
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

ヒュームの政治思想 : 「理性」と「穏和な情念」と
の関連において

鎌田, 厚志
九州大学大学院法学研究科博士後期課程

https://doi.org/10.15017/22987

出版情報：政治研究. 58, pp.127-146, 2011-03-31. 九州大学法学部政治研究室
バージョン：
権利関係：



研
究
ノ
ー
ト

ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想

｜「
理
性
」
と
「
穏
和
な
情
念
」
と
の
関
連
に
お
い
て
｜

鎌

田

厚

志

は
じ
め
に

第
一
節

ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
関
係
論
に
お
け
る
「
理
性
」

第
二
節

穏
和
な
情
念
」
と
「
理
性
」

第
三
節

現
実
と
対
峙
す
る
人
間
学

結
論

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
（D

a
v
id H

u
m
e,1711

〜1776
）
の
政

治
思
想
が
、「
理
性
」
と
「
穏
和
な
情
念
」
と
い
う
人
間
学
の
探
究
か
ら

得
ら
れ
た
見
地
に
基
づ
き
、
当
時
の
歴
史
的
現
実
を
批
判
す
る
性
格

だ
っ
た
こ
と
を
分
析
し
、
単
な
る
現
状
追
認
や
現
状
維
持
に
と
ど
ま
ら

な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
は
、
通
史
の
上
で
は
従
来
、
保
守
的
な
政
治

思
想
、
つ
ま
り
現
状
を
追
認
・
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
に
み
な
さ

れ
て
き
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
を
保
守
的
な
政
治
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
た
通

史
の
事
例
と
し
て
は
、
福
田
歓
一
や
ポ
ー
コ
ッ
ク
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
福
田
歓
一
は
、
社
会
契
約
思
想
は
人
間
が
作
為
的
に
政
治
秩

序
を
構
成
す
る
主
体
性
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ロ
ッ
ク
後
は
そ
う

で
は
な
く
な
っ
た
と
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
を
位
置
づ
け
た
。

そ
の
代
表
的
思
想
家
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
挙
げ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
・
ロ
ッ
ク

に
よ
る
主
体
的
な
政
治
思
想
は
ル
ソ
ー
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
政

治
思
想
の
流
れ
を
と
ら
え
て
い
る１

）
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
十
八
世
紀
の
イ
ギ

リ
ス
政
治
思
想
を
「
徳
か
ら
作
法
へ
」
と
、
商
業
経
済
の
勃
興
に
対
応

し
て
移
行
し
た
時
代
と
し
て
概
括
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の「
両
義
性
」、
つ
ま

り
近
代
に
勃
興
し
た
商
業
社
会
を
肯
定
的
に
と
ら
え
擁
護
賛
美
す
る
側

面
と
公
債
論
に
見
ら
れ
る
当
時
の
政
治
社
会
の
危
機
に
つ
い
て
の
悲
観

的
・
批
判
的
認
識
と
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
二
面
性
に
つ
い
て
注
意
を
払
い
な

が
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
現
実
へ
の
悲
観
的
な
発
言
は
、
時
代
の
危
機
の
中

で
の
ひ
と
つ
の
証
言
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
い
る２

）
。

通
史
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
を
保
守
主
義
と
と
ら
え
る
理
解
に
対
し
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
個
別
研
究
の
積
み
重
ね
は
よ
り
詳
細
な
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思

想
の
検
討
や
分
析
を
通
し
て
、
か
つ
て
ト
ー
リ
ー
と
位
置
付
け
ら
れ
て

い
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
が
、
必
ず
し
も
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
た
。
だ
が
、
全
体
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
の
現
状
維
持

― ―127



的
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
通
史
の
位
置
づ
け
を
補
強
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
個
別
研
究
に
お
い
て
は
、
か
つ

て
は
別
個
に
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
に
お
け

る
主
著
『
人
間
本
性
論
』
と
政
治
・
経
済
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
た
『
エ
ッ

セ
イ
ズ
』
お
よ
び
歴
史
に
つ
い
て
の
著
作
で
あ
る
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』

の
連
関
を
見
て
い
く
研
究
が
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
行
わ
れ
、
二
〇

世
紀
前
半
ま
で
は
ト
ー
リ
ー
と
単
純
に
思
わ
れ
て
い
た
従
来
の
ヒ
ュ
ー

ム
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。

一
九
七
〇
年
代
に
、
フ
ォ
ー
ブ
ズ
が
ヒ
ュ
ー
ム
を
「
懐
疑
的
ウ
ィ
ッ

グ
」
と
し
て
と
ら
え
る
解
釈
を
示
し
た３

）
。
こ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
ト
ー

リ
ー
で
は
な
い
と
し
、
歴
史
的
文
脈
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
の
意
図
を
再
現
し

た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
政
治
学
の
世
俗
化
を
進
め
、

『
人
間
本
性
論
』
第
三
篇
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン

の
議
論
に
基
づ
く
正
義
論
を
展
開
し
、
穏
健
な
人
々
に
訴
え
て
、
名
誉

革
命
後
の
確
立
さ
れ
た
政
権
に
対
し
て
、
従
来
の
政
治
思
想
で
は
得
ら

れ
な
か
っ
た
知
的
基
礎
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
解
釈

で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ブ
ズ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
不
偏
不
党
の
立
場
か
ら
、
す

で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
政
府
の
利
益
の
た
め
に
、
中
庸（m

o
d
era

tio
n

）

を
促
進
し
よ
う
と
し
た
「
懐
疑
的
、
科
学
的
ウ
ィ
ッ
グ
主
義
」
だ
っ
た

と
解
釈
す
る
。
そ
の
立
場
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
ら

の
カ
ン
ト
リ
ー
の
思
想
家
た
ち
が
掲
げ
る
「
古
来
の
国
制
」
論
を
批
判

し
、
名
誉
革
命
体
制
を
擁
護
し
た
と
解
釈
す
る
。

こ
の
フ
ォ
ー
ブ
ズ
の
解
釈
を
坂
本
達
哉
は
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
を
文
明
社
会
の
分
析
と
し
て
一
貫
し
て
把
握
し
、
近

代
の
商
業
社
会
に
お
い
て
、
勤
労
・
知
識
・
自
由
が
相
互
に
連
鎖
し
自

律
的
に
発
展
す
る
姿
を
描
い
た
も
の
と
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
を
示
し

た４
）

。ま
た
、
犬
塚
元
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
国
制
論
・
機
構
論
の
面
か
ら
と
ら

え
直
し
た
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、「
自
由
」

は
「
法
の
支
配
」
の
達
成
と
「
政
治
機
構
に
お
い
て
政
治
権
力
の
抑
制

が
制
度
化
さ
れ
た
高
次
の
状
態
」
の
二
段
階
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
把

握
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
達
成
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
な
さ
れ
た
と
さ
れ
、

自
然
法
学
と
政
治
機
構
論
の
二
つ
の
政
治
学
の
伝
統
が
統
合
さ
れ
て
い

た
と
解
釈
し
た５

）
。
さ
ら
に
、
森
直
人
は
、
従
来
「
両
義
性
」
と
し
て
片

づ
け
ら
れ
て
き
た
、
社
会
の
不
安
定
性
へ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
指
摘
に
着
目

し
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
法
学
論
的
な
「
正
義
」
の
み
で
な
く
「
統
治
」
の
重

要
性
を
強
調
し
た
政
治
学
的
思
考
を
展
開
し
た
も
の
だ
と
指
摘
し
た６

）
。

フ
ォ
ー
ブ
ズ
を
踏
ま
え
た
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
必
ず
し
も

ヒ
ュ
ー
ム
を
保
守
主
義
と
概
括
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
主
に
ヒ
ュ
ー

ム
の
文
明
社
会
や
政
治
機
構
に
対
す
る
現
状
分
析
的
な
性
格
に
焦
点
を

当
て
、
現
状
維
持
や
保
守
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
の
姿
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
と
言
え
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
哲
学
と
政
治
学
の
連
関
を
見
落
と
し
て
い
た
フ
ォ
ー
ブ

ズ
以
前
の
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
（
た
と
え
ば
ラ
ス
キ
に
お
け
る
「
建
設
的
努

力
を
な
し
え
な
か
っ
た
」「
彼
の
天
才
は
本
質
的
に
言
っ
て
そ
の
破
壊
力

に
あ
っ
た７

）
」
と
い
っ
た
解
釈
）
に
比
べ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は

ヒ
ュ
ー
ム
を
総
合
的
に
見
る
視
野
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
筆
者
も

基
本
的
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、『
人
間
本
性
論
』に
お

け
る
哲
学
的
議
論
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
エ
ッ
セ
イ
ズ
』
に
お
け
る
政
治
経

済
学
的
議
論
の
連
関
は
、
主
に『
人
間
本
性
論
』の
第
三
篇
の
コ
ン
ヴ
ェ

ン
シ
ョ
ン
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
着

目
す
る
こ
れ
ら
先
行
研
究
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
の
解
明
に
お
い
て

大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
法
学
的
議
論
で
あ

る
第
三
篇
で
は
な
く
、『
人
間
本
性
論
』
第
一
篇
「
知
性
篇
」
お
よ
び
第

二
篇
「
情
念
篇
」
に
着
目
し
、
そ
こ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
「
理
性
」

と
「
穏
和
な
情
念
」
が
政
治
学
に
適
応
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
っ
た
か
を
分
析
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
『
人
間
本

性
論
』
に
お
い
て
確
立
し
た
「
理
性
」
と
「
穏
和
な
情
念
」（ca

lm
 

p
a
ssio

n

）
の
議
論
を
基
礎
と
し
た
う
え
で
、『
エ
ッ
セ
イ
ズ
』
に
お
い
て

「
穏
健
さ
」（m

o
d
era

tio
n

）を
強
調
し
、
戦
争
や
党
派
対
立
を
引
き
起

こ
し
激
化
さ
せ
る
「
激
し
い
情
念
」
を
避
け
る
政
治
思
想
を
確
立
し
た

と
筆
者
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
人
間
本
性
論
』
の
「
理

性
」
と
「
穏
和
な
情
念
」
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
の
基
礎
で
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
こ
れ
ら
の
思
想
的
要
素
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
現
状
批
判
・

現
実
対
峙
的
な
政
治
思
想
の
根
拠
と
な
っ
た
こ
と
に
着
目
す
る
。

そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
第
一
節
で
は
『
人
間
本
性
論
』
に
お
け
る

「
理
性
」
の
性
格
を
吟
味
し
、
第
二
節
で
は
「
理
性
」
と
「
穏
和
な
情

念
」の
二
つ
の
概
念
の
関
係
に
注
目
し
、
第
三
節
で
は
、
当
時
の
ヒ
ュ
ー

ム
を
取
り
巻
く
歴
史
的
文
脈
と
の
関
連
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
エ
ッ
セ
イ

ズ
』
の
公
債
論
等
を
分
析
す
る
。

従
来
「
両
義
性
」
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
き
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社

会
に
対
す
る
楽
天
性
・
悲
観
性
は
、
実
は
一
貫
し
た
社
会
の
穏
和
化
を

目
指
す
ヒ
ュ
ー
ム
の
戦
略
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
に
お
い
て
は
、『
人
間
本
性
論
』
はA

 
T
reatise of H

u
m
an

 
N
atu
re
,
S
eco

n
d E

d
itio

n rev
ised b

y P
.H
.N
id
d
itch

,
O
x
fo
rd

 
U
n
iv
ersity P

ress
(1978).

