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は
じ
め
に

イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
有
名
な
二
人
の
政
治
思
想
家
は
、
ニ
ッ
コ
ロ
・
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
（
一
四
六
九
―
一
五
二
七
年
）

と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ（
一
四
八
三
―
一
五
四
〇
年
）で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、『
君
主
論
』や『
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ウ
ィ

ウ
ス
の
『
歴
史
』
の
最
初
の
一
〇
巻
に
関
す
る
考
察
』（
以
後
、『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
と
表
記
）
な
ど
を
著
し
、
後
者
は
、『
イ
タ
リ
ア
史
』
や
『
リ

コ
ル
デ
ィ
』
な
ど
を
執
筆
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
イ
タ
リ
ア
の
都
市
国
家
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
二
人
は
、
社
会
的
な
地
位
や

富
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
五
二
〇
年
代
に
は
親
友
と
な
っ
た
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
思
想
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
理

論
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
思
想
的
影
響
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
観
点
か
ら
本
論
で
は
、
両
者
の

政
治
思
想
を
比
較
す
る
。

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
政
治
思
想
に
関
す
る
研
究
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
圧
倒
的
に
数
が
少
な
い
。
そ
の

一
因
は
、
彼
の
作
品
が
大
著
『
イ
タ
リ
ア
史
』
と
『
リ
コ
ル
デ
ィ
』
の
ご
く
一
部
を
除
き
、
一
九
世
紀
ま
で
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ

ろ
う
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
著
作
の
う
ち
で
政
治
思
想
史
の
観
点
か
ら
最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る
作
品
は
、『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政

体
を
め
ぐ
る
対
話
』（
以
後
、『
対
話
』
と
表
記
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
思
想
と
の
比
較
と
い
う
見
地
か
ら

す
れ
ば
、『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
」
に
関
す
る
考
察
』（
以
後
、『
考
察
』
と
表
記
）
も
重
要
で
あ
る
。

二
人
の
政
治
思
想
を
比
較
検
討
し
た
一
九
七
〇
年
以
降
の
先
行
研
究
を
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
Ｇ
・
サ
ッ
ソ
は
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー

ニ
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
か
ら
の
思
想
的
影
響
を
論
じ
て
い
る（

１
）。

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
た
ん
に
二
人
の
共
通
と
思
わ
れ
る
テ
ー
マ
を
羅
列

し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
拭
え
な
い
。
い
っ
た
い
両
者
は
、
思
想
的
に
ど
の
部
分
で
共
通
し
て
お
り
、
ど
の
部
分
で
相
違
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
末
吉
孝
州
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
理
想
主
義
的
な
情
熱
が
あ
る
が
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
「
冷
徹
な
打
算
と
あ
く

な
き
自
己
利
益
の
追
求
を
こ
と
と
す
る
実
務
家
で
あ
る（

２
）」。

し
か
し
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
が
自
ら
の
利
益
の
み
で
行
動
し
、
彼
に
政
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治
的
理
念
が
不
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
る
の
は
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
に
は
、
何
が
彼
ら
に
と
っ
て
目
指
す
べ

き
政
治
的
価
値
な
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
さ
え
も
統
一
的
な
見
解
が
な
い
。

Ｑ
・
ス
キ
ナ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
人
間
の
本
性
と
潜
在
力
を
称
賛
す
る
場
合
が
あ
り
、
必
ず
し
も
つ
ね

に
悲
観
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
「
対
照
的
に
」、
す
べ
て
の
人
間
が
邪
悪
な
も
の
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い

と
終
始
一
貫
し
て
考
え
て
い
る（

３
）。

し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
関
す
る
命
題
と
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
関
す
る
命
題

の
次
元
が
異
な
っ
て
お
り
、
対
比
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
人
間
を
つ
ね
に
邪
悪
な
も
の
と
し
て
扱
わ
ね

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
解
釈
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
テ
ク
ス
ト
の
ご
く
一
部
か
ら
そ

の
人
間
観
の
全
体
を
導
き
出
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
同
様
の
難
点
を
抱
え
て
い
る
研
究
は
、
佐
々
木
毅
の
『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

の
政
治
思
想
』
で
あ
る（

４
）。

こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、「
自
然
の
秩
序
」
観
を
完
全
に
喪
失
し
て
お
り
、
彼
に
は
専
制
支

配
以
外
の
余
地
が
な
い
が
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、「
自
然
の
秩
序
」
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う（

５
）。

し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
も
っ
ぱ
ら
邪
悪
な
人
間
観
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
分
析
者
の
推
測
か
ら
彼
の
「
自
然
の
秩
序
」
観
の
不
在
を
導
き
出
し

て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
解
釈
で
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
国
理
論
に
お
い
て
市
民
の
政
治
的
資
質
、
つ
ま
り
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
と

は
、
民
衆
（
平
民
）
の
軍
事
力
で
あ
る
が
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
お
い
て
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
と
は
、「
思
慮
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
共
和

政
の
崩
壊
後
に
相
応
し
い
資
質
で
あ
る
と
い
う（

６
）。

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
両
者
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
概
念
を
対
比
さ
せ

よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
彼
ら
の
思
想
を
過
度
に
単
純
化
な
い
し
歪
曲
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る（

７
）。

彼
ら
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
概
念
は
、
こ
の
よ
う

に
単
純
化
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
共
和
政
の
維
持
を
断
念
し
て
い
た
と

い
う
解
釈
の
前
提
が
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

本
論
第
一
節
で
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
が
共
有
し
て
い
た
政
治
的
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
。
彼
ら
が
と
も
に
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目
標
と
し
て
い
る
の
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
共
和
政
の
枠
組
み
に
お
い
て
こ
そ
確
保
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
見
解
は
、
民
衆
の
政
治
参
加
が
不
可
欠
だ
と
い
う
点
で
も
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二

節
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
両
者
は
、
た
し
か
に
民
主
政
と
言
い
う
る
政
体
を
望
ん
で
い
る
に
せ
よ
、
そ
の
政
体
の
具
体
的
な
内
実
は
、

異
な
っ
て
い
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
貴
族
政
で
は
な
く
、
民
主
政
を
擁
護
し
て
い
る
が
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
民
衆
の
政
治

的
能
力
を
さ
ほ
ど
信
頼
せ
ず
、
有
力
市
民
の
能
力
を
重
視
し
た
形
式
の
民
主
政
を
提
唱
し
て
い
る
。
第
三
節
で
示
す
よ
う
に
、
こ
の
相
違
と

不
可
分
な
形
で
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
理
論
に
い
く
つ
か
の
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
た
し

か
に
彼
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
新
し
く
打
ち
出
し
た
世
俗
的
な
視
点
そ
れ
自
身
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
彼
ら
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
共
和
国
の
自
由
と
繁
栄
を
目
指
す
限
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
な
価
値
を
損
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
第
四
節
で
示
す
よ
う
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
来
世
に
お
け
る
救
済
を
放
棄
す
る
と
い
う
地
点
に
ま
で
共
和
国
の
世
俗
性
を
徹

底
し
て
い
る
が
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
ま
で
の
徹
底
を
要
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
相
違
は
、
彼
が
重
視

し
て
い
る
政
治
分
析
の
あ
り
方
に
も
由
来
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

第
一
節　

自
由
と
民
主
政

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
ど
の
よ
う
な
統
治
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
で
、
国
家
が
自
由
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
自
由
は
、
共
和
政
の
枠
組
み
で
確
保
さ

れ
う
る
と
考
え
て
い
る
。
た
し
か
に
君
主
が
善
良
で
有
能
な
場
合
、
君
主
政
で
も
自
由
な
状
態
が
あ
り
う
る
が
、
こ
の
事
情
は
、
経
験
的
に

は
確
保
さ
れ
る
と
は
言
え
な
い
た
め
、
一
般
的
に
は
共
和
政
が
君
主
政
に
優
位
し
て
い
る
（D

I-II,2

）。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
同
著
第
一
巻

の
序
文
や
『
戦
術
論
』
の
序
文
な
ど
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
読
者
に
古
代
の
共
和
政
ロ
ー
マ
を
模
倣
す
る
よ
う
訴
え
か
け
て
い
る
。
と
す
れ

（法政研究 85－３・４－484）
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ば
、
彼
は
、
共
和
政
ロ
ー
マ
を
実
現
可
能
性
の
な
い
抽
象
論
と
し
て
描
い
た
の
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
ロ
ー
マ
的
な
政
治
を
祖
国
で
実
現
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
第
一
巻
第
五
章
と
第
六
章
で
、
共

