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論 説

は
じ
め
に

(-
)

-

し
か
し
､
幻
想
は
有
益
で
は
あ
る
と
し
て
も
､
そ
れ
で
も
や
は
り
幻
想
で
あ
る
.
(バ
ジ
ョ
ッ
ト
)
-

(72-4-32)926

1
八
六
五
年
､
ウ
ォ
ル
タ
ー
･
バ
ジ
ョ
ッ
ト

(
l
八
二
六
年
-
七
七
年
)
は
'
｢内
閣
｣
と
題
し
た
論
文
を
雑
誌

『
フ
ォ
ー
ト
ナ
イ
ト

リ
ー
･
レ
ヴ
ュ
ー
』
に
発
表
し
た
｡
こ
の
論
文
は
､
彼
が
後
に
連
続
的
に
発
表
し
た
諸
論
文
と
と
も
に
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
､
『イ

(2
)

ギ
リ
ス
国
制
論
』
(T
h
e
E
ng
lis
h

Constitu
tion)
と
し
て
1
八
六
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
O

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
は
､
執
筆
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
的
文
脈
か
ら
大
き
-
隔
て
ら
れ
た
現
代
に
お
い
て
も
､
わ
れ

わ
れ
の
政
治
的
思
考
を
刺
激
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
-
な
い
｡
と
り
わ
け
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
イ
ギ
リ
ス
国
制
の

｢尊
厳

的
部
分

(th
e
d
ig
n
ifie
d
p
arts)｣
に
つ
い
て
展
開
し
て
い
る
考
察
は
､
政
治
が
目
的
に
適
合
し
た
手
段
の
選
択
と
行
使
と
い
う
意
味
で
の

合
理
性
に
即
し
た
営
為
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
-
､
伝
統
や
象
徴
が
政
治
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(3
)

点
に
お
い
て
'
今
日
に
至
る
ま
で

1
般
的
に
高
-
評
価
さ
れ
て
き
て
い
る
｡
政
治
に
対
す
る
バ
''ジ
ョ
ッ
ト
の
こ
う
し
た
視
角
は
､
さ
ら
に
'

二
〇
世
紀
の
政
治
学
を
先
取
り
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド

･
イ
ー
ス
ト
ン
は
､
規
範
的

で
抽
象
的
な
傾
向
の
強
か
っ
た
自
由
主
義
の
現
実
主
義
化
を
め
ざ
し
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
実
証
主
義
的
方
法
論
を
採
用
し
'
そ
の
結
果
と
し
て

(4
)

モ
ス
カ
や
パ
レ
ー
ト
の
先
駆
と
な
る
エ
リ
ー
ト
理
論
を
提
示
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
ま
た
'
丸
山
真
男
に
よ
れ
ば
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
大
衆

(5
)

民
主
主
義
が
本
格
化
す
る
時
代
に
お
け
る
政
治
学
の
方
法
論
的
転
換
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
評
価
や
位
置
づ
げ
は
､
そ
う
し
た
評
価
や
位
置
づ
け
を
行
な
っ
た
二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
政
治
学
の
関
心
や
特
徴

(･ト)

を
考
え
る
上
で
は
興
味
深
-
示
唆
に
富
む
と
し
て
も
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
そ
れ
自
体
の
理
解
と
い
う
点
で
は
､
新
た
な
知
見
を
与
え

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

る
も
の
で
は
な
い
｡
ま
た
'
二
〇
世
紀
以
降
の
大
衆
民
主
主
義
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
の
政
治
指
導
や
大
衆
の
非
合
理
的
な
感
情
や
行
動
様
式
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を

一
義
的
関
心
と
す
る
限
り
で
は
､
大
衆
民
主
主
義
以
前
に
エ
リ
ー
ト
の
政
治
指
導
や
大
衆
の
非
合
理
的
な
感
情
や
行
動
様
式
に
注
目
し
た

1
1
1

(7
)

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
'
先
駆
者
と
し
て
は
評
価
で
き
て
も
､
や
は
り
大
衆
民
主
主
義
以
前
の
過
去
の
理
論
家
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡
バ
ジ
ョ
ッ

ト
が

1
般
的
に
高
-
評
価
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
研
究
が
意
外
に
少
な
い
理
由
の
1
つ
は

(唯

1
の
理
由
で
は
な
い
と
し
て

ち
)､
逆
説
的
に
も
'
先
駆
者
と
い
う
位
置
づ
げ
の
持

っ
た
説
得
力
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

と
は
い
え
､
こ
う
し
た
評
価
や
位
置
づ
け
の
功
罪
を
論
じ
る
こ
と
は
､
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
｡
こ
こ
で
め
ざ
さ
れ
る
の
は
､
バ
ジ
ョ
ッ

ト
の
政
治
思
想
そ
れ
自
体
の
理
解
に
資
す
る
た
め
に
'
僅
か
で
は
あ
れ
'
新
た
な
知
見
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
よ
り
具
体
的
に
言
え

ば
､
イ
ギ
リ
ス
国
制
を
め
ぐ
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
考
察
に
お
い
て
枢
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
信
従

(d
efer
ence)
の
概
念
を
解
明
し
､
そ

の
成
果
を
'
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
を
適
切
に
理
解
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
手
掛
か
り
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
､
本
稿
の
目
的
で
あ
る
｡

管
見
の
限
り
で
は
､
従
来
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト
研
究
は
'
信
従
概
念
の
解
明
と
い
う
点
で
不
十
分
な
状
態
に
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
バ

ジ
ョ
ッ
ト
の
信
従
概
念
に
関
す
る
従
来
の
解
釈
は
､
二
つ
の
類
型
に
大
別
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

一
つ
は

一
元
的
解
釈
と
で
も
呼
べ
る
も
の
で

あ
り
､
大
半
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト
論
考
に
共
通
す
る
見
方
で
あ
る
｡
こ
の
解
釈
で
は
､
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
信
従
心
の
あ
る
国
民
で
あ
る
と
い
う
､

バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
る

一
般
的
特
徴
づ
け
を
前
提
に
し
な
が
ら
､
大
衆
全
般
の
信
従
が
､
｢尊
厳
的
部
分
｣
の
大
衆
統
合
の
機
能
､
と
り
わ
け

君
主
か
ら
発
出
す
る
壮
麗
な
劇
場
的
旺
惑
効
果
に
よ
る
大
衆
統
合
の
機
能
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
o
そ
の
た
め
､
統
合
の
対
象
と
な
る
大

衆
は
'
選
挙
権
を
持
た
な
い
下
層
の
労
働
者
と
同

一
視
さ
れ
'
有
権
者
で
あ
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
上
層
階
級
に
対
す
る
信
従
に
つ
い
て
の
バ

ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
は
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
､
有
権
者
層
の
信
従
に
言
及
さ
れ
る
と
し
て
も
､
非
有
権
者
層
の
信
従
と
有
権
者

(8
)

層
の
信
従
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
視
点
は
重
視
さ
れ
な
い
｡

も
う

一
つ
は
､
近
年
に
至
っ
て
よ
う
や
-
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
二
元
的
解
釈
と
で
も
呼
べ
る
こ
の
解
釈
は
､
バ

ジ
ョ
ッ
ト
が
最
下
層
階
級
の
信
従
と
有
権
者
層
の
信
従
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
｡
こ
の
見
方
に
は
､
こ
れ
ら
二
つ
の
系

列
の
信
従
に
は
三
つ
の
相
異
点
が
あ
る
､
と
い
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
信
従
の
主
体
の
相
異

(
一
方
が
最
下
層
階
級
､

927(72-4-33)
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他
方
が
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
）
、
信
従
の
対
象
の
相
異
（
一
方
が
主
に
君
主
、
他
方
が
貴
族
）
、
信
従
の
契
機
や
態
様
の
相
異
（
一
方
が
宗
教
的
性

格
を
帯
び
た
崇
敬
、
他
方
が
富
と
地
位
に
対
す
る
尊
敬
）
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
一
元
的
解
釈
が
陥
っ
て
い
る
過
度
の
単
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

化
を
免
れ
バ
ジ
ョ
ッ
ト
理
解
を
深
め
る
道
筋
を
開
拓
し
て
い
る
点
で
高
く
評
価
で
き
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
二
系
列
の
三
従
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
第
一
に
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
本
人
は
二
系
列
の
信
従
を
右
の
三
点
で
相

異
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
区
別
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
何
か
別
の
よ
り
基
本
的
な
判
別
基
準
が
あ
っ
た
の
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
な
ぜ
バ

ジ
ョ
ッ
ト
が
、
二
系
列
の
信
徳
の
相
異
に
留
意
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
じ
て
く
る
源
泉
（
君
主
と
貴
族
）
を
「
尊
厳
的
部
分
」
と
し

て
一
括
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
を
解
明
し
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
信
従
概
念
に
関
す
る
二
元
的
解
釈
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、
本
稿
で
取
り
組
も

う
と
す
る
課
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
つ
の
問
題
の
解
明
に
共
通
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
強
調
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が

徹
頭
徹
尾
、
実
践
的
な
関
心
か
ら
二
系
列
の
面
従
を
考
え
て
い
た
点
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
、
政
治
的
資
源
と
し
て
使

い
こ
な
す
と
い
う
意
図
で
、
実
践
的
効
用
の
観
点
か
ら
二
系
列
の
密
婦
に
注
目
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
ふ

ま
え
て
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
二
系
列
の
信
従
の
区
別
に
際
し
て
、
三
従
の
主
体
・
対
象
・
契
機
や
態
様
に
つ
い
て

の
相
異
点
で
は
な
く
、
別
の
よ
り
基
本
的
な
観
点
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
非
熟
練
労
働
者
か
ら
な
る
最
下
層
階
級
と
、

有
権
者
層
の
大
半
を
占
め
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
の
本
質
的
相
異
点
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
考
え
た
の
は
、
有
権
者
と
し
て
国
政
に
参
加
す
る
こ
と

を
認
容
で
き
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
最
下
層
階
級
へ
の
選
挙
権
付
与
に
強
く
反
対
し
た
の
は
、
彼
ら
が
政
治
的
意
見
を
形
成

す
る
能
力
を
持
た
ず
世
論
形
成
に
全
く
貢
献
で
き
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
能
力
の
有
無
が
、
最
下
層
階
級
の
信
従
と

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
躍
起
と
を
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
別
個
に
扱
う
大
前
提
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
大
前
提
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
系
列
に
お

け
る
信
従
の
実
践
的
効
用
が
注
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
問
題
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト
研
究
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
点
を
重
要
な
手
掛
か
り
と
し
て

（72－4－34）　928
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(10
)

強
調
し
た
い
｡
そ
の
手
掛
か
り
と
は
､
イ
ギ
リ
ス
国
制
の
歴
史
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
考
察
で
あ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
､

『イ
ギ
リ
ス
国

制
論
』
に
お
い
て
'
二
系
列
の
信
従
を
生
じ
さ
せ
る
源
泉
を
と
-
に
区
別
せ
ず
に

｢尊
厳
的
部
分
｣
と
し
て
一
括
し
て
扱

っ
た
直
接
的
理
由

は
､
国
制
の
考
察
に
お
い
て
は
権
威
の
行
使
と
と
も
に
権
威
の
確
保
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
基
本

的
主
張
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
見
地
か
ら
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
'
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
信
従
心
が
総
じ
て
イ
ギ
リ
ス
固
有
の
歴

史
や
伝
統
を
背
景
と
し
な
が
ら
定
着
し
､
政
治
的
に
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う

一
般
的
な
観
察
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
本

稿
で
力
説
し
た
い
の
は
､
こ
う
し
た
観
察
を
可
能
と
し
た
事
情
で
あ
る
｡
実
の
と
こ
ろ
､
イ
ギ
リ
ス
史
に
お
い
て
､
君
主
に
対
す
る
信
従
と

貴
族
な
ど
の
上
層
階
級
に
対
す
る
信
従
と
が
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
調
和
的
で
は
な
か
っ
た
時
期
が
あ

っ
た
こ
と
を
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
認
め
て

い
る
｡
そ
の
時
期
と
は
'

1
八
世
紀
初
頭
の
ハ
ノ
ー
ヴ

ァ
-
王
朝
成
立
前
後
で
あ

っ
た
O
こ
の
時
期
に
は
､
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
に
対
す
る

ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
的
忠
誠
と
上
層
階
級

へ
の
信
従
と
が
相
親
し
､
国
民
的
決
定

へ
と
導
-
信
従
が
機
能
不
全
寸
前
の
状
態
に
あ

っ
た
'
と
バ

ジ
ョ
ッ
ト
は
見
て
い
る
｡
要
す
る
に
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
い
て
二
系
列
の
信
従
の
源
泉
を

｢尊
厳
的
部
分
｣
と
し
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト

ヽ
ヽ
ヽ

が

1
括
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
､
二
系
列
の
信
従
が
幸
い
に
も
調
和
的
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
実
践
的
観
点
か

ら
し
て
望
ま
し
い
特
殊
事
情
が

1
八
六

〇
年
代
中
頃
に
あ

っ
た
た
め
で
あ
っ
た
｡

本
稿
で
取
り
組
も
う
と
す
る
二
つ
の
問
題
に
対
し
右
で
暫
定
的
に
示
し
た
解
答
は
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト
解
釈
を
い
た
ず
ら
に
複
雑
化
す
る
こ
と

を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
の
狙
い
は
む
し
ろ
､
き
わ
め
て
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
を
簡
明
に
整
理
す
る
の
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

役
立
て
る
こ
と
に
あ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
と
は
い
え
､
と
り
わ
け
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
歴
史
的
社
会
的
背
景
を
共
有

し
て
い
な
い
読
者

(わ
れ
わ
れ
)
に
と
っ
て
懇
切
丁
寧
な
著
作
家
と
は
言
い
難
い
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
自
ら
の
用
い
る
語
句
や
概
念
を
こ
と

(〓
}

さ
ら
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
を
'
街
学
的
な
姿
勢
と
し
て
意
識
的
に
回
避
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
お
り
､
そ
の
た
め
､
彼
が
用
い
て
い
る
語
句

や
概
念
は
き
わ
め
て
文
脈
依
存
的
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
信
従
の
主
体
を
指
す
も
の
と
し
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る

｢国
民

の
大
多
数

(th
e
m
a
ss
o
f
th
e
n
a
tio
n
)｣
と
い
う
語
句
の
指
示
対
象
は
､
議
論
の
文
脈
に
応
じ
て
大
き
-
伸
縮
し
て
い
る
｡
そ
の
典
型
的

929(72-4-35)



論説

な
例
は
、
『
イ
ギ
リ
ス
国
辱
論
』
第
七
章
「
内
閣
政
治
の
前
提
諸
条
件
、
お
よ
び
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
そ
れ
ら
諸
条
件
の
特
殊
形
態
」
の

魚
層
に
関
す
る
論
述
に
見
出
さ
れ
る
。
断
片
的
な
形
で
は
多
く
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト
論
考
で
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
の
箇
所
は
、
全
体
と
し
て
見
る

と
、
「
国
民
の
大
多
数
」
と
い
う
語
句
の
指
示
対
象
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る
た
め
に
、
錯
綜
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
『
イ
ギ
リ

ス
国
坐
論
』
の
中
で
最
も
難
解
と
す
ら
言
え
る
こ
の
箇
所
の
読
解
に
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
世
論
形
成
と
国
民
的
決
定
に
関
与
す
る
能
力
の
有

無
を
、
最
下
層
階
級
の
信
従
と
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
信
従
と
を
別
個
に
扱
う
際
の
大
前
提
と
し
て
い
た
と
い
う
、
本
稿
で
示
そ
う
と
す
る
知
見

が
不
可
欠
だ
と
言
え
よ
う
。

　
他
方
、
本
稿
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
強
調
点
　
　
二
系
列
の
信
従
が
調
和
的
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
「
尊
厳
的
部
分
」
に
関
す
る
バ

ジ
ョ
ッ
ト
の
診
断
が
、
一
八
六
〇
年
代
中
頃
の
特
殊
事
情
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
一
は
、
『
イ
ギ
リ
ス
国
立
論
』
公
刊
時
の
一
八
六
七
年

に
成
立
し
た
第
二
次
選
挙
法
改
正
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
見
通
し
と
課
題
把
握
の
方
向
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
と

し
て
も
役
立
つ
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
『
イ
ギ
リ
ス
国
以
往
』
第
二
版
序
文
（
一
八
七
二
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
見
通
し
と
と
も
に
、
第
二
次
選

挙
法
改
正
に
よ
る
非
熟
練
労
働
者
階
級
へ
の
選
挙
権
拡
大
を
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
受
け
止
め
、
善
後
策
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
彼
は
、

最
下
層
階
級
の
君
主
に
対
す
る
信
従
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
上
層
階
級
の
政
治
指
導
の
強
化
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
も
は
や

二
系
列
の
信
従
の
調
和
的
な
機
能
を
強
調
で
き
た
六
〇
年
代
中
頃
の
状
況
と
い
う
前
提
か
ら
議
論
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
バ

ジ
ョ
ッ
ト
の
自
覚
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
本
稿
に
お
け
る
議
論
の
手
順
を
示
し
て
お
こ
う
。
第
一
節
で
は
、
一
八
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
国
勢
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
分

析
を
検
討
す
る
。
こ
の
時
期
の
忌
引
に
つ
い
て
は
『
イ
ギ
リ
ス
国
画
論
』
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
　
『
イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
先
だ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

一
八
六
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
改
革
以
前
の
議
会
の
歴
史
と
そ
の
教
訓
」
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
詳
細
な
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
末
喬
の
ア
ン
女
王
か
ら
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
家
の
ジ
ョ
ー
ジ
一
世
へ
の
王
朝
交
替
が
生
じ
た
時
期
を
分
析
対
象
と
し
た
こ
の
論

文
は
、
一
八
世
紀
初
頭
の
国
制
の
分
析
と
一
八
六
〇
年
代
中
葉
に
お
け
る
区
制
の
分
析
の
双
方
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
用
い
て
い
る
理
論
的
枠
組

（72－4－36）　930
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を
い
わ
ば
立
体
的
に
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
。
第
二
節
で
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
活
用
し
て
、
『
イ
ギ
リ
ス
国
許
論
』
に
お
け
る
複
雑
に
入

り
組
ん
だ
議
論
を
解
き
ほ
ぐ
す
作
業
が
行
な
わ
れ
る
。
第
三
節
で
は
、
『
イ
ギ
リ
ス
国
号
論
』
で
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
用
い
て
い
た
理
論
枠
組
の

特
徴
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
第
二
次
選
挙
法
改
正
の
政
治
の
変
容
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
見
通
し
と
、
そ
の
見
通
し
に
も
と
づ
い
て
提
示
さ

れ
て
い
る
善
後
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
節
の
考
察
全
体
を
通
じ
て
、
二
系
列
の
信
従
の
判
別
基
準
は
何
か
、
お
よ
び
、
二

系
列
の
信
従
が
「
尊
厳
的
部
分
」
の
効
果
と
し
て
一
括
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
理
由
は
何
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
対
す
る
本
稿
の
解
答
が

具
体
的
に
裏
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
節
　
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
重
扇
朝
煙
立
時
の
世
論
・
信
従
・
国
制
上
の
権
力
配
分

　
「
改
革
以
前
の
議
会
の
歴
史
と
そ
の
教
訓
」
（
一
八
六
〇
年
）
と
い
う
論
文
の
主
目
的
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
一

八
三
二
年
忌
議
会
改
革
以
前
の
歴
史
か
ら
、
来
る
べ
き
新
た
な
議
会
改
革
に
関
す
る
「
教
訓
」
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

際
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
教
訓
の
源
泉
と
な
る
歴
史
的
経
験
に
対
し
て
何
ら
の
予
断
な
く
白
紙
の
状
態
で
臨
ん
で
い
た
、
と
想
定
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
む
し
ろ
、
強
い
実
践
的
関
心
と
不
可
分
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
に
関
す
る
現
状
認
識
を
前
提
に
過
去
へ
と
接
近
し
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
形

で
の
歴
史
理
解
に
よ
っ
て
現
状
認
識
を
補
強
す
る
と
い
う
、
認
識
上
の
循
環
が
生
じ
て
い
た
と
推
測
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

れ
は
、
過
去
と
現
在
に
関
す
る
彼
の
記
述
の
客
観
的
妥
当
性
を
問
う
際
に
は
困
難
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
践
的
関
心

と
一
体
化
し
て
い
る
彼
の
主
観
的
状
況
認
識
を
理
解
す
る
際
の
難
点
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
そ
れ
は
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
現
在
と
過
去
の
間
を

往
復
し
つ
つ
両
者
の
異
同
を
理
解
す
る
際
に
用
い
て
い
た
枠
組
を
、
わ
れ
わ
れ
の
側
で
立
体
的
に
把
握
す
る
の
に
有
利
な
事
情
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
「
改
革
以
前
の
議
会
の
歴
史
と
そ
の
教
訓
」
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
世
論
形
成
と
国
民
的
決
定
に
対
す
る
諸
階
級
の
関
与
の
態
様
、

931　（72－4－37）



論 説

複
数
の
信
従
の
系
列
､
国
制
上
の
権
力
配
分
と
い
う
三
つ
の
論
点
が
､
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
各

