
せ
る
こ
と
を
心
得
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
σ

　
ヴ
ェ
；
バ
ー
は
政
治
の
問
題
を
技
術
的
観
点
か
ら
取
り
扱
っ
た
と
し
て
、

し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
」
・
P
・
メ
ー
ヤ
ー
は
「
政
体
。
。
寧

簿
。
。
す
∋
窪
　
は
、
私
に
と
っ
て
他
の
機
溝
と
同
じ
よ
う
に
技
術
に
す
ぎ
な

い
。
君
主
が
政
治
家
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
議
会
を
攻
撃
し
、
君
主
を

擁
護
し
た
で
あ
ろ
5
に
」
（
○
男
ω
H
9
ミ
O
）
と
云
う
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
書
庫
を

と
り
上
げ
て
、
政
体
の
問
題
は
、
単
に
技
術
的
な
問
題
で
は
な
い
。
「
政
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
う
レ

と
そ
の
道
徳
的
構
造
を
分
け
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
」
と
主
張
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
又
ヴ
ェ
1
パ
ー
が
議
会
を
行
政
の
監
督
を
す
る
も
の

と
し
な
が
ら
、
議
会
が
監
督
す
る
の
は
、
実
は
未
来
の
指
導
老
に
政
治

権
力
を
用
い
る
実
際
的
経
験
を
得
さ
せ
る
機
会
を
与
え
る
た
め
に
す
ぎ

な
い
と
ア
ン
ト
ー
二
も
主
張
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
果
し
て
太
・
気
で
門
議
会

八
七
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主
義
」
を
儒
じ
て
い
た
か
ど
う
か
に
疑
い
の
目
を
む
け
て
い
る
。
ア
ソ
ト

ー
二
は
彼
が
政
治
を
技
術
主
義
的
観
点
か
ら
の
み
取
扱
い
、
政
治
と
倫
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

を
分
離
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
鳴
禽
す
る
。
能
率
的
で
あ
る
と
云
う
よ
う

な
形
式
的
、
．
技
術
的
観
点
か
ら
で
な
く
、
有
効
な
政
治
外
交
を
行
な
う
と

云
う
目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
の
技
術
的
観
点
か
ら
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
が

政
治
を
論
じ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
主
張
を
通
し

て
表
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
官
僚
や
議
会
に
対
抗
し
て
、
政
治
家
に
活
動

す
る
場
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
Q
国
家
に
お

け
る
合
理
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
嘗
僚
の
勢
力
が
増
大
し
て
き
た
の
は
時

代
の
趨
勢
で
あ
る
。
窟
僚
の
勢
力
増
大
に
対
抗
し
て
、
政
治
家
の
活
動
の

自
由
を
残
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
○
℃
G
o
。
。
。
譲
）
。
先
の
メ
ー
ヤ
ー
が
引

用
し
た
文
章
の
後
半
に
お
い
て
も
そ
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
政
治
家

が
権
力
を
握
り
、
自
由
に
力
を
ふ
る
え
る
よ
う
に
す
る
と
云
う
の
が
、
ヴ

ェ
ー
バ
…
の
政
治
の
機
構
の
論
議
（
技
術
的
す
ぎ
る
と
批
難
さ
れ
て
い

る
）
の
警
世
で
あ
る
。
さ
て
政
治
家
の
行
動
を
考
え
て
見
る
と
、
彼
は
官

僚
の
よ
う
に
上
か
ら
命
令
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
又
厳
し
い
規
律
に
従
う

必
要
も
な
い
。
敷
治
家
の
行
動
は
一
旦
権
力
を
握
る
と
束
縛
さ
れ
な
い
よ

う
に
見
え
る
Q
そ
の
意
味
で
政
治
家
は
官
僚
と
違
っ
て
膚
由
が
あ
っ
て
ど

ん
な
事
も
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
敷
治
が
い
か
に
行
な
わ

れ
る
か
を
考
え
る
時
、
政
治
家
の
態
度
が
聞
題
で
あ
る
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
、

政
治
家
が
現
実
に
流
さ
れ
、
現
実
の
中
に
自
分
を
失
・
）
よ
う
な
オ
ポ
チ

ュ
ニ
ス
ト
で
あ
れ
と
は
決
し
て
考
え
な
か
っ
た
。
成
果
だ
け
あ
れ
ば
寒
い

と
か
、
権
力
の
栄
光
だ
け
が
問
題
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
彼
は
反
対
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

こ
の
意
味
で
彼
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
「
現
実
政
策
」
に
反
対
す
る
。
内
面
的

八
八

支
え
を
な
く
し
て
行
な
わ
れ
る
権
力
政
治
は
空
虚
で
あ
り
、
無
意
味
で
あ

る
（
○
勺
ω
亀
　
α
ω
㎝
～
α
G
◎
①
）
と
彼
は
指
摘
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

も
と
も
と
政
治
家
は
権
力
を
追
求
し
、
そ
の
為
に
努
力
し
闘
争
す
る
者
で

あ
る
。
し
か
し
権
力
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度

に
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
権
力
を
得
よ
う
と
す
る

者
は
、
一
旦
権
力
を
握
る
と
手
難
し
た
が
ら
な
い
の
が
常
で
あ
る
、
丁
度

ビ
ス
マ
ル
ク
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
更
に
政
治
家
が
権
力
を
持
ち
続

け
る
こ
と
を
望
む
限
り
、
彼
は
権
力
を
確
保
す
る
為
に
よ
り
多
く
の
権
力

を
欲
す
る
よ
・
）
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
死
に
よ
っ
て
の
み
止
む
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ
り

か
ら
次
へ
と
権
力
を
求
め
て
絶
え
ず
休
み
な
く
続
く
欲
望
扁
を
説
い
た
ホ

ッ
ブ
ス
は
、
権
力
に
対
す
る
入
閾
の
欲
望
を
よ
く
分
析
し
た
と
云
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
…
バ
ー
は
政
治
家
が
権
力
を
得
る
こ
と
を
望
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

争
う
が
、
　
一
度
こ
れ
を
手
に
す
る
と
手
難
す
心
構
え
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

即
ち
権
力
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
「
責
任
篇
（
O
℃
ω
．
＄
ら
。
）
を
と
る
用
意

が
緊
急
家
に
は
必
要
だ
と
彼
は
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
権
力
に
対
す

る
政
治
家
の
矛
盾
し
た
態
度
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
Q
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は

こ
こ
で
政
治
象
が
権
力
に
対
し
て
と
る
べ
き
態
度
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
政
治
の
問
題
は
、
政
治
家
の
倫
理
の
闇
題
に
収
敏
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
◎

　
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
政
治
の
団
的
に
す
る
か
は
別
と
し
て
、
そ
れ
は
個

人
の
信
・
怠
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
「
政
治
の
エ
ー
ト
ス
」
は
ど
の
よ
5
な

も
の
で
あ
ろ
5
か
、
或
い
は
「
政
治
の
住
む
倫
理
的
場
所
は
ど
こ
で
あ
ろ

5
か
」
（
○
℃
ψ
㎝
G
。
O
）
を
ヴ
ェ
1
バ
ー
は
問
題
と
す
る
。
政
治
察
は
現
実

の
中
で
権
力
を
追
求
し
、
闘
争
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
容
赦