和
国
を
二
つ
の
類
型
に
分
け
て
い
る
。
一
つ
は
、
対
外
拡
張
を
進
め
る
ロ
ー
マ
型
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
支
配
権
の
現
状
維
持
を
企
図
す

る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
型
（
ス
パ
ル
タ
型
）
で
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
、
民
衆
を
政
治
に
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
た
め
、

国
内
に
貴
族
と
民
衆
の
内
部
対
立
が
生
じ
る
。
後
者
は
、
階
級
対
立
が
不
在
で
あ
り
、
国
内
の
静
穏
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
ロ
ー

マ
型
共
和
国
で
は
こ
う
し
た
内
的
安
定
は
期
待
で
き
な
い
が
、
こ
の
共
和
国
は
、
外
部
か
ら
の
移
住
を
認
め
、
さ
ら
に
そ
の
移
住
者
を
軍
事

に
参
加
さ
せ
る
。
ロ
ー
マ
型
共
和
国
は
、
こ
う
し
て
軍
事
力
を
増
大
さ
せ
、
大
国
へ
と
発
展
し
う
る
。
こ
の
見
地
か
ら
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、

ロ
ー
マ
型
が
望
ま
し
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
こ
の
議
論
は
、
当
時
の
政
治
的
文
脈
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
民
衆
の
政
治
参
加
を
促
進
す

る
議
論
は
、
当
時
の
言
葉
で
は
、「
制
限
的
政
体
」よ
り
も「
開
放
的
政
体
」を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
メ
デ
ィ
チ
家
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

復
帰
後
も
、
大
評
議
会
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
一
部
の
有
力
市
民
が
そ
の
方
針
を
転
換
さ
せ
た
。
し
か
し
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市

民
の
大
半
は
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
復
帰
が
決
定
的
と
な
っ
た
後
も
、
大
評
議
会
体
制
の
廃
止
を
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た（

８
）。

そ
の
後
も
メ

デ
ィ
チ
家
は
、
有
力
市
民
に
依
拠
し
つ
つ
、
差
し
当
た
り
寡
頭
政
的
な
制
度
を
形
成
し
て
い
た
が
、
こ
の
方
向
は
、
必
ず
し
も
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

に
安
定
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
一
部
で
す
ら
大
評
議
会
の
復
活
を
検
討
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
だ
ろ
う（

９
）。

『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
の
民
主
政
擁
護
論
は
、
貴
族
政
と
民
主
政
の
体
制
選
択
と
い
う
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
的
争
点
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
政
治
的
文
脈
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
議
論
は
、
祖
国
に
民
主
政
の
採
用
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
は
、

そ
こ
で
支
配
的
な
見
解
に
挑
戦
す
る
形
で
自
ら
の
主
張
を
展
開
し
、
民
衆
が
優
れ
た
人
物
を
選
出
す
る
局
面
で
は
高
い
判
断
能
力
を
有
し
て

い
る
と
訴
え
て
い
る
（D

T
, I,58

）。
民
衆
の
能
力
を
擁
護
す
る
こ
の
議
論
は
、
当
時
の
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
大
評
議
会
体
制
の
関
連
な
し
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で
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

実
際
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
執
筆
の
数
年
後
、
メ
デ
ィ
チ
家
か
ら
の
下
問
に
よ
り
『
小
ロ
レ
ン
ツ
ォ
公
没
後
の
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
統
治
論
』
を
執
筆
し
、「
開
放
的
政
体
」、
つ
ま
り
民
主
政
を
推
奨
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
が
論
駁
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
心
的
な

立
場
は
、
一
五
世
紀
の
メ
デ
ィ
チ
家
統
治
の
よ
う
な
貴
族
政
（
寡
頭
政
）
へ
の
回
帰
を
目
指
す
政
治
的
立
場
で
あ
る
（D

R, 159-162

）。「
開

放
的
政
体
」
の
路
線
は
、
メ
デ
ィ
チ
家
が
貴
族
よ
り
も
民
衆
を
自
ら
の
支
持
基
盤
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

民
衆
寄
り
の
こ
の
方
策
は
、『
君
主
論
』
第
九
章
の
「
市
民
的
君
主
」
に
関
す
る
議
論
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
。「
市
民
的
君
主
」
と
い
う
君

主
類
型
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
想
定
し
た
議
論
で
あ
る

）
（1
（

。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
そ
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
共
和
国
に
関
す
る
著
作
へ
と
読
者

を
誘
導
し
て
い
る
（IP-V

III
）。
そ
の
た
め
、『
君
主
論
』
の
読
者
メ
デ
ィ
チ
家
は
、
関
心
が
あ
れ
ば
、『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
を
手
に
取
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
関
す
る
限
り
、
メ
デ
ィ
チ
家
に
民
主
政
な
い
し
大
評
議
会
体
制
を

採
用
す
る
よ
う
メ
デ
ィ
チ
家
に
提
唱
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
し
か
に
『
君
主
論
』
で
の
多
く
の
考
察
は
、
専
制
的
支
配
と
も
言
い
う
る
統
治
術
を
提
供
し
て
い
る
が
、
悪
徳
を
勧
め
る
そ
れ
ら
多
く

の
助
言
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
の
大
半
の
考
察
は
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
若
者
た
ち
が
イ
タ
リ
ア
北
中
部
の
新

し
い
教
皇
領
諸
国
を
支
配
す
る
た
め
の
議
論
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
メ
デ
ィ
チ
教
皇
を
後
ろ
盾
と
し
た
同
家
の
若
者
た
ち
は
、
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
政
治
の
場
合
と
は
異
な
り
、
権
力
簒
奪
ゆ
え
に
支
配
が
至
極
困
難
と
な
る
「
新
君
主
国
」
を
い
か
に
維
持
す
る
か
と
い
う
課
題
を
抱
え

る
と
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

）
（（
（

。『
君
主
論
』
は
、
簒
奪
や
征
服
で
成
立
し
た
国
家
、
つ
ま
り
「
新
君
主
国
」
へ
と
議
論
の
的
を
絞
り
込
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

　

 

変
革
は
、
ま
ず
、
新
君
主
国
す
べ
て
に
共
通
す
る
当
然
の
困
難
か
ら
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
人
々
は
、
状
況
が
改
善
さ
れ
る
と

信
じ
て
、
進
ん
で
君
主
を
変
え
よ
う
と
し
、
こ
の
信
念
ゆ
え
に
君
主
に
対
し
て
武
器
を
手
に
取
る
の
で
あ
る
。
…
…
変
革
が
も
た
ら
さ
れ

（法政研究 85－３・４－486）
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る
も
う
一
つ
の
明
白
で
も
っ
と
も
な
必
然
性
は
、
新
君
主
に
な
る
人
物
が
新
し
く
征
服
す
る
際
、
兵
士
や
そ
の
他
の
無
数
の
加
害
行
為
の

た
め
、
つ
ね
に
住
民
を
傷
つ
け
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
（IP-III

）。

こ
の
よ
う
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
支
配
の
正
当
性
が
欠
如
し
た
特
異
な
状
況
を
考
察
の
主
要
な
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
例
外

的
な
状
況
を
想
定
し
な
が
ら
描
写
さ
れ
る
人
間
が
邪
悪
で
あ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
人
間
描
写
は
、
必
ず
し
も
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
が
邪
悪
な
人
間
観
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

）
（1
（

。

　

し
か
も
『
君
主
論
』
は
基
本
的
に
、
イ
タ
リ
ア
北
中
部
の
ロ
マ
ー
ニ
ァ
地
方
で
獲
得
さ
れ
る
諸
都
市
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
一
五
一
五

年
一
月
三
一
日
の
書
簡
か
ら
は
、「
新
君
主
国
」
が
ロ
マ
ー
ニ
ァ
地
方
の
諸
都
市
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

 

パ
オ
ロ
か
ら
で
は
な
く
、
人
々
の
噂
で
聞
い
た
の
で
す
が
、
彼
〔
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
〕
が
パ
ル
マ
、
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
、
モ
デ
ナ
、
レ
ッ
ジ
ョ

の
支
配
者
に
な
る
と
の
こ
と
で
す
。
彼
の
支
配
は
、
最
初
に
適
切
に
統
治
さ
れ
れ
ば
、
立
派
で
強
力
な
も
の
に
な
り
、
い
か
な
る
事
態
に

お
い
て
も
維
持
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
よ
く
統
治
し
よ
う
と
思
え
ば
、
対
象
の
性
質
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
新
君
主