論
点
と
そ
れ
ら
の
相
互
連
関
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
考
察
は
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
理
論
的
骨
格
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
｡

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
'
以
下
で
は
､
各
論
点
を
め
ぐ
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
論
述
に
つ
い
て
､
順
を
追

っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ

う
○

(7214-38)932

(-
)

世
論
形
成
と
国
民
的
決
定
に
対
す
る
諸
階
級
の
関
与
の
態
様

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､

一
八
三
二
年
以
前
の
約

一
〇
〇
年
間
に
お
け
る
都
市
選
挙
区
や
県
選
挙
区
の
特
徴
に
つ
い
て
分
析
を
行
な
っ
た
上
で
､

そ
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
｡

庶
民
院
議
員
の
大
半
の
支
配
的
多
数
は
'
あ
る
仕
方
で
､
あ
る
い
は
別
の
仕
方
で
､
貴
族
や
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
て

い
た
.
民
衆
的
な
選
挙
区
の
構
成
員
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
た
の
は
'
少
数
の
1
部
分
だ
け
で
あ
る
.
庶
民
院
の
多
数
部
分
は
､
あ

る
特
定
の
階
級
の
見
解
と
感
情
を
代
表
し
て
い
た
｡
少
数
部
分
だ
け
が
､
他
の
す
べ
て
の
諸
階
級
の
代
表
を
選
出
し
て
い
る
と
考
え
て

(2
)

よ
い
選
挙
区
の
構
成
員
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
､
三
二
年
改
革
以
前
の
選
挙
区
か
ら
は
選
挙
区
売
買
人
や
腐
敗
選
挙
区
が
連
想
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
､
右
の
結
論

か
ら
言
え
る
こ
と
は
､
む
し
ろ
､
選
出
さ
れ
る
代
表
が
､
多
-
の
場
合
､
ご
-
少
数
の
限
定
さ
れ
た
選
挙
民
か
ら
な
る

｢精
選
選
挙
区

(3
)

(se
-e
c
t

c
o
n
stitu
en
c
ie
s
)｣

の
代
表
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
言
い
か
え
れ
ば
､
選
挙
区
は

｢個
人
所
有
の
選
挙
区
で
あ
り
'
本

当
の
と
こ
ろ
は
上
層
階
級
選
挙
区
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
ら
は
､
国
民
の
大
多
数

(th
e
m
a
ss
o
f
th
e
n
at
i

o
n
)
よ
り
も
大
き
な
富
を
持
ち
､
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(4
)

よ
り
高
い
教
育
を
受
け
､
お
そ
ら
-
は
そ
れ
ゆ
え
に
､
よ
り
大
き
な
政
治
的
能
力
を
持
つ
人
々
を
代
表
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｣｡
こ
う
し

た
仕
組
は
､

1見
し
た
と
こ
ろ
､
国
民
全
般
の
意
見
を
代
表
す
る
仕
組
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
｡
し
か
し
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
こ
の

見
方
を
は
っ
き
り
と
否
定
す
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
国
民
の
意
見
の
代
表
と
い
う

｢代
議
政
治
の
第

1
の
大
き
な
特
質
に
お
い
て
は
､
そ
れ
が

登
場
し
て
ず

っ
と
後
に
な
る
ま
で
､
後
に
具
体
的
に
示
す

一
つ
か
二
つ
の
例
外
は
あ
る
に
せ
よ
､
か
な
り
良
好
に
機
能
し
て
い
た
､
と
大
胆

(5
)

に
言
っ
て
も
よ
い
｣
の
で
あ
る
｡

こ
の
断
定
の
前
提
に
は
'
現
代
の
一
般
的
理
解
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
世
論
の
概
念
が
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
､
次
の
よ
う
な
議
論
に
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
｡

代
議
制
度
の
第

7
の
要
件
と
は
､
代
表
者
集
団
が
国
民
の
真
の
世
論

(the
reat
pub
tic
opinion
o
f
th
e
n
a
tio
n
)
を
代
表
す
る
こ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､

一
部
の
人
々
が
想
像
す
る
ほ
ど
容
易
な
事
柄
で
は
な
い
｡
世
論
を
持
た
な
い
国
民
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
そ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

れ
を
持
つ
に
は
'
街
学
的
な
論
者
な
ら
ば
判
断
の
調
整
作
用

(co
･o
rd
ination
of

judgem
ent)
と
で
も
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
も
の
が
必

要
で
あ
る
｡

一
部
の
人
々
が
他
の
人
々
よ
り
も
賢
明
で
あ
る
､
と
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
あ
ら
ゆ
る
地
方
に
､
他
の
人
々
よ

り
も
良
識
が
あ
り
､
教
化
さ
れ
た
知
性
を
持
ち
'
教
養
あ
る
判
断
を
し
て
い
る
と
'
隣
人
た
ち
の
判
断
に
よ
っ
て

一
般
的
に
認
め
ら
れ

て
い
る
人
々
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
う
し
た
人
々
の
意
見
が
､
自
然
的
に
､
あ
る
い
は
不
可
避
的
に
､
ま
た
事
実
に
お
い

て
も
､

一
致
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
逆
に
､
彼
ら
は
つ
ね
に
見
解
を
異
に
す
る
だ
ろ
う
｡
大
き
な
問
題
は
国
民
を
分
か
ち
'
大

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

き
な
党
派
が
形
成
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
世
論
を
持

つ
こ
と
の
で
き
る
国
民
の
特
徴
は
'
そ
う
し
た
党
派
が
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
｡
そ
れ
ぞ
れ
に
は
指
導
者
が
お
り
､
そ
れ
ぞ
れ
に
は
､
尊
敬
さ
れ
る

(1o
o
k
e
d
u
p
)
人
々
と
彼
ら
を
尊
敬
す
る

()o
o
k
u
p
)
多
数

者
が
い
る
｡
党
派
の
意
見
は
少
数
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
､
そ
れ
が
多
数
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
受
容
さ
れ
る
｡
ま
さ
に
こ
の
適
切
なヽ

意
味
に
お
け
る
真
の
世
論
が
可
能
で
あ
り
続
け
て
き
た
こ
と
が
､
イ
ギ
リ
ス
史
の
特
異
性
で
あ
る
｡
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
社
会
に
は
､
構

933(72-4139)



論 説

造
が
存
在
し
て
き
た
｡
す
べ
て
の
人
が
自
分
自
身
の
眼
力
を
使

っ
て
歩
ん
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
｡
教
育
の
少
な
い
人
々
は
､
自
分
た

ち
が
教
育
の
多
い
人
々
と
対
等
者
だ
と
は
思
っ
て
こ
な
か
っ
た
｡
多
数
者
は
､
自
ら
の
判
断
を
少
数
者
の
判
断
に
従
わ
せ
て
き
た
｡
彼

ら
は
盲
目
的
に
そ
う
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
わ
れ
わ
れ
の
ま
さ
に
空
気
中
に
は
､
討
論
の
精
神
が
つ
ね
に
存
在
し
て
き
た

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

か
ら
で
あ
る
o
そ
れ
で
も
彼
ら
は
そ
う
し
た
o
意
見
は
つ
ね
に
､
上
層
階
級
か
ら
下
層
階
級
に
向
け
て
決
定
さ
れ
た

(settled

d
ow
n
)｡
国
民
が
決
定
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
い
つ
で
も
､
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
､
真
に
国
民
的
な
決
定

(a
d
ec
isio
n
th
a
t
is
tru
･

(6
)

】y
n
a
tio
n
a
-)
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

(72-4-40)934

こ
の
一
節
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
世
論
の
概
念
が
､
現
代
の
世
論
調
査
に
お
け
る

｢世
論
｣
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
な
､
諸

個
人
の
選
好
の
た
ん
な
る
集
積
と
は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
考
え
る
世
論
は
､
後
に
取
り
上

げ
る
彼
の
幾
つ
か
の
言
明
と
も
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
､
規
範
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
言
え
る
｡
た
し
か
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
場
合
､

あ
る
べ
き
世
論
に
つ
い
て
､
ア

･
プ
リ
オ
リ
な
抽
象
的
概
念
か
ら
演
樺
的
な
推
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
と
は
い
え
､
彼
の
考

え
で
は
'
あ
る
べ
き
世
論
の
姿
は
､
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
的
経
験
の
中
に
歴
然
と
し
た
事
実
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
観
察
に
も
と
づ
い

て
､
真
の
世
論
は
当
該
国
民
に
お
け
る
秩
序
の
維
持

･
所
有
の
保
全

･
自
由
の
確
保
な
ど
､
決
定
朗
な
重
要
性
を
帯
び
た
共
通
の
事
柄
に
関

(7
)

す
る
妥
当
な
見
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
規
範
的
な
要
請
が
生
じ
て
-
る
｡
｢判
断
の
調
整
作
用
｣
と
い
う
指
導
と
信
従
の
プ
ロ

セ
ス
が
個
々
の
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
､
こ
の
規
範
的
な
要
請
に
応
え
真
の
世
論
に
到
達
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
あ
る
べ
き
世
論
と
い
う
規
範
的
な
見
方
が
あ
る
た
め
に
､
指
導
的
立
場
に
あ
る
賢
明
な
人
々
へ

(8
)

の
国
民
全
般
の
信
従
と
い
う
構
図
が
現
わ
れ
て
-
る
の
で
あ
る
｡



（
2
）
　
二
系
列
の
信
従
の
相
剋

　
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
は
、
一
八
世
紀
の
大
半
の
時
期
に
お
い
て
は
、
多
数
者
が
少
数
者
に
信
従
す
る
中
で
形
成
さ
れ

た
世
論
を
適
切
に
反
映
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
機
能
不
全
寸
前
と
な
っ
た
例
外
的
時
期
も
あ
っ
た
、
と
バ

ジ
ョ
ッ
ト
は
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
か
ら
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
家
へ
の
王
朝
交
替
の
時
期
で
あ
る
。

バジョット『イギリス国制論』における信従の概念について（関口）

…
…
一
八
世
紀
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
は
、
世
襲
的
で
立
憲
的
な
統
治
の
根
幹
に
対
す
る
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
上
な
い
厳
し
い
試
練
に

直
面
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
原
理
を
体
現
す
る
二
言
の
王
位
主
張
者
間
に
お
け
る
抗
争
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

勝
利
し
た
側
の
主
張
は
よ
く
知
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
敗
北
し
た
側
の
道
徳
的
強
み
は
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
。
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト

の
信
条
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
的
性
格
の
支
配
的
諸
原
理
に
訴
え
る
も
の
が
多
く
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
議
論
の
余
地
が
残
る
政
策
上
の
考

慮
に
も
と
づ
い
て
で
は
な
く
、
血
統
に
つ
い
て
の
確
証
可
能
な
主
張
に
も
と
づ
い
て
王
位
を
要
求
す
る
世
襲
的
な
家
系
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
、
思
弁
で
は
な
く
事
実
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
効
と
い
う
点
で
有
力
で
あ
り
、
他
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

の
制
度
も
時
効
的
性
格
を
有
し
て
い
る
よ
う
な
国
に
調
和
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
時
効
に
よ
る
主
張
が
必
ず
や
持
つ
よ
う
な
、

秩
序
の
維
持
と
所
有
の
安
全
と
の
連
想
を
自
ら
の
味
方
に
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
は
、
可
視
的
な
世
界
が
大
半
を
支
配
し
て
い
る
よ
う
な

国
民
に
お
い
て
は
つ
ね
に
き
わ
め
て
強
力
で
あ
る
保
守
的
本
能
に
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
忠
誠
本
能
に
訴
え
た
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
本
能
は
、
強
力
で
は
あ
る
が
隠
さ
れ
て
い
る
想
像
力
が
奥
深
く
作
用
す
る
よ
う
な
国
民
に
対
し
て
多
大
な
影
響
力
を
有
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
家
系
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
衆
的
愛
着
に
対
し
て
並
は
ず
れ
た
支
配
力
を
持
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
っ
た
こ
と
を
歴
史
は
証
明
し
て
お
り
、
彼
ら
〔
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
〕
は
、
た
ん
に
、
家
系
的
遺
伝
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
行
動
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
無
能
力
と
判
断
に
お
け
る
独
特
の
歪
み
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
を
失
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

935　（72－4－41）



論 説

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
の
支
持
勢
力
は
'
｢民
衆
的
愛
着
｣
ゆ
え
に
国
民
の
中
で
か
な
り
の
広
が
り
を
有
し
て
い
た
､
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
指
摘

す
る
｡
下
層
ジ
エ
ン
ト
リ

(inferior
gentry
)
は

｢半
ば
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
｣
で
あ
っ
た
し
､
農
村
地
域
の
国
教
会
聖
職
者
は

｢半
ば
以
上

(10)

の
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
｣
で
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
'
次
の
よ
う
に
観
察
を
続
け
て
い
る
｡

(72-4-42)936

国
民
の
中
の
下
層
階
級
は
-

反
教
皇
支
配
と
い
う
反
感
を
別
と
す
れ
ば
Ⅰ

お
そ
ら
-
は
､

ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家
よ
り
も
ス
チ
ュ
ア
ー

ト
家
に
傾
い
て
い
た
だ
ろ
う
｡
正
統
性
は
大
衆
受
け
の
す
る
資
格
で
あ
り
'
忠
誠
は
心
の
琴
線
に
触
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

一
人
の
君

主
に
よ
る
支
配
は
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
り
､
無
教
養
な
人
間
で
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
'
実
際
に
理
解
し
て
い
る
｡
し
か
し
､

議
会
に
よ
る
支
配
や
国
制
の
観
念
は
､
理
解
が
難
し
い
｡
下
層
の
人
々
は
､
そ
う
し
た
も
の
を
理
解
し
把
握
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

｢‖
＼

い
の
で
あ
る
｡

君
主
支
配
の
わ
か
り
や
す
さ
に
関
す
る
こ
こ
で
の
指
摘
は
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
け
る

｢尊
厳
的
部
分
｣
論
を
先
取
り
す
る
ト
ー

ン
で
行
な
わ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡

他
方
､
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家
支
持
勢
力
と
し
て
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
二
つ
の
階
級
を
挙
げ
て
い
る
｡

一
つ
は
貴
族
や
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
で
あ
り
､

も
う

一
つ
は

｢商
業
階
級
-

当
時
の
ト
ー
リ
ー
派
大
地
主
が

(公
債
所
有
者

fu
nd
h
o

tdersV
と
呼
び
､
そ
の
よ
う
な
も
の
と
思
い
込
ん

(12
)

で
い
た
も
の
｣
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
王
朝
交
替
を
め
ぐ
る
対
立
図
式
は
､

一
方
が
下
層
ジ

エ
ン
ト
リ
と
国
教
会
聖
職
者
､
他
方
は
貴
族

と
上
層
ジ
エ
ン
ト
リ
お
よ
び
商
業
階
級
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
分
析
に
よ
れ
ば
､
こ
う
し
た
対
立
図
式
の
中
で
'
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
王
朝
の
下
で
の
立
憲
的
統
治
と
い
う
国
民
的
決
定

へ
と

最
終
的
に
た
ど
り
着
-
こ
と
を
促
し
た
の
は
､
上
層
ジ
エ
ン
ト
リ
や
貴
族
に
対
す
る
下
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
国
教
会
聖
職
者
の
信
従
で
あ
っ
た
｡

王
位
継
承
と
い
う
争
点
で
は
両
者
の
感
情
は
大
き
-
異
な
っ
て
は
い
た
も
の
の
､
こ
う
し
た
信
従
の
た
め
に
､
下
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
や
国
教
会



バジョット 『イギリス国制論』における倍従の概念について (関口)

聖
職
者
に
お
け
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
支
持
の
姿
勢
は
､
王
朝
交
替
と
い
う
最
終
的
な
国
民
的
決
定
そ
の
も
の
を
覆
す
ほ
ど
の
力
強
い
も
の
に

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡

国
民
を
構
成
し
て
い
る
諸
階
級
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
分
裂
し
､
国
の
統
治
の
原
理
と
性
格
自
体
が
論
争
に
な
っ
て
い
る
場
合
､
国
民
の

真
の
意
思
に
表
現
を
与
え
る
た
め
に
は
､
き
わ
め
て
特
異
な
議
会
的
国
制
が
必
要
で
あ
っ
た
｡

一
体
全
体
､
国
の
意
思
と
は
何
だ
っ
た

の
か
､
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ま
で
具
体
的
に
示
し
て
き
た
諸
階
級
は
見
解
が

一
致
し
て
お
ら
ず
､
い
ず
れ
の
階
級
も
自
分
た

ち
に
反
対
す
る
階
級
の
意
見
に
従
う
こ
と
に
公
然
と
明
確
に
同
意
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
｡
大
地
主
は
､
公
債
所
有
者
が
自
分

よ
り
賢
明
で
あ
る
な
ど
と
断
じ
て
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
し
､
公
債
所
有
者
も
､
大
地
主
の
意
向
に
最
小
限
の
信
従

(d
e
f
er

ence)
す
ら
示
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
｡

一
方
が
意
見
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
､
む
し
ろ
､
他
方
が
そ
の
意
見
を
採
用
す
る

こ
と
の
妨
げ
と
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
で
は
､
ど
の
よ
う
に
し
て
､
国
民
的
決
定

(a
n
a
tio
n
a
l
d
e
c
isio
n
)'
真
に
国
民
的
な

決
定

(a
tru
-y

nation巴
decis
io
n
)

は
可
能
だ
っ
た
の
か
｡
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
反
対
派
諸
階

級
-

農
村
地
域
の
ジ
エ
ン
ト
リ
と
農
村
地
域
の
聖
職
者
-

と
い
う
よ
う
に
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
主
義
と
極
端
な
ト
ー
リ
ー
主
義
が
最
大

の
影
響
力
を
持

っ
た
人
々
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
､
こ
う
し
た
人
々
は
'
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
貴
族
に
対
し
て
､
信
従
心

(

d
e
f
e
r
e
n
c
e
)

と
尊
敬
心

(h
om
ag
e
)
を
持
ち
､
ま
た
､
あ
る
程
度
は
信
頼
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
､
上
層
ジ

ェ
ン
ト
リ

と
貴
族
の
下
で
暮
ら
し
そ
の
領
地
の
近
-
で
生
を
享
け
た
の
で
あ
り
､
上
層
ジ
エ
ン
ト
リ
と
貴
族
は
､
彼
ら
の
属
す
る
社
会
全
体
の
疑

問
の
余
地
の
な
い
指
導
者

(h
e
a
d
s)
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
政
治
的
主
題
に
つ
い
て
は
と
-
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡

粗
野
な
偏
見
は
も
ち
ろ
ん
存
在
し
た
し
､
｢領
主
様

(m
y
Lord
)｣
は
､
い
つ
で
も
好
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
O
と
は
い
え
､
下

層
の
ジ

エ
ン
ト
リ
よ
り
も
､
彼
の
方
が
世
界
を
よ
-
知

っ
て
お
り
､
よ
り
よ
い
情
報
を
手
元
に
持
ち
､
当
時
と
し
て
は
ま
れ
で
あ
っ
た

旅
行
や
教
育
の
機
会
を
享
受
し
て
い
る
と
'
実
感
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
彼
は
､
彼
ら
が
持

っ
て
い
る
判
断
の
手
段
を
持
つ
と
と
も

937(72-4-43)
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に
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

そ
れ
以
外
も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
王
位
継
承
と
い
う
争
点
は
、
二
つ
の
系
列
の
信
従
（
一
方
に
お
け
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
へ
の
信
従
、
他
方
に
お
け
る
上
層

階
級
へ
の
信
従
）
が
、
い
ず
れ
の
信
従
の
主
体
で
も
あ
る
下
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
国
教
会
聖
職
者
の
内
面
に
お
い
て
相
剋
す
る
と
い
う
、
興
味

深
い
事
例
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
国
民
の
一
定
部
分
に
お
い
て
信
従
の
二
つ
の
対
象
が
両
立
不
可
能
と
な
る
こ
と
で
、
国

民
的
決
定
へ
と
誘
導
す
る
信
従
が
機
能
不
全
と
な
り
か
ね
な
い
危
機
的
事
態
で
あ
っ
た
が
、
か
ろ
う
じ
て
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
や
貴
族
へ
の
信

従
が
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
へ
の
信
従
を
凌
駕
す
る
こ
と
で
、
こ
の
事
態
は
克
服
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（72－4－44）　938

（
3
）
　
信
従
と
国
制
上
の
権
力
配
分
と
の
関
係

　
た
だ
し
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
こ
の
観
察
に
対
し
て
重
要
な
留
保
を
付
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
や
貴
族
に
対
す
る
下
層

ジ
ェ
ン
ト
リ
や
国
教
会
聖
職
者
の
信
従
が
機
能
す
る
に
は
、
国
制
が
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
国
制
が
当

時
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
国
制
（
「
き
わ
め
て
特
異
な
議
会
的
国
華
」
）
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
別
の
国
制
で
は
、
こ
の
信
従
は
機
能

し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
彼
は
民
主
的
な
選
挙
の
仕
組
を
採
用
し

た
国
家
と
い
う
仮
想
例
を
提
示
し
て
い
る
。
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
思
考
実
験
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
下
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
や