を
使
用
し
、
文
中
「
Ｔ
」
と
省
略
し
て
頁

数
を
示
し
た
。（
文
中
『
人
間
本
性
論
』
の
引
用
文
は
筆
者
の
訳
に
よ
る

が
、
大
槻
春
彦
訳
『
人
性
論
』
一
〜
四
巻
（
岩
波
文
庫
）
を
参
考
に
し

て
い
る
。）『
エ
ッ
セ
イ
ズ
』
に
つ
い
て
は
、E

ssays,
M
oral P

olitical
 

an
d
 
L
iterary

,
ed
.b
y
 
M
iller,

E
u
g
en
e
 
F
,
R
ev
ised

 
E
d
itio

n
,

L
ib
erty

 
C
la
ssics

(1985).

を
使
用
し
、
文
中
「
Ｅ
」
と
省
略
し
て
頁

数
を
示
し
た
。）
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第
一
節

ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
関
係
論
に
お
け
る
「
理
性
」

ヒ
ュ
ー
ム
が
「
理
性
は
情
念
の
奴
隷
」（T

.415

）
と
述
べ
た
こ
と
は

あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
あ
ま
り
に
も
有
名
と
な
り
過

ぎ
、
と
も
す
れ
ば
ヒ
ュ
ー
ム
は
理
性
を
否
定
し
た
懐
疑
論
者
と
受
け
と

め
ら
れ
て
き
た
。
実
際
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
人
間
の
理
性
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
の
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
ヒ
ュ
ー

ム
に
お
け
る
「
理
性
」
は
、
誤
っ
た
因
果
関
係
の
判
断
を
正
し
い
認
識

に
改
め
、
人
間
の
行
動
を
変
え
る
大
き
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
『
人
間
本
性
論
』
の
各
篇
の
冒
頭
に
「
経
験
的
論
究
方

法
を
道
徳
的
主
題
に
導
入
す
る
あ
る
試
み
」と
記
し
て
い
る
。『
人
間
本

性
論
』は
全
篇
こ
の
経
験
的
論
究
方
法
で
貫
か
れ
て
い
る
。『
人
間
本
性

論
』
の
「
序
文
」
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
全
て
の
学
問
は
人
間
本
性

に
関
係
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
こ
れ
ら
の
学
問
の
「
首
都
中
心

‖
人
間
本
性
に
進
軍
」
し
、
諸
学
の
完
全
な
体
系
を
新
し
く
人
間
学
と

い
う
基
礎
の
上
に
打
ち
立
て
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
さ
ら
に
、
人
間
学

が
他
の
学
問
の
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
学
の
唯
一
の
基
礎

は
経
験
と
観
察
（ex

p
erien

ce a
n
d o

b
serv

a
tio
n

）
に
置
か
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
経
験
と
観
察
に
基
づ
く
「
経
験
的
論
究
方
法
」

と
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
を
印
象
に
還
元
で
き
る
も
の
と
し
、
想

像
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
を
、
印
象
つ
ま
り
経
験
に

遡
っ
て
吟
味
す
る
こ
と
を
第
一
に
意
味
し
た
。

す
べ
て
の
人
間
精
神
に
お
け
る
知
覚
は
、二
つ
の
異
な
る
種
類
に
分

解
さ
れ
る
。
そ
の
二
つ
を
私
は
「
印
象
」im

pression
s

）
と
、「
観
念
」

id
eas

）と
呼
ぼ
う
。
そ
の
違
い
は
、
そ
れ
ら
が
心
を
打
ち
、
思
考
あ
る

い
は
意
識
へ
入
り
こ
む
時
に
伴
う
力
（fo

rce

）
と
生
気
（liv

elin
ess

）

の
程
度
に
あ
る
。
最
も
力
と
激
し
さ
を
伴
い
入
っ
て
く
る
知
覚
を
印
象

と
名
付
け
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
名
の
も
と
に
、
私
は
初
め
て
精
神

（so
u
l

）
に
現
れ
る
あ
ら
ゆ
る
感
覚
・
情
念
・
情
動
を
包
含
す
る
。
ま
た
、

観
念
を
も
っ
て
、
思
考
や
推
論
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
淡
い
影
像
を
意
味

さ
せ
よ
う
。」（T

.1

）

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
初
め
て
出
現
す
る
観
念
は
全
て
そ
の
印
象
に
対
応
す

る
と
述
べ
る
。
印
象
は
常
に
対
応
観
念
に
先
行
し
て
お
り
そ
の
反
対
の

順
序
で
は
決
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
う
し
て
人
間
本

性
の
全
体
系
の
基
礎
を
さ
だ
め
た
の
ち
、
想
像
（im

a
g
in
a
tio
n

）
の
働

き
に
考
察
の
焦
点
を
絞
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
観
念
に
は
二
種
類
が
あ
る

と
述
べ
、「
記
憶
」
と
「
想
像
」
の
二
つ
の
観
念
を
挙
げ
る
。

こ
の
区
別
に
は
二
つ
の
基
準
が
あ
り
、
ま
ず
生
気
の
度
合
い
が
強
い

観
念
が
「
記
憶
」、
弱
い
観
念
が
「
想
像
」
だ
と
す
る
。
二
番
目
の
区
別

基
準
は
、
想
像
は
根
源
的
な
印
象
と
同
じ
順
序
・
形
式
に
由
来
さ
れ
な
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い
が
、
記
憶
は
こ
の
点
で
束
縛
さ
れ
て
い
て
、
変
化
の
能
力
を
持
た
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
記
憶
は
対
象
の
原
型
を
保
存
す
る
が
、
想
像

は
自
由
に
観
念
を
く
み
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
観
念
を
置
き

換
え
、
変
化
さ
せ
る
想
像
の
自
由
」T

.10

）
と
い
う
こ
と
が
人
間
本
性

の
科
学
の
第
二
原
理
で
あ
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
。
想
像
は
、
記
憶

に
比
べ
て
自
由
に
観
念
を
組
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ゆ
え

に
想
像
は
事
実
と
関
係
の
な
い
錯
誤
と
誤
謬
の
源
に
な
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
想
像
の
機
能
つ
ま
り
観
念
の
連
合
は
全
く
の
偶
然
に

よ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
、観
念
連
合
の
原
理
を
三
つ
挙
げ
る
。「
類
似
」

resem
b
la
n
ce

）、「
接
近
」

co
n
tig
u
ity

）、「
因
果
」

ca
u
se
 
a
n
d

 
effect

）で
あ
る
。
こ
の
三
つ
に
よ
っ
て
、
観
念
連
合
、
つ
ま
り
心
を
一

つ
の
観
念
か
ら
他
の
観
念
へ
伝
え
る
こ
と
が
起
こ
る
と
す
る
。
こ
の
三

つ
の
関
係
の
中
で
は
、
因
果
性
が
最
も
広
い
作
用
範
囲
を
有
す
る
。
ひ

と
つ
の
事
物
が
ほ
か
の
事
物
の
存
在
の
原
因
で
あ
る
場
合
の
み
な
ら

ず
、
活
動
・
運
動
の
原
因
で
あ
る
と
き
も
二
つ
の
事
物
は
因
果
関
係
に

あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

問
題
な
の
は
、
人
間
が
こ
の
「
想
像
」
の
機
能
に
お
い
て
、
安
易
に

一
方
の
事
物
と
他
方
の
事
物
を
結
び
つ
け
て
し
ま
い
、
必
ず
し
も
正
確

な
因
果
関
係
の
認
識
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、

知
識
を
絶
対
的
知
識
（k

n
o
w
led
g
e

）
と
蓋
然
的
知
識
（p

ro
b
a
b
ility

）

に
分
け
る
。
絶
対
的
知
識
と
は
、
観
念
間
の
比
較
に
の
み
依
存
す
る
知

性
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
知
識
を
指
す
。
蓋
然
的
知
識

と
は
、
単
な
る
観
念
に
の
み
依
存
す
る
わ
け
で
は
な
く
経
験
の
変
化
に

よ
っ
て
変
化
す
る
知
識
を
指
す
。

因
果
性
は
こ
の
う
ち
、
蓋
然
的
知
識
で
あ
り
、
か
つ
最
も
考
察
に
値

す
る
主
題
だ
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
感
覚
へ
直
接
現
れ
た
と
こ
ろ
を

超
え
て
推
論
さ
せ
る
の
は
因
果
性
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
因
果
的

観
念
の
み
、
あ
る
事
物
の
存
在
あ
る
い
は
活
動
か
ら
、
何
か
ほ
か
の
事

物
が
伴
い
、
あ
る
い
は
先
行
す
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
因

果
性
は
人
間
の
判
断
や
行
動
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
観
念
で
あ

る
。
観
念
間
の
み
の
世
界
に
お
け
る
思
考
で
は
な
く
、
現
実
世
界
に
関

わ
る
思
考
を
す
る
に
は
、因
果
性
の
観
念
が
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
推
論
（rea

so
n
in
g

）
つ
ま
り
理
性
（rea

so
n

）
の
行
使

に
お
い
て
因
果
性
が
果
た
す
決
定
的
な
役
割
を
指
摘
し
、
経
験
的
論
究

方
法
を
駆
使
し
因
果
性
の
観
念
を
吟
味
し
、
因
果
関
係
を
「
恒
常
的
連

接
」C

O
N
S
T
A
N
T
 
C
O
N
JU
N
C
T
IO
N

）
と
し
て
提
示
す
る
。
恒

常
的
連
接
と
は
、
似
た
よ
う
な
事
物
が
こ
れ
ま
で
常
に
似
た
よ
う
な
接

近
・
継
起
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
の
み
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、

