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二

)

序

説

現
代
政
治
の
特
質
は
、
多
か
れ
少
か
れ
、
民
主
主
義
的
議
會
主
義
が
否
認
せ
ら
れ
、
執
政
府
と
國
民
と
の
直
接
的
結
合
を
通
じ
て
政
治

的
統

一
を
確
立
せ
ん
と
志
向
す
る
點
に
存
す
る
。
い
は
ゆ
る

一
黨
國
家
を
體
制
的
に
形
成
し
た
ド
イ
ツ
民
族
國
家
の
窮
局
の
指
標
ま
た
こ

こ
に
あ
り
、ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
「
未
來
の
國
家
形
像
は
指
導
者
ー

民
族
協
同
髄
の
爾
極
間
に
實
現
さ
れ
る
」
と
言
は
る
る
の
も
こ
の
や

う
な
志
向
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
從
つ
て
專
制
的
絶
樹
主
義
國
家

の
ア
ン
テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
政
党
國
家
よ
り

一
黨
國
家

へ

の
発
展
を
、
単
純
に
、多
元
的
・
分
立
的
・
自
由
主
義
國
家
↓
一
元

的
集
中
的
独
裁
主
義
國
家

の
定
式
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
正
し
く
な



い
の
で
あ
る
。
ま
た
舊
政
党

よ
り

「
黨
」

へ
の
発
展
も
、
決
し
て
窯
が
國
家
に
命
令
す
る
窯
專
制
的
性
格
を
捲
は
し
め
ら
れ
て
ゐ
β
の
で

は
な
い
。
ド
イ
ツ

に
お
い
て
「
黨
」
を
「
運
動
」
と
し
て
表
現
せ
る
意
義
は
「
黨
」

が
あ
く
ま
で
も
爾
極
間
の
媒
盤
的
機
能
を
そ
の
政
治
的

使
命
と
す
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
や
う
な
意
味
で

「國
家
・民
族
を
擦
ふ
麗
動
」
の
概
念
に
基
脚
せ
る
シ
ユ
ミ
ツ
王

の
政
治
統

一
に
お
け
る
三
節
的
構
造
説
は
む
し
ろ
窯
專
制
を
要
請
せ
る
も
の
と
言
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ド
イ
ツ

一
党
國
家
が
窯
・國
家
の

統

一
を
通
じ
て
、
独
裁
政
更
に
專
制
政

へ
の
傾
斡
を
、現
實
的
に
示
し
つ
玉
あ
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
が
、
基
本
的
政
治
志
向
は
常
に
指
導

者
ー

民
族
の
爾
極
的
統

一
の
形
成
に
あ
り
、
舊
來
の
民
主
々
義
よ
り
も
遙
か
に
強
い
程
度
に
お
い
て
、更
に

一
暦
深
い
意
味
に
お
い
て
國

5

民
主
構
に
依
存
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。
舊
政
党

政
治
よ
り
新
し
き
政
治

へ
の
転
換
が
軍
に
政
治
的
統

一
の

一

元
的
.
集
中
制
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
は
な
く
、議
會
主
義
的
独
裁

よ
り
の
解
放
の
意
義
を
内
包
せ
る
と
こ
ろ
に
、
議
會
主
義
政
党

の
形
態
を

存
続

せ
し
め
つ
、
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
が
、な
ほ
現
代
政
治
的
意
義
を
も
つ
理
由
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
の
解
釈

せ
る
如

く
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
會
主
義
體

制
は
そ
の
古
典
的
議
會
主
義
の
下
に

一
つ
の
國
民
的
指
導
者
國
家
を
現
出
せ
し
め
た
。
蓋
し
、
基

本
的
政
治
目
標
に
お
い
て

一
致
し
、
た

璽
、

こ
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
政
治
的
権
力
の
た
め
の
圖
孚
を
な
せ
る
イ
ギ
リ
ス
の
二
大
政
党

一

は
常
に

一
つ
の
政
治
的
指
導
を
保
障
し
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
総
理
大
臣
に
お
い
て
具
體
化
す
る
、
こ
の
政
治
指
導
は
議
會
の
奴

隷
で
は
な
く
し
て
、
常
に
國
民
に
訴

へ
る
こ
と
が
出
來
た
。
か
よ
う
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
総
、理
大
臣
と
國
民
と
の
間
に
は
総
て
の
眞
正
な

指
導
に
と
つ
て
特
徴
的
な
指
導
者
と
從
薦
者
團
體

た
る
民
族
と
の
関
係

が
嚢
達
し
た
。
而
し
て
二
大
政
党

は
そ
れ
自
體

の
中
か
ら
政
治
的

に
訓
練
さ
れ
た
人

々
の
指
導
者
團
體
を
褒
達
せ
し
め
、
こ
こ
か
ら
新
し
い
指
導
者
達
が
生
れ
る
こ
と
が
出
來
た
。

か
く
、
爾
極
的
政
治
統

一
は
現
代
政
治
の
志
向
た
る
と
同
時
に
眞
正
な
る
統

一
の
窮
局
の
基
準
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
政
治
的



統

一
は

一
元
的
集
中
制
と
異
つ
て
、
分
化
と
自
由
を
内
包
す
る
。
す
な
は
ち
ド
イ
ツ

指
導
者
國
家
に
お
い
て
は
窯
・嗣
家
.國
防
軍
は
そ
れ

ぞ
れ
独
立

し
つ
玉
相
互
に
協
力
す
る
と
こ
ろ
の
指
導

の
三
つ
の
手
段
で
あ
る
。
こ
の
相
互
に
独
立

せ
る
手
段
の
統

一
は

一
方
に
お
塾
て
ア

ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
人
格
に
お
い
て
保
障
さ
れ
、
他
方
に
お
い
て
「
黨
」
の
教
育
機
能
を
通
じ
て
、
民
族
社
會
主
義
理
念
の
捲

ひ
手
と
し

て
共
通
の
政
治
型
に
訓
練
さ
れ
た
る
指
導
者
團
體

の
形
成
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
る
。
か
く
の
如
く

「
上
」
に
お
け
る
統

{
と
分
化
の
綜
合

が
指
導
者
園
體

の
形
成
に
依
存
す
る
と
す
れ
ば
、
「
下
」
に
お
け
る
統

一
と
自
由
の
綜
合
は
唇
從
者
團
鴫

の
形
成
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
る
。

す
な
は
ち
、
民
族
は
単
な
る

支
配

の
客
醗
で
は
な
く
し
て
、
從
属
者
團
罷
と
し
て
形
成
に
協
力
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
絶
対
主
義
國
家

と
異
り
、
ド
イ
ツ
民
族
國
家
に
お
い
て
は
、裁
判
官

の
独
立
性
、學
問
の
自
由
等
が
國
家
の
必
然
的
な
建
築
要
素
を
形
成
す
る
根
擦
が
あ
る
。

か
く
の
如
き
現
代
政
治
の
動
向
を
観
す
る
時
、
帝
國
憲
法
に
呈
示
さ
れ
た
る
わ
が
國
の
統
治
原
則
が
い
か
に
晋
遍
的
な
政
治
的
基
準
と

し
て
の
価
値
を
有
す
る
か
が
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ら
う
。
わ
が
國
統
治
は
傳
統
的
な

「天
皇
親
政
」
と

「
萬
民
翼
賛
」
と
の
雨
極
的
統
一

の

極
致
を
構
成
し
つ
、
、そ
れ
は
権
限
の
分
櫓
…と
自
由
と
を
内
包
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
の
統

}
を
實
現
す
る
體
制

の
下
に
あ
る
の
で
あ

る

故
に
あ
ら
ゆ
る
政
治
上
の
革
新
は
常
に
帝
國
憲
法
の
こ
の
原
則
に
背
く
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
し
、
そ
れ
は
同
時
に
眞
正
な
る
政
治
統

一
の

一

般
原
則
よ
り
の
逸
睨
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
わ
が
國
政
治
の
発
展

は
帝
國
憲
法
に
示
さ
れ
た
る
統
治
原
則

の
完

全
な
る
實
現
の
過
程
以
外

の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
る
に

一
方
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
一
窯
制

の
十
全
な
る
理
解
な
き
模
倣
に
よ
つ
て

一
國
二

蕪
制

の
樹
立
を
主

張
す
る
も
の
あ
り
、
他
方
大
衆
に
基
く
集
中
的
執
政
形
態
と
し
て
の
國
民
組
織
的
中
核
體

が
制
度
的
に
、形
成

さ
れ
た
。前
者
は
ド
イ
ツ
の

政
治
的
志
向
を
正
し
く
理
解
し
な
い
の
み
な
叙
す
・
そ
の
志
向
に
背
き
て
陥
り
つ
玉
あ
る
現
實

の
独
裁
的
蛇
に
專
制
的
慨
向

の
面
を
さ

へ
'

わ
が
國
に
適
用
せ
ん
と
す
る
。後
者
は
大
衆
に
基
く
集
中
的
執
政
形
態
を
通
じ
て
官
僚
的

一
元
化
の
偏
向
を
培
養

し
つ
玉
あ
る
の
で
あ
る
。



本
稿
は
出
來
る
限
り
ド
イ
ツ
の

醐
窯
画
家
制
を
正
し
く
把
握
し
て
、
前
者
の
偏
向
を
是
正
し
、
大
政
翼
賛
實
現
の
た
め
に
、
こ
れ
を
批

判
的
に
撮
取
せ
ん
こ
と
を
意
圖
す
る
も
の
で
み
る
。

今
は
、
現
在
の
大
政
翼
賛
組
織
を
批
判
し
そ
れ
が
將
來
窯
的
性
格
を
持
つ
に
至
る
か
否
か
に
つ
い
て
述
べ
る
余
裕

は
な
く
又
場
所
で
も

な
い
が
、
わ
が
傳
統
の
統
治
原
則
實
現
の
た
め
の
現
代
的
契
機
に
基
く
薪
ら
し
き
組
織

の
必
要
な
る
こ
と
は
確

言
で
き
る
。
現
代
的
契
機

と
は
、
現
在
の
わ
が
國
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
壮
會
程
度
で
は
な
く
と
も
、
兎
も
角
、
大
衆
國
家
と
し
て
の
要
素
を
事
實
と
し
て
含
ん
で
ゐ
る

こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
の
奮
時
代
的
な
窯
閥
的
残
宰
を
も
併
せ
有
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
わ
が
統
治

の
獲
展

の
た
め
の
政
治
的
基
準
は

一
方
に
お
い
て
、
「
大
衆
」
を
國
盟
精
稗
を
基
盤
に
結
合
し
、
他
方
、
奮
い
窯
・閥

的
分
立
を
…彿
拭
す
る

新
ら
し
き
大
政
翼
賛
組
織
の
確
立
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
現
代
的
契
機
に
築
く
新
ら
し
き
組
織
が
、
何
ら
か
の
意
味

に
お
い
て
、
黨
的
性

格

を
擔

ふ
こ
と
は
必
然
で
あ
ら
う
。
問
題
は
こ
の
黨
的
な
も
の
が
、
傳
統

の
原
則
に
順
懸
ぜ
る
本
質
を
具
有
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。

そ
も
そ
も
政
治
上
の

「窯
」
と
は
大
衆
と
蓮
繋
し
こ
れ
を
基
盤
と
し
て

一
定
主
義
に
基
ぎ
そ
の
實
現
を
目
的
と
し
て
國
民
の

一
部
者
に

よ
り
組
織
さ
れ
た
る
政
治
的
団
体

で
あ
る
。
舊
政
党
は
「
黨
」
の
自
由
主
義
的
形
態

に
他
な
ら
ぬ
。從
來
政
党

を
公
窯
と
し
て
私
黨

か
ら
区
別

す
る
説
が
有
力
に
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
由
主
義
政
党

の
初
期

の
政
党
概
念
で
あ
る
。
自
由
主
義
政
党

の
宋
期
に
お
い
て
は
、

政
党

は
必
す
も
公
共
の
利
益

に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
の
み
な
ら
す
、
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
の
い
は
ゆ
る
利
益
黛
的
性
格

(
I
n
t
e
r
e
s
s
e
n
t
e
n
p

 
a
r
t
e
i

)

こ
そ
こ
の
世
紀
に
お
け
る
政
党

の

一
般
的
特
色
と
さ
え
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
故
に
、
政
党
の
特
質
を
公
黨
と
し
て
特
色
づ
け

た
こ
と
に
は
む
し
ろ
歴
史
的
意
義
が
あ
つ
た
の
だ
と
言
ひ
え
よ
う
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
政
党

が
な
ぼ
世
界
観
窯
的
性
格
を
捲
ろ

て
ゐ
た
時



代
に
適
応

す
る
政
党
概
念
な
の
で
あ
る
。
世
界
観
黨

と
し
て
の
政
党
は
主
義
の
實
現
を
目
的
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
蕪
綱
領
は
「
全
艘
意
志
」
的

に
實
現
さ
れ
る
と
い
ふ
前
提
か
ら
出
獲
す
る
。
そ
し
て
こ
の
時
代

の
政
党
は
総
て
全
髄
性
な
る
も
の
に
依
存
し
、
普
遍
安
當
性

の
要
請
を

、
、
、
、

(
註
1
)

以
て
進
む
と
い
ふ
こ
と
を
蕪
の
立
場
と
し
て
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
そ
れ
は

一
窯

一
派
に
偏
せ
す

、
民
族
全
髄
を
統

一
せ
ん

と
す
る
政
治
的
要
請
を
含
み
、
封
建
的
な
排
他
的

・
特
権
的
勢
力
を
排
除
す
る
こ
と
を
政
治
上
の
目
標
と
し
た
。
日
本
に
お
い
て
明
治
時

代
に
政
党

の
公
黨
性
が
強
調
さ
れ
た
の
も
や
は
り
政
党

の
世
界
観
窯
的
な
時
代
で
あ

つ
た
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
故
に
政
党
を
朋
窯
、藩
閥
、

軍
閥
な
ど
か
ら
匠
別
す
る
特
色
と
レ
て
公
共
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
政
党

は
組
織
納
團
體

に
し
て
大
衆
と
蓮
繋
し
、
こ
れ
に
樹
し
て

開
放
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
朋
蕪
、藩
閥
は
特
権

的
身
分
・地
位
に
基
づ
く
封
鎖
的
な
結
合
に
し
て
組
織
を
持
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
に

よ
つ
て
両
者
は
区
別
さ
れ
る
。
徒
党

は

一
般
民
衆
の

一
部
の
結
合
で
は
あ
る
が
、
政
党

の
如
く

一
定
の
主
義
に
基
づ
く
組
織
的
集
團
で
は

な
い
。
政
党
は
軍
に
國
民

一
部
の
も
の
が
政
治
的
な
組
織
的
集
團
を
組
織
す
る
を
以
て
足
れ
り
と
せ
す
、
實
に
大
衆
を
基
盤
と
し
從

つ
て

こ
れ
に
融
合
す
る
こ
と
な
く
し
て
そ
の
主
義
を
實
現
す
る
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
党

は
こ
の
意
味

で
同
じ
政
治
園
體

に
し
て
も

政
治
的
ク
ラ
ブ
、
確
立
さ
れ
た
組
織
機
構
を
有
せ
ざ
る
政
治
運
動
團
體

、
政
治
研
究
團
體

と
は
異
る
。
政
党

は
常
に
文
字
通
の
部
分
で
は

あ
る
が
、
利
益
黨
的
性
黛

の
み
が
政
党

に
あ
ら
す
し
て
普
遍
的
要
請
を
持
つ
世
界
観
黨

的
政
党

も
あ
る
。
一
党
國
家
に
お
け
る
蕪

の
如
き
も

亦
こ
の
範
聴
に
属
す
る
。
政
党

は
ま
た
翻
立
を
必
す
し
も
前
提
と
せ
ざ
る
こ
と
は

一
黨
制
に
つ
い
て
明
ら
か
な

と
こ
ろ
で
あ
り
、
且
つ
政

権

の
獲
得
は
必
す
し
も
政
党

の
目
的
に
あ
ら
す
し
て
、
そ

の
主
義
を
實
現
す
る
目
的
上
、
手
段
と
し
て
採
用
さ
れ
う
る
こ
と
が
あ
り
う
る

ま
で
で
あ
る
。
政
党

が
國
家
そ
の
も
の
叉
は
國
家
機
關
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
は
そ
れ
に
共
通
の
現
象
で
あ
る
。

一
党
國
家
に
お
け
る
如
く
黨

が
國
家
と
緊
密
に
協
同
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
も
、
難
は
そ
の
独
自

の
政
治
的
性
質
に
よ
つ
て
区
別
さ
れ
る
。



か
く
の
如
く
、
黨

の
最
も

一
般
的
な
概
念
は
、
窯
の
自
由
主
義
的
形
態
惰
乃
至

一
窯
形
態
を
通
じ
て
、
大
衆

を
理
念
的
に
結
合
す
る
開

・

か
れ
た
非
特
権
的
集
團
た
る
ご
と
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
意
味
で
の
窯

の
問
題
は
わ
が
大
政
翼
萱
組
織
に
涛

い
て
も
十
分
究
研
に
値
す
る

も
の
と
思
は
れ
る
。

ド
イ
ツ

に
お
い
て
は
い
は
ゆ
る
議
會
主
義
的
多
数
蕪
國
家
よ
り

一
黨
國
家

へ
の
螢
展
は
、

「
精
神
的
革
命
」
を
通
じ
て
の
発
展

で
は
あ

つ
た
が
、
客
観
的
な
政
治
的
獲
展
か
ら
見
る
と
、
む
し
ろ
有
機
的
な
成
長
で
あ

つ
た
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、

政
党

國
家
に
お
け
る
政
党

そ
の
も
の
の
構
造
的
変
質
過
程
を
経
て

一
黨
國
家
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

議
會
主
義
的
政
党

の
そ
の
獲
展

の
途
上
に
お
け
る
構
造
的
変
質

は
第

一
に
そ
の
組
織
に
現
は
れ
た
。
す
べ
て

の
黛
は
二
〇
世
紀
特
に
、

第
一
次
世
界
大
職
以
後
、
多
が
れ
少
か
れ
、
熊
指
導
部
及
び
蕪
官
僚
が
党
組
織

に
お
い
て
決
定
的
な
影
響
力
を
持
つ
に
至
り
選
挙

人
大
衆

と
の
関
係
が
非
常
に
変

つ
て
す
な
は
ち

「
政
党
は
今
日
、
選
羅
人
の
奉
仕
者
か
ら
主
人
と
な

つ
て
終

つ
た
。
た

穿
、
選
挙

に
お
匹
て
そ
の

(註
2
)

投
票

を
必
要
と
す
る
場
合
、
そ
し
て
そ
の
場
合
だ
け
か
れ
ら
は
逡
墨
人
を
顧
慮
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」

と
言
は
れ
る
に
至
つ
た
の

で
あ
る
。
窯
指
導
部
及
び
そ
の
指
揮
下
に
あ
る
黛
装
置
は
、
な
る
程
外
見
的
に
は
な
ほ
民
主
主
義
的
処
被
を
捨

て
玉
ゐ
な
い
が
、實
際
は
、

黛
は
、
多
か
れ
少
か
れ
選
挙

人
大
衆
か
ち
そ
の
独
立
性
を
獲
得
す
る
に
至
つ
て
お
り
、

こ
の
寡
頭
的
性
格

は
、
黛
そ
の
も
の
玉
内
部
を
も

少
敷
指
導
者
暦
と
多
数

の
被
指
導
者
と
に
二
分
し
、
大
衆
は
決
定
的
に
第
二
次
的
要
素
と
な
つ
て
終
う

た
。
す
な
は
ち
組
織
に
お
け
る
民

主
主
義
は
逆
轉

し
て
寡
頭
政
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
様

々
の
形
態
の
民
主
主
義
の
胎
内
に
お
い
て
、
指
導
者
と
唇
從
者
と
の

問
題
が
日
程
に
上
つ
て
き
た
。
ひ
と
が
軍
國
主
義

(
M
i
l
i
t
a
r
i
s
i
n
u
s

)
又
は
帝
政
的
要
素

(
D
a
s
 
c
a
e
s
a
r
i
s
t
i
c
h
e
 
E
l
e
m
e
n
t

)
と
呼
ぶ
と

こ
ろ
の
指
導
者
と
大
衆
の
間

の
よ
り
緊
密
な
、
命
令
・指
揮
と
忠
誠
・從
順
と
い
ふ
結
合
形
態
の
問
題
が
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
ノ
・ッ
に

お
け
る
社
會
民
主
党

の
外
廓
的
團
罷
た
る
帝
國
旗
團

(
R
e
i
c
h
b
a
n
n
e
r

)
及
び
、
ド
イ
ツ
民
族
國
民
黨

(
D
i
e
 
D
e
u
t
s
c
h
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
V
o
l
k
s



p
a
r
t
e
i

)

の
連
繋
團
體

た
り
し
・
鐵
兜
團

(
S
t
a
h
l
h
e
l
m

)

の
如
き
、
半
武
装
團
體

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
政
党

の
外
廓
と
し
て
軍

除
的
組
織
の
上
に
立
ち
そ
の
示
威
運
動

の
際
に
お
け
る
外
見
な
ど
か
ら
し
て
も

一
種
の
軍
國
主
義
と
言
は
れ
う

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
組

織
の
中
心
目
標
は
被
指
導
者
を
嚴
格
に
指
導
に
結
合
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
從
來
の
政
党

と
異
ひ
蕪

の
紀
律
が
特
に
大
き
な
役
割

を
演
す
る
の
で
あ
る
。
叉
全
盤
と
し
て
蕪
機
構

の
安
定
化
と
強
固
化
は

一
部
指
導
者
暦
の
離
脆
を
以
て
し
て
も
窯
を
崩
壌
に
導
く
に
は
至

ら
ざ
る
程
度

と
な
つ
て
き
た
。
か
く
し
て
議
會
的
民
主
主
義
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
す
な
は
ち
選
挙

入
大
衆
と
選
挙

さ
れ
た
指
導
者
と
の

関
係

の
外
被
の
中
に
窯
組
織
に
お
け
る
指
導
者
独
裁

的
構
造
が
成
熟
し
つ
」
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

舊
政
党

の
同
様
な
変
質

現
象
を
窯
の
主
義

・
綱
領
に
關
し
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
す
な
は
ち
、
蕪

組
織
に
お
け
る
帝
政
的
形

態
は
、
堂
稽

導
者
が

「
主
人
」
と
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
主
義
・綱
領
の
意
義
は
背
景
に
押
し
や
ら
れ
、
組
織
は
軍
に
窯
指
導
部
の
経
済

的
.

