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は
じ
め
に

　

一
八
五
一
年
八
月
、
二
五
歳
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト
（W

. Bagehot: 1826-77

）
は
パ
リ
へ
赴
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
卒
業
後
、
数
年
間
取
り
組

ん
だ
法
曹
へ
の
道
を
断
念
し
て
陥
っ
た
不
安
の
気
晴
ら
し
も
兼
ね
た
訪
問
で
、
翌
年
の
八
月
ま
で
滞
在
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
歴
史
的
大
事
件

に
遭
遇
す
る
こ
と
と
な
る
。
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ー
デ
タ
で
あ
る（

１
）。

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
渡
仏
以
来
、
直
接
肌
で
感
じ
た
体
験
を
「
一
八

五
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
ク
ー
デ
タ
に
関
す
る
書
簡
」（
以
下
、「
ク
ー
デ
タ
書
簡
」
と
略
称
）
と
題
し
て
、『
イ
ン
ク
ワ
イ
ア
ラ
ー
』
に
七
回
に
わ

た
っ
て
寄
稿
し
た
（
五
二
年
一
月
―
三
月
）。
こ
の
一
連
の
経
験
の
中
で
彼
は
精
神
的
に
回
復
し
て
、
家
業
の
銀
行
経
営
に
携
わ
る
と
と
も

に
、
評
論
活
動
に
向
か
う
こ
と
と
な
る
。

　

若
き
日
の
ク
ー
デ
タ
体
験
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
そ
の
後
の
評
論
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
彼
は
生
涯
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
を
中
心

と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
情
勢
に
強
い
関
心
を
寄
せ
続
け
た
の
で
あ
る

）
2
（

。
加
え
て
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
評
論
活
動
を
行
っ
た
期
間
は
、
第
二
帝

政
期
（
一
八
五
二
―
七
〇
年
）
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、『
イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』（
六
五
―
六
七
年
）
や
『
自
然
科
学
と
政
治
学
』（
六

七
―
七
二
年
）
な
ど
に
も
結
実
し
た
彼
の
政
治
的
思
考
は
、
帝
政
の
動
向
を
横
目
に
、
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
議
会
政
治
理
解
の
鏡
に
し
て
展
開

さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
に
お
い
て
第
二
帝
政
論
が
占
め
る
位
置
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を

正
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る（

３
）。

　

本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
第
二
帝
政
を
、
秩
序
維
持
に
対
す
る
国
民
の
信
用
の
欠
如
を
基
底
的
な
条
件
に
形
成
さ
れ
た
「
不
信
の
シ
ス
テ
ム
」

と
し
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
解
釈
し
論
じ
た
と
い
う
こ
と
、
な
ら
び
に
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
し
く
み
に
対
す
る
彼
の
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
る（

４
）。

銀
行
経
営
者
の
家
系
に
生
ま
れ
、
金
融
論
の
古
典
『
ロ
ン
バ
ー
ド
街
』（
七
三
年
）
も
著
し
た
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
政
治
的
な
評
論
に

お
い
て
も
「
信
用
（trust

）」
に
注
目
し
て
、
政
治
支
配
に
対
す
る
国
民
の
心
理
的
側
面
を
強
調
し
た
。
た
と
え
ば
、
選
挙
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
有
権
者
が
他
の
有
権
者
を
「
信
用
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
も
せ
ず
信
用
し
て
い
る
」
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

（法政研究 85－３・４－562）
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信
用
は
議
会
政
治
自
体
の
前
提
条
件
で
す
ら
あ
っ
た
（Bagehot

［1865-7, 72: 369, 271

（
５
）］）。

彼
の
有
名
な
信
従
社
会
論
も
こ
れ
に
当
た
る
。

た
だ
し
、
信
用
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
漠
然
と
し
て
い
る
た
め
、
彼
の
政
治
論
を
検
討
す
る
際
そ
れ
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
、
服
従
の
調
達

の
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
、
議
会
政
治
を
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
形
成
し
た
の
か
を
見
い
だ
す
の
は
難

し
い
。
た
と
え
ば
信
従
の
態
度
は
階
級
ご
と
に
細
か
く
異
な
り
、
そ
の
多
様
な
在
り
方
に
対
応
し
て
特
殊
な
イ
ギ
リ
ス
国
制
が
構
成
さ
れ
る

（
遠
山
［2011: ch. 4
］）。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
政
治
支
配
の
維
持
に
対
す
る
国
民
の
信
用
が
き
わ
め
て
低
い
体
制
だ
と
バ

ジ
ョ
ッ
ト
が
見
な
し
た
第
二
帝
政
に
関
す
る
論
考
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
場
合
に
ど
の
よ
う
な
政
治
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
と
彼
が
考
え
た
の

か
を
考
察
す
る
。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
論
調
と
は
異
な
り
、
ク
ー
デ
タ
を
擁
護
し
た
。
第
一
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
そ
の
理
由
は
フ
ラ
ン
ス

人
の
国
民
性
ゆ
え
の
歴
史
的
経
緯
と
ク
ー
デ
タ
直
前
の
国
民
の
危
機
的
な
精
神
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
危
機
を
打
開
し
て
皇
帝
と
な
っ
た
の

が
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
だ
が
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
そ
の
特
殊
な
「
個
人
的
支
配
」
ゆ
え
に
長
期
の
秩
序
維
持
が
困
難
だ
と
考
え
た
。
第
二
節
で

は
、
こ
の
「
個
人
的
支
配
」
と
そ
れ
に
対
す
る
国
民
の
不
信
に
関
す
る
議
論
を
検
討
す
る
。
第
三
節
で
は
、
国
民
の
不
信
を
前
提
に
形
成
さ

れ
た
「
不
信
の
シ
ス
テ
ム
」
を
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
様
々
な
論
考
か
ら
描
き
出
す
。
第
二
帝
政
は
、
周
知
の
よ
う
に
普
仏
戦
争
で
崩
壊
し
た
。

第
四
節
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
彼
は
そ
の
原
因
を
、「
個
人
的
支
配
」
が
も
た
ら
し
た
中
間
組
織
と
し
て
の
官
僚
組
織
の
空
洞
化
に
見

い
だ
し
た
。
こ
の
中
間
組
織
の
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
議
会
に
も
及
ん
で
い
た
。
最
後
に
、
帝
政
下
の
議
会
の
動
向
を
め
ぐ
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の

議
論
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
帝
政
後
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
対
す
る
彼
の
見
通
し
を
分
析
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の

第
二
帝
政
像
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
政
治
秩
序
の
継
続
に
対
す
る
国
民
の
信
用
が
、
政
治
体
制
の
形
成
に
果
た
す
役
割
に
関
す
る
彼
の
理
解

を
明
ら
か
に
す
る（

６
）。

（85－３・４－563）
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第
一
節　

ク
ー
デ
タ
の
擁
護

　

四
八
年
の
二
月
革
命
で
七
月
王
政
が
倒
さ
れ
た
後
、
憲
法
制
定
議
会
に
選
出
さ
れ
た
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
一
二
月
の
大
統
領
選
に
大

勝
し
、「
皇
太
子
大
統
領
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
任
期
は
四
年
、
連
続
再
選
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
一
族
で
あ
り
、
若
き
日
の
二
度
の
ク
ー
デ
タ
の
失
敗
な
ど
で
長
年
の
亡
命
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
彼
に
は
、
議
会
に
支
持
基
盤
が

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
正
統
王
朝
派
の
秩
序
党
に
基
盤
を
持
つ
バ
ロ
ー
内
閣
が
、
大
統
領
の
指
示
に
従
わ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。
そ

う
し
た
中
、
特
に
農
民
層
を
中
心
に
国
民
の
支
持
を
得
て
い
た
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
こ
の
手
詰
ま
り
状
況
を
打
開
す
べ
く
、
五
二
年
の

任
期
切
れ
ま
で
に
ク
ー
デ
タ
に
打
っ
て
出
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
が
、
国
民
的
な
関
心
事
に
な
っ
て
い
た
。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
訪
れ
た
五
一
年
八
月
の
パ
リ
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
情
勢
の
中
に
あ
っ
た
。
実
際
、
そ
の
四
ヶ
月
後
に
ク
ー
デ
タ
は

勃
発
し
、
彼
は
そ
れ
を
「
ク
ー
デ
タ
書
簡
」
で
報
告
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
書
簡
に
注
目
し
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
ク
ー
デ
タ
擁

護
論
を
分
析
す
る
。

　

第
一
書
簡
で
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
ク
ー
デ
タ
が
、「
自
由
の
木
を
切
り
倒
し
薪
に
」
変
え
、「
国
有
建
造
物
か
ら
『
自
由
・
平
等
・
友
愛
』
の

文
字
を
消
し
」
て
し
ま
っ
た
大
惨
事
だ
と
批
判
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
世
論
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
評
価
は
「
ま
っ
た
く
の
誤
り
」

だ
と
断
じ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
は
「
強
力
で
人
気
を
博
し
て
」
お
り
、「
ほ
と
ん
ど
の
下
層
民
」
が
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
御
代
」
を
祝

福
し
て
い
た
（Bagehot

［1852: 30

］）。

　

イ
ギ
リ
ス
世
論
の
誤
解
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
「
当
座
の
独
裁
」
と
「
そ
れ
以
後
の
継
続
的
な
独
裁
」
と
の
混
同
に
起
因
す
る
、
と
バ
ジ
ョ
ッ

ト
は
考
え
た
。
将
来
の
独
裁
は
別
に
し
て
、「
た
だ
ち
に
ク
ー
デ
タ
へ
と
直
結
し
た
民
衆
の
精
神
状
態
」
を
考
え
れ
ば
、「
倫
理
的
評
価
」
は

本
質
的
で
は
な
く
、
ク
ー
デ
タ
は
「
正
当
化
」
を
免
れ
な
い
（ibid

）。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
大
革
命
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、「
自
由
な
統
治
」（
イ
ギ
リ
ス
型
の
議
会
政
治
）
樹
立
の
試
み
が
相
次
い
で
失

（法政研究 85－３・４－564）
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敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
「
国
民
性
」
に
あ
っ
た
。

　
　

 
フ
ラ
ン
ス
国
民
性
の
本
質
は
、
流
動
性
、
す
な
わ
ち
、
…
…
「
今
こ
の
と
き

0

0

0

0

0

の
気
持
ち
に
対
す
る
」
一
定
の
「
過
度
の
感
受
性
」
で
す
。
こ
の
感
受
性
は
「
軽

率
」に
も
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
軽
率
は
、
確
固
た
る
原
理
を
後
回
し
に
し
て
、
一
時
の
誘
惑
や
そ
の
場
か
ぎ
り
の
気
ま
ぐ
れ
、
そ
し
て
時
お
り「
短
気
」

を
生
み
出
す
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
短
気
が
、
目
の
前
に
あ
る
悪
を
実
際
よ
り
も
苛
酷
な
も
の
に
感
じ
さ
せ
、
し
ば
し
ば
「
興
奮
」
へ
と
到
る
の
で
す
。