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
新
し
い
諸
国
家
に
は
、
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
き
わ
め
て
多
く
の
困
難
が
伴
い
ま
す
（LE, 2946

）。

こ
の
書
簡
の
続
き
に
よ
れ
ば
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
は
、『
君
主
論
』
で
の
主
張
と
同
様
に
、
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア
を
模

倣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
考
え
で
は
、
そ
の
諸
都
市
を
簒
奪
し
た
メ
デ
ィ
チ
家
は
、
支
配
の
正
当
性
が
欠
如
し
て
い

る
た
め
、
専
制
的
な
支
配
を
課
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
悪
徳
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
は
異
な

り
、
ロ
マ
ー
ニ
ァ
地
方
が
そ
も
そ
も
き
わ
め
て
混
乱
し
た
状
況
に
あ
り
、
住
民
の
公
共
精
神
が
期
待
で
き
な
い
と
い
う
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の

認
識
に
も
由
来
し
て
い
る
。

（85－３・４－487）
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な
お
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
拡
大
型
共
和
国
を
推
奨
し
た
こ
と
は
、
イ
タ
リ
ア
内
部
で
の
勢
力
均
衡
政
策
が
も
は
や
通

用
し
な
い
と
い
う
判
断
の
表
れ
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
五
世
紀
に
見
ら
れ
た
メ
デ
ィ
チ
家
統
治
の
現
状
維
持
政
策
の
否
定
を
意
味
す

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
そ
れ
以
前
の
対
外
拡
張
政
策
へ
と
回
帰
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
策
は
、

対
外
拡
張
を
試
み
よ
う
と
す
る
市
民
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
市
民
の
中
に
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
メ
デ
ィ
チ

家
の
現
状
維
持
政
策
に
不
満
を
持
つ
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
よ
う
な
人
物
が
含
ま
れ
て
い
る
。

第
二
節　

自
由
と
思
慮

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
も
、
状
況
に
応
じ
た
統
治
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
共
有
し
て
い
る
。「
統
治
の
様

式
は
、
統
治
さ
れ
て
い
る
領
土
や
場
所
の
違
い
に
従
っ
て
異
な
る
べ
き
で
あ
る
（GF, 261

）」。
彼
の
認
識
で
は
、
例
え
ば
、
ロ
マ
ー
ニ
ァ
地

方
の
諸
国
で
は
、
秩
序
の
確
立
の
た
め
に
専
制
的
支
配
が
不
可
避
的
で
あ
る
。
彼
は
一
五
一
六
年
以
降
、
モ
デ
ナ
や
レ
ッ
ジ
ョ
を
統
治
し
た

際
に
「
残
酷
さ
」
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た

）
（1
（

。
彼
は
そ
の
後
、
さ
ら
に
パ
ル
マ
と
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
の
獲
得
を
目
論
む
こ
と
と
な
る
。
な
お
、

こ
の
四
つ
の
都
市
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
の
新
君
主
国
と
し
て
書
簡
で
言
及
し
て
い
た
ロ
マ
ー
ニ
ァ
地
方
の
諸
国
で
あ
る
。

他
方
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
同
様
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
自
由
な
統
治
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。
彼

に
よ
れ
ば
、
自
由
な
統
治
の
対
極
は
、
専
制
で
あ
り
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
は
、
絶
え
ず
専
制
君
主
の
登
場
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（Q

23

）。
メ
デ
ィ
チ
家
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
復
帰
直
前
に
執
筆
さ
れ
た
『
ロ
グ
ロ
ー
ニ
ョ
考
』（
一
五
一
二
年
）
に
よ
れ
ば
、「
自
由
が
わ

が
都
市
の
本
来
的
で
自
然
な
属
性
で
あ
る
か
ら
、
一
人
、
少
数
、
多
数
の
い
ず
れ
の
統
治
が
優
れ
て
い
る
か
を
論
じ
る
必
要
は
な
い
（D

L, 

255

）」。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
と
っ
て
、
自
由
な
統
治
は
、
し
ば
し
ば
民
主
政
と
同
義
で
あ
る
。

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
メ
デ
ィ
チ
家
の
復
帰
後
で
す
ら
、
多
数
の
市
民
が
政
治
に
参
加
す
る
「
民
衆
的
統
治
」
が
祖
国
に
不
可
欠
で

（法政研究 85－３・４－488）
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あ
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
長
い
間
、
自
由
で
民
衆
的
統
治
を
採
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
メ
デ
ィ
チ
家
追
放
後

の
一
八
年
間
、
市
民
た
ち
は
、
い
っ
そ
う
「
民
衆
的
統
治
」
の
「
甘
美
さ
」
を
味
わ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
、
復
帰
し
た
メ
デ
ィ
チ
家
が

こ
の
市
民
的
性
格
を
十
分
に
把
握
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
進
言
し
て
い
る
（GF, 264-265

）。

し
か
し
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
見
解
で
は
、
大
評
議
会
の
よ
う
な
民
衆
的
制
度
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
導
入
す
る
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
る
。『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
民
主
政
の
難
点
は
、
継
続
的
な
政
策
の
不
在
、
統
治
経
験
の
乏
し
さ
、
審
議

の
長
期
化
や
機
密
の
漏
洩
に
あ
る
（IF-X

X
III

）。
そ
こ
で
彼
は
、
こ
れ
ら
の
欠
陥
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
終
身
執
政
長
官
と
元
老
院
的

機
関
の
創
設
を
提
唱
し
て
い
る
（IF-X

X
III

）。『
ロ
グ
ロ
ー
ニ
ョ
考
』
も
、
両
機
関
が
不
可
欠
だ
と
い
う
点
で
同
じ
政
治
路
線
に
あ
る
。
さ

ら
に
、『
一
五
一
二
年
の
メ
デ
ィ
チ
家
復
帰
後
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
統
治
論
』
も
、
こ
の
路
線
に
大
き
な
変
更
は
な
い
。
そ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

一
八
年
間
の
民
主
政
の
経
験
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
民
衆
に
名
誉
や
利
益
を
そ
の
資
質
や
相
応
し
さ
に
応
じ
て
配
分
す
る
こ
と
」
は
不
可

避
的
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
彼
の
力
点
は
、
メ
デ
ィ
チ
家
が
少
数
者
た
る
有
力
市
民
を
信
用
し
、
彼
ら
都
市
貴
族
の
権
限
を
強
化
す
る
こ
と

に
置
か
れ
て
い
る
（GF, 266

）。『
メ
デ
ィ
チ
家
の
支
配
権
の
安
定
策
に
つ
い
て
』（
一
五
一
六
年
）
で
も
、
有
力
市
民
の
権
力
増
大
を
提
唱

し
て
い
る
。
こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
統
治
は
、
新
教
皇
の
誕
生
で
安
定
す
る
か
に
思
わ
れ
た
が
、
実
際
に
は

不
安
定
で
あ
る
（M

A
, 267-268

）。
そ
の
理
由
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
が
一
四
九
四
年
か
ら
一
五
一
二
年
ま
で
に
「
良
き
共
和
国
」
の
統

治
形
態
を
採
り
、
そ
こ
に
は
自
由
が
あ
っ
た
が
、
今
や
そ
の「
開
放
性
」が
失
わ
れ
て
い
る
点
に
あ
る（M

A
, 276

）。
そ
の
た
め
彼
に
よ
れ
ば
、

メ
デ
ィ
チ
家
は
、
民
衆
へ
の
配
慮
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
有
力
市
民
を
信
頼
し
た
う
え
で
彼
ら
と
共
同
で
都
市
を
統

治
す
る
こ
と
で
あ
る
。

民
主
政
を
基
盤
と
し
つ
つ
も
有
力
市
民
の
能
力
を
活
か
そ
う
と
す
る
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
姿
勢
は
、
そ
の
後
の
『
対
話
』（
一
五

二
五
年
）
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
そ
の
第
一
巻
で
は
、
自
由
な
統
治
な
い
し
民
主
政
そ
の
も
の
が
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

し
か
し
、
第
二
巻
で
は
、
そ
の
民
主
政
な
い
し
「
開
放
的
政
体
」
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
導
入
す
べ
き
だ
と
い
う
正
反
対
の
主
張
を
展
開
し
て

（85－３・４－489）
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い
る
。
第
二
巻
を
政
体
の
観
点
か
ら
要
約
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
一
人
支
配
は
、
一
般
的
に
望
ま
し
く
な
し
、
こ
の
都
市
が
す
で
に
自
由
を
味

わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
が
自
由
と
平
等
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
特
殊
事
情
は
、