階
級
的
乃
至
個
人
的
利
益
追
求
の
手
段
と
化
し
、
窯
の
行
動
目
的
も
、
同
じ
く
経
済

的
利
益
達
成
の
最
も
効
果
的
手
段
た
る
公
権
力
の
獲

得
を
の
み
事
と
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
窯
の
支
持
者
大
衆
は
大
部
分
綱
領
を
知
ら
す
、
綱
領
の
意
義
は
極
度
に
低
下
し
た
の
で
あ
つ

た
。
む
し
ろ
綱
領
に
代
つ
て
デ

マ
ゴ
ギ
ッ
シ

ユ
な
意
義
を
持
つ
プ
ラ
ッ
ト
・
フ
オ
ー
ム
が
現
は
れ
る
。

い
は
野

「
古
典
的
」
な
綱
領
時
代
は

過
ぎ
去
つ
た
の
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
世
界
観
窯
的
政
党

時
代
に
み
つ
て
政
党

の
中
心
と
さ
れ
た
綱
領
の
地
位
を
政
党

の
最
高
指
導
者
が
占

め
る
に
至
つ
た
。
す
な
は
ち
窯
構
成
は
綱
領
で
は
な
く
し
て
、
指
導
者

の

「
人
格
」
を
中
心
と
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
政
党
領
袖
に

と
つ
て
も
、
綱
領
で
は
な
く
し
て
窯
の

「
組
織
」
が
脚
光
を
浴
び
て
現
は
れ
る
。

「
組
織
こ
そ
は
指
導
者
が
そ
の
政
治
的
目
的
た
る
政
権

獲
得
達
成
の
た
め
の
轡
か
争
助
で
あ
る
」
。

か
か
る
綱
領
の
意
義
の
減
退
と
共
に
、

大
衆
窯
と
し
て
の
近
代
政
党

が
窯
員
及
び
窯

の
直
接

的
支
持
者
並
び
に
大
衆
を
そ
の
影
響
下
に
保
持
す
る
手
段
と
し
て
ア
ジ
テ
ー
シ
ヨ
ン
、
デ

マ
ゴ
ギ
ー
が
重
要
な
意
義
を
持
つ
に
至
る
。
蕪



が
階
級
又
は
利
益
的
独
裁

窯

へ
輔
化
し
た
結
果
、
現
賓
に
大
衆
の
利
益
叉
ぱ
党
の
主
義
の
實
現
を
事
と
せ
ざ

る
に
至
つ
た
政
憲
と
↓
て
、

デ

マ
ゴ
ギ
ー
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
は
必
至
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

こ
の
や
う
な
党
組
織

瓦
び
窯
生
活
全
髄
に
診
け
る
変
質

は
資
本
主
義
経
済

の
自
由
競
争
体
制
よ
り
い
は
ゆ

る
高
度
費
本
主
義
体
制

へ
の

獲
展
の
結
果
生
じ
た
る
ト
ラ
ス
ト
、

カ
ル
テ
ル
、
労
働
組
合

の
振
大
強
化
と
關
聯
し
こ
の
地
盤
の
上
に
生
じ

た
現
象
で
あ
つ
た
。
政
党

は

こ
れ
ら

の
経
済
団
体

と
接
近
し
蓮
繋
し
溺
や
が
て
は
政
党
自
禮
の
勢
力
が
こ
れ
ら
の
経
済
上
の
勢
力
に
制
約
せ
ら
れ
、
政
党
は
そ
の
背
後

に

あ
る
か
か
る
経
済

的
団
体

の
利
益

を
達
成
す
る
政
治
的
手
段
と
な
つ
た
。
か
く
の
如
く
に
し
て
、
個
人
は
経
済

的
利
益
団
体

に
組
織
せ
ら

れ
、
こ
の
團
體

は
政
賞
…を
通
じ
て
國
家
と
關
聯
す
る
。
こ
こ
に
古
典
的
議
會
主
義

の
基
礎
で
あ
つ
た

「
個
人
」
に

「
団
体
」
が
代
る
。

か
く
し
て
、
吾

々
は
薪
ら
し
き
黛
が
持

つ
べ
き
組
織
的
要
素
の
重
要
な
る
部
分
が
す
で
に
既
成
政
党

時
代

の
胎
内
に
、
不
完
全
な
形
な

が
ら
成
起
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
窯
組
織
に
お
け
る
指
導
者
制
、
大
衆

の
ル
ー
ズ
な
組
織
よ
り
強
固
な
組
織

へ
の
發

展
、
そ
れ
と
共
に
権
力
手
段
と
し
て
の
窯

の
政
治
的
意
義
ρ

屠
oΩ
一)
卜
男
●
も

一
九

一
九
年
九
月

一
六
日

ア
ド
ル
フ
●
ヒ
ト
ラ
ー
の
入
党
以
來
、
憂
容
を
と
げ
た
こ
の
政
党

一
般
の
組
織
と
同

一
の
地
盤

の
上
に
立
つ
た
。
し
か
し
党
は
議
會
主
義
否
定

の
新
ら
し
ぎ
體
制

の
憺
ひ
手
と
し
て
、
叉
新
し
き
性
格

を
も
身
に
つ
け
て
ゐ
た
こ
と
は
言

ふ
ま
で
も
な
い
。
党
は

一
九
二
三
年

一
一
月
の
ミ

ユ
ン
ヘ
ン
一
撲
に
至
る
ま
で
は
、
職
後
イ

ン
フ
レ
イ
ー
シ

ヨ
ン
に
よ
る
経
済
的
破
綻
と

社
會

的
不
安
か
ぢ
発
生

し
た
多
少
自
然
焚
生
的
な

「運
動
」
で
あ
つ
た
。
党
綱
領
を
持
ち
、
党
の
形
態
・名
稽
を
備

へ
て
は
ゐ
た
が
、
そ
れ

は
む
し
ろ
民
族
革
命
の
た
め
に
死
を
畳
悟
せ
る
政
治
的
闘
士
の
強
固
な
團
結
を
持
つ
た
政
治
運
動
團
體

で
あ

つ
た
。
が
、
未
だ
な
ほ
大
衆

豊

と
の
組
織
的
蓮
繋
を
歓
如
ぜ
る
が
故
に
党
は
當
時
党
自
身
の
民
族
社
會
主
義
理
念
の
宣
傳
活
動
に
も
拘
ら
す
政
治
全
盟
の
客
観
的
立
場
か



ら
見
れ
ば
、
政
治
的
統

一
の
単
な
る
櫨
力
手
段
で
し
か
な
か
つ
た
。

一
九
二
三
年

一
一
月

の

一
撲

の
崩
壌
、

一
九
二
四
年

=

一月
二
〇
日

ア
ド
ル
フ
●
ヒ
ト
ラ
ー
の
出
嶽

に
績
ぐ
電
…の
再
建
以
後
窯
は
議
會
的
合
法
主
義
を
、
政
権
獲
褥

の
手
段
と
し
て
採
用
し
、議
會
闘
争

を
通
じ

て
大
衆
の
獲
得

へ
方
向
を
曹
換
し
た
。
嚴
密
に
は
こ
の
時
以
後
窯
と
し
て
の
獲
展
が
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、

一
九
三
〇
年
三
月
二
八
日
ブ

リ

ユ
ー

昌
ン
グ
政
椹
が
出
現
す
る
に
至
る
ま
で
、
蕪
は
微

々
た
る
右
翼
政
党

の

一
つ
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
政
治
は
社

會
民
主
党

を
基
盤
と
せ
る
中
央
党

と
の
聯
立
政
権
が
支
配
し
て
、
い
は
ゆ
る

「
社
會
國
家
」
時
代
を
形
成
し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
代

は

「
社
會
民
主
党

の
ブ
ル
ヂ

ョ
ア
化
」
を
以
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
中
央
党

の
任
務
は
専
ら
社
會
民
主
党
を
教
育
し
て
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
政
党

の
補
強
手
段
と
す
る
に
あ
つ
た
と
言
は
れ
た
。
し
か
る
に
、

一
九
二
九
年
未
曾
有
の
大
恐
慌
は
耽
會
國
家
を
崩
壌
せ
し
め
て
、
ブ
リ

ユ
ー

ニ
ン
グ
の

「
隙
蔽
さ
れ
た
独
裁

」
政
治
が
は
じ
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
プ
リ

ユ
ー
ニ
ン
グ
政
権
は
議
會
主
義
を

否
定
し
、
專
ら
ワ
イ

マ
ー
ル

憲
法
四
八
條

の
独
裁
條
項
に
依
擦
し
た
。
國
家
體

制
自
磯
の
公
権
力
集
中
の
傾
向
が
強
力
に
進
め
ら
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
時
以
後

「窯
」

は
新
ら
し
き
有
力
な
反
対

派
と
し
て
あ
る
ひ
は
既
成
民
族
宅
義
政
党

と
民
族
的
反
劉
派

の
統
二

戦
線
を
形
成

し
、
あ
る
ひ
は
輩
猫
に
政
治

闘
争

を
行

つ
た
。
黛
が
議
會
主
義
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
合
法
主
義
を
採
用
せ
る
限
り
、
既
成
政
党

と
根
本
的
に
は
同

一
の
立
場

に
立

つ
い
は
ゆ
る
反
対
派
的
な
政
党

的
存
在
た
る
を
冤
れ
な
か
つ
た
。
恐
慌
に
よ
つ
て
大
衆
的
地
盤
を
失
ひ
つ
玉
分
解
の
解
程
に
あ
つ
た
既
成

ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
政
党
に
代
つ
て
賞
…は
大
衆
を
強
力
に
組
織
し
て
行
つ
た
。
黨
は
ワ
イ

マ
ー
ル
薩
制
に
閣
僚
を
入
閣
せ
し
め
て
、
ワ
イ

マ
ー
ル

體
制

の
改
革
者
で
は
あ
つ
て
も
否
定
者
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
黨
は
專
ら
、
い
よ
い
よ
強
力

に
発
展
し
つ
Σ
あ
る
ド
ノ
・
ツ

共
産
党

に
劉
す
る

「
艦
制
」
の
有
力
な
防
壁
と
し
て
、
既
成
政
党

を
離
れ
て
ゆ
く
大
衆
憲

黒
組
織
に
喰
ひ
止
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
既
成

政
党

に
依
存
す
る
ワ
イ

マ
ー
ル
艦
制
の
腕
皮
に

一
路
進
み
つ
」
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
プ
リ
ユ
1
昌
ン
ゲ
政
構

に
績
く
、
パ
馨
ペ
ン
内
閣
に



到
つ
て
、
ド
イ
ツ
の
政
治
は
前
時
代
の

「
隙
蔽
さ
れ
た
独
裁

」
よ
り

「民
族
的
基
礎
に
立
つ
独
裁
」

(
D
i
k
t
a
t
n
,
k
a
t
t
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
r
 
G
r
n

n
d
l
a
g
e

)
に
ま
で
磯
展
し
た
。
プ
リ
ユ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
時
代
に
な
ほ
組
織
的
地
盤
と
し
て
有
力
な
り
し
社
会

民
主
党
は
完
全
に
こ
の
期
に

到
つ
て
そ
の
政
治
勢
力
を
失
ぴ
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
政
党
の
統

一
が
日
程
に
上
つ
た
。
中
央
党

、
N
S
D
A
P

を
含
め
て
、
「総
、

て
の
民
族
的
諸
力
の
総
括
」
「
民
族
的
集
中
の
内
閣
」
「
あ
ら
ゆ
る
力
の
集
中
」
「民
族
的
独
裁

」
「
全
ド
イ
ツ
仁

ー

、と
い
ふ
こ
と
が
時
代

の
合
言
葉
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
対
立

と
分
離
と
を
そ
の
根
本
葡
性
格
と
し
た
既
成
政
党
か
ら
糞
の
集
申
、
民
族
的
集
中
党

の
形
成

へ
の

こ
の
客
観
的
な
発
展

は
、
す
で
に

「
党
」
が
持
つ
べ
き
大
き
な
政
治
的
役
割
の
將
來
を
約
束
し
て
ゐ
る
。
パ
ー
ペ
ン
内
閣
よ
り

シ
ユ
ラ
イ

ヘ
ル
將
軍
の
中
間
内
閣
時
代
に
企
圖
さ
れ
た
既
成
ブ
♪
ヂ

ョ
ア
政
党
の
総
括
と
し
て
の
集
中
党
の
形
成
は
不
成
功
に
終
つ
た
。
統

一
的
集

中
の
必
然
性
が
存
在
す
る
に
拘
ら
す
、
伺
ほ
存
在
す
る
樹
立
的
契
機
の
た
め
に
、
先
づ
申
央
党
が
こ
の
統

一
職
線
よ
り
離
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
要
請
さ
れ
た
民
族
集
中
党
は
N
S
D
A
P

と
い
ふ
新
ら
し
き
民
族
社
會
主
義

の
理
念
を
も
つ
党
に
よ
つ
て
の
み

實
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
N
S
D
A
P
が
既
成
民
族
主
義
反
対

派
を
吸
牧
し
て
、
は
じ
め
て
統

一
さ
れ
た
集
中
蕪
と
し
て
完
成
さ
れ
た
。
そ

し
て

一
九
三
三
年

一
月
三
〇
日
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
は
政
権
を
獲
得
し
た
げ

で
あ
る
。
し
か
も

「黛
」
は
そ
の
政
治
勢
力
の
頂
上
に
お
い

て
穿
な
く
、
低
落
期
に
お
い
て
政
権
を
獲
得
し
た
。
蓋

し
、
難
は
國
家
権
力
を
絶
対

に
必
要
と
し
た
し
、
國
家
も
亦
窯
を
必
要
と
し
た
か

ら
で
あ
る
。
か
か
る
過
程
を
見
る
に
蕪
は
既
成
政
党

を
闘
孚
に
よ
つ
て
打
倒
し
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
分
立
的
政
党

よ
り
唯

一
窯
と
し
て
の

政
党

へ
の
磯
展
を
た
穿
自
ら
憺
つ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
ρ
從
つ
て
、
民
族
的
集
中
窯
と
し
て
の
N
S
D
A
P

の
確
立
と
共
に
、
既
成、

(
註
3
)

政
党

は
自

ら

解
蕪

し

た

の

で
あ

る

。
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(
二
)

國
家

と
民
族
-
黨

の
政

治
的

地
位

二
十
世
紀
の
國
家
は

一
般
に
そ
の
権
力
の
多
か
れ
少
か
れ
統

一
的
な
集
中
と
拡
大

強
化
と
の
傾
向
に
よ
つ
て
特
質
つ
げ
ら
れ
る
が
、
特

に
第

一
次
世
界
大
載
後
の
経
済

的
危
機
よ
り
こ
の
傾
向
が
概
し
て
強
度
化
し
、
國
に
よ
つ
て
は
、
例

へ
ば
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
プ
ア
シ
ス

ト
國
家
の
成
立

の
如
く
、
新
ら
し
型

の
國
家
形
成
と
な
り
、
更
に

一
九
二
九
年
に
勃
磯
せ
る
経
済

的
危
機
に
基
因
す
る
計
　會
的
集
團

・
階

級
の
経
済
的
政
治
的
分
裂
・
対
立
が
激
化
せ
る
時
期
に
こ
の
傾
向
。
は
飛
躍
的
な
獲
展
を
途
げ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
族
社
會
主
義
國
家
の

成
立
と
な
つ
た
。
か
く
の
如
く
公
権
力
集
中
傾
向
の
飛
躍
的
増
大
は
、
今
で
は
、
範
疇
的
に
政
党

國
家

の
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の

一

党
國
家

を
鋳
出
す
に
ま
で
至
つ
て
ゐ
る
。
新
ら
し
い
型
の
國
家
形
成

は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
新
ら
し
い
政
治
學
的
概
念
に
依
る
そ
の
把
握

を
必
要
な
ら
し
め
、
十
九
世
紀
的
な
自
由
主
義
的
民
主
主
義

に
お
け
る
分
離
主
義
的
性
格
の
強
い
社
會

の
夜
警

的

「機
關
」
と
し
て
の
國

家
概
念
に
代

つ
て
、協
同
鵠
的
統

一
た
る
民
族
の
成
態
と
し
て
の
國
家
概
念
が
現
れ
た
。
珊
實
に
公
権
力
の
飛
躍
的
集
中
の
過
程
を
通
じ
・

そ
の
體
制
化
に
よ
つ
て
新
ら
し
い
型

の
國
家
形
成
と
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、政
治
的
諸
問
題

の
中
心
は
當
然
國
家
に
あ
る
。
か
く
客
艦
的

構
造
に
お
い
て
公
権
力

集
中
が
爾
余
の
政
治
的
諸
現
象
を
支
配
す
る
契
機
と
な
つ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
す
否
そ
れ
故
に
こ
そ
、
他
面
民
族
が
.

「
政
治
的
實
髄
」
と
し
て
常
に
中
心
位
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
の
國
家
と
民
族
と
の
統

一
こ
そ
ド
イ
ツ
民
族
國
家
の
形
成
困

難
な
る
中
心
問
題
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
國
家
に
対
す
る

過
少
評
価
、
反
感

の
立
場
が
生
、れ
、あ
る
ひ
は
國
家
全
能
的
偏
向
が
生
じ
理
論
的
に



民
族
と
國
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
必
す
し
も

一
致
し
た
見
解
を
見
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

ア
ド
ル
フ
の
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
こ
れ
と
直
接
的
に
關
聯
す
る
論
述
に
お
い
て

「
國
家
は
目
的
の
た
め
の
手
段
」

で
あ
る
と
言
ぴ
、
他
方
、

「
民
族
性
の
生
け
る
有
機
膿
と
し
て
の
國
家
」
な
る
表
現
を
も
用
ひ
て
ゐ
る
。

罠

族
は
聚

が
生
起
す
塞

本
的
存
在
●
原
質
で
あ
り
・
國
家
を
産
み
動
か
し
擔
ふ
力
で
あ
る
」
と
い
ふ
意
味
で
の
民
族
の
国
家
に
対

す
る
上
位
性
に
つ
い
て
は
諸
家

の
見
解
は
何
ら
の
不

一
致
を
み
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は

「新
ら
し
い
國
家
は
そ
の
本
質
上
官
僚
的
形
態

・

＼

(
註
2
)

並
び
に
静
止
的
秩
序
で
あ
る
の
み
な
ら
す
常
に
更
新
さ
れ
た
決
断
、
行
動
で
も
あ
る
」
か
ど
う
か
に
か
か
つ
て
ゐ
る
と
言

へ
よ
う
。

國
家
を
軍
に
官
鰭
的
・
官
僚
的
装
置

(
B
e
h
o
r
d
e
n
 
-
 
a
n
d
 
B
e
a
m
t
e
n
a
p
p
a
r
a
t

)
と
見
、
そ
れ
自
身
固
有

の
価
値
を
保
有
し
な
い
、
民

族
協
同
盟
に
奉
仕
す
る
命
令
的
組
織

と
規
定
し
た
の
は
カ
ト
ル
・
シ

ユ
ミ
ッ
ト
並
び
に
b
ラ
イ

ン
ハ
ル
ト
.
ヘ
エ
ー
ン
で
あ
つ
た
。
シ
ユ
ミ

ツ
ト
は
國
家
を
官
僚
装
置
と
し
て
狭
義
に
規
定
し
、
國
家
領
域
の
限
界
を
嚴
格
に
設
定
し
て
、
民
族
協
同
鵬
的
生
活

の
独
自
な
る
領
野
を

擁
護
す
る
こ
と
に
そ
の
理
論

の
意
義
を
見
出
し
て
ゐ
た
。
實
際
、
國
家
は

一
九

一
九
年
よ
り

一
九
三
三
年
に
至

る
ま
で
ワ
イ

マ
ー
ル
共
和

國
で
あ
つ
た
が
、
更
に
民
族
社
愈
主
義
運
動
は

「
こ
の
全
く
異

つ
た
政
治
的
根
本
思
想
に
基

い
て
蓮
螢
せ
ら
れ
來
れ
る
廣
汎
に
分
立
せ
る
、

國
家
機
構
を
受
け
櫃
ぐ
べ
き
亘
大
な
る
任
務
に
當
面
し
た
。
そ

の
場
合
に
お
い
て
重
大
な
る
障
碍
を
惹
起
せ
し

め
な
い
た
め
に
は
公
行
政

の
凡
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
專
門
的
労
務
を
歓
如
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
。
か
や
う
に
し
て
指
導
は
從
來

の
公
行
政
を
取
砂
代

へ
る
の

で
な
く
、
も
し
く
は
、
全
的
に
こ
れ
を
破
壌
す
る
の
で
は
な
く
し
て
そ
こ
に
從
事
し
て
ゐ
た
人

々
に
運
動
の
世
界
観
的
内
實
を
滲
潤
せ
し

(註
3
)

/

・

め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
任
務
に
當
面
し
た
」
と
い
ふ
事
情
を
考

へ
る
な
ら
ば
、
國
家
が
軍
に
官
僚
装
置
と
し
て
考

へ
ら
れ
、
そ
こ
に
、
フ
ウ

パ
ー
の
言
ふ
如
き

「今
日
國
家
を
凡
ゆ
る
精
神
的

衝
動
に
対
抗

す
る
固
定
し
た
も
の
、動
か
な
い
も
の
、静
止
せ
る
も
の
と
し
て
示
す
こ
と



か
ら
、
『
國
家
』
に
対
し
て

あ
る
邪
推
的
な
反
感
が
存
在
す
る
ζ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
o國
家
的
官
僚
制
は
し
ぜ

し
ば
ま
さ
に
＼
運
動
の
障
碍

(註
4
)

・

と
な
る
組
織
だ
と
考

へ
ら
れ
る
L
や
う
な
観
念
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
た
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。
ア
ド
ル
フ
●
ヒ
塾
ラ
ー
が

「國
家
は
目
的
の
手
.