聖
職
者
た
ち
の
専
制
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

直
ち
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
民
主
的
な
選
挙
権
の
仕
組
は
、
い
か
な
る
も
の
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
目
的
〔
国
民
的
決
定
へ
の
到
達

と
い
目
的
〕
に
は
不
適
切
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
権
力
を
手
中
に
す
る
階
級
は
下
層
階
級
で
あ
り
、
彼
ら
に
、
自
由
の
原
理
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を
理
解
で
き
る
知
性
が
あ
る
と
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
､
事
実
､
そ
の
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
｡
普
通
選
挙
権
ら
し
き

も
の
は
'
何
で
あ
れ
'
農
村
地
域
の
聖
職
者
と
小
規
模
地
主
の
影
響
力
を
巨
大
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
二
つ

の
階
級
は
農
村
地
域
の
住
人
で
あ
り
､
最
下
層
階
級
に
知
ら
れ
て
お
り
､
最
下
層
階
級
が
持
つ
機
会
の
あ
る
そ
の
時
々
の
利
益
す
べ
て

を
分
配
し
､
最
下
層
階
級
が
被
る
危
険
の
あ
る
ロ
ー
カ
ル
な
法
律
に
お
け
る
軽
微
な
刑
罰
す
べ
て
を
宣
告
し
て
い
た
か
ら
､
農
村
地
域

の
住
民
た
ち
に
優
越
的
な
影
響
力
を
持
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
彼
ら
は
'
散
在
す
る
村
や
小
集
落
か
ら
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
王
朝
に
賛
成

す
る
大
量
の
投
票
者
を
引
き
連
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
人
々
は
論
争
を
決
す
る
利
点
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
し
､
立
憲
的

統
治
の
意
味
そ
の
も
の
に
つ
い
て
全
-
無
知
で
あ
り
､
議
会
の
性
質
や
構
造
そ
の
も
の
に
つ
い
て
何
も
説
明
で
き
な
い
人
々
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
彼
ら
は
､
自
分
が
唯

一
知
っ
て
い
る
教
育
あ
る
人
々
､
彼
ら
が
見
た
こ
と
の
あ
る
唯

一
の
影
響
力
あ
る
人
々
-1
自
分
の
村
の

教
区
牧
師
や
自
分
の
村
の
地
主
-

が
し
て
い
る
こ
と
を
､
自
分
た
ち
も
す
る
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
の
だ
'
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
の

で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
見
ら
れ
る
事
態
を
'
そ
の
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
見
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
教
育
の
な
い
多

数
者
が
自
ら
の
決
定
を
宣
言
し
､
国
は
そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
､
法
は
そ
れ
を
施
行
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
｡

わ
れ
わ
れ
が
現
有
し
て
い
る
国
制
の
下
で
暮
ら
す
代
わ
り
に
､
農
村
地
域
の
住
民
の
優
越
的
な
投
票
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
-

い
や
､

ほ
と
ん
ど
そ
の
一
致
し
た
投
票
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
-

ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
専
制

(a
Jacobite
despotism
)

(14
)

の
下
で
暮
ら
し
た
か
も
し
れ
な
い
し
､
お
そ
ら
-
そ
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
仮
想
例
で
は
､
｢小
規
模
地
主
｣
で
あ
る
下
層
ジ
エ
ン
ト
リ
､
お
よ
び
聖
職
者
は
､
｢農
村
地
域
の
住
民
た
ち
｣
す
な
わ
ち
最
下
層
階

級
に
対
し
て
強
大
な
影
響
力
を
持

っ
て
お
り
､
最
下
層
階
級
の
信
従
を
獲
得
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
上
層
ジ

エ
ン
ト
リ
や
貴
族
に
対
す
る
下

層
ジ
エ
ン
ト
リ
や
聖
職
者
た
ち
の
信
従
は
機
能
し
な
い
｡
そ
の
理
由
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
､
信
従
す
る
側
に
不
相
応
に
大
き
な
権
力

が
配
分
さ
れ
る
場
合
､
彼
ら
は
自
ら
の
見
解
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
｡

939(72-4-45)
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し
か
し
､
農
村
地
域
の
聖
職
者
や
小
地
主
が
上
層
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
信
従

(d
e
fe
rence)
の
念
が
､
こ
う
し
た
結

果
を
妨
げ
た
で
あ
ろ
う
へ
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
彼
ら
は
法
に
よ
っ
て
､
国
民
の
運
命
に
影
響
を
与
え
国
の
国
制
を
決

定
す
る
権
力
を
持

っ
た
と
し
て
も
､
実
際
に
は
そ
う
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
､
自
分
自
身
の
判
断
を
放
棄
し
て
､
自
分
た
ち
の
上
位
者

で
あ
る
と
知

っ
て
お
り
そ
の
こ
と
を
認
め
て
も
い
る
階
級
の
意
見
に
導
か
れ
た
だ
ろ
う
､
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
経

験
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
､
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
､
こ
う
し
た
考
え
を
す
る
人
は
人
間
本
性
の
き
わ
め
て
重
要
な
部
分
に
つ

い
て
誤

っ
た
見
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
無
統
制
の
権
力
､
実
際
の
本
物
の
目
に
見
え
感
じ
取
れ
る
権
力
を
人
々
に
与
え
る
な
ら
ば
､

彼
ら
は
自
分
の
意
向
に
従

っ
て
そ
れ
を
行
使
し
ょ
う
と
す
る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
､
意
向
と
い
う
も
の
を
持

っ
て
い
る
階
級
に
つ

い
て
の
み
当
て
は
ま
る
こ
と
で
は
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
無
知
な
小
農
民
は
そ
う
し
た
も
の
を
持

っ
て
い
な
い
｡
彼
ら
に
名
目
的
な
政
治

権
力
を
与
え
て
も
う
彼
ら
が
理
解
し
た
り
､
価
値
を
認
め
た
り
'
使
用
で
き
る
い
か
な
る
も
の
も
与
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ

は
､
彼
ら
に
と
っ
て
実
際
の
権
力
で
は
な
く

彼
ら
の
手
中
に
あ
っ
て
は
権
力
の
実
効
性
を
全
-
持
た
な
い
｡
そ
れ
は
､
あ
ら
か
じ
め

考
え
ら
れ
た
帰
結
を
得
る
た
め
に
使
う
こ
と
の
で
き
な
い
道
具
と
な
り
､
そ
れ
を
用
い
て
い
る
と
き
で
も
自
分
た
ち
が
何
を
し
て
い
る

の
か
が
わ
か
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
彼
ら
が
尊
び
､
使
用
し
､
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
ジ
ェ
ン

ト
リ
や
聖
職
者
と
い
っ
た
あ
る
程
度
の
教
育
を
受
け
た
階
級
は
､
こ
う
し
た
状
態
に
は
な
い
｡
こ
う
し
た
階
級
は
自
ら
の
見
解
､
意
見
､

願
望
を
持

っ
て
い
る
｡
彼
ら
の
見
解
は
狭
陸
で
､
意
見
は
誤

っ
て
お
り
､
願
望
は
愚
か
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
し
か
し
､
彼
ら
は

そ
れ
ら
を
持

っ
て
は
い
る
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
そ
れ
ら
に
執
着
し
て
い
る
｡
も
し
'
権
力
が
彼
ら
の
手
中
に
委
ね
ら
れ
る
な
ら
ば
､
彼

ら
は
権
力
を
実
際
に
行
使
し
ょ
う
と
す
る
｡
彼
ら
に
支
配
的
な
権
力
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
国
制
の
下
で
は
､
ト
ー
リ
ー
派
の
地
主
や

ト
ー
リ
ー
派
の
聖
職
者
は
､
彼
ら
の
漠
然
と
し
た
意
見
や
浮
動
的
な
偏
好
を
放
棄
す
る
用
意
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
も
し
彼
ら
に
国
制

上
の
権
威
と
立
法
上
の
全
能
性
が
付
与
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
､
彼
ら
は
そ
う
し
た
意
見
や
偏
好
を
け
っ
し
て
放
棄
し
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
だ
ろ
う
し
､
放
棄
で
き
る
な
ど
と
思
い
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
は
そ
れ
ら
を
密
度
の
あ
る
信
条

へ
と
固
め
て
､
ス

(72-4-46)940
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(15
)

チ
ュ
ア
ー
ト
家
の
専
制
の
下
で
実
現
し
ょ
う
と
努
め
た
で
あ
ろ
う
｡

こ
う
し
た
考
察
か
ら
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
普
通
選
挙
権
や
そ
れ
に
準
ず
る
選
挙
の
仕
組
で
あ
っ
た
な
ら
ば
､
｢
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家
の
維
持
と

(16
)

イ
ギ
リ
ス
の
自
由
の
保
障
は
確
保
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
｣
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
｡

他
方
､
ス
チ
ュ
ア

ー
ト
家
支
持
者
に
専
制
的
権
力
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
普
通
選
挙
権
の
仕
組
で
は
な
-
､
逆
に
､
上
層
階
級
の
側
に
有
利

な
選
挙
の
仕
組
で
あ
っ
た
な
ら
ば
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
｡
そ
う
し
た
仕
組
は
､
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家
支
持
と
い
う
彼
ら
の
見
解
が
国
民

的
決
定
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
助
長
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
こ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
全
国
共
通
で

一
定

額
の
高
額
納
税
者
に
だ
け
選
挙
権
を
付
与
し
た
と
し
て
も
'
国
民
の
見
解
を

一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
下
層
ジ
エ
ン
ト
リ
や
聖
職
者
は
､
上
層
階
級
に
は
信
従
し
て
い
た
も
の
の
､
も
う

一
つ
の
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家
支
持
勢

力
で
あ
る
商
業
階
級
に
対
し
て
は
強
-
反
発
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
高
額
納
税
者
に
画

丁
的
に
選
挙
権
を
付
与
す
る
仕
組
は
､
そ
う
し
た

商
業
階
級
の
露
骨
な
優
位
を
も
た
ら
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
｡

さ
ら
に
ま
た
､
国
が
受
容
で
き
る
よ
う
な
､
普
通
選
挙
権
で
は
な
い
が
画

一
的
選
挙
権
の
仕
組
で
も
､
当
時
に
お
い
て
は
､
国
の
意
思

に
真
の
表
現
を
与
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
確
実
で
あ
る
｡
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
､
国
の
現
実
の
意
見
は
'

富
裕
な
商
業
階
級
の
意
見
に
合
致
し
て
い
た
｡
彼
ら
は
ハ
ノ
T
ヴ
ァ
-
家
を
熱
心
に
支
持
し
て
お
り
､
国
民
も
､
熱
心
で
は
な
い
に
せ

よ
､
支
持
は
し
て
い
た
｡
大
規
模
な
都
市
選
挙
区
に
敷
居
の
高
い
画

1
的
な
資
格
を
設
定
し
､
相
当
数
の
議
席
を
そ
う
し
た
大
規
模
都

市
選
挙
区
に
割
り
当
て
た
な
ら
ば
､
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
決
定
に
実
質
的
に
合
致
し
た
意
見
を
持
つ
議
会
を
確
保
す
る
こ
と
は
､
困

難
で
あ
る
に
せ
よ
､
可
能
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡
困
難
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
､
当
時
は
大
都
市
が
少
な
-
散
在
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
｡
現
在
で
は
大
都
市
が
密
集
し
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
は
､
当
時
は
現
在
と
比
べ
て
も
､
さ
ら
に
､
当
時
の
南
部
の
大

941(72-4-47)
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部
分
と
比
べ
て
も
う
貧
し
い
地
方
で
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
､
先
述
の
仕
組
に
よ
っ
て
､
国
民
の
主
導
的
権
威
を
大
都
市
の
手
中
に
､
ま
た
､

そ
う
し
た
都
市
の
富
裕
者
の
手
中
に
与
え
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
実
際
に
は
､
そ
う
し
た
国
制
は
持
ち
こ
た
え
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
ト
ー
リ
ー
派
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
は
､
｢公
債
所
有
者
｣
や
工
場
主
の
椀
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
我
慢
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
聖
職
者
は
､
非
国
教
徒
が
最
大
の
拠
点
と
し
お
そ
ら
-
は
支
配
的
な
影
響
力
を
持

っ
て
い
る
よ
う
な
階
級
に
従
属

す
る
こ
と
に
我
慢
し
な
か
っ
だ
美
ろ
う
｡
国
を
町
や
都
市
の
商
業
階
級
の
支
配
の
下
に
置
-
こ
と
は
､
王
朝
自
体
の
交
替
以
上
に
大
き

な
革
命
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
'
国
民
全
般
の
偏
見
に
衝
撃
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
し
､
他
な
ら
ぬ
商
業
階
級
自
体
､
夢
に
も
思
わ

(17
)

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

(72-4-48)942

民
主
的
な
選
挙
の
仕
組
で
は
､
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
専
制
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
｡
他
方
'
財
産
資
格
を
画

1
的
に
高
い
水
準
に
設
定
す
る
と
､

そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
的
に
突
出
す
る
こ
と
に
な
る
商
業
階
級

へ
の
下
層
ジ

ェ
ン
ト
リ
や
国
教
会
聖
職
者
の
反
発
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
｡

と
す
れ
ば
'
望
ま
し
い
仕
組
は
､
民
主
的
な
選
挙
の
仕
組
を
採
用
せ
ず
､
有
権
者
資
格
を
画

一
的
に
設
定
せ
ず
'
か
つ
ま
た
'
商
業
階
級
に

優
位
を
与
え
ず
に
上
層
階
級
に
の
み
実
質
的
権
力
を
与
え
る
よ
う
な
仕
組
で
あ
ろ
う
｡
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
､
当
時
に
お
い
て
実
際
に
採
用

さ
れ
て
い
た
の
だ
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
｡

実
際
に
採
用
さ
れ
た
仕
組
は
､
こ
れ
ら
の
欠
陥
を
除
去
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
特
有
の
性
格
は
'
上
層
ジ
エ
ン
ト
リ
と
貴
族
の
手

中
に
優
越
的
な
力
を
与
え
で

い
た
｡
小
規
模
な
都
市
選
挙
区
は
'

一
種
の
自
然
的
必
然
に
よ
り
'
彼
ら
の
手
中
に
渡
っ
て
お
り
､
県
選

挙
区
に
お
け
る
彼
ら
の
影
響
力
も
､
圧
倒
的
で
は
な
い
に
せ
よ
優
越
的
で
あ
っ
た
｡
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
､
こ
の
階
級
は
国
民
か

ら
最
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
階
級
で
あ
り
'
最
大
の
政
治
的
知
性
を
持
つ
と

1
般
に
信
じ
ら
れ
､
彼
ら
の
意
見
は
､
事
実
上
す
べ
て
の
最

も
知
的
な
諸
階
級
の
意
見
と

一
致
し
て
い
た
｡
-
-
し
た
が
っ
て
前
世
紀
の
前
半
に
は
､
代
表
の
古
い
仕
組
は
､
こ
の
よ
う
に
し
て
影



バジョット 『イギリス国制論』における信従の概念について (関口)

響
力
の
あ
る
特
定
階
級
の
手
中
に
国
家
に
お
け
る
優
越
的
権
威
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
よ
り
拡
大
さ
れ
た
民
衆
的
な
仕
組
以
上
に
､

国
民
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
､
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
で
あ
る
｡
人
数
が
多
-
し
か
も
知
的
で
あ
る
よ
う
な

選
挙
区
､
教
育
が
あ
る
と
と
も
に
影
響
力
も
あ
る
選
挙
区
を
作
り
出
す
た
め
の
材
料
は
､
存
在
し
な
か
っ
た
｡
実
際
上
の
選
択
は
､
教

育
の
な
い
多
数
者
と
､
選
ば
れ
た
少
数
者
と
の
間
に
あ
っ
た
｡
わ
れ
わ
れ
の
国
制
は
後
者
を
優
越
さ
せ
た
の
で
あ
り
'
ス
チ
ュ
ア
ー
ト

家
と
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家
と
の
間
-

正
統
性
の
原
理
と
自
由
の
原
理
と
の
間

(18
)

あ
っ
た
｡

の
大
抗
争
の
中
で
､
結
果
は
有
益
で
あ
り
決
定
的
で

こ
の
よ
う
に
､
上
層
階
級
に
実
質
的
権
力
を
与
え
る
国
制
で
あ
れ
ば
こ
そ
､
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家

へ
の
忠
誠
を
凌
駕
す
る
上
層
階
級

へ
の
信

従
が
下
層
の
有
権
者
に
お
い
て
機
能
し
､
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
王
の
下
で
の
自
由
な
政
府
の
確
保
と
い
う
世
論
を
反
映
し
た
国
民
的
決
定
が

可
能
に
な
っ
た
､
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
考
え
る
の
で
あ
る
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
こ
う
し
た
議
論
は
､
信
従
の
複
線
的
系
列
と
国
制
上
の
権
力
配
分
と
の
関
係
を
め
ぐ
る

一
般
的
洞
察
と
し
て
定
式
化
で
き

る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
国
王
や
貴
族
か
ら
最
下
層
階
級
に
至
る
階
層
構
造
の
中
で
､
と
き
に
は
相
勉
す
る
場
合
も
あ
る
よ
う
な
複
線
的

な
信
従
の
系
列
が
存
在
し
'
そ
の
際
､
国
制
上
の
権
力
配
分
が
特
定
の
信
従
に
優
位
を
与
え
る
方
向
に
影
響
し
た
り
､
逆
に
､
特
定
の
信
従

を
機
能
さ
せ
な
い
方
向
に
影
響
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
､
と
い
う
定
式
で
あ
る
｡
｢改
革
以
前
の
議
会
の
歴
史
と
そ
の
教
訓
｣
と
題
し
た

こ
の
論
文
で
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
引
き
出
そ
う
と
し
た
教
訓
は
､
こ
う
し
た
定
式
を
現
代
に
適
用
し
っ
つ
､
世
論
を
反
映
し
た
国
民
的
決
定
に
不

可
欠
な
信
従
を
確
保
で
き
る
国
制
と
い
う
見
地
か
ら
今
後
の
議
会
改
革
を
考
え
る
べ
き
だ
､
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
教
訓
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
､
後
の

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
け
る
基
本
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
つ
で
も
あ
る
｡

943(72-4-49)



論 説

第

二
節

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
け
る
二
系
列
の
信
従

(1
)

｢尊
厳
的
部
分
｣
へ
の
信
従

(72-4-50)944

イ
ギ
リ
ス
国
制
は

｢尊
厳
的
部
分
｣
と

｢実
効
的
部
分
｣
と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
､
と
い
う
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
主
張
は
'
周
知
の
よ

う
に
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
冒
頭
に
登
場
す
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
を
取
り
上
げ
た
論
考
で
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
る
有
名

な
箇
所
で
あ
る
｡
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
け
る
二
系
列
の
信
従
に
関
す
る
本
節
の
検
討
も
'
ま
ず
こ
の
箇
所
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
始

め
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

幾
世
紀
も
か
か
っ
た
成
長
物
で
あ
る
と
と
も
に
混
成
し
た
国
民
に
対
し
て
広
汎
な
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
諸
制
度
や
諸
外

国
の
諸
制
度
は
'
そ
れ
ら
を
二
つ
に
分
類
し
な
け
れ
ば
'
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
う
し
た
国
制
に
は
二
つ
の
部
分
が
あ
る
｡

(顕
微
鏡
的
正
確
さ
で
分
け
る
こ
と
は
全
-
で
き
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
大
き
な
事
柄
の
特
徴
は
分
類
の
精
密
さ
を
嫌
う
か
ら
で
あ
る
｡
)

第

l
に
､
国
民
の
崇
敬

(reverence)
を
掻
き
立
て
保
持
す
る
諸
部
分
で
あ
り
､
言
う
な
れ
ば
'
尊
厳
的
な
諸
部
分

(th
e
d
i
g
n
i
･

f
i
e
d

p

a
r
t

s
)

で
あ
る
｡
そ
し
て
次
に
､
実
効
的
な
諸
部
分

(th
e
effic
ient
p
arts)
で
あ
り
'
実
際
に
機
能
し
支
配
す
る
諸
部
分
で

あ
る
｡
あ
ら
ゆ
る
国
制
が
成
功
を
収
め
る
た
め
に
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
つ
の
目
標
が
あ
り
､
古
来
の
有
名
な
国
制
は
す
べ
て
､

そ
れ
ら
を
見
事
に
達
成
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
あ
ら
ゆ
る
国
制
は
､
第

1
に
権
威
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
次
に
権
威
を
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
あ
ら
ゆ
る
国
制
は
､
ま
ず
に
人
々
の
忠
誠
と
信
頼
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
次
に
､
そ
う
し
た
尊
敬
心

(-
)

(h
o
m
a
g
e
)
を
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡



バジョット 『イギリス国制論』における信従の概念について (関口)

バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
､
人
類
の
知
性
は
不
均
等
的
に
し
か
発
展
し
て
き
て
い
な
い
｡
大
衆
の
知
性
は
､
統
治
の
制
度
を
そ
の
有
用
性
と

い
う
観
点
か
ら
理
解
で
き
る
ま
で
に
は
発
展
し
て
い
な
い
｡
統
治
に
関
連
し
て
彼
ら
が
注
目
で
き
る
の
は
､
可
視
的
な
象
徴
の
姿
を
と
る
こ