…
…
そ
の
結
果
、
昔
か
ら
の
慣
習
を
目
の
前
の
緊
急
事
態
の
た
め
に
犠
牲
に
し
て
、
さ
ら
に
好
ま
し
く
な
い
別
の
性
格
上
の
性
質
を
生
み
出
し
て
し
ま
い

ま
す
（ibid., 55

）。

こ
の
よ
う
な
国
民
性
の
政
治
的
帰
結
が
、「
一
七
九
一
年
憲
法
」や
、「
一
八
三
〇
年
体
制
」、「
第
二
共
和
政
」な
ど
の「
失
敗
」に
代
表
さ
れ
る
、

大
革
命
後
に
国
民
に
降
り
か
か
っ
た
「
多
く
の
災
難
」
で
あ
っ
た（

７
）（ibid., 54

）。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
議
会
政
治
が
不
成
功
に
終
わ
る
理
由
を
、
国
民
内
部
に
お
け
る
「
複
数
の
シ
ス
テ
ム
」
の
「
分
断
」
か
ら

生
じ
る
秩
序
形
成
の
難
し
さ
に
求
め
た
。

　
　

 

も
し
、
移
り
気
で
賢
明
、
様
々
な
事
柄
に
関
心
を
持
ち
、
知
的
で
、
自
説
を
譲
ら
な
い
国
民
に
対
処
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
互
い
に
反
発
し
あ
う

複
数
の
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
人
た
ち
が
、
自
ら
の
言
葉
で
語
り
、
自
ら
の
目
で
見
て
良
さ
そ
う
な
も
の
を

選
挙
民
に
示
し
ま
す
。
…
…
そ
こ
に
は
、
大
量
の
気
ま
ぐ
れ
な
理
論
や
、
哲
学
的
に
無
意
味
な
も
の
が
か
な
り
の
高
確
率
で
存
在
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ

と
し
た
陰
謀
を
実
行
す
る
多
く
の
機
会
が
、
ま
た
魅
惑
的
な
利
己
主
義
が
そ
こ
に
は
あ
り
、
平
穏
の
味
方
た
ち
が
、
悲
劇
的
に
分
断
さ
れ
て
い
る
の
で
す

（Bagehot

［1852: 67

］）。

（85－３・４－565）
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そ
の
結
果
、「
国
民
の
精
神
が
興
奮
状
態
に
な
る
と
、
波
風
が
立
つ
ご
と
に
民
衆
は
街
頭
に
出
て
右
往
左
往
し
、
不
満
顔
の
労
働
者

0

0

0

た
ち
が

あ
ち
こ
ち
で
群
れ
を
作
り
、
痩
せ
こ
け
た
顔
立
ち
と
怒
り
の
身
振
り
で
、
現
実
の
苦
し
み
と
想
像
上
の
不
平
不
満
に
つ
い
て
論
じ
合
う
」
こ

と
に
な
る
（ibid

）。

　

し
か
し
、
七
月
王
政
の
場
合
に
は
、
ま
が
り
な
り
に
も
「
一
八
年
間
」
も
の
平
和
が
維
持
さ
れ
た
（ibid., 25

）。
国
民
内
部
の
対
立
の
激

化
を
抑
制
し
て
、
非
妥
協
的
な
諸
シ
ス
テ
ム
を
単
一
の
シ
ス
テ
ム
に
ま
と
め
上
げ
た
の
は
、「
統
制
さ
れ
た
腐
敗
の
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
っ
た
。

　
　

 

彼
［
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
］
は
、
実
際
的
で
そ
れ
ほ
ど
感
傷
的
で
は
な
い
役
人
だ
っ
た
の
で
、
市
場
へ
と
入
っ
て
い
き
、
十
分
な
数
の
選
挙
民
と
同
志
を

買
い
入
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
礼
儀
作
法
」
は
慎
重
に
維
持
さ
れ
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
粗
野
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
懐
疑
主
義

に
は
非
常
に
耳
障
り
だ
か
ら
で
す
。
手
付
け
金
は
単
な
る
金
銭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
…
…
。
も
っ
と
礼
儀
正
し
い
品
物
、
つ
ま
り
、
政
府
の
官
職
な
の
で
す
。

…
…
あ
る
人
は
「
市
長
」
に
な
る
こ
と
を
望
み
、
ま
た
あ
る
人
は
、
自
分
の
息
子
を
サ
ン
シ
ー
ル
陸
軍
士
官
学
校
か
工
芸
学
校
に
入
れ
た
い
と
考
え
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
政
府
が
立
て
た
候
補
者
へ
の
投
票
に
よ
っ
て
得
ら
れ
、
そ
れ
は
日
常
茶
飯
事
の
こ
と
で
し
た
（ibid., 67-8

）。

ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
選
挙
に
お
け
る
買
収
を
通
じ
て
、
つ
ま
り
、
物
質
的
利
益
を
媒
介
に
し
て
、
国
民
内
部
の
分
断
を
抑
え
込
ん
だ
の

で
あ
る
。

　

こ
の
「
腐
敗
の
シ
ス
テ
ム
」
は
、「
好
調
な
商
業
に
牽
引
さ
れ
て
非
常
に
う
ま
く
機
能
し
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
結
局
は
単
な
る
暴
動
」

に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
が
二
月
革
命
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ク
ー
デ
タ
も
勃
発
し
た
（ibid., 68

）。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
一
八
五
一
年
の
ク
ー
デ
タ
直
前
の
社
会
状
況
を
大
革
命
後
の
歴
史
の
中
で
も
特
殊
な
も
の
と
見
な
し
た
。
大
革
命
後
に

は
、
別
々
の
政
治
観
を
持
つ
諸
陣
営
の
非
妥
協
的
対
立
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ク
ー
デ
タ
直
前
は
、
そ
れ
が
い
つ
で
も
勃
発
し
か
ね
な

い
特
殊
な
状
況
に
あ
る
中
で
、
将
来
に
対
す
る
民
衆
の
不
安
や
予
想
さ
れ
る
政
治
的
激
変
に
対
す
る
恐
怖
心
が
パ
ニ
ッ
ク
を
生
み
、
政
治
秩

（法政研究 85－３・４－566）
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序
そ
の
も
の
の
解
体
の
危
険
性
が
高
ま
っ
て
い
た
。

　
　

 
あ
る
国
が
一
定
期
間
内
に
起
こ
る
革
命
を
予
期
す
る
こ
と
な
ど
、
非
常
に
稀
な
こ
と
で
す
。
実
際
、
お
そ
ら
く
い
か
な
る
国
に
お
い
て
も
、
通
常
は
庶

民
が
革
命
を
予
期
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
。
物
事
を
深
く
考
え
る
人
々
は
先
の
見
通
し
を
立
て
る
で
し
ょ
う
が
、
大
衆
は
、
今
日
と
い
う
日
が

大
し
て
豊
か
で
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
明
日
も
今
日
と
変
わ
ら
な
い
、
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
革
命
の
期
日
が
決
め
ら
れ
る
と
、
状
況

は
一
変
し
ま
す
。
将
来
を
見
越
し
て
考
え
る
こ
と
か
ら
縁
遠
い
人
々
は
、
目
前
に
迫
っ
た
事
件
の
結
果
を
必
ず
大
げ
さ
に
考
え
る
も
の
で
す
。
と
に
か
く
、

五
週
間
前
［
五
一
年
一
二
月
初
、
大
統
領
任
期
切
れ
直
前
］
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
小
売
店
主
た
ち
は
、
五
二
年
五
月
の
こ
と
を
、
ま
る
で
こ
の
世
の
終

わ
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。
…
…
間
近
に
迫
っ
た
政
治
的
解
体
の
恐
怖
は
、
ど
ん
な
に
些
細
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
恩
着
せ
が
ま
し
く

そ
の
恐
怖
を
押
し
つ
け
て
く
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
彼
ら
に
は
想
像
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
。
…
…
そ
う
し
て
、
取
り
引
き
が
不
振
に
な
る
の
で
、

商
売
人
は
ま
す
ま
す
恐
怖
し
、
彼
ら
が
恐
怖
す
る
の
で
あ
ら
ゆ
る
取
り
引
き
が
不
可
避
的
に
悪
化
し
て
い
き
ま
し
た
（ibid., 31-2

）。

　

こ
の
よ
う
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
体
制
の
成
立
基
盤
を
、
体
制
に
対
す
る
民
衆
全
般
の
信
用
の
観
点
か
ら
捉
え
る
。

民
衆
は
よ
り
長
期
の
秩
序
を
保
障
す
る
政
治
体
制
を
望
む
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
ク
ー
デ
タ
直
前
の
第
二
共
和
政
は
、
取
り
付
け
騒
ぎ
寸

前
の
信
用
度
の
き
わ
め
て
低
い
体
制
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
ず
は
政
治
秩
序
を
創
出
し
て
、
統
治
に
対
す
る
信
用
を
回
復
す
る
こ
と

こ
そ
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　
　

 

政
府
の
第
一
の
義
務
は
、
社
会
生
活
と
洗
練
さ
れ
た
教
養
と
の
条
件
で
あ
る
産
業
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
で
す
。
…
…
ま
た
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う

な
激
し
や
す
い
国
に
お
い
て
は
、
…
…
い
つ
い
つ
ま
で
に
暴
動
が
起
こ
る
ぞ
、
と
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
が
懸
念
し
て
い
る
中
で
、
革
命

的
労
働
者

0

0

0

が
半
年
も
の
間
、
物
乞
い
状
態
に
あ
る
こ
と
ほ
ど
危
険
な
こ
と
は
な
い
、
と
私
が
主
張
す
る
こ
と
を
お
認
め
い
た
だ
き
た
い
。
公
正
な
手
段
か

（85－３・４－567）
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不
正
な
手
段
か
は
別
に
し
て
、
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
解
放
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
し
た
。
結
果
は
奇
跡
的
な
も
の
で
あ
り
、
死
の
時
刻
を
宣

告
さ
れ
た
た
め
に
死
に
か
け
て
い
た
の
に
、
そ
の
時
刻
が
過
ぎ
た
と
知
っ
た
途
端
生
き
返
っ
た
人
の
よ
う
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
震
え
な
が
ら
来
る
べ

き
革
命
を
待
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
到
来
し
て
過
ぎ
去
っ
た
と
思
い
き
や
、
す
ぐ
さ
ま
復
活
し
た
の
で
す
（ibid., 33

）。

　

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
ク
ー
デ
タ
と
そ
の
後
の「
当
座
の
独
裁
」を
擁
護
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、

「
最
高
か
つ
最
大
の
賭
け
に
興
じ
て
い
る
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
の
表
情
」
さ
な
が
ら
、「
見
る
か
ら
に
利
己
的
な
ゲ
ー
ム
」
を
楽
し
む
よ
う
に
ク
ー

デ
タ
に
「
没
頭
」
し
て
い
た
（ibid., 38

）。
こ
こ
に
は
、
一
個
人
の
利
己
的
行
為
が
公
的
性
質
を
帯
び
る
ま
で
に
秩
序
が
危
機
に
瀕
し
て
い

た
、
と
い
う
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
状
況
理
解
が
垣
間
見
え
る
。
彼
は
そ
こ
に
、
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
独
裁
の
正
当
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