段
で
あ
る
」

と
言

つ
た
場
合

の

「國
家
」
も
亦
こ
の
や
う
な
意
味
に
お
い
て
手
段
覗
さ
れ
た
も

の
と
思
は
れ
る
。
蓋
し
か
れ
が

}
丸
三
五

年

の
窯
大
會

の
閉
會
演
説
に
お
い
て

「
國
家
の
任
務
は
、國
家
組
織

の
歴
史
的
に
生
成
発
展

し
た
行
政
を
、法
律
の
範
囲
内
で
且
つ
法
律
に

依

つ
て
纏
績
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
今
日
な
ほ
革
命

の
鴨
す
な
は
ち
、
民
族
社
會
主
義
革
命

の
清
算
の
眞
唯
中

に
あ
る
。
す
な
は
ち
、
権
力
掌
握
が
指
導
の
掌
握
に
畜
い
て
、
漸
次
そ
の
完
結
を
見
だ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
長
い
過

渡
的
段
階
を
要
す
る
。
古
い
國
家
の
、
す
な
は
ち
ま
た
、
古
い
政
党
世
界
の
酵
母
は
直
ち
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
克
服
さ
れ
、
除
去
さ
れ
る

こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
か
ら
、
多
数
の
場
所
に
お
い
て
、
ま
た
余
す
と
こ
ろ
な
く
民
族
吐
會
主
義
的
に
確
保
さ
れ
な

い
発
展
を
注
意
深
く

監
視

す
る
必
要
が
生
す

る
」
と
言
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま

こ
と
に
、

シ

ユ
ミ
ッ
ト
、

ヘ
エ
ー
ン

の
見
解
は
.
協
同
體
と
し
て
の
民
族
と
装
置
乃
至
道
且
ハと
し
て
の
國
家
.と
の
分
離
的
で
は
な
い

と
し
て
も
機
械
的
な
相
互
関
係

に
覗
野
を
限
定
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
現
實
に
お
い
て
國
家
は
か
れ
ち
の
主
張
の
如
く
民
族
に

対
し
て

軍
に
、
状
態

に
お
い
て
存
在
す
る
の
み
で
な
く
、
流
動
的
な
、
生
き
た
相
互
関
係

に
あ
る
筈
で
あ
る
o

シ

ユ
ミ
ツ
ト
に
依
れ
ば
、
民
族

の
政
治
的
統

一
は
三
つ
の
異
秩
慮
系
列
で
あ
る
。
す
な
は
ち
國
家

贅

「
政
治
的
・静
態
的
部
分
」
。
.
運
動

,

'

」

酵
「
政
治
的
・力
動
的
要
素
」
、
民
族
"
「
政
治
的
決
断
の
庇
護
の
下
に
生
長
す
る
非
政
治
面
」
で
あ
る
。
そ
し
て
ζ
の
三
つ
の
秩
序
系
列
は

分
離
的
・
排
他
的
対
立
関
係

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
平
等
な
並
存
関
係

に
も
立
た
す
、
國
民
。民
族
を
運
載

す
る
運
動
が
他
の
二
者
に

浸
透
し
こ
れ
を
指
導
す
る
。
官
僚
・
官
庁
髄
と
し
て
の
國
家
な
そ
れ
が
十
七
。
八
世
紀
に
創
出
し
た

「
政
治
的
な

る
竜
の
の
獨
占
権
」
を
失



ひ
、
政
治
的
統

一
の
単
な
る

部
分
と
し
て
且
つ
國
家
を
捲
ふ
組
織
に
依
椅

せ
る
部
分
と
し
て
承
認
さ
れ
、
從
つ
て
國
家
自
盤
も
は
や
政
治

的
全
罷
と

一
致
せ
す
自
立
的

「
高
権
」
と
も

一
致
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
'し
て
有
名
な

「
政
治

的
な
る
も
の
は
、
今
日
、

も
は
や
國
家
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
え
す
、
國
家
こ
そ
政
治
的
な
る
も
の
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
ふ
國
家
か
ら
の
政
治
の

解
離

(
E
n
t
p
o
l
i
t
i
s
i
e
r
n
n
g

)
の
命
題
が
提
起
さ
れ
る
。
民
族
は
非
國
家
的
で
は
あ
る
が
公
法
的
な
自
治
の
分
野
を
附
與
さ
れ
、
政
治
的

指
導
11
運
動

の
全
燈
枠

の
中
に
あ
つ
て
可
態
な
自
治
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
民
族
分
野
と
は
職
分
團
的
経
済
.社
會

秩
序
並
び
に
地
域
的
近
隣

性
振

存
す
る
地
方
團
體

治
を
包
含
す
る
の
霧

駝

・
非
政
治
的
な
力
と
し
て
・
政
治
的
力
と
し
て
の
奥

及
び
讐
対
立

す
る
援

(註
6
)

は
、
ネ
ー
セ
も
指
摘
し
だ
如
く
、
自
由
主
義
的
な

「
社
會
」
と
し
て
理
解
さ
れ
や
す
い
。
民
族
社
會
主
義
國
家

に
お
い
て
は
、
政
治
的
基

本
価
値

と
し
て
把
握
さ
る
ぺ
き
民
族

・
政
治
的
實
燈
た
る
べ
き
民
族
が
、
非
政
治
的
分
野
と
し
て
シ

ユ
ミ
ッ
予
に
よ
り
組
織
系
列

の
中
に

編
入
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、現
實
に
ナ
チ
ス
國
家
構
成
に
お
い
て
は
民
族
が
組
織
に
器
い
て
占
め
る
地
位
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。何
と

な
れ
ば
、
職
分
團
的

。
経
済
11
社
會
秩
序
は
運
動

の
領
域
に
屡
し
、
地
方
團
體

自
治
は
國
家
の
領
域
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
最
も
重
要

な
職
分
的
秩
序
た
る

「
ド
イ
ツ
労
働
職
線
」

は

一
九
三
五
年
三
月
二
九
日
の
統

一
法
施
行
令

(
D
u
r
c
h
f
i
i
h
r
n
n
g
s
v
e
r
o
r
d
n
n
u
g
 
z
u
m
 
E
i
-

n
h
e
i
t
s
g
e
s
e
t
z

)
に
よ
ゆ
バ
チ
ス
党

…の
附
驕
團
蹉
で
あ
り
且
つ
、総
統
令
第
四
條
に
よ
つ
て
窯

の
國
家
指
導
部
長

が
こ
れ
を
指
導
す
る
事
實

に
よ
つ
て
、
紛
れ
も
な
く
職
分
團
秩
序
が
運
動

の

一
翼
を
構
成
す
る
こ
と
を
示
す
。

地
方
自
治
團
罷

に
關
し
て
は

一
九
三
五
年

一
月
三
〇
日
の
ド
ノ
・ッ
地
方
團
體

條
例

(
G
e
m
e
i
n
d
o
r
d
n
u
n
g

)
が

「國
家
に
お
け
る
公
行

政
の
國
民
に
接
属
す
る
最
下
級
階
程
は
直
接
民
族
よ
り
出
自
す
べ
き
も
の
と
す
」

と
規
定
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
均
治
が
國
家

の
行
政
た
る

こ
と
、
自
治
は
直
接
國
民
よ
出
自
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
故
に
す
で
に
國
家
よ
り
分
離
さ
れ
た
民
族
分
野
に
屡
せ
ざ
る
こ
と
が
明
ら
か



盤
蒙

・
か
く
・
懇

に
鷺

て
は
國
家
と
叢

外
に
民
族
の
分
野
は
存
芒

な
詮

も
拘
ら
す
・
民
婆

敢

へ
て

「
政
治
的
護

」
と

し
て
規
定
せ
す
、
そ
れ
に

「組
織
」
の
分
野
を
確
保
せ
ん
と
し
た
る
と
こ
ろ
に
重
大
な
政
治
的
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
こ
れ

は
、
経
済

・
社
會
秩
序
を
公
権
力
に
強
力
に
結
合
せ
る
ナ
チ
ス
國
家
に
対
し
て

、
政
治
よ
り
解
離
さ
れ
た
組
織

と
し
て
公
権
力

の
範
域
外

に
こ
れ
ら
の
秩
序
を
お
か
ん
と
す
る

一
つ
の
政
治
的
要
請
を
提
起
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
'る
。
例

へ
ば
労
働
…戦
線
は
、

シ

ユ
・く
ツ
ト

的
見
解
を
現
實
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
か

つ
て
の
分
離
主
義
的
労
働
組
合
と
同
様
公
権
力
に
対
立

す
る
組
織
と
な
箔
可
能
性
を
も
つ
に
至

る
で
あ
ら
う
。
こ
こ
に
吾

々
は
シ

ユ
ミ
ツ
ト
の
見
解

の
中
に
、
ナ
チ
ス
窯
内
に
蓄
け
る
急
進
主
義
乃
至
理
想
主
義
分
派
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー

を
磯
見
す
る
の
で
あ
る
。
シ

ユ
ミ
ツ
ト
の
急
進
主
義
は
か
れ
が

「
運
動
」
に
附
與
し
た
政
治
的
統

一
全
盤
に
お
け
る
そ
の
地
位

の
絶
対
性

に
よ
つ
て

一
暦
明
瞭
と
な
る
。

(註
8
)

「
『
運
動
』
の
組
織
と
し
て
政
治
指
導
を
行
ふ
蕪
は
『
装
置
』
た
る
國
家
及
び
社
會
・
経
濟
秩
序
並
び
に
政
治
的
統

一
の
全
盤
を
擔

ふ
」
。か

れ
は
國
家
に
廣
狭
二
義
を
認
め
る
。
廣
義
に
お
け
る
國
家
と
は
政
治
的
統

一
の
全
盤
で
あ
り
、
狭
義
に
お
け
る
國
家
は
既
述

の
如
く
官
僚

・

的

「装
置
」
で
あ
る
。
狭
義
に
お
け
る
國
家
よ
り
「
政
治
的
な
る
も
の
」
を
解
離
し
、
「手
段
的
な
る
が
故
に
相
対
的

な
。
第
二
次
的
地
位
」

を
附
與
し
、
か

へ
つ
て

「
運
動
」
が

「政
治
的
な
る
も
の
の
独
占
」
を
保
持
す
る
こ
必
に
よ
り
、
更
に
廣
義
に
お
け
る
政
治
的
統

一
の
全

艦
た
る
國
家
を
憺
ふ
に
至
つ
て

「運
動
」

の
絶
樹
性

●
全
體
性
要
求
は
顯
然
と
し
て
呈
露
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
民
族

の
非
政
治
的
理
解
と

決
し
て
矛
層
す
る
も

の
で
は
な
く
、
全
體

た
る

「運
動
」
が
部
分
た
る
國
家
を
抑
制
し
て
、
民
族
に
野
す
る
擁
護
的
任
務
を
途
行
せ
し
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
注
意
深
き
讃
者
は
シ

エ
ミ
ツ
ト
の

「
運
動
」
概
念
が

「
党
」
に
対
し
微
妙
な
る
差
異
を
持
つ
こ
と
を
看
過
し

な
い
筈
で
あ
る
。

「
運
動
」

の

「形
武
」
た
る
窯
が
國
家
的
合
法
性
と
直
接
的
関
係

を
持
つ
に
劃
し
て
、
こ
の
場
合

「
運
動
」
は
何
ら
か



「永
久
革
命
的
」
意
味
を
包
藏
し
て
ゐ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
え
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
●

シ

ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
つ
て
理
論
的
に
代
表
さ
れ
る
見
解
の
政
治
的

・
客
観
的
基
盤
を
呈
示
す
る
事
實
は
、
、
ナ
チ
ス
蕪
内
に
.お
け
る
,

い
は

ゆ
る
合
法
的
・
議
會
主
議
的
改
良
主
義
的
民
族
社
会

主
義
派
に
劃
立
し
て
の
革
命
的
・社
會
主
義
的
民
族
社
會

主
義

一
翼

の
存
在
で
あ
る
。

7

そ
し
て
、前
者
は
ヒ
ト
ラ
ー
に
ょ
り
後
者
は
ス
ト
ラ
ヅ
サ
ー
兄
弟
に
ょ
つ
て
指
導
さ
れ
て
ゐ
る
。
バ
チ
ス
党
…の
政
治
的
性
格
並
び
に
生
成
を

具
體
的

に
把
握
す
る
助
け
と
な
さ
ん
が
た
め
、
ま
た

「蕪
」
が

一
般

に
そ
の
獲
展
の
階
程
に
お
い
て
必
然
的

に
左
右
爾
翼
を
包
含
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
を
示
す
た
め
に
以
下
少
し
く
こ
の

一
派
に
就
い
て
言
及
す
る
。

オ
ッ
ト
ー
・
シ
ユ
ト
ラ
ツ
サ
ー

(
O
t
t
o
 
S
t
r
s
s
e
r

)
は

一
九

畠
四
年
よ
り

一
九

一
八
年
に
至
る
間
絡
始
西
部
職
線
に
あ
り
、

一
兵
卒
よ
り

榮
進
し
て

一
九

一
八
年
に
は
砲
兵
中
除
長
に
ま
で
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
長
い
職
線
生
活
は
か
れ
に
兵
士
的
な
る
も
の
の
凡
ゆ
る
面
を
教

へ
た
。
戦
争
が
終

る
や
、
苦
學
生
と
ε

て
、
ベ
ル
リ
ン
大
學
そ
の
他
で
繹
濟
學
を
學
ん
だ
。

一
九
山
九
年
よ
り

一
九
二
〇
年
に
至
る
間
社

會
主
義
者
と
し
て
、
社
會
民
主
蕪
員
で
あ
つ
た
。

一
九
二
五
年

ヨ
セ
ブ
・
グ
ッ
ペ
ル
ス
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
ナ
チ
ス
窯

に
人
蕪

し
た
。

か
れ
は
す
で
に
社
會
民
主
党

員
時
代
に
メ
ラ
ー
・
フ
ア

ン
・
デ
ン
・ゾ

ル
ッ
ク
の
グ
ル
ウ
プ
に
参
加
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

メ
ラ
ー

プ
ア
ン
・
デ
ン
・
プ
・ル
ッ
ク
に
よ
り
考

へ
出
さ
れ
ナ
チ
ス
党

に
よ
り
正
式
に
採
用
さ
れ
た

「第

三
帝
國
」

の
概
念
は

オ
ッ
ト
ー
・
シ

ユ
ト
ラ
ッ

サ
ー
に
よ
つ
て
ナ
チ
ス
窯
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
は
第

一
帝
國
を
ビ
ス
マ
ル
ク
帝
國
と
し
、
第
二
帝
國
を
ワ
イ

マ
ー
ル
國
家
、
第
三
帝
國
を
未
來
帝
國
と
考

へ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。

オ
ッ
ト
ー
・
シ

ユ
ト
ラ
ッ
サ
ー
の
實
践
的
活
動
と
共
に
ナ
チ
ス
窯
内
に

お
け
る
分
裂
が
鏡
く
現
れ
て
き
た
。

一
九
二
五
年

一
一
月
二
二
日
ハ
ン
ノ
ー
フ
ェ
〃
で
ナ
チ
ス
窯
革
命
派
の
大
會
が
開
催
さ
れ
、

そ
こ
で

北
部
ド
イ
ツ

、
西
部
ド
イ
ツ

大
管
区
指
導
者

の
中
心
組
織
と
し
て
労
働
協
會
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
は
翌
年

ヒ
ツ
ト
ラ
ー
に
よ
り
解
散
を



命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
後

ミ

ユ
ン
ヘ
ン
と
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
と
シ

ユ
ト
ラ
ッ
蜂
1
の
樹
立
は
、
前
者
が
盆
々
「
合
法
的
・改
良
主
義

的
・
プ
ル
ヂ

ョ
ア
的
コ
ー
ス
」
を
辿
れ
ば
、後
者
は
愈

々

「
反
議
會
主
義
的
σ
反
自
由
主
義
的
◎
革
命
的
」
な
民
族
社
會

主
義
の
原
理
を
周
執

し
た
。
ブ
ル
ヂ
ヨ
ア
的
聯
立
政
府

へ
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
派
の
最
初
の
入
閣
は
鋭

い
闘
孚
を
倦
き
起
し
た
。

オ
ッ
ト
ー
.
シ

ユ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は
そ

の
派
の
機
關
紙
た
る

「
民
族
社
會
主
義
通
信
」
に

「國
家

の
中

へ
」
な
る
論
文
を
書
い
て
女
の
如
く
入
閣
問
題
を
論
じ
た
。
「
ド
イ
ツ
革
命

は
政
府
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
途
行
さ
れ
う
る
ど
と
ろ
か
そ
の
準
備
さ

へ
竜
怪
し
い
。
同
じ
政
府
仲
間
は
塩
制

の
土
に
二
本
の
足
で

ガ
ツ
チ
リ
と
立

つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
盤
制
の
精
神
と
は
か
れ
ら
の
精
神

で
あ
り
、
そ
の
肉
髄
と
は
か
れ
ら
の
肉
磯
な
の
だ
ー
.:
:
:
テ

ユ
ゥ
リ
ン
ゲ
ン

の
民
族
社
會
主
義
的
大
藏
大
臣
は
國
大
藏
大
臣
の
賠
償
協
定
履
行
政
策
に
依
る
命
令
を
履
行
し
な
い
鐸
に
は
ゆ
か
ぬ
。
そ

し
て
若
し
私
の
兄
が
三
ヶ
月
前
に

テ
ユ
リ
ン
ゲ
ン
の
藏
相
で
あ
つ
た
と
し
た
ら
、
か
れ
の
不
倶
戴
天
の
敵
と
も
言
ふ
べ
き

ヒ
ル
フ
ア
デ
イ

ン
グ
の
命
令
を
途
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
と
ひ
テ

ユ
ウ
リ
ン
ゲ
ン
民
衆
に
対
立

す
る
と
も
!
テ
ユ
ゥ
リ
ン
ゲ
ン
の
黛
同
志
を
裏
切
つ

て
ま
で
も
79
"」
し
か
し
、
革
命
的
民
族
社
會
主
義
の
反
対

に
も
拘
ら
す

、

一
九
三
〇
年

一
月
二
三
日
フ
リ
ッ
ク
博
士
を

テ

ユ
ウ
リ
ン
ゲ
ン

政
府
に
入
閣
せ
し
め
た
。
一
九
三
〇
年
、革
命
派
の
勢
力
は
頂
天
に
達
し
た
。
北
部
ド
イ
ツ
工
業
地
帯

の
勤
労
暦
を
背
景
と
す
る
こ
の
汲
は

窯
内
の
社
會
主
義
的
傾
向
を
代
表
す
る
幾

つ
か
の
労
働
者
新
聞

を
焚
刊
し
た
。
こ
の
派
は
民
族
社
會
主
義

を
常
に
運
動

と
し
て
理
解
し
、

、

窯
を
目
的
の
た
め
の
手
段
と
見
て
ゐ
た
か
ら
、

若
き
革
命
的
な
勤
労
青
年

グ
ル
ー
プ

と
密
接

に
結
び
つ
い
て
ゐ
た
。

特
に
こ
の

一
派
は

窯
の
最
も
積
極
的
な
部
分
た
る
突
撃
隊
と
密
接
な
る
聯
結
を
持
つ
て
ゐ
た
か
ら
、

ヒ
ツ
ト
ラ
ー
も
容
易
に
手
を
下
し
え
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。
か
れ
は
先
づ
シ

ユ
ト
ラ
ッ
サ
L
兄
弟
を
離
間
せ
し
め
て
、
こ
の
派
の
分
裂
を
策
し
、
こ
の
任
務
を
ゲ
ッ
ベ
ガ
ス
に
澹
當
せ
し
め
た
。
次

い

で
同
派
の
新
聞
、
次
い
で
、
突
撃
隊
を
弾
厘
し
た
。

そ
し
て
最
後
に
ヒ
ト
ラ
ー
み
つ
か
ら

オ
ッ
ト
ー
・
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
か

と
會
見
し
て
論



戦
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年

の
夏
オ
ツ
ト
ー
・
シ

ユ
ト
ラ
ツ
サ
ー
及
び
そ
の

一涙

は
ナ
チ
ス
党

を
睨
退
し
て

「革
命
的
民
族
社
會

主
義
的
圖
零
聯
萌
皿」
を
新
た
に
組
織
し
た
。
か
れ
ら
革
命
派
は

一
九
三
〇
年
九
月
の
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
を
立
て
す
投
票
も
行
は
す
.