(2
)

と
の
で
き
る
尊
厳
的
部
分
だ
け
で
あ
り
､
彼
ら
は
こ
の
部
分
を
ひ
た
す
ら
崇
敬
の
対
象
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
形
で
の
権
威
獲
得
の
仕
組
が

イ
ギ
リ
ス
の
現
状
で
は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
'
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
考
え
る
わ
け
で
あ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
崇
敬
の
対
象
と
し
て
際
立
た

せ
て
い
る
の
は
'
言
う
ま
で
も
な
-
君
主
で
あ
り
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
で
君
主
を
主
題
と
す
る
二
つ
の
章
の
う
ち
の
一
つ
が
､
｢尊
厳
的

部
分
｣
と
し
て
の
君
主
を
め
ぐ
る
議
論
に
充
て
ら
れ
て
い
る
｡

と
は
い
え
､
崇
敬
の
対
象
は
君
主
だ
け
に
は
限
ら
な
い
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
貴
族

へ
の
崇
敬
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡

尊
厳
的
能
力
に
お
け
る
貴
族
院
の
効
用
1

い
や
む
し
ろ
貴
族
の
効
用
は
､
き
わ
め
て
大
き
い
｡
そ
れ
は
､
女
王
ほ
ど
に
は
大
き
な
崇

敬

(r
everence)
を
引
き
つ
け
な
い
と
し
て
も
､
か
な
り
大
き
な
崇
敬
を
引
き
つ
け
て
い
る
.
貴
族
と
い
う
身
分
の
役
割
は
､
庶
民

(th
e
c
o
m
m
o
n
p
e
o
p-e)
に
対
し
て
'
あ
る
も
の
を
押
し
っ
け
る
こ
と
で
あ
る
｡
真
実
で
な
い
も
の
を
押
し
っ
け
る
と
い
う
こ
と
で

は
必
ず
し
も
な
-
､
ま
し
て
や
有
害
な
も
の
を
押
し
っ
け
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
押
し
っ
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
存
在

し
な
い
よ
う
な
も
の
を
'
庶
民
の
不
活
発
な
想
像
力
に
押
し
っ
け
る
の
で
あ
る
｡
大
多
数
の
人
間
の
空
想
力
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど
弱
-
､

目
に
見
え
る
象
徴
が
な
け
れ
ば
何
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
､
象
徴
が
あ
っ
て
も
理
解
で
き
な
い
も
の
も
多
い
｡
貴
族
は
知

性
の
象
徴

(th
e
sy
m
bO
-
of
m
in
d
)
な
の
で
あ
る
｡
貴
族
は
､
大
多
数
の
人
間
が
つ
ね
に
知
性
を
推
測
す
る
際
に
つ
ね
に
用
い
て
い

た
指
標
､
今
な
お
し
ば
し
ば
推
測
す
る
際
に
用
い
て
い
る
指
標
を
持

っ
て
い
る
｡
地
方
に
移

っ
て
-
る
聡
明
な
通
常
人
が
崇
敬
を
得
る

こ
と
は
な
い
が
､
｢古
-
か
ら
の
地
主
｣
は
崇
敬
を
得
る
｡
彼
が
破
産
し
て
､
破
滅
が
時
間
の
問
題
で
あ
る
と
誰
も
が
わ
か
っ
て
い
る

と
き
で
も
､
彼
は
､
自
分
の
脇
に
座

っ
て
い
る
新
興
成
金
よ
り
も
､
粗
末
な
小
作
農
か
ら
五
倍
も
多
-
の
尊
敬
を
得
る
｡
粗
末
な
小
作

農
は
､
新
興
成
金
の
良
識
よ
り
も
､
地
主
の
ナ
ン
セ
ン
ス
に
従
順
に
耳
を
傾
け
る
｡
古
-
か
ら
の
地
主
は
､
と
て
つ
も
な
い
尊
敬

945(72-4-51)
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(resp
e
ct)
を
得
る
｡
こ
の
人
の
存
在
そ
の
も
の
が
､
他
の
い
か
な
る
も
の
も
評
価
で
き
ず
知
覚
で
き
な
い
粗
野
で
愚
鈍
で
狭
量
な
大

(3
)

衆

(m
u
-titu
d
e
)
の
中
に
､
知
性
ら
し
き
も
の
に
対
す
る
服
従
の
感
覚
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
0

(72-4-52)946

こ
の
よ
う
に
､
総
じ
て
大
衆
は
､
国
王
に
せ
よ
貴
族
に
せ
よ
､
自
分
た
ち
の
想
像
力
を
強
力
に
掻
き
立
て
る
可
視
性
を
そ
な
え
た

｢社
会

(4
)

の
劇
場
的
な
見
せ
物

(theatrica-sh
ow
)
と
で
も
呼
べ
る
も
の
に
信
従
す
る

(d
ef
er)｣
の
で
あ
る
｡

(2
)

多
数
者
と
し
て
の
有
権
者
と
非
有
権
者

と
こ
ろ
で
､
｢尊
厳
的
部
分
｣
に
対
す
る
信
従
の
主
体
と
し
て
右
の
1
節
で
言
及
さ
れ
て
い
る

｢庶
民
｣
や

｢大
衆
｣
は
､
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
人
々
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
す
で
に
本
稿
の
冒
頭
で
示
唆
し
た
よ
う
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
で
は
､
多
数
者
を
意
味

す
る
語
句
の
指
示
対
象
の
範
囲
は
､
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
文
脈
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
る
｡
多
数
者
は
､
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
を
意
味
す
る
場
合

も
あ
れ
ば
､
下
層
階
級
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
り
､
さ
ら
に
両
者
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
｡
こ
の
範
囲
を
確
定
す
る
手
掛
か
り
を
'
信
従

の
対
象
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
貴
族
な
ど
の
上
層
階
級
と
い
う
信
従
対
象
の
場
合
､
信
従
の
主
体
は
､
下
層
階
級
と
ミ

ド
ル
ク
ラ
ス
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
｡
さ
ら
に
言
え
ば
'
信
従
の
契
機
や
態
様
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
後

に
示
す
よ
う
に
､
君
主
や
貴
族
に
対
す
る
信
従
に
お
い
て
､
そ
の
契
機
や
態
様
の
点
で
下
層
階
級
と
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
の
間
に
有
意
味
な
差

異
が
あ
る
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
｡

手
掛
か
り
と
な
る
の
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
政
治
に
お
け
る
実
践
的
効
用
に
注
目
す
る
観
点
か
ら
信
従
を
取
り
上
げ
て
い
る
､
と
い
う
点
で

あ
る
｡
そ
の
観
点
か
ら
彼
は
､
｢改
革
以
前
の
議
会
の
歴
史
と
そ
の
教
訓
｣
の
場
合
で
は
､
国
民
的
決
定
を
誘
導
す
る
信
従
と
そ
う
で
な
い

信
従
と
を
区
別
し
て
い
た
｡
他
方
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
で
は
､
有
権
者
層
の
内
面
に
お
い
て
相
魁
す
る
よ
う
な
二
系
列
の
信
従
は
登
場
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し
て
い
な
い
と
は
い
え
､
同
じ
-
信
従
の
実
践
的
効
用
に
注
目
す
る
観
点
か
ら
､
世
論
形
成
や
国
民
的
決
定
の
過
程
内
で
機
能
す
る
信
従
と
､

そ
の
時
外
で
機
能
す
る
信
従
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
｡
言
い
か
え
れ
ば
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
信
従
の
主
体
と
し
て
多
数
者
や
大
衆
に
言
及
す
る

際
に
は
へ
そ
の
多
数
者
や
大
衆
が
有
権
者
で
あ
る
か
非
有
権
者
で
あ
る
か
に
応
じ
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
信
従
の
異
な
っ
た
政
治
的
役
割
を
念
頭

に
置
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
議
論
の
実
例
は
後
に
示
す
こ
と
と
し
､
こ
こ
で
は
ま
ず
､
世
論
形
成
や
国
民
的
決
定

へ
関
与
す
る
資
格
条
件
を
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が

ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
普
通
選
挙
権
と
い
う
有
権
者
資
格
の
導
入
に
対
し
て
国
制
の
純
粋
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
化
で
あ
る
と
し
て
強
-
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
い
て
も
十
分
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
'

一
八

五
九
年
に
彼
が
発
表
し
た
論
文

｢議
会
改
革
｣
で
は
､
そ
の
点
が
､
望
ま
し
い
議
会
改
革
と
の
関
連
で
い
っ
そ
う
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い

(5)
る
｡
そ
こ
で
'
こ
の
論
文
を
素
材
と
し
て
､
有
権
者
の
資
格
と
範
囲
に
関
す
る
彼
の
見
方
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
､

一
八
三
二
年
の
議
会
改
革
を
お
お
む
ね
成
功
で
あ

っ
た
と
評
価
し
て
い
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
こ
の

議
会
改
革
の
後
､
北
部
地
域
で
の
商
工
業
の
発
達
に
よ
り
社
会
構
造
の
同
質
性
が
減
少
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
自
由
貿
易
等
の
諸
改
革
が

(6
)

達
成
さ
れ
た
の
は
､
議
会
改
革
が
国
民
の
見
解

一
致
を
助
長
す
る
効
果
を
持

っ
た
た
め
と
見
て
よ
い
｡

議
会
改
革
の
さ
ら
に
重
要
な
成
果
は
､

国
家
に
お
け
る
支
配
的
影
響
力
を
､
地
主
階
級
と
い
う
特
定
の
社
会
勢
力
か
ら

｢あ
る
程
度
の
教
育
を
受
け
た
人

(faiユy

in
st
r

u
c
te
d

(7
)

m
an
)
の
一
般
的
集
合
体
｣
に
移
行
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
議
会
と
国
民
と
の
こ
う
し
た
全
般
的

一
致
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
現

状
に
は
二
つ
の
欠
陥
が
見
出
さ
れ
る
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
指
摘
す
る
｡
第

一
の
欠
陥
は
､
議
会
が
い
ま
だ
に
地
主
階
級
の
利
益

(the
-aロded

(8
)

in
t
e
r
e
s
t
)

の
感
情
や
意
見
に
不
当
に
偏

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
第
二
の
欠
陥
は
､
国
内
の
成
長
し
っ
つ
あ
る
地
域
に
与
え
ら
れ
て
い
る

ウ
ェ
イ
ト
が
過
小
で
あ
り
､
停
滞
的
地
域
に
与
え
ら
れ
て
い
る
ウ
ェ
イ
ト
が
過
大
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
､
選
挙
制

度
に
こ
う
し
た
成
長
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
漠
然
と
し
た
認
識
が
､
労
働
者
階
級
に
ま
で
選
挙
権
を
拡
大
し
よ
う
と
抽
象
的
デ
モ
ク

(9
)

ラ
シ
ー
を
説
-
ブ
ラ
イ
ト
等
の
改
革
運
動
を
刺
激
し
て
い
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
こ
れ
ら
二
つ
の
欠
陥
の
是
正
の
み
が
今
後
の
議
会
改
革
に

947(72-4-53)
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お
い
て
取
り
組
む
る
べ
き
課
題
で
あ
り
'
そ
れ
ら
を
除
け
ば
､
庶
民
院
の
現
状
は
満
足
す
べ
き
も
の
で
あ
り
､
｢民
主
主
義
理
論
の
公
然
た

(10
)

る
信
奉
者
以
外
は
､
こ
れ
で
十
分
だ
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
｣
と
断
言
す
る
｡

と
は
い
え
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
､
庶
民
院
は
支
配
す
る
機
能
の
他
に
表
出
の
機
能
も
有
し
て
お
り
､
後
者
は
自
由
な
国
制
に
と
っ
て

不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
'
議
会
に
お
け
る
見
解
表
明
の
機
会
が
労
働
者
階
級

(th
e
w
orking
c
-a
sses
)
に
与
え
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
｡
非
熟
練
労
働
者
で
あ
る
農
業
労
働
者

(a
g
ric
u
-tura〓
ab
ourer
s
)
は
公

的
事
柄
に
無
頓
着
で
あ
る
が
'
都
市
部
の
熟
練
労
働
者
か
ら
な
る
職
人
階
級

(the
artisan
c
la
sse
s,
th
e
o
p
e
ra
tiv
e
c
tasses)
は
そ
う

で
は
な
い
｡
彼
ら
は
見
解
を
持
つ
能
力
を
有
し
て
お
り
､
現
に
見
解
を
持

っ
て
い
る
｡
彼
ら
の
見
解
が

一
面
的
で
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
あ

(;
)

る
場
合
は
あ
る
と
し
て
も
､
そ
う
し
た
偏
り
は
､
公
的
に
見
解
表
明
す
る
機
会
に
お
い
て
是
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
バ

ジ
ョ
ッ
ト
は
'
世
論
形
成
と
国
民
的
決
定
に
関
与
す
る
能
力
の
欠
如
と
い
う
理
由
で
非
熟
練
労
働
者
を

へ
の
選
挙
権
付
与
に
反
対
す
る

1
万

で
､
そ
う
し
た
能
力
を
多
少
な
り
と
も
持
つ
と
い
う
判
断
か
ら
熟
練
労
働
者

へ
の
選
挙
権
付
与
を
是
認
す
る
｡
た
だ
し
､
彼
ら
が
数
の
優
位

に
よ
っ
て
主
導
権
を
持
つ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
'
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
考
え
る
｡
こ
れ
を
裏
付
け
る
た
め
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
各
階
級
が
そ
れ

ぞ
れ
の
政
治
的
能
力
に
応
じ
て
影
響
力
を
持
つ
よ
う
な

｢階
層
構
造

(grad
a
tio
n
)
こ
そ
が
､
代
議
政
治
の
真
の
諸
格
率
が
実
際
に
め
ざ

(12
)

し
て
い
る
も
の
｣
と
い
う
原
則
を
提
示
す
る
｡

こ
の
原
則
に
も
と
づ
け
ば
､
熟
練
労
働
者
は
代
表
を
持
つ
べ
き
で
は
あ
る
が
､
彼
ら
が
そ
の

数
に
比
例
し
た
多
数
の
代
表
者
を
選
出
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
｢階
層
構
造
｣
に
反
し
た
過
剰
代
表
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
し
た
が
っ
て
'
す
べ

て
の
大
都
市
の
熟
練
労
働
者
に
画

一
的
に
選
挙
権
を
付
与
す
る
の
で
は
な
-
､

一
八
三
二
年
の
議
会
改
革
以
前
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
､

(13
)

選
択
的
に
幾
つ
か
の
大
都
市
の
熟
練
労
働
者
に
選
挙
権
を
与
え
る
こ
と
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
､
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
提
言
す
る
の
で
あ
る
｡

二
系
列
の
信
従
を
区
別
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
観
点
は
'
有
権
者
の
資
格
と
範
囲
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
い
て
い
た
｡
ミ
ド

ル
ク
ラ
ス
以
上
の
現
有
権
者
と
今
後
は
部
分
的
に
選
挙
権
を
付
与
し
て
も
よ
い
熟
練
労
働
者
の
信
従
は
､
世
論
形
成
や
国
民
的
決
定
の
過
程

内
で
機
能
し
､
最
下
層
階
級
を
構
成
す
る
非
熟
練
労
働
者
の
信
従
は
､
そ
う
し
た
過
程
の
埼
外
に
あ
っ
て
国
民
的
決
定
を
も
っ
ぱ
ら
受
動
的

(72-4-54)948
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に
受
け
入
れ
さ
せ
る
形
で
機
能
す
る
､
と
い
う
よ
う
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
二
系
列
の
信
従
を
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
を
示
す
た

め
に
､
次
に
､
信
従
の
主
体
と
し
て
の
多
数
者
や
大
衆
と
い
う
語
句
の
指
示
対
象
の
範
囲
が
め
ま
ぐ
る
し
-
変
化
し
て
い
る
議
論
の
実
例
に

移
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

(3
)

信
従
に
関
す
る
錯
綜
し
た
議
論
の
整
理

そ
の
実
例
は
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
第
七
章

｢内
閣
政
治
の
前
提
諸
条
件
､
お
よ
び
'
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
そ
れ
ら
諸
条
件
の
特
殊

形
態
｣
の
中
に
登
場
し
て
い
る
｡
き
わ
め
て
錯
綜
し
た
こ
の
議
論
に
つ
い
て
の
整
合
的
理
解
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
信
従
概
念
の
〓
冗
的
解
釈

で
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
整
合
的
理
解
は
､
信
従
の
主
体
が
有
権
者
か
非
有
権
者
か
を
議
論
の
文
脈
に
注
意
し
て
判
別

し
､
二
系
列
の
信
従
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
｡
こ
う
し
た
道
筋
を

た
ど
る
こ
と
で
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
錯
綜
し
た
議
論
に
つ
い
て
整
合
的
理
解
が
可
能
に
な
る
と
言
う
こ
と
は
'
こ
う
し
た
道
筋
を
た
ど
る
理
解
方

法
が
､
二
系
列
の
信
従
の
区
別
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
本
人
の
捉
え
方
に
即
し
て
い
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
こ
の
第
七
章
に
お
い
て
､
信
従
と
世
論
と
の
関
係
の
観
点
か
ら
､
自
由
な
政
府
の
成
立
条
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
｡

自
由
な
政
府

(a
fr
eeg
o

vernm
ent

)

と
は
､
服
従
す
る
国
民
が
自
発
的
に
選
ん
だ
政
府
の
こ
と
で
あ
る
｡
ば
ら
ば
ら
の
人
々
の
偶

然
的
集
合
に
お
い
て
唯

一
可
能
な
自
由
政
府
は
､
民
主
的
政
府
で
あ
る
｡
自
分
以
外
の
人
を
知
ら
ず
'
配
慮
せ
ず
､
尊
敬
し
な
い
場
合

に
は
､
万
人
が
平
等
な
地
位
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
｡
誰
の
地
位
も
他
の
人
の
地
位
よ
り
優
越
的
で
は
あ
り
え
な
い
｡
し
か
し
'
す
で

に
説
明
し
た
よ
う
に
'
信
従
心
の
あ
る
国
民

(a
d
efe
rential
nation)
は
､
そ
れ
に
固
有
の
構
造
を
持

っ
て
い
る
.
特
定
の
人
々

949(72-4-55)
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が
'
共
通
の
同
意
に
よ
り
､
他
の
人
々
よ
り
賢
明
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
お
り
､
そ
う
し
た
人
々
の
意
見
が
､
同
意
に
よ
り
'
そ
の
数

的
価
値
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た
幸
福
な
国
民
の
場
合
は
､
票
を
数
え
る
ば
か
り
で
な
-
そ
の
重

さ
を
量
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
そ
こ
ま
で
恵
ま
れ
て
い
な
い
国
民
の
場
合
は
'
数
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
｡
し
か
し
､
自
由
な
国
民

の
場
合
は
､
そ
の
よ
う
に
量
ら
れ
数
え
ら
れ
た
票
が
物
事
を
決
め
る
は
ず
で
あ
る
｡
完
全
に
自
由
な
政
府
と
は
､
そ
う
し
た
票
に
完
全

に
即
し
て
決
定
す
る
政
府
な
の
で
あ
り
､
不
完
全
に
自
由
な
政
府
と
は
､
不
完
全
な
形
で
決
定
す
る
政
府
で
あ
る
｡
悪
し
き
政
府
と
は
'

そ
の
よ
う
な
形
の
決
定
を
全
-
行
な
わ
な
い
政
府
で
あ
る
｡
世
論

(p
u
b
-ic
o
p
in
io
n
)
は
､
こ
の
完
全
に
自
由
な
政
府
の
試
金
石
で

あ
る
.
そ
れ
は
､
現
存
す
る
信
従
の
習
慣

(t
h
e
e

x
istin
g

habit
of
d
efe
rence)
に
よ
っ
て
国
民
が
受
け
入
れ
る
最
善
の
意
見
で
あ

(14
)

る

｡

(72-4-56)950

こ
の
よ
う
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
､
世
論
と
は

｢信
従
の
現
存
す
る
習
慣
に
よ
っ
て
国
民
が
受
け
入
れ
る
最
善
の
意
見
｣
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
国
民
全
般
が
最
善
の
意
見
を
自
前
で
持

っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
､
信
従
の
習
慣
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
信

従
の
習
慣
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
示
唆
は
､
そ
の
習
慣
が
な
け
れ
ば
有
権
者
に
よ
る
投
票
が
最
善
の
意
見
を
体
現
し
な
い
'
と
い
う
可
能
性

を
含
意
す
る
で
あ
ろ
う
｡

実
際
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
可
能
性
を
念
頭
に
置
い
て
､
次
の

一
節
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢国
民
の
大
多
数
が
選
挙
す
る
能
力
を

持

っ
て
い
な
い
場
合
｣
を
想
定
し
て
い
る
｡
言
う
ま
で
も
な
-
､
イ
ギ
リ
ス
国
民
も
そ
う
し
た
国
民
の
一
例
で
あ
る
｡

し
か
し
'
国
民
の
大
多
数

(the
m
ass
o
f
th
e
p
e
op-e)
が
選
挙
す
る
能
力
を
持

っ
て
い
な
い
場
合
を
想
定
し
て
み
よ
う
｡
こ
れ
は
'