少
数
者
統
治
、
つ
ま
り
「
制
限
的
政
体
」
を
支
持
し
な
い
理
由
で
も
あ
る
。
こ
の
政
体
は
、
党
派
闘
争
を
発
生
さ
せ
る
た
め
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

に
は
最
悪
の
統
治
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
政
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
適
切
に
機
能
す
る
よ
う
制
定
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
結
論
が
第
二
巻
の
見
解
に
あ
る
こ
と
は
、
第
二
巻
の
途
中
で
第
一
巻
の
見
解
を
修
正
し
て
い
る

こ
と
、
第
二
巻
の
見
解
が
彼
の
以
前
の
見
解
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
次
の
一
節
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
そ
の
「
序
文
」
で
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
統
治
を
批
判

し
、
自
由
の
回
復
を
期
待
し
て
い
る

）
（1
（

。

　

 

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
権
威
や
教
皇
の
巨
大
な
権
勢
の
た
め
に
、
現
在
そ
の
自
由
を
失
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
事
柄
で
日
常
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
る
出
来
事
の
た
め
、
一
人
支
配
が
い
つ
何
時
、
以
前
の
自
由
な
統
治
に
戻

る
か
も
し
れ
な
い
。
民
衆
的
統
治
が
一
瞬
で
い
と
も
簡
単
に
一
人
支
配
に
戻
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
一
家
門
が
一
共
和
国
に
比
べ
て
永

続
す
る
で
あ
ろ
う
と
望
む
の
は
、
疑
い
な
く
難
し
い
た
め
、
元
に
戻
る
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
れ

ば
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
考
察
と
議
論
は
、
完
全
に
無
益
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
ピ
エ
ロ
・
ソ
デ
リ
ー
ニ
が
執
政
長
官

で
あ
っ
た
時
の
最
近
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
、
立
派
で
称
賛
に
値
す
る
政
体
を
ほ
ぼ
採
用
す
る

と
こ
ろ
に
近
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
事
情
は
、
こ
の
よ
う
な
祝
福
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
は
堕
落
し
て

い
な
い
し
、
怠
惰
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（D

F, proem
io, 3-4

）。

彼
は
『
対
話
』
執
筆
の
時
期
に
は
、
も
は
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
民
主
政
に
期
待
せ
ず
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
君
主
政
な
い
し
絶
対
君
主
政
を
受
け
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入
れ
た
と
解
釈
す
る
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
、
右
に
見
て
き
た
議
論
を
か
ら
す
れ
ば
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
ろ
う

）
（1
（

。
グ
ィ
ッ
チ
ァ

ル
デ
ィ
ー
ニ
に
と
っ
て
、
む
し
ろ
ソ
デ
リ
ー
ニ
時
代
の
民
主
政
こ
そ
称
賛
に
値
す
る
政
体
に
近
い
。
彼
は
、
メ
デ
ィ
チ
家
不
在
の
自
由
な
共

和
国
を
構
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
考
え
で
は
、
そ
の
民
主
政
に
は
元
老
院
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
政
的
制
度
が
必
要
で
あ
り
、『
対

話
』
第
二
巻
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
備
え
る
な
ら
ば
、
混
合
政
体
が
実
現
す
る
だ
ろ
う
。
彼
の
一
種
の
民
主
政
批
判
は
、

民
衆
が
平
等
に
政
治
に
参
加
す
る
と
い
う
統
治
の
あ
り
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
（Q

13

）。
こ
の
主
張
の
決
定
的
な
根
拠
は
、
民
衆
の
政
治

的
判
断
力
の
欠
如
に
あ
る
（C109

）。
た
し
か
に
官
職
者
は
、
そ
の
地
位
が
特
定
の
人
物
や
集
団
の
贔
屓
に
基
づ
い
て
い
る
と
判
断
で
き
な

い
よ
う
、
規
模
の
大
き
な
評
議
会
で
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
評
議
会
は
、
有
力
市
民
が
腐
敗
し
な
い
た
め
の
工
夫
で
あ
る
し
、

優
れ
た
有
力
市
民
が
民
衆
か
ら
称
賛
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
大
評
議
会
に
重
要
な
決
定
を
委
ね
る
こ
と
は
、
民

衆
の
無
知
ゆ
え
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
自
由
維
持
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
例
え
ば
、『
対
話
』
第
一
巻
で
、

民
主
政
の
重
大
な
欠
陥
の
一
つ
が
外
交
能
力
の
欠
如
に
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
れ
を
補
う
た
め
に
第
二
巻
で
は
、
元
老
院
に
外
交
を
担
当
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
の
狙
い
は
、
思
慮
を
具
え
た
少
数
の
有
力
市
民
に
重
要
な
役
割
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
は
、「
思

慮
あ
る
民
主
政
」
を
理
想
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
節　

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
批
判

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
新
し
く
試
み
た
の
は
、
ロ
ー
マ
の
繁
栄
の
原
因
を
神
の
摂
理
に
求
め
る
こ
と
で
も
、
あ
る
い
は
、
安
易
に
運
や
偶
然

（
つ
ま
り
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
）
に
求
め
る
こ
と
で
も
な
く
、
可
能
な
限
り
人
為
に
基
づ
か
せ
た
様
式
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
（D

T
-II,1

）
）
（1
（

。

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
同
様
の
視
座
を
抱
い
て
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い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
神
が
人
間
の
善
行
に
は
報
い
を
、
悪
行
に
は
罰
を
必
ず
も
た
ら
す
と
説
い
て
お
り
、
た
し

か
に
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
。
し
か
し
、
彼
は
、
そ
れ
と
は
別
の
説
明
も
、
可
能
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
相
続

に
お
け
る
富
の
減
少
は
、
神
の
罰
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
説
明
可
能
で
あ
る
（C33

）。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と

共
有
し
て
い
る
の
は
、
政
治
的
現
象
を
神
の
摂
理
に
求
め
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
そ
れ
を
世
俗
的
観
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ

る
。し

か
し
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
そ
の
世
俗
的
な
説
明
様
式
の
枠
内
で
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
説
明
に
は
異

論
を
呈
し
て
い
る
。
彼
の
政
治
的
立
場
は
、
単
純
な
民
主
政
を
牽
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
見
地
か
ら
彼
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治

的
理
解
を
修
正
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
本
論
で
は
、
ま
ず
、
次
の
三
点
に
着
目
し
て
お
こ
う
。

（
一
）
民
衆
の
能
力
へ
の
批
判

第
一
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
民
衆
の
能
力
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
は
、
民
衆
が

立
法
の
能
力
を
欠
い
て
い
る
に
せ
よ
、
官
職
者
選
出
に
お
け
る
判
断
能
力
を
具
え
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
に
よ
れ
ば
、
民

衆
は
、
大
局
的
な
判
断
で
は
誤
る
こ
と
が
多
い
が
、
官
職
や
名
誉
の
分
配
の
よ
う
な
個
別
的
判
断
で
は
そ
う
で
は
な
い
（D

T
, I,47

）。
大

評
議
会
の
主
要
な
機
能
は
、
官
職
者
の
選
出
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
お
そ
ら
く
大
評
議
会
体
制
を
擁
護
す
る
意
図
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
『
考
察
』
に
よ
れ
ば
、
民
衆
は
、
君
主
よ
り
も
無
思
慮
と
不
安
定
性
と
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
る
。

ロ
ー
マ
の
民
衆
は
、
実
際
に
は
重
要
事
項
の
決
定
を
コ
ン
ス
ル
や
元
老
院
な
ど
の
主
要
な
官
職
に
委
ね
て
お
り
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
例
示

は
、
適
切
で
は
な
い
（CM

, I,58

）。
官
職
や
名
誉
の
分
配
に
お
い
て
民
衆
が
間
違
え
な
い
と
い
う
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
議
論
は
、
事
実
で
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あ
る
が
、
そ
れ
は
、
民
衆
自
身
の
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
時
間
や
経
験
を
経
た
一
般
的
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
で
あ
る

（CM
, I,47

）。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
立
場
は
、
大
評
議
会
で
の
民
衆
の
役
割
の
一
部
を
肯
定
す
る
も
の
の
、
重
要
事
項
へ
の
民
衆
の

介
入
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
歴
史
解
釈
と
方
法
論
へ
の
批
判

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
と
っ
て
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
国
理
論
を
支
え
て
い
る
ロ
ー
マ
史
理
解
も
、
い
く
つ
か
の
点
で
不
適

切
で
あ
る
。
ま
ず
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
ロ
ー
マ
が
軍
事
的
か
つ
制
度
的
に
卓
越
し
て
い
た
と
解
釈
し
て
い
た
が
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー

ニ
の
考
え
で
は
、
ロ
ー
マ
は
、
軍
事
的
に
は
卓
越
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
政
治
制
度
は
、
内
部
対
立
を
抱
え
込
ん
で
い
た
た
め
に
有
害
で

あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
内
部
対
立
が
都
市
を
自
由
か
つ
有
力
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
は
、
軍
事
力
が
そ
の
欠
点
を
補
っ
た
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
（D

F-II, 150, CM
-I,4

）。

次
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
ロ
ー
マ
の
軍
事
力
が
民
衆
の
政
治
参
加
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
政
治
参
加
は
、
内
部
対
立
を
不
可
避
的
に

伴
う
と
論
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
歴
史
解
釈
で
は
、
対
立
の
原
因
は
、
貴
族
と
民
衆
を
階
級
と
し
て
区
分
し
、
後

者
を
政
治
に
参
加
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
貴
族
が
民
衆
に
過
度
に
抑
圧
し
た
こ
と
に
あ
る
（D

F-II, 150-151, CM
-I,5

）。
グ
ィ
ッ

チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
想
定
し
て
い
た
二
つ
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
民
衆
の
軍
事
参
加
と
民
主
政
と
の
密
接
な
関
係
を
断

ち
切
ろ
う
と
し
て
い
る
。
彼
か
ら
す
れ
ば
、
共
和
国
の
強
力
な
軍
事
力
は
、
民
主
政
や
内
部
対
立
を
不
可
避
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
優
れ
た
軍
隊
は
、
王
政
時
代
に
す
で
に
創
設
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
ロ
ー
マ
は
、
武
力

を
有
す
る
隣
国
に
囲
ま
れ
て
い
た
た
め
、
そ
こ
に
は
弛
緩
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
し
、
ロ
ー
マ
人
に
は
「
真
の
栄
光
へ
の
渇
望
や
、
燃
え
る

よ
う
な
愛
国
心
や
、
そ
の
他
の
多
く
の
美
徳
」
が
あ
っ
た
（D

F-II, 156-157　

Cf. D
F-I,92

）。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
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ロ
ー
マ
を
模
倣
す
べ
き
だ
と
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
ロ
ー
マ
の
置
か
れ
て
い
る
環

境
が
あ
ま
り
に
異
な
る
た
め
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
後
者
を
模
倣
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
（C117, CM

-I,4

）。
す
な
わ
ち
、
彼
の
批
判
は
、

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
ロ
ー
マ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
様
々
な
諸
条
件
を
捨
象
し
、
政
治
的
事
象
を
過
度
に
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。「
話
を
す
る
た
び
に
ロ
ー
マ
人
を
引
き
合
い
に
出
す
人
々
は
、
い
か
に
間
違
っ
て
い
る
こ
と
か
。
ロ
ー
マ
人
を
引
き
合
い
に
出
す

に
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
条
件
の
都
市
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
（C110

）」。

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
が
重
視
す
る
市
民
的
資
質
は
、「
思
慮
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
政
治
分
析
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
資
質
と
は
、
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
様
々
な
事
象
を
総
合
的
に
判
断
す
る
能
力
で
も
あ
る(（1

(

。
彼
の
考
え
で
は
、

人
間
行
動
に
関
す
る
絶
対
的
で
確
定
し
た
規
則
は
存
在
し
な
い
た
め
、
具
体
的
状
況
に
即
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（C186, Cf. 

C112

）。
か
つ
て
成
功
を
収
め
た
行
動
で
あ
っ
て
も
、
ご
く
わ
ず
か
に
事
情
が
異
な
れ
ば
、
失
敗
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
三
）
軍
事
力
に
関
す
る
疑
念

『
対
話
』
の
論
点
の
一
つ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
市
民
軍
（
民
兵
軍
）
導
入
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
第
二
巻
で
対
話
者
カ
ッ
ポ
ー
ニ
は
、

メ
デ
ィ
チ
家
の
対
外
政
策
が
党
利
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
有
害
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
も
彼
に
よ
れ
ば
、
メ

デ
ィ
チ
政
権
は
、
領
土
を
拡
張
し
な
か
っ
た
。
彼
の
力
説
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
仮
に
民
主
政
が
思
慮
な
ど
の
資
質
に
欠
け
て
い
る
に
せ
よ
、

そ
れ
を
補
う
武
力
が
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
祖
父
た
ち
の
遺
産
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
彼
の
見
解
で
は
、
そ
れ
は
、「
名
誉
」
な
こ

と
で
あ
り
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
武
装
す
れ
ば
、
よ
り
強
大
と
な
ろ
う
（D

F-II, 88-90

）。

し
か
し
、
こ
の
主
張
を
踏
ま
え
て
主
人
公
ベ
ル
ナ
ル
ド
（
つ
ま
り
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
自
身
）
は
第
二
巻
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は

武
装
す
る
能
力
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
表
明
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
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市
民
は
、
か
つ
て
は
武
装
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
傭
兵
に
依
存
し
て
お
り
、
ゆ
え
に
共
和
国
は
、
弱
体
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
市
民

の
武
装
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
大
衆
に
説
得
し
、
さ
ら
に
兵
士
が
上
官
に
服
従
す
る
よ
う
制
御
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
続
け
て
ベ
ル
ナ
ル
ド
は
、「
私
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
で
そ
の
〔
市
民
軍
の
〕
試
み
に
反
対
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」

と
明
言
し
、
兵
士
の
暴
動
を
抑
え
る
よ
う
手
を
尽
く
し
、
市
民
軍
の
導
入
に
適
切
な
時
期
を
慎
重
に
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る

（D
F-II, 90-93

）。

ベ
ル
ナ
ル
ド
が
市
民
軍
の
完
成
度
に
関
す
る
疑
念
を
い
っ
た
ん
表
明
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
創
設
し
た
市
民
軍

は
、
一
五
一
二
年
の
プ
ラ
ー
ト
の
戦
い
で
惨
敗
を
喫
し
た
。
た
だ
し
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
戦
術
論
』
で
、
そ
の
敗
因
が
市
民
軍
の
完

成
度
の
低
さ
に
あ
り
、
け
っ
し
て
市
民
軍
そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
弁
明
す
る
こ
と
と
な
る
（A

G-I, 945-946

））。『
対
話
』
で
想

定
さ
れ
て
い
る
舞
台
は
、
一
四
九
四
年
時
点
の
フ
ィ
レ
ツ
ェ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
軍
は
、
ま
だ
創
設
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
。『
対
話
』

執
筆
時
の
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
対
話
の
時
点
よ
り
も
未
来
の
出
来
事
、
つ
ま
り
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
軍
の
敗
北
を
知
っ
て
い
る
た
め
、

市
民
軍
が
不
完
全
に
な
る
こ
と
を
先
取
り
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
市
民
軍
の
前
途
に
対
す
る
悲
観
的
な
見
方
の
理
由
の
一
つ
は
、

こ
の
事
情
に
あ
ろ
う
。
彼
は
『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』
で
、
ソ
デ
リ
ー
ニ
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
説
得
に
よ
り
、
市
民
軍
の
創
設
を
試
み
た
が
、

そ
れ
が
目
新
し
い
事
業
で
あ
る
か
ら
、
慎
重
か
つ
漸
進
的
に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
叙
述
し
て
い
る
（SF-X

X
V

I

）。

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
よ
る
市
民
軍
の
提
唱
は
、
初
期
の
『
ロ
グ
ロ
ー
ニ
ョ
考
』
で
す
で
に
な
さ
れ
て
お
り
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の

主
張
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
が
『
対
話
』
第
二
巻
で
も
市
民
軍
の
設
立
に
期
待
を
寄
せ
て
い

な
い
と
論
じ
て
い
る
が
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
の
右
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
解
釈
に
は
や
や
無
理
が
あ
る(（1

(

。
ベ
ル
ナ
ル
ド
は
、
も
し
ロ
ー

マ
が
軍
事
を
傭
兵
に
依
存
し
て
い
た
ら
、
数
年
も
経
た
ず
に
滅
ん
で
い
た
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
武
装
し
な
い
共
和
国

は
、
軍
事
力
を
補
う
注
意
力
、
警
戒
、
勤
勉
、
術
策
な
ど
が
必
要
に
な
る（D

F-II, 154-155

）。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
有
力
市
民
に
ロ
ー
マ
人
以
上
の
そ
う
し
た
諸
能
力
を
期
待
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
よ
っ
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て「
武
装
せ
ざ
る
都
市
が
甘
受
さ
れ
た
」と
解
釈
し
て
い
る(11