169

し
な
い
眼
で
も
っ
て
生
の
誓
詞
を
求
め
、
そ
れ
に
耐
え
内
爾
的
に
そ
れ
に

立
ち
向
っ
て
い
く
と
云
5
態
度
が
必
要
で
あ
る
。
政
治
家
は
現
実
の
中
で

生
き
、
そ
の
中
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
道
徳
家
或
い
は
宗
教
家

は
、
あ
る
行
為
が
善
で
あ
る
と
云
う
の
は
、
そ
の
行
為
の
内
面
的
動
機
が

純
粋
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
よ
5
な
動
機
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
た
行
為
が
失
敗
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
世
の
中
が
悪
い
、

又
は
神
が
そ
う
お
定
め
に
な
っ
た
の
だ
と
云
う
事
に
な
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は
こ
の
よ
う
な
倫
理
を
「
信
念
倫
理
」
O
①
ω
ぎ
雛
§
α
q
。
・
の
銘
μ
涛
と
呼
ぶ
。
こ
の

倫
理
は
現
実
の
世
界
を
こ
え
た
超
越
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
、

正
し
い
Q
し
か
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
あ
く
ま
で
裏
曲
の
中
で
、
こ
の
変
転
き

わ
ま
り
な
い
現
実
の
中
で
考
え
よ
う
と
す
る
。
政
治
察
は
現
実
の
中
で
行

動
し
、
翼
実
に
裏
切
ら
れ
、
又
環
実
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、

現
実
を
冷
静
に
見
つ
め
、
行
為
の
結
果
に
対
す
る
責
任
を
考
慮
す
る
こ
と

が
政
治
家
に
と
っ
て
必
饗
で
あ
る
。
　
「
政
治
象
は
自
分
自
身
の
行
為
の
結

果
を
、
そ
れ
が
予
測
で
き
た
限
り
に
お
い
て
は
他
人
に
転
嫁
し
よ
う
と
し

な
い
。
こ
の
結
果
を
宙
分
の
行
為
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
レ

（
O
℃
ω
・
窃
鳶
）
。
こ
の
倫
理
は
「
責
任
倫
理
し
と
呼
ば
れ
る
◎
こ
の
よ
う
な
倫

埋
を
必
要
と
す
る
の
は
、
理
想
は
現
実
の
中
で
な
か
な
か
実
現
さ
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
Q
即
ち
、
理
想
は
次
の
露
な
仕
方
で
現
実
の
中
で
裏
切
ら
れ
る
。

①
政
治
家
の
目
的
又
は
理
想
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
現
実
に
お
い
て
実

現
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
色
々
の
倫
理
的
に
疑
わ
し
い
副
次
的
結
果
を

生
み
だ
す
。
こ
の
様
な
結
果
を
考
慮
し
て
行
為
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
②
政
治
家
が
活
動
す
る
為
に
、
手
足
と
な
る
部
下
が
必
要
で
あ
り
、

部
下
が
活
動
す
る
際
に
は
内
的
又
は
外
的
報
酬
が
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
一
忠
調
想

彼
の
な
し
た
行
為
と
結
果
は
彼
自
身
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
の
部
下
の
低
俗

的
動
機
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
い
（
○
℃
ω
．
経
麟
）
。
そ
れ
で
も
彼
は
、
自

分
の
臼
的
と
理
想
を
あ
く
ま
で
実
親
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
5
か
。
③
倫

理
的
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
留
的
が
、
政
治
活
動
の
内
で
倫
理
的
に
疑
わ

し
い
、
或
い
は
少
な
く
と
も
危
険
な
手
段
に
よ
っ
て
現
実
さ
れ
る
。
政
治

に
お
い
て
決
定
的
な
手
段
、
即
ち
強
制
は
倫
理
的
に
疑
わ
し
く
、
悪
魔
的

で
す
ら
あ
る
。
擦
的
は
手
段
を
神
聖
に
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
政
治
家
は
現

実
の
中
で
有
効
に
活
動
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
事
柄
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
政
治
家
は
現
実
に
よ
っ
て
裏
勧
ら
れ
な
が

ら
も
、
首
尾
　
託
し
て
生
き
よ
う
と
し
、
責
任
を
と
る
決
意
を
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
政
治
家
が
論
理
　
貫
し
て
誠
実
に
行
動
す
る
為
に
は
、
科

学
の
援
助
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に

ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
考
え
る
科
学
は
、
現
実
科
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
を
理

解
す
る
こ
と
と
、
現
実
と
富
己
の
関
わ
り
を
知
る
こ
と
と
の
為
に
役
立
つ
。

現
実
を
理
解
す
る
為
に
、
理
念
型
と
云
う
可
能
的
な
場
合
を
考
え
て
、
そ

れ
と
現
実
を
対
比
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
更
に
理
念
型
を
用
い
て
閣
的
を
実

現
す
る
為
の
手
段
の
認
識
を
科
学
は
与
え
て
く
れ
る
。
又
科
学
に
よ
っ
て
、

そ
の
手
段
を
使
っ
た
場
合
お
こ
っ
て
く
る
行
為
の
可
能
的
結
果
を
予
測
す

る
事
も
出
来
る
Q
そ
の
上
、
こ
の
手
段
と
こ
れ
を
用
い
る
事
に
よ
っ
て
お

こ
る
可
能
的
結
果
が
、
そ
の
人
の
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
価
値
理
念
と

首
尾
一
貫
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の

も
科
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
科
学
は
行
動
す
る
人
間
に
役
立
つ

の
で
あ
る
（
∩
甲
ゼ
く
い
．
　
㎝
O
酬
一
廓
ゆ
b
Ω
）
。
従
っ
て
、
有
効
な
政
策
を
館
町
す
政

治
家
は
、
科
学
的
、
客
観
的
知
識
を
出
来
る
だ
け
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

八
九
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な
い
。
又
、
科
学
は
行
為
の
責
任
を
考
え
る
際
の
客
観
的
手
が
か
り
を
与

え
て
く
れ
る
。
科
学
に
よ
っ
て
行
為
の
責
任
性
が
構
成
さ
れ
得
る
。
科
学

は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
責
任
倫
理
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し

責
任
を
と
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
政
治
家
の
決
断
に
よ
る
の
で
あ
る
。
科
学

は
こ
の
よ
う
に
政
治
活
動
を
行
な
う
際
の
手
段
と
し
て
役
立
つ
の
で
あ
る

が
、
反
面
科
学
と
政
治
は
対
立
す
る
。
政
治
は
究
極
的
に
は
政
治
を
行
な

う
者
の
信
念
又
は
図
工
判
断
の
問
題
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
立
場
に
立
つ
。
そ
こ
で
国
民
の
権
力
関
心
を
み
た
し
、
国
家
権

力
の
拡
大
を
は
か
る
こ
と
を
物
的
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
　
般
論

と
し
て
そ
の
よ
う
な
糧
的
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
で
、
成
渠
を
あ

げ
る
こ
と
を
贋
指
し
が
ち
で
あ
る
（
マ
キ
ア
ベ
ジ
ズ
ム
）
。
内
面
的
確
儒

が
外
的
現
実
の
中
で
見
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
先
に
み

た
よ
う
に
合
理
的
科
学
は
外
的
現
実
に
働
き
か
け
る
た
め
の
手
段
と
し
て

用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
又
科
学
は
価
値
理
念
と
の
酋
尾
　
貫
性
を
及
省
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己
の
行
為
の
究
極
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
、