ぴ
た
す
ら
革
命
的
民
族
社
會
主
義
を

一
暦
明
確
に

一
麿
鋭
く
表
現
し
て
、
議
會
主
義
的
合
法
主
義
を
否
定
し
、
ド
イ
ツ

革
命
の
日
に
動
員

さ
れ
う
る
行
動
主
義
者
、
革
命
家
、
ド
イ
ツ

革
命
の
兵
士
を
求
め
た

の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
ド
イ
ツ
革
命
を
何
ら
か
根
本
的
に
新
な
る
も

の
を
凡
ゆ
る
領
域

に
わ
表
つ
て
要
請
せ
る
が
故
に
、
精
神
的

原
理
を
固
守
し
政
治
的
訓
練
を
そ
の
最
も
重
要
な
任
務
と
し
た
。
ま
さ
に
か

れ
ら
は
ナ
チ
ス
蕪
左
翼
と
し
て
理
想
主
義
を
代
表
し
て
ゐ
る
も
の
と
言

へ
よ
う
。
ナ
チ
ス
窯
脱
党

に
際
し
て
の
か
れ
ら
の
聲
明
を
通
じ
て
、

か
れ
ら
と
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
派
と
の
政
策
的
。
思
想
的
対
立

面
を
示
そ
う
。

革
命
派
は
窯

の
二
五
ヶ
條
綱
領
を
唯

一
の
綱
領
と
す
る
が
、
蕪
は
二
五
ヶ
條
と
相
容
れ
ぬ
態
度
を
政
策
の
各
領
域
に
お
い
て
持
績
し
窯

の
増
大
す
る
ブ

ル
ヂ

ョ
ア
化
、
原
理
に
謝
す
る
職
術
的
契
機
の
優
先
、
急
激
に
成
長
せ
る
黛
機
構
官
僚
化
に
対
す
る

傍
観
等

の
歓
陪
を
含

み
つ
」
、
運
動

は
い
よ
い
自
己
目
的
化
し
て
理
念
の
綱
領
的
要
請
よ
り
も
、
窯

の
利
益

が
優
位
す
る
に
至
つ
た
と
主
張
す
る

。

外
政
問
題
に
お
い
て
革
命
派
は
民
族
社
會
主
義
を
意
識
的
。
反
帝
國
主
義
運
動

の
基
底
と
し
て
把
握
し
、
こ
の
運
動
に
と
つ
て
民
族
主
義

と
は
、
他
の
民
族
、
地
域
に
対
し
て

、
何
ら
の
支
配
目
的
を
も
有
せ
す
、
そ
れ
は
軍
に
ド
イ
ツ

民
族
生
活
の
維
持
、
確
立
及
び
発
展

に
限

定
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ヒ
ッ
ト
ラ
党
は
、
英
米
側
に
左
祖
し
庸
國
主
義
的
態
度
を
と
る
。
革
命
的
民
族
主
義
者
は
民
族
思
想
の

信
奉
者
と
し
て
、
被
歴
迫
民
族
の
凡
ゆ
る
自
由
戦
争

を
歡
迎
し
、
帝
國
主
義
を
絶
対

に
排
撃
す
る
。
叉
抑
圧

さ
れ
た
民
族
の
同
盟
政
策
に

贊
成
し
、
聯
合
國
、
ア
メ
リ
カ

と
の
提
携
に
反
対
し

ヴ

エ
ル
サ
イ

ユ
體
制
と
職
ふ
b
而
し
て
ロ
シ
ア
と
の
提
携

に
質
成
す
る
。

内
政
に
お
い
て
、
革
命
派
は
凡
ゆ
る
要
協
政
策
、
聯
立
政
策
を
断
固
と
し
で
排
撃
す
る
。
蓋
し
凡
ゆ
る
聯
立

は
常

に
既
成
制
度

の
保
持



に
、
從
つ
て
民
族
的
不
自
由
體
制
と
資
本
主
義
的
搾
取
の
保
持
に
役
立
つ
に
過
ぎ
な
い
が
故
で
み
る
。

又
ヒ
ラ
ト
ラ
ー
派
は
個
闘
國
家
の

た
め
に
職
ひ
そ
の
保
護
と
保
持
を
そ
の
任
務
と
し
て
明
白
に
表
示
し
て
ゐ
る
が
、
革
命
派
は
そ
れ
と
は
反
樹
に
個
別
國
家
を
解
盟
せ
る
民

族
的
大
ド
イ
ツ

主
義
を
信
奉
す
る

。
又
プ
ア
シ
ス
ト
的
高
権
國
家
に
樹
し
て
、
地
方
別
に
編
成
さ
れ
た
組
合
國
家
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
。

経
済

政
策
に
お
い
て
、
党
は
私
有
財
産
制
度

の
基
盤
に
立
ち
、
明
白
に
私
有
財
産

の
神
聖
な
る
こ
と
を
承
認

し
て
ゐ
る
。
革
命
派
は
こ

の
資
本
主
義
制
度

の
基
礎

の
是
認
に
反
対
し
社
會
主
義
を
信
奉
す
る
。
民
族
社
會
主
義
は
、革
命
派

の
見
解
に
よ
る
と
、國
際
資
本
主
義
の

ア
ン
テ
ィ
・
テ
ー
ゼ

に
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
つ
て
汚
さ
れ
た
民
族
の
共
同
経
済

と
し
て
の
社
會
主
義
の
理
念
を
こ
の
民
族
の
利
益

の
た
め
に
途
行
し
、
民
族
精
神
の
獲
達
、
眞

の
民
族
共
同
禮

の
建
設
を
必
然
に
妨
害
す
る
と
こ
ろ
の
労
働
に
樹
す
る
賀
幣

の
か
の
支
配
制

(註
9
)

を
打
ち
破
る
。
グ

レ
ゴ
ー
ル
・
シ

ユ
ト
ラ
ッ
サ
ー
も

一
九
三
四
年
途
に
黛
を
離
れ
て
行
つ
た
。

さ
て
、
い
は
ゆ
る
國
家
を
過
少
評
価

す
る
黙
に
お
い
て
は
シ
ユ
ミ
ツ
ト
と
同

一
立
場
に
あ
る
ヘ
エ
ー
ン
の
見

解
は
、
し
か
し
、
そ
の
政

治
的
露
結
に
お
い
て
は
反
対

の
立
場

に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ
エ
ー
ン
に
依
れ
ば
、

ア
ド

ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
民
族

の
指
導
者
、
運
動

指
導
者
、
國
家

の
指
揮
者
と
し
て
そ
の

一
身
に
お
い
で
ド
イ

ツ
國
家
の
政
治
統

一
を
形
成
す
る
。
從
つ
て
、
民
族
は
民
族
協
同
盤
形
成

ヘ
ヒ
ト
ラ
ー
が
指
導
す
る
と
こ
ろ
の
屋
從
者
団
体

で
あ
る
と
。

こ
こ
で
は
民
族

は
軍
に
指
導

の
封
衆
と
し
て
考

へ
ら
れ
、極
め
て
低
く
評
価

さ
れ
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
す
、
民
族

と
指
導
者
と
の
内
部
的
法

則
關
聯
が
認
め
ら
れ
す
し
て
、
指
導
者
は
民
族
の
外
か
ら
民
族
と
結
合
す
る
こ
と
と
な
る

。
た
と
ひ
民
族
に
よ

つ
て
捲
は
れ
、
ヒ
れ
を
基

底
と
す
る
と
い
ふ
こ
と
を

一
鷹
主
張
は
す
る
が
。
國
家
は
か
れ
に
よ
れ
ば
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
官
僚
装
置
と
し
て
指
導
者
が
民
族
の
た

め
に
使
用
す
る
手
段
で
あ
る
。
装
置
と
し
て
の
國
家
内
部
に
あ
つ
て
は
、
指
導
関
係

は
存
在
せ
す
、
古
い
丘
下
階
序
関
係

が
支
配
す
る
。



(
註

-o

)

'官
蓼

官
僚
装
置
、
國
防
軍
、
警
察
、
財
務
廃

の
階
等
的
構
成

の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
ヘ
ェ
ー

ン
は
、
民
族
協
同
龍
と
指
導
の
概
念
を
中

心
點

と
し
な
が
ら
も
、
尚
を
、
か
の
政
治
的
基
本
価
値

と
し
て
の
民
族

の
観
念
を
保
持
す
る
に
は
至
ら
す
、
軍
に

「
利
益
社
會
」

に
対
立

す
る
も
の
と
し
て
の

「協
同
社
會
」

の
概
念
を
使
用
し
え
た
に
止
ま
る
。

而
し
て
シ

ユ
ミ
ッ
ト
と
同
様
、
國
家
に
廣
狭
二
義
を
認
め
る
こ
と
と
相
侯

つ
て
結
局
か
れ
の
理
論
的
蹄
結
は
、
ネ
ー
ス
の
言

へ
る
如
く
、

「
『國
家
』
な
る
言
葉
を
廣
義
に
お
い
て
は
全
協
同
罷
と
解
し
、
同
時
に
狼
義
に
お
い
て
職
員
σ
官
庁
装
琶
と
解

す
る
な
ら
ぽ
、
職
員
・
官
庁

(註
Ⅱ
)

装
置
た
る

『
國
家
』
が
政
治
的
全
鵤
た
る

『
國
家
』
に
代
つ
て
全
體

性
の
要
請
を
提
起
事
る
重
大
な
危
険

が
直
接
的
に
與

へ
ら
れ
る
」

の

で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
ヘ
エ
ー
ン
の
見
解
は
政
治
的
に
は
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
官
僚
的
独
裁

と
い
ふ
反
動
的
立
場
に
錨
着
ぜ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。
國
家
を
装
置
と
す
る
見
解
の
危
険

に
つ
い
て
は
ス
ト
ウ
ヵ
ル
L
も

「
こ
の
民
族
社
會
主
義
的
國
民
秩
序
は
ド
イ
ツ
昆

族
の
存
在
形
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
機
械
的
官
僚
的
に
把
握
さ
る
べ
き
で
な
い
。
蓋
し
総
て
を
包
括
す
る
官
僚
装
置

の
擬
大
に
よ

つ
て
生
活
の

一
切

の
領
域

の
國
家
化
、
も
し
く
は

一
暦
正
當
に
は
官
僚
化
が
生
す
る
に
相
違
な
い
が
故
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
機
械
的

(註
12
)

統

一
で
は
な
く
し
て
有
機
的
統

一
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

か
く
の
如
く
、
等
し
く
國
家
を
官
僚
装
置
と
観
じ
な
が
ら
、
シ
'ユ
ミ
ツ
ト
の
意
圖
は
公
権
力

の
集
中
と
い
ふ
國
家
の
現
實
的
獲
展
傾
向

に
件
ひ
易
き
國
家
專
制
化
を
抑
止
す
る
た
め
に
、
國
家
よ
り
政
治
機
能
を
解
離
し
て
こ
れ
を
運
動
に
結
び
つ
け

「指
導
者
と
属
從
者
團
體

(註
13
)

.

と
の
間
の
無
條
件
的
同
種
性
」
に
立
脚
す
る
指
導
者
組
織
を
確
立
す
る
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
た
Ψ

「民
族

」
が
組
織
系
列
に
お
い
て
把

握
さ
れ
た
た
め
に
そ
の
原
理
的
基
盟
た
る
地
盤
が
失
は
れ
、
組
織
原
理
に
お
い
て
同

一
の
E
n
t
p
o
l
i
t
i
s
i
e
r
u
n
g

の
平
面
に
あ
る
國
家
全

體
性

と
民
族
的
自
治
性
と
は
、
現
實

へ
の
適
用
に
お
い
て
そ
の
対
立
を
不
可
避
な
ら
し
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
つ
た
。
況
ん
や
「
運
動
」



が

「
党
」
並
び
に
國
家
に
対
し
て

何
ら
か
政
治
的
優
位
性
を
理
論
的
に
保
障
さ
れ
る
に
至
つ
て
は
、民
族
的
自
治
性
の
主
張
は
國
家
・黛

に

野
立
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

一
種

の
宗
派
主
義
的
性
格

の
押
印
を
受
く

る
に
至
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち

シ
ユ
ミ
ツ
ト
的
見
解
は

一
つ

の
窯
派
的
イ
デ
オ
・
性
を
露
呈
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
組
織
と
し
て
の
民
族

の
自
治
を
単
純

に
自
由

主
義
的
淺
津
と
し
て
片
づ

一.
・

け
る
諜
に
は
ゆ
か
な
い
。
先
に
は
極
め
て
概
念
的
に
、
民
族
を
い
は
ゆ
る

「
社
会
」
概
念
の
臭
味
を
持
つ
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
飽
く
ま
で
も
比
喩
的
な
意
味
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
現
代
國
家
に
お
け
る
公
権
力
集
中
動
向
は
他
面
に
お
い
て
分
化

の
傾
向
を
も
包
含
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
、
全
體

性
の
要
請
と
分
化
の
傾
向
と
の
緊
張
関
係

の
中
に
現
代
國
家
は
生
き
.抜
か
ん
と
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

シ

ユ
ミ
ツ
ト
が
鋭
く
も
こ
の
全
盟
性
と
分
化
性

の
緊
張
関
係

的
現
實
に
止
目
し
た
の
で
あ

つ
た
こ
と
は
次
の
や
う
な
言
読
の
う
ち
に
明
、

一

ら
か
に
看
取
さ
れ
る
。
す
な
な
ち

「
民
社
會
主
義
は
不
平
等
な
も

の
を
不
平
等
に
取
扱
ひ
、
必
然
的
な
分
化
を
實
現
す
る
勇
氣
を
持

り
も

の
で
あ
る
」。
「固
有

の
面
を
も
つ
生
活

の
種

々
性

の
承
認
、
し
か
し
、
も
し
も
強
力
な
國
家
が
あ
ら
ゆ
る
多
様
性
に
対
し

政
治
的
統

一
の

全
体

性
を
高
め
確
保
し
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
、
ド
イ
ツ

民
族
の
宗
派
、
種
族
.
階
級
、
職
分
及
び
利
益
集
團
に
お
け
る
不
幸
な
る
多
元
的

分
裂
に
、
再
び
、
導
く
で
あ
ら
う
。
…
…
総
て
の
政
治
統

一
は
公
的
生
活
の
全
領
域
を

一
般
的
に
形
成
す
る
統

一
的
形
式
思
想
を
必
要
と

(註
14
)

す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
通
常

の
國
家
に
し
て
全
体

的
な
ら
ざ
る
も
の
は
存
在
し
な
い
」
。(
力
点
シ

ユ
ミ
ツ
ト
)
一
般
に
二
〇
世
紀
國
家

の
特
微
と
し
て
、
シ

ユ
ツ
ミ
ッ
ト
が
呈
示
せ
る
國
家
、
運
動

、
民
族
の

「
三
節
的
國
家
構
造
」
(
D
i
e
 
d
r
e
i
g
l
i
e
d
r
i
g
e
 
 
s
t
a
a
t
s
k
o
l
i
t
r
u
k
t
i
o
n

)

も
、
以
上
の
如
き
國
家
と
民
族
と
の
緊
張
的
要
素
の
把
握
に
基
き
主
張
さ
れ
る
に
至
つ
た
も
σ

で
あ
る
。
た
だ
、
シ

ユ
ミ
ッ
ト
は
三
節
的
構

造
を
静
態
的
に
理
解
し
た
玉
め
に
、
現
代
國
家

の
特
質
を
眞
正
に
理
論
化
し
え
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
現
代
國
家
の
三
節
構



造
に
あ
つ
て
、
「運
動
」

は
國
家

と
民
族

の
媒
介
菌
機
能
を
澹
當
す
る
。
そ
の
場
合
民
族
は
政
治
的
基
本
価
値

と
し
て

「
運
動
」
並
び
に
國

家
の
實
禮
的
源
泉
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
運
動

は
こ
の
實
燈
た
る
民
族
と
そ
の
成
態
と
し
て
の
國
家
を
結
合

せ
し
む
る
力
で
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
現
代

の
政
治
的
統

一
は
運
動
を
通
じ
て
、
全
體
と
し
て
運
動
性
に
お
い
て
存
在
す
る
。
運
動
的
存
在
は
軍
に
い
は
ゆ
る
「
蓮

動
」
だ
け
で
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
シ

ユ
ミ
ッ
ト
は
こ
れ
に
反
し
て
運
動
を
単
純

に
い
は
ゆ
る

「
運
動
」

に
の
み
限
定
し
た
。

ヘ
エ
ー
ン
の
考

へ
方
も
シ

ユ
ミ
ッ
ト
と
周
様
い
な
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
政
治
的
統

一
の
静
態
的
観
點

に
飲
陥
を
持
つ
の
で
あ
る
。

ヘ
ェ

ー
ン

に
あ
つ
て
は
運
動

の
評
価
が
極
め
て
貧
し
き
た
め
に

シ

ユ
ミ
ッ
ト
以
上
に
機
械
主
義
的
性
格
が
強
く

滲

み
出
て
ゐ
る
。

民
族
、
蓮

動
、
國
家
が

ア
ド
ル
フ
.
ヒ
ト
ラ
ー

の
手
に
遼
い
て
統

一
さ
れ
て
ゐ
る
ζ
と
に
つ
い
て
何
ら
の
反
樹
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
は

頂
黙
的
・
窮
局
的
統

7
で
あ
つ
て
、
國
家
と
運
動

と
の
性
質

の
相
異
に
基
く
機
械
的
な
分
離
を
以
て
し
て
具
艦

的
・
下
部
構
造
的
分
野
の
統

一
を
如
何
に
し
て
蓮
成
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
夫

々
異
つ
た
領
野
を
保
持
し
つ
玉
し
か
も
分
離
せ
す
統

一
さ
れ
.て
ゐ
る
運
動
と
國
家
の
性

格
を
認
識
せ
す
に
、
こ
れ
を
機
械
的
な
差
別
性
に
お
い
て
見
て
ゐ
た

ヘ
エ
ー
ン
は
、
他
面
、
両
者

の
区
別
を
抹
殺
す
る

一
元
論

の
傾
向
を

持

っ
て
ゐ
た
。
か
れ
に
あ
つ
て
は
絶
樹
的
な
分
化
か
絶
劃
的
な
一
元

化
の
何
れ
か
で
し
か
あ
り
え
な
か
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
次
の
言
葉
に

よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
「
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
も

(
筆
者
註
、
官
僚
装
置
た
る
國
家
に
お
い
て
も
)
共
同
髄
的
形
態
が
成
立
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
し
叉
願
は
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
装
置
的
性
格
は
い
よ
い
よ
急
角
度
に
失
は
れ
、
運
動

形
態
が
こ
れ
に
代
る

(註
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で
あ
ら
う
」
と
い
ふ
機
械
論
的
形
式
主
義

の
表
明
と
な
つ
て
ゐ
る
。

ヘ
エ
ー

ン
の
見
解
は
個
人
主
義
的
國
家
法
人
説
に
共
同
髄
的
民
族
國

家
概
念
を
代
置
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
國
家
権
力
の
集
中
か
ら
起
る
必
然
的
緊
張
関
係

の
危
機
的
現
實
を
上
述
の
如
き

一
種

の

樂
観
論
に
よ
つ
て
看
過
あ
る
ひ
は
隙
蔽
し
た
。
こ
の
こ
と
は
依
て
以
つ
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
独
裁
模
に
反
動
的
に
追
随
す
る
に
過
ぎ
ぬ
と
こ



ろ
の
政
治
的
蹄
結
を
導
出
せ
し
む
る
の
で
あ
る
o

現
實

の
内
的
關
聯
の
客
観
的
把
握
を
通
じ
て
そ
の
建
設
面
を
抽
出
す
る
畢
問
が
、
か
く
の
如
く
現
實

の
輩
な
る
形
式
的
擁
護
化
に
絡
る

こ
と
は
、
ナ
チ
ス
國
家
に
と
つ
て
も
眞
正
に
建
設
的
な
理
論
と
は
言

へ
な
い
で
あ
ら
う
。
國
家
と
民
族
と

の
緊
張
関
係

、
集
中
化
と
分
化
、

國
家
的
権
力

と
個
人
的
基
本
権
、
國
家
権
力
と
自
治
樺
等
の
眞
正
な
る
統

一
は
民
族
共
同
腔
並
び
に
そ
れ
に
基

く
指
導
者
原
理
を
機
械
的

に
導
入
す
る
の
み
に
て
は
實
現
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る

公
権
力
の
集
中
化
と
分
化
の
傾
向
に
關
し
て
、
シ

ユ
ミ
ツ
ト
の
分
化
主

義
的
偏
向
に
樹
し
、

一
般
的
に
は
正
當
な
立
場

に
立
ち
乍
ら
も
、
な
ほ
運
動
の
眞
に
媒
介
的
運
動

性
の
把
握
の
不
十
分
さ
か
ら
國
家
全
體

主
義

へ
の
傾
斜
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
學
者
と
し
て

エ
ル
ン
ス
ト
。
ル
ド
ル
フ
・
フ
ウ
バ
ー
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

フ
ウ
バ
ー
は
政
治
的
存
在
及
び
思
性
の
中
心
黙
に
國
家
を
置
き
、
政
治
的
生
起
の
中
心
を
民
族
に
見
る
國
家
装
置
説

に
自
己
の
見
解
を

対
立

せ
し
め
た
。
國
家
と
民
族
の
統

一
を
論
理
的
に
表
現
す
る
手
段
と
し
て

「成
態
」
G
e
s
t
a
l
t
な
る
概
念
を
導
入
し
た
。

「國
家
は
政

,

治
的
民
族
の
成
態
で
あ
る
」。
國
家
は
民
族
が
政
治
意
欲
的
、政
治
行
動
的
に
歴
史
的
成
態
に
成
生
す
る
生
活
形
態

で
あ
る
。
成
態
概
念
の

牲
殊
性
は

【
そ
れ
が
恰
も
理
念
と
存
在
を
統

一
す
る
如
く
、
運
動

す
る
生
活
と
形
づ
く
ら
れ
た
秩
序
を
結
び
つ
け
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ

る
」
。
從
つ
て
成
態
止
し
て
の
國
家
は
純
粋
の
運
動

で
も
な
く
、

ま
た
枯
死
せ
る
形
態
で
も
な
く
生
け
る
秩
序

で
あ
る
。
か
れ
は
ご
の
成

態
概
念
に
よ
つ
て
國
家
を
軍
に
装
置
的

「形
式
」
と
す
る
見
解
並
び
に

シ

ユ
ミ
ッ
ト
的
な
永
遠
革
命
的
運
動

の
全
體
性
の
要
請
か
ら
救
濟

し
て
、國
家
を
形
式
で
は
あ
る
が
同
時
に
意
志
と
決
断
と
行
爲
の
能
力
を
具
有
す
る
生
き
た
秩
序
た
ら
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て

國
家
は
、
機
械
装
置
で
は
な
い
。
民
族
に
対
す
る

誠
實
と
責
任
に
よ
つ
て
歴
史
的
に
決
断
、
行
動
が
國
家
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

國
家
は
ま
た
有
機
艦
で
は
な
く
し
て
、歴
史
的
行
爲
に
よ
つ
て
上
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
発
展

せ
し
め
ら
れ
た
秩
序
で
あ
る
。
す
な
は
ち
國
家



が
成
態
で
あ
る
と
い
ふ
ζ
と
は
、
た
讐
動
く
カ
で
も
な
く
、
軍
に
静
止
的
存
在
で
も
な
く
し
て
、
行
爲
と
鞭
績

と
の
生
き
た
秩
序
に
お
け

る
統

一
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

國
家
と
民
族
を
政
治
的
統

一
と
し
て
把
握
す
る
民
族
社
會

主
義
者
と
し
て
か
れ
も
國
家
を
民
族
の
生
け
る
成
態
と
見

る
。

「
國
家
は
、

(註
16
)

自
己
目
的
で
も
な
け
れ
ば
単
な
る

道
具
で
も
な
く
、
分
離
し
え
な
い
統
ム
に
お
け
る
民
族
そ
の
も

の
で
あ
る
」
。

國
家
と
民
族
と
を
分
離

的
・郵
立
的
に
把
握
す
る
自
由
主
義
的
國
家
観
の

ア
ン
テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
民
族
國
家
論
と
し
て
、
と
の
考

へ
方
は
必
す
し
も
不
當
で

は
な
い
。
ま
た
、
か
れ
は
國
家
と
民
族
の
相
異
を
十
分
に
理
解
し
、
決
し
て
こ
れ
ら
両
者

を
同

一
観
し
て
ゐ
る
鐸
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に

し
て
も
、
民
族
と
國
家
と
の
統

一
を
余
り
に
も
純
粋
性
に
お
い
て
、完
成
型
態
に
お
い
て
見
過
ぎ
て
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
「
民
族
と
國

、

、

(
註
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家
と
は
、
本
質
と
形
式
、
態
容
と
成
態
が
同

一
實
燈
の
二
つ
の
現
象
様
式
で
あ
る
と
同
様
に
同

一
物
で
あ
る
」
ρ
民
族
の
優
位
性
を
承
認

し
つ
玉
も
、
民
族
と
國
家
と
を
余
り
に
も
完
成
さ
れ
た
統

一
に
お
い
て
理
解
し
、
國
家
手
段
説

の
克
服
に
力
點

を
お
く
結
果
、
か
れ
の
見

解
は
や
」
民
族
に
対
し
て

國
家
の
力
の
説
明
に
重
心
が
お
か
れ
過
ぎ
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
・

「
民
族
は
國
家
に

お

(註
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.