(

。
だ
が
、『
対
話
』の
ベ
ル
ナ
ル
ド
は
、
そ
こ
ま
で
は
主
張
し
て
い
な
い
。
ま
た『
考

察
』
で
の
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
そ
れ
に
関
す
る
態
度
は
、
両
義
的
で
あ
る
（CM

, II,19

）。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
主
要
な
政
治
的
意
図
は
、
貴
族
政
の
擁
護
論
に
対
抗
し
、
民
主
政
の
導
入
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
た

め
、
貴
族
特
有
の
機
能
を
共
和
国
の
制
度
に
組
み
込
む
議
論
を
前
面
に
は
押
し
出
し
て
は
い
な
い
。
彼
の
民
主
政
擁
護
論
の
中
心
的
根
拠
も

ま
た
、
支
配
権
の
拡
大
の
た
め
に
は
民
衆
を
武
装
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
共
和
国
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
の
中

核
は
、
民
衆
的
軍
事
力
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
も
、
け
っ
し
て
共
和
国
の
無
思
慮
な
権
力
拡

大
を
推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
彼
は
、
官
職
者
の
選
出
に
お
け
る
民
衆
の
判
断
能
力
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ポ
ー

コ
ッ
ク
の
強
調
と
は
異
な
り
、
民
主
政
を
擁
護
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
民
衆
的
資
質
で
あ
り
、
民
衆
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
が
も
っ
ぱ
ら
軍
事
的
な

能
力
と
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
単
純
な
民
主
政
擁
護
論
を
中
心
的
な
批
判
の
対
象
と
し
、
い
わ
ば
貴
族
政
寄
り
の
民
主
政
を
擁
護
し
よ
う

と
し
た
た
め
、
議
論
の
位
相
が
い
わ
ば
横
滑
り
し
て
い
る
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
民
衆
の
政
治
参
加
を
牽
制
し
た
に
せ
よ
、
軍
事

参
加
が
政
治
の
要
職
へ
の
参
加
に
直
結
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
民
衆
の
軍
事
参
加
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
。
二
人
は
、
強
調
点
こ
そ
異
な

る
も
の
の
、
軍
事
力
と
思
慮
を
具
備
す
る
共
和
国
を
望
ん
で
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
四
節　

対
外
政
策
・
名
誉
・
救
済

（
一
）
国
家
の
名
誉
と
対
外
的
思
慮

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
民
主
政
理
論
は
、
個
々
人
の
資
質
の
相
違
を
政
治
に
活
か
す
と
い
う
点
で
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
理
論
を
洗
練
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さ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
彼
の
考
え
で
は
、
有
能
な
市
民
は
、
名
誉
欲
ゆ
え
に
階
層
的
な
政
治
制
度
を
一
歩
ず
つ
最
高
の
名
誉
職
を
目
指

し
て
進
む
で
あ
ろ
う
。
そ
の
政
治
は
、
実
力
主
義
に
基
づ
い
て
お
り
、
身
分
を
前
提
と
し
た
貴
族
主
義
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
彼
に
と
っ
て
、

有
能
な
市
民
が
他
の
市
民
か
ら
名
誉
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
他
国
民
か
ら
名
誉
を
獲
得
す
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。

対
話
者
ソ
デ
リ
ー
ニ
は
、
都
市
の
安
全
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
名
誉
」
や
「
偉
大
さ
（grandezza

）」
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
政
体

の
優
劣
が
さ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
れ
ば
、
こ
の
考
慮
が
重
き
を
な
す
と
論
じ
て
い
る
（D

F-II,94

）。

実
の
と
こ
ろ
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
が
第
二
巻
で
正
式
に
自
ら
の
議
論
を
翻
す
の
は
、
国
家
的
名
誉
に
関
す
る
こ
の
議
論
の
直
後
で
あ
る
。

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
と
っ
て
、
市
民
軍
に
基
づ
く
軍
事
力
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
支
配
権
の
維
持
と
拡
大
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
国
家
の
名
誉
獲
得
の
手
段
で
も
あ
る
。
彼
は
、
自
身
の
名
誉
獲
得
に
強
烈
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
（C118

）。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

彼
に
と
っ
て
国
家
レ
ベ
ル
で
も
譲
れ
な
い
価
値
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
共
和
国
が
他
国
よ
り
偉
大
で
あ
る
状
態
は
、
共
和
国
が
他
国
を
支
配
し
て
い
る
状
態
で
も
あ
ろ
う
。
次
に
示
す
よ
う
に
、
対
外
政

策
の
点
で
も
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
議
論
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
、
彼
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
結
論
を
示
し
て

い
る
。

『
対
話
』
第
二
巻
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
と
同
じ
く
、
共
和
国
が
支
配
権
を
拡
大
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
そ
の
現
状

を
維
持
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
ベ
ル
ナ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
他
国
の
領
土
を
支
配
す
る
側
に
あ
り
、
こ
の

道
か
ら
撤
退
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
難
な
く
領
土
を
手
に
入
れ
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ア
ル
プ
ス
の
彼
方
の
諸
大
国
が
イ
タ
リ
ア
に
侵
攻
し
な
い
と
い
う
前
提
な
ら
、
支
配
権
を
積
極
的
に
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
ル
ッ
カ

や
シ
エ
ナ
の
獲
得
は
、
称
賛
に
値
す
る
（D

F-II, 159

）。

し
か
し
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
大
国
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
破
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
、
抑
制
し
よ
う
と
す
る

だ
ろ
う
。
大
国
が
イ
タ
リ
ア
に
居
座
る
場
合
、
多
く
の
領
土
、
特
に
要
衝
の
地
の
獲
得
は
困
難
だ
ろ
う
。
し
か
も
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
領
土

（85－３・４－497）
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拡
大
に
は
不
都
合
な
場
所
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
所
は
、
ロ
ー
マ
教
会
に
近
い
う
え
に
、
ト
ス
カ
ー
ナ
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
場
合

と
は
異
な
り
、
自
由
を
希
求
し
て
い
る
諸
勢
力
が
溢
れ
て
い
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
そ
の
利
益
を
手
に
入
れ
る
べ
き
で

あ
る
が
、
ピ
サ
を
奪
回
す
る
に
せ
よ
、
諸
大
国
が
イ
タ
リ
ア
に
居
座
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
は
領
土
の
さ
ら
な
る
獲
得
は
し
な
い
ほ
う
が
得
策

で
あ
る
（D

F-II, 159-161

）
）
1（
（

。
こ
の
よ
う
に
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
議
論
は
、
具
体
的
政
局
を
踏
ま
え
た
政
治
的
思
慮
の
観
点
か
ら
議

論
を
展
開
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
は
、
支
配
権
拡
大
の
原
則
そ
の
も
の
は
支
持
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
の
支
配
権
拡
大
は
、
他
国
に
は
有
害
で
あ
る
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
ピ
サ
に
対
処
す
る
に

は
、
残
酷
さ
が
必
要
だ
と
明
言
し
て
い
る
。『
対
話
』
に
よ
れ
ば
、
民
主
政
権
は
、
残
酷
な
方
策
に
反
対
し
が
ち
で
あ
る
が
、
ピ
サ
は
、
根

深
い
執
念
を
抱
く
敵
で
あ
り
、
そ
の
獲
得
や
支
配
に
は
徹
底
し
た
暴
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
可
能
な
限
り
慈
悲
心
や
親

切
さ
を
示
す
べ
き
だ
と
は
い
え
、
選
択
の
余
地
が
な
け
れ
ば
、
残
酷
さ
に
訴
え
ね
ば
な
ら
な
い
（D

F-II, 161

）。

（
二
）
名
誉
と
救
済

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
右
の
議
論
に
続
け
て
、
自
ら
の
曽
祖
父
ジ
ー
ノ
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
一
〇
人
委
員

会
の
一
員
と
し
て
任
命
す
べ
き
は
、「
己
の
魂
よ
り
も
祖
国
を
愛
す
る
」
市
民
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
今
日
、
国
家
や
権
力
を
維
持
し
よ

う
と
す
る
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
法
の
命
令
に
従
っ
て
そ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
領
土
拡
大
の
欲
望
を
抱
く
な
ら
ば
、

殺
人
や
略
奪
な
ど
の
悪
行
に
手
を
染
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
良
心
に
基
づ
き
つ
つ
戦
争
を
行
う
こ
と
は
、
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。「
私
が
ピ