経
験
‖
恒
常
的
連
接
の
回
想
が
、
原
因
あ
る
い
は
結
果
の
観
念
を
生
む

の
は
、
理
性
と
想
像
の
ど
ち
ら
の
働
き
に
よ
る
か
を
問
い
、
理
性
は
決

し
て
一
つ
の
事
物
と
他
の
事
物
の
必
然
的
結
合
を
明
示
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
述
べ
、
一
つ
の
事
物
か
ら
他
の
事
物
の
観
念
・
信
念
へ
心
を
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移
行
さ
せ
る
の
は
、
た
だ
の
想
像
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
想
像
が
事
物

を
結
合
し
な
い
限
り
、
我
々
は
因
果
間
の
い
か
な
る
結
論
も
で
き
ず
、

い
か
な
る
信
念
も
持
ち
得
な
い
。
因
果
的
推
論
は
想
像
が
観
念
を
連
合

す
る
働
き
に
基
づ
く
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
因
果
的
推
論
は
恒
常
的
連
接
の
観
察
経
験
に
基
づ
い

て
、
想
像
が
生
み
出
す
意
見
・
信
条
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
の
ち
、
信
念
の
考
察
に
と
り
か
か
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
信
念
と
不

信
の
違
い
は
観
念
に
伴
う
生
気
の
程
度
の
違
い
の
み
に
由
来
す
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
何
が
観
念
に
活
気
を
付
与
す
る
の
か
と
問
う
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
答
え
を
現
在
の
印
象
だ
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
印
象
は

関
連
す
る
観
念
を
心
に
運
び
来
る
だ
け
で
な
く
、
勢
い
と
活
気
を
そ
れ

ら
に
伝
達
す
る
と
述
べ
る
。
か
つ
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
信
念
は
理
性
あ
る

い
は
想
像
の
い
か
な
る
新
し
い
作
用
も
な
し
に
直
接
起
こ
る
と
述
べ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
何
ら
の
作
用
も
意
識
せ
ず
、
見

出
す
こ
と
も
な
い
と
述
べ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
新
し
い
推
論
や
判
断
な

し
に
過
去
の
反
復
か
ら
生
ず
る
全
て
の
も
の
を
習
慣
（cu

sto
m

）
と
呼

ぶ
。
習
慣
と
は
、
意
識
せ
ず
に
起
こ
る
、
い
わ
ば
暗
黙
知
の
領
域
の
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
単
な
る
観
念
の
反
復
が
次
第
に
、
そ
の
観
念
に
活

気
と
そ
の
観
念
を
持
つ
こ
と
へ
の
容
易
さ
を
与
え
る
と
指
摘
す
る
。

以
上
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は
、
た
し
か
に
、
因
果
観
念
に
関
す
る
根

底
的
な
懐
疑
で
あ
り
、
人
間
の
判
断
が
実
の
と
こ
ろ
習
慣
に
基
づ
い
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ

の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

し
か
し
、
教
育
は
人
工
的
原
因
で
あ
っ
て
自
然
的
原
因
で
は
な
く
、

そ
の
確
率
（m

a
x
im

）
は
頻
繁
に
理
性
に
反
し
、
違
う
時
と
場
所
に
お

い
て
は
そ
の
も
の
自
身
さ
え
も
が
相
反
し
て
お
り
、
実
際
に
は
原
因
と

結
果
に
お
け
る
私
た
ち
の
推
論
と
同
じ
く
習
慣
と
反
復
に
大
半
は
基
礎

を
置
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
哲
学
者
に
よ
っ
て
は
価
値
あ

る
根
拠
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。」

T
.117

）

ヒ
ュ
ー
ム
は
実
経
験
と
い
う
自
然
的
原
因
に
基
づ
い
た
習
慣
は
尊
重

し
て
い
る
が
、教
育
と
い
う
人
工
的
原
因
に
は
不
信
を
露
に
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、ヒ
ュ
ー
ム
が
習
慣
を
そ
の
ま
ま
に
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

特
に
人
間
社
会
に
お
け
る
習
慣
や
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
信
念
の
教

育
に
対
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
承
認
で
き
な
い
し
懐
疑
的
検
討
を
要

す
る
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
蓋
然
的
知
識
を
二
つ
に
分
け
る
。「
偶
然
」ch

a
n
ce

）

に
基
盤
を
置
く
も
の
と
、「
複
数
原
因
」

ca
u
ses

）
か
ら
起
こ
る
も
の

と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
偶
然
は
因
果
性
の
否
定
で
あ
る
と
述
べ
、

続
け
て
こ
う
述
べ
る
。
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哲
学
者
に
よ
っ
て
通
常
甘
受
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
大
衆

（th
e v
u
lg
a
r

）が
偶
然
と
呼
ぶ
も
の
は
、
密
か
な
、
隠
さ
れ
た
原
因
以

外
の
何
物
で
も
な
い
。」

T
.130

）

つ
ま
り
、
実
際
は
偶
然
と
い
う
こ
と
は
存
在
せ
ず
、
常
に
存
在
す
る

の
は
何
ら
か
の
原
因
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
何
か
に

あ
る
物
事
が
伴
う
と
し
て
も
、
頻
繁
に
違
う
事
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
場

合
は
、
我
々
は
第
二
種
の
蓋
然
的
知
識
に
導
か
れ
る
わ
け
で
、
そ
こ
に

は
経
験
と
観
察
の
「
反
対
」co

n
tra
riety

）
が
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
反

対
に
対
す
る
扱
い
が
大
衆
と
哲
学
者
を
区
別
す
る
と
指
摘
す
る
。

大
衆
は
、物
事
を
最
初
に
現
れ
た
姿
に
よ
っ
て
受
け
取
る
も
の
で
あ

り
、
物
事
の
作
用
に
お
い
て
な
ん
の
障
害
や
妨
害
が
な
い
も
の
を
経
験

し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
因
の
通
常
の
影
響
が
し
ば
し
ば
失
敗
す
る

と
み
な
し
て
、
出
来
事
の
不
確
実
性
を
原
因
に
お
け
る
不
確
実
性
に
帰

す
る
。
し
か
し
、
哲
学
者
は
、
ほ
と
ん
ど
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
お

い
て
と
て
も
多
様
な
原
因
と
原
則
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
が

隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
微
細
で
遠
く
隔
た
っ
た
こ
と
ま
で
推
論
す
る

理
性
に
よ
っ
て
観
察
し
、
少
な
く
と
も
出
来
事
の
反
対
は
原
因
に
お
け

る
偶
然
性
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
秘
め
ら
れ
た
反
対
原
因
の
働
き

か
ら
だ
と
い
う
可
能
性
を
見
つ
け
出
す
。」

T
.132

）

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
例
と
し
て
、
農
夫
は
柱
時
計
が
動
か
な
い
場
合
、
う

ま
く
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
以
外
の
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
に
対
し
、
時
計
工
は
バ
ネ
や
振
り
子
の
動
き
が
正
常
で
あ
れ
ば
塵
が

入
っ
て
日
ご
ろ
の
結
果
を
も
た
ら
し
損
ね
て
い
る
と
容
易
に
推
測
で
き

る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
う
し
た
複
数
原
因
に
よ

る
哲
学
的
な
蓋
然
的
知
識
に
対
し
て
、
非
哲
学
的
蓋
然
知
識
と
い
う
も

の
を
挙
げ
る
。
こ
の
非
哲
学
的
蓋
然
知
識
は
、
い
わ
ゆ
る
「
偏
見
」

（p
reju

d
ice

）
を
帰
結
す
る
と
す
る
。

だ
が
、
人
間
は
偏
見
を
そ
の
ま
ま
持
ち
続
け
る
の
で
は
な
く
、
最
初

の
判
断
を
適
切
に
懐
疑
す
る
こ
と
で
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
、
比
較
考
量
つ
ま
り
理
性
の
働
き
に
大
き
な
力
を
与

え
る
。あ

る
事
物
が
現
れ
る
と
き
、そ
れ
が
と
て
も
多
く
の
事
情
に
お
い
て

あ
る
原
因
に
類
似
し
て
い
る
と
、
そ
の
原
因
か
ら
最
も
実
質
的
で
有
効

な
事
情
に
お
い
て
は
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
想
像
は

自
然
に
そ
の
通
常
の
結
果
の
概
念（co

n
cep

tio
n

）に
生
き
生
き
と
我
々

を
運
ぶ
。
こ
こ
に
一
般
的
規
則
の
第
一
の
影
響
が
あ
る
。
し
か
し
、
我
々

が
精
神
の
こ
の
活
動
を
再
考
し
（ta

k
e a rev

iew

）、
よ
り
一
般
的
で

信
憑
性
の
あ
る
（a

u
th
en
tic

）
知
性
の
働
き
と
比
較
す
る
時
、
我
々
は

そ
れ
が
不
規
則
な
性
質
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
推
論
に
お
け
る
最
も
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確
立
さ
れ
た
諸
原
則
に
対
し
て
破
壊
的
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
こ
れ

が
、
そ
れ
（
一
般
的
規
則
の
第
一
の
影
響

｜
筆
者
補
足
）
を
我
々
が

拒
否
す
る
原
因
で
あ
る
。こ
れ
は
一
般
的
規
則
の
第
二
の
影
響
で
あ
り
、

前
者
を
非
難
す
る
こ
と
を
含
む
。そ
の
人
物
の
性
質
と
性
格
に
よ
っ
て
、

あ
る
時
に
は
一
方
が
、
あ
る
時
に
は
他
方
が
優
勢
と
な
る
。
大
衆
は
通

常
第
一
の
も
の
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
賢
者
（w

ise m
en

）
は
第
二
の
も

の
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。」

T
.149

〜150

）

哲
学
者
」
と
「
大
衆
」
と
い
う
二
つ
を
分
け
る
も
の
は
、
偏
見
を
自

ら
是
正
し
う
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
人
間
の
理
性
の
能
力
に
対
し
て
も
ち
ろ
ん
過
剰
な
期

待
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
全
く
否
定
的
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
人