い
て
初
め
て
そ
の
現
實
性
を
獲
得
す
る
」
。
「
國
家
と
し
て
初
め
て
民
族
は
意
志
、
行
爲
能
力
を
獲
得
す
る
」
。
「
國
家
に
お
い
て
初
め
て
民

(註
19
)

族

は
歴
史
的
統

一
に
生
達
す
る
」
等
の
言
葉

は
、
か
れ
が
民
族

の
優
位
性
を
認
め
て
ゐ
る
限
り
決
し
'て
不
正
當
な
表
現
で
は
な
い
の
で
あ

る
が
、
に
も
拘
ら
す
、
國
家
を
軍
に
手
段
硯
す
る
國
家
観
が

一
つ
の
偏
向
で
あ
る
の
に
対
し
て

、
や
玉
國
家

の
力
を
主
張
し
過
ぎ
嚴
格
な

民
族
と
國
家

の
相
互
制
約
性

の
表
現
と
し
て
不
充
分
な
る
を
冤
れ
な
い
。

ナ
チ
ス
的
民
族
國
家
ば

「
一
切
の
民
族
的
生
活
力
を
、

で
き

(
註
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う
る
限
り
公
權
力
に
集
中
し
、
発
展

さ
せ
る
も

の
で
あ
る
」
が
故
に
公
権
力
が
地
域
的

・
職
能
的
自
治
並
び
に
個
人
穫
を
抹
殺
し
、
軍
な

る
全
燈
性

へ
志
向
す
る
危
険
が
常
蒔
伏
在
す
る
。
全
燈
性

(
d
i
e
,
 
T
o
t
a
l
i
t
a
t

)

の
概
念
が
ナ
チ
ス
國
家
に
あ

つ
て
ボ
レ
ミ
ツ
シ
ユ
な
概
念



で
あ
る
と
い
ふ
の
も
實
に
こ
こ
に
由
來
す
る
も

の
と
言
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
從
つ
て
強
調
さ
る
べ
き
は
民
族

の
國
家
的
制
約
性
で
は
な

動

く
し
て
、
嚴
格
に
民
族
を
實
髄
と
し
つ
、
し
か
も
民
族
と
國
家
と
の
相
互
制
約
性
を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

シ
エ
ト

ウ
カ
ル
ト

は
こ
の
點

を
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。

「
國
家
が
民
族
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
生
け
る
有
機
髄
た
る
民
族
の
組
織
で
あ

る
な
ら
ば
、
國
家
は
、
民
族
社
會
主
義
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
意
味
の
な
い
も
の
或
は
次
位
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
ま
た
明
瞭
.に
且

つ

鋭
く
表
現
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
も
民
族
が
形
の
な
い
大
衆
で
な
く
、
國
家
が
固
定
し
た
死
ん
だ
形
式
で
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
民
族
は

そ
の
本
質
に
適
合
し
た
組
織
的
形
成
を
必
要
と
し
、そ
し
て
、
組
織
的
な
枠
組
は
そ
の
内
容
を
必
要
と
す
る
。
國
法
的
構
成
が
な
け
れ
ぽ
、

民
族
は
無
力
で
、
他
の
國
家
の
樹
象
と
な
る
。
國
家
は
、
だ
か
ら
、
民
族

の
生
活
の
中
に
、
最
も
よ
く
且
つ
最

も
明
白
に
現
は
れ
る
協
同

艦
形
成
で
あ
る
。
國
家
的
形
成
に
よ
つ
て
、
民
族
は
始
め
て
歴
史
の
形
成
力
と
な
る
。
正
に
、
わ
れ
わ
れ
が
國
家
を
民
族
か
ら
基
礎
づ
け
、

そ
し
て
"
内
容
と
形
式
の
、
民
族

と
國
家

の
相
互
制
約
性
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
國
家
に
始
め
て
そ

の
固
有

の
意
味
が
、
そ

の
規

(
註
21
)

定
.
そ
の
価
値
.
そ
の
活
力
と
そ
の
権
力
が
生
す
る
」
と
。

(
註
22
∀

」

「
國
家
は
民
族
的
實
膿

の
直
接
的
表
現
で
さ

へ
あ
る
」
な
ら
ば
、國
家
が
民
族
と
何
ら
か
の
矛
盾
に
陪
る
は
す

は
な
か
る
ぺ
く
、
若
し
爾

者
の
矛
盾
を
承
認
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
論
的

一
貫
性
を
保
持
す
る
た
め
に
民
族

の
直
接
的
表
現
で
あ

る
と
い
ふ
論
理
は
改
訂
乃
至

補
足
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
フ
ゥ
バ
ー
は
こ
の
矛
盾
を
承
認
し
て
次

の
如
く
言

σ
た
。
「
運
動
は
政
治
的
・静
態
的
な
固
有

の
國
家
組
織
に
対
し
て

政
治
的
ガ
動
的
原
理
を
あ
ら
ゆ
る
こ
れ
ら
の
機
能
に
お
い
て
呈
示
す
る
。
國
家
的
官
僚
組
織
は
収
縮

し
硬
化
サ
る

傾
向
を
常
に
そ
れ
自
盟
の
う
ち
に
持
つ
で
ゐ
る
。
'凡
ゆ
る
國
家
は
官
僚
的
行
政
國
家
に
固
化
す
る
危
険

が
あ
る
。
ご
の
組
織
的
硬
化
を
緩

和
す
る
た
め
に
は
常

に
生
き
た
民
族
的
諸
力
を
國
家
に
注
入
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
:
…
…
運
動
自
體

が
流
動

的
要
素
と
し
て
、
・民
族
と



國
家
の
間
を
絶
え
す
活
動
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
運
動
國
家
の
原
始
的
な
力
b
自
然
的
新
鮮
巷
を
保
持
す
る
の
が
運
動

の
機
能
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
運
動

自
體
が
固
化
す
る
危
険

に
抵
抗
す
る
場
合
に
め
み
可
能
で
あ
る
。
運
動

が
常
に

『
運
動
』

で
あ
る
こ
と
が
運
動
國
家
の

(註
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"

死
活
問
題
で
あ
る
L
。
國
家
が
硬
化
す
る
こ
と
が
死
活
問
題
だ
と
い
ふ
の
は
ナ
チ
ス
民
族
國
家
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
的
生
活
力
を
公
権
力
に
集

中
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。官
僚
的
危
険

は
自
由
主
義
國
家
に
お
い
て
は
さ
ま
で
問
題
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。然
り
と
す
る
な
ら
ば
國

家
は
民
族
の
直
接
的
表
現
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
直
接
的
に
統

一
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
・
鑑

を
通
じ
て
媒
介
的
に
統

一
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
若
し
民
族
と
國
家
と
が
何
ら
の
矛
盾
の
可
能
性
な
く
し
て
統

一
さ
れ
て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
由
主
義
的
民
主
主
義
の
二
節

構
造
に
て
十
分
な
は
す
で
あ
る
。
而
し
て
、
國
家
と
社
會
と
の
自
由
主
義
的
二
重
構
造
の
力
関
係

を
逆
に
し

て
國
家
が
民
族
に
対
し
て

優

位
性
を
占
む
る
傾
向
を
持

つ
で
あ
ら
う
。
三
節
構
造
の
必
然
性
嫉
繰
り
返
し
述
べ
た
如
く
、
E
大
な
る
集
中
的
公
権
力
が
民
族
を
併
呑
せ

、

ん
許
り
の
力
と
な
つ
た
が
故
に
、
常
に
民
族
が
政
治
的
實
罷
と
し
て
こ
の
E
大
な
公
権

力
に
方
向
を
與

へ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
任
務
を
民
族

の
最
も
積
極
的
な
政
治
的
部
分
と
し
て
の
運
動
が
途
行
す
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
如
く
、
そ
も
そ
も
ナ
チ
ス
革
命
は
ボ
ル
シ
エ
ピ
ィ
キ
的
革
命
と
異
り
既
存
の
國
家
機
構
を
徹
底
的
に
破
壌
す
る
こ
と
な

く
、
い
は
野
合
法
的
に
國
家
構
力
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
言
及
し
た
如
く
、
運
動
は
從
來
、
'全
く
異
れ
る
政
治
的
根
本

思
想
に
基
い
て
蓮
螢
せ
ら
れ
來
つ
た
廣
汎
に
分
化
せ
る
國
家
機
構
を
受
け
縫
い
だ
の
で
あ
る
。こ
こ
に
ヒ
ト

ラ
ー
の
い
は
ゆ
る
運
動

の
「
監

視
」

の
必
要
が
國
家
に
対
し
て

起
る
の
で
あ
る
。
國
家
は
そ
れ
が
民
族
社
會
主
義
國
家
た
る
限
り
民
族
に
固
有
な
組
織
と
し
て
必
然
的
な

内
的
統

一
を
保
持
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
統

一
は
運
動
を
通
じ
て
實
現
す
べ
き
任
務
で
あ
つ
て
、
ま
だ
現
實
の
達
成
さ
れ
た
構
成
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
フ
ウ
パ
ー
的
見
解
は
實
在

の
理
想
化
で
あ
る
と
評
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
他
方
、
現
實
政
治
の
面
に
お
い
て
そ



の
見
解
が
、
國
家
全
燈
性
要
求
を
志
向
せ
し
む
る
危
険

が
全
然
な
い
課
で
は
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
如
く
、
ナ
チ
ス
國
家
の
成
生
ぽ

ワ
イ

マ
ー
ル
國
家
に
対
す
る
単
な
る

ア
ン
テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
,で
は
な

い
の
で
あ
る
。
言
お

ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
ワ
イ

マ
ー
ル
國
家
に
樹
し
て
新
ら
し
き
も
の
、
從
つ
て
樹
立
的
契
機
が
存
在
す
る
。
然
し
こ
れ
を
國
家
構
成
全

艦
か
ら
見
る
時
に
は
本
質
的
な
反
樹
物
と
は
言

へ
な
い
。
「合
法
的
な
権
力
行
使
の
範
囲
内
で
↑
「民
族
の
内
外

に
於
け
る
生
命
。
名
誉
・
平

莉
及
び
自
由
に
対
す
る

権
利
の
確
保
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
的
生
活
力
の
、
可
及
的
に
強
大
な
公
権
力

へ
の
集
中
と
磯
展
」
こ
そ
ナ

チ
ス
國
家
成
生
の
本
質
で
あ
り
、
民
族
的
國
家
は
ワ
イ

マ
ー
ル
國
家
に
お
い
て
す
で
に
存
在
し
て
ゐ
た
公
権
力

集
中
の
更
な
る
強
化
・
發

(註
24
)

展
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
革
命
が
從

つ
て
、
「
歴
史
上
独
特

の
過
程
」
す
な
は
ち

「
精
神
的
革
命
」
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
始
め
て
、
ナ
チ
ス
國
家

の
本
質
を
正
し
く
認
識
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

公
権

力
集
中
の
傾
向

は
第

一
次
世
界
大
職
後
よ
り
強
く
現
は
れ
、
そ
れ
は
経
済

の
分
野
に
対
す
る
國
家
統
制

の
形
を
と
つ
た
。
生
産
、

流
通
、
蓮
輸
、
爲
替
、
金
融
面
に
お
け
る
國
家
統
制
の
増
大
は
、
國
家
の
財
政
的
源
泉
の
楚
大
化
、公
債

の
増
加

、並
び
に
生
産
に
お
け
る

公
企
業
の
占
め

る
地
位
増
大
と
共
に
経
済
分
野
に
お
け
る
諸
力
の
國
家
的
集
中
そ
の
他

一
般
に
昆
族
的
生
活
力

の
集
中
傾
向
を
生
ん
だ
。

他
方
、
舊
來

の
國
家
に
お
け
る
甥
立
的
勢
力
と
し
て
典
型
的
で
あ
つ
た
労
働
関
係

は
、
労
働
紹
介
、
調
停
機
關
を
通
じ
て
國
家
の
統
制

下
に
お
か
れ
、
労
働
組
合
は
各
種
の
経
済
會
議
を
通
じ
て
奔
業
家
団
体

と
協
調
し
、
.す
で
に
政
府
機
關

の

一
部
と
な
り
、
從
來
分
離
的
な

り
し
労
働
組
合
は
國
家
機
構
の
不
可
訣
の
要
素
と
な
つ
た
。
こ
れ
ら
の
公
権
力
集
中
の
傾
向
は
ワ
イ
マ
ー
ル
罷
制
下
に
現
は
れ
た
も

の
で

あ
つ
て
、
労
働
組
合
の
國
家
権
力
機
構

へ
の
吸
牧
は
社
會
民
主
党

を
中
心
と
す
る
プ
ル
ヂ
ョ
ア
的
聯
立
内
閣
の
下
に
推
進
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
政
治
的
に
は
公
権
力
の
蚕
大
強
化
と
し
て
す
で
に
政
党
國
家
時
代
に
あ
つ
て
、批
會
民
主
蕪
の
半
武
装
團
體
R
e
i
c
h
s
b
a
n
n
e
r

及
び
「
ド



イ
ッ
民
族
・
国
民
党
L

(
(
D
i
e
 
 
d
e
u
t
s
c
h
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
V
o
l
k
s
p
a
r
t
e
i
)

と
密
接
に
關
聯
す
る
S
t
a
h
l
h
e
i
m

の
如
き
團
體

が
從
來
の
政
党

の

分
離
主
義
と
は
異
つ
た
、
強
力
な
國
家
の
補
助
権
力
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
叉
プ
リ

ユ
ー
ニ
ン
グ
内
閣

の
緊
念
令
を
通
じ
て
、
言
論
・

集
會
・結
就
の
自
由
、
い
は
ゆ
る
基
本
権
は
事
實
上
制
限
ざ
れ
、
罷
業
権
、
團
體
協
約
権
捲
亦
、
公
権
力
に
集
中

さ
れ
て
そ
の
力
を
失
つ
た
。

か
く
の
如
き
ナ
チ
ス
政
権
以
前
に
存
在
し
た
公
権
力

集
中
が
ナ
チ
ス
國
家

の
誕
生
と
共

に
急
速
に
、
全
面
的
且

つ
塩
制
的
に
促
進
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年

一
月
三
Q
日
ア
ド
ル
フ
。
ヒ
ト
.ラ
ー
は
ド
イ
ツ

國
宰
相
の
地
位
に
就
い
た
の
で
あ
る
が
、
二
月

一
日
國
會

の
解
散
を
ヒ
ン
デ

ン
プ
ル
グ
大
統
領
に
娑
請
し
三
月
五
日
総
選
挙

と
な

つ
た
。
そ
し
て
、國
家
と
民
族
と
の
聯
結
を
可
能
な
ら
し
め
以
て
民
族

の
統

一
的
保
全

を
實
証
す
る
手
段
と
し
て
新
ら
し
く
ナ
チ
ス
的
意
義
を
持
っ
た
と
こ
ろ
の
選
挙

に
當
つ
て
、
民
族
的
基
礎
に
基
が
す
し
て
民
族

の
成
員
が

個
別
的
に
ワ
イ

マ
ー
ル
體
制
に
お
い
て
保
持
せ
る
憲
法
上
の
政
治
的
権
利

が
先
づ
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
。
實
に
民
族
社
會
主
義

國
家
建
設
の
最
初

の
法
律
は
こ
の
國
民
基
本
権
の
否
認
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
法
律
と
ぽ
、

一
九
三
三
年
二
月
四
日
公
布
さ

れ
た

「
ド
イ
ツ
民
族
保
護
の
た
め
の
命
令
」
(
V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 
z
u
m
 
S
c
h
u
b
z
e
 
d
e
s
 
d
e
u
t
s
e
h
e
n
 
V
o
l
k
e
s
.

)
及
び
同
年
二
月
二
八
日
嚢
布

さ
れ
た

「民
旗
及
び
國
家
の
保
護
の
た
め
の
命
令
」
(
V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 
z
u
m
 
S
c
h
u
t
z
e
 
v
o
n
 
V
o
l
k
 
a
n
d
 
S
t
a
a
t

)
で
あ
つ
た
。
こ
の
法
律
の

直
接

の
目
的
は
塾
あ
、ら
ゆ
る
色
彩
を
持
つ

マ
ル
ク
ス
主
義
的
及
び
若
干
の
分
立
主
義
的
團
體

の
叛
逆
的
隙
謀

に
対
し

、、
ド
イ
ツ
國
で
獲
得

し
た
バ
チ
ス
党

…の
地
位
を
守
る
こ
と
で
あ
つ
た
が
、
自
由
権
の
否
定
を
通
じ
て
こ
れ
が
行
は
れ
た
と
こ
ろ
に

ナ
チ
ス
民
族
國
家

の
政
治
的

特
質
を
見
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
二
月
四
日
の
命
令
は
言
論
集
會
に
樹
す
る
制
限
を
強
化
せ
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
二
月
二
八
日
の
命
令
は

こ
れ
を
更
に
高
度
化
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
規
定
に
曰
く

「國
家
ヲ
危
ク
ス
ル
共
産
主
義
的
権
力
行
爲
ノ
防
衛

ノ
タ
メ
ニ
獨
乙
國
憲
法



第
四
十
八
條
第
r
項

二
基
キ
左

ノ
如
ク
令
ス
。
・第

一
條
濁
乙
國
法
第

一
一
四
條

(人
身
ノ
自
由
)
第

一
一
五
條

(
佳
居
ノ
自
ぬ
)
第

一
一

七
條

(信
書

ノ
秘
密
)
第

=

八
條

(
言
論
。出
版

ノ
自
由
)
第

一
二
三
條

(集
會

ノ
自
由
)
第

一
二
四
條

(結
就

ノ
自
由
)
及
ど
第

繭
五

三
條

(財
産
ノ
保
障
)
ハ
當
分
ノ
間
其
ノ
効
力
ラ
失
フ
。
故

二
人
身

ノ
自
由
権
⑤出
版

ノ
自
由
テ
含

メ
ル
意
思
獲
表
ノ
自
由
構
ρ結
社
及
ピ

集
會
椹

ノ
制
限
、
信
用
・
郵
便
・電
信
及
ビ
電
話

ノ
秘
密
ノ
侵
害
、
家
宅
捜
索
及
ビ
差
押
命
令
並
ビ

昌
所
有
権

オ
制
限

モ
亦
定

メ
ラ

レ
タ
法

律
上
ノ
限
界
ヲ
超

エ
テ
之

テ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
L
。

こ
の
法
律
が
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
些
の
大
統
領
の
非
常
大
権
に
依
存
せ
る
と
と
を
止
目
す
ぐ

き
で
あ
る
。

一
九
三
三
年

三
月
五
日
の
選
挙

に
よ
つ
て
、
ド
イ
ツ

國
會
に
於
て
も
政
府

の
多
数
黛
が
確
保
さ
れ
た
時
,-

そ
れ
は
共
産
主
義
者

の
排

除
に
よ
つ
て
更
に
増
大
し
た
ー

合
法
的
な

ヨ
リ
以
上
の
発
展

の
途
が
自
由
と
な

つ
た
。

一
九
三
三
年
三
月
二
四
日
の

「民
族
及
び
國
家

の
困
難
の
除
去
の
た
め
の
法
律
又
は
授
権
法
」
(
G
e
s
e
t
z
 
z
u
r
 
 
B
e
h
e
b
u
n
g
 
d
e
r
 
N
o
t
 
v
o
n
 
V
o
i
k
 
a
n
d
 
R
e
i
c
h
 
o
d
.
 