サ
人
を
殺
せ
と
か
、
獄
に
入
れ
て
お
け
と
言
う
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
は
語
っ
て
い
な
い
。
国
家
の
理
性
と
慣
習
に
従
っ
て
語
っ
て

い
る
の
で
あ
る
（D

F-II, 162-163

）」。「
神
の
意
志
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
者
は
、
誰
で
あ
れ
、
こ
の
世
の
生
活
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
神
を
怒
ら
せ
ず
し
て
こ
の
世
で
生
き
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
事
物
の
本
性
を
そ
の
ま
ま
探
究
し
た
よ
う
に
語

（法政研究 85－３・４－498）
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る
な
ら
ば
、
神
を
怒
ら
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
（D

F-II, 163

）」。

共
和
国
の
世
俗
的
繁
栄
を
追
求
す
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
教
義
、
す
な
わ
ち
、
来
世
に
お
け
る
救
済
は
、
放
棄
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
天
国
へ
行
く
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
ゆ
え
に
同
時
代
人
が
弱
体
化
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

 

わ
れ
わ
れ
の
宗
教
は
、
真
理
や
正
し
い
生
き
方
を
教
え
る
け
れ
ど
も
、
現
世
の
名
誉
を
評
価
し
な
い
よ
う
教
え
る
。
他
方
、
異
教
徒
は
、

現
世
の
名
誉
を
重
視
し
、
そ
れ
を
最
高
の
善
と
見
て
い
た
た
め
、
彼
ら
の
行
為
に
は
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
力
強
さ
が
あ
っ
た
。
…
…
古
代
の

宗
教
は
、
軍
隊
の
隊
長
や
共
和
国
の
指
導
者
の
よ
う
に
、
現
世
の
栄
光
で
満
ち
て
い
る
人
間
で
な
け
れ
ば
、
美
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
宗
教
は
、
活
動
的
な
人
々
よ
り
も
服
従
的
で
観
想
的
な
人
々
を
称
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
は
、
謙
遜
や
服
従
に
最
高

の
善
を
置
き
、
人
間
世
界
の
事
柄
を
軽
蔑
す
る
。
他
方
、
古
代
の
宗
教
は
、
精
神
の
偉
大
さ
、
身
体
の
強
靭
さ
、
き
わ
め
て
強
力
な
人
間

に
す
る
た
め
の
他
の
事
柄
す
べ
て
に
価
値
を
置
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
が
力
強
さ
を
要
求
す
る
場
合
、
力
強
い
事
柄
を
行
え
と
い

う
こ
と
よ
り
も
、
忍
耐
強
く
あ
れ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（D

T
-II,2

）。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
行
動
か
ら
得
た
教
訓
の
一
つ
は
、
文
明
的
な
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
で
す
ら
容
易
に
宗
教
的
権
威
に
従

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
第
一
巻
第
一
一
章
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
奇
跡
を
実
際

に
起
こ
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
彼
に
盲
目
的
に
従
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
今
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
同
じ
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
章
で
、
新
し
い
宗
教
の
導
入
を
不
可
能
で
は
な
い
と
見
て
い
る
。
彼
は
、
市
民
が
国
家
の
た
め
に
貢
献
し
、
来
世
で

の
救
済
を
放
棄
す
る
宗
教
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
一
節
か
ら
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
も
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
理
想
的
な
姿
と

都
市
共
和
国
の
価
値
と
が
究
極
的
に
は
両
立
し
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
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宗
教
と
善
き
習
俗
を
軽
蔑
し
な
い
場
合
、
祖
国
の
利
益
に
熱
心
で
あ
り
、
他
人
に
危
害
を
あ
た
え
な
い
市
民
は
、
完
全
に
良
き
市
民
で
あ

る
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
の
わ
れ
わ
れ
の
友
人
〔
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
〕
の
こ
の
過
度
な
善
は
、
し
ば
し
ば
偽
善
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
偽
善
で
な

く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
都
市
の
幸
福
に
と
っ
て
は
、
無
益
で

あ
る
（B179
）。

別
の
リ
コ
ル
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、「
過
度
の
宗
教
は
、
世
界
を
破
壊
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
精
神
を
軟
弱
に
し
、
人
々
を
無
数
の
過
誤

に
引
き
込
み
、
多
く
の
勇
敢
に
し
て
男
性
的
な
企
て
か
ら
逸
脱
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
（B32

）」。
こ
こ
に
は
、「
真
の
栄
光
へ
の
渇
望
」
や
「
男

性
的
な
」
勇
敢
さ
を
市
民
に
要
請
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
的
・
異
教
的
な
主
張
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

と
は
い
え
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
こ
の
リ
コ
ル
デ
ィ
を
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。「
私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
や
神
の
崇

拝
を
傷
つ
け
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
過
度
な
も
の
と
適
度
な
も
の
を
区
別
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
精
神
を
促
し
、
何
が
考

慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
無
視
さ
れ
る
べ
き
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
強
化
し
、
増
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（B32

）」。

し
か
し
、
彼
の
言
う
「
適
度
な
宗
教
」
は
、「
真
の
栄
光
へ
の
渇
望
」、「
男
性
的
な
」
勇
敢
さ
、
さ
ら
に
は
「
国
家
理
性
」
的
な
残
酷
さ
を
持

ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
彼
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
は
異
な
り
、
国
家
宗
教
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
求
め
な
か
っ
た
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
に
と
っ
て
は
、
彼
の
主
張
は
、
理
論
的
に
徹
底
し
て
い
な
い
「
中
途
半
端
」
な
道
で
あ
る
と
見
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
彼
は
、
そ

こ
ま
で
の
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
し
、
そ
の
実
現
可
能
性
を
低
く
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
よ
り
も
思
慮
深
い
現

実
主
義
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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（
四
）
共
和
国
と
イ
タ
リ
ア

理
論
的
帰
結
に
関
す
る
同
様
の「
中
途
半
端
」な
道
は
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
イ
タ
リ
ア
論
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
は
、
共
和
政
ロ
ー
マ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
支
配
（
さ
ら
に
は
全
世
界
の
支
配
）
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
理
想
と
し
て
い
た
。
し
か
し
グ
ィ
ッ

チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
共
和
国
を
頂
点
と
す
る
一
つ
の
帝
国
的
支
配
が
イ
タ
リ
ア
に
本
当
に
幸
福
を
も
た
ら
す
か
見
当
が
つ
か
な
い
、
と
述

べ
て
い
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
も
し
一
つ
の
共
和
国
の
下
で
イ
タ
リ
ア
の
名
に
栄
光
が
生
ま
れ
、
支
配
す
る
都
市
共
和
国
が
幸
福
と
な
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
影
で
他
の
す
べ
て
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
［
他
の
諸
都
市
］
は
、
偉
大
さ
に
到
達
す
る
能
力
を
持
た
な
い
か
ら

で
あ
る
。
共
和
国
の
慣
習
は
、
そ
の
自
由
や
支
配
の
果
実
を
同
胞
市
民
以
外
の
者
た
ち
と
共
有
し
な
い
（M

C-I,12

）」。
共
和
国
が
覇
権
を

握
る
こ
と
は
、
他
国
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
共
和
国
の
他
国
を
支
配
し
て
い
る
状
態
は
、
君
主
国
が
他
国
を
支
配
す
る
場
合
よ
り
も
、

は
る
か
に
過
酷
で
あ
る
（C107

）。

そ
の
た
め
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
む
し
ろ
諸
国
の
共
存
状
態
こ
そ
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
一
定
の
幸
福
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

 

イ
タ
リ
ア
人
の
気
質
は
、
強
力
か
つ
知
的
な
の
で
、
ど
の
よ
う
な
支
配
も
容
易
に
こ
の
地
域
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ

そ
れ
は
、
つ
ね
に
自
由
を
欲
し
て
き
た
。
私
は
、
ロ
ー
マ
人
を
除
い
て
、
そ
れ
を
完
全
に
所
有
す
る
他
の
権
力
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
を

信
じ
な
い
。
彼
ら
は
、
共
和
国
が
衰
退
し
、
皇
帝
た
ち
が
力
に
お
い
て
衰
退
し
た
時
、
イ
タ
リ
ア
の
支
配
権
を
容
易
に
失
っ
た
。
私
は
、

も
し
ロ
ー
マ
教
会
が
統
一
に
反
対
し
て
き
た
と
し
て
も
、
こ
の
地
域
が
不
幸
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
に
安
易
に
は
賛
成
し
な
い
。
と
い
う