第
二
節　

第
二
帝
政
の
不
安

　
「
ク
ー
デ
タ
書
簡
」
後
の
約
一
〇
年
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
五
二
年
一
一
月
に
皇
帝
と
な
り
「
継
続
的
な
独
裁
」
状
態
に
入
っ
た
ナ
ポ
レ
オ

ン
三
世
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
扱
っ
た
論
考
を
残
し
て
い
な
い
。
彼
が
再
び
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
つ
い
て
論
じ
は
じ
め
た
の
は
、
六
三
年
で
あ

る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
、
立
法
院
選
挙
に
お
い
て
野
党
が
議
席
を
伸
ば
す
事
態
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
自
ら
に

対
す
る
国
民
の
飽
き
を
見
て
と
り
、
自
由
主
義
的
な
政
策
を
推
し
進
め
、「
自
由
帝
政
」
と
し
て
区
分
さ
れ
る
支
配
体
制
へ
の
転
換
を
図
る

端
緒
に
立
っ
て
い
た（

８
）。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
自
由
帝
政
化
に
好
意
的
な
評
価
を
下
し
た
。
た
と
え
ば
、
自
由
帝
政
化
の
最
終
盤
の
七
〇
年
に
は
、
国
民
の
政
治
的
自
由

の
実
現
と
帝
政
と
が
十
分
両
立
可
能
だ
と
言
い
切
り
、
む
し
ろ
政
治
秩
序
の
安
定
の
た
め
に
も
、
帝
政
を
前
提
に
さ
ら
な
る
自
由
化
を
模
索

す
べ
き
だ
と
提
言
し
て
い
る
（Bagehot

［1870c: 147-50

］）。

（法政研究 85－３・４－568）
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し
か
し
、
帝
政
そ
れ
自
体
の
成
立
基
盤
に
つ
い
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
楽
観
視
で
き
た
の
は
、
六
九
年
か
ら
七
〇
年
前
半
ま
で
の
ご
く
短
期
間

で
あ
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
い
う
特
異
な
人
物
の
「
個
人
的
支
配
」
で
あ
る
こ
と
に
帝
政
の
最
大
の
弱
点
を
看
取
し
た
こ
と
が
、
主
た

る
理
由
で
あ
る
（ibid., 148-9

）。

　

こ
の
弱
点
は
、
六
五
年
の
論
考
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
継
者
問
題
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
は
、
皇
帝
の

産
業
振
興
策
に
よ
り
「
現
在
の
物
資
を
獲
得
」
し
、「
産
業
界
が
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
も
の
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
フ
ラ

ン
ス
の
信
用
」
も
こ
れ
ま
で
維
持
さ
れ
て
き
た
。
信
用
取
引
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
家
に
相
談
し
て
み
れ
ば
、「
一
八
四
八
年
の
こ
と

は
気
に
な
さ
い
ま
せ
ん
ね
。
私
は
気
に
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
こ
れ
に
対
し
て
、
ど
う
返
答

す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
」
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
問
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
安
定
や
経
済
的
繁
栄
に
対
す
る
彼
の
見
通
し
は
明
る
く
な
い
。
な

ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
よ
っ
て
の
み
実
現
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
（Bagehot

［1865: 115

］）。

　
　

 

現
在
の
政
府
が
明
ら
か
に
頼
り
き
り
権
力
を
与
え
て
い
る
先
は
、
当
世
の
カ
エ
サ
ル
で
あ
る
。
こ
の
特
異
な
人
物
が
テ
ュ
イ
ル
リ
ー
宮
を
占
拠
し
続
け
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
現
在
の
政
府
は
持
続
す
る
。
民
主
的
専
制
君
主
、
あ
る
い
は
代
表
者
的
専
制
君
主
は
、
民
衆
の
意
志
を
言
い
当
て
、
そ
れ
を
実
行
に

移
す
才
能
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
才
能
が
世
襲
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
（ibid

）。

こ
の
よ
う
に
第
二
帝
政
は
、
皇
帝
の
政
治
的
資
質
に
依
拠
し
て
の
み
成
立
す
る
き
わ
め
て
「
個
人
的
な
」
政
治
体
制
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

「
結
局
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
幸
福
は
、
短
期
だ
け
貸
与
さ
れ
た
幸
福
に
す
ぎ
」
ず
、「
そ
の
幸
福
は
、
も
う
若
く
も
な
く
、
代
わ
り
も
い
な
い
、

ま
た
い
つ
も
思
考
し
、
か
つ
実
際
に
存
在
し
て
い
る
一
人
の
人
間
の
寿
命
と
と
も
に
終
わ
る
」（ibid

）。

　

六
七
年
の
論
考
で
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
家
を
再
登
場
さ
せ
、
投
資
に
対
す
る
銀
行
家
自
身
の
臆
病
さ
に
つ
い
て
、「
パ
リ

に
住
む
私
た
ち

0

0

0

に
は
革
命
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
一
八
四
八
年
に
こ
こ
に
は
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
私0

は
い
た
の
で
す
」
と
語
ら
せ

（85－３・４－569）
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て
、「
フ
ラ
ン
ス
人
の
議
論
は
政
治
的
混
乱
に
つ
い
て
の
言
及
か
ら
始
ま
る
」
と
説
明
を
加
え
て
い
る
（Bagehot

［1867: 119

］）。
こ
の
よ

う
に
第
二
帝
政
は
、
そ
の
表
面
上
の
政
治
的
安
定
性
や
経
済
的
繁
栄
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
一
人
で
構
想
し
実
現
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン

三
世
の
個
人
的
支
配
ゆ
え
、
皇
帝
没
後
の
革
命
に
対
す
る
国
民
の
潜
在
的
な
不
安
を
払
拭
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト

は
判
断
し
た
。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
自
由
帝
政
化
に
よ
り
、
皮
肉
な
こ
と
に
革
命
の
危
機
が
一
層
増
し
た
と
考
え
た
。
六
〇
年
代
終
盤
に
は
、
メ
キ
シ
コ
出

兵
な
ど
の
対
外
政
策
の
失
敗
も
あ
っ
て
、
帝
政
に
対
す
る
国
民
の
支
持
が
さ
ら
に
低
下
し
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
は
こ
れ
を
国

民
の
「
個
人
権
力
の
否
認
」
と
捉
え
、
批
判
を
か
わ
す
た
め
に
立
法
院
の
権
限
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
が
、
こ
れ
に
も
革
命
の
危
険
性
が
あ
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
、
強
力
な
権
力
者
が
「
目
に
見
え
な
い
束
縛
に
自
ら
服
す
る
」
よ
う
な
こ
と
は
、「
古
代
人
が
不
可
能
だ
と
考
え
た
よ
う
に
」

あ
り
え
ず
、
個
人
的
支
配
と
立
憲
的
な
議
会
政
治
は
本
質
的
に
両
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
帝
政
に
お
い
て
は
「
立
憲
君
主

制
」
は
成
立
し
な
い
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
見
通
し
で
は
、
皇
帝
側
が
こ
の
ま
ま
立
法
院
に
権
力
の
座
を
明
け
渡
す
こ
と
は
な
い
。
皇
帝
は
、
議

会
中
心
の
統
治
の
失
敗
を
確
信
し
て
い
る
た
め
、「
敵
の
失
策
」
の
結
果
、
再
び
政
治
的
実
権
が
転
が
り
込
む
ま
で
「
待
機
戦
術
」
を
採
っ

て
い
る
。
秩
序
の
安
定
と
の
関
連
で
む
し
ろ
懸
念
す
べ
き
は
、
リ
ベ
ラ
ル
や
「
赤
の
党
」
な
ど
反
皇
帝
勢
力
の
動
き
で
あ
る
。
こ
の
勢
力
の

「
暴
力
に
よ
り
、
一
瞬
に
し
て
帝
政
が
打
倒
さ
れ
る
こ
と
」に
な
れ
ば
、「
革
命
と
反
革
命
」の
応
酬
が
続
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い（Bagehot

［1869: 133-4

］）。

　

革
命
の
脅
威
に
関
し
て
は
、
帝
政
と
議
会
政
治
と
が
両
立
可
能
だ
と
判
断
し
た
七
〇
年
に
な
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
も
論
じ

る
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
「
国
民
投
票
」
を
自
ら
の
権
力
の
拠
り
所
と
し
た
が
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
自
体
が
「
帝
政
か

革
命
か
」
を
国
民
に
選
択
さ
せ
、
秩
序
の
安
定
を
保
守
的
な
農
民
層
に
選
択
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
革
命
封
じ
の
方
策
と
し
て
機
能
し

て
い
た
（Bagehot

［1870a: 140

］）。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
二
帝
政
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
い
う
独
特
の
個
性
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
支
配
体
制
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
バ

（法政研究 85－３・４－570）



不信のシステム（遠山）

1347

ジ
ョ
ッ
ト
が
危
惧
し
た
の
は
、
皇
帝
没
後
の
後
継
者
問
題
で
あ
り
、
政
治
秩
序
の
維
持
に
対
す
る
不
安
が
潜
在
的
な
脅
威
と
な
っ
て
革
命
の

可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
不
安
定
な
国
民
の
精
神
状
態
で
あ
っ
た
。
帝
政
が
崩
壊
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
も
亡
命
先
の
イ
ギ
リ
ス
で
死
去

（
七
三
年
一
一
月
）
し
て
一
年
が
経
過
し
た
後
、
彼
は
次
の
よ
う
に
帝
政
期
を
回
顧
し
て
い
る
。

　
　

 

イ
ギ
リ
ス
は
、
い
つ
も
安
全
な
統
治
を
保
ち
続
け
て
き
た
の
で
、
そ
れ
が
な
い
こ
と
の
悪
を
想
像
す
る
の
は
困
難
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
…
…
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
産
業
活
動
の
す
べ
て
は
、
比
類
な
き
信
用
と
信
頼
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
信
用
と
信
頼
は
、
か
す
か
な
革
命
の
予
感
に
よ
っ
て
、
一

瞬
に
し
て
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
。
…
…
ロ
ン
バ
ー
ド
街
が
数
か
月
間
無
法
者
た
ち
の
手
に
落
ち
る
こ
と
を
想
像
し
て
み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
恐

怖
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
破
滅
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
帝
政
が
彼
ら
を
守
る
と
考
え
た
。
帝
政

成
立
前
に
は
、
彼
ら
は
革
命
を
恐
れ
た
。
帝
政
終
了
後
、
革
命
が
再
び
開
始
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
が
革
命
勃
発
の
不
安
を
感
じ
ず
に
済
ん
だ
の
は
、

帝
政
の
間
だ
け
で
あ
っ
た
（Bagehot
［1874a: 169

］）。

こ
の
議
論
で
は
、
第
三
共
和
政
に
お
け
る
政
治
的
混
乱
と
の
対
比
で
、
帝
政
期
の
議
論
よ
り
も
帝
政
の
安
定
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
フ

ラ
ン
ス
国
民
が
帝
政
期
に
も
革
命
に
対
す
る
危
機
感
を
抱
き
続
け
て
い
た
こ
と
を
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
幾
度
も
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
帝
政
で
は
、
そ
う
し
た
「
信
用
と
信
頼
」
の
欠
如
し
た
中
で
、
体
制
の
長
期
的
な
展
望
を
許
さ
な