自
ら
に
貴
男
を
負
わ
せ
る
よ
う
に
人
に
強
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

合
理
的
科
学
は
、
政
治
を
行
な
5
者
に
反
省
を
強
い
る
働
き
を
す
る
。
こ

う
し
て
政
治
を
行
な
う
者
に
お
い
て
政
治
と
科
学
は
緊
張
し
な
が
ら
結
び

つ
い
て
い
る
。
生
葉
を
換
え
る
と
ナ
シ
ョ
ナ
ジ
ズ
ム
と
合
理
主
義
が
政
治

を
行
う
な
者
に
お
い
て
緊
張
し
な
が
ら
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
致
治
に
携
わ
る
者
の
責
任
を
強
調
し
、
又
責
任
倫
理
を

説
い
た
が
、
責
任
は
本
来
何
に
対
す
る
責
任
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
為
に
政

治
家
の
生
き
て
い
る
現
実
の
世
界
の
特
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

純
粋
に
宗
教
的
に
「
悪
に
は
抵
抗
す
る
な
」
「
汝
の
左
の
頬
を
さ
し
出
せ
」

九
〇

と
云
う
福
音
書
の
倫
理
（
無
宇
宙
論
的
愛
の
倫
理
）
に
従
っ
て
生
き
て
ゆ

こ
う
と
し
な
い
老
は
社
会
生
活
に
お
い
て
、
「
こ
の
世
界
の
法
則
に
し
ば

り
つ
け
ら
れ
て
い
る
」
（
O
℃
ψ
ド
爵
）
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
主
張
し
た
。
宗

教
的
世
界
に
対
立
す
る
「
現
世
釣
文
化
の
世
界
」
に
お
い
て
は
即
ち
被
造

物
の
美
し
さ
、
品
位
、
名
誉
、
偉
大
さ
が
問
題
と
な
る
世
界
に
お
い
て
は
、

い
た
る
所
で
人
間
の
人
閲
に
対
す
る
闘
争
、
発
想
、
圧
迫
が
み
ら
れ
る
Q

平
和
的
人
間
関
係
と
み
ら
れ
る
経
済
的
関
係
も
こ
の
よ
う
な
闘
争
、
「
生

存
競
争
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
世
界
の
衝
心
は
、
権
力
闘
争
の
可

能
性
と
不
可
避
性
を
含
ん
で
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
宗
教
的
世
界
に
鋭
く

対
立
し
た
社
会
的
現
実
、
厳
し
い
闘
争
の
尋
常
生
活
を
受
入
れ
よ
う
と
す

る
。
そ
し
て
人
は
現
世
の
こ
れ
ら
の
法
劉
の
内
に
お
い
て
の
み
、
「
暇
々

の
要
求
」
に
答
え
る
こ
と
が
幽
来
る
の
で
あ
る
（
O
剛
ω
．
障
卜
⊃
）
と
す
る
Q

ド
イ
ツ
と
云
う
権
・
刀
国
家
に
お
い
て
は
権
・
刀
を
維
持
し
て
発
展
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
国
家
権
力
に
関
わ
る
も
の
は
権
力
！
プ
ラ
グ

マ
（
事
態
）
の
法
則
性
に
ま
ぎ
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

法
則
性
の
中
に
お
い
て
の
み
、
責
任
倫
理
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
責
任
倫
理
は
混
沌
と
し
た
闘
争
の
支
配
す
る
現
実
社
会
に

働
き
か
け
る
晴
の
自
己
自
身
を
律
す
る
倫
理
で
あ
っ
て
、
権
力
に
伴
う
責

任
又
行
為
の
結
果
に
対
す
る
責
任
を
と
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
も
と
に
は
、
現
世
即
ち
現
実
の
歴
史
的
世
界
を
全
体
と
し
て
受

入
れ
よ
う
と
す
る
態
度
、
消
極
的
に
我
慢
し
て
適
応
す
る
と
醤
う
だ
け
で

な
く
、
積
極
的
に
働
き
か
け
て
責
任
を
と
ろ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
個
々
の
行
為
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
世
界
全
体
に
対
し
て

顯
民
と
し
て
責
任
を
担
う
と
云
う
意
識
が
あ
る
。
こ
れ
を
ヴ
ェ
ー
バ
！
は
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「
歴
史
に
対
す
る
我
々
の
責
任
」
（
○
℃
ω
』
倉
お
O
し
誌
）
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
圏
民
の
関
心
と
課
題
で
あ
っ
て
、
何
よ
り
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
歴
史
に
対
す
る
貴
任
と
は
何

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
運
命
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

た
歴
史
的
義
務
」
（
O
℃
O
Q
．
嵐
卜
δ
）
「
歴
史
、
即
ち
後
世
に
対
す
る
呪
わ
れ
た

義
務
と
責
務
」
（
○
℃
ω
．
謀
O
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
義
務
と
貴
務
は

責
任
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
歴
史
に
対
す
る
責
任
と

は
、
主
と
し
て
後
世
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
。
後
世
に
対
し
て
何
を
残
す

の
か
。
　
一
つ
は
ド
イ
ツ
が
強
国
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
後
世
の
人
々

に
活
動
出
来
る
場
所
を
「
勢
力
圏
匹
す
凝
曾
墨
¢
鷺
を
か
ち
と
っ
て
残
し

て
や
る
こ
と
」
（
○
℃
ω
・
置
）
で
あ
る
。
そ
の
為
に
権
力
政
治
が
必
要
で
あ

る
。
人
間
と
人
間
と
の
苛
酷
な
闘
争
に
よ
る
ほ
か
に
、
こ
の
世
に
お
け
る

存
在
の
余
地
を
か
ち
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
O
℃
G
D
噛
お
）
と
云
う
考

え
が
ヴ
ェ
ー
バ
…
の
政
治
論
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
入
間

性
の
問
題
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
我
々
が
現
在
な
す
べ
き
事
は
、
闘
争
の

中
で
予
審
か
ら
み
て
祇
先
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
聞
と
し
て
の

偉
大
さ
、
高
貴
さ
、
品
位
を
守
り
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
子
孫
に
弾

弓
と
し
て
、
平
和
や
入
塾
の
掌
福
で
は
な
く
、
我
々
の
笹
野
的
特
質
を
守

り
、
発
展
さ
せ
る
め
ヨ
唱
9
注
。
プ
ε
薦
た
め
の
永
遠
の
闘
争
を
お
く
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
（
○
℃
ω
．
窓
）
。
そ
し
て
「
我
々
が
文
化
民
族
で
あ
る
こ
と
…

…
そ
し
て
真
の
人
間
で
あ
る
こ
と
」
（
O
℃
G
Q
■
継
切
c
Q
－
q
り
）
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

主
張
す
る
よ
5
に
、
文
化
と
人
間
性
は
密
接
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
。

文
化
は
生
活
態
度
の
巾
に
く
み
こ
ま
れ
て
、
人
間
性
を
形
成
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
云
う
人
間
性
は
永
遠
普
遍
の
人
間
性
で
は
な
く
、

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

先
で
見
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
的
、
個
性
的
人
間
性
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
に
闘
題
と
な
っ
た
事
柄
、
つ
ま
り
外
動
的
権

力
と
人
間
の
内
面
性
に
関
わ
る
品
位
や
文
化
が
い
か
な
る
関
係
を
も
つ
の

か
が
改
め
て
聞
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
の
場
合
の
よ
う
に
権
力
隠