間
は
一
方
で
習
慣
に
よ
っ
て
偏
見
や
誤
っ
た
認
識
や
判
断
を
持
っ
た
ま

ま
流
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
適
切
な
懐
疑
や

理
性
の
行
使
に
よ
り
誤
っ
た
判
断
を
克
服
で
き
る
も
の
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。多
く
の
場
合
、人
間
の
判
断
は
た
し
か
に
経
験
や
習
慣
に
よ
っ

て
生
じ
る
想
像
・
信
念
の
領
域
で
あ
り
、
必
ず
し
も
正
確
な
事
実
に
即

し
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
経
験
的
論
究
方
法
に
よ
っ
て
誤

謬
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
理
性
の
持
ち
主
と
し
て
、
哲
学
者
に
も
な
り

う
る
存
在
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
人
間
を
描
き
出
し
た
。

第
二
節

穏
和
な
情
念
」
と
「
理
性
」

前
節
で
は
、『
人
間
本
性
論
』
の
第
一
篇
「
知
性
篇
」
を
辿
り
な
が
ら
、

人
間
の
因
果
判
断
・
信
念
は
習
慣
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
理
性

に
は
誤
っ
た
信
念
を
正
し
て
さ
ら
に
正
確
な
原
因
を
把
握
す
る
力
が
あ

る
と
ヒ
ュ
ー
ム
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
本
節
で
は
、『
人
間
本
性

論
』
第
二
篇
「
情
念
篇
」
を
辿
り
、
実
際
に
人
間
の
行
動
を
つ
く
り
だ

す
情
念
と
理
性
の
関
係
を
見
る
。

は
じ
め
に
」で
も
述
べ
た
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
フ
ォ
ー
ブ
ズ

以
降
、『
人
間
本
性
論
』
の
第
三
篇
「
道
徳
篇
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る

コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
議
論
と
『
エ
ッ
セ
イ
ズ
』
等
で
展
開
さ
れ
る
政

治
経
済
の
議
論
の
連
関
を
指
摘
す
る
も
の
が
多
い
。そ
の
中
に
あ
っ
て
、

佐
々
木
毅
は
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
示
唆
を
受
け８

）
、「
情
念
篇
」を
中
心
に

『
人
間
本
性
論
』
や
そ
の
他
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
み
解
く
こ
と
を
提
起
し

た９
）

。
そ
の
点
で
は
大
き
な
示
唆
に
富
み
、
本
稿
も
影
響
を
受
け
て
い
る

が
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
や
佐
々
木
毅
に
お
い
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る

「
知
性
篇
」「
情
念
篇
」の
中
の
理
性
の
契
機
は
あ
ま
り
考
察
対
象
と
は

な
っ
て
い
な
い
。舟
橋
喜
恵
は
、『
人
間
本
性
論
』の「
情
念
篇
」で
ヒ
ュ
ー

ム
が
指
摘
し
た
、
人
間
の
心
の
活
動
の
斉
一
性
・
必
然
性
の
認
識
が
、

人
間
の
科
学
と
し
て
政
治
・
社
会
を
規
則
的
に
観
察
で
き
る
と
い
う
認

識
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る10

）
。そ
の
点
で
、「
情
念
篇
」
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と
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
・
経
済
学
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
人
間
本
性
の
画
一
性
の
認
識
が
科
学
的
な
現
状
分
析
に
結
び

つ
い
た
こ
と
の
解
明
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。本
節
で
は
、「
情
念
篇
」

に
お
け
る
「
理
性
」
や
「
穏
和
な
情
念
」
の
議
論
を
吟
味
し
、
穏
和
な

情
念
が
激
し
い
情
念
を
抑
え
る
強
い
力
を
持
ち
う
る
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム

が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
が
『
人
間
本
性
論
』
第
二
篇
「
情
念
篇
」
で
主
張
す
る
こ

と
は
、
情
念
の
み
が
人
間
の
行
為
の
動
機
で
あ
り
、
理
性
は
決
し
て
動

機
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
性
的
で
は
な
く
情
念
に

駆
ら
れ
る
人
間
の「
非
合
理
」の
発
見
は
、
十
七
、
十
八
世
紀
以
来
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
強
く
存
在
す
る
思
想
潮
流
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
中
で

最
も
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る11

）
。

し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
必
ず
し
も
理
性
を
否
定
し
て
い
な
い

こ
と
は
、
前
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
が
、
こ
の
「
情
念
篇
」
に
お
い
て

も
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
。

ま
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
前
節
で
も
述
べ
た
経
験
的
論
究
方
法
に
お
い

て
重
要
な
出
発
点
と
な
っ
た
「
印
象
」
を
、
身
体
的
快
苦
に
伴
う
始
原

的
印
象
と
、
そ
の
再
現
お
よ
び
な
ん
ら
か
の
観
念
の
媒
介
に
よ
っ
て
生

じ
る
二
次
的
で
内
省
的
な
印
象
に
区
分
す
る
。
こ
の
後
者
が
「
情
念
」

（p
a
ssio

n

）
で
あ
り
、
さ
ら
に
情
念
は
穏
和
な
情
念
と
激
し
い
情
念
に

区
分
で
き
る
と
い
う
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
人
間
は
共
感
に
よ
っ
て
、
他
人
の
持
っ
て
い
る
情
念

へ
の
観
念
を
印
象
に
変
化
さ
せ
て
抱
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
言
う
共
感
と
は
、
情
念
の
一
種
で
は
な
く
、
情
念
伝
達
の

原
理
で
あ
る
。
人
間
は
比
較
・
共
感
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
念
を
起

こ
し
、
情
念
の
連
鎖
を
起
こ
す
。

こ
う
し
て
起
こ
る
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
中
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
意
志
を
含
ま

な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
意
志
の
自
由
は
人
間
に
は
な
い
と
述
べ
る
。
外
的

な
物
体
の
作
用
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
広
く
承
認
さ
れ
て
い

る
こ
と
だ
と
し
、
人
間
の
心
の
活
動
も
、
動
機
や
気
質
や
環
境
と
恒
常

的
接
合
を
持
っ
て
お
り
、外
的
物
体
と
同
じ
必
然
性
を
持
つ
と
述
べ
る
。

人
間
の
行
動
に
関
し
て
、
そ
の
動
機
や
気
質
や
環
境
と
の
恒
常
的
連
関

を
観
察
で
き
れ
ば
、
人
間
は
人
間
の
行
為
に
関
し
て
必
然
性
を
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
実
際
に
我
々
の
社
会
生
活
は
そ
の
よ
う
な
認
識

に
基
づ
い
て
営
ま
れ
て
い
る
と
す
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
上
記
の
議
論
を
進
め
て
、
意
志
の
自
由
を
「
自
発
性

の
自
由
」（
暴
力
の
欠
如
）
と
「
無
差
別
の
自
由
」（
必
然
性
の
否
定
）

の
二
種
類
に
分
け
、
前
者
は
支
持
す
る
が
、
後
者
は
否
定
す
る
。
こ
う

し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
は
、
全
て
の
出
来
事
が
因
果
的
に
決
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
他
人
の
強
制
や
外
的
障
害
が
な
く
、
行

為
の
決
定
要
因
が
行
為
者
の
意
志
に
あ
る
と
き
、
そ
の
行
為
を
自
由
と
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み
な
す
「
や
わ
ら
か
い
決
定
論
」
に
区
分
で
き
、
選
択
の
自
由
や
行
動

の
自
由
を
排
す
る
「
か
た
い
決
定
論
」
と
は
異
な
る
も
の
と
言
え
る12

）
。

上
記
の
自
由
と
必
然
の
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
情
念
と

理
性
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

情
念
と
理
性
の
闘
争
に
つ
い
て
語
る
こ
と
、
理
性
を
選
好
し
、
理
性

の
指
示
に
従
う
こ
と
の
み
人
間
に
と
っ
て
道
徳
的
で
あ
る
と
主
張
す
る

こ
と
ほ
ど
、
哲
学
に
お
い
て
、
お
よ
び
通
常
の
生
活
に
お
い
て
、
あ
り

ふ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
な
存
在
は
、
理
性
に
よ
っ
て

行
動
を
規
制
す
べ
き
だ
と
言
わ
れ
る
。
…
（
中
略
）
…
す
べ
て
の
こ
の

哲
学
の
誤
謬
を
示
す
た
め
に
、
私
は
第
一
に
、
理
性
だ
け
で
は
決
し
て

意
志
の
活
動
の
動
機
と
な
ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
理
性
は
意
志
の
方
向

性
に
お
い
て
情
念
に
反
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ

と
に
努
め
よ
う
。」（T

.413

）

第
一
の
点
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
ず
「
知
性
篇
」
で
論
じ
た
内

容
を
踏
ま
え
、
知
性
は
二
つ
の
異
な
っ
た
仕
方
で
発
動
す
る
と
す
る
。

つ
ま
り
、
観
念
間
の
抽
象
的
関
係
を
眺
め
る
絶
対
的
知
識
か
、
事
物
間

の
経
験
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
関
係
を
眺
め
る
蓋
然
的
知
識
か
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
。
前
者
は
行
動
の
原
因
と
は
な
り
え
ず
、
後
者
の
み
行

動
の
原
因
と
な
る
と
す
る
。
蓋
然
性
に
基
づ
く
因
果
判
断
は
、
人
に
快

苦
の
見
通
し
と
、そ
れ
に
よ
る
嫌
悪
あ
る
い
は
傾
斜
の
感
情
を
与
え
る
。

我
々
が
あ
る
対
象
か
ら
快
苦
の
見
通
し
を
持
つ
と
き
、嫌
悪
あ
る
い

は
傾
斜
の
結
果
と
し
て
の
感
情
（em

o
tio
n

）
を
感
じ
る
こ
と
、
お
よ
び

こ
の
不
快
あ
る
い
は
満
足
を
我
々
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
避
け
た

り
受
容
（em

b
ra
ce

）
す
る
よ
う
に
運
ば
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ

の
感
情
が
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
我
々
の
視
点
を
運

び
、
因
果
関
係
に
よ
っ
て
何
で
あ
れ
事
物
は
そ
の
元
の
も
の（o

rig
in
a
l

 
o
n
e

）と
関
係
が
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
、
明
白
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
こ
に
、
こ
の
関
係
（
因
果
関
係

｜
筆
者
）
の
発
見
に
推
論
・
理

性
の
行
使
（rea

so
n
in
g

）
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
我
々
の
推
論
・
理
性

の
行
使
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
行
動
は
結
果
と
し
て
変

化
を
受
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、

そ
の
衝
動
は
理
性
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
た
だ
理
性

に
よ
っ
て
方
向
を
示
さ
れ
る
の
み
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（T