ど
-
ま
れ
な
国
民
以
外
の
す
べ
て
の
諸
国
民
の
数
的
多
数
者
に
当
て
は
ま
る
｡
そ
の
場
合
､
内
閣
政
治
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
私
が
信
従
心
の
あ
る
国
民

(d
ef
eren
tial
nations)
と
敢
え
て
呼
ん
で
い
る
も
の
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
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る
｡
奇
妙
に
思
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
､
賢
明
で
な
い
多
数
者
が
'
賢
明
な
少
数
者
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い

る
よ
う
な
国
民
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
数
的
多
数
者
が
1

慣
習
に
よ
っ
て
か
選
択
に
よ
っ
て
か
は
重
要
で
な
い

(15
)

ぶ
自
ら
の
権
力
を
特
定
の
選
ば
れ
た
少
数
者
に
委
任
す
る
用
意
が
あ
り
､
そ
れ
を
切
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

支
配
者
を
選

最
後
の
セ
ン
テ
ン
ス
の

｢数
的
多
数
者
｣
は
'
支
配
者
を
選
ぶ
自
ら
の
権
力
を
少
数
者
に
委
任
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
委
任
で
き
る

｢権

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

力
｣
を
持

っ
て
い
る
有
権
者
を
指
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
に
よ
っ
て
支
配
者
を
選
ぶ
権
力
を
委
任
さ
れ
る

｢少
数
者
｣
と

は
代
表

(議
員
)
で
あ
り
'
代
表
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
支
配
者
と
は
内
閣
を
組
織
す
る
首
相
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢賢
明
な
少
数
者
｣
に
よ
る

支
配
を
望
ん
で
い
る

｢賢
明
で
な
い
多
数
者
｣
は
､
そ
れ
を

｢望
ん
で
い
る
｣
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
､
や
は

り
有
権
者
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
た
だ
し
､
最
初
の
セ
ン
テ
ン
ス
の

｢国
民
の
大
多
数
｣
と
そ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
二
番
目

の
セ
ン
テ
ン
ス
の

｢数
的
多
数
者
｣
に
つ
い
て
は
､
非
有
権
者
だ
け
を
指
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
､
有
権
者
だ
け
を
指
し

て
い
る
の
か
､
あ
る
い
は
さ
ら
に
広
-
非
有
権
者
を
も
含
め
て
い
る
の
か
は
､
確
定
困
難
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
か
ら
見
れ
ば
'

有
権
者
の
大
半
と
非
有
権
者
は
い
ず
れ
も
､
異
な
る
レ
ベ
ル
で
の
理
由
と
判
断
に
よ
る
せ
よ
､
賢
明
で
な
-
選
挙
す
る
能
力
を
持

っ
て
お
ら

ず
､
そ
れ
ゆ
え
､
別
系
列
の
信
従
で
は
あ
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
信
従
を
必
要
と
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト

が

｢信
従
心
の
あ
る
国
民
｣
に
関
す
る

一
般
的
記
述
と
し
て
､
有
権
者
の
信
従
と
非
有
権
者
の
信
従
の
い
ず
れ
を
も
含
む
総
論
的
な
形
で

｢国
民
の
大
多
数
｣
に
言
及
し
て
い
る
､
と
い
う
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
と
は
い
え
､
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
体
の
基
調

は
内
閣
政
治
に
適
し
た
選
挙
民
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
り
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
主
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
信
従
は
､
や
は
り
､
世
論
形

成
や
国
民
的
決
定

へ
と
有
権
者
を
誘
導
す
る
信
従
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

ヽ
ヽ

と
こ
ろ
が
､
こ
の
直
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
､
明
ら
か
に
異
な
っ
た
意
味
で
､
す
な
わ
ち
非
有
権
者
だ
け
を
指
す
も
の
と
し
て

｢国
民
の

大
多
数
｣
と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
登
場
す
る
｡

951(72-4-57)
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イ
ギ
リ
ス
は
信
従
心
の
あ
る
国

(d
e
ferentia-
Countire
s)
の
類
型
で
あ
り
'
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
で
あ
る
の
か
'
そ
う
な
っ
た

の
か
は
､
非
常
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
､
す
な
わ
ち
教
養
あ
る
人
々
の
中
の
平
凡
な
多
数
者
は
､
今

日
で
は
イ
ギ
リ
ス
で
専
制
的
権
力
で
あ
る
｡
｢世
論
｣
は
､
今
日
で
は
､
｢乗
合
馬
車
の
後
ろ
に
乗
っ
て
い
る
は
げ
頭
の
意
見
で
あ
る
｣
｡

ヽ
ヽ

そ
れ
は
､
貴
族
階
級
そ
れ
自
体
の
意
見
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
最
も
教
養
が
あ
る
か
､
洗
練
さ
れ
て
い
る
階
級
そ
れ
自
体
の
意
見
で
も

な
い
｡
教
育
を
受
け
て
は
い
る
と
し
て
も
平
凡
な
人
々
と
い
う
､
あ
り
き
た
り
の
多
数
者
の
意
見
に
他
な
ら
な
い
｡
-
-
イ
ギ
リ
ス
国

制
は
､
外
見
上
の
形
態
に
お
い
て
は
､
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
国
民
の
大
多
数

(the
m
a
ss
o
f
the
peop-e)
は
､

選
ば
れ
た
少
数
者
に
服
従
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
選
ば
れ
た
少
数
者
に
目
を
向
け
れ
ば
､
彼
ら
は
'
最
下
層
階
級
の
人
々
で
も
な

(16
)

け
れ
ば
､
リ
ス
ベ
ク
タ
ブ
ル
で
な
い
階
級
の
人
々
で
も
な
い
け
れ
ど
も
､
そ
れ
で
も
､
鈍
重
な
階
級
の
人
々
で
は
あ
る
｡

(72-4-58)952

こ
こ
で
は
､
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
が

｢専
制
的
権
力
｣
と
言
え
る
ほ
ど
世
論
の
主
要
な
担
い
手
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
､
｢専
制
的
｣
と
い
う

の
は
､
現
状
に
お
い
て
彼
ら
抜
き
の
世
論
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
意
味
で
の
修
辞
的
表
現
で
あ
り
､
彼
ら
が
首
相
を
選
ぶ
権
力
を
少
数
者
で

あ
る
代
表

(議
員
)
に
進
ん
で
委
ね
て
い
る
事
実
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
一
節
に
お
け
る

｢選
ば
れ
た
少
数
者
｣
と
は
有
権
者

を
意
味
し
て
お
り
､
｢平
凡
な
多
数
者
｣
･
｢あ
り
き
た
り
の
多
数
者
｣
･
｢鈍
重
な
階
級
｣
で
あ
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い

る
｡
有
権
者
と
い
う

｢選
ば
れ
た
少
数
者
｣
に

｢服
従
｣
し
て
い
る

｢国
民
の
大
多
数
｣
と
は
'
し
た
が
っ
て
､
｢選
ば
れ
た
少
数
者
｣
以

(17
)

外
の
非
有
権
者
で
あ
る

｢最
下
層
階
級
｣
で
あ
り

｢リ
ス
ベ
ク
タ
ブ
ル
で
な
い
階
級
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

と
は
い
え
､
｢外
見
上
の
形
態
｣
に
お
い
て
は
最
下
層
階
級
が

｢選
ば
れ
た
少
数
者
｣
に

｢服
従
｣
し
て
い
る
と
い
う
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
説

明
に
は
､
注
意
と
留
保
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
の
理
由
は
､
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
､
｢信
従
心
の
あ
る
国
｣
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
表
現

に
お
い
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
信
従
が
､
後
続
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
判
断
し
て
'
具
体
的
に
は
最
下
層
階
級
の
信
従
を
指
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
｡
後
続
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
は
､
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡
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実
際
に
は
'
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
大
多
数

(th
e
m
a
ss
o
f
the
E
n
gl
is
h

people)
は
､
自
分
た
ち
の
支
配
者
に
対
し
て
で
は
な
-
､
何

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

か
別
の
も
の
に
信
従
し
て
い
る

(yie-d
a
deference)｡
彼
ら
は
､
社
会
の
劇
場
的
な
見
せ
物
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
に
信
従

し
て
い
る
(
d
e
f
e
r
)

の
で
あ
る
｡
彼
ら
の
前
を
､
何
か
厳
か
な
も
の
が
通
り
過
ぎ
る
｡
お
偉
方
の
壮
観
､
美
し
い
御
婦
人
の
場
面
が

通
り
過
ぎ
る
｡
富
と
享
楽
の
素
晴
ら
し
い
光
景
が
展
示
さ
れ
､
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
威
圧
さ
れ
る
｡
彼
ら
の
想
像
力
は
屈
服
さ
せ
ら

れ
､
自
分
た
ち
に
対
し
て
開
示
さ
れ
た
生
活
は
'
自
分
た
ち
に
は
と
て
も
か
な
わ
な
い
と
感
じ
る
｡
-
-
哲
学
者
た
ち
は
こ
の
迷
信
を

噺
笑
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
し
か
し
､
そ
の
結
果
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
荘
厳
な
社
会
の
見
せ
物
に
よ
っ
て
､
無
数

の
無
知
な
男
女
が
､
少
数
の
名
目
的
選
挙
人
た
ち

(th
e
few

n
o
m
ina
t
e
tectors)
に
服
従
す
る
よ
う
誘
導
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ

の
選
挙
人
た
ち
と
は
'
都
市
選
挙
区
の
一
〇
ポ
ン
ド
借
家
人
で
あ
り
､
県
選
挙
区
の
五
〇
ポ
ン
ド
の
借
地
人
な
の
だ
が
､
こ
の
人
々
は

(18
)

彼
ら
に
押
し
っ
け
る
よ
う
な
何
も
の
も
持
た
ず
'
注
目
を
惹
い
た
り
空
想
力
を
魅
了
す
る
何
も
の
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
'
先
行
す
る
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
を
合
わ
せ
て
通
観
す
る
と
､
全
体
と
し
て
か
な
り
錯
綜
し
た
論
述
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
こ
こ
で
の

｢イ
ギ
リ
ス
国
民
の
大
多
数
｣
に
と
っ
て
の

｢自
分
た
ち
の
支
配
者
｣
と
は
､
｢少
数
の
名
目
的
選
挙
人
｣

で
あ
り
､
そ
う
し
た
選
挙
人
の
大
半
は
､
｢都
市
選
挙
区
の
一
〇
ポ
ン
ド
借
家
人
で
あ
り
､
県
選
挙
区
の
五
〇
ポ
ン
ド
の
借
地
人
｣
で
あ
る

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
で
あ
る
｡
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
が

｢支
配
者
｣
と
さ
れ
て
い
る
の
は
､
彼
ら
が
有
権
者
の
大
半
を
占
め
て
い
る
た
め
で
あ
る
｡
た

だ
し
､
彼
ら
が
上
層
階
級
に
信
従
し
て
い
る
と
い
う
別
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
'
彼
ら
の
選
挙
人
と
し
て
の
地
位
は

｢名
目
的
｣
で
あ
る
｡
他

方
'
こ
こ
で
の

｢
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
大
多
数
｣
は
､

一
つ
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の

｢国
民
の
大
多
数
｣
と
同
義
で
あ
り
､
最
下
層
階
級
を
指
し

て
い
る
｡
す
で
に
見
た
よ
う
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
主
張
に
よ
れ
ば
'
最
下
層
階
級
は
今
後
も
選
挙
権
を
与
え
る
べ
き
で
な
い
階
級
で
あ
り
､

言
い
か
え
れ
ば
､
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
世
論
形
成
や
国
民
的
決
定
に
関
与
す
べ
き
で
な
い
階
級
で
あ
る
｡

右
の
一
節
に
お
け
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
指
摘
に
よ
れ
ば
､
正
確
に
言
え
ば
､
こ
の
最
下
層
階
級
は
､
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
い
う

｢注
目
を
若
い

953(72-4-59)
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ヽ
ヽ

た
り
空
想
力
を
魅
了
す
る
何
も
の
も
持
っ
て
い
な
い
｣
階
級
に
信
従
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､
｢何
か
別
の
も
の
に
信
従
し
て
い
る
｣
｡
最
下

層
階
級
が
実
際
に
信
従
し
て
い
る
の
は
､
き
ら
び
や
か
な
光
景
を
繰
り
広
げ

｢社
会
の
劇
場
的
見
せ
物
｣
を
提
供
す
る

｢尊
厳
的
部
分
｣
と

し
て
の
君
主
や
貴
族
た
ち
で
あ
る
｡
最
下
層
階
級
は
'
こ
う
し
た
信
従
ゆ
え
に
国
家
を
神
聖
視
し
､
国
家
が
下
す
決
定
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
満
足
す
る
｡
し
か
し
､
実
際
の
決
定
は

｢実
効
的
部
分
｣
に
担
わ
れ
て
い
る
｡
世
論
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
り
有
権
者
の
中
で
数
的
優
位

に
あ
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
は
､
こ
の

｢実
効
的
部
分
｣
に
お
け
る
支
配
者
を
選
出
す
る
代
表

(議
員
)
を
選
挙
し
て
い
る
｡
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
は
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

こ
の
よ
う
な
形
で
世
論
形
成
や
国
民
的
決
定
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
迂
遠
な
意
味
で
'
国
民
的
決
定
を
受
け
入
れ
る
最
下
層
階
級
に
と
っ

J･ー
]

て
の

｢支
配
者
｣
な
の
で
あ
る
｡

(72-4-60)954

(4
)

有
権
者
層
の
信
従
の
契
機
や
態
様

こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
世
論
形
成
と
国
民
的
決
定
に
関
与
す
る
能
力
の
有
無
と
い
う
基
準
で
有
権
者
と
非
有
権

者
を
区
別
し
､
さ
ら
に
､
こ
の
区
別
を
前
提
と
し
て
二
系
列
の
信
従
を
別
個
に
考
え
て
い
た
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
同
時
に

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
で
は
､
両
者
が

｢尊
厳
的
部
分
｣

へ
の
信
従
と
し
て

一
括
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
美
し
か
で
あ
る
｡
そ
れ
を
可

能
と
し
た
事
情
と
し
て
強
調
す
べ
き
な
の
は
､
本
稿
の
冒
頭
で
示
唆
し
た
よ
う
に
'
二
系
列
の
信
従
が
幸
い
に
も
調
和
的
に
機
能
し
て
い
る

1
八
六
〇
年
代
中
頃
の
特
殊
事
情
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
実
践
的
姿
勢
で
あ
っ
た
｡
本
稿
の
第

1
節
で
は
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が

こ
う
し
た
特
殊
事
情
の
持
つ
実
践
的
効
用
に
つ
い
て
意
識
し
て
い
た
点
を
､
過
去
に
お
け
る
信
従
の
相
魁
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
づ
け
た
｡
二
系
列
の
信
従
を
調
和
的
に
機
能
す
る
も
の
と
し
て

1
括
し
て
扱
う
こ
と
の
で
き
る
事
情
が
歴
史
的
に

限
定
さ
れ
た
特
殊
条
件
で
あ
る
と
い
う
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
認
識
は
､
次
の
第
三
節
に
お
い
て
'
第
二
次
選
挙
法
改
正
後
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
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し
か
し
第
三
節
に
移
る
前
に
､
こ
こ
で
､
補
足
的
な
議
論
を
示
し
て
お
き
た
い
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
国
制
の
考
察
に
お
い
て
は
権
威
の
行

使
と
と
も
に
権
威
の
確
保
の
側
面
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
､
二
系
列
の
信
従
を
い
ず
れ
も
､
イ
ギ
リ
ス
固
有
の
歴
史
や

伝
統
を
共
通
の
背
景
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
扱

っ
て
い
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
こ
う
し
た
扱
い
方
と
の
関
連
で
､
こ
こ
で
指
摘
し

た
い
の
は
､
二
系
列
の
倍
従
の
間
に
お
け
る
契
機
や
態
様
の
点
で
の
有
意
味
な
差
異
を
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
認
め
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
､

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
､
世
論
形
成
や
国
民
的
決
定
の
埼
外
に
あ
り
今
後
も
将
外
に
置
か
れ
る
べ
き
最
下
層
階
級
の
信
従
を

論
ず
る
際
に
'
最
下
層
階
級
の
知
的
水
準
の
低
さ
と
対
応
さ
せ
る
形
で
､
尊
厳
的
部
分
の
持
つ
劇
場
的
な
要
素
や
象
徴
的
な
要
素
を
と
-
に

強
調
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
そ
の
こ
と
は
､
信
従
の
も
う

一
つ
の
系
列
で
あ
る
有
権
者
層
の
倍
従
に
お
い
て
､
同

様
の
要
素
が
効
果
を
持
た
な
い
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
に
よ
れ
ば
､
世
論

形
成
や
国
民
的
決
定
の
枠
組
内
に
あ
る
有
権
者
層
の
信
従
に
お
い
て
も
､
劇
場
的
な
要
素
や
象
徴
的
な
要
素
は
不
可
欠
の
役
割
を
果
た
し
て

(20
)

い
る
の
で
あ
る
｡

ま
ず
手
始
め
に
､

1
八
世
紀
初
頭
の
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
か
ら
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家

へ
の
王
朝
交
替
に
言
及
し
て
い
る

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』

の
次
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
｡

も
し
､
有
能
な
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
の
人
間
が
信
頼
に
足
る
誠
実
さ
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
信
仰
告
白
を
し
た
な
ら
ば
､
お
そ
ら

-
彼
は
'
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家
を
打
倒
し
た
で
あ
ろ
う
｡
世
襲
的
権
利
に
対
す
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
崇
敬

(in
b
re
d

reverence)
は
､

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
か
っ
た
の
で
'
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
王
位
継
承
に
至
る
ま
で
は
､
イ
ギ
リ
ス
政
治
は
､
つ
ね
に
､
競
合
す
る
主
権
者

の
絶
え
ざ
る
摩
擦
の
下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
'
私
が
長
々
と
主
張
し
て
い
る
事
柄
の
帰
結
で
あ
る
が
､
主
張
す
る
こ
と
が
最
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
そ

れ

は
主
題
全
体
に
お
け
る
枢
要
な
細
目
だ
か
ら
で
あ
る
｡
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
多
-

上
層
の
教
養
あ
る
部
分
の
こ
と
で
あ
る
が

は

955(72-4-61)
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立
憲
的
統
治
の
本
質
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
し
か
し
､
大
衆

(the
m
ass)
は
そ
れ
を
理
解
し
な
か
っ
た
｡
彼
ら
は
主

権
者
を
政
府
と
み
な
し
'
主
権
者
だ
け
に
目
を
向
け
て
い
た
｡
こ
う
し
た
事
態
か
ら
の
進
展
は
､
貴
族
の
魔
術
に
よ
っ
て
で
あ
り
'
主

に
､
ウ
ィ
ッ
グ
の
大
家
門
と
そ
の
装
飾
物
の
影
響
力
に
よ
っ
て
で
あ

っ
た
｡
そ
う
し
た
助
け
が
な
け
れ
ば
､
理
性
と
か
自
由
は
､
大
衆

(21
)

を
捉
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

(72-4-62)956

｢改
革
以
前
の
議
会
の
歴
史
と
そ
の
教
訓
｣
で
す
で
に
見
た
よ
う
に
'
｢立
憲
的
統
治
の
本
質
を
理
解
｣
で
き
た

｢イ
ギ
リ
ス
国
民
の
多

-
｣
と
は
'
貴
族
､
上
層
ジ

エ
ン
ト
リ
､
商
業
階
級
の
三
者
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
を
理
解
し
な
か
っ
た

｢大
衆
｣
と
は
'
農
村
地
域
の
下
層

ジ
エ
ン
ト
リ
と
国
教
会
聖
職
者
で
あ
り
､
彼
ら
の
影
響
下
に
あ
っ
た
小
作
農
等
の
最
下
層
階
級
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
､
下
層
ジ

エ
ン

ト
リ
と
国
教
会
聖
職
者
は
､
国
制
上
劣
位
に
置
か
れ
た
と
は
い
え
､
選
挙
権
を
持
ち
､
世
論
形
成
や
国
民
的
決
定
に
関
与
し
て
い
た
｡
ス

チ
ュ
ア
ー
ト
家
に
愛
着
を
持
つ
彼
ら
に
も
'
す
な
わ
ち
同
家
の

｢世
襲
的
権
利

へ
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
崇
敬
｣
を
持
つ
彼
ら
に
も
､
最
終
的

に
は
ウ
ィ
ッ
グ
系
貴
族
の

｢魔
術
｣
が
効
果
を
発
揮
し
､

ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家

へ
の
王
朝
交
替
と
自
由
な
統
治
が
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､

1
八
世
紀
初
頭
と
い
う
過
去
の
時
代
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
-
'
現
在
の
有
権
者
層
に
も
こ
の
種
の

｢魔
術
｣
が
効
果

を
持
つ
こ
と
を
､
次
の
よ
う
な
巧
妙
な
戦
術
を
推
奨
す
る

一
節
に
お
い
て
認
め
て
い
る
｡

二
組
の
諸
制
度
-

尊
厳
的
で
多
数
者
に
感
銘
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
､
も
う

一
つ
の
実
効
的
で
多
数
者
を
統
治
す
る
こ
と

を
意
図
し
た
も
の
-

を
維
持
し
ょ
う
と
す
る
限
り
'
こ
れ
ら
二
つ
を
精
密
に
釣
り
合
わ
せ
､
ど
こ
で
一
方
が
始
ま
り
ど
こ
で
他
方
が