家
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
権
力
政
治
と
文
化
砂
結
び
つ
き
は
必
然
性
を
も

た
な
い
。
文
化
や
人
間
性
を
守
る
こ
と
は
権
力
敷
策
を
展
開
す
る
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
り
　

口
実
と
さ
え
な
る
。
と
は
云
っ
て
も
文
化
は
必
ず
し
も
権
力
政
治
と
結
合

し
て
発
展
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
敷
治
に
携
わ
ろ
う
と
し
て
い
る

狛
、
即
ち
国
民
と
政
治
家
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
両
者
は
風
見
の
中
で
結
び

つ
い
て
い
る
し
、
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら

単
な
る
権
力
政
治
又
は
「
現
実
政
策
」
に
お
ち
い
る
こ
と
を
し
り
ぞ
け
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
自
己
の
信
念
を
保
持
し
な
が
ら
権
力
に
対
す

る
自
己
の
態
度
を
常
に
反
省
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
政

治
に
お
け
る
入
間
の
品
位
と
高
貴
さ
更
に
国
民
的
特
質
が
あ
ら
わ
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
。
国
艮
的
特
質
或
い
は
又
文
化
は
客
観
的
に
観
察
さ
れ
、
記

述
さ
れ
て
取
繊
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
本
来
的
に

は
政
治
に
携
わ
る
巻
の
主
体
的
問
題
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
費
任
倫
理

に
お
い
て
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
政
治
に
携
わ
る
者
に
お
い
て
権
力
と
人

間
性
（
人
間
的
露
出
、
国
民
的
特
質
）
、
外
面
性
と
内
面
性
が
緊
張
し
な
が

ら
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
は
、
政
治
に
お

け
る
こ
の
よ
う
な
人
間
の
あ
り
方
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
ヴ
ェ
…
バ
…
の
政
治
的
立
場
即
ち
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
基
礎
付
け
る
た

め
に
は
、
そ
れ
の
よ
り
所
と
な
っ
て
い
る
人
間
性
（
国
別
的
特
質
）
と
文

九
一
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化
を
客
観
的
に
み
て
、
そ
の
特
質
を
と
り
嵐
し
そ
れ
を
守
る
べ
き
理
由
を

あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
◎
し
か
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の

こ
と
を
行
な
っ
て
い
な
い
と
云
5
こ
と
は
、
彼
が
そ
れ
に
気
付
か
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
彼
は
そ
れ
を
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
後
世
に
残
す
べ

き
人
間
性
は
永
遠
で
普
遍
的
な
入
間
の
性
質
よ
り
、
子
孫
か
ら
見
て
先
祖

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
性
質
で
あ
り
、
こ
の
晴
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
的
性
質

と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
こ
こ
で
ド
イ
ツ
人
の

歴
史
的
燗
性
的
人
閻
性
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヂ
イ
ツ
の

文
化
に
つ
い
て
述
べ
た
時
と
聞
じ
よ
う
に
、
彼
は
ド
イ
ツ
的
人
問
性
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
、
又
他
と
ど
の
よ
う
な
点
で
す
ぐ
れ
て
い
る

か
を
明
確
に
建
式
化
し
て
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
文

化
も
、
又
ド
イ
ツ
人
の
入
聞
性
も
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
も
ち
、
独
自
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
5
か
。
こ
の
よ
・
）

に
考
え
る
と
歴
史
は
さ
ざ
ま
な
個
性
的
な
も
の
の
移
り
変
り
と
発
展
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
は
又
運
命
で
あ
る
。
従
っ
て
各
々
の
罠
族
、
闘

家
、
文
化
が
個
性
的
な
も
の
と
し
て
意
味
を
も
つ
と
共
に
、
各
聴
代
が
意

味
を
も
つ
。
各
々
の
国
家
、
国
劇
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
そ
の
権
力
関
心

を
満
た
そ
5
と
し
、
又
そ
の
「
国
畏
的
特
質
」
を
守
ろ
う
と
し
て
努
力
し
、

栢
争
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
考
え
方
は
、
対
象
を
普

遍
的
見
地
か
ら
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
の
個
性
や
心
慮
性
を
と
り

出
そ
5
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
政
治
論
に
お
け
る
彼
の
思
想
は
門
歴
史

　
　
　
　

主
義
」
的
で
あ
る
と
特
徴
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
寝
藁
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
立
場
に
立
っ
て
、
現
に
あ
る
国
家
の
権
力
と
圏
罠
の
特
質
を
守
る

九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
彼
を
保
守
的
な
政
治
思
想
家

と
呼
ぶ
こ
と
が
臨
来
る
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
の
政
治
論
に
お
い
て
は
未
来
へ
の

展
望
と
方
向
付
け
が
欠
け
て
い
る
が
、
今
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
彼
の
立

場
か
ら
し
て
は
、
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

歴
史
に
お
い
て
、
人
間
は
永
遠
の
闘
争
の
中
に
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人

類
の
未
来
に
つ
い
て
平
和
と
人
問
の
幸
福
の
実
題
を
夢
み
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
そ
こ
で
は
「
～
切
の
望
み
を
捨
て
よ
」
と
云
う
ダ
ン
テ
の
蓄
葉
が

あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
と
彼
は
主
張
し
て
、
人
々
を
い
ま
し
め
て
い
る

（
○
勺
ω
・
日
N
）
。
そ
こ
で
政
治
に
携
わ
る
者
は
何
も
の
に
も
頼
る
こ
と
な

く
現
実
に
直
面
し
、
「
厳
し
い
闘
争
の
日
常
性
し
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
◎
歴
史
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
人
は
意
識
す
る
と
、
彼
は
各

瞬
間
が
　
度
過
ぎ
去
れ
ば
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
い
も
の
と
し
て
瑛
実
を
生

き
て
、
「
日
々
の
要
求
偏
に
応
じ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自

覚
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
歴
史
に
対
す
る
責
任
の
意
識
（
歴
史
的
使
命

感
）
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
ヴ
ェ
；
バ
ー
は
科
学
と
ち
が
っ
て
政
治
論
に

お
い
て
緬
値
判
断
を
す
る
こ
と
を
公
言
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
が

政
治
論
に
お
い
て
特
定
の
緬
侮
を
選
び
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
緬
値
を

実
境
す
る
こ
と
に
鰐
す
る
貴
任
を
書
わ
な
い
で
、
歴
史
に
対
す
る
責
任
を

説
い
た
の
は
、
規
実
の
世
界
が
ま
ず
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

た
と
云
う
こ
と
に
墓
つ
い
て
い
る
。
歴
史
に
対
す
る
自
覚
（
歴
史
意
識
）

と
そ
れ
に
藩
つ
く
歴
史
に
対
す
る
責
任
の
意
識
が
政
治
に
携
さ
わ
る
も
の

を
支
え
て
い
る
。
勿
論
、
歴
史
意
識
が
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
こ
か
ら

歴
史
に
対
す
る
責
任
の
意
識
が
必
ず
生
れ
て
く
る
と
は
限
ら
な
い
。
歴
史

に
対
す
る
責
任
を
と
る
と
繕
う
こ
と
は
、
政
治
に
携
さ
わ
る
者
の
決
断
と
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選
択
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
行
な
う
基
礎
に
は
歴
史
意
識
が
黒
鍵