い
「
個
人
的
支
配
」
が
二
〇
年
近
く
に
わ
た
り
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節　

不
信
の
シ
ス
テ
ム
―
―
第
二
帝
政
の
政
治
秩
序

　

本
節
で
は
、
長
期
的
な
秩
序
維
持
の
条
件
に
乏
し
い
フ
ラ
ン
ス
支
配
の
た
め
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
つ
く
り
上
げ
た
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が

（85－３・４－571）
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考
え
た
第
二
帝
政
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
第
二
帝
政
は
ま
さ
に
、「
不
信
の
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ぶ
べ
き
支
配
体
制
で
あ
っ

た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
第
二
帝
政
が
秩
序
維
持
に
成
功
し
た
理
由
は
、「
固
定
性
（fixity

）」
に
基
づ
く
支
配
に
あ
っ
た
。
彼
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
第
二
帝
政
は
「
失
敗
作
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
と
論
じ
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

　
　

 

フ
ラ
ン
ス
人
に
は
、
自
由
な
思
考
よ
り
も
、
議
会
政
治
よ
り
も
、
外
交
上
の
成
功
よ
り
も
、
大
切
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
固
定
性

0

0

0

で
あ
る
。
明
日
も
今

日
と
同
様
に
、
来
月
も
今
月
と
同
様
に
、
来
年
も
今
年
と
同
様
に
、
同
じ
政
府
を
保
ち
続
け
る
保
証
を
、
彼
は
欲
す
る
。
彼
は
、
常
に
革
命
を
引
き
起
こ

す
力
が
存
在
す
る
中
で
生
き
て
い
る
。
彼
は
い
つ
も
革
命
の
勃
発
を
想
像
し
て
い
る
。
一
七
九
三
年
の
恐
怖
を
聞
い
て
き
た
し
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
敗
北
を

目
の
当
た
り
に
し
た
。
だ
か
ら
、
革
命
を
防
ぎ
そ
れ
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
強
力
か
つ
持
続
的
な
勢
力
を
何
よ
り
も
望
ん
で
い
る
（Bagehot

［1874a: 169

］）。

別
の
論
考
で
も
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、「
フ
ラ
ン
ス
が
こ
だ
わ
っ
て
い
る
」
こ
と
と
し
て
、「
固
定
性
」
に
言
及
し
、
そ
の
理
由
に
、「
絶
え
間
な
い

論
争
」
と
頻
繁
な
支
配
者
の
交
代
に
対
す
る
国
民
の
「
忍
耐
力
」
の
欠
如
を
挙
げ
た
。
こ
こ
に
は
、
討
論
が
生
み
出
す
政
治
的
変
化
を
忌
避

す
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
政
治
的
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
改
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
守
す
る
」
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
的
保
守
性

と
は
異
な
り
、
国
民
を
現
状
に
つ
な
ぎ
止
め
る
こ
と
で
成
立
す
る
支
配
方
法
で
あ
っ
た
（Bagehot

［1874b: 175

］）。
政
治
秩
序
の
保
証

に
対
す
る
国
民
の
不
信
は
、「
固
定
性
」
と
い
う
政
治
的
要
求
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。

　

固
定
性
は
、
革
命
を
予
防
す
る
た
め
の
実
力
に
よ
る
支
配
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
支
配
は
体
制
全
体
が

し
っ
か
り
と
固
定
さ
れ
る
。

　
　

 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
支
配
者
は
パ
リ
の
街
頭
で
選
ば
れ
る
。
民
主
的
帝
政
は
世
襲
制
に
な
る
だ
ろ
う
と
お
だ
て
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
深
く
観
察
し
て
み

（法政研究 85－３・４－572）
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れ
ば
、
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
の
支
配
体
制
は
、
能
力
に
お
い
て
も
、
判
断
に
お
い
て
も
、
本
能
に
お
い
て
も
、
民
衆

を
代
表
す
る
の
は
皇
帝
だ
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
十
分
に
、
い
や
半
分
で
も
十
分
に
や
っ
て
の
け
る
人
物
を
何

世
代
に
も
わ
た
っ
て
輩
出
で
き
る
家
系
な
ど
存
在
し
な
い
。
国
民
代
表
の
性
格
を
持
つ
専
制
君
主
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
よ
う

に
、
闘
争
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。
そ
う
し
た
統
治
形
態
は
、
他
の
欠
点
は
さ
て
お
き
、
管
理
運
営
上
の
質
や
能
力
と
い
う
点
で
、
他
の
統
治
形
態
よ
り
も

期
待
で
き
る
。
政
府
の
指
導
者
は
最
高
の
能
力
を
持
っ
た
人
物
に
ち
が
い
な
く
、
そ
う
で
な
い
な
ら
、
そ
の
地
位
も
、
自
ら
の
生
命
も
維
持
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
彼
は
積
極
的
に
行
動
す
る
。
も
し
行
動
を
怠
れ
ば
、
自
ら
の
権
力
や
、
お
そ
ら
く
命
さ
え
も
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
国
家
の
枠
組
み
全
体
は
、
革
命
を
抑
え
込
む
た
め
に
緊
張
し
き
っ
て
い
る
（Bagehot

［1865-7, 72: 334, 230

］）。

こ
の
よ
う
な
「
民
主
的
専
制
」
に
は
、「
民
衆
を
完
全
に
抑
え
込
み
な
が
ら
完
全
に
満
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
特
有
の
困
難

が
あ
る
（ibid

）。

　

こ
の
固
定
性
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
お
け
る
「
平
等
性
」
の
重
要
視
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

彼
ら
［
フ
ラ
ン
ス
人
］
が
大
い
に
気
に
か
け
る
の
は
、
社
会
的
平
等
で
あ
る
。
そ
れ
を
無
能
力
の
平
等
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
と
も
か
く
平
等
は
平
等
で

あ
る
。
帝
政
が
こ
れ
を
保
証
す
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
、
…
…
目
に
見
え
る
効
果

0

0

を
大
い
に
気
に
か
け
る
（Bagehot

［1863a: 90

］）。

こ
の
観
点
か
ら
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
英
仏
の
「
国
民
感
情
」
を
次
の
よ
う
に
比
較
し
て
い
る
。

　
　

 

問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
そ
う
し
た
［
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
］
国
制
の
採
用
を
望
ま
な
い
こ
と
に
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

0

0

0

0

0

は
現
在
、
貴
族

0

0

と
同
程

度
に
不
人
気
で
あ
る
。
平
等
を
求
め
る
国
民
感
情
が
あ
ま
り
に
も
強
い
の
で
、
他
の
す
べ
て
の
こ
と
が
犠
牲
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
自
由
な
統
治
に
は
特
権

（85－３・４－573）
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が
付
随
す
る
。
無
教
養
層
よ
り
も
教
養
層
に
よ
り
大
き
な
権
力
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
由
で
あ
り
か
つ
平
等
で
も
あ
る
た
め

の
方
法
な
ど
存
在
し
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
は
後
者
を
、
イ
ギ
リ
ス
は
前
者
を
選
ん
だ
（ibid., 94

）。

こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
平
等
志
向
は
、「
世
襲
」
や
歴
史
に
よ
る
成
果
と
し
て
の
教
養
に
対
す
る
拒
否
感
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
国
民
は
平
等
性
を
基
礎
に
政
治
秩
序
を
組
み
上
げ
る
た
め
、「
教
養
層
」
の
政
治
的
影
響
力
は
弱
く
、
む
し
ろ
「
無
教
養
層
」
に
嫌
悪

さ
れ
、
国
政
を
主
導
す
る
勢
力
に
は
な
り
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
の
世
論
は
「
議
論
よ
り
も
感
情
で
動
く
無
教
養
大
衆
」
の
願
望

が
支
配
し
、「
高
度
に
か
つ
論
理
的
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
動
機
」
も
消
滅
し
て
し
ま
う
（ibid., 92-3

）。

　

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
政
は
、
農
民
層
を
中
心
と
す
る
無
教
養
層
の
意
見
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
「
口
の

き
け
な
い
大
衆
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
民
主
的
専
制
君
主
」
が
代
弁
者
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

 

民
主
的
専
制
は
、
神
政
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
不
可
謬
性
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
主
的
専
制
君
主
は
言
う
。「
私
は
民
衆
の
代
表

者
で
あ
る
。
彼
ら
が
望
ん
で
い
る
か
ら
、
私
は
こ
こ
に
い
る
の
だ
」
と
（Bagehot

［1865: 114

］）。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
民
衆
の
代
弁
者
で
あ
る
こ
と
を
自
他
と
も
に
認
め
る
皇
帝
の
全
権
掌
握
が
可
能
と
な
る
。「
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
対
す

る
民
衆
の
支
持
」
は
、「
農
民
の
無
知
に
よ
る
保
守
主
義
」
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
（Bagehot

［1870e: 159

］）。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ

れ
ば
、
第
二
帝
政
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
「
す
べ
て
が
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
彼
が
全
知
全
能
の
存
在
と
し
て
動
か
な
け
れ
ば
、
彼

の
意
志
を
実
行
に
移
す
た
め
に
任
命
さ
れ
た
行
政
官
に
よ
る
実
質
的
な
審
査
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
」
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
こ
れ

を
「
カ
エ
サ
ル
主
義
の
シ
ス
テ
ム
」
と
表
現
し
た
（ibid., 156-8

）。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
、「
口
の
き
け
な
い
大
衆
」
の
指
導
に
成
功
し
た
理
由
は
、「
多
数
者
の
そ
の
時
々
の
欲
求
を
即
座
に
、
効
率
的
に
、

（法政研究 85－３・４－574）
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か
つ
完
璧
に
具
体
化
」
で
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
（Bagehot

［1865: 112

］）。
そ
の
方
法
を
制
度
化
し
た
の
が
、
第
二
帝
政
を
特
徴
づ
け
る

「
国
民
投
票
」
で
あ
る
。
国
民
投
票
自
体
は
、
帝
政
再
建
の
是
非
を
問
う
た
一
八
五
二
年
一
一
月
の
投
票
以
降
、
帝
政
末
期
の
七
〇
年
五
月

ま
で
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、「
不
信
の
シ
ス
テ
ム
」維
持
の
秘
訣
は
国
民
投
票
に
象
徴
さ
れ
る
支
配
方
式
に
あ
っ
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
普
通
選
挙
の
極
端
な
形
式
」
で
あ
り
、「
承
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、『
民
主
的
帝
政
』
と
い
う
議
会
に
基
礎
を
置
か
な
い
国
制
を
維

持
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
国
民
の
た
め
に
骨
折
り
を
続
け
る
」
と
い
う
「
約
束
と
引
き
換
え
に
信
任
を
お
願
い
す
る

と
い
う
も
の
」
で
あ
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
、
こ
の
約
束
に
よ
っ
て
「
お
お
よ
そ
の
支
配
権
を
維
持
し
て
き
た
」
の
だ
が
、
国
民
投
票