.414

）

も
し
あ
る
事
柄
の
原
因
お
よ
び
結
果
が
べ
つ
に
我
々
の
感
情
を
喚
起

し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
事
物
が
原
因
で
あ
り
結
果
で
あ
る

か
を
知
る
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
は
関
心
を
持
た
な
い
。
理
性
は
単
に

因
果
関
係
を
発
見
す
る
だ
け
で
あ
り
、
あ
る
物
事
が
我
々
を
強
く
動
か

す
こ
と
は
、
理
性
の
な
し
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
理
性
の
み
に
よ
っ
て
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は
、
い
か
な
る
行
動
を
生
む
こ
と
も
、
意
欲
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
も
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
は
、
意
欲
の
衝
動
を
防
止
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
い
か
な
る
情
念
や
衝
動
を
選
ぶ
べ
き
か
を
議
論
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
理
性
は
決
し
て
意
志
行
動
の
動
機
で
は
な
く
、
意
志
の
規
制

に
当
っ
て
理
性
は
情
念
に
対
立
で
き
な
い
。

理
性
は
情
念
の
奴
隷
で
あ
り
、
た
だ
奴
隷
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
情

念
に
奉
仕
し
従
う
以
外
の
働
き
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。」（T
.415

）

ヒ
ュ
ー
ム
は
以
上
の
よ
う
に
結
論
し
た
あ
と
、
理
性
に
つ
い
て
、
動

機
と
し
て
は
情
念
に
対
抗
で
き
な
い
が
、
実
は
理
性
に
も
大
き
な
役
割

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
情
念
と
理
性
の
闘
争
と
呼

ば
れ
る
事
態
、
つ
ま
り
情
念
と
理
性
が
相
反
す
る
と
い
う
事
態
は
、
以

下
の
二
つ
し
か
あ
り
え
な
い
と
す
る
。

あ
ま
り
に
も
明
ら
か
で
自
然
な
こ
の
原
則（
情
念
が
理
性
に
反
す
る

た
め
に
は
誤
っ
た
判
断
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

｜
筆
者
補
足
）
に
よ
れ
ば
、
あ
る
感
情
が
非
理
性
的
だ
と
呼
ば
れ
う
る

こ
と
は
た
だ
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
第
一
に
、
希
望
や

恐
れ
、
悲
し
み
や
喜
び
、
絶
望
や
安
心
と
い
っ
た
情
念
が
、
真
実
に
は

存
在
し
な
い
事
物
の
仮
定
に
基
づ
い
て
い
た
場
合
で
あ
る
。
第
二
に
、

あ
る
活
動
に
お
い
て
情
念
を
働
か
せ
る
際
、
人
が
計
画
し
た
目
的
に
不

十
分
な
手
段
を
選
び
、
原
因
結
果
の
判
断
を
誤
る
場
合
で
あ
る
。
情
念

が
誤
っ
た
仮
定
に
基
づ
か
ず
、
目
的
の
た
め
に
不
十
分
な
手
段
を
選
ば

な
い
場
合
、
知
性
は
そ
れ
を
正
当
化
も
非
難
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。」

（T
.416

）

あ
る
結
果
が
見
込
ま
れ
て
い
る
原
因
の
仮
定
が
誤
謬
だ
と
発
見
さ
れ

れ
ば
、
そ
の
行
動
は
直
ち
に
私
た
ち
の
関
心
を
ひ
か
な
く
な
る
と

ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
理
性
に
、
手
段
と
し
て

の
行
為
の
決
定
に
は
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ

こ
に
お
い
て
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
事
物
の
仮
定
に
基
づ
い
た
情
念

を
消
去
し
、
目
的
達
成
の
た
め
の
適
切
な
手
段
を
知
ら
せ
る
も
の
と
し

て
、
理
性
に
大
き
な
役
割
を
与
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
通
常
情
念
に
対
抗
す
る
理
性
と
し
て
人
々

に
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
「
穏
和
な
情
念
」（ca

lm
 
p
a
ssio

n

）

だ
と
す
る
。
穏
和
な
情
念
と
は
、
極
め
て
静
か
に
活
動
す
る
の
で
、
一

般
的
に
理
性
と
混
同
さ
れ
て
い
る
が
、
紛
れ
も
な
く
情
念
の
一
種
と
い

う
。
し
か
し
、
理
性
も
穏
和
な
情
念
も
特
に
目
立
っ
た
情
感
を
生
じ
ず

に
活
動
す
る
た
め
、
混
同
さ
れ
や
す
い
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
。
穏
和

な
情
念
に
は
二
種
類
あ
り
、
ひ
と
つ
は
人
間
本
性
に
自
然
に
植
え
つ
け

ら
れ
た
善
意
や
憤
慨
や
生
命
へ
の
愛
や
子
ど
も
へ
の
親
切
さ
な
ど
で
あ
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り
、
も
う
ひ
と
つ
は
善
へ
の
一
般
的
な
嗜
好
と
悪
へ
の
嫌
悪
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
情
念
の
い
ず
れ
か
が
穏
和
で
、
精
神
に
お
い
て
な
ん
ら
の
不

調
も
生
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
情
念
は
理
性
の
働
き
と
混
同
さ
れ

る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
る
。

さ
ら
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
穏
和
な
情
念
の
み
で
な
く
、
激
し
い
情
念

（v
io
len
t p
a
ssio

n
）
も
人
間
の
意
志
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
指

摘
す
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
人
か
ら
害
を
受
け
る
と
、
人
は
怨
み
・
憤

慨
の
激
し
い
情
念
を
感
じ
、
自
分
の
喜
び
や
利
点
と
な
ん
ら
関
係
も
な

く
、
相
手
に
対
す
る
災
悪
と
罰
を
望
む
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
理
性
や
穏
和
な
情
念
や
激
し
い
情
念
の
、
ど
れ
も
が

人
間
の
意
志
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
述
べ
る
。
人
間
は
、
し
ば
し
ば

自
己
の
利
害
に
反
し
た
行
動
を
知
り
つ
つ
取
り
、
激
し
い
情
念
に
逆

ら
っ
て
自
分
の
利
害
や
計
画
を
追
求
す
る
。
そ
の
決
定
は
、
そ
の
人
の

一
般
的
性
格
や
現
在
の
傾
向
に
よ
る
。

心
の
強
さ
と
我
々
が
呼
ぶ
こ
と
は
、激
し
い
情
念
よ
り
も
穏
和
な
情

念
を
選
ぶ
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
し
か
し
、
容
易
に
観
察
で
き
る
よ

う
に
、
常
に
こ
の
美
徳
を
持
ち
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
と
欲
望
の
誘
惑
に
屈

す
る
機
会
を
持
た
な
い
よ
う
な
人
物
は
い
な
い
。」（T

.418

）

ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
う
述
べ
、穏
和
な
情
念
の
望
ま
し
さ
を
説
き
な
が
ら
、

人
間
が
容
易
に
激
し
い
情
念
に
屈
し
や
す
い
弱
い
存
在
だ
と
い
う
見
解

を
示
す
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
激
し
い
情
念
に
対
抗
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

り
、
穏
和
な
情
念
は
容
易
に
激
し
い
情
念
に
転
じ
う
る
こ
と
、
さ
ら
に

習
慣
に
よ
っ
て
情
念
は
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
最
終
的
に
、
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
ま
と
め
て
い
る
。

激
し
い
情
念
と
穏
和
な
情
念
の
原
因
と
結
果
は
両
方
と
も
、か
な
り

多
様
で
あ
り
、
か
な
り
の
程
度
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
人
に
特
有

の
性
質
や
性
向
に
依
存
す
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
激
し
い
情
念
は
意

志
に
お
い
て
よ
り
強
力
な
影
響
を
持
つ
。
し
か
し
、
穏
和
な
情
念
が
、

省
察
（reflectio

n

）
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
、
決
意
（reso

lu
tio
n

）
に

よ
っ
て
補
佐
さ
れ
た
時
、
激
し
い
情
念
を
そ
の
最
も
荒
れ
狂
う
（fu

ri-

o
u
s

）
活
動
の
中
に
お
い
て
制
御
す
る
（co

n
tro
l

）
こ
と
が
で
き
る
こ
と

は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」（T

.437

〜438

）

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
穏
和
な
情
念
が
激
し
い
情
念
を
制

御
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
決
意
や
理
性
は

非
常
に
不
確
実
で
脆
い
も
の
で
あ
る
が
、
熟
慮
と
決
意
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
た
穏
和
な
情
念
が
、
単
に
激
し
い
情
念
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
激
し
い
情
念
に
打
ち
克
ち
う
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
上
記
の
記
述
か
ら
明
白
で
あ
る
。
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次
節
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
上
記
の
『
人
間
本
性
論
』
中
で
展
開
さ
れ

た
「
理
性
」
と
「
穏
和
な
情
念
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
ど
の
よ
う
に

『
エ
ッ
セ
イ
ズ
』
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
か
を
見
て
、
ヒ
ュ
ー
ム

に
お
い
て
「
穏
和
さ
」
が
、「
激
し
い
情
念
」
と
の
対
照
で
、
望
ま
し
い

も
の
と
さ
れ
て
い
る
様
子
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
は
政

治
経
済
に
つ
い
て
論
じ
る
時
に
、
文
明
社
会
に
対
し
て
明
る
い
側
面
を

描
き
出
す
楽
天
的
部
分
と
暗
い
側
面
を
描
き
出
す
悲
観
的
側
面
の
二
つ

が
あ
る
と
い
う
「
両
義
性
」
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
問
題
を
解

決
す
る
鍵
は
こ
の
「
穏
和
な
情
念
」
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。

第
三
節

現
実
と
対
峙
す
る
人
間
学

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
一
七
四
一
年
『
道
徳
政
治
論
集
』（E

ssays,
M
oral

 
an
d P

olitical

）を
出
版
し
、
一
七
五
二
年
に
は『
政
治
論
集
』（P

oliti-

cal D
iscou

rses

）
を
出
版
し
た
。
両
著
作
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
同
時
代
の
政

治
や
経
済
に
つ
い
て
執
筆
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
前

者
は
主
に
政
体
論
や
党
派
論
を
、
後
者
は
商
業
経
済
や
国
債
に
つ
い
て

の
議
論
が
主
軸
と
な
っ
て
い
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
が
生
き
た
十
八
世
紀
の
ブ
リ
テ
ン
は
、
第
二
次
英
仏
百
年