R
r
n
u
a
c
h
t
i
g
n
n
g
s
-

g
e
s
e
t
z

)
は
こ
の
よ
り
以
上
の
発
展

の
基
礎
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
渡
的
に
最
初
の
新
ら
し
い
國
家
根
本
法
で
あ
る
。
こ
の
「
授
構
法
」
は
事

實
上
、
残
存
し
て
ゐ
た
議
會
制
度

の
形
式
に
結
末
を
つ
け
た
。
そ
れ
は
す
で
に
ド
イ
ツ

國
に
お
い
て
、事
實
上
、
議
會
主
義
を
慶
棄
し
そ
の

代
り
に
宰
相
及
び
か
れ
に
指
導
さ
れ
た
ド
イ
ツ

國
政
府

の
責
任
的
指
導
者
主
義
を
確
立
し
た
。
そ
れ
は
本
質
上
執
行
と
立
法
を

】
緒
に
結

合
す
る
こ
と
に
よ
り
三
権
分
立
制
を
取
り
除
ぎ
、
ド
イ
ヅ
國
政
府
及
び
宰
相

に
対
し
、
當
初
は
四
ヶ
年
に
制
限
さ
れ
て
ゐ
た
、と
は
い
へ
、

ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
四
八
條
を
遙
か
に
凌
駕
す
る

一
般
的
委
任
に
つ
で
㌔
ド
イ
ツ
國
會
及
び
そ

の
蕪
派
に
野
す
る
最

大
の
独
立
性
を
賦
與

し
た
。
第

一
條
は
こ
の
時
以
來
專
ら
行
使
さ
れ
て
ゐ
る
ド
イ
ツ

國
政
府
の
立
法
権
を
規
定
し
、
第
二
條
に
よ
り
國
政
府
は
憲
法
に
抵
鰯
す

る
國
法
律
を
も
決
議
し
裁
可
し
う
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

一
九
三
〇
年
以
來
通
常
と
な
つ
た

ワ
イ

マ
ー
ル
憲

法
四
八
條
に
も
と
つ
く
獨



裁
的
立
法
手
續

の
代
り
に
、
普
通

の
立
法
手
續

が
観
は
れ
た
。
と
れ
は
と
り
も
な
ほ
さ
す

ワ
イ

マ
ー
ル
盤
制
下
に
お
け
る
公
権
力
.の
集
中

が
い
は
讐
非
常
的
形
態
に
お
い
て
促
進
さ
れ
た
対
し
て

、
今
や
恒
常
的
賂
制
的
形
態
に
お
い
て
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
而

し
て
こ
の
法
例
を
通
じ
て
の
公
権
力
集
中
は
四
つ
の
立
法
機
關
が

一
つ
に
簡
易
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
。
即
ち
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
六
八
條

以
下
の
規
定
に
基
く
、
ド
イ
ツ
國
参
議
院
の
抗
議
権
、

一
定
数

の
多
撒
を
以
て
す
る
國
會
に
よ
る
聯
關
的
な
新

た
な
決
議
、
國
會
議
員
の

三
分
の

一
が
要
求
す
る
場
合
二
ヶ
月
の
公
布
の
延
期
、
大
統
領
に
よ
る
國
民
投
票
の
終
局
的
な
命
令
が
排
除
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
更
に
國

家
財
政
権
の
集
中
が
授
権
法
に
お
い
て
出76
成
さ
れ
た
。
即
ち
予
算
案
及
び
起
債
が
参
議
院

・
國
會
そ
の
他

の
政
治
的
制
約
な
し
に
簡
易
立

法

の
方
法
で
規
定
さ
れ
う
る
に
至
つ
た
の
で
み
る
。
實
に
権
力
掌
握
後
数
週
間
に
し
て
立
法
権
司
法
権
が
國
政
府
の
手
に
集
中
さ
れ
、
國

家
意
思
の
形
成
と
意
思
途
行
が
國
家
指
導
に
お
い
て
結
合
さ
れ
た
。

他
方
、
聯
邦
形
態
を
慶
棄
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
分
離
主
義
的
分
権
的
國
家
形
態
を
絡
燈
せ
し
め
て
、
中
央
集
権
を
確
立
し
た
の
で
あ

つ
た
。

先
づ

一
九
三
三
年
二
月
六
日
の
ド
イ
ツ

國
大
統
領
の
「
プ
ロ
セ
イ
ン
於
け
る
秩
序
あ
る
政
府
関
係

の
恢
復
の
た
め
の
命
令
」
(
V
e
r
o
r
d
n
u
n

g
 
z
u
r
 
H
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
g
e
o
r
d
n
e
t
e
r
 
R
e
g
i
e
r
u
n
g
s
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
 
i
n
P
r
e
u
s
s
e
n

)

が
ド
イ
ツ

國
政
府
と
プ
ロ
セ
イ
ン

政
府
と
の
二
元
主
義
を

廃
止

し
、
次

い
で

一
九
三
三
年

三
月
三

一
日
及
び
四
月
七
日
の
二
つ
の
統
合
法

(
G
l
e
i
c
h
s
c
h
e
 
l
t
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
e

)
は
隅
邦
政
府
に
も
立
法

権
が
與

へ
ら
れ
て
、
邦
の
立
法
が
ド
イ
ツ

國

の
立
法
と
同
様
に
な
つ
た
。
か
く
て
立
法
と
執
行
の
統

一
が
、
そ
れ
と
同
時
に
全
國
的
に
つ

く
り
だ
さ
れ
た
。
地
方
自
治
体
関
係

も
亦
徹
底

に
改
造
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
國
は
齊

一
的
な
、
國
會
選
挙

に
表
現
さ
れ
た
民
族
意

思

に
適
合
し
た
、
選
挙

に
よ
ら
な
い
自
治
体
代
表
を
持
つ
に
至
つ
た
。
最
後
に
地
方
長
官

(
R
e
i
c
h
s
s
t
a
t
t
h
e
l
t
e
r

)

の
任
命
に
よ
つ
て
ド



イ
ツ
國
の
中
央
集
権
化
は
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
地
方
長
官
は
ト
イ
ヅ
國
宰
相
に
よ
う
て
立
て
ら
れ
た
政
治
の

一
般
方
針
・の
遵

守
を
邦
に
お
い
て
配
慮
す
る
任
務
を
も
つ
も

の
で
あ
つ
た
。
こ
の
任
務
途
行
に
あ
た
り
、地
方
長
官
に
邦
政
府

の
官
吏
及
び
閣
員

の
任
免
、

邦
法
律
の
公
布
、
邦
議
會
の
解
散
、
恩
赦
権
等
が
委
任
さ
れ
た
。

最
後
に
從
來
政
治
的
統

一
を
分
立
主
義
的
に
分
割
し
て
ゐ
る
政
党

の
廃
止
に
よ
つ
て
多
元
的
な
権
力
を
統
括
し
て
、
國
家

の
政
治
力
の

強
化
と
し
て
役
立

つ
緊
密
に
國
家
と
結
合
し
た
唯

一
の
政
党
す
な
は
ち
ナ
チ
ス
窯
の
み
が
存
続

せ
し
め
ら
る
こ
と
に
な

つ
た
。
こ
れ
に
よ

つ
て
公
構
力
の
集
中
は
政
治
的
統

一
を
完
成
し
う
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

共
産
蕪
、
社
會
民
主
蕪

は
何
れ
も
解
散
、
禁
止
を
受

け
、
財
産
は
浸
牧
さ
れ
、
他

の
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
政
當
…は
多
か
れ
少
か
れ
自
焚
的
に
解
散
し
た
。
そ
の
結
果

一
九
三
三
年
七
月
に
は

一
切

の
議

會
主
義
的
政
党

は
排
除
さ
れ
、
唯

一
の
民
族

の
政
治
意
志
の
捲
ぴ
手
と
し
て
、
民
族
社
會
主
義
労
働
黛
の
運
動
の
み
が
存
続

し
、
且

つ
そ
'

♂

れ
は
、

一
九
三
三
年

六
月

一
四
日
の
「
政
党
の
新
規
形
成
を
禁
止
す
る
法
律
」
(
G
e
s
e
t
z
 
g
e
g
e
n
 
d
i
e
 
 
N
e
n
b
i
l
d
u
n
g
 
v
o
n
 
P
a
r
t
e
i
e
n

)
に

よ
つ
て
、
こ
の
支
配
的
地
位
を
法
律
的
に
も
承
認
さ
れ
、
又
公
然

の
或
は
隙
然
の
政
党

の

一
切
の
薪
規
形
成
は
爾
來
重
い
形
罰
を
課
せ
ら
れ

る
に
至
つ
た
。
こ
製
に
ド
イ
ツ
は
議
會
主
義
的
、
民
主
主
義
的
、
政
党
國
家
か
ら
民
族

の
信
頼
に
よ
つ
て
捲
は
れ
、
権
威
的
に
指
導
さ
れ

(註
25
)

る

一
党
國
家
に
韓
化
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
ナ
チ
ス
民
族
國
家
は
國
家
権
力

の
異
常
な
る
集
中
を
以
て
特
質
と
す
る
が
故
に
、
繰
り
返
し
述
べ
た
如
く
.
こ
の
亘
大
な

る
公
権
力
が
、
民
族
に
基
礎
す
け
ら
れ
、
且
つ
民
族
自
体
が
指
導
に
結
合
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
必
要
が
起

つ
て
來
る
の
で
あ
る
。
亘
大

な
、
集
中
化
さ
れ
た
公
権
力

は
民
族
即
基
本
価
値

に
嚴
格
に
依
存
せ
し
め
ら
れ
ざ
る
限
り
、
・專
制
主
義
に
韓
落
す
る
危
険

性
を
從

つ
て
民

族
の
上
に
立
つ
公
権
力

と
し
て
こ
れ
と
対
立

す
る
可
能
性
を
、
常
に
包
藏
す
る
も

の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
學
説

の
正
當
性
に
關
し
て



概
し
て
異
論
を
挿
む
余
地
な
き
が
如
く
に
思
は
れ
る
フ
ー
バ
ー
の
國
家
と
民
族
の
統
」
に
關
す
る
所
説
を
な
ほ
不
充
分
な
り
と
言
は
ざ
る

を
得
な
い
の
も
、
こ
の
微
妙
な
両
者

の
関
係
を
可
能
な
る
限
り
正
確
に
理
解
し
て
そ
の
続

一
を
確
保
せ
し
め
え
ん
が
た
め
で
あ
る
。
そ
し

(
註
26
)

て
、
現
に
タ
タ
リ
ン
、
タ
タ
ル
ン
ハ
イ
デ

ン
は
フ
ー
バ
ー
の
國
家

の
形
像
を
目
し
て

「
絶
対
國
家
し
と
し
て
表
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

、不
ー
セ
も
亦

「
民
族
と
國
家
と
は
本
質
と
形
成
、
態
容
と
成
態
が
同

一
實
体
の
二
つ
の
現
象
様
式
で
あ
る
如
く
同

一
物
で
あ
る
と
い
ふ

(
註
27
)

の
で
は
不
充
分
で
あ
る
]

(
力
黙
原
著
者
)
と

フ
ウ
バ
ー
の
見
解
を
評
し
、
更
に
次

の
如
く
附
言
し
た
。
す
な
は
ち

「
吾

々
は
民
族
と
國

家
と
が
含
包
さ
れ
て
ゐ
る
國
家
民
族
の
こ
の
よ
り
高
次
の
統

一
は
常
に
薪
ら
し
く
形
成
さ
れ
、
常
に
新
ら
し
く
戦
ひ
と
ら
れ
ね
ば
ら
ぬ
と

、

い
ふ
こ
と
を
附
加

へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
『民
族
と
國
家
の
統

こ

ー
!
そ
れ
は
吾
々
が
甘
ん
す
べ
き
確
定
で
は
な
く
、
吾
々
が
義
務
と
し

(
註
28
)

て
知

つ
て
ゐ
る
任
務

で
あ
る
」
と
。

か
く
て
、
ネ
ー
セ
に
よ
れ
ば
、
國
家
は
政
治
的
統

一
の

一
部
分
に
し
て
、
且
つ
固
有
の
本
質
で
は
な
く
し
て
形
式
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
國
家
は
民
族
の
上
に
あ
る
有
機
体
で
は
な
く
し
て
、
民
族
の

一
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
組
織
と
し
て
の
國
家

は
如
何
な
る
黙
に
お
い
て

他
の
組
織
と
異
な
る
か
。
こ
の
説
明

の
た
め
に
か
れ
は
薪
し
い
角
度
か
ら
古
い
國
家
三
要
素
説
を
採
用
し
た

。

第

一
に
國
家
は
特
定

の
地
域
に
依
存
す
る
組
織
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
、
し
か
し
、
個

々
の
人
間
が
衣
食
住

を
確
保
す
る
可
能
性
を
附

與

せ
ら
る
る
も
の
た
る
以
上
に
秩
序
及
び
支
配
の
基
礎
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
國
家
は
多
数

の
組
織
を
全
体

に
包
括
し
、
ヒ
れ
を
指
導
し

保
護
す
る
。
第
三
に
、國
家
は
そ
れ
を
満
た
し
他
の
二
つ
の
要
素
を
統

一
に
結
び
つ
け
る
統

一
的
支
配
的
理
念
を
包
含
す
る
。
か
く
て
最
高

の
人
間
的
組
織
た
る
國
家
は
最
高
の
人
間
的
秩
序
た
る
法
を
實
現
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
從
つ
て
國
家

は
血
と
土
か
ら
生
成
す
る
と

こ
ろ
の
法
を
創
造
す
る
の
で
は
な
く
、た
璽
そ
れ
を
實
現
し
そ
れ
に
形
を
與

へ
、
そ
れ
が
数
力
を
持
つ
様
努
力
す

る
。
か

曳
る
理
由
か
ら
國



家
組
織
は

一
方
に
お
い
て
防
衛
制
度

の
全
体
を
含
み
、
他
方
官
鹿

の
全
体
を
包
含
す
る
。
か
く
國
家
は
最
高
の
組
織
た
る
限
り
、
完
全
に

依
存
的
性
格
を
有
し
、
從
つ
て
、
命
令
、
目
的
を
外
部
か
ら
與

へ
ら
れ
、
實
現
す
ぺ
き
固
有
の
使
命
を
持
た
な

い
。
す
な
は
ち
組
織
た
る

も
の
は
生
け
る
も
の
を
統

一
に
結
び
つ
け
る
が
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
生
き
た
る
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
形
式
で
あ
る
。
故
に
民
族
は

何
ら
か
國
家
の
樹
象
た
る
も
の
で
は
な
く
、
決
定
的
な
力
で
あ
り
國
家
に
お
い
て
形
式
を
獲
得
せ
る
本
質
で
あ

る
。
民
族
は
國
家
よ
り
も

高
い
階
位
に
属
す
る
。
す
で
に
こ
の
故
に
、

「
科
學
は
昆
族
と
國
家

の
統

一
を
自
明
の
事
實
と
し
て
評
価

せ
ざ
る
や
う
警
戒
し
な
け
れ
ば

(註
29
)

な
ら
ぬ
。」

か
く
し
て
民
族
と
國
家

の
統

一
任
務
を
途
行
す
る
運
動

に
つ
い
て
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
は
後
節
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、た

野
政
治
的
統

一
の
三
節
構
遣
を
総
括
し
て
お
こ
う
。
賞
…は
そ
の
闘
争
の
最
初
か
ら
民
族
社
會
主
義
的
理
念
の
澹
ぴ
手
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、

無
内
容
な
、
軍
に
法
律
命
令
に
お
い
て
外
部
的
に
規
定
さ
れ
た
活
動
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
國
家
に
、
新
し
い
途
行
す
べ
き
道
と
目
的
を
示
す

観
念
を
與

へ
た
。
窯
に
お
い
て
始
め
て
國
家
は
、

一
般
に
、
民
族
の
組
織
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

一
九

一
九
年

よ
り

一
九
三
三
年
に
至
る

ま
で
こ
の
國
家
は
軍
に
立
法

・
行
政

の
装
置
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
。
ピ
の
窯

の
地
位
は

一
九
三
三
年

一
二
月

一
日
の
統

一
法
第

一
條

(
I
 
d
e
s
 
E
i
n
h
e
i
t
s
g
e
s
e
t
z
e
s

)

に
お
い
て

「
ド
イ
ツ
國
家
思
想
の
憺
荷
者
」
と
し
て
、
法
律
的
に
明

白
に
呈
示
さ
れ
た
。
窯
は

國
家
に
そ
の
基
本
理
念
を
媒
介
し
、
そ
れ
を
以
て
國
家
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
、
表
現
に
お
い
て
國
家
を
捲
ふ
。
し
か
し
、
黛
は
民
族
を
捲
は

な
い
。
逆
に
黛
が
民
族
に
よ
つ
て
権
…は
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
で
、

「
國
家
、
民
族
を
蓮
載
す
る
運
動
」
な
る
表
現
は
不
正
確
で
あ

る
。
運
動
は
全
体
的
で
も
な
け
れ
ば
絶
対

的
で
も
な
い
。
民
族
社
會
主
義
的
世
界
観

の
み
が
全
体
的
、
絶
対

的
で
あ
る
。
蓋
し
そ
れ
は
総

て
を
滲
透
的
・
無
制
限
に
支
配
す
る
が
故

で
あ
る
。
か

曳
る
窯
の
把
握
は
國
家
の
過
少
評
価

と
同
じ
程
農
に
党

の
過
大
評
価

を
抑
制
せ
ん



と
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
党
及
び
國
家
自
身
の
立
場
が
あ
る
筈
な
な
い
。
存
在
す
る
も
の
は
た
だ
唯

一
、
指
導
者
及
び
、
民
族

'

(註
29
)

め
立
場
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
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窯

の

政

治

的

機

能

多
党
國
家

よ
り

一
党
國
家

へ
の
発
展

は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
議
會
主
義
的
多
数

政

窯
に
依
存
し
て
の
み
存
立
し
え
た
國
家
よ
り
唯

一
の
政
党

に
の
み
依
據
す
る
國
家

へ
の
焼
成
上
の
憂
容
を
意
味
す
る
。
故

に
國
家

の
據
點

と
し
て
、
軍
に
政
党

の
数
が
減
少
し
た
と
い
・ふ
こ
と
に
止
ま
ら
す
、
こ
の
場
合
の
い
は
ゆ
る

一
國

一
蕪

の
形
成

は
劉
立
的

。
分
離
的
政
党

の
分
解
過
程
を
通
じ
て
の
集
中
的
統

一
蕪

の
成
立
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
主
義
國
家
よ
り
民
族
社
會
主
義
國
家

へ
の
発
展
は
、
す

で
に
言
及
し
た
如
く
権
力
分
立
國
家
よ
り
権
力
集
申
的
民
族
國
家

へ
の
磯
展
で
あ
つ
て
、
そ
の
過
程
を
蓮

じ
て

こ
そ
、
多
数
よ
り
唯

一
窯

へ
の
集
中
が
可
能
と
な
り
必
然
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
新
ら
し
き
窯
は
そ
の
本
質
を
舊
政
党

と
異
に
す
る
。

黛
の
、
舊
政
党

と
異
な
る
こ
の
新
ら
し
き
本
質
を
表
現
す
る
た
め
に
、
,人

々
は
ド
イ
ツ

に
お
い
て

一
般
に

「
運
動
」
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る
言
棄
を
用
ひ
、
そ
の
他
盟
團

(
O
r
d
e
n

)
又
は
精
鋭

(
E
l
i
t
e

)
な
る
表
現
も
行
は
れ
た
。
政
治
的
用
語
と
し
て
の
運
動
の
語
義
は
、組
織

的
に
は
嚴
格
な
形
式
を
有

せ
ざ
る
、
特
殊
の
基
本
理
念
に
よ
つ
て
統

一
的
に
規
定
さ
れ
た
國
民
的
潮
流
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
民
族
社
會
主

義
獨
乙

労
働
窯
は
、
確
立
せ
る
組
織
機
構
を
有
し
且
つ
民
族
の
基
盤
に
生
ぜ
る
、
非
特
権
的
な
國
民

一
部
の
集
團
た
る
こ
と
に
お
い
て
窯

た
る
特
質
を
有
し
、同

一
の
本
質
的
規
定
と
同

一
の
精
神
的
根
本
態
度
を
有
す
る
協
同
体
と
し
て
運
動
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
族

の
最
良
の
力

の
緊
密
な
る
結
集
た
る
こ
と
に
お
い
て
盟
團
で
あ
り
、最
後
に
、
選
ば
れ
た
少
数
の
意
味
に
お
い
て
精
鋭
で
あ

る
。
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
・
が
運
動

で

あ
る
と
い
ふ
の
は
、軍
に
繭
般
的
な
意
味
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
許
り
で
な
く
、
一
暦
深

い
且
つ
言
葉

の
眞

σ
意
味
に
お
い
て
の
運
動
で
あ

る
こ
と
は
、
國
家

と
民
族

の
関
係
を
論
じ
た
前
節

に
お
い
て
も
言
及
せ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
党

は
民
族
の
胎
内
に
育
ま
れ
つ
」
そ
れ
に

止
ま
る
こ
と
な
く
民
族
か
ら
民
族
共
同
体
の
組
織
と
し
て
の
國
家
に
到
る
ー

し
か
も
國
家
自
盟
と
な
る
こ
と
な
き
i
運
動

で
あ
り
、

古

い
政
電
…の
如
く
民
族
共
同
体

の
分
離
的
要
素
で
も
、
他
の
封
等
の
同
じ
価
値

を
持
つ
諸
部
分

の
一
つ
と
し
て
物
的
利
益
を
追
求
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
部
分
で
も
な
く
、