は
、
あ
く
ま
で
も
彼
個
人
に
対
す
る
信
任
投
票
に
と
ど
ま
り
、「
習
慣
や
慣
習
か
ら
成
長
す
る
植
物
の
よ
う
に
王
朝
全
体
の
立
場
を
強
め
る
」

よ
う
な
制
度
で
は
な
い
（Bagehot
［1870a: 139-40

］）。
こ
の
議
論
か
ら
は
、『
イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
「
尊
厳
的
部
分
」
と
の
対
比
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
民
の
「
崇
敬
心
」
を
喚
起
し
、
国
制
に
対
す
る
服
従
を
継
続
的
に
調
達
す
る
役
割
を
君
主
や
貴
族
が
果
た
し
て

き
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
は
、
そ
の
時
々
の
国
民
か
ら
の
当
座
の
支
持
を
不
断
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
支
持
の

確
認
は
、
将
来
的
な
政
治
プ
ラ
ン
の
評
価
で
は
な
く
、
現
状
追
認
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
反
復
だ
け
が
帝
政
を
支
え
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、

国
民
投
票
が
作
り
出
す
フ
ラ
ン
ス
農
民
層
の
保
守
性
を
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
「
固
定
性
」
の
観
点
か
ら
理
解
し
た
。

　

こ
の
支
持
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
「
偉
大
な
名
前
に
対
す
る
大
衆
の
漠
然
と
し
た
好
意
」
に
支
え
ら
れ
る
が
（Bagehot

［1870e: 

156

］）、
そ
う
し
た
過
去
の
栄
光
だ
け
で
は
、
国
民
の
支
持
を
つ
な
ぎ
止
め
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、「
カ
エ
サ
ル
主
義
」

に
基
づ
く
第
二
帝
政
を
、「
世
界
史
上
初
の
真
に
最
も
洗
練
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

民
主
政
治
」
に
位
置
づ
け
、「
民
衆
の
本
能
と
結
び
つ
い
た
絶
対
的
な
支

配
」が
目
的
に
掲
げ
る「
大
衆
の
福
祉
」と
は
、「
現
在
の
群
衆
の
現
在
の
善
」、
端
的
に
は「
パ
ン
と
肉
」の
提
供
だ
と
論
じ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

第
二
帝
政
は
「
金
銭
」
と
い
う
「
権
力
を
集
中
さ
せ
る
」
こ
と
に
「
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
真
の
原
理
」
を
置
く
（Bagehot

［1865: 112-5

］）。

こ
の
よ
う
に
、
第
二
帝
政
は
、
目
先
の
生
活
物
資
の
提
供
と
そ
の
見
返
り
と
し
て
の
皇
帝
に
対
す
る
支
持
と
の
互
恵
関
係
に
支
え
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
関
係
の
継
続
も
ま
た
、
政
治
の
役
割
を
、
生
活
必
需
品
の
提
供
を
通
じ
た
国
民
の
生
命
維
持
装
置
へ
と
矮
小
化
す
る
こ
と
で
、
フ

（85－３・４－575）
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ラ
ン
ス
政
治
社
会
を
固
定
す
る
「
惰
性
の
力
」
と
し
て
働
い
た
（Bagehot

［1870b: 145

］）。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、「
最
大
多
数
の
現
在
の
幸
福

0

0

0

0

0

」
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
第
二
帝
政
は
フ
ラ
ン
ス
史
上
最
良
の
支
配

で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
彼
は
、「
支
配
の
真
の
ね
ら
い
と
目
的
」
は
、「
将
来
の
向
上
」
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、

言
論
が
規
制
さ
れ
、
教
養
層
に
対
す
る
嫌
悪
も
相
ま
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
言
論
界
の
洗
練
さ
れ
た
活
発
な
議
論
が
民
衆
に
は
届
か
ず
に
、「
教

育
機
能
が
停
止
」
し
て
い
る
状
況
を
、
帝
政
ゆ
え
の
欠
点
だ
と
批
判
し
た
。
加
え
て
、
皇
帝
と
国
民
と
の
関
係
が
、
将
来
の
改
善
は
お
ろ
か
、

現
状
維
持
す
ら
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
「
現
在
の
退
廃
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
帝
政
の
問
題
を
見
た
。
そ
の
惨
状
は
、「
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に

中
央
政
府
の
支
援
や
助
け
、
後
押
し
が
必
要
と
さ
れ
る
」
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
程
度
は
「
人
間
本
性
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
重
荷
を
課

す
」
ほ
ど
で
あ
る
。「
現
在
の
幸
福
」
を
求
め
国
民
の
政
府
依
存
が
、
将
来
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
社
会
を
食
い
物
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
（Bagehot

［1865: 113-5

］）。

　

こ
の
よ
う
に
、
政
治
秩
序
維
持
の
見
通
し
が
立
た
な
い
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
世
紀
の
「
カ
エ
サ
ル
」
で
あ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
、
実
力

の
行
使
を
背
景
に
、
国
民
に
対
し
て
「
パ
ン
」
に
象
徴
さ
れ
る
目
先
の
生
活
物
資
の
供
給
を
絶
え
ず
行
っ
て
い
く（

９
）。

そ
の
見
返
り
と
し
て
、
皇

帝
に
対
す
る
国
民
の
支
持
が
表
明
さ
れ
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
た
互
酬
の
繰
り
返
し
を
通
じ
て
第
二
帝
政
に
よ
る
支
配
が
維
持
さ
れ
て

き
た
と
分
析
し
た
。
皇
帝
は
、
国
民
の
支
持
を
つ
な
ぎ
止
め
る
た
め
に
日
々
「
積
極
的
に
行
動
」
し
て
恩
恵
を
与
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

政
治
的
思
考
力
を
持
た
な
い
国
民
は
、
自
ら
の
懐
に
、
あ
る
い
は
口
に
恩
恵
が
転
が
り
込
む
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ぎ
り
で
帝
政
を
支
持
す
る
。

質
的
な
向
上
を
も
た
ら
さ
な
い
、
生
命
体
の
単
な
る
個
体
維
持
に
も
似
た
こ
の
固
定
的
な
関
係
も
ま
た
、
将
来
の
政
治
的
安
定
を
保
証
し
な
い
。

し
か
し
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
秩
序
の
崩
壊
を
幾
度
も
経
験
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
よ
う
な
近
視
眼
的
な
支
配
方
式
を
通
じ
て
の
み
政

治
秩
序
が
成
立
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

（法政研究 85－３・４－576）
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第
四
節　

第
二
帝
政
の
崩
壊

　
「
不
信
の
シ
ス
テ
ム
」
は
、
皇
帝
と
国
民
と
の
相
互
依
存
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
。
国
民
は
無
知
で
あ
る
た
め
、
す
べ
て
の
政
治
的
判

断
を
皇
帝
に
委
ね
る
。
頭
脳
と
し
て
の
皇
帝
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
る
国
民
と
の
将
来
的
見
通
し
な
き
一
体
化
に
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ

る
、
と
い
う
の
が
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
第
二
帝
政
論
の
核
心
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
第
二
帝
政
末
期
の
諸
論
考
を
中
心
に
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の

欠
陥
を
め
ぐ
る
彼
の
議
論
を
検
討
す
る
。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
帝
政
の
崩
壊
後
、
後
づ
け
的
に
そ
の
維
持
の
難
し
さ
を
指
摘
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
八
六
〇
年
代
の
終
盤
に
彼
は
、
帝

政
の
基
本
構
造
と
も
言
う
べ
き
皇
帝
と
―
国
民
の
一
体
性
が
弛
緩
し
は
じ
め
て
い
る
と
論
じ
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
自
由
帝
政
化
の

中
、「［
従
来
と
は
］
異
な
る
も
の
を
欲
す
る
…
…
新
た
な
世
代
が
成
長
」
し
て
、
帝
政
が
「
不
人
気
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
（Bagehot

［1869: 

131

）
（1
（

］）。
た
だ
し
、
新
世
代
の
登
場
も
、
自
由
帝
政
化
の
一
層
の
促
進
に
よ
り
軟
着
陸
が
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
帝
政
の
維
持
こ
そ
が
、

秩
序
の
急
激
な
破
壊
を
防
ぐ
術
だ
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
提
言
し
た
（ibid., 132

）。

　

議
会
へ
の
権
限
の
委
譲
や
出
版
・
集
会
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
結
果
、
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
軍
隊
に
よ
っ
て
鎮
圧
せ
ざ
る
を

え
な
い
状
況
に
陥
る
と
、
七
〇
年
五
月
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
反
帝
政
の
動
き
を
封
じ
る
た
め
に
、
自
由
帝
政
化
の
是
非
を
問
う
と
い
う
方

法
で
国
民
投
票
を
実
施
し
て
権
力
基
盤
の
回
復
を
図
っ
た
。
結
果
は
、
賛
成
七
三
三
万
六
千
票
、
反
対
一
五
六
万
票
、
棄
権
一
八
九
万
四
千

票
で
、
一
八
五
一
年
の
国
民
投
票
よ
り
も
大
き
な
支
持
が
表
明
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
に
皇
帝
は
満
足
し
内
閣
も
安
堵
し
た
（
高
村
［2004: 

119-20

］; 

鹿
島
［2004: 547-8

］）。

　

こ
の
結
果
に
対
し
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
両
義
的
な
評
価
を
下
し
た
。
た
し
か
に
国
民
投
票
に
よ
っ
て
農
民
を
中
心
と
し
た
保
守
層
の
革
命
に
対

す
る
危
機
感
が
表
明
さ
れ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
支
配
が
承
認
さ
れ
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
他
方
で
、
パ
リ
や
マ
ル
セ
イ
ユ
の
よ
う
な
大

都
市
の
み
な
ら
ず
、
帝
政
支
持
基
盤
と
見
な
さ
れ
て
き
た
ボ
ー
ヌ
の
よ
う
な
中
規
模
の
都
市
で
も
皇
帝
に
対
す
る
不
支
持
の
実
態
が
明
ら
か

（85－３・４－577）
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に
な
り
、「
非
常
に
大
き
な
、
か
つ
脅
威
と
な
る
感
情
の
変
化
」
が
表
面
化
し
た
。
さ
ら
に
「
軍
隊
の
規
律
」
に
多
く
を
負
う
体
制
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
軍
人
の
か
な
り
の
数
の
反
対
票
と
棄
権
に
よ
っ
て
、
帝
政
に
対
す
る
不
満
が
「
公
然
と
表
明
さ
れ
」、
軍
人
た
ち
の
「
感
情
の

変
化
」
も
ま
た
露
わ
に
な
っ
た
（Bagehot

［1870b: 144

］）。

　

こ
の
よ
う
に
六
〇
年
代
終
盤
に
は
、
皇
帝
と
国
民
の
一
体
性
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
、
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
見
た
。
そ
の
流
れ
を
挽
回
す
る
た

め
の
自
由
帝
政
化
は
、
帝
政
に
対
す
る
批
判
の
声
を
表
面
化
さ
せ
る
と
い
う
皮
肉
な
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
国
民
投
票
前