戦
争
と
呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
外
戦
争
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
ま

た
、
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
の
反
乱
が
起
こ
り
、
コ
ー
ト
・
ウ
ィ
ッ
グ
と
カ
ン

ト
リ
ー
が
激
し
い
党
派
対
立
を
起
こ
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
。

こ
の
時
代
状
況
に
お
い
て
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
概
念
に
基
づ
く

政
治
思
想
を
展
開
し
、
名
誉
革
命
体
制
を
安
定
さ
せ
、
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー

朝
に
正
当
性
を
与
え
、
党
派
対
立
の
収
拾
を
目
指
し
た
、
と
い
う
の
が

フ
ォ
ー
ブ
ズ
の
「
懐
疑
的
ウ
ィ
ッ
グ
」
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
で
あ

る
。
一
方
で
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
お
け
る
「
両
義
性
」
の
指
摘
に
あ
る
よ

う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
時
に
カ
ン
ト
リ
ー
の
主
張
と
通
底
す

る
よ
う
な
、
当
時
の
政
権
で
あ
る
コ
ー
ト
・
ウ
ィ
ッ
グ
へ
の
批
判
に
つ

な
が
る
公
債
論
に
お
い
て
、
悲
観
的
な
危
機
意
識
も
見
ら
れ
る
。

本
節
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
道
徳
政
治
論
集
』
と
『
政
治
論
集
』（
以

下
両
冊
を
併
せ
て
『
エ
ッ
セ
イ
ズ
』
と
総
称
す
る
）
を
、
人
間
学
に
基

づ
い
た
人
間
の
穏
和
化
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
観
点
か

ら
、
商
業
経
済
を
擁
護
し
、
当
時
の
連
続
す
る
戦
争
を
批
判
し
た
性
格

の
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
分
析
し
、
両
義
性
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
実
は
穏

和
化
の
意
図
か
ら
結
果
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

『
人
間
本
性
論
』
と
『
エ
ッ
セ
イ
ズ
』
は
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
も
と
も
と
『
人
間
本
性
論
』
第
一
篇
・
第
二
篇
を
出
版

し
た
と
き
に
付
し
て
い
た
「
緒
言
」（a

d
v
ertisem

en
t

）
の
中
で
、「
も

し
も
幸
運
に
も
上
首
尾
で
あ
れ
ば
、
私
は
進
ん
で
道
徳
学
、
政
治
学
、

文
芸
批
評
の
考
察
に
進
も
う
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
約
束
は
果
た
さ
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れ
な
か
っ
た
が
、
人
間
本
性
の
科
学
の
一
環
と
し
て
政
治
学
を
構
想
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
。『
人
間
本
性
論
』の
序
文
に
お
い
て
も
、
目
指
す

諸
学
の
完
全
な
体
系
の
中
に
、
論
理
学
・
道
徳
学
・
文
芸
批
評
と
並
ん

で
「
政
治
学
」（p

o
litics

）
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、『
人
間
本
性
論
』に
基
づ
く
政
治
学
と
は
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
間
事
象
に
お
い
て「
事

物
の
一
般
的
成
り
行
き
」
を
考
察
す
る
も
の
だ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、『
政
治
論
集
』
の
中
の
「
商
業
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
に

お
い
て
、
人
類
を
「
浅
薄
な
思
想
家
」
と
「
深
遠
な
思
想
家
」
の
二
種

類
に
分
け
る
。
後
者
は
き
わ
め
て
稀
だ
が
、
有
益
で
価
値
が
あ
る
と
し
、

前
者
は
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
会
話
か
ら
学
べ
る
こ
と
し
か
教
え
な
い
よ

う
な
著
者
で
あ
り
、
あ
ま
り
価
値
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
。

そ
の
違
い
は
、
個
別
的
な
主
題
を
超
え
た
、
一
般
的
な
主
題
に
つ
い
て

精
緻
な
推
論
を
す
る
能
力
に
あ
る
と
し
た
。

一
般
的
な
推
論
は
込
み
入
っ
て
見
え
る
が
、そ
の
理
由
は
単
に
そ
れ

ら
の
推
論
が
一
般
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
類
の
大
半
に
と
っ
て
は
、
非

常
に
多
く
の
個
別
の
事
柄
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
が
合
意
す
る
共
通

の
事
情
を
識
別
し
た
り
、
他
の
不
必
要
な
事
情
か
ら
、
純
粋
に
混
ざ
ら

な
い
よ
う
に
そ
れ
を
抽
出
す
る
こ
と
は
、
簡
単
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の

人
々
に
と
っ
て
は
、あ
ら
ゆ
る
判
断
や
結
論
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
普
遍
的
な
命
題
、
つ
ま
り
無
数
の
個
別
的
な
も
の
を
そ
の
も

と
に
理
解
し
、
ひ
と
つ
の
定
理
に
お
い
て
全
科
学
を
含
む
よ
う
な
命
題

に
、
自
ら
の
見
解
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
人
々
の

目
は
、
そ
の
よ
う
な
広
大
な
見
通
し
に
は
混
乱
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
（
広
大
な
見
通
し
）
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
は
、
た
と
え

明
確
に
表
現
さ
れ
て
も
、
込
み
入
っ
た
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
思
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
込
み
入
っ
た
も
の
だ
と
感
じ
よ
う
と
、
一

般
的
な
原
理
が
、
も
し
正
当
で
健
全
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
個
別

の
事
例
で
は
誤
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
常
に
事
物
の
一
般
的
な
成

り
行
き
に
お
い
て
（in th

e g
en
era

l co
u
rse o

f th
in
g
s

）
は
優
勢
で

あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
物
の
一
般
的
な
成
り
行
き
を

考
慮
す
る
こ
と
が
哲
学
者
の
主
要
な
仕
事
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
治
家

に
と
っ
て
そ
れ
は
主
要
な
仕
事
だ
と
、
私
は
付
言
し
よ
う
。」（E

.253

〜255

）

つ
ま
り
、
人
間
の
世
界
に
は
「
事
物
の
一
般
的
な
成
り
行
き
」
が
存

在
し
、
そ
れ
を
認
識
す
る
の
が
哲
学
者
・
政
治
家
で
あ
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
『
人
間
本
性
論
』
の
中
の
「
哲
学

者
」
と
「
大
衆
」
の
区
分
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
、「
深
遠
な
」
思
想
家
と

「
浅
薄
な
」
思
想
家
の
区
別
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
原
因
と
結
果
の
連

鎖
を
事
物
の
一
般
的
成
り
行
き
と
し
て
精
密
に
観
察
で
き
る
こ
と
が
、
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大
衆
と
異
な
る
哲
学
者
や
政
治
家
の
任
務
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
た
、「
政
治
を
科
学
に
高
め
る
た
め
に
」の
中
に
お
い

て
も
、
人
間
の
出
来
事
が
個
別
の
人
間
の
偶
然
の
気
質
や
性
格
か
ら
の

み
帰
結
す
る
と
い
う
見
解
に
異
論
を
唱
え
、
個
別
の
事
例
や
統
治
者
個

人
の
気
質
や
性
格
を
の
み
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
個
人
や

事
例
に
依
拠
し
な
い
事
物
の
一
般
的
な
成
り
行
き
を
、
政
体
の
分
析
を

通
じ
て
考
察
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
が
「
事
物
の
一
般
的
成
り
行
き
」
と
し
て
特
に
分
析
し
た

の
は
、
政
治
に
お
け
る
政
体
の
影
響
と
、
経
済
に
お
け
る
商
業
経
済
の

発
展
だ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
商
業
に
つ
い
て
」
お
よ
び
「
技
芸
の
洗

練
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
商
業
や
技
芸
の
発
展
こ
そ
が
人
間
本
性
に

適
合
的
で
あ
り
、
公
共
の
力
を
結
果
と
し
て
強
め
る
こ
と
に
な
り
、
勤

労
・
知
識
・
人
間
性
が
相
互
連
鎖
的
に
発
展
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
農

業
の
み
が
存
在
す
る
社
会
と
異
な
り
、
奢
侈
や
技
芸
の
洗
練
こ
そ
が
、

農
業
従
事
者
に
と
っ
て
も
勤
労
の
動
機
・
誘
因
と
な
り
、
農
業
生
産
力

を
向
上
す
る
と
説
く
。
商
業
が
人
間
の
勤
労
の
動
機
と
な
る
と
い
う
こ

と
は
、
情
念
の
み
が
人
間
の
動
機
と
な
る
と
い
う
『
人
間
本
性
論
』
の

議
論
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
と
れ
よ
う
。

し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
商
業
に
つ
い
て
」
と
「
技
芸
の
洗
練
に
つ

い
て
」
で
上
記
の
よ
う
な
文
明
社
会
の
自
律
的
発
展
と
明
る
い
側
面
を

述
べ
た
の
ち
、「
公
信
用
に
つ
い
て
」な
ど
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
国
債

が
政
治
経
済
に
対
し
て
破
滅
的
な
作
用
を
も
た
ら
す
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
の
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
「
両
義
性
」
の
問
題
と
し
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
公
信
用
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
国
債
（n

a
tio
n
a
l

 
d
eb
t

）
を
、
破
滅
的
な
慣
行
と
し
て
批
判
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
国
債
の

害
悪
と
し
て
以
下
の
五
つ
の
点
を
挙
げ
る
。
一
、
国
債
が
人
々
と
富
を

首
都
ロ
ン
ド
ン
に
集
中
さ
せ
る
。
二
、
イ
ン
フ
レ
を
起
こ
す
。
三
、
増

税
が
貧
民
へ
の
圧
迫
を
招
く
。
四
、
外
国
人
の
国
債
所
有
が
増
え
れ
ば

属
国
化
。
五
、
不
労
所
得
に
よ
る
生
活
を
助
長
す
る
。

さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
増
税
に
は
限
界
が
あ
り
、
内
国
消
費
税
の
課

税
が
限
界
に
達
し
、
他
の
増
税
に
踏
み
切
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
場

合
の
貧
民
の
苦
悩
を
説
く
。そ
し
て
、「
国
民
が
公
信
用
を
破
壊
す
る
か
、

公
信
用
が
国
民
を
滅
ぼ
す
か
」（E

.360

）
と
ま
で
述
べ
る
。

森
直
人
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
公
信
用
に
つ
い
て
」
の
議
論
を
、
最
終