終
わ
る
の
か
を
隠
す
よ
う
､
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
あ
る
程
度
､
わ
れ
わ
れ
の
政
体
の
威
厳
の
あ
る
部
分
に
い
-
ら
か
の
従

属
的
権
力
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
が
'
し
か
し
､
わ
れ
わ
れ
の
政
体
の
実
用
的
部
分
に
お
い
て
貴
族
的
要
素
を
保
つ
こ

と
に
よ
っ
て
も
促
進
さ
れ
る
｡
実
の
と
こ
ろ
'
信
従
の
本
能

(th
e
d
e
f
erentia〓
nstin
c
t
)

は
'
こ
れ
ら
の
両
方
を
保
障
し
て
い
る
｡
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貴
族
は
､
｢選
挙
区
｣
に
お
け
る

一
つ
の
権
力
で
あ
る
｡
閣
下
と
か
男
爵
と
い
う
尊
称
を
持

つ
人
､
さ
ら
に
結
構
な
こ
と
だ
が
'
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
伯
爵
位
で
あ
れ
と
も
か
-
も
本
物
の
伯
爵
位
を
持
つ
人
は
､
選
挙
人
団
の
半
分
に
よ
っ
て
待
ち
こ
が
れ
ら
れ
て
い
る
｡
こ

の
人
に
対
し
て
は
､
条
件
が
等
し
け
れ
ば
､
工
場
主
の
息
子
の
勝
算
は
な
い
｡
社
会
に
お
け
る
信
従
感
情

(th
e
d

e
f
e
r
e
n

t
i
a

-

f
e
e
T

i
ロ
宕
)

の
実
在
は
､
信
従
さ
れ
る
階
級
と
そ
れ
以
外
と
の
間
に
選
択
の
大
き
な
自
由
が
あ
る
場
合
に
､
信
従
さ
れ
る
階
級
が
実
際
に
選

(22
)

ば
れ
る
と
い
う
こ
と
で
検
証
さ
れ
る
｡

こ
こ
で
の
倍
従
は
選
挙
の
勝
敗
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
信
従
の
主
体
は
有
権
者
に
他
な
ら
な
い
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
有
権
者
層
に
お
け
る
信
従
の
契
機
と
し
て
象
徴
や
劇
場
的
な
も
の
を
強
調
す
る
と
は
い
え
､
教
養
そ
れ
自
体
が
信
従
を
生

じ
さ
せ
る
契
機
と
な
る
可
能
性
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
次
の
一
節
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
そ
の
こ
と
を
認
め
つ
つ

も
､
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
の
現
状
に
関
す
る
限
り
､
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
全
-
懐
疑
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

信
従
心
の
あ
る
国
民

(a

deferentia-
natio
n
)
を
創
り
出
す
困
難
以
上
の
困
難
は
あ
り
え
な
い
､
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡

尊
敬

(res
p
ect)
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
善
い
と
判
明
し
た
も
の
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く

古
い
と
知
ら
れ
て
い

る
も
の
に
与
え
ら
れ
る
｡
特
定
の
国
民
の
特
定
の
階
級
が
､
共
通
に
認
め
ら
れ
際
立

っ
て
政
治
的
に
好
ま
れ
る
の
は
､
彼
ら
が
こ
れ
ま

で
つ
ね
に
そ
う
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
り
､
彼
ら
を
そ
れ
に
値
す
る
も
の
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
あ
る
種
の
荘
厳
さ
を
継
承
し
て
い
る
か
ら

ヽ
ヽ
ヽ

で
あ
る
｡
し
か
し
､
新
し
い
植
民
地
で
は
､
す
な
わ
ち
､
価
値
が
同
等
で
あ
り
え
､
価
値
や
ふ
さ
わ
し
さ
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
指
標

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が
存
在
し
え
な
い
社
会
で
は
､
高
度
な
教
養
に
対
す
る
政
治
的
な
信
従

(a
p
o
titic
a
t
d
e
ference)
が
､
ま
ず
は
高
度
な
教
養
の
存

在
と
い
う
証
拠
､
次
に
そ
の
政
治
的
価
値
と
い
う
証
拠
に
よ
っ
て
､
そ
れ
ら
の
証
拠
だ
け
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
教
養
の
少
な
い
人
々
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
証
拠
を
与
え
る
こ
と
は
､
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
｡
将
来
の

957(72-4-63)
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よ
り
よ
い
時
代
に
お
い
て
は
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
現
代
に
お
い
て
は
､
必
要
な
諸
前
提
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な

い
｡
議
論
が
効
果
的
に
開
か
れ
､
論
争
が
公
正
に
始
め
ら
れ
た
と
し
て
も
､
教
養
あ
る
少
数
者
の
支
配
に
対
す
る
理
性
的
で
論
証
的
な

(23
)

黙
従
を
確
保
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
｡

(72-4-64)958

も
う

一
つ
､
有
力
な
典
拠
と
し
て
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
第
二
版
序
文

(
一
八
七
二
年
)
の
中
の
一
節
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
｡
こ
れ

は
第
二
次
選
挙
法
改
正
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
'
改
正
後
の
新
し
い
状
況
に
言
及
し
た
も
の
で
は
な
-
'
改
正
以
前
に
書
か
れ
た

本
文
の
補
足
を
趣
旨
と
し
た

1
節
で
あ
る
｡

内
閣
政
治
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
の
は
､
イ
ギ
リ
ス
が
信
従
心
の
あ
る
国

(a
de
ferentia-
cou
n
try
)
で
あ
る
か
ら
だ
､

と
私
は
述
べ
た
｡
私
が
言
わ
ん
と
し
た
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
名
目
上
の
選
挙
人
集
団

(th
e
n
o
m
ina
-

consitu
en･

c
y
)
は
､
真
の
選
挙
人
集
団

(the
rea-
constituency)
で
は
な
い
｡
｢
一
〇
ポ
ン
ド
戸
主
｣
の
大
多
数
は
､
実
際
に
は
自
分
自
身

の
意
見
を
形
成
し
て
い
な
か
っ
た
し
'
そ
う
し
た
意
見
に
自
分
た
ち
の
代
表
が
従
う
よ
う
強
要
も
し
な
か
っ
た
｡
彼
ら
は
実
際
に
は
'

判
断
に
お
い
て
教
養
あ
る
階
級
に
指
導
さ
れ
て
い
た
｡
彼
ら
は
､
そ
う
し
た
階
級
出
身
の
代
表
を
好
ん
だ
の
で
あ
り
､
そ
う
し
た
代
表

に
多
-
の
自
由
裁
量
を
与
え
た
の
で
あ
る
｡
-
-

も
ち
ろ
ん
私
は
､

一
〇
ポ
ン
ド
戸
主
が
知
性
の
大
い
な
る
賞
賛
者
で
あ
る
と
か
､
上
品
さ
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
判
定
者
で
あ
っ
た
､

と
言
う
つ
も
り
は
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
皆
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
､
彼
ら
の
大
半
は
全
-
そ
う
で
は
な
い
｡
ご
-
少
数
の
イ
ギ
リ

ス
人
が
そ
う
だ
っ
た
だ
け
で
あ
る
｡
彼
ら
が
影
響
さ
れ
た
の
は
､
観
念
で
は
な
-
事
実
で
あ
っ
た
｡
目
に
見
え
な
い
も
の
で
は
な
-
､

目
に
見
え
る
も
の
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
｡
有
り
体
に
言
え
ば
'
彼
ら
は
地
位
と
富
に
影
響
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
た
し
か
に
､
彼
ら
の
う

ち
の
す
ぐ
れ
た
部
分
は
､
こ
れ
ら
の
議
論
の
余
地
の
な
い
点
で
自
分
た
ち
よ
り
す
ぐ
れ
た
人
々
は
､
良
識
や
知
性
と
い
う
こ
の
上
な
-
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わ
か
り
に
-
い
資
質
に
お
い
て
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
信
じ
た
｡
し
か
し
､
旧
来
の
選
挙
民
の
大
半
は
､
大
い
に
深
-
分
析
す
る
と
い
う

(24
)

こ
と
は
な
か
っ
た
｡
彼
ら
は
､
自
分
た
ち
の

｢上
位
者
｣
が
自
分
た
ち
を
代
表
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
｡

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
を
中
心
と
す
る
選
挙
民
が

｢名
目
上
の
選
挙
人
集
団
｣
で
あ
る
理
由
は
'
公
的
事
柄
に
関
す
る
彼
ら
の
見
解
形
成
の
能
力

が
限
定
さ
れ
て
お
り
､
｢上
位
者
｣

へ
の
信
従
に
よ
っ
て
補
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
こ
で

｢
一
〇
ポ
ン
ド
戸
主
｣
と
し

て
具
体
像
が
言
及
さ
れ
て
い
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の

｢教
養
あ
る
階
級
｣
に
対
す
る
信
従
は
'
教
養
あ
る
階
級
の
知
的
能
力
そ
れ
自
体
の
評
価

に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
､
む
し
ろ
､
知
性
の
象
徴

(可
視
的
で
伝
統
の
箔
が
つ
い
た
象
徴
)
と
し
て
の

｢地
位
と
富
｣
を
契
機
と
す
る
も
の

(25
)

だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

第
三
節

第
二
次
選
挙
法
改
正
後
の
イ
ギ
リ
ス
国
制

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
で
は
'
二
系
列
の
信
従
を
喚
起
す
る

｢尊
厳
的
部
分
｣
が
十
分
に
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
見
地
か
ら
､
こ

の
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が
､
そ
れ
と
両
立
可
能
な
微
調
整
的
な
議
会
改
革
案
と
と
も
に
､
実
践
的
方
針
と
し
て
推
奨
さ
れ
て
い
た
｡
し
か

し
､
実
際
の
議
会
改
革
は
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
期
待
に
反
し
て
微
調
整
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
｡
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
が
公
刊
さ

れ
た

一
八
六
七
年
に
保
守
党
内
閣
が
成
立
さ
せ
た
第
二
次
選
挙
法
改
正
は
､
非
熟
練
労
働
者
に
ま
で
選
挙
権
を
大
幅
に
拡
大
す
る
も
の
で
あ

り
､
ラ
イ
バ
ル
の
自
由
党
を
も
驚
博
さ
せ
た
大
胆
な

｢暗
中
の
飛
躍

(a
leap
in
the
d
a
rk
)
｣
で
あ
っ
た
｡
自
由
党
の
側
に
立
つ
と
と
も

に
非
熟
練
労
働
者

へ
の
選
挙
権
付
与
に
強
-
反
対
し
て
い
た
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
眼
に
､
こ
の
選
挙
法
改
正
が
無
謀
な
企
て
と
映
っ
た
こ
と
は
容

易
に
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
本
節
で
は
推
測
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
-
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
の
将
来
的
影
響
に
関
す
る

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
具
体
的
な
展
望
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
本
節
で
と
-
に
注
目
す
る
の
は
､
国
制
上
の
変
化
が
信
従
の
機
能
や
源
泉
に

959(72-4-65)



説

及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
見
通
し
と
､
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
提
言
し
て
い
る
善
後
策
で
あ
る
｡

請

(-
)

国
制
上
の
権
力
配
分
の
変
化
が
信
徒
に
及
ぼ
す
影
響

(72-4-66)960

ま
ず
予
備
的
考
察
と
し
て
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
前
に
､
国
制
上
の
権
力
配
分
が
信
従
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
行
な
っ

て
い
た
議
論
を
見
て
お
こ
う
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
'
本
稿
第

一
節
で
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
､
｢改
革
以
前
の
議
会
の
歴
史
と
そ
の
教
訓
｣
(
一

八
六

〇
年
)
に
お
い
て
､
社
会
の
下
層
部
分
の
上
位
者
に
対
す
る
信
従
は
､
そ
の
下
層
部
分
に
最
終
的
決
定
力
を
持
つ
よ
う
な
過
大
な
権
力

(-
)

が
配
分
さ
れ
る
と
有
効
に
作
用
し
な
Y
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
｡
こ
れ
に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
た
論
文

｢議
会
改
革
論
｣
(
1
八

五
九
年
)
で
は
､
こ
の
定
式
が
現
在
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
論
文
で
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
'
統
治
が

よ
り
民
主
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
'
か
え
っ
て
､
上
層
階
級
の
指
導
が
い
っ
そ
う
下
層
階
級
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
見
解

は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡

も
し
権
力
の
獲
得
が
､
社
会
の
諸
々
の
自
然
的
影
響
力
の
無
意
識
的
作
用
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
､
財
産
を
持
つ
者
や
教
養

の
あ
る
者
が
間
違
い
な
-
権
力
を
獲
得
す
る
｡
彼
ら
は
､
感
じ
取
ら
れ
る
こ
と
な
-
徐
々
に
'
彼
ら
が
権
力
を
得
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ

と
を
貧
民
階
級
に
知
ら
れ
ず
に
'
権
力
を
得
る
｡
し
か
し
､
純
粋
に
民
主
的
な
国
制
の
作
用
に
よ
っ
て
'
支
配
者
の
選
択
が
民
衆
の
直

接
投
票
に
か
け
ら
れ
る
場
合
は
'
結
果
は
異
な
る
｡
そ
の
場
合
､
下
層
階
級
は
自
分
た
ち
が
完
全
に
判
断
で
き
る
と
告
げ
ら
れ
る
｡
デ

マ
ゴ
ー
グ
た
ち
は
､
そ
の
こ
と
を
絶
え
ず
彼
ら
に
向
け
て
主
張
す
る
｡
国
制
自
体
も
'
そ
の
事
実
の
論
議
の
余
地
の
な
い
証
拠
と
し
て

訴
え
ら
れ
る
｡
国
制
は
､
最
高
権
力
を
下
層
の
多
数
者
の
階
級
の
手
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
真
の
優
越
は
上
層
の
少
数
者
の

階
級
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
､
国
制
と
矛
盾
す
る
｡
そ
の
う
え
､
人
々
が
自
分
た
ち
の
優
越
者
を
認
め
る
よ
う
公
然
と
求
め
ら
れ
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る
場
合
､
彼
ら
は
つ
ね
に
け
っ
し
て
そ
う
し
た
気
に
な
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
無
言
の
服
従
に
は
反
対
し
な
い
が
'
尊
敬
を
明

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

確
な
行
為
で
示
す
こ
と
は
拒
否
す
る
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
服
従
は
す
る
が
､
自
分
は
服
従
す
る
と
は
言
わ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
し
た

が
っ
て
､
歴
史
が
教
え
て
い
る
よ
う
に
へ
民
主
的
統
治
の
下
で
は
､
多
数
者
自
身
の
感
情
を
語
る
者
が
､
別
の
統
治
形
態
で
あ
れ
ば
よ

り
よ
い
判
断
者
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
上
層
階
級
の
誰
よ
り
も
､
支
配
者
に
選
ば
れ
る
大
き
な
機
会
を
持
つ
｡
そ
う
し
た
統
治
の
自
然

(2
)

的
結
果
は
､
貧
民
を
誤
導
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
'
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
い
て
も
､
同
様
の
指
摘
を
繰
り
返
し
て
い
る
｡

し
た
が
っ
て
､
大
多
数
の
国
民

(th
e
bu
-k
o
f
th
e
p
eop-e)
が
無
知
で
あ
る
よ
う
な
信
従
的
社
会

(a
deferentia-Com
m
unity)

は
､
力
学
で
不
安
定
な
均
衡
と
呼
ば
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
｡
こ
の
均
衡
が
い
っ
た
ん
乱
さ
れ
る
な
ら
ば
､
均
衡
に
復
帰
す
る
傾
向
は

な
く
､
む
し
ろ
均
衡
か
ら
離
れ
て
い
-
傾
向
が
出
て
-
る
｡
頂
点
で
均
衡
が
と
れ
て
い
る
逆
立
ち
し
た
円
錐
は
､
不
安
定
な
均
衡
に
あ

る
｡
な
ぜ
な
ら
､
そ
れ
を
僅
か
で
も
押
せ
ば
､
そ
の
状
態
か
ら
ま
す
ま
す
離
れ
て
い
き
､
地
面
に
倒
れ
込
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡

同
様
に
､
大
衆

(them
asses)
が
無
知
で
は
あ
る
が
尊
敬
心
を
持

っ
て
い
る

(resp
e
c
tfu
-)
社
会
に
お
い
て
､
い
っ
た
ん
､
無
知

(3
)

な
階
級
が
支
配
を
始
め
る
こ
と
を
許
容
し
て
し
ま
う
と
､
信
従
心
(
d
e
f

ereロ
C
e
)
に
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
｡

た

だ

し

､
こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
､
誤
解
の
余
地
を
残
さ
な
い
た
め
に
､
｢大
多
数
の
国
民
｣
･
｢大
衆
｣
･
｢無
知
な
階
級
｣
に
つ
い
て
､
そ

れ
ら
が
具
体
的
に
何
を
指
示
し
て
い
る
の
か
を
補
足
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡
｢大
多
数
の
国
民
｣
と

｢大
衆
｣
に
つ
い
て
は
､
｢信
従
的
社

会
｣
と
い
う
社
会
の
1
般
的
性
格
と
の
関
連
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
､
そ
う
し
た
社
会
の
構
成
員
の
大
半
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

言
い
か
え
れ
ば
､
二
系
列
の
信
従
の
主
体
が

1
括
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
具
体
的
に
は
'
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
そ
れ
よ

961(72-4-67)
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り
も
下
層
の
階
級
の
い
ず
れ
も
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
0

注
意
す
べ
き
な
の
は
､
｢無
知
な
階
級
｣
の
具
体
的
な
指
示
対
象
で
あ
る
｡
ま
ず
､
選
挙
権
を
持
っ
て
い
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
は
､
す
で
に

見
た
よ
う
に
､
世
論
の
中
心
的
担
い
手
で
あ
り
見
か
け
上
は
専
制
的
権
力
を
持

っ
て
い
る
と
す
ら
言
え
る
と
し
て
も
､
実
際
に
は
､
上
層
階

級
に
信
従
し
て
い
る
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
考
え
て
い
る
｡
と
す
れ
ば
､
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
は
､
す
で
に
大
き
な
権
力
を
持
ち
つ
つ
も
上
層
階
級
に

信
従
す
る
と
い
う
現
状
に
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
｢信
従
心
に
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
る
｣
動
機
を
持
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
-
い
｡

残
さ
れ
て
い
る
の
は
､
下
層
階
級
と
し
て
の
労
働
者
階
級
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
熟
練
労
働
者
層
と
非
熟
練
労

働
者
層
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡
非
熟
練
労
働
者
層
の
信
従
の
主
た
る
対
象
は
､
｢尊
厳
的
部
分
｣

と
し
て
の
君
主
で
あ
る
｡

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
で
は
､
非
熟
練
労
働
者
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
た
場
合
に
君
主
に
対
す
る
彼
ら
の
崇
敬

が
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
直
接
的
な
言
及
は
な
い
｡
と
は
い
え
､
間
接
的
な
示
唆
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
見
出
さ
れ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､

(4
)

｢極
端
な
民
主
主
義
理
論

(theu-tra･dem
ocratic
theory)｣
が
実
現
し
た
場
合
の
議
会
構
成
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
る
｡

(72-4-68)962

そ
の
よ
う
な
議
会
が
穏
健
な
人
々
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
選
挙
区
の
う
ち
の
一
部
は
純
然
た
る
農

業
地
域
で
あ
り
､
そ
れ
ら
の
地
域
で
は
教
区
牧
師
と
地
主

(th
e
par

s
o
n
and
the
squire)
が
ほ
と
ん
ど
無
制
限
の
権
力
を
持
つ
で

あ
ろ
う
｡
彼
ら
は
､
労
働
者
全
貞
を
投
票
所

へ
と
駆
り
立
て
た
り
､
送
り
込
ん
だ
り
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
選
挙
区
が
選
出
す

る
の
は
地
主
階
級
だ
け
で
あ
ろ
う
｡
散
在
す
る
小
さ
な
諸
都
市
は
'
現
在
は
多
-
の
議
員
を
送
り
出
し
て
い
る
が
'
田
舎
者
の
大
衆
の

中
に
埋
没
す
る
で
あ
ろ
う
-
-
｡
他
方
'
選
挙
区
の
大
半
は
都
市
選
挙
区
で
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
ら
は
地
元
の
最
下
層
階
級
の
信
念
や
不

信
を
代
表
す
る
人
物
を
送
り
出
す
で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
は
お
そ
ら
く
二
分
さ
れ
'

一
方
は
職
人
-

お
そ
ら
-
､
選
り
抜
き
の
知
的
階
級

で
あ
る
最
善
の
職
人
で
は
な
-
､
ご
-
普
通
の
労
働
者
層
I

を
純
粋
に
代
表
す
る
者
た
ち
､
他
方
は
自
称
こ
の
階
級
の
代
表
で
あ
る

(5
)