と
同
じ
く
、
彼
の
判
断
で
は
、
世
代
の
変
化
に
適
応
す
る
自
由
帝
政
化
に
よ
っ
て
、
皇
帝
の
権
限
は
減
じ
る
が
、
帝
政
の
維
持
自
体
は
可
能

で
あ
り
、
安
定
的
な
国
民
生
活
の
た
め
に
は
そ
れ
が
望
ま
し
く
も
あ
っ
た
（Bagehot

［1870c: 148

］）。

　

し
か
し
、
自
由
帝
政
の
流
れ
は
、
七
〇
年
七
月
の
普
仏
戦
争
に
よ
っ
て
突
如
終
焉
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ナ
ポ

レ
オ
ン
三
世
に
対
す
る
見
方
を
一
変
さ
せ
な
け
れ
ば
、
こ
の
「
突
然
の
宣
戦
布
告
」
を
説
明
で
き
な
い
。

　
　

 

一
連
の
行
為
を
説
明
す
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
に
関
す
る
近
年
の
見
方
の
す
べ
て
を
改
め
、
貴
重
な
政
治
家
と
し
て
の
彼
の
こ
と
、
そ
し
て
、
何
年
も

の
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
の
管
理
人
で
あ
り
守
護
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
ク
ー
デ
タ

0

0

0

0

に
続
く
日
々
を
思
い
起
こ

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
い
か
な
る
悪
事
を
も
計
画
し
、
い
か
な
る
犯
罪
に
も
手
を
染
め
る
こ
と
が
で
き
る
ギ
ャ
ン
ブ

ラ
ー
、
な
ら
ず
者
で
あ
り
、
無
断
で
他
国
を
侵
略
し
、
彼
自
身
や
フ
ラ
ン
ス
の
た
め
だ
と
考
え
る
な
ら
、
戦
争
の
し
か
る
べ
き
口
実
さ
え
も
必
要
と
し
な

い
人
物
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
（Bagehot

［1870d: 151

］）。

「
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
」
や
「
な
ら
ず
者
」
と
い
う
表
現
は
、「
ク
ー
デ
タ
書
簡
」
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
三
世
が
「
私
的
な
ゲ
ー
ム
」
に
興
じ
る
私
人
へ
と
回
帰
し
た
の
だ
、
と
い
う
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
理
解
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
エ
ム
ス

電
報
事
件
に
至
る
一
連
の
過
程
を
経
て
生
じ
た
フ
ラ
ン
ス
世
論
の
高
揚
に
押
さ
れ
る
形
で
布
告
に
踏
み
切
っ
た
の
で
は
な
く
、
皇
帝
は
「
は

（法政研究 85－３・４－578）
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じ
め
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
戦
争
を
企
図
し
て
」
お
り
、
ス
ペ
イ
ン
王
位
継
承
問
題
は
「
口
実
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
皇
帝
は
、
反
対
す
る

議
会
を
無
視
し
て
、
国
民
投
票
で
反
対
票
を
投
じ
た
「
兵
士
た
ち
を
喜
ば
せ
、
あ
る
い
は
帝
室
を
維
持
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
気
晴

ら
し
の
た
め
の
」
戦
争
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
（ibid., 152-3

）。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
帝
政
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
あ
っ
け
な
い
敗
戦
の
原
因
は
、
帝
政
の
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
に
あ
っ
た
。

彼
が
注
目
し
た
の
は
、「
個
人
的
支
配
」
が
フ
ラ
ン
ス
軍
事
組
織
に
与
え
た
打
撃
で
あ
る
。

　
　

 ［
帝
政
の
転
覆
は
］
カ
エ
サ
ル
主
義
の
本
質
に
理
由
が
あ
る
こ
と
に
は
、
ま
っ
た
く
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
責
任
と
人
々
の
協
力
と
を

生
み
出
す
中
間
的
な
結
節
点
の
不
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
、
必
然
的
に
王
と
国
民
と
の
間
に
そ
れ
が
生
じ
る
。
国
民
投
票
の
目
的
は
ま
さ

に
こ
こ
に
あ
り
、
皇
帝
に
権
威
を
与
え
、
皇
帝
と
対
立
す
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
中
間
的
権
力
が
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
皇
帝
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
（Bagehot

［1870e: 156

］）。

こ
の
よ
う
な
中
間
組
織
の
無
力
化
が
普
仏
戦
争
で
顕
著
に
表
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
カ
エ
サ
ル
主
義
の
シ
ス
テ
ム
で
は
皇
帝
が
軍
隊
そ
の
も

の
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
が
全
軍
隊
の
指
揮
を
す
み
ず
み
ま
で
執
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
部
下
に
指
揮
権
を
委
ね

ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
皇
帝
の
ご
機
嫌
伺
い
の
術
だ
け
で
出
世
し
て
き
た
第
二
帝
政
下
の
軍
人
た
ち
に
軍
隊
の
指
揮
能
力
は
な
い
。
そ

の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
「
団
結
精
神

0

0

0

0

」
が
破
壊
さ
れ
た
。
皇
帝
と
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
し
か
持
た
な
い
軍
の
各
組
織
は
、
こ
う
し
て
機

能
不
全
に
陥
っ
た
（ibid., 158

）。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
対
照
的
に
、
軍
内
部
の
各
組
織
が
機
能
し
て
、
軍
全
体
の
質
の
向
上
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

　
　

 

軍
隊
に
対
す
る
国
王
の
特
別
な
個
人
的
関
与
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
軍
隊
を
好
む
が
ま
ま
に
動
か
す
自
由
は
な
か
っ
た
。
軍
の
慣
習
と
位
階
制
の

（85－３・４－579）
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力
が
プ
ロ
イ
セ
ン
ほ
ど
強
く
感
じ
ら
れ
る
国
は
な
い
。
国
王
は
常
に
貴
族
を
通
じ
て
軍
隊
を
指
揮
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
個
人
的
な
権
力
で

は
対
抗
で
き
な
い
よ
う
な
団
結
精
神

0

0

0

0

が
強
力
に
保
証
さ
れ
た
。
…
…
最
新
の
科
学
的
知
見
を
採
り
入
れ
て
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
事
部
門
の
統
治
能
力

は
、
き
わ
め
て
高
い
信
用
に
値
す
る
。
し
か
し
、
軍
隊
の
長
で
あ
る
な
し
に
関
係
な
く
、
カ
エ
サ
ル
主
義
の
シ
ス
テ
ム
の
下
、
一
人
の
人
間
が
行
え
る
こ

と
の
限
界
が
も
た
ら
す
軍
隊
の
質
の
低
下
ほ
ど
危
険
な
も
の
は
な
い
（ibid

）。

皇
帝
の
個
人
的
支
配
の
結
果
生
じ
た
中
間
組
織
の
機
能
不
全
は
、
軍
隊
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
帝
政
で
は
、
す
で
に
行
政

組
織
全
体
の
致
命
的
な
内
部
腐
食
が
進
行
し
て
お
り
、
普
仏
戦
争
の
敗
北
は
、
帝
政
に
対
す
る
最
大
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
発
揮
し
て
、
こ
の
こ

と
を
暴
露
す
る
事
件
と
な
っ
た
だ
け
で
あ
る

）
（（
（

。

　

た
だ
し
、
右
の
問
題
が
た
と
え
解
消
さ
れ
、
ま
た
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
戦
争
が
回
避
さ
れ
た
と
し
て
も
、
第
二
帝
政
が
こ
の
後
も
長
期
的
に

維
持
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
第
一
に
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
い
う
特
異
な
人

物
の
「
個
人
的
支
配
」
ゆ
え
の
後
継
者
確
保
の
問
題
が
あ
っ
た
。
第
二
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
別
の
後
継
者
問
題
を
指
摘
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

「
フ
ラ
ン
ス
に
は
知
性
が
豊
富
に
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
政
期
に
優
れ
た
政
治
家
が
ほ
と
ん
ど
輩
出
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、「
地
位

が
い
く
ぶ
ん
不
安
定
な
人
に
あ
り
が
ち
な
弱
点
、
す
な
わ
ち
、
非
常
に
有
能
な
人
物
、
と
り
わ
け
政
治
家
に
対
し
て
嫉
妬
す
る
と
い
う
弱
点
」

が
皇
帝
に
あ
る
た
め
、
民
衆
が
他
の
政
治
家
に
魅
了
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
（Bagehot

［1873a: 163

］）。
皇
帝

の
後
継
者
の
確
保
も
、
帝
政
を
支
え
る
次
代
の
政
治
家
の
出
現
も
、
個
人
的
支
配
で
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び　

フ
ラ
ン
ス
政
治
の
将
来

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
第
二
帝
政
は
、
政
治
秩
序
の
継
続
に
対
す
る
国
民
の
不
信
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
「
個
人
的

（法政研究 85－３・４－580）
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支
配
」
で
あ
り
、
国
民
と
皇
帝
と
の
互
酬
関
係
に
よ
っ
て
両
者
の
一
体
性
を
不
断
に
再
生
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
た
。
不
信
ゆ
え
に
生
じ
る

こ
の
「
固
定
」
的
な
関
係
に
、
議
会
が
介
在
す
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
帝
政
期
に
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
会
政
治
成
立
の
可
能

性
を
考
察
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
第
二
帝
政
の
あ
っ
け
な
い
崩
壊
に
よ
り
、
再
び
議
会
が
主
導
権
を
発
揮
で
き
る
機
会
が
お
と
ず
れ
た
。

本
稿
の
最
後
に
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
フ
ラ
ン
ス
議
会
論
を
分
析
す
る
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
理
解
で
は
、
議
会
政
治
の
成
否
は
、
さ
ら
な
る
革
命
の

勃
発
や
君
主
制
へ
の
回
帰
、
あ
る
い
は
共
和
政
の
実
現
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
政
治
の
行
く
末
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
作

業
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
政
治
の
未
来
に
対
す
る
彼
の
見
通
し
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
議
会
に
つ
い
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
常
に
注
目
し
た
論
点
は
、
同
国
に
お
け
る
世
論
形
成
の
問
題
な
ら
び
に
、
そ
れ
を
担
う
べ
き
知

識
人
や
議
会
政
治
家
た
ち
の
役
割
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
彼
の
力
点
は
、
帝
政
の
動
き
の
中
で
変
化
し
て

い
る
。
ま
ず
は
自
由
帝
政
化
が
顕
著
に
な
る
前
の
六
三
年
の
議
論
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
議
会
の
適
切
な
機
能
は
、
世
論
が
正
し
く
形
成

さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
　

 

議
会
政
治
は
、
討
論
に
よ
っ
て
命
脈
を
保
ち
、
自
由
な
報
道
は
論
説
と
論
文
と
に
よ
っ
て
生
き
る
。
本
当
に
自
由
な
国
で
は
、
こ
れ
ら
が
き
ち
ん
と
機
能
し

て
世
論
が
形
成
さ
れ
る
。
世
論
は
日
々
更
新
さ
れ
、
そ
の
時
々
の
要
請
に
き
ち
ん
と
対
応
し
、
継
続
的
に
学
ぶ
こ
と
で
偉
大
な
原
理
を
知
り
大
問
題
を
理
解