ス
ト
ゥ
カ
ル
ト
が
述
べ
た
如
く

「
民
族
と
國
家

の
間

の
生
希

る
蓮
鎖

で
あ

り
結
合
者
で
あ
り
仲
介
者

で
あ
る
」。
「
そ
れ
は
民
族
及
び
國
家
の
た
め
の
政
治
力

の
源
泉
・
國
民
意
思

の
組
織
さ
れ
た
表
現
で
あ
り
、
民
族
と
國
家
指
導
の
間
の
生
け

る
架
橋
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
流
れ
が
民
族
か
ら
國
家
指
導

へ
、
國
家
指
導
か
ら
民
族
、へ
ゆ
く
。
蕪

は
そ

の
根
源
及
び
存
在
基
礎
を
ド

イ
ッ
國
民
の
中
に
も
つ
か
ら
、
そ
し
て
、
そ
の
精
聯
的
放
射
が
民
族
の
組
織

・
國
家
新
建
設
を
決
定
す
る
か
ら

、
そ
れ
は
ま
さ
に
、・
本
來

,

・

(註
-
)

的
に
民
族
と
國
家
の
、
指
導
と
民
族

の
統
一
を
實
現
し
、
そ
し
て
、
將
來
そ
の
不
幸
な
る
分
裂
を
防
止
す
る
も

の
で
あ
る
」
。

ア
ド

ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
は
窯
の
特
質
を
構
成
す
る
諸
要
素
に
つ
き
、

一
九
三
五
年
九
月
、'
二
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
國
民
「
自
由
」

の

党
大
會
閉
會
演
舌
に
お
い
て
次
の
や
う
に
述
べ
た
。



・「
民
族
社
會
主
義
的
理
念
の
組
織
上
の
據
點
は
熊

で
あ
る
。
裳
…は
政
治
的
観
念
、政
治
的
良
心
及
ぶ
政
治
的
意
志
を
代
豪
す
る
。
窯
の
使

命
は
第

一
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
に
お
い
て
國
民
を
民
族
社
會
主
義
的
世
界
に
指
導
す
る
こ
と
で
あ
り
第
二
、
民
族
敵
會
主
義
的
政
治
観

念
を
永
久
的
秩
序
と
成
す

一
つ
の
確
實
な
組
織

に
形
成
し
之
に
依
つ
て
永
久
の
將
來
に
亘
つ
て
そ
の
精
神
を
確
保
し
固
定
す
る
こ
と
あ
で

る
。
こ
の
使
命
を
實
現
す
る
に
つ
き
蕪

の
原
則
た
る
べ
き
こ
と
は
、総
て
の
覚
…は
國
民
の
政
治
的
選
良
と
し
て
常

に
國
民
を
表
現
す
べ
き
組

織
た
る
使
命
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
党
は
國
家
の
指
導
が
世
界
観
的
に
確
實
な
性
質
を
有
す
る
た
め
に
努
力
す
る
義
務
を
有
す
る
。

從
つ
て
党
は
有
能
な
る
者
を
選
び
出
し
、
育
成
し
、
又
こ
れ
ら
を
指
導
分
子
た
ら
し
め
る
こ
と
に
依
つ
て
國
家
指
導
を
確
實
な
ら
し
め
る

基
礎
組
織
た
る
こ
と
に
、
そ
の
歴
史
的
便
命
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
ド
イ
ツ
人
は
世
界
観
的
に
民
族
社
會
主
義
者
に
ま

で
教
育
さ
る

べ
き
こ
と
、
更

に
最
良
の
民
族
社
會
主
義
者
を
賞
…員
た
ら
し
む
る
こ
と
、
そ
し
て
,
最
後
に
最
良

の
窯
員
を
し

て
國
家

の
指
導
に
任
ぜ
し

む
る
こ
と
、
こ
れ

で
あ

る
。
裳
は
そ

の
組
織
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
國
家
の
將
來
に
対
し
て

も
最
高
且
つ

一
般
的
な

る
指
導
に
任
す
べ
く
、
第

二
に
そ
の
教
化
作
用
に
よ
つ
て
國
民
を

ナ
チ
ス
國
家
構
成
者
と
し
て
教
育
す
べ
き
で
あ
る
。
蕪
は
だ
か
ら
、
わ
が
民
族

の
丙
部
的
實
体
を

検
討
し
て
そ
の
長
所
弱
点

を
學
ぴ
か
く

の
如
く
に
し
て
得
ら
れ
た
る
見
解
か
ら
實
践
的
結
論
を
引
出
す
べ
き
歴
史
的
任
務
を
果
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
。黛

は
こ
の
認
識
に
基
い
て
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
に
關
し
全
國
民

の
活
動
に
つ
き
之
を
決
定
す
べ
き
偉
大
な

る
目
的
を
有
す
る
。難
は

こ
の
國
民

の
内
部
的
本
質

の
諸
條
件
か
ら
生
ま
れ
て
來
る
義
務
に
相
懸
す
る
如
く
に
公
共
生
活
の
實
際
を
改
変

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蕪
は
そ

の
際
か
や
う
な
大
膿
な
企
ズ
を
す
る
資
格

に
關
し
、
そ
れ
に
生
じ
た
疑
惑
に
ょ
つ
て
い
さ
さ
か
も
誤
謬
に
陥
入

る
こ
と
な
風
、
こ
の
任
務

を
確
信
的

に
果
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
。
窯
の
「國
民
を
…
教
育し
監
督
す
べ
き
使
命
」
i

「
教
育
そ
れ
は
我

々
自
ら
を

は
じ
め
と
し
て
全
ド
イ
ツ

國
民
を
釜

々
深
く
民
族
社
会

主
義
理
念
に
導
き
入
れ
る
目
的
を
以
て
す
る
も

の
で
あ
り
、
監
督
そ
れ
は
如
何
な

る
塵
に
お
い
て
も
退
歩
な

一
党
國
家

論

蕊
七



く
又
何
ら
の
湊
落
現
象
が
起
ら
な
い
や
う
に
常
に
検
討
し
注
意
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

叉
曰
く
、
「
軍
隊
が
軍
務
に
服
す
る
の
に
適
當
し
た
人
間
を
意
識
的
に
選
び
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
成
立
し
て
ゐ
る
の
と
全
く
同
じ
く
、窯

の
使
命
は
そ
の
組
織
の
た
め
に
政
治
的
指
導
の
能
力
あ
る
國
民
要
素
を
要
求
し
及
び
之
を
集
め
る
こ
と
に
存
し
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
き
能

力
が
そ

の
人
の
資
本
、
教
養
、
身
分
等
と
何
ら
関
係

の
な
い
こ
と
は
恰
も
軍
人
た
る
能
力
が
こ
れ
ら
及
び
そ
σ
他
種

々
の
市
民
的
資
格
に

依
存
し
な
い
の
と
同
様

で
あ
る
。
決
定
的
な
る
も
の
は
全
く
内
的
性
能
で
あ
り
適
性
で
あ
る
」
。

か
く
し
て
要
約
的
に

「黛

の
使
命
は

一
、
民
族
社
會
主
義
理
論

の
竪
固
に
し
て
、
自
己
保
持
的
細
胞
を
つ
く

り
だ
す
た
め
の
そ
の
内
部

構
成
。
二
、
こ
の
理
念
の
観
念
の
意
味
で
の
全
民
族

の
教
育

三
、
敏
脊
さ
れ
た
者
を
國
家
の
指
導

の
た
め
に
、
そ
し
て
國
家
の
唇
從
者

と
し
て
國
家
に
引
き
渡
す
こ
と
」
で
あ
る
ど
言
は
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、窯

の
本
質
を
規
定
す
る
三
つ
の
要
素
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
は

ち

(
一
)
世
界
観
部
隊
と
し
て
の
黛

(
二
)
窯
の
民
族
形
成
的
機
能

(
三
)
脚黒
の
國
家
形
成
的
機
能
が
こ
れ
で
あ

る
。
こ
の
三
つ
の
規
定
は

同
時
に
N
S
D
A
P
の
歴
史
的
成
長
過
程
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
ーの
段
階
を
も
概
し
て
呈
示
す
る
も

の
で
あ
る
。

①

世
界
観
部
隊
と
し
て
の
窯

窯
を
古
い
政
党
か
ら
区
別
す
る
特
質
は

【
定
の
世
界
観
に
基
き
、
と

の
政
治
的
基
礎
理
念
の
正
當
性
を
絹
樹
に
確
信
し
て
、
こ
れ
を
擁

護
し
、
と
の
共
通
の
通
念
に
奉
仕
す
る
人

々
の
結
集
と
し
て
の
共
同
体
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
く
、
裳

が
世
界
観
党

で
あ
る
こ
と
は
近

代
政
党

の
成
立

の
初
期
に
お
い
て
も
そ
の
特
質
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
世
界
観
は
軍
に
出
來
る
だ
け
多
数

の

人
間
を
獲
得
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
し
か
な
か
つ
た
。
近
代
政
党

は
そ
れ
が
封
建
貴
族
を
打
倒
し
絡

る
や
、
早
く
も
そ
の
利
益
党

的
本
質
を
曝
露
し
て
絡

つ
た
の
で
あ
る
。
醤
政
党

は
、
本
來
・決
議

に
お
い
て
多
鍛
者
を
獲
得
す
べ
ぐ
多
数

の
所

属
者
を
そ
の
組
織

に
統

一



す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
故
に
、
そ
も
そ
も
窯

に
対
す
る
黛
員
の
結
合
は
ル
ー
ズ
で
あ

つ
て
、
こ
れ
ら
の
難

へ
の
所
属
に
は
何
ら
政
治

的
考
査
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
に
拘
ら
す
、
し
か
も
、
箪
に
民
族
の

一
少
部
分
を
そ
の
中
に
政
治
的
に
組
織
し

え
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
ゆ

選
挙

及
び
投
票
権
者
の
約
十
分
の

一
の
み
が
政
党

の
登
録
さ
れ
た
黛
員
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
の
蕪

の
所
属
者

の
大
部
分
は
信
頼

し
う
る
確

定
的
分
子
で
は
な
く
、
浮
動
的
な
政
治
的
分
子
で
あ
つ
た
。
民
族
社
會
主
義
的
理
念
の

「
組
織
上
の
擦
黙
」
た

る
窯
が
こ
の
世
界
観
を
放

棄
す
る
か
又
は
こ
れ
を
無
視

す
る
時
は
最
早
や
黛

は
そ
の
存
在
理
由
を
失
は
な
く
て
は
な
ら
す
、
從

つ
て

一
党
國
家
は
崩
壌
す
る
の
で
あ
隻

る
。
窯
は
す
で
に
述
べ
た
如
く
共
通
利
益

を
追
求
す
る
個
人
の
集
結
で
は
な
く
共
通
の
理
念
に
奉
仕
す
る
共
同
体
で
あ
る
が
故
に
、
一
時
的

目
的
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
永
遠
の
価
値

に
結
合
す
る
。
こ
こ
に
黛
が
紀
律
と
焼
牲
を
そ
の
原
則
と
す
る
所
以
が
あ
る
。
又
難
は
軍
な

る
政
治
模
力

の
獲
得
、
國
家
装
置
の
表
面
的
な
統
制
を
欲
せ
ず
、
民
族
の
全
面
的
指
導
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
蕪

が
世
界
観
部
隊

(
W
e
r

t
a
n
s
c
h
a
n
n
g
s
t
r
n
p
p
e

)
で
あ
る
と
言
は
れ
る
時
、
舊
政
党

か
ら
の
分
離
は
決
定
的
で
あ
る
◎
元
來
、
N
S
D
A
P
は

「
職
線
兵
士
」

の
共

同
体
験
か
ら
生
ま
れ
た

の
で
あ
つ
た
。
部
除
と
い
ふ
兵
士
的
共
同
体
の
持
つ
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
す
な
は
ち
黛
を
支
配
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な

,

ら
な
い
の
で
あ

る
。
從

つ
て
賞
員
は
政
治
的
兵
士
の
型
を
備
尺

て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
ド
イ
ツ
労
動
党

は

「
太
鼓
を
敲
く
人
」
と

し
て
の

ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
宣
傳
に
よ
つ
て

「
人
を
獲
得
」
し
、
獲
得
せ
る
人
▼を

.「
椴
績
的
に
結
合
」
し
て

「
行
動

の
武
器
」
た

ら
し
め
た
組
織
的
集
團
で
あ
る
。
組
織
と
し
て
の
黛
は
從
つ
て
宣
傳
に
よ
つ
て
獲
得
さ
れ
た
萱
成
者
大
衆
の
中
か
ら
共
に
職
ぴ
共
に
働
く

能
力
の
あ
る

「行
動
者
」
を
拾
ひ
出
し
集
結
せ
し
め
、
運
動

の
使
命
の
た
め
に
各
自
の
性
能
に
鷹
じ
て
計
書
的

に
そ
の
分
担
を
決
め
る
。

共
通

の
理
念
に
奉
仕
す
る
共
同
の
作
業
と
共
同
の
闘
争

と
に
依
つ
て
、「
共
同
体
意
識
」
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
意
識
は
党

の
集
會
に
お
い

ψ

て
各
自
共
同
a
体
験
を
有
す
る
と
の
印
象
が
與

へ
ら
れ
る
こ
と
に
依
つ
て
、
容
易
に
形
成
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
集
會
終
了

後
は



叉
容
易
に
消
滅
し
易
い
が
故
に
、
常
に
新
た
に
こ
の
意
識
を
強
化
し
て
不
滅
の
精
神
財
産
に
化
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し

組
織
を
し
て
眞
に
永
績
性
あ
り
し
か
も
絶
対

に
行
動
力
あ
る
も
の
た
ら
じ
め
る
た
め
に
は
、
軍
に
「共
同
体
意
識
」
だ
け
で
不
十
分
で
あ
つ

て
、
そ

の
上
に
完
全
な
る

「
指
導
者
思
想
」
が
實
現
さ
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
指
導
者
原
理
は
信
頼

に
基
く
権
威
を

内
容
と
し
從
属
者

の
忠
誠
と
規
律
に
よ
つ
て
實
現
せ
ら
る
、
。
こ
の
指
導
者
原
理
こ
そ
党
組
織

の
本
質
的
特
微
に
し
て
、
こ
の
意
味
で
熊

は
指
導
者
ア
ド

ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
な
く
し
て
は
存
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
煎
は
そ
の
結
合
の
性
質
上
か
ら
見
て
、
利
益

社
會
に
樹
立
す
る
共
同
社
會

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
同
時
に
組
織
を
有
す

る
社
會

で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
間
に
よ
つ
て
意
識
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
從

つ
て
再
び
人
間

に
よ
つ
て
崩
壌
せ
し
め
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
た
f
純
然
た
る
組
織
的
杜
會
組
に
比
べ
て
、
民
族
社
會
的
理
念
、民
族

の
内
的
基
本
観
、
紀
律
と
犠
牲
の
中
か
ら
成
長
せ

る
社
會
た
る
こ
と
に
お
い
て
、
い
は
ビ
有
機
体
で
あ
る
と
同
時
に
組
織
、
本
質
で
あ
る
と
同
時
に
秩
序
だ
と
言

へ
よ
う
。
他
方
こ
,の
意
味

で
は
民
族
は
本
質
で
あ
り
有
磯
体
で
あ
り
、
國
家
は

一
つ
の
組
織
な
の
で
あ
る
。
か
、
る
蕪
の
性
格
は
黛
を
し
て
、
精
神
的

・
世
界
観
的

な
力

の
中
心
た
ら
し
め
る
と
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
、「
指
導
者

の
手
中
の
事
實
上
の
権
力
手
段

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
且
つ
い
つ
ま
で
も

(
註
2
)

、

'

そ
う
あ
ら
し
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。蕪
は
世
界
観
を
ド
グ

マ
テ
イ
ッ
シ

ユ
に
聖
化
す

る
こ
と
な
く
、
絶
え
す
そ
れ
を
発
展

せ
し
め
、
深
め
、
世
界

観
的
基
礎
に
基
い
て
具
体
的
な
方
向
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
黛
に
よ
つ
て
其
体
化
さ
れ
た
世
界
観

の
無
條
件
的
全
体
性
要
求
こ
そ

民
族

の
精
押
的
姿
態
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
窯
が
こ
の
世
界
観
的
統

一
の
任
務
と
共
に
更
に
権
力
手
段
た
る
性
質
を
具
有
す
る
こ
と
が

看
過
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
實
に
黛
は
文
字
通
り
の
部
豫
と
し
て
、
國
家
に
野
す
る
力
の
予
備

(
K
r
a
f
t
s
r
e
s
e
r
v
e

)

な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
も
し
國
家
が
み
つ
か
ら
の
任
務
を
十
分
に
途
行
し
え
な
い
場
合

、
、
党
は
こ
れ
に
代
つ
て
本
來
國
家
装
置
的
領
域
に
驕
す
る
任
務
を
實
行

(註
3
)

す
る
こ
と
さ

へ
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。



党の特
別
姦

治
的
●
民
族
的
使
命
と
任
馨

民
族
の
政
治
的
及
び
世
界
観
的
統
一
の
確
保
で
あ
る
。
こ
の
任
務
は
何
人
も
党
に
代
つ

て
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

「
優
秀
な
官
僚
團
も
國
防
軍
の
兵
士
學
校
も
果
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
官
僚
と
軍
陵
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
國
家

と
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
帝
國
に
著
る
し
い
程
度
で
完
成
し
て
存
在
し
て
ゐ
た
o
し
か
し
、
両
者

は
内
部
の
政
治
的
及
び
世
界
観
的
崩
壌
を
、
.

そ
れ
故
に
ま
た
、
ド
ノ
・
ツ
國

の
外
部
的
衰
微
を
阻
止
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
生

活
領
域
に
於
け
る
世
界
観

(
註
4
)

的
統

一
及
び
こ
の
統

一
の
執
行
者
が
欠
け
て
ゐ
た
か
ら
」
と
ス
ト
ウ
カ
ル
ト
は
述
べ
て
ゐ
る
。

②
党

の
民
族
形
成
的
機
能

党の、民
族
形
成
的
機
能
は
二
種
に
分
か
れ
る
。

(
}
)
は
全
國
民
を
世
界
観
的
に
民
族
社
會
主
義
者
に
教
育

す
る
と
こ
ろ
の
民
族
的
…教

育
機
能

(
二
)
は
最
良

の
民
族
社
會
主
義
者
を
窯
員
た
ら
し
め
且

つ
最
良

の
窯
員
を
國
家

の
指
導
者
,た
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の
懇
撮

(
A
n
s

l
e
s
o

)
機
能
こ
れ
で
あ
る
。
第

一
の
様
能
は
民
族
そ
れ
自
体
の
形
成
す
な
は
ち

「
大
衆
」
か
ら

「
民
族
」
を
創
出
す
る
、
い
は
ゆ
る
、
彊

力
な
民
族
國
家
の
創
造
の
た
め
の
第

一
の
不
可
欠
な
前
提
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
大
衆
の
民
族
化
」
(
N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
i
e
r
u
n
g
 
d
e
r
 
M
a
s
s
o
n

)

で
あ
る
。
第
二
の
機
能
は
指
導
者

の
形
成

で
あ
る
。
蕪
の
民
族
形
成
機
能
の
内
容
は
民
族
を
政
治
的
統

一
と
歴
史
的
使
命
の
意
識
に
ま
で

高
め
、
そ
れ
を
意
志
能
力

・
行
爲
力
あ
る
肉
体
と
な
し
、
民
族
か
ら
國
家
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
る
.
ま
た
黛

は
民
族
が
政
治
的
に
編
成

さ
れ
う
る
前
提
を
つ
く
り
、
そ
の
中
に
指
導

へ
の
信
頼
を
醒
ぴ
畳
ま
し
、
而
し
て
、最
後
に
民
族
が
匪
家
に
お
い
て
自
己
を
確
認
七
、
國
家

を
そ
れ
自
身

の
生
活
形
態
と
感
じ
且
つ
指
導

の
中
に
を
れ
自
身

の
意
志
の
執
行
者
を
知
る
こ
と
な
ど
を
旗
し
毒
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
機

能
は
要
す
る
に
ケ
イ

ロ
イ
タ
ー
が
し
ば
し
ば
述

べ
た
如
ぐ
、
「
ド
イ
ツ
.民
族
を
唇
從
者
團
体

(
G
e
f
o
l
g
s
c
h
a
f
t

)

と
し
て
、
從

つ
て
政
治

的
實
体
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

こ
ζ
に
政
治
的
實
体
と
は
勿
論
唐
由
主
義
的
民
主
主
義
に
謬
け
る
慧
味
で
㊨
政
治
的
主
佑
で



は
な
い
。
が
逆
に
輩
な
る
支
配
の
客
体
で
も
あ
り
得
な
い
。
政
治
的
實
体
は
唇
從
者
團
体
と
し
て
指
導
者
暦
と
共
に
指
導
の
形
成
に
協
力

す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
や
う
に
民
族
を
政
治
的
實
体
と
し
て
認
識
す
る
立
場
を
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
は

「
民
族
的
民
主
主
義
」
と
稽
し
た
。
か

か
る
見
解
の
民
主
的
特
性
は
特
別
な
意
味
を
含
む
。
そ
れ
は
道
徳
的
・精
神
的
・政
治
的
及
び
社
會
の
統

一
的
全
体
た
る
民
族
共
同
体
が
あ

ら
ゆ
る
共
同
体
を
包
含
し
特
定
の
組
織
を
つ
く
り
出
す
基
体
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
指
導
者
と
唇
從
者
と
の
関
係
.は
共
同
体
の
内
部
に