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
；
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
両
者
が
結

び
つ
い
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
理
論
と
実
践
の
統
一
が
み

ら
れ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
科
学
者
の
場
合
に

も
同
じ
聞
題
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
科
学
論
に
お
い
て

は
、
歴
史
は
科
学
を
始
め
と
す
る
技
術
や
社
会
の
合
理
化
の
進
展
の
過
程

と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
合
理
化
の
進
展
と
云
う
歴
史
意

識
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
科
学
者
は
文
化
人
と
し
て
科
学
の
進
歩
を
確
信

し
、
そ
こ
に
自
己
の
仕
事
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
が
故
に
、
自
己
の
奪

門
化
さ
れ
た
仕
事
に
専
心
す
る
。
彼
は
、
自
己
の
仕
事
の
結
果
が
時
が
た

つ
と
科
学
の
進
歩
の
結
果
と
し
て
時
代
お
く
れ
と
な
り
、
追
い
越
さ
れ
て

し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
望
む
の

で
あ
る
。
科
学
者
は
進
歩
し
て
い
く
科
学
の
歴
更
の
中
で
、
客
観
性
や
合

理
性
を
お
し
進
め
る
と
云
う
形
で
、
歴
史
に
対
す
る
重
任
を
ひ
き
う
け
て

い
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
科
学
者
と
政
治
家
で
は
歴
史
に
製
す

る
責
任
を
と
る
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
世
界
に
関
わ

る
仕
方
が
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
●

つ
ま
り
科
学
巻
は
、
価
値
自
由
に
華
実
を
理
解
し
ょ
5
と
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
政
治
家
は
緬
値
判
断
を
行
な
い
、
現
実
に
働
き
か
け
て
変
革
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
又
他
の
一
面
が
あ
る
。
政
治
家
は
、

現
在
の
圏
家
と
文
化
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
に
対
す
る
賓
任
を
果
そ

う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
科
学
巻
は
客
観
的
知
識
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
歴
史
に
対
す
る
責
任
を
果
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
違
い
が
生
れ

て
く
る
の
は
、
政
治
…
論
と
科
学
論
に
お
け
る
歴
史
意
識
の
差
異
に
よ
る
の

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
歴
史
意
識
が
人
聞
の
活
動
の
方
向
を

定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
あ
る
蒔
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
学
問
す
る
こ
と
は
あ
な
た
に
と
っ
て
何
を

意
味
す
る
の
か
と
問
わ
れ
て
、
「
私
は
宿
分
が
ど
こ
ま
で
耐
え
る
こ
と
が

出
来
る
の
か
知
り
た
い
の
だ
」
と
箸
え
た
と
云
う
話
は
有
名
で
あ
る
。
彼

が
こ
れ
に
よ
っ
て
暗
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
彼
が
人
間
存
在
の
諸
々
の

矛
盾
に
耐
え
、
一
切
の
幻
想
を
も
た
ず
冷
静
に
行
動
し
、
し
か
も
な
お
自

己
の
理
想
を
守
っ
て
動
か
な
い
と
云
う
こ
と
を
自
分
の
課
題
に
し
て
い
た

と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
華
人
は
彼
の
こ
の
書
写
を
解

釈
し
て
い
る
（
田
●
①
O
O
）
。
こ
れ
は
学
問
に
対
す
る
彼
の
態
度
に
あ
て
は

ま
る
と
共
に
、
政
治
に
対
す
る
彼
の
態
度
に
つ
い
て
一
層
よ
く
妥
嶺
す
る

と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
科
学
に
お
い
て
は
、
問
題
性
を
は
ら
み
な
が
ら

も
合
理
化
と
云
う
方
向
が
存
在
し
、
科
学
者
は
そ
れ
に
仕
え
る
の
に
対
し

て
、
政
治
論
に
お
い
て
は
政
治
家
は
何
も
の
に
も
頼
る
こ
と
な
く
、
現
実

に
直
颪
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
に
お
い
て
歴
史
に
対
す
る
責
任
を

い
か
に
と
る
か
と
云
う
こ
と
は
、
政
治
に
関
わ
り
責
任
を
ひ
き
う
け
よ
う

と
す
る
入
間
の
意
志
次
第
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
政
治
に
お
い
て
責
任
は

｝
層
重
い
と
云
え
る
。
政
治
に
関
わ
る
者
は
ま
さ
し
く
自
律
的
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
政
治
に
お
い
て
内
癒
的
に
耐
え
る
と
云
う
こ
と
は
一
層
困

難
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
は
、
歴

史
に
対
す
る
費
任
を
ひ
き
受
け
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

責
任
を
ひ
き
受
け
な
け
れ
ば
よ
い
の
だ
と
云
5
考
え
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

歴
史
と
云
う
不
安
定
で
不
確
突
な
も
の
に
対
す
る
資
任
を
負
う
べ
ぎ
で
な

く
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
爾
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
と
っ
て
は
あ
り
き
た
り

九
三
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の
も
の
鍵
同
く
互
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
○
℃
ψ
ゆ
Φ
）
と
述
べ
て
、
そ
の
働
き

の
多
く
を
失
っ
た
と
し
た
「
人
権
」
の
よ
う
に
何
か
客
観
的
普
遍
的
な
も

の
に
対
す
る
責
任
を
と
る
べ
き
だ
と
云
う
意
晃
も
あ
る
だ
ろ
う
。
又
ヴ
ェ

ー
バ
ー
自
身
が
果
し
て
政
治
に
実
際
に
参
加
し
て
責
任
を
ひ
き
受
け
た
か

ど
う
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
論
文
に
お

い
て
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的
思
考
の
方
向
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
問
題
で
あ

る
。
結
論
的
に
云
う
と
、
彼
は
政
治
論
に
お
い
て
政
治
に
携
わ
る
老
の

主
体
的
あ
り
方
を
責
任
性
と
歎
う
観
点
か
ら
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
現

代
に
お
い
て
我
々
は
否
応
な
し
に
政
治
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
す

る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
に
よ
っ
て
我
々
は
一
体
何
に
対
し
て
ど
の

よ
う
に
自
己
の
責
任
を
と
る
の
か
と
向
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と

も
何
に
も
貴
任
を
負
わ
な
い
で
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
娼
来
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

　
（
－
）
　
　
レ
オ
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
、
　
芯
別
掲
漁
資
膳
b
D
℃
　
心
C
o
℃
　
①
①
o

　
（
2
）
　
レ
オ
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
科
学
に
お
け
る
合

　
　
理
性
と
価
値
を
選
ぶ
際
の
随
意
さ
が
対
照
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

　
　
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
ヴ
ェ
…
バ
ー
が
強
調
し
た
、
価
値
を
実
現

　
　
す
る
際
の
責
任
性
の
問
題
を
重
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
（
3
）
　
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
考
え
て
い
る
鷹
家
は
、
社
会
学
と
政
治
論
に
お

　
　
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
視
角
か
ら
と
ら
え
れ
て
い
る
。
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の
国
家
の
見
方
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
法
の
哲
学
」
に
お
け
る
「
外

　
　
的
国
家
」
即
ち
「
悟
性
国
家
」
「
強
湖
国
家
」
（
吻
●
H
c
。
。
。
）
と
本
来
の

　
　
「
国
家
」
即
ち
国
民
国
家
に
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
へ
！
ゲ