で
き
る
よ
う
に
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
国
の
場
合
、
政
府
が
世
論
に
従
う
な
ら
、
改
善
を
も
た
ら
さ
な
い
わ
け
が
な
い
。
そ
う
し
た
政

府
は
、
進
歩
的
で
学
ぶ
意
欲
に
あ
ふ
れ
た
指
導
者
に
従
う
ゆ
え
、
自
ず
か
ら
成
長
し
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
そ
う
し
た
力
学
が
働

か
な
い
。
議
会
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
衆
が
ほ
と
ん
ど
気
に
か
け
ず
、
ほ
と
ん
ど
影
響
力
を
持
た
な
い
影
に
す
ぎ
な
い
（Bagehot

［1863a: 91

］）。

フ
ラ
ン
ス
で
世
論
が
影
響
力
を
発
揮
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

（85－３・４－581）
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新
聞
が
［
政
府
に
］
反
対
の
意
を
唱
え
よ
う
も
の
な
ら
、
発
禁
の
危
険
に
身
を
さ
ら
し
、
経
営
者
は
破
産
の
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
の

世
論
は
、
潜
在
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
や
は
り
実
際
に
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
改
善
を
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
表
面
的
な
動

き
も
な
い
（ibid

）。

こ
の
よ
う
に
六
三
年
に
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
帝
政
に
よ
る
言
論
の
抑
圧
が
世
論
の
し
か
る
べ
き
機
能
を
阻
害
し
、
そ
れ
が
議
会
の
無
力
化

の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
論
じ
た
。

　

六
五
年
の
論
考
で
も
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
同
様
の
議
論
を
く
り
返
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
帝
政
下
で
も
、「
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
的
な
思
索

は
圧
殺
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
」、「
い
ま
だ
に
健
全
な
の
だ
が
、
も
は
や
強
力
で
は
な
い
」。
そ
の
理
由
は
、
政
府
批
判
の
言
論
活
動
が
禁
止
さ

れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
（Bagehot
［1865: 113

］）。

た
だ
し
、
同
時
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
世
論
の
形
成
が
進
ま
な
い
理
由
の
一
端
は
、
知
識
人
が
自
ら
の
政
治
的
・
社
会
的
役
割
を
理
解
し
て

い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
も
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
パ
リ
の
高
尚
な
知
識
人
」
の
「
精
巧
な
」
議
論
は
、
大
衆
の
「
理
解
を
超
え
て
」
い

る
た
め
、
大
衆
の
非
難
の
的
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
論
形
成
に
成
功
し
て
い
る
ロ
ン
ド
ン
で
は
「
不
完
全
な
諸
思
想
」

が
入
り
乱
れ
人
々
の
知
性
を
満
た
す
こ
と
で
、「
し
か
る
べ
き
影
響
を
発
揮
し
て
い
る
」（ibid., 112-3

）。

　

自
由
帝
政
化
が
顕
著
に
進
ん
だ
七
〇
年
に
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
批
判
の
矛
先
は
よ
り
明
確
に
知
識
人
に
向
け
ら
れ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
議

会
の
権
限
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
、「
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
」
の
「
民
衆
的
な
支
配
」
体
制
へ
移
行
し
た
が
、
議
会
が
主
導
権
を
握
る
見
通
し
は

依
然
と
し
て
暗
い
。
五
年
前
と
同
様
、
知
識
人
と
大
衆
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
切
断
さ
れ
た
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
責
任
は
知

識
人
の
側
に
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
も
、
自
由
帝
政
化
と
い
う
望
ま
し
い
動
き
の
中
で
、「
真
の
民
主
制
論
者
で
あ
る
な
ら
」、
民

主
政
治
の
本
質
を
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（法政研究 85－３・４－582）
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民
主
政
治
は
多
く
の
場
合
、
民
衆
の
大
多
数
の
意
に
背
い
て

0

0

0

0

0

民
衆
の
名
を
自
由
に
使
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
…
…
民
主
政
治
と

は
、
大
衆
が
知
識
人
を
統
治
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
知
識
人
が
大
衆
を
統
治
す
る
も
の
で
は
な
い
。
後
者
は
、
実
際
、
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
民

主
政
治
を
め
ざ
す
政
党
も
共
和
政
を
支
持
す
る
政
党
も
表
明
し
て
い
な
い
教
義
で
あ
る
。
愚
鈍
な
人
間
も
賢
明
な
人
間
と
同
じ
く
、
雇
わ
れ
農
夫
も
も
っ

と
も
鋭
敏
な
哲
学
者
と
同
じ
く
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（Bagehot

［1870b: 145

］）。

民
主
政
治
が
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
知
識
人
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
民
衆
の
考
え
に
寄
り
添
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

 

ラ
デ
ィ
カ
ル
の
人
た
ち
は
、
も
っ
と
彼
ら
と
同
郷
の
頭
の
動
き
の
鈍
い
大
衆
に
敬
意
を
払
う
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
だ
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
な

ら
、
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
大
衆
が
彼
ら
の
見
解
を
好
ま
し
く
思
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
人
権
や
民
主
的
な
意
見
を
語
る
こ
と
を
諦
め
る
べ
き
で
あ

る
。（ibid., 146

）。

さ
ら
に
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
「
ど
ん
な
国
で
も
、
も
し
一
〇
名
中
七
名
が
根
本
的
な
変
化
に
反
対
で
、
二
名
か
三
名
が
賛
成
な
ら
」、
そ
う
し

た
多
数
者
の
意
見
を
出
発
点
に
し
て
政
治
プ
ラ
ン
を
く
み
上
げ
る
の
が
民
主
政
治
だ
と
論
じ
て
、
民
衆
の
要
求
を
軽
視
し
自
ら
の
政
治
的
教

義
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
知
識
人
た
ち
を
批
判
し
た

）
（1
（

。
た
だ
し
、
世
論
は
単
に
頭
数
を
平
等
に
「
カ
ウ
ン
ト
」
す
る
多
数
決
か
ら
は
生
じ

な
い
。
つ
ま
り
、
先
の
議
論
で
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
論
じ
た
民
主
政
治
と
世
論
に
基
づ
く
政
治
と
は
、
直
接
的
に
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
自
由
を
最
重
要
視
す
る
イ
ギ
リ
ス
型
議
会
政
治
に
は
な
い
民
主
政
治
の
大
き
な
困
難
を
彼
は
見
て
い
た
。

　

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
会
政
治
の
成
否
は
、
知
識
人
を
中
心
と
し
た
議
会
勢
力
の
政
治
的

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
を
示
し
た

）
（1
（

。
そ
れ
が
発
揮
さ
れ
る
た
め
に
は
、
民
衆
が
理
解
で
き
な
い
精
巧
な
理
論
を

用
い
て
語
り
か
け
る
の
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
有
権
者
層
を
巻
き
込
ん
で
、
彼
ら
の
意
見
を
組
み
入
れ
な
が
ら
世
論
形
成
を
主
導

（85－３・４－583）
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し
て
い
く
政
治
的
手
腕
が
必
要
に
な
る
。
指
導
者
が
自
説
の
正
し
さ
を
言
い
立
て
、
非
妥
協
的
な
対
立
を
生
じ
さ
せ
る
傾
向
の
強
い
フ
ラ
ン

ス
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
個
人
的
支
配
が
議
会
政
治
の
成
立
条
件
を
一
層
毀
損
し
た
。
自
由
帝
政
化
に
よ
っ
て
、
制
度
面
で
は
そ
の
条
件

が
回
復
さ
れ
た
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、
現
実
政
治
に
対
す
る
知
識
人
の
向
き
合
い
方
で
あ
り
、
彼
ら
の
主
導
に
よ
っ
て
世
論
を
つ
く
り
出
す

こ
と
で
あ
っ
た
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
宣
戦
布
告
は
、
こ
の
議
論
の
直
後
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
由
帝
政
下
の
議
会
や
知
識
人
に
対
す
る
バ
ジ
ョ
ッ

ト
の
さ
ら
な
る
議
論
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
た
だ
し
彼
は
、
七
四
年
に
帝
政
崩
壊
後
の
一
連
の
経
緯
を
受
け
て
、「
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
」
と
同
じ

「
顧
問
政
治
」が
フ
ラ
ン
ス
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
最
終
的
な
結
論
を
下
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
顧
問
政
治
」で
は
、「
自
ら
意
志
す
る
君
主
」

が
決
定
し
、
国
民
は
決
定
に
対
す
る
「
責
任
を
感
じ
な
い
」
た
め
、「
世
論
」
は
形
成
さ
れ
な
い
。
帝
政
期
と
同
じ
く
、
知
識
人
も
政
党
も
自

ら
の
役
割
を
理
解
で
き
ず
、「
合
意
す
る
用
意
の
な
い
諸
党
派
」
が
あ
い
か
わ
ら
ず
議
会
を
占
め
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
現
状
で
は
、「
自
由
な
国

制
を
作
る
な
ど
、
実
際
ほ
と
ん
ど
政
治
的
な
奇
跡
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
と
し
て
は
、
い
ず
れ
「
多
人
数
の
国
民
を
支
配
す

る
た
め
の
旧
様
式
、
す
な
わ
ち
、
君
主
に
よ
る
行
政
の
執
行
が
第
一
位
の
も
っ
と
も
強
い
権
力
に
な
り
、
議
会
政
治
は
弱
体
化
し
て
下
位
に

置
か
れ
る
よ
う
な
支
配
様
式
に
交
代
す
る
の
は
必
然
」
だ
と
予
測
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（Bagehot

［1874b: 173-7

）
（1
（

］）。

　

こ
の
よ
う
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
議
会
や
世
論
形
成
の
担
い
手
と
な
る
べ
き
知
識
人
が
本
来
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
は

君
主
制
に
戻
る
だ
ろ
う
と
論
じ
た
。
こ
の
予
測
は
外
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
君
主
制
支
持
勢
力
が
多
数
を
占
め
た
第
三
共
和
政
初
期
の
議

会
を
目
の
当
た
り
に
し
た
彼
は
、
そ
の
よ
う
に
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（Bagehot

［1873b: 215-6

］）。
こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
、
フ
ラ

ン
ス
議
会
や
知
識
人
が
、「
不
信
の
シ
ス
テ
ム
」
の
維
持
に
貢
献
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
論
が
形
成
さ
れ
な
い
こ
と
そ
れ
自
体
が
、

皇
帝
と
国
民
と
の
一
体
性
を
補
強
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
と
っ
て
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
「
カ
エ
サ
ル
」

で
あ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
支
配
は
、
世
論
が
な
く
適
切
に
機
能
す
る
議
会
も
持
た
な
い
国
家
の
一
つ
の
政
治
的
帰
結
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
い
う
特
異
な
人
物
に
よ
る
、
秩
序
維
持
の
先
行
き
が
不
透
明
な
「
不
信
の
シ
ス
テ
ム
」
は
、
議
会
や
世
論
が
弱
体

（法政研究 85－３・４－584）
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だ
か
ら
こ
そ
成
立
し
え
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
皇
帝
は
、
そ
の
状
況
を
利
用
し
て
支
配
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
と
バ
ジ
ョ
ッ