が
居
酒
屋
選
出
議
員
と
で
も
呼
ん
で
よ
い
連
中
と
な
ろ
う
｡
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こ
の
よ
う
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
農
村
地
域
の
非
熟
練
労
働
者
の
倍
従
は
､
す
で
に
見
た

一
八
世
紀
初
頭
の
王
朝
交
替
期
の
危
機
状
況
に
関

す
る
思
考
実
験
の
場
合
と
同
様
'
聖
職
者
と
地
主
に
向
け
ら
れ
る

一
方
で
'
都
市
部
に
お
け
る
非
熟
練
労
働
者
は
仲
間
を
代
表
に
選
出
す
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

か
デ
マ
ゴ
ー
グ
的
人
物
に
信
従
す
る
と
推
測
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
最
下
層
階
級
の
場
合
､
厳
密
に
言
え
ば
､
す
べ
て
の

｢信
従
心
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

永
遠
の
別
れ
を
告
げ
る
｣
わ
け
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
か
ら
見
て
望
ま
し
-
な
い
信
従

(農
村
部
に
お
け
る
保
守
党
基
盤
の

強
化
と
都
市
部
に
お
け
る
デ
マ
ゴ
ー
グ
的
代
表
の
選
出
に
つ
な
が
る
信
従
)
は
'
有
権
者
と
し
て
の
彼
ら
の
投
票
行
動
と
の
関
連
で
有
効
に

機
能
す
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
こ
う
し
た
議
論
は
､
君
主
に
対
す
る
信
従
が
た
と
え
何
ら
か
の
形
で
残
る
に

せ
よ
､
こ
れ
ら
の
望
ま
し
-
な
い
倍
従
に
対
抗
す
る
方
向
で
十
分
に
機
能
し
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
し
か

ヽ
ヽ
ヽ

し
､
そ
の
点
は
と
も
か
-
も
､
既
存
の
信
従
心
が
有
益
か
つ
有
効
に
機
能
し
な
-
な
る

｢無
知
な
階
級
｣
と
し
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
主
に
念
頭

に
置
い
て
い
た
の
は
､
や
は
り
､
こ
の
最
下
層
階
級
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

他
方
､
熟
練
労
働
者
に
つ
い
て
は
､
｢無
知
な
階
級
｣
に
含
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
｡
右
の
l
節
で
は
､
数
の
点
で

非
熟
練
労
働
者
の
中
に
埋
没
す
る
見
込
み
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
熟
練
労
働
者
の
選
挙
権
を
'
過
大

な
力
を
持
た
せ
な
い
と
い
う
付
帯
条
件
付
き
で
認
め
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
､
少
な
-
と
も
､
政
治
的
に
支
配
的
な
地
位
を
得
れ

ば
上
位
の
人
間

へ
の
信
従
よ
り
も
自
分
の
判
断
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
定
式
そ
の
も
の
は
､
彼
ら
に
も
妥
当
す
る
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
考
え
て

い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡

(2
)

第
二
次
選
挙
法
改
正
の
影
響
に
関
す
る
見
通
し

一
八
六
七
年
の
第
二
次
選
挙
法
改
正
に
よ
り
､
熟
練
労
働
者
ば
か
り
で
な
-
非
熟
練
労
働
者
に
ま
で
選
挙
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

(6
)

た
こ
と
に
つ
い
て
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は

一
八
七
二
年
の

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
第
二
版
序
文
に
お
い
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

963(72-4-69)
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新
し
い
有
権
者
階
級
が
旧
来
の
有
権
者
以
上
に
､
複
雑
な
諸
問
題
に
つ
い
て
健
全
な
意
見
を
形
成
で
き
る
と
は
期
待
で
き
な
い
｡
国
民

的
諸
問
題
に
つ
い
て
す
ぐ
れ
た
見
解
を
形
成
で
き
る
の
に
代
表
さ
れ
て
い
な
い
熟
練
職
人

(s
k
i〓
ed
artisans)
の
階
級
が
存
在
し
､

彼
ら
は
そ
う
し
た
見
解
を
表
明
す
る
手
段
を
持
つ
べ
き
だ
'
と
い
う
考
え
-

本
書
の
初
版
が
公
刊
さ
れ
た
と
き
に
大
い
に
流
布
し
て

い
た
考
え
ー

が
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
彼
ら
に
そ
う
し
た
手
段
を
与
え
る
入
念
な
計
画
案
を
作

っ
た
も
の

で
あ
る
｡
し
か
し

一
八
六
七
年
の
議
会
改
革
法
は
､
熟
練
労
働
者

(sk
i〓
ed
-ab
o
u
r
)

で
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
､
非
熟
練

労
働
者

(unski〓ed
-ab
our)
に
も
選
挙
権
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
｡
特
別
な
技
能
も
持
た
ず
､
家
を
保
有
し
て
い
る
の
で
課
税
さ

(7
)

れ
て
い
る
通
常
の
労
働
者
が
､
知
的
な
諸
問
題
の
多
-
に
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
､
誰
も
言
い
張
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡

(72-4-70)964

も
は
や
､
こ
の
段
階
に
至

っ
て
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
非
熟
練
労
働
者
の
君
主
に
対
す
る
信
従
に
は
言
及
し
て
い
な
い
｡
彼
ら
は
､
事
実
と
し

て
す
で
に
国
民
的
決
定
の
枠
組
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
過
程
の
局
外
に
あ
っ
て
'
国
民
的
決
定
を
君
主

へ
の
信
従
ゆ
え

に
神
聖
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
る
､
と
い
う
形
で
非
熟
練
労
働
者
を
扱

っ
て
い
た
国
制
上
の
枠
組
自
体
が
'
別
の
も
の
に
変
わ
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
中
心
的
な
問
題
は
､
彼
ら
が
世
論
形
成
過
程
に
お
い
て
上
位
者
に
信
従
す
る
か
ど
う
か
､
国
全

体
の
利
益
と
な
る
方
向
で
投
票
す
る
か
ど
う
か
､
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
他
方
､
熟
練
労
働
者
に
つ
い
て
も
'
彼

(8
)

ら
が
非
熟
練
労
働
者
と
連
携
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
､
下
層
階
級
総
体
が
支
配
権
が
掌
握
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
｡
こ
う
し
た

状
況
を
憂
慮
し
て
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

わ
れ
わ
れ
は
､
古
い
有
権
者
階
級
ほ
ど
に
は
上
位
者
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
必
要
の
な
い
階
級
に
選
挙
権
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
｡

逆
に
'
新
し
い
階
級
の
方
が
､
古
い
階
級
以
上
に
指
導
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
真
の
問
題
は
､
彼
ら
が
そ
れ
に
従
う
か
ど
う

か
､
富
と
地
位
や
そ
れ
ら
が
お
お
よ
そ
の
象
徴
で
あ
り
共
通
の
付
随
物
と
な
っ
て
い
る
高
度
の
資
質
に
信
従
す
る
(
d
e
f

er)
か
ど
う
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(9
)

か
で
あ
る
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
こ
の

｢真
の
問
題
｣
に
対
し
て
即
答
し
な
い
ま
ま
､
具
体
的
な
対
策
を
示
し
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
即
答
を
避
け
る
彼

の
姿
勢
は
'
こ
れ
が
解
決
済
み
の
課
題
で
は
な
-
取
り
組
む
べ
き
今
後
の
課
題
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
そ
れ
と
と
も
に
､

第
二
次
選
挙
法
改
正
の
影
響
の
現
わ
れ
方
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
全
般
的
な
見
通
し
と
も
関
連
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
ま
ず
､
こ
の
全
般
的

見
通
し
を
概
観
し
､
そ
の
後
に
具
体
的
対
策

へ
と
移
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
第
二
版
公
刊
時
の
一
八
七
二
年
の
段
階
で
､

一
八
六
七
年
の
選
挙
法
改
正
の
真
の
帰
結
を
判
断

す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ

っ
た
｡
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

一
八
六
七
年
の
議
会
改
革
法
の
結
果
を
評
価
し
ょ
う
と
企
て
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
｡
そ
の
下
で
選
挙
権
を
付
与
さ
れ
た
人
々
は
､

自
分
た
ち
自
身
の
力
を
ま
だ
知
ら
な
い
｡

一
回
の
選
挙
だ
け
で
は
､
彼
ら
が
そ
の
力
を
ど
の
よ
う
に
使
う
の
か
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て

く
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
､
彼
ら
が
そ
う
し
た
力
を
持

っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
に
説
明
す
る
の
に
す
ら
十
分
で
は
な

か
っ
た
｡
…
-
新
し
い
国
制
は
､
そ
の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
被
治
者
が
古
い
国
制
の
下
で
育

っ
て
い
た
限
り
で
は
'
ま
た
､
そ
の
下
に

あ
る
政
治
家
た
ち
が
そ
の
古
い
国
制
で
訓
練
さ
れ
て
い
た
限
り
で
は
､
そ
の
十
分
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
｡
新
し
い
国
制

が
別
の
経
験
に
導
か
れ
る
政
治
家
た
ち
に
よ
っ
て
'
別
の
経
験
に
導
か
れ
る
国
民
の
間
で
作
用
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
､
結
果
は
本

(10
)

当
に
検
証
さ
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
｡

政
治
家
に
せ
よ
国
民
に
せ
よ
､
ま
だ
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
以
前
の
経
験
に
影
響
さ
れ
､
古
い
心
性
を
失

っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
'

1
八

六
七
年
に

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
で
示
さ
れ
た
諸
々
の
教
訓
は
､
直
ち
に
は
無
効
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
こ
の
よ
う
に

965(72-4-71)
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世
代
論
的
観
点
か
ら
議
論
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
彼
は
今
後
数
十
年
間
を
い
わ
ば
過
渡
的
段
階
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
バ

ジ
ョ
ッ
-
が
第
二
版
序
文
で
提
示
し
て
い
る
第
二
次
選
挙
法
改
正
に
対
す
る
善
後
策
は
'
こ
う
し
た
現
状
診
断
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る
｡

(72-4-72)966

(3
)

新
旧
の
有
権
者
層
の
信
従
の
確
保
と
い
う
課
題

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
に
対
す
る
善
後
策
と
し
て
､
主
に
二
つ
の
具
体
的
方
策
を
提
案
し
て
い
る
｡
第

一
の
方
策
は
､
政

治
家
が
新
有
権
者
を
積
極
的
に
指
導
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
指
導
に
は
配
慮
と
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
わ
れ
わ
れ
の
政
治
家
た
ち
は
'
彼
ら
が
長
年
に
わ
た
っ
て
手
に
し
て
き
た
機
会
の
う
ち
最
大
の
機
会
を
手
に
し
て
お
り
､

ま
た
同
様
に
'
最
大
の
責
務
を
負

っ
て
も
い
る
｡
彼
ら
は
'
新
有
権
者
が
選
挙
権
を
行
使
す
る
際
に
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
彼

ら
を
静
穏
に
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
'
自
分
た
ち
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
語
る
こ
と
な
-
､
そ
れ
で
も
な
お
'
新
有
権

(;I)

者
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｡

新
有
権
者
を

｢静
穏
に
｣
指
導
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
説
明
に
よ
れ
ば
､
指
導
に
際
し
て
彼
ら
を
刺
激
し
な
い
よ
う
に
配

慮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
新
た
に
有
権
者
と
な
っ
た
下
層
階
級
の
労
働
者
た
ち
を
団
結
さ
せ
､
彼
ら
が

｢貧
民
の
天
国
｣
を
夢
想
し
て

投
票
権
を
行
使
す
る
よ
う
な
刺
激
は
､
何
と
し
て
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
い
っ
た
ん
､
下
層
階
級
が
興
奮
状
態
に
陥
れ
ば
'
政
治
家

た
ち
に
よ
る
彼
ら
の
指
導
は
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
｡
と
は
い
え
､
彼
ら
が
平
穏
な
状
態
に
あ
る
限
り
で
は
､
政
治
家
は
彼
ら
に
対
し
て
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大
き
な
指
導
力
を
持
つ
と
期
待
し
て
よ
い
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
平
穏
な
状
態
で
彼
ら
が
選
挙
権
を
行
使
す
る
状
況
は
､
政
治
家
た
ち
が
彼
ら
に

対
す
る
指
導
力
を
発
揮
す
る

｢最
大
の
機
会
｣
な
の
で
あ
り
'
か
つ
ま
た
､
そ
う
し
た
指
導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が

｢最
大
の
責
務
｣
と
も

(12
)

な
る
の
で
あ
る
｡
も
し
､
愚
か
に
も
二
大
政
党
が
労
働
者
の
支
持
を
求
め
て
競
争
す
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
結
果
的
に
､
労
働
者
を
腐
敗
さ
せ

(13
)

る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
し
'
｢民
の
声
は
悪
魔
の
声
と
な
る
で
あ
ろ
う
｣｡
彼
ら
の
政
治
的
団
結
を
阻
止
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
､

こ
の
大
前
提
に
も
と
づ
い
て
､
彼
ら
に
楯
を
売
る
こ
と
な
-
､
必
要
に
応
じ
て
個
別
的
争
点
で
譲
歩
す
る
と
い
う
'
上
層
階
級
の
英
知
と
洞

(14
)

察
力
が
肝
要
だ
､
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
政
治
家
た
ち
に
対
し
て
助
言
す
る
｡

｢自
分
た
ち
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
語
る
｣
べ
き
で
な
い
と
い
う
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
提
言
は
､
政
治
家
が
押
し
っ
け
が
ま
し
-
指
導
を
行

な
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
下
層
階
級
に
持
た
せ
る
べ
き
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
す
で
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､

一
八
五
九
年
に
発

表
し
た
論
文

｢議
会
改
革
｣
に
お
い
て
､
｢人
々
が
自
分
た
ち
の
優
越
者
を
認
め
る
よ
う
公
然
と
求
め
ら
れ
る
場
合
､
彼
ら
は
つ
ね
に
け
っ

し
て
そ
う
し
た
気
に
な
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
無
言
の
服
従
に
は
反
対
し
な
い
が
､
尊
敬
を
明
確
な
行
為
で
示
す
こ
と
は
拒
否
す
る

(15)

.63
で
あ
る
.
彼
ら
は
服
従
は
す
る
が
､
自
分
は
服
従
す
る
と
は
言
わ
な
い
も
の
で
あ
る
｣
と
い
う
洞
察
を
示
し
て
い
た
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､

こ
う
し
た
見
地
か
ら
､
第
二
版
序
文
に
お
い
て
も
､
政
治
家
が
下
層
階
級
を
指
導
す
る
際
に
は
､
自
ら
の
知
的
優
位
を
街
う
よ
う
な
純
理
的

(16
)

な
語
り
方
を
し
な
い
よ
う
戒
め
る
の
で
あ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
､
｢最
も
必
要
な
の
は
､
明
確
な
結
論
を
堂
々
と
述
べ
る
｣
こ
と
で

あ
る

｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
提
言
し
て
い
る
第
二
の
方
策
は
､
下
層
階
級

へ
の
対
抗
力
を
強
化
す
る
た
め
の
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
上
層
階
級
の
団
結
や
庶

民
院
と
貴
族
院
と
の
協
調
を
導
-
信
従
の
確
保
で
あ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
そ
う
し
た
団
結
や
協
調
を
導
-
信
従
の
確
保
を
自
覚
的
に
行
な

う
必
要
が
あ
る
理
由
と
し
て
､

一
八
三
二
年
の
第

一
次
選
挙
法
改
正
後
に
庶
民
院
に
生
じ
た
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
第

一

次
選
挙
法
改
正
以
前
は
､
庶
民
院
と
貴
族
院
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
､
圧
倒
的
多
数
は
地
主
階
級
の
出
身
で
あ
り
､
こ
の
共
通
の
要
素
の
た

め
に
両
院
は
類
似
し
て
い
た
｡
し
か
し

1
八
三
二
年
以
後
は
､
庶
民
院
に
お
け
る
優
位
は
､
貴
族
か
ら
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に
移
行
し
､
そ
の
結

967(72-473)



論 説

果
'
庶
民
院
の
精
神
は

｢貴
族
制
的
で
は
な
-
､
金
権
政
治
的

(p
u
-utocratic)｣
に
な
っ
た
｡

一
八
六
七
年
の
第
二
次
選
挙
法
改
正
は
､

(17
)

こ
の
点
に
関
し
て
は
､

一
八
三
二
年
の
第

一
次
選
挙
法
改
正
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
化
を
完
成
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
両
院

の
精
神
が
異
な
る
も
の
と
な
り
､
そ
の
傾
向
が
､
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
い
る
現
状
で
あ
る
か
ら
こ
そ
､
両
院
の
協
調
が
必
要
と
な
る
と
し
て
'

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡

(72-4-74)968

理
論
的
著
述
家
と
し
て
私
は
､
保
守
党
あ
る
い
は
自
由
党
の
落
選
候
補
が
敢
え
て
言
う
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
､
敢
え
て
言
う
こ
と

が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
新
し
い
選
挙
民
の
無
知
な
多
数
者

(the
ignorant
m
u
-
titud
e
)

に
つ
い
て
私
は
き
わ
め
て
憂
慮
し
て
い

る
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
私
と
し
て
は
'
そ
れ
に
抵
抗
で
き
る
よ
う
な
大
き
-
密
集
し
た
力
が
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
｡
し
か
し
､

貴
族
院
と
庶
民
院
と
の
間
の
対
立
は
､
そ
う
し
た
抵
抗
力
を
二
分
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
､
庶
民
院
は
依
然

と
し
て
主
に
金
権
階
級
を
代
表
し
て
お
り
'
貴
族
院
は
貴
族
階
級
を
代
表
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
両
階
級
の
主
要
な
利
害
は
現
在
で
は
同

一
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
無
教
養
な
数
の
支
配
を
防
止
あ
る
い
は
軽
減
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
効
果
的
に
防
止
す
る
た
め

(18
)

に
は
'
両
者
が
内
輪
も
め
を
し
て
は
な
ら
な
い
｡
彼
ら
は
'
自
分
た
ち
の
共
通
の
敵
の
援
助
を
求
め
て
競
い
合

っ
て
は
な
ら
な
い
｡

貴
族
院
と
庶
民
院
が
相
互
に
対
抗
意
識
を
持
つ
こ
と
は
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
､
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
出
身
の
庶
民
院
議
員
が
持

っ
て
い
る

貴
族
階
級

へ
の
信
従
を
損
ね
る
こ
と
に
も
な
る
｡
む
し
ろ
'
貴
族
階
級
は
こ
の
信
従
を
活
用
し
て
､
庶
民
院
を
貴
族
院
と
の
協
調

へ
と
導
き
､

下
層
階
級
に
対
す
る

一
致
し
た
対
抗
勢
力
と
な
る
べ
き
で
あ
る
｡

そ
う
す
る
こ
と

〔庶
民
院
と
張
り
合
う
こ
と
〕
に
よ
っ
て
､
貴
族
は
さ
ら
に
'
自
ら
の
本
来
的
立
場
を
失

っ
て
も
い
る
｡
こ
の
本
来
的

立
場
に
よ
っ
て
'
彼
ら
は
最
大
の
力
を
獲
得
す
る
の
で
あ
り
､
最
善
の
こ
と
を
行
な
う
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
､
金
権
階
級
の
指
導
者
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(
t

F
e
h
e
a
d
s
)

と
な
る
べ
き
で
あ
る
｡
あ
ら
ゆ
る
国
に
お
い
て
､
古
い
富
の
側
が
許
容
し
さ
え
す
れ
ば
､
新
し
い
富
は
古
い
富
を
崇
拝

(w
o
r
sh
ip

)

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
イ
ギ
リ
ス
で
は
､
新
し
い
富
が
そ
う
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

ヽ

い
｡
-
-
経
済
学
者
な
ら
生
活
上
の

｢物
質
的
｣
な
優
位
者
と
分
類
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
人
々
は
､
非
物
質
的
な
優
位
者
に
対
す
る

崇
拝

へ
と
殺
到
し
て
い
る
｡
も
し
そ
れ
を
巧
妙
に
利
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ
う
し
た
尊
敬
心

(h
o
m
a
g
e
)

ほ
ど
政
治
的
に
有
益
な

(19
)

も
の
は
な
い
｡
そ
れ
に
反
発
し
た
り
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
ほ
ど
愚
か
な
こ
と
は
な
い
｡

こ
う
し
た

｢崇
拝
｣
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
､
い
わ
ば
貴
重
な
政
治
的
資
源
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
貴
族
院
の
国
制
上
の

力
は
'
庶
民
院
の
そ
れ
に
は
及
ば
な
-
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
貴
族
院
は
'
庶
民
院
の
決
定
が
確
固
と
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
で
は
'

も
は
や
そ
の
決
定
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
の
意
味
で
'
貴
族
院
は
庶
民
院
に
対
し
て
政
治
的
に
劣
位
に
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

こ
の

｢崇
拝
｣
は
'
政
治
的
に
は
劣
位
に
あ
る
貴
族
院
に
対
す
る
庶
民
院
側
の
信
従
と
し
て
､
有
効
に
作
用
し
う
る
｡
貴
族
院
は
､
庶
民
院

側
の
協
調
姿
勢
を
誘
導
す
る
上
で
､
こ
の
政
治
的
資
源
を
活
用
で
き
る
の
で
あ
る
0

(4
)