的
に
公
信
用
の
死
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
義
と
統
治
の
衝
突
と
統

治
優
先
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
導
入
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
る13

）
。
た
し
か
に
、

そ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
を
と
ら
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー

ム
が
「
公
信
用
に
つ
い
て
」
の
末
尾
で
述
べ
る
、
自
国
内
部
の
決
断
お

よ
び
他
国
の
征
服
に
よ
る
公
信
用
の
「
死
」
を
実
際
に
ど
の
程
度
現
実

味
の
あ
る
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
た
か
は
若
干
疑
問
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
森
は
、「
公
信
用
に
つ
い
て
」と
の
関
連
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
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の
「
勢
力
均
衡
に
つ
い
て
」
を
考
察
し
、「
勢
力
均
衡
に
つ
い
て
」
が
フ

ラ
ン
ス
の
世
界
君
主
制
に
対
抗
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る14

）
。

た
し
か
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
現
実
問
題
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
膨
張
を
封

じ
込
め
る
た
め
の
政
策
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
そ
の
と
お
り

で
あ
る
。
だ
が
、
一
方
で
フ
ラ
ン
ス
へ
の
敵
意
の
過
剰
を
戒
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
戦
争
の
半
分
以
上
、
さ
ら
に
は
す
べ
て
の
国
債
は
、
不
必

要
な
も
の
だ
っ
た
と
ま
で
述
べ
る
。

我
々
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
は
正
義
と
、さ
ら
に
お
そ
ら
く
は
必
然

性
に
さ
え
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
常
に
頑
迷
さ
と
情
念
の
た
め
に

あ
ま
り
に
も
極
端
に
押
し
上
げ
ら
れ
た
。
…
（
略
）
…
し
た
が
っ
て
、

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、我
々
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
の
半
ば
以
上
、

そ
し
て
す
べ
て
の
我
々
の
公
信
用
は
、
隣
国
の
野
心
に
よ
る
よ
り
は

我
々
自
身
の
無
思
慮
な
激
し
さ
に
多
く
よ
っ
て
い
る
。」（E

.339
）

上
記
の
記
述
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
勢
力
均
衡
に
つ
い
て
」
は
、
単

な
る
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
勢
力
均
衡
に
基
づ
い
た
封
じ
込
め
を
意
図
し

た
論
文
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
に
お
け
る
国
民

世
論
の
熱
狂
を
適
切
に
鎮
静
化
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
主
眼
目
は
、
当
時
の
頻
発
す
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
と

戦
争
を
支
え
る
た
め
の
国
債
の
膨
張
に
対
す
る
批
判
に
あ
っ
た
と
言
え

る
。
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ュ
ア
は
、
十
八
世
紀
ブ
リ
テ
ン
の
行
政
府
を
「
財

政
軍
事
国
家
」
と
位
置
付
け15

）
、
十
八
世
紀
ブ
リ
テ
ン
の
歴
史
を
戦
争
遂

行
能
力
の
大
幅
な
向
上
が
な
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た
と
し
、
強
力
な
軍
隊

と
そ
れ
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
、
特
に
巨
額
の
戦
費
の
調
達
の
た
め
の
国

債
と
国
債
を
維
持
す
る
た
め
の
税
収
増
が
図
ら
れ
た
時
代
だ
っ
た
、
い

わ
ば
「
戦
時
経
済
」
だ
っ
た
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る
。

ブ
リ
ュ
ア
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
年
間
支
出
は
一
六
八
〇
か
ら
一
七
八

〇
年
の
間
に
十
五
倍
に
増
え
、
年
歳
入
の
七
五
か
ら
八
五
％
は
軍
事
費

と
債
務
に
費
や
さ
れ
、国
債
費
は
税
収
の
三
十
か
ら
四
十
％
を
占
め
た16

）
。

一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
重
税
の
あ
ま
り
革
命
ま
で
起

こ
る
事
態
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
八
世
紀
は
安
定
し
た

国
民
負
担
の
少
な
い
政
府
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実

は
イ
ギ
リ
ス
の
方
が
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
国
民
の
税
負
担
は
重
か
っ
た
と

い
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
上
記
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
文
脈
か
ら
見

れ
ば
、
こ
の
「
財
政
軍
事
国
家
」
へ
の
批
判
だ
っ
た
と
言
え
る17

）
。

で
は
、
こ
う
し
た
、
コ
ー
ト
・
ウ
ィ
ッ
グ
の
政
策
へ
の
批
判
者
と
し

て
の
ヒ
ュ
ー
ム
像
と
、「
懐
疑
的
ウ
ィ
ッ
グ
」と
し
て
カ
ン
ト
リ
ー
の
ボ

リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
を
批
判
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
像
は
、
ど
の
よ
う
な
整
合
性

を
持
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
当
時
の
歴
史
的
文
脈

を
見
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

一
七
二
〇
年
代
以
降
、
長
期
政
権
を
担
っ
た
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
は
、
地
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租
を
引
き
下
げ
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
（
内
国
消
費
税
）
を
拡
大
し
た
。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
主
の
負
担
を
減
ら
し
、
税
負
担
を
中
間
層
を
主

と
す
る
一
般
国
民
に
広
く
担
わ
せ
た
。
こ
の
政
策
は
、
地
主
階
級
を
体

制
に
取
り
込
む
政
策
を
推
進
し
、
さ
ら
に
地
主
階
級
が
公
債
権
者
と
な

る
事
態
を
促
進
し
た
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
が
か
つ
て
描
い
た
国
債
に

依
拠
す
る
金
融
勢
力
と
土
地
に
依
拠
す
る
地
主
階
級
の
対
立
、
お
よ
び

戦
時
財
政
の
も
と
で
の
地
主
階
級
の
没
落
と
い
う
画
像
は
、
こ
れ
ら
の

政
策
に
よ
っ
て
す
で
に
色
あ
せ
た
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た18

）
。
つ
ま

り
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
議
論
は
、
当
時
の
ブ
リ
テ
ン
の
歴
史
的
現

実
へ
の
批
判
の
有
効
な
根
拠
と
は
な
り
え
な
く
な
っ
て
い
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
が
擁
護
し
よ
う
と
し
た
地
主
階

層
と
は
別
に
、
商
工
業
か
ら
な
る
中
間
層
を
、
ブ
リ
テ
ン
の
実
質
的
な

自
由
や
富
の
担
い
手
と
し
て
重
視
し
、
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
も

と
も
と
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
商
業
や
奢
侈
を
擁
護
肯
定
す
る
理
由
は
、
そ
れ

が
人
間
の
さ
ら
な
る
勤
労
の
動
機
に
な
る
と
い
う
の
み
で
は
な
く
、
富

の
平
等
や
中
間
層
を
商
業
や
奢
侈
が
生
み
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

市
民
（th
e citizen

s

）
の
間
に
お
け
る
（
富
の

｜
筆
者
補
足
）
過

度
の
不
平
等
は
国
家
を
弱
体
化
す
る
。
で
き
れ
ば
、
全
て
の
人
が
自
身

の
労
働
の
成
果
を
享
受
し
、
必
需
品
に
つ
い
て
は
全
て
所
有
し
、
ま
た

生
活
の
便
宜
品
に
関
し
て
は
そ
の
多
く
を
所
有
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
平
等
が
人
間
本
性
に
最
も
適
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ

（
平
等
）
が
貧
民
の
幸
福
を
加
え
る
度
合
い
の
方
が
、
富
者
の
幸
福
を

減
ら
す
こ
と
よ
り
も
大
き
い
こ
と
は
、
疑
い
な
い
。
そ
れ（
富
の
平
等
）

は
ま
た
国
家
の
力
を
増
大
さ
せ
、
よ
り
自
発
的
に
（ch

eerfu
ln
ess

）
大

き
な
税
や
負
担
を
支
払
う
よ
う
に
す
る
。
…
（
中
略
）
…
こ
れ
に
加
え

て
、
少
数
の
手
中
に
富
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ら
少
数
者
は
全
て

の
権
力
を
享
受
し
、
す
ぐ
に
共
謀
し
て
全
て
の
負
担
を
貧
者
に
置
こ
う

と
し
、
よ
り
一
層
圧
迫
し
、
全
て
の
勤
労
（in

d
u
stry

）
を
意
気
消
沈
さ

せ
る
に
ち
が
い
な
い
。」（E

.265

）

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
農
業
を
中
心
と
し
た
封
建
社
会
よ
り
は
、

は
る
か
に
商
業
社
会
の
方
が
公
的
自
由
に
も
適
し
た
も
の
と
し
て
受
け

と
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
土
地
所
有
を
公
的
な
自
由
の
基
礎

と
し
た
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
と
は
確
か
に
異
な
る
見
解
だ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
商
工
業
の
中
産
階
級
こ
そ
、
公
的
な
自
由
の
担
い
手
と

な
る
と
考
え
た
点
で
、
カ
ン
ト
リ
ー
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
奢
侈
が
商
業
と
勤
労
（in

d
u
stry

）
を
育
む
と
こ
ろ
で
は
、

農
民
は
、
土
地
の
適
切
な
耕
作
に
よ
っ
て
、
豊
か
に
な
り
独
立
す
る
。

一
方
、
商
工
業
者
（tra

d
esm

en a
n
d m

erch
a
n
ts

）
は
、
一
定
の
割

合
の
富
を
獲
得
し
、
公
的
自
由
（p

u
b
lic lib

erty

）
の
最
も
良
い
、
最
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も
堅
固
な
基
礎
と
な
る
中
産
階
級
（m

id
d
lin
g ra

n
k o

f m
en

）
に
権

威
と
尊
敬
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
貧
困
と
精
神
の
卑
劣
さ

か
ら
、
農
民
の
よ
う
に
隷
従
に
甘
ん
ず
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
満
足

を
求
め
る
た
め
に
主
権
者
と
し
て
専
制
に
加
わ
る
こ
と
に
は
誘
惑
さ
れ

ず
、
豪
族
（b

a
ro
n
s

）
た
ち
の
よ
う
に
他
人
に
圧
制
を
加
え
よ
う
と
い

う
望
み
も
な
い
。
彼
ら
は
、
財
産
を
保
護
し
、
貴
族（a

risto
cra

tica
l

）

と
君
主
の
圧
制
か
ら
彼
ら
を
守
る
、
平
等
な
法
を
切
望
す
る
。」E
.277

〜278

）

し
か
し
、
国
債
に
対
し
て
批
判
を
行
う
と
い
う
点
で
は
、
ボ
リ
ン
グ

ブ
ル
ッ
ク
ら
カ
ン
ト
リ
ー
と
同
じ
で
あ
っ
た
。ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、