ト
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

（
１ 

）
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
ク
ー
デ
タ
の
三
日
目
、
パ
リ
市
内
で
唯
一
戦
闘
ら
し
い
戦
闘
が
行
わ
れ
、
市
民
約
四
〇
〇
名
の
犠
牲
が
出
た
一
二
月
四
日
、
共
和
主

義
者
た
ち
と
の
バ
リ
ケ
ー
ド
造
り
に
参
加
し
た
。
直
後
の
二
〇
日
と
二
一
日
に
実
施
さ
れ
た
ク
ー
デ
タ
の
信
任
投
票
で
は
、
賛
成
票
が
圧
倒
的
多
数
を

占
め
た
（
賛
成
七
四
三
万
票
、
反
対
六
四
万
票
、
棄
権
一
七
〇
万
票
）。
翌
年
一
月
に
は
、
前
月
の
国
民
投
票
で
承
認
さ
れ
て
い
た
新
憲
法
を
発
布
し
て
、

任
期
一
〇
年
で
国
民
投
票
に
よ
る
信
任
を
可
と
し
、
大
統
領
の
権
限
を
大
幅
に
拡
大
し
た
。
こ
の
年
の
一
一
月
、
彼
は
国
民
か
ら
さ
ら
に
多
数
の
支
持

を
得
て
（
賛
成
七
八
二
万
票
、
反
対
二
五
万
票
）、
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
な
っ
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照

し
た
。
野
村
［2002

］; 
鹿
島
［2004

］; 

高
村
［2004

］ 

。

（
２ 

）
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
知
識
人
の
政
治
理
解
に
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
は
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
二
月
革
命
前
後
の
状
況
に

対
す
る
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
関
口
［1989: 405-11, 449-52

］。
ま
た
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、V

arouxakis

［2002

］。
英
仏
国

民
性
の
比
較
論
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
や
そ
の
他
同
時
代
人
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
遠
山
［2011: ch. 1

］; 

同
［2017: ch. 1

］。

（
３ 

）『
バ
ジ
ョ
ッ
ト
著
作
集
』
の
編
者
ス
テ
ィ
ー
バ
ス
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
論
を
時
系
列
で
丁
寧
に
追
っ
て
い
る
が
、
著
作
集
の
解
説

の
た
め
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
を
列
挙
し
て
紹
介
す
る
と
い
う
性
格
が
強
い
（John-Stevas

［1968: 15-24

）。
ヴ
ァ
ロ
ク
サ
キ
ス
も
ま
た
、
第
二
帝
政

を
め
ぐ
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
を
綿
密
に
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
民
性
論
の
研
究
と
い
う
同
書
の
内
容
か
ら
、
彼
の
第
二
帝
政
理
解
そ
れ
自
体
に

分
析
が
及
ん
で
は
い
な
い
（V

arouxakis

［2002: 86-102
］）。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
第
二
帝
政
の
失
敗
に
対
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
理
解
を
考
察
す
る
と

い
う
視
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
ク
ー
デ
タ
を
条
件
つ
き
と
は
い
え
評
価
し
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
先
行
き
不
透
明
だ
が
持
続
し
て
い
る
帝

政
の
し
く
み
を
同
時
代
人
と
し
て
探
り
出
そ
う
と
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
視
点
に
立
ち
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
第
二
帝
政
論
を
分
析
す
る
。
マ
ル
ク
ス

の
ク
ー
デ
タ
論
と
も
対
比
し
つ
つ
、
ク
ー
デ
タ
や
第
二
帝
政
に
対
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
両
義
的
な
評
価
を
的
確
に
捉
え
た
議
論
と
し
て
、
添
谷
［1979

］

が
あ
る
。
た
だ
し
同
論
文
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
第
二
帝
政
論
自
体
が
主
た
る
対
象
で
は
な
く
、
第
二
帝
政
期
の
論
考
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

（
４ 

）
本
稿
で
論
じ
る
よ
う
に
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
語
を
多
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
第
一
節
の

引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
一
定
の
政
治
的
原
理
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
政
治
秩
序
な
い
し
そ
の
構
想
を
意
味
す
る
。

（
５ 

）cf. Bagehot

［1873: 81, 78

］）。
添
谷
［1995: 244-6

］。「『
ロ
ン
バ
ー
ド
街
』
に
お
け
る
信
用
（credit

）
概
念
が
『
自
然
学
と
政
治
学
』
を
土
台
に

し
て
い
た
、
と
考
え
」、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
信
用
概
念
の
分
析
を
試
み
た
研
究
と
し
て
、
山
根
［2005

］。

（85－３・４－585）
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（
６ 

）
本
稿
で
使
用
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
の
多
く
は
、
彼
が
第
二
代
編
集
長
を
務
め
た
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
の
論
考
で
あ
る
。
六
一
年
の
編
集
長
就
任
以

来
、
彼
の
記
事
は
毎
週
同
紙
に
掲
載
さ
れ
、
時
論
的
な
性
格
が
強
い
。
加
え
て
、
記
事
の
紙
幅
の
問
題
も
あ
り
、
状
況
の
変
化
が
激
し
い
第
二
帝
政
を

め
ぐ
る
す
べ
て
の
論
点
が
一
つ
の
論
考
で
扱
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
い
く
つ
も
の
論
考
を
ク
ロ
ス
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
す
る
と

い
う
方
法
で
彼
の
第
二
帝
政
像
の
把
握
を
試
み
る
。

（
７ 

）『
代
議
制
統
治
論
』
に
お
い
て
ミ
ル
は
、
大
統
領
と
議
会
と
が
対
立
し
た
場
合
に
「
ク
ー
デ
タ
」
が
起
き
な
い
た
め
に
は
、
国
民
の
「
自
由
を
愛
す
る

心
と
自
己
抑
制
の
結
合
」
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
二
つ
が
機
能
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
、「
妥
協
の
精
神
」
が
満
ち
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と

に
等
し
い
と
論
じ
て
い
る
（
ミ
ル
［1861: 334

］）。
政
治
体
制
と
国
民
性
と
の
相
関
関
係
の
認
識
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
知
識
人
の
議
論
に
広
範
に
見

ら
れ
た
（V

arouxakis

［2002: 83-6

］; 

遠
山
［2011: ch. 1

］）

（
８ 

）
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
若
い
頃
か
ら
構
想
し
て
い
た
「
民
主
的
皇
帝
制
」
に
つ
い
て
は
、
野
村
［2002: ch. 1

］。

（
９ 

）『
自
然
科
学
と
政
治
学
』
で
は
、
Ｆ
・
ハ
リ
ソ
ン
と
ビ
ー
ズ
リ
ー
が
、「
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
フ
ラ
ン
ス
化
す
る
、
つ
ま
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
シ
ス
テ
ム

の
模
造
品
で
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
基
盤
を
置
く
独
裁
を
こ
の
国
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
世
俗
的
な
コ
ン
ト
主
義
者
」
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る

（Bagehot

［1867-72: 50, 71-2
］）。

（
10 

）
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、「
様
々
な
変
化
を
生
み
出
す
根
源
的
変
化
」
と
し
て
、
世
代
変
化
を
重
視
し
た
（Bagehot

［1865-7,  72: 166, 302-3

］）。

（
11 

）
さ
ら
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、「
民
衆
の
う
ち
の
大
多
数
の
願
望
」
の
実
現
に
支
え
ら
れ
る
「
カ
エ
サ
ル
主
義
の
シ
ス
テ
ム
」
で
は
、「
徴
兵
制
」
を
強
化
で

き
な
い
と
い
う
軍
事
上
の
弱
点
を
指
摘
し
て
い
る
（Bagehot

［1870e: 159

］）。

（
12 

）
別
の
論
考
で
も
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、「
民
衆
よ
り
も
民
衆
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
は
、
民
主
的
な
諸
政
党
に
共
通
す
る
誤
り
だ
」
と
論
じ
て

い
る
（Bagehot

［1870c: 148

］）。

（
13 

）
一
方
ミ
ル
は
、
自
由
帝
政
化
の
中
で
「
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
の
精
神
」
の
復
活
を
喜
び
、
新
世
代
の
知
識
人
た
ち
に
対
す
る
期
待
を
表
明
し
て
い
る

（V
arouxakis

［2002: 82

］）。

（
14 

）cf. Bagehot

［1870f: 185-6

］。

【
凡
例
】

・
引
用
文
中
の
括
弧
［　

］
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

・
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
で
あ
る
。

・
原
書
と
訳
書
の
両
方
を
参
照
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
書
、
訳
書
の
順
で
頁
数
を
記
し
た
。

（法政研究 85－３・４－586）
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【
文
献
一
覧
】

Bagehot, W
 1865-7, 72 T

he E
nglish Constitution, T

he Collected W
orks of  W

alter  Bagehot, N
o. V

, ed. by N
. St John-Stevas, T

he 　

Econom
ist

〔『
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
』『
バ
ジ
ョ
ッ
ト 

ラ
ス
キ 

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
（
世
界
の
名
著
六
〇
）』
所
収
、
小
松
春
雄
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
〕。

以
下
、W

orks

の
巻
数
お
よ
び
初
出
年
の
み
を
表
記
。W

orks

の
出
版
年
は
、
一
九
六
五
―
八
六
年
。

―
― 1867-72 Physics and Politics, V

II

〔『
自
然
科
学
と
政
治
学
』
大
道
安
次
郎
訳
、
岩
崎
書
店
、
一
九
四
八
年
〕。

―
― 1873 

Lom
bard Street, IX

〔『
ロ
ン
バ
ー
ド
街
―
―
ロ
ン
ド
ン
の
金
融
市
場
』
宇
野
弘
蔵
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
四
一
年
〕。

―
― 1852 

‘Letters on French Coup d’Etat of 1851’, IV
.

―
― 1863 

‘France and England’, IV
.

―
― 1865 

‘Caesareanism
 as it now

 exists’, IV
.

―
― 1867 

‘T
he M

ercantile Evils of Im
perialism

’, IV
.

―
― 1869 

‘T
he Gravity and D

iffi
culty of A

ffairs in France’, IV
.

―
― 1870a ‘T

he Em
peror’s Proclam

ation’, IV
.

―
― 1870b ‘T

he Lessons of the Plebiscite’, IV
.

―
― 1870c ‘T

he Liberals and the Em
peror’, IV

.

―
― 1870d ‘T

he D
eclaration of W

ar by France’, IV
.

―
― 1870e ‘T

he Collapse of Caesarism
’, IV

.

―
― 1870f ‘D

o the Conditions Requisite for a Stable Governm
ent Exist in France’, V

III.

―
― 1873a ‘T

he Em
peror N

apoleon’, IV
.

―
― 1873b ‘T

he U
ltim

ate Evil of French Politics’, V
III.

―
― 1874a ‘T

he Prospects of Bonapartism
 in France’, IV

.

―
― 1874b ‘W
hy an English Liberal m

ay look w
ithout disapproval on the progress of Im

perialism
 in France’, IV

.

鹿
島
茂 2010

［2004

］『
怪
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
―
―
第
二
帝
政
全
史
―
―
』
講
談
社
学
術
文
庫
。

関
口
正
司 1989

『
自
由
と
陶
冶
―
―
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
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