の
も
、
き
わ
め
て
古
代
的
な
慣
習
と
性
向
に
即
し
た
生
活
様
式
が
そ
こ
に
維
持
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（M

C-I,12

）。

イ
タ
リ
ア
で
の
複
数
の
諸
国
の
共
存
は
、
ロ
ー
マ
崩
壊
後
の
い
わ
ゆ
る
中
世
や
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
見
ら
れ
た
状
態
で
あ
り
、
こ
の
状
態
は
、
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共
和
国
内
部
で
市
民
た
ち
が
共
存
し
て
い
る
状
態
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
そ
れ
は
、
ポ
リ
ス
的
で
あ
り
、「
古
代
的
な
慣
習
」

に
即
し
て
い
る
。
だ
が
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
一
方
で
共
和
国
の
支
配
権
拡
大
を
是
と
し
つ
つ
、
他
方
で
イ
タ
リ
ア
で
の
諸
共
和

国
の
共
存
関
係
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
は
理
論
的
徹
底
さ
を
欠
い
て
い
る
と
見
え
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
イ
タ
リ
ア
の
具
体
的
状
況
に
即
し
た
判
断
、
つ
ま
り
思
慮
を
重
視
す
る
ゆ

え
に
、
そ
う
し
た
理
論
的
な
徹
底
を
不
要
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
祖
国
の
自
由
維
持
の
た
め
に
民
主
政
を
要
す
る
と
い
う
点
で
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
見
解
を
共
有
し
て
い

る
。
し
か
し
、
彼
は
、
民
主
政
に
有
力
市
民
の
思
慮
を
活
か
す
仕
組
み
を
導
入
し
て
お
り
、
い
わ
ば
貴
族
政
原
理
を
民
主
政
原
理
と
結
合
さ

せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
彼
の
共
和
国
理
論
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
民
主
政
を
洗
練
さ
せ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
市

民
的
資
質
で
あ
る
思
慮
は
、
置
か
れ
て
い
る
政
治
状
況
を
具
体
的
・
総
合
的
に
判
断
す
る
知
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
政
治
分
析
の
際
に
も
重

要
で
あ
る
。
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
過
度
な
一
般
化
に
対
し
て
こ
の
観
点
か
ら
修
正
を
加
え
て
い
る
。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
の
教
義
が
市
民
の
自
由
へ
の
意
欲
を
衰
退
さ
せ
て
い
る
た
め
、
国
家
へ
の
貢
献
を
要
請
す
る

宗
教
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
導
入
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
共
和
国
と
い
う
価
値
を
重
視
し
、
来
世
で
の
救
済
と
い
う
価
値

を
放
棄
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
他
方
、
自
身
と
共
和
国
と
の
名
誉
に
こ
だ
わ
る
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
同
様
に

共
和
国
の
発
展
が
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
の
中
心
的
教
義
と
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、
彼
の
よ
う
に
生
の
意
味
を
現
世
に
限
定
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
彼
の
理
論
が
思
慮
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
よ
う
な
理
論
的
徹
底

を
要
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
彼
は
、
そ
の
意
味
で
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
よ
り
も
現
実
主
義
的
で
あ
る
。
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（
１ 

）　Sasso (1984(. 

な
お
、
一
九
七
〇
年
以
前
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
佐
々
木
（
一
九
七
〇
）、
二
五
七
―
二
六
二
頁
を
参
照
。
Ｆ
・
ギ
ル
バ
ー
ト
の
『
マ

キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
』
は
、
貴
族
と
民
衆
の
二
勢
力
の
対
立
と
い
う
当
時
の
政
治
的
背
景
に
即
し
て
い
る
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
の
政
治
思
想
の
本
格
的
な
比
較
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。Gilbert (1965(.

（
2 
）　

末
吉
（
一
九
九
六
）、
二
六
四
頁
。

（
3 

）　Skinner (1978(, pp. 185-186.

（
4 

）　

佐
々
木
（
一
九
七
〇
）、
七
八
頁
。

（
5 

）　

佐
々
木
（
一
九
七
〇
）、
二
七
〇
―
二
七
二
、
二
八
三
、
二
九
七
、
三
三
七
頁
。

（
6 

）　Pocock (1975(, pp. 252, 266. 

ポ
ー
コ
ッ
ク
の
『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
に
関
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
鹿
子
生
（
二
〇
一
七
）
を

参
照
。
な
お
、
彼
は
別
の
論
文
で
、
正
当
に
も
、
前
近
代
性
と
い
う
点
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
共
通
性
を
見
出
し
て
い
る
。

Pocock (1978(.

（
7 

）　

家
田
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
支
配
者
の
側
か
ら
国
家
の
建
設
・
強
化
を
考
え
た
が
、「
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ

な
も
の
と
し
て
国
家
を
考
え
、
そ
の
中
で
い
か
に
家
臣
は
勤
め
て
行
っ
た
ら
い
い
か
を
語
っ
た
」。
家
田
（
一
九
七
二
）、
五
六
―
五
九
頁
。
た
し
か
に

グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
臣
民
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
と
言
え
な
く
は
な
い
が
、
し
か
し
、
メ
デ
ィ
チ
家
へ
の
服
従
を

あ
る
べ
き
姿
と
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

（
8 

）　Butters (1985(, ch.7. D
evonshire-Jones (1972(, pp. 67-70. Stephens (1983(, pp. 59-62.

（
9 

）　Stephens (1983(, pp. 109, 111. Silvano (1985(, pp. 82-86. 

（
10 

）　

鹿
子
生
（
二
〇
一
三
）、
二
七
〇
―
二
七
四
頁
。

（
11 

）　

鹿
子
生
（
二
〇
一
三
）、
一
八
三
―
一
九
五
頁
。

（
12 

）　

す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
邪
悪
な
人
間
観
を
抱
い
て
い
た
と
解
釈
さ
れ
る
が
、『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
は
も
と
よ
り
、『
君
主
論
』

に
お
い
て
で
す
ら
、
善
良
な
人
間
が
度
々
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
に
人
間
の
本
性
と
は
、
恩
恵
を
受
け
て
も
与
え
て
も
恩
義
に
感
じ
る
も
の
で

あ
る
（IP-X

）」。
ま
た
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
れ
ば
、「
人
間
は
、
完
全
に
邪
悪
で
あ
る
こ
と
も
、
完
全
に
善
良
で
あ
る
こ
と
も
、
き
わ
め
て
ま
れ
で

あ
る
（D

T
-I,27

）」。
こ
の
箇
所
を
見
る
だ
け
で
も
彼
が
一
貫
し
て
邪
悪
な
人
間
観
を
抱
い
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

（
13 

）　Ridolfi (1967(, chs. 8-9. 

（
14 

）　
『
対
話
』
は
、
序
文
と
二
つ
の
巻
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
巻
で
も
、
四
人
の
登
場
人
物
の
対
話
と
い
う
議
論
形
式
が
採
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
人
物
と
は
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
デ
ル
・
ネ
ー
ロ
、
ピ
エ
ロ
・
カ
ッ
ポ
ー
ニ
、
パ
ゴ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
ソ
デ
リ
ー
ニ
、
ピ
エ
ロ
・
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
著
者
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
代
弁
者
は
、
明
ら
か
に
ベ
ル
ナ
ル
ド
で
あ
る
。
対
話
の
（
架
空
の
）
舞
台
は
、
一
四
九
四
年
の

（85－３・４－503）
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大
評
議
会
導
入
の
直
後
で
あ
る
。

（
15 

）　

鹿
子
生
（
二
〇
一
八
）。

（
16 
）　Phillips (1977(, pp. 37, 91, Cadoni (1999(, pp. 59-60. 

佐
々
木
（
一
九
七
〇
）、
三
一
〇
頁
。

（
17 
）　

鹿
子
生
（
二
〇
一
三
）、
二
八
八
―
二
九
四
頁
。

（
18 

）　Cf. Zim
m

erm
ann (2015(, p. 26.

（
19 

）　Pocock (1975(, pp. 241, 244. 

同
様
の
解
釈
を
示
す
ス
キ
ナ
ー
も
ま
た
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
が
発
言
を
撤
回
す
る
前
の
議
論
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
。

Skinner (1978(, p. 173.

（
20 

）　Pocock (1975(, p. 256.

（
21 

）　

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ピ
サ
獲
得
後
に
生
じ
た
両
国
の
法
的
問
題
に
関
す
る
グ
ィ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
対
応
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。Gavallar (1993(. 

【
参
照
文
献
・
略
記
】

Butters, H
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デ
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デ
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デ
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デ
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デ
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