国
債
は
中
間
層
を
消
滅
さ
せ
、
自
由
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
公
信
用
が
支
配
す
る
社
会
に
お
い
て
は

｜
筆
者
補
足
）
暴
政
に

抵
抗
す
る
手
段
は
全
く
残
ら
な
い
。
選
挙
は
贈
賄
と
腐
敗
に
よ
っ
て
の

み
左
右
さ
れ
る
。
そ
し
て
国
王
と
人
民
の
間
の
中
間
権
力
（m

id
d
le

 
p
o
w
er

）は
完
全
に
除
去
さ
れ
て
し
ま
い
、
つ
ら
い
専
制
が
必
ず
支
配
す

る
。」（E

.358

）

中
間
権
力
の
消
滅
し
た
社
会
は
、
自
由
が
消
滅
す
る
専
制
支
配
の
社

会
だ
と
ヒ
ュ
ー
ム
に
は
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
公
信
用
・
国

債
が
蔓
延
す
る
社
会
は
、
必
然
的
に
中
間
権
力
の
衰
退
を
招
く
と

ヒ
ュ
ー
ム
は
認
識
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
公
信
用
・
国
債
は
戦
争
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
事
態
だ
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
洞
察
し
、指
摘
し
て
い
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
他
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
も
、
戦
争
は
基
本
的
に
否
定

的
に
描
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
慣
習
に
つ
い

て
」
の
中
に
お
い
て
も
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た

強
制
的
な
水
兵
徴
募
の
習
慣
を
批
判
し
て
い
る
（E

.375

）。
ま
た
、「
古

代
人
口
論
」
の
中
に
お
い
て
も
、
古
代
に
お
け
る
奴
隷
制
と
戦
争
が
人

口
に
関
し
て
い
か
に
破
滅
的
な
影
響
を
与
え
て
い
た
か
を
推
論
し
て
い

る
。「
新
教
徒
に
よ
る
王
位
継
承
に
つ
い
て
」に
お
い
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム

は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
持
つ
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
よ
り
も
お
お
む
ね
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
家
を
支
持
し
な
が
ら
、
大
陸
で
の
戦

争
に
ブ
リ
テ
ン
が
巻
き
込
ま
れ
る
原
因
と
な
り
う
る
こ
と
を
ハ
ノ
ー

ヴ
ァ
ー
家
に
固
有
の
問
題
と
し
、
ブ
リ
テ
ン
の
君
主
が
国
外
領
土
を
持

た
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
論
じ
て
い
る
（E

.509

）。

上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
『
人
間
本
性
論
』
に
お

い
て
確
立
し
た
「
穏
和
な
情
念
」
と
「
理
性
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、

激
し
い
情
念
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
必
要
な
戦
争
を
避
け
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
た
め
に
正
確
な
政
治
経
済
へ
の
認
識
能
力
を
人
々
が
持
つ
こ
と

を
目
指
し
て
い
た
と
言
え
る
。
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結
論

ヒ
ュ
ー
ム
は
一
方
で
当
時
の
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
名
誉
革
命
体
制
や

商
業
社
会
を
擁
護
し
な
が
ら
も
、
も
う
一
方
で
当
時
の
ブ
リ
テ
ン
に
お

け
る
現
実
で
あ
っ
た
「
財
政
軍
事
国
家
」
へ
の
鋭
い
批
判
者
だ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
人
間
学
を
根
拠
に
、
社
会
の
具
体
的
な
現
実
の
中
に
お
け

る
「
穏
和
な
情
念
」
を
推
進
し
、
そ
の
た
め
に
「
財
政
軍
事
国
家
」
の

制
御
不
能
な
暴
走
と
そ
れ
に
よ
る
破
局
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
が
、「
作
為
」の
精
神
を
通
し

て
社
会
秩
序
を
新
た
に
構
想
し
人
間
の
自
由
を
目
指
す
社
会
契
約
説
と

は
ま
た
異
な
っ
た
方
法
や
論
理
を
通
じ
て
、
当
時
の
政
治
的
な
現
実
に

対
し
て
必
ず
し
も
現
状
追
認
と
は
言
え
な
い
、「
人
間
学
」を
駆
使
し
て

の
格
闘
を
意
図
し
た
政
治
思
想
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
言

え
ば
、
単
な
る
現
状
維
持
の
保
守
主
義
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
人
間
の
主

体
性
を
賭
し
た
内
容
を
持
っ
た
政
治
思
想
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
間
本
性
論
』
は
、
道
徳
を
説
く
も
の
で
は
な
く
て

道
徳
の
心
理
学
的
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
従
来
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り19

）
、
そ
の
こ
と
に
は
筆
者
も
異
論
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
と
お
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
理
性
」
と
「
穏
和

な
情
念
」
に
対
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。

（
１
）
理
性
は
、
誤
っ
た
因
果
判
断
を
克
服
し
、
目
的
を
達
成
す
る
手

段
を
正
し
く
認
識
す
る
力
を
持
つ
。

（
２
）
人
間
に
動
機
を
与
え
る
の
は
「
情
念
」
で
あ
る
が
、「
情
念
」
に

は
「
穏
和
な
情
念
」
と
「
激
し
い
情
念
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
後
者
が

人
生
や
社
会
の
混
乱
や
悲
劇
を
招
く
の
に
対
し
、
前
者
は
人
々
が
通
常

「
理
性
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
人
間
に
安
定
や
節
度
を
与
え
る
も
の
で

あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
前
者
を
重
視
し
た
。

上
記
の
観
点
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
政
治
思
想
に
お
い
て
、
可
能

な
限
り
社
会
の
穏
和
さ
を
推
進
す
る
こ
と
を
模
索
し
て
い
た
。
政
治
社

会
の
穏
和
さ
の
維
持
や
推
進
に
関
す
る
意
図
的
な
戦
略
と
い
う
点
で
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
は
単
な
る
現
状
追
認
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
内
容

と
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、「
両
義
性
」と
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

べ
つ
に
矛
盾
や
曖
昧
さ
で
は
な
く
、
一
貫
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
戦
略
だ
っ

た
と
指
摘
で
き
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
知
」
に
よ
っ
て
政
治
的
秩
序
の
安
定
と
平
和
を
目
指

し
た
の
に
対
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
情
」
つ
ま
り
穏
和
な
情
念
に
よ
っ
て

そ
れ
を
目
指
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
も
う
一
つ
の
主
著
で
あ
る

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
へ
の
十
分
な
検
討
を
行
え
な
か
っ
た
。
ヒ
ュ
ー

ム
は
「
理
性
」
と
「
穏
和
な
情
念
」
に
よ
り
適
合
的
で
よ
り
実
現
さ
れ

た
政
治
社
会
の
状
態
を
、
歴
史
的
現
実
の
中
で
の
「
自
由
」
と
し
て
分

析
・
擁
護
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
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た
い
。注（

１
）
福
田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』

岩
波
書
店
、
一
九

七
一
年
）一
三
七
頁
。
お
よ
び
、
同
著『
政
治
学
史
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
五
年
）
四
四
〇
頁
。
な
お
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
「
革
命
的

な
哲
学
と
保
守
的
な
政
治
学
」
と
位
置
付
け
た
も
の
と
し
て
、

D
a
v
id M

iller,
H
u
m
e’s P

olitical T
h
ou
gh
t,
O
x
fo
rd U

n
i-

v
ersity P

ress
1981

）p
.187

参
照
。

（
２
）
ポ
ー
コ
ッ
ク
、
田
中
秀
夫
ほ
か
訳
『
徳
・
商
業
・
歴
史
』（
み
す

ず
書
房
、
一
九
九
三
年
）
一
四
九
頁
お
よ
び
第
七
章
。

（
３
）D

u
n
ca
n F

o
rb
es,

H
u
m
e’s P

h
ilosoph

ical P
olitics

,
C
a
m
-

b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress.
1975

）C
h
a
p
5.

（
４
）
坂
本
達
哉
『
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社
会

｜
勤
労
・
知
識
・
自
由
』

（
創
文
社
、
一
九
九
五
年
）
三
七
三
頁
。

（
５
）
犬
塚
元
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
学
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
二
八
五
頁
。

（
６
）
森
直
人
『
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
正
義
と
統
治
』（
創
文
社
、
二
〇

一
〇
年
）
二
一
一
頁
。

（
７
）
ラ
ス
キ
、
堀
豊
彦
ほ
か
訳
『
近
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
Ⅱ
』（
岩

波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
第
四
章
。

（
８
）
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
、
佐
々
木
毅
ほ
か
訳『
情
念
の
政
治
経
済
学
』（
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
）。

（
９
）
佐
々
木
毅
「
ヒ
ュ
ー
ム
と
公
共
精
神
の
問
題
」『
思
想
』
七
六
〇

号
。

（
10
）
舟
橋
喜
恵
『
ヒ
ュ
ー
ム
と
人
間
の
科
学
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八

五
年
）
一
八
二
頁
。

（
11
）
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
、
鈴
木
信
雄
ほ
か
訳
『
人
間
本
性
考
』（
名
古
屋
大

学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
二
〇
三
頁
。

（
12
）
泉
谷
周
三
郎
『
ヒ
ュ
ー
ム
』（
研
究
社
、
一
九
九
六
年
）
一
三
三

頁
。

（
13
）
森
直
人
、
前
掲
書
、
二
一
一
頁
。

（
14
）
同
、
一
八
四
頁
。

（
15
）
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ュ
ア
、
大
久
保
桂
子
訳
『
財
政
‖
軍
事
国
家
の
衝

撃
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
六
頁
。

（
16
）
同
、
四
九
、
五
〇
、
一
二
三
頁
。

（
17
）
ア
ー
ミ
テ
イ
ジ
、
平
田
雅
博
ほ
か
訳
『
帝
国
の
誕
生
』（
日
本
経

済
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）
二
六
二
頁
。

（
18
）
大
倉
正
雄
『
イ
ギ
リ
ス
財
政
思
想
史
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二

〇
〇
〇
年
）
三
三
七
、
三
四
〇
頁
。

（
19
）R

u
ssell H

a
rd
in
,
D
avid

 
H
u
m
e:

M
oral an

d
 
P
olitical

 
T
h
eorist,

O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress
2007

）p
.28.
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