　
　
ル
は
茜
購
者
を
法
を
濡
閥
行
ず
る
外
的
宇
宙
制
機
関
と
し
て
考
え
、
　
一
方

九
四

後
者
を
「
個
入
の
自
由
と
国
家
の
有
機
的
統
一
体
」
つ
ま
り
国
民
の

自
由
の
爽
現
と
し
て
と
ら
え
た
。
ヴ
ェ
…
バ
ー
も
近
代
国
家
の
往
会

学
的
分
析
に
お
い
て
法
を
通
じ
て
の
国
畏
の
形
式
的
統
合
を
考
え
て

い
る
の
に
対
し
て
、
政
治
論
に
お
い
て
は
文
化
を
共
通
に
す
る
も
の

と
し
て
の
国
民
の
実
質
的
統
食
を
主
張
し
て
い
る
。
又
ヴ
ェ
ー
バ
！

は
政
治
論
に
お
い
て
国
民
の
禽
由
が
国
家
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
＠
門
国
家
」
に
お
い
て
「
主
体

的
自
由
と
客
観
的
自
由
が
一
体
を
な
し
て
い
る
」
（
ゆ
ト
っ
㎝
G
◎
）
と
主
張

し
た
。
更
に
又
㈲
「
国
家
偏
の
行
な
う
政
策
が
個
人
約
道
徳
と
対
立

す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
道
徳
と
云
う
も
の
に

つ
い
て
の
浅
溝
な
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、

「
国
家
」
の
行
動
は
姻
人
的
道
徳
の
基
準
で
は
判
断
毘
来
な
い
の
で

あ
り
、
従
っ
て
「
国
家
」
は
個
人
的
道
徳
を
超
え
た
存
在
で
あ
り
、

そ
う
云
う
も
の
と
し
て
「
国
家
」
は
「
倫
理
的
理
念
の
現
実
性
」
（
吻
●

口
α
刈
）
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
こ
れ
ら
の
思
想
を
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
す
る
。
㈲
に
つ
い
て
ヴ
ェ
！

パ
…
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
国
家
と
個
人
が
有
機
的
な
統
一
を
な

し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
圏
家
の
権
力
政
治
を
強

調
す
る
と
共
に
癖
人
の
自
由
を
害
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
が
、
両

者
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
一
　
つ
の
重
要
な
価
俺
と
し
て
平
行

し
て
主
張
さ
れ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
山
の
つ
た
が
、

欄
人
の
自
由
と
人
格
の
権
利
を
守
る
こ
と
に
非
常
に
熱
心
で
あ
っ
た

と
云
う
点
で
は
十
八
世
紀
的
旗
人
主
義
者
、
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た

と
意
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ェ
ー
バ
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1
　
（
］
U
甲
　
同
G
σ
㎝
）
、
　
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
　
（
晶
削
掲
串
二
軸
も
①
一
鱒
）
、
　
ヤ
ス
パ

ー
ス
（
前
掲
書
℃
．
δ
）
、
又
ガ
ー
ス
と
ミ
ル
ズ
（
前
掲
書
℃
■
ω
刈
）

参
照
の
こ
と
Q
㈲
に
つ
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
道
徳
的
判
断
を
す
る
際

に
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
僧
人
の
良
心
に
照
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
彼
は
優
人
の
良
心
を
究
極

的
な
も
の
と
し
て
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
「
国

家
」
と
そ
の
行
動
を
個
人
的
道
徳
の
基
準
で
測
る
こ
と
の
出
来
な
い

も
の
で
あ
る
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
る
。
更
に
又
ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
現
に
あ
る
圏
家
（
プ
ロ
シ
ャ
）
を
あ
る
べ
き
も
の
の
実

現
と
し
て
理
想
化
し
、
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
カ
は
正
義
な
り
と
云
う
思
想
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ

が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ヴ
ュ
ー
バ
…
の
科
学
論
は
、
あ
る
も
の
と
あ

る
べ
き
も
の
の
峻
別
を
最
も
重
要
な
課
題
と
し
て
い
た
の
で
、
政
治

論
に
お
い
て
も
こ
れ
が
う
け
つ
が
れ
て
い
る
Q
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世

疇
代
に
彼
は
、
現
に
行
な
わ
れ
て
い
る
政
治
（
外
交
）
と
な
さ
れ
る

べ
き
政
治
（
外
交
）
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
の
批
判

を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ヴ
ェ
…
パ
ー
の
国
家
（
と

そ
の
政
策
）
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
マ
キ
ア
ベ
リ

の
考
え
に
接
近
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
マ
キ
ア
ベ
リ
も
現
に
行
な
わ

れ
て
い
る
政
策
と
行
な
わ
れ
る
べ
き
政
策
を
は
っ
き
り
区
別
し
よ
う

と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
㈲
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
キ
ア
ベ
リ

の
考
え
方
に
つ
い
て
は
　
U
．
国
【
嵩
器
く
醗
（
↓
｝
お
2
0
鋤
O
づ
◎
臨
浄
①
ω
鐙
8

お
①
曵
℃
■
戯
刈
～
癌
ρ
や
ド
①
①
）
を
参
照
の
こ
と
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
「
国
家
」
に
お
い
て
政
治
の
全
て
の
問
題
が
綜
合

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
；
の
政
治
思
甜
想

　
さ
れ
て
、
解
決
さ
れ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
は
政
治
論
に
お
い

　
て
国
家
と
個
人
の
関
係
を
反
省
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
ヴ
ェ
ー
バ
…
は
「
平
等
な
普
通
選
挙
し
を
、
至
人
の
生
得
的
平

　
等
権
か
ら
は
で
な
く
、
国
民
が
共
同
体
（
顯
家
）
の
事
柄
に
対
し
て

　
は
「
共
同
決
定
権
」
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
云
う
点
か
ら
要
求
し
た

　
（
○
℃
ω
．
卜
⊃
㎝
①
）
o
こ
の
こ
と
も
ヴ
ェ
：
バ
ー
の
政
治
的
思
考
の
方
向
か

　
ら
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
メ
ー
ヤ
ー
”
前
掲
書
P
刈
の
。
メ
ー
ヤ
ー
は
、
国
家
の
形
態
と

　
云
う
も
の
は
社
会
全
体
の
規
範
や
伝
統
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

　
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
政
治
技
術
を
あ

　
ま
り
に
も
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
彼
は
指
摘
す
る

　
（
前
掲
書
℃
・
G
。
卜
。
山
。
。
）
◎
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
歴
史
的
伝
統
や
慣
習
を
必
ず

　
し
も
軽
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
イ
ギ

　
リ
ス
流
の
議
会
糊
度
を
と
り
入
れ
よ
う
と
し
た
際
に
「
そ
の
慣
習
を

　
ド
イ
ツ
に
移
し
か
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
構
造
原
理
を
学
び
と

　
る
こ
と
は
出
来
る
」
（
O
勺
ψ
し
◎
q
ω
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
6
）
　
ア
ン
ト
！
二
“
前
掲
霧
ワ
H
G
◎
卜
⊃
、
彼
も
政
治
翻
度
を
単
な
る
技

　
術
と
し
て
扱
う
こ
と
が
出
来
る
の
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
て
い
る
。