お
い
て
成
立
す
る
。
旭
從
者
は
共
同
体

の
た
め
に
自
嚢
的
な
奉
仕
で
指
導
者
に
從
ひ
、
指
導
者
は
協
同
体
の
利
害
と
要
求
及
び
そ
れ
が
奉

仕
す
る
理
念
に
よ
つ
て
属
從
者
を
從
驕
さ
せ
る
。
指
導
者
も
魑
從
者
も
協
同
体
成
員
に
し
て
協
同
体
の
法
則

に
從
ふ
。
か
く

し

て
民

族

協
同
体
的
全
体
が
指
導
者
を
含
め
て
常
に
み
ら
ゆ
る
成
員
の
意
思

・
行
動

の
基
盤
と
な
っ
て
ゐ
る
。
共
同
体
的
結
合
が
前
提
さ
れ
て
初
め

て
支
配
者
が
指
導
者
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
最
早
や
外
部
的
強
制
に
よ
つ
て
人
間
を
統

一
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
指
導
者
は
民
族
共
同
体
の
外
部
に
あ
る
の
で
な
く
む
し
ろ
共
同
体
の
最
も
純
粋
な
且
つ
最
も
強
大
な
人
間
的
具
体
化
で
あ
り
,

全
成
員
の
受
託
者

・
管
理
者
・代
表
者

で
あ
る
。
「
か
や
う
な
よ
り
深
い
意
味
で
、
民
族
社
會
主
義
的
指
導
者
國

家
は
、
世
界
の
何
れ
の
民

へ註
5
)

主
主
義
的
憲
法
に
お
け
る
よ
り
も
遙
か
に
彊
い
程
度
に
國
民
主
権
に
依
存
し
て
ゐ
る
」
と
ス
ト
ウ
カ
ル
ト
は
述

べ
て
ゐ
る
。
民
族
共
同
体

が
指
導
者
と
唇
從
者
を
包
含
せ
る
全
体
的
社
會
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
民
族
共
同
体
を
唇
從
者
團
体
と
し
て
の
み
規
定
す
る
ヶ
ル
ロ
ィ
タ
ー

は
正
し
く
な
い
。

民
族
形
成
の
手
段
は
民
族
社
會
主
義
的
理
念
に
よ
る
教
育
と
監
督
-ー

い
か
な
る
庭
に
お
い
て
も
退
歩
な
く
、
又
何
ら
の
波
落
現
象
が

起
ら
な
い
よ
う
常
に
検
討
し
注
意
す
る
こ
と
-1

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
民
族
形
成
が
ド
イ
ツ

民
族
的
指
導
者
國
家
の
基
本
的
前
提
を
創

出
す
る
作
用
で
あ
る
限
り
、
こ
の
問
題
が
ド
イ
ツ
政
治
の
中
心
的
・根
本
的
任
務
を
形
成
す
る
こ
と
は
言
ふ
ま

で
も
な
い
で
あ
ら
う
。



第
二
の
、
選
択

に
よ
る
指
導
者
暦
の
形
成

の
機
能
は
第

一
の
民
族
の
協
同
体
形
成
と
有

機

的

關

聯
に
お
い
て
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

㌦

ぬ
。
と
い
ふ
意
味
は
自
然
陶
汰

の
意
味
に
お
い
て
能
力
あ
り
民
族
共
同
体
の
最
も
積
極
的
に
政
治
的
な
部
分
が
選
良
と
し
て
意
識
的
に
選

ば
れ
指
導
者
暦
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
反
面
に
お
い
{
ア
ド
ル
フ
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
言
つ
た
如
く

、
h
そ
の
人
の
資
本
.
教
養
.

'

身
分
等
と
何
等
の
関
係
無
い
こ
と
は
恰
も
軍
人
た
る
能
力
が
之
れ
等
及
び
そ
の
他
種
々
市
民
的
資
格
に
依
存
し
な
い
と
同
様
窯
は

「そ

の

組
織
の
た
め
に
政
治
指
導
能
力
あ
る
國
民
要
素
を
要
求
し
及
び
之
を
集
め
」
こ
れ
に
よ
つ
て
、
黛
並
び
に
國
家

の
指
.導
者
暦

の
非
特
権
的

性
格
を
呈
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

黛
の
民
族
形
成
の
任
務
途
行
に
當
つ
て
止
目
さ
れ
た
の
は
現
代
國
家
の
本
質
が
大
衆
國
家
で
あ
る
と
い
ふ
事

實
で
あ
る
。

大
衆
國
家
と
は
民
族
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
現
代
國
家

の
下
に
お
い
て
交
通
手
段
の
發
達
、就
中
、
ラ
ヂ
テ
に
よ

つ
て
政
治
的
生
活
か
ら
除

外
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
す
、総
て
の
民
族
的
生
活
力

の
公
権
力

へ
の
集
中
に
依
つ
て
社
會
暦

的
区
分
が
単
純
化
し
、政

治
が
特
定
社
會
層
を
の
み
劃
象
と
し
叉
は
中
間
的
政
治
勢
力
、政
治
機
關
を
媒
介
と
し
て
は
存
立
し
え
ざ
る
に
至
り
、
こ
こ
に
國
家
は
直
接

に
だ
大
な
る
大
衆
と
の
結
合
を
日
程
に
上
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
党
の
民
族
形
成
と
い
ふ
中
心
任
務
拡
こ
の
大
衆

を
國
家
に
結
合
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
任
務
こ
そ
黛
を
措
い
て
他
に
途
行
し
え
ざ
る
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
の
問
題
に

言
及
し
て
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
は
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
。

「民
族
的
大
衆
國
家

の
こ
の
本
質
を
明
瞭

に
認
識
し
、
且
つ
、
そ
こ
か
ら
政
治
的

結
論
を
引
き
出
し
た
こ
と
は
、
全
然
現
代
的
な
國
家
と
し
て
の
民
族
社
會
主
義
國
家
の
特
性
を
示
す

一
の
徴
表

で
あ

る
。
民
族
的
大
衆
國

家
は
、
現
實
的
に
民
族
的
に
形
成
し
つ
」
活
動
し
う
る
た
め
に
、
不
断
の
深
刻
な
、
そ
し

て
、
正
し
く
行
は
る
る
政
治
的
宣
傳
を
必
要
と

す
る
。
こ
の
故
に
、宣
傅
省
の
設
立
は
政
治
的
な
も
の
の
本
質
に
關
す
る
新
し
い
見
解
の
組
織
的
表
現
た
る
に
外
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
、



こ
の
省
の
任
務

の
固
有

の
意
義
は
、
民
族
に
お
け
る
民
族
社
會
主
義

の
理
念
の
絶
え
ざ
る
宣
傳
に
よ
つ
て
民
族
的
協
同
体
を
創
田
す
る
こ

と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
敵
謝
的
宣
傳
や
虚
儂
的
宣
傅
の
防
墨
は
、
こ
こ
で
も
、
こ
の
主
目
的
を
達
成
し
う
る
た
め
の

一
手
段
で
あ
る
に

.

(註
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す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
。

.

.

民
族
理
念
た
る
民
族
社
會

主
義
的
理
念
の
憺
ひ
手
で
あ
り
か
か
る
も
の
と
し
て
民
族
共
同
休
の
政
治
的
に
積
極
的
な
諸
力
の
そ
れ
自
体

緊
密
に
結
合
せ
る
協
同
体
と
し
て
の
窯

・
民
族
自
身
の
精
鋭
が
、
特
別
な
る
程
度
に
民
族
と
結
び
つ
い
て
ゐ
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
こ
と
は
自

明
の
こ
と
に
屡
す
る
。
し
か
し
民
族
共
同
体
は
完
成
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
形
成
さ
れ
つ
玉
あ
り
且
つ
形
成
の
度
合
が
問
題

で
あ
る
が
故
に
、

「
窯
の
民
族
結
合
性

の
度
合
が
、

そ
れ
の
政
治
的
活
動
力
の
程
度
に
と
つ
て
、
ま
た
、
指
導
者
に
よ
つ
て

、定
置
せ
ら
れ

た
そ
れ
の
任
務
を
實
行
す
る
可
能
性
に
と
つ
て
、

決
定
的
で
あ
る
。
故
に
窯
は
全
く
特
別
な
る
程
段
に
お
い
.て
民
族
と
の
密

接
な
接
触

を
保
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
民
族
の
た
め
、
且
つ
民
族
と
と
も
に
生
活
し
、
ま
た
、
そ
れ
の
根
柢
を
つ
ね
に
民
族
の
申
に
求
め
ね
ば
な

(註
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ら
ぬ
」
。

③
党

の
國
・家
形
成
的
機
能

党
の
國
家
に
樹
す
る
任
務
は
、
國
家
権
力
を
維
持
し
確
保
し
強
化
す
る
に
あ
る
。
こ
の
任
務
を
實
現
す
る
た
め
に
窯
は
國
家

そ

の
も

の
に
民
族
社
會
主
義
理
念
を
滲
透
せ
し
め
、そ
れ
を
民
族
社
會
主
義
國
家
と
し
て
形
威
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
こ
で
、
民
族
理
念

の
旛

ひ
手
と
し
て
の
党
が
國
家
に
対
し
て

、「
優
位
性
」
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
ゆ
し
か
じ
窯

の
こ
の
「
優
位
性
」
は
組
織
上
の
「優
位
性
↑

に
あ
ら
す
し
て
理
念
上

の

「
優
位
性
」
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
蕪
は
國
家
に
お
け
る
民
族
社
會
主
義
的
政
策
を
保
証

す
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
サ
ヴ
ィ
エ
ー
ト
・
ロ
シ
ア

聯
邦
に
お
い
て
㍉
共
産
党

が
國
家
を
完
全
に
掌
握
し
、
共
産
党
書
記
長
が
ブ

ル
ヂ

ョ
ア
ジ
ー
抑
歴

の
た



め
の
機
關
に
過
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
國
家
様
閣
を
統
制
す
る
「窯
独
裁

」
と
は
異
る
ゆ更

に
、最
も
重
要
な
國
家
機
關
と
し

て
國
家
に
難
仕
す
る
と

こ
ろ
の
イ
タ
リ
ア
・
プ
ア
シ
ス
ト
窯
の
政
治
的
地
位
と
も
同

一
で
は
な
い
。
こ
の
や
う
な
ド
イ
ツ

の
党
と
國
家
と
の
関
係
を

「
吾

々
が
國

家
に
命
令
ず
る
」
と
い
ふ
表
現
を
用
ひ
た

ア
ド

ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー

の
言
葉
は
正
確

で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
ヒ
の
場
合
か
れ
は
國
象
全
能
的

観
念
の
危
険
に
対
す
る

警
告
と
し
て
誇
張
し
た
表
現
を
用
ひ
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
窯
ど
國
家
ま
の
微

妙
な

「
運
動
的
」
関
係

は
政
治
的
現
實
・政
治
的

イ
デ
イ
オ
ロ
ギ
ー

の
職
線
に
お
い
て

門
偏
向
」
を
生
す
る
危
険

が
多
分
に
あ
つ
た
が
、

組
織
上
に
お
い
て
は
党
と
國
家
の
関
係

は
協
同
関
係

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
関
係
は
法
規
的
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
。

一

九
三
三
年
二
月

一
日
の

「
党
及
國
家
統

一
保
障
法
」
(
G
e
s
e
t
z
 
z
u
r
 
S
i
c
h
e
r
u
n
g
 
d
e
r
 
 
E
i
n
h
e
i
t
 
v
o
n
 
P
a
r
t
e
i
 
a
n
d
 
S
t
o
a
t

)
第

一
條
第

一
項
は

「民
族
社
會

主
義
革
命

ノ
勝
利

ノ
結
果
民
族
社
會
主
義
獨
逸

労
働
黛

ハ
獨
逸
國
家
思
想

ノ
捲
荷
者

ト
シ
テ
且
ツ
國
家

ト
最
緊
密

昌

結
合
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」

と
あ
つ
で
、
N
S
D
A
P
の
理
念
上
の
優
位
性
を
法
的
に
承
認
し

「
且
」
黛
乏
國
家
と

の
組
織
上
の
最
緊
密
な
る
結

合
関
係

を
明
示
し
た

。
而
し
て
第
二
項
は

「
民
族
社
會
主
義
獨
逸

労
働
黛

ハ
公
法
人

ト
ス
」
と
規
定
し
て
、
窯

を
公
法
上
の
社
團
と
し
て

國
家

へ
編
入
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
公
法
上
の
社
團
の
本
質
は
、
そ
れ
が
民
族
と
國
家
と
の
間

の
生
活
上
重
要
な
有
機
的
結
合
を
表
現
す
る
、

と
い
ふ
こ
と
の
中
に
そ
の
特
徴
を
示
す
。
從
て
公
法
上
の
社
團
は
、
民
族
生
氏

の
要
穣
に
適
懸
し
、
且
つ
、
民
族
生
活
か
ら
發

生
す
る
と

き
に
の
み
意
義
と
璽
値
を
も
つ
の
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
公
法
人
は
國
家
機
構
そ
れ
偵
体
が
直
接
附
に
こ
れ
が
統
禦

に
干
渉
す
る
こ
と
な
し
に
、

政
治
的

・
公
的
生
活
の
領
域
を
保
護
す
る
。
民
族
的
國
家
に
お
け
る
自
治
の
問
題
も
ま
た
こ
の
見
地
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
。
故
に
プ
リ
ツ
ク

(
F
r
i
c
k

)
が
言
つ
た
如
く

「
党
が
國
家
の
中
に
編
入
せ
ら
れ
た
る
後
に
お
い
て
は
、
軍
に
官
庁
組
織
た
る
よ
り
以
上
の
も

の
で
あ
る
。
む

、
'

(註
8
)

・

・

し
ろ
國
家
に
は
全
運
動
も
ま
た
属
す
る
の
で
あ
る
」
。

ブ
リ
ツ
ク
は
こ
の
場
合
、
國
家
概
念
を
振
大
し
て
「
党

と
國
家
装
置
の
総
括
」
と



し
て
規
定
し
た
。
舊
來

の
國
家
を

「
官
庁
装
置
」
と
し
て
理
解
し
窯
を
も
編
入
し
て
そ
の
全
体
を
國
家
と
規
定

す
る
こ
と
は
國
家
概
念
の

二
義
性
を
克
服
す
る

一
つ
の
手
段
と
し
て
安
當
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
客
観
的
に
も
窯
と
い
は
ゆ
る
官
庁
装
置

と
の
緊
密
な
る
詰
結
合
關

係
か
ら
見
て
こ
の
両
者
を
含
め
て
國
家
な
る

一
義
的
概
念
に
包
括
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
窯
の
存
在
は
國
家
そ
の
も
の
製
強
化
で
あ
り
、

窯
と
國
家
と
の
結
合
性
の
張
度
な
る
占
だ

こ
そ

一
党
國
家
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
り
、
屡
言
し
た
如
く
こ
の
現
象
は
國
家
権
力
の
集
中
様

大
の
過
程
に
お
け
る
所
産
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
蕪
は
民
族
共
同
体
形
域
と
い
ふ
独
自

の
内
政
上
の
中
心
的
任
務
を
持
つ
が
故
に
、
「
官
庁

装
置
の
法
律
と
並
ん
で
独
立
的
な
黛
法

(
P
a
r
t
e
i
r
e
c
h
t

)

原
始
的
な
法
規
制
定
権
(
R
e
c
h
t
s
e
t
z
u
 
n
g
s
g
e
w
a
l
t
)

に
基
く
、
國
家
的
裁
判
.

権
に
対
し
て
独
立

的
な
窯
裁
判
権

(
P
a
r
t
e
i
g
e
r
i
c
h
t
s
b
a
r
k
e
i
t

)
を
も
つ
の
で
あ
る
。

党
と
國
家
と
の
結
合

の
具
体
的
酊
容
に
關
し
て
は
、先
づ
結
合
は
指
導
者
の

一
身
に
お
い
て
行
は
れ
る
。
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
は
運
動

の
指
導
者
と
し
て
同
時
に
ド
イ
ツ

國
総
統
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
窯
と
國
家
の
民
族
的
統

一
を
實
現
す
る
。
さ
ら
に
、
一
九
三
三
年
十
二
月

一
日
の
法
律
第
二
條
は
レ
ー
ム
暴
動
の
後
に
定
め
た

一
九
三
四
年
七
月
三
日
の
修
正
法
に
お
い
て
、「
窯

の
所
管

と
公
官
庁

と
の
密
接
な
る

協
力
を
保
障
す
る
た
め
に
、指
導
者
代
理
を
國
政
府

の
成
員
」
に
任
命
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
國
大
臣
と
し
て
指
導
者
代
理
は
無
任
所
大

臣
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
指
導
者
代
理
は
凡
ゆ
る
怯
政
策
的
任
務
に
關
し
て
つ
ね
に
現
状
の
報
告
を
受
け
、民
族
社
會
主
義
國
家
0
立
法

が
窯
の
精
神
の
下
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
關
し
て
窯
の
主
要
任
務
を
果
す
の
で
あ
る
。
ヒ
の
故
に
、
一
九
三
四
年

七
月
二
七
担
の
指
導
者

の

重
要
な
る
指
令
は
次

の
や
う
に
明
示
し
て
ゐ
る
。
「
指
導
者
は
國
宰
相
と
し
て
の
そ
の
資
格
に
お
い
て
、蕪
と
國
家
と
の
　よ
り

一
層
の
統

一

化
の
た
め
に
、
指
導
者
代
理
・國
大
臣
ル
ド
ル
フ
・
ヘ
ス
、
も
し
く
は
、
か
れ
に
よ
つ
て
指
定
せ
ら
れ
た
委
員
に
、
國

の
凡
ゆ
る
部
門
に
お

け
る
法
案
の
改
訂
事
業
に
参
與
す
る
の
権
利
を
興

へ
る
こ
と
に
よ
つ
く
、
黛
を
し
て
從
來
よ
り
も

一
暦
密
接
に
立
法
事
業
に
関
係

せ
し
む



べ
き
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
」
と
。
ま
た
政
府
に
お
け
る
二
人
の
無
任
所
大
臣
は
古
い
圖
士
で
あ
つ
た
。
か
ぐ
の
如
く
蕪

・
國
家
二
組

織
の

一
致
を
保
障
す
る
制
度
は
二

つ
あ
つ
て

一
つ
は
人
的
聯
合

(
P
e
r
s
o
n
a
l
t
i
n
i
o
n

)
で
あ
り
他
は
古
き
闘
士
制
度

(
D
a
s
 
A
1
t
e
-
K
a
m
p
f

e
r
-
S
y
s
t
e
m

)

で
あ
る
。
人
的
聯
合
制
は
未
だ
制
度
的
性
格
を
澹
ふ
に
は
至
つ
て
ゐ
な
い
'が
、
原
則
は
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
ド

イ
ッ
地
方
自
治
体
條
例
に
見
ら
れ
る
如
く
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、自
治
体
の
上
級

の
地
位
に
お
い
て
は
党
・國
家
の
地
位
を
同

一
人
に
お
い
て

聯
合
す
べ
き
で
あ
る
が
、
下
級

の
地
位
に
み
つ
て
は
、窯
事
項
と
國
家
事
項
の
混
同
を
阻
止
す
る
た
め
に
人
的
禁
合
は
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

蓋
し
、
下
級
行
政
機
關
に
あ
つ
て
は
、
固
有
の
意
味
の
指
導
者
は
問
題
で
な
く
、
党
或
は
國
家
指
導
に
よ
つ
て
與

へ
ら
れ
た
指
令

の
實
行

が
問
題
で
あ
る
か
ら
。

「古
い
圃
士
制
」
も
亦
制
度
化
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。
こ
の
方
法
は
組
織
上
難
と
國
家

の

一
致

に
役
立

て
し
め
る
こ

と
よ
り
も
、
む
し
ろ
世
界
観
上
に
お
け
る
意
義
を
持
つ
点
に
そ
の
特
殊
性
が
あ
る
。

か
か
る
も
の
と
し
て
の
窯
と
國
家
と
の
統

一
面
に
対
し
て
、
両
者

の
特
有
な
分
野
。領
域
・任
務
の
混
同
は
許

さ
れ
ぬ
。
し
か
し
い
は
穿

'

協

菓
と
分
業

の
関
係

に
立

つ
黛
。國
家
の
統

一
面
と
党
・國
家
の
分
化
的
自
主
的
範
囲

と
の
調
整
は
特
に
人
的
聯
合
が
禁

止
さ
れ
て
ゐ
る
下

級
機
關
に
お
い
て
は
現
實
の
問
題
に
お
い
て
、
二
元
主
義

の
危
険
を
含
む
。
本
來
、
指
導
者
が

一
九
三
五
年

の
蕪
大
會

の
閉
會
演
舌
で
述

べ
た
如
く
、

「
國
家

の
任
務
は
、

國
家
組
織
の
歴
史
的
に
生
成
獲
展
し
た
行
政
を
、
法
律

の
範
囲
内
で
且
つ
法
律

に
よ
つ
て
継
続

す
る
こ

と
で
あ
る
」
。
國
家

の
党
蓮
螢

へ
の
何
ら
直
接
的
干
渉
が
存
し
え
な
い
や
う
に
、
反
対
に
ま
た
原
理
的
に
党
職
員

に
よ
る
普
通
行
政

へ
の
何

ら
直
接
的
な
干
渉
も
行
は
る
べ
き
で
な
い
。
行
政
特
に
下
級
國
家
行
政
及
び
自
治
体
行
政
に
お
い
て
組
織
的
な
も

の
玉
中
に
、
党

の
地
位

に
適
當
し
た
影
響

と
行
政
に
無
関
係

な
影
響

か
ら
自
由
に
保
た
る
べ
き
行
政
過
程
の
間
の
綜
合
を
見
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
行
政
内

部
に
お
け
る
指
導
権
力
の
二
元
主
義

の
危
険
は
側
る
べ
か
ら
ざ
る
結
果
を
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
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