　
騒
騒
は
、
メ
…
ヤ
ー
と
同
じ
く
、
ヴ
ェ
…
パ
ー
が
政
治
を
技
徳
の
問

　
題
に
還
元
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
「
マ
キ
ァ

　
ベ
リ
ズ
ム
し
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
雰
難
し
て
い
る
Q

（
7
）
　
モ
ム
ゼ
ン
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
、
メ
ー
ヤ
ー
が
ヴ
ェ
ー
バ

　
一
の
政
治
的
思
考
を
ビ
ス
マ
ル
ク
の
鉄
血
政
策
と
単
純
に
結
び
つ
け

　
よ
う
と
し
た
こ
と
（
メ
ー
ヤ
ー
”
前
掲
書
や
訟
Φ
）
に
対
し
て
適
切

九
五
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に
も
反
対
し
て
い
る
（
モ
ム
ゼ
ン
”
前
掲
書
緊
ミ
～
A
Q
。
）
。
従
っ
て

　
又
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
簡
単
に
「
マ
キ
ア
ベ
リ
ス
ト
」
と
し
て
特
色
付
け

　
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
Q

（
8
）
β
鎖
。
げ
げ
Φ
ω
”
薬
量
チ
⇔
鵠
＆
「
罫
○
器
。
・
8
簿
や
罐

（
9
）
　
ホ
ッ
ブ
ス
と
ヴ
ニ
…
バ
…
に
お
い
て
権
力
を
捉
え
る
視
角
が
異

　
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
、

　
権
力
を
未
来
の
幸
福
を
得
る
た
め
の
現
実
的
手
段
と
し
て
考
え
た
。

　
個
人
の
欲
望
の
充
足
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
権
力
が
必
要
で
あ
り
、

　
権
力
を
確
保
す
る
た
め
に
よ
り
多
く
の
権
力
が
必
要
で
あ
る
。
人
間

　
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
欲
望
を
満
た
そ
う
と
温
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
お

　
互
い
岡
志
の
問
で
権
力
を
獲
得
し
、
確
保
す
る
た
め
の
止
む
こ
と
の

　
な
い
競
争
と
閥
争
が
必
然
的
に
生
じ
て
来
る
と
ホ
ッ
ブ
ス
は
考
え
る

　
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
闘
争
の
状
態
か
ら
出
発

　
し
、
闘
争
の
結
果
と
し
て
生
じ
て
、
他
人
を
強
制
す
る
こ
と
を
可
能

　
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
権
力
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
彼
に
と
っ
て

　
権
力
を
も
つ
と
云
う
こ
と
は
、
他
人
と
の
あ
る
状
況
の
中
に
あ
る
と

　
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
状
況
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
政
治
家
は
自
「
巴
の
も
つ
権
力
に
対
し
て
態
度
を
き
め
る
こ
と
が
可
能

　
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
は
自
然
的
人
間
の
権
力

　
へ
の
止
む
こ
と
の
な
い
欲
望
が
二
挺
さ
「
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
何
が

　
結
果
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
V
ヴ
ゴ
，
…
バ
ー
に
と
っ
て
権
力
は
一

　
つ
の
現
実
的
状
況
で
あ
り
、
権
力
に
対
し
て
い
か
な
る
態
度
を
と
る

　
の
か
が
問
題
と
な
る
。

（
1
0
）
　
レ
オ
・
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
こ
れ
を
2
窪
。
ω
o
団

九
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ぎ
8
簿
ぴ
コ
（
や
①
P
刈
O
）
と
訳
し
て
い
る
が
、
意
味
を
よ
く
表
わ
し
て

　
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
1
）
　
こ
れ
は
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
に
よ
る
と
草
稿
に
は
「
権
力
の
倫

　
理
し
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
の
が
、
後
に
書
き
換
え
ら
れ
た
（
前
掲
書
、

　
℃
．
①
H
戯
口
）
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
倫
理
が
本
来
、
権
力
を
用
い
る
場
合

　
に
必
要
な
倫
理
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ

　
る
◎

（
1
2
）
　
責
任
倫
理
に
お
け
る
気
任
と
は
結
局
何
に
対
す
る
資
愚
な
の
か

　
を
ア
ン
ト
ー
二
は
問
題
と
し
て
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
摂
理
と
神
の
意
図
の
代
り
に
、
我
々
が
そ
れ
に
対
し

　
て
貴
任
を
も
つ
べ
き
も
の
と
し
て
歴
史
と
運
命
を
主
張
し
た
。
し
か

　
し
こ
れ
は
「
内
容
空
虚
な
し
本
葉
に
過
ぎ
な
い
。
も
っ
と
正
確
に
は
、

　
「
職
業
」
じ
d
Φ
毎
や
9
摂
5
σ
q
が
そ
れ
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
Q
政
治
は

　
政
治
家
と
云
う
職
業
人
の
問
題
な
の
で
あ
る
（
前
掲
書
℃
●
鑓
◎
）
。

　
確
か
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
貴
任
」
は
権
力
に
伴
う
受
任
で
あ
る
。

　
こ
の
歴
任
は
職
業
と
し
て
の
政
治
に
お
け
る
職
業
義
務
で
あ
り
、

　
従
っ
て
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
政
治
に
対
す
る
貴
任
で
あ
る
と
云
う
こ

　
と
が
出
来
る
。
し
か
し
職
業
と
し
て
の
政
治
は
究
極
的
銘
的
と
な
り

　
得
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
政
治
は
究
極
的
に
は
国
罠
の
権
力
関
心
に

　
仕
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立

　
場
か
ら
は
、
国
辱
の
権
力
二
心
と
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
場
と
し
て
の

　
歴
史
に
対
す
る
責
任
を
主
張
し
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
ア
ロ
ン
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
養
家
の
権
力
又
は
強
さ

　
が
揖
的
で
あ
り
、
究
極
約
価
値
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
（
瓢
ω



エ77

簿
⇔
驚
ω
”
ワ
q
①
紳
ま
伊
α
①
8
窯
9
×
≦
魯
興
二
巳
黛
①
罫
。
窯
垂
髪
一
搾

℃
・
H
に
）
又
メ
ー
ヤ
ー
も
「
ド
イ
ツ
と
云
う
国
家
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

　
究
極
の
規
範
で
あ
る
」
（
前
掲
書
Ψ
漂
）
と
主
張
し
て
い
る
Q
ヴ
ェ

　
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
亜
属
の
権
力
関
心
が
全
て
の

　
も
の
の
上
に
お
か
れ
る
と
し
て
も
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
こ

　
と
は
、
顯
家
権
力
の
絶
対
化
と
岡
一
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思

　
わ
れ
る
◎
又
こ
の
点
か
ら
云
っ
て
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
を
「
マ

　
キ
ア
ベ
リ
ズ
ム
」
と
き
め
つ
け
る
訳
に
は
行
か
な
い
。

（
1
4
）
　
二
十
世
紀
に
お
け
る
歴
史
主
義
の
代
表
老
の
一
入
で
あ
る
F
・

　
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
「
歴
史
主
義
の
成
立
」
の
中
で
「
自
然
法
的
思
考
法
」

　
に
対
し
て
歴
史
主
義
の
思
考
の
特
微
を
取
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
「
歴
史
主
義
の
核
心
は
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
1
1
人
間
的
な
力
を
、
　
一

　
般
化
的
に
で
は
な
く
、
個
性
化
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
」
（
甥

　
ζ
①
ぎ
g
ぎ
”
⊆
①
国
簿
。
・
8
一
副
§
σ
q
繕
。
。
盗
。
。
ε
誘
ヨ
霧
℃
e
悼
）
。
社
会
、
繍

　
家
、
法
、
人
間
を
永
遠
的
普
遍
的
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

　
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
、
発
展
し
て
き
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
個

　
別
性
と
個
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
考
え
よ
う
と
す
る
の
が
こ
こ

　
で
云
う
歴
史
主
義
で
あ
る
。
歴
史
主
義
の
立
場
で
は
、
個
々
の
社
会

　
規
象
は
合
理
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ

　
れ
ら
が
合
理
的
に
理
解
さ
れ
る
。
又
は
法
則
や
秩
序
に
従
っ
て
行
な

　
わ
れ
る
と
か
、
合
理
性
に
向
っ
て
進
歩
の
道
を
歩
ん
で
い
る
と
か
と

　
は
云
え
な
い
。
窺
実
に
あ
る
が
ま
ま
に
考
え
て
行
く
と
云
う
の
が
歴

　
史
主
義
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
現
実
を
超
え
て
ゆ
く
こ
と
は
出

　
来
な
い
。
現
実
の
役
会
現
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
綱
性
的
な
も
の
で
あ
り
、

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
p
エ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想

　
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
価
値
を
持
っ
て
い
る
Q
し
か
し
こ
の
も
の
を

守
る
為
に
行
動
に
か
り
た
て
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
一
般
に
歴
史
主

　
義
は
相
対
的
思
考
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
Q
こ
の
立
場
で
は
全
て
の
も

　
の
が
歴
史
的
に
変
化
す
る
と
考
え
る
か
ら
、
人
は
静
観
的
態
度
を
と

　
り
が
ち
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
常
に
行
動
へ
の
無

　
力
が
み
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
　
「
自
然
法
的
思
考
法
」
と
岡
じ
よ
う

　
に
、
歴
史
主
義
に
よ
っ
て
も
人
は
行
動
に
促
さ
れ
る
。
但
し
そ
の
行

　
動
は
そ
の
人
儂
人
の
虫
体
的
決
意
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
そ

　
の
行
動
を
通
じ
、
歴
史
の
中
で
自
己
（
個
人
、
国
家
、
民
族
）
を
確

　
証
し
よ
う
と
す
る
が
、
前
者
の
場
合
の
よ
う
に
行
動
が
必
ず
し
も
含

　
理
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
Q
　
（
自
然
法
的

　
思
考
の
立
場
に
立
っ
て
歴
史
主
義
を
批
判
し
た
代
表
的
著
作
と
し
て

　
レ
オ
。
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
前
掲
霞
、
Ω
ピ
囲
Z
鷺
賃
¢
。
一
男
蒔
葺
餌
5
翫
踏
圃
。
。
『

　
鼠
邑
跨
℃
讐
8
葺
そ
の
中
で
も
特
に
℃
．
頴
～
這
を
挙
げ
る
こ
と
が

　
出
来
る
）

（
1
5
）
　
現
実
の
ド
イ
ツ
の
政
治
に
お
い
て
ヴ
ェ
…
パ
ー
は
、
ユ
ン
カ
ー

　
な
ど
を
中
心
と
す
る
侵
略
的
で
反
動
的
（
封
建
的
）
な
ド
イ
ツ
の
保

　
守
派
に
対
し
て
激
し
く
反
対
し
た
。
政
治
的
に
は
彼
は
、
反
封
建
主

　
義
と
反
社
会
霊
義
の
立
場
を
と
っ
て
、
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
る
ド

　
イ
ツ
の
近
代
化
と
民
馴
化
を
議
指
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
は
彼
の
政
治
的
立
場
で
は
な
く
、
彼
の
政
治
的
思
考

　
の
方
向
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
彼
の
政
治
思
想

　
綜
、
本
質
的
に
保
守
説
義
的
で
あ
っ
て
、
未
来
に
向
う
楽
天
的
進
歩

　
主
義
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
但
し
彼
の
思
想
が
保
守
主
義
的
で

九
七
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あ
る
と
云
っ
て
も
、
現
存
す
る
債
統
、
制
度
、
文
化
を
た
だ
存
在
し

　
て
来
た
か
ら
と
云
う
の
で
、
い
わ
ぽ
盲
目
的
に
固
守
し
よ
う
と
す
る

　
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
発
展
の
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
し
て

　
弾
力
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

（
1
6
）
ヴ
ェ
ー
バ
！
は
運
命
の
思
想
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

　
々
は
自
己
の
生
活
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
「
一
回
的
で
絶
対
的
な
も
の
」
と
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

　
と
な
っ
た
こ
と
を
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
は
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
書

や
①
謡
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
老
　
神
戸
女
学
院
大
学
助
教
授
）
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Kants　“a　priori”　bedeutet　eine　absolute　Notwendigkeit　〈nicht　anders

sein　zu　k6nnen＞．　Ftir　Kant　kann　die　Geornetrie　nichts　anderes　als　die

euklidi＄che　sein　uRd．　die　geraden　Linien，　mit　denen　Figuren　konstruiert

werden　sollen，　nichts　anderes　als　die　euklidischen．

　　Aus　den　obenerwnhnten　Betrachtungen　folgere　ich，　daB　es　fur　Kants

Tkeorie　unm6glieh　ist，　die　nicht－euklidischen　Geometrien　zu　begrimden．

Max　Webers　politisches　Denken

　　　　　　　Nationa11smus　und　Ratlona｝isrnus Kei　Nishitani

　　Max　Weber　kat　versucht，　die　Politik　von　der　Wlssenschaft　scharf　zu

unterscheiden．　WEhrend　er　von　der　Wissenschaft　die　Wertfreiheit　forderte，

damit　slch　die　wissenschaftliche　Erkenntnis　die　Objektivittit　bewahren

k6nne，　gab　er　doch　Werturteile　ifber　die　al〈tuellen　poiitischen　Probleme，

die　lhm　damals　Deutschland　vorgelegt　hatte．　Denn　ihm　lagen　die　dettts－

che　Natiop　und　ihre　Machtsteilung　in　der　Welt　am　meisten　am　Herzen．

Seiner　Ansicht，　nach　brauchte　Deutschland　die　politisch　reife　Nation　und

die　verantwortungsbewuf｝ten　Politlker，　um　seine　Steliung　als　GroBmacht

zu　behaupteR．　Darum　schlug　er　die　Parlamentsreform　und　die　unmit－

telbare　Wahl　des　Relchsprtisidenteg　vor．　So　hoffte　er，　daes　dadurch　den

Politikern　die　Gelegenheiten　zur　po！itischen　THtigkeiten　gegeben　werden

k6nnten．　Der　Politiker　ist　wie　er　behauptete，　nicht　nur　ftir　dle　Folgen

seiner　eigenen　Tatigkeiten，　sondern　auch　fttr　die　der　Tatigkeiten　seiner

Gefolge　verantwortlich．　ln　der　Wissenschaft　mt｛f｝　sich　jeder　Wissenschaft－

ler　seiner　Werturteile　enthalten．　Darin　ist　die　Haltung　des　Wissen－

scha｛tlers　von　der　des　Politikers　zu　unterschelden．　Die　Haltungenbelder

haben　aber　es　miteinander　gemein，　dats　jeder　in　seiner　Besch5ftiggng

die　Verantwortung　fttr　die　Geschichte　auf　sich　nehmen　muB．
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