最
下
層
階
級
の
君
主

へ
の
信
従
に
関
す
る
沈
黙

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
第
二
版
序
文
に
お
い
て
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
右
の
二
つ
の
主
題
の
他
に
､
国
王
大
権
と
､
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ア

メ
リ
カ
の
現
状
と
い
う
二
つ
の
主
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
､
国
王
大
権
は
､
｢尊
厳
的
部
分
｣
と
し
て
の
問
題
で
は
な
-
､

君
主
の
大
権
行
使
と
い
う

｢実
効
的
部
分
｣
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
最
下
層
階
級
の
君
主

へ
の
信
従
と
い
う
､

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
本
文
冒
頭
に
お
い
て
突
出
し
た
形
で
提
示
さ
れ
た
主
題

へ
の
言
及
は
な
い
｡

も
ち
ろ
ん
､
言
及
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
､
君
主
へ
の
信
従
と
い
う
点
に
つ
い
て
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
後
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
関

969(72-4-75)



論 説

心
を
全
-
失

っ
て
し
ま
っ
た
､
と
ま
で
推
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
第
二
版
序
文
で
は
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
本
文
の
記
述

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
前
と
い
う
過
去
の
時
期
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
､
そ
の
後
の
重
要
な
変
化
に

関
す
る
補
足
を
趣
旨
と
し
て
い
る
こ
の
序
文
に
お
い
て
､
君
主

へ
の
信
従
に
関
す
る
本
文
の
議
論
に
つ
い
て
の
修
正
の
必
要
性
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
ま
た
､
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
'
第
二
次
選
挙
法
改
正
の
結
果
が
十
全
な
形
で
現
わ
れ
る
に
は
､
お
そ
ら
-
は

一
世
代
は
ど
の
時
間
を
要
す
る
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
考
え
て
お
り
､
新
有
権
者
が
自
ら
の
政
治
的
な
力
を
実
感
す
る
に
も
同
様
に
時
間
が
か
か

る
と
見
て
い
る
｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
君
主
に
対
す
る
最
下
層
階
級
の
信
従
が
､
し
ば
ら
-
の
間
は
何
ら
か
の
政
治
的
意
味
を
持
つ
と

バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
考
え
て
い
た
可
能
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡

と
は
い
え
､
｢尊
厳
的
部
分
｣
が
喚
起
す
る
信
従
と
し
て

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
本
文
で
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
た
君
主

に
対
す
る
最
下
層
階
級
の
信
従
に
関
し
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
こ
と
は
､
や
は
り
看
過
し
が
た
い
点
で
あ
る
｡
す
で
に
指
摘

し
た
よ
う
に
､
政
治
家
に
よ
る
指
導
が
今
後
の
中
心
的
課
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
'
そ
の
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
が
'
君
主

へ
の
信
従
が

ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
全
-
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
直
接
的
理
由
は
判
然
と
し
な
い
｡
し
か
し
少
な
-
と
も
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
に

ょ
り
最
下
層
階
級
の
非
熟
練
労
働
者
が
熟
練
労
働
者
と
と
も
に
世
論
形
成
過
程
の
枠
組
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
現
状
は
､
バ
ジ
ョ
ッ

ト
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
み
の
あ
る
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
明
ら
か
に
'
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
執
筆
時

に
は
実
質
的
に
想
定
外
と
さ
れ
て
い
た
決
定
的
な
新
事
態
で
あ
っ
た
｡

1
八
六
〇
年
代
中
頃
の
国
制
を
取
り
上
げ
た

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』

で
は
､
最
下
層
階
級
は
､
国
制
の
中
の

｢尊
厳
的
部
分
｣
に
ひ
た
す
ら
信
従
す
る
受
動
的
階
級
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
が
､
そ
の
過
程
内
に

(20
)

入
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
効
用
は
'
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
理
論
的
枠
組
の
中
に
居
場
所
を
容
易
に
見
出
せ
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
'
極
端

な
民
主
主
義
理
論
が
実
現
し
た
場
合
の
議
会
構
成
と
い
う
仮
想
例
に
関
す
る

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
中
で
の
推
測
に
も
予
示
さ
れ
て
い
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
仮
想
例
に
近
い
も
の
が
第
二
次
選
挙
法
改
正
に
よ
っ
て
現
実
の
も
の
と
な
り
､
世
論
形
成
と

国
民
的
決
定
の
枠
組
外
に
あ
る
信
従
と
そ
の
枠
組
内
に
あ
る
信
従
と
が
､
｢尊
厳
的
部
分
｣
に
一
括
さ
れ
る
諸
源
泉
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
喚

(72-4176)970
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起
さ
れ
､
別
系
統
の
信
従
で
あ
り
な
が
ら
､
世
論
を
反
映
す
る
国
民
的
決
定
を
可
能
に
す
る
方
向
で
調
和
的
に
機
能
す
る
､
と
い
う
条
件
は

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
条
件
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
背
景
と
し
て
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
後
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
主

要
な
関
心
は
､
第
二
版
序
文
の
論
調
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
､
上
層
階
級
の
政
治
指
導
を
受
容
す
る
の
に
役
立
つ
信
従
を
い
か
に
確
保
す
る

か
､
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
と
し
て
は
､
そ
う
し
た
政
治
指
導
と
信
従
に
期
待
を
か
け
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

お
わ
り
に

最
後
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
最
晩
年
の
論
考
に
言
及
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､

一
八
七
二
年
の

『イ
ギ
リ
ス
国(1

)

制
論
』
第
二
版
序
文
か
ら
四
年
後
の
一
八
七
六
年

二

月
に
､
｢
オ
ル
ソ
ー
プ
卿
と

一
八
三
二
年
議
会
改
革
｣
と
題
し
た
論
文
を
発
表
し
た
｡

こ
の
論
文
で
は
､
上
層
階
級
に
対
す
る
選
挙
民
の
信
従
の
契
機
と
し
て
知
性
の
承
認
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
と
と
も
に
､
そ
う
し
た
信
従
の

確
保
が
き
わ
め
て
困
難
な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
オ
ル
ソ
ー
プ
卿
が
立
役
者
の
一
人
と
な
っ
た

一
八
三
二
年
の
議
会
改
革
に
つ
い
て
､
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も

の
が
あ
っ
た
反
面
'
失
わ
れ
た
重
要
な
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
失
わ
れ
た
価
値
あ
る
も
の
の
一
つ
は
､
選
挙
資
格
の
多
様

性
で
あ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
､
選
挙
資
格
が
画

一
化
さ
れ
れ
ば
､
選
挙
資
格
か
ら
排
除
さ
れ
た
側
は
資
格
の
有
無
を
分
け
る
線
引
き

を
窓
意
的
な
も
の
と
し
て
非
難
で
き
る
よ
う
に
な
り
､
結
局
は
'
現
在
の
よ
う
な

｢最
悪
の
種
類
｣
の

｢最
も
無
知
で
最
も
無
能
な
人
々
に

(2
)

優
位
を
与
え
る
選
挙
資
格
｣

へ
の
画

一
的
な
切
り
下
げ
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡

上
層
階
級

へ
の
信
従
に
つ
い
て
は
､
失
わ
れ
た
第
二
の
も
の
'
す
な
わ
ち
､
政
治

エ
リ
ー
ト
の
育
成
に
役
立
っ
て
い
た
指
名
選
挙
区

(n
o
m
inatio
n

bo
r
o
u
g
h
)

と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
て
い
る
｡

971(72-4-77)
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第
二
に
､

一
八
三
二
年
の
改
革
者
た
ち
は
､

1
種
の
精
選
選
挙
区

(se
t
ect
constituency
)
を
'
知
性
あ
る
人
々
か
ら
な
る
相
当
物

を
創
出
す
る
こ
と
な
-
破
壊
し
た
と
い
う
点
で
'
き
わ
め
て
悪
し
き
誤
り
を
犯
し
た
｡
わ
れ
わ
れ
は
今
日
､
指
名
選
挙
区
を
精
選
選
挙

区
と
考
え
る
こ
と
に
馴
染
ん
で
い
な
い
が
､
本
当
の
と
こ
ろ
'
そ
れ
は
そ
う
し
た
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
り
､
お
そ
ら
-
は
､
イ
ギ
リ
ス

史
上
最
も
重
大
な
時
期
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
好
意
的
で
な
い
判
定
者
で
あ
る
ラ
ッ
セ
ル
卿
で
す
ら
､
｢
そ

れ
に
よ
っ
て
､
サ

ー
･
ロ
バ
ー
ト

･
ウ
ォ
ル
ポ

｣
ル
は
'
国
内
外
の
諸
々
の
危
険
の
只
中
で
'

ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家
の
王
座
を
固
め
る
こ

Il,･;

と
が
で
き
た
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

(72-4-78)972

ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
-
家
の
王
座
の
安
定
化
要
因
と
な
っ
た
信
従
の
契
機
と
し
て
､
｢改
革
以
前
の
議
会
の
歴
史
と
そ
の
教
訓
｣
や

『イ
ギ
リ
ス

国
制
論
』
で
は
､
上
層
階
級

へ
の
信
従
を
喚
起
し
た

｢貴
族
の
魔
術
｣
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
､
｢
オ
ル
ソ
ー
プ
卿
と

1
八
三
二

年
議
会
改
革
｣
で
は
､
知
性
の
契
機
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
こ
の
論
文
の
指
摘
に
よ
れ
ば
､
ウ
ィ
ッ
グ
党
が
議
会
を
支
配

し
､
そ
う
し
た
議
会
に
有
権
者
が
信
従
し
た
の
は
､
｢指
名
選
挙
区
｣
か
ら
議
会
に
入
っ
た
有
為
の
若
者
た
ち
が
知
的
結
集
軸
と
な
っ
て
党

を
団
結
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
都
市
選
挙
区
は
､
最
後
ま
で
､
こ
の
独
特
の
長
所
を
保
持
し
た
｡
そ
れ
ら
は
､
専
門
化
し
た
政
治
思
想

(spci-aized

p
o
-itic
a】
th
o
u
g
h
t)

と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
の
器
官
､
す
な
わ
ち
､
公
的
事
柄
に
専
念
す
る
訓
練
さ
れ
た
知
性
の
器
官
で
あ

っ

た
｡
そ
れ
ら
は
､
才
能
と
能
力
を
そ
な
え
た
人
々
を
議
会
に
参
入
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
'
若
い
人
の
才
能
と
能
力
を
認
め
､
年
長
者

に
な
っ
て
か
ら
は
若
い
人
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
高
度
な
政
治
の
世
界
を
ま
と
め
あ
げ
た
の
で
あ
る
｡
ウ
ィ
ッ
グ
党
は
､
当
時
は
と

り
わ
け
そ
う
で
あ

っ
た
が
､
議
会
に
お
け
る
こ
の
力
に
依
存
し
た
｡
彼
ら
の
中
に
は
'
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
と
目
的
を
持

っ
た
多
少
な
り

と
も
聡
明
な
貴
族
た
ち
の
団
結
が
あ
り
､
そ
う
し
た
思
想
を
発
展
さ
せ
､
そ
う
し
た
目
的
の
達
成
を
助
け
る
た
め
に
､
彼
ら
は
バ
ー
ク



バジョット 『イギリス国制論』における信従の概念について (関口)

や
ブ
ル
ー
ア
ム
や
ヒ
ユ
ー
ム
や
､
最
後
に
は
マ
コ
-
リ
ー
の
よ
う
な
人
々
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
｡
仮
に
彼
ら
が
こ
の
独
特
の
力
を
保
持

し
な
か
っ
た
な
ら
ば
､
彼
ら
は
あ
の
よ
う
な
知
的
影
響
力
を
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
は
た
ん
に
､
わ
れ
わ
れ
が
良
い
思
想
だ

と
思
う
も
の
は
持

っ
て
も
､
そ
れ
を
深
め
る
格
別
の
手
段
を
欠
い
た
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
は
､
実
際
そ
う
で

あ
っ
た
ほ
ど
に
は
密
接
に
団
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
､
政
治
的
知
性
を
持
ち
な
が
ら
も
ば
ら
ば
ら
に
散
在
す
る
人
々
だ
っ
た
で
あ

l･･qJ

ろ
う
｡

し
か
し
､
三
二
年
改
革
で
指
名
選
挙
区
が
廃
止
さ
れ
､
選
挙
民

へ
の
議
員
の
依
存
が
高
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
議
員
に
対
す
る
選
挙
民
の

(5
)

｢知
的
な
信
従

(intetectua
l
d
eference)｣
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
､
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
慨
嘆
す
る
O
彼
に
よ
れ
ば
､
三
二
年
改
革
に
よ

る
指
名
選
挙
区
の
廃
止
は
､
さ
ら
に
'
議
会
内
に
お
け
る
知
的
政
治
指
導
も
困
難
に
し
て
い
っ
た
｡
実
際
'
現
時
点
で
は
議
会
に
お
け
る
知

的
な
中
核
集
団
は

｢す
で
に
半
ば
消
失
し
て
｣
い
る
｡
三
二
年
と
六
七
年
の
二
度
の
議
会
改
革
と
い
う
先
例
が
今
後
の
議
会
改
革
の
性
格
を

(6
)

決
定
す
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は

｢完
全
に
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｣
と
い
う
の
が
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
予
測
で
あ
る
｡

(7)

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
､
劇
場
的
要
素
や
象
徴
が
信
従
の
契
機
と
し
て
果
た
す
役
割

へ
の
言
及
は
な
い
｡
こ
う
し
た
言
及

の
欠
如
が
､
信
従
の
契
機
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
見
方
の
変
化
ま
で
も
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
依

然
と
し
て
､
知
性
そ
の
も
の
ば
か
り
で
な
-
､
ま
た
知
性
以
上
に
'
｢知
性
の
象
徴
｣
が
信
従
を
生
じ
さ
せ
る
感
性
的
契
機
と
し
て
役
割
を

果
た
す
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
､
す
で
に
失
わ
れ
て
か
け
て
い
る
も
の
の
復
活
が
実
践
的
課

題
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
感
性
的
契
機
そ
れ
自
体
が
､
そ
れ
を
復
活
さ
せ
る

際
の
主
た
る
要
因
と
し
て
役
立
つ
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
は
､
や
は
り
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
け
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
観
察
に
よ
れ
ば
､
信
従
は
､
い
っ
た
ん
均
衡
を
失
う
と
復
帰
で
き
な
い

｢不
安
的
な
均
衡
｣
の
状
態
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
る
以
上
､
信
徒
を
復
活
さ
せ
る
制
度
的
工
夫
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
､
バ

973(72-4-79)



説

ジ
ョ
ッ
ト
が
楽
観
で
き
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
｡
実
際
､
こ
の
可
能
性
を
め
ざ
し
て
提
案
さ
れ
て
き
た
諸
方
策
の
有
効
性
に
つ
い
て
､

論

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
に
述
べ
て
い
る
｡

(72-4-80)974

こ
の
知
的
影
響
力
が
復
活
可
能
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
私
も
知

っ
て
い
る
｡
多
-
の
思
慮
深
い
改
革
者
た
ち
は
､

ヘ
ア
氏
の
投

票
方
式
や
'
累
積
投
票
法
や
'
制
限
選
挙
権
や
､
あ
る
い
は
類
似
の
他
の
も
の
に
よ
っ
て
､

一
八
三
二
年
の
立
法
が
破
壊
し
始
め
､
ま

た
､
そ
れ
に
な
ら
う
人
々
が
現
に
破
壊
し
っ
つ
あ
る
も
の
を
回
復
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
｡
私
は
こ
の
期
待
に
反
す
る

こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
こ
れ
ら
の
案
を
可
能
な
限
り
最
善
の
形
に
具
体
化
し
'
そ
れ
ら
に
対
す
る
国
中

の
同
意
を
取
り
付
け
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
た
ち
の
最
も
重
要
な
責
務
の
一
つ
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､

困
難
は
計
り
知
れ
な
-
大
き
い
｡

一
八
三
二
年
の
改
革
者
た
ち
は
数
多
-
の
知
的
選
挙
区
を
破
壊
し
た
が
､
新
し
い
も
の
は
創
ら
な

か
っ
た
し
､
新
し
い
も
の
を
創
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
も
言
わ
な
か
っ
た
し
､
実
の
と
こ
ろ
望
ま
し
い
と
考
え
も
し
な
か
っ
た
｡
こ
う

し
て
彼
ら
は
､
目
に
見
え
る
行
為
と
い
う
'
政
治
教
育
の
中
で
最
も
影
響
力
の
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
､
数
の
力
の
増
大
が
イ
ギ
リ
ス
で

最
も
望
ま
れ
て
い
る
変
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
人
々
に
教
え
た
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
大
衆

(th
e
m
a
ss
o
f
m
an
k
in
d
)

は
､

喜
ん
で
そ
う
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
｡
彼
ら
は
い
つ
も
､
自
分
自
身
の
知
識
が

｢す
べ
て
の
実
際
的
目
的
に
と
っ
て
｣
十
分
だ
と
考
え

が
ち
で
あ
り
､
高
度
な
教
養
の
権
威

(the
authority
of
the
higher
cu-ture)
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
望
む
も
の
で
あ
る
｡
し
た

が
っ
て
､
今
､
わ
れ
わ
れ
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
こ
の
自
己
満
足
し
た
愚
か
で
遅
鈍
な
大
衆
に
自
ら
の
不
十
分
さ
を
認
め
さ

せ
る
こ
と
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
､
そ
う
し
た
不
十
分
さ
を
埋
め
合
わ
せ
る
良
策
を
理
解
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
さ
ら
に
困
難
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
う
し
た
考
え
を
自
ら
採
用
す
る
よ
う
努
力
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
'
こ

(8
)

れ
は
最
も
困
難
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
こ
と
が
'

一
八
三
二
年
の
改
革
者
た
ち
が
わ
れ
わ
れ
に
課
し
て
き
た
責
務
な
の
で
あ
る
｡
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オ
ル
テ
ガ
的
と
も
言
え
る
ト
ー
ン
を
帯
び
た
こ
の
観
察
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
'
大
衆
民
主
主
義
時
代
の
政
治
学
の
方
法
論
的
先
駆
者
と
し

て
で
は
な
-
､
つ
い
に
大
衆
民
主
主
義
に
お
け
る
政
治
指
導
と
い
う
課
題
そ
れ
自
体
に
直
面
し
始
め
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
信
従
の
源
泉
と
し
て
伝
統
や
歴
史
的
所
与
が
活
用
困
難
に
な
り
始
め
た
新
た
な
状
況
の
中
で
'
｢計
り
知
れ
な
-
｣

困
難
で
は
あ
れ
､
｢知
的
な
信
従
｣
の
復
活
を
可
能
と
す
る
政
治
的
社
会
的
な
条
件
や
仕
掛
け
を
探
求
し
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
｡
だ
が
､
残
念
な
が
ら
'
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
成
果
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
｢
オ
ル
ソ
ー
プ
卿
と

一
八
三
二
年
議
会

改
革
｣
の
発
表
か
ら
約
四
ケ
月
後
の
1
八
七
七
年
三
月
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
五

一
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
か
ら
で
あ
る
｡

*
本
稿
は
､
平
成

二

一年
度
-
平
成

一
五
年
度

･
科
学
研
究
費
補
助
金

(基
盤
研
究
C
)､
二

九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
に
お
け
る
政
治
的
リ
ー

ダ

ー
シ
ッ
プ
観
｣
(課
題
番
号

二

二
六
二
〇
〇
八
四
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡

な
お
､
本
稿
の
執
筆
に
際
L
t
草
稿
の
段
階
で
､
同
僚
の
木
村
俊
道
助
教
授
か
ら
多
-
の
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
｡
ま
た
､
本
稿
に
も
と

づ
い
て
報
告
を
行
な
っ
た
九
州
大
学
政
治
研
究
会

(二
〇
〇
五
年

一
〇
月

一
五
日
開
催
)
に
お
い
て
も
､
参
加
者
の
方
々
か
ら
有
益
な
質
問
や
コ
メ
ン

ト
を
い
た
だ
い
た
｡
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
｡

凡

例

･
引
用
文
の
原
文
に
お
い
て
強
調
を
表
わ
す
た
め
に
イ
タ
リ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
､
訳
出
に
際
し
て
傍
点
を
付
し
た
｡

･
引
用
文
中
の

〔

〕
内
は
'
引
用
者
の
補
足
や
注
記
で
あ
る
｡

･
引
用
に
際
し
て
､
中
略
し
た
部
分
は
-
-
で
示
し
た
｡

･
引
用
に
際
し
て
原
文
の

1
部
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
､
(

)
内
に
示
し
た
｡

975(72-4-81)



論 説

注は
じ
め
に

(1
)
W
a
)ter
B
a
g
eh
o
t〉
T
h
e
E
ng
lish
C
on
stitu
tion
,
in
T
h
e
C
o
llected

W
oyk
s
of

W
a
lter
B
ag
eh
o
t,

ed.b
y
N
o
rm
a
n
S
t
l
o
h
n
･S
tev
a
s}

T

h

e
E
c
o
n
o
mi
st,
)974,v
o1
.

5.p
.37r
n
.59
.

こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
含
む
三
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
､
初
出
の

『
フ
ォ
ー
ト
ナ
イ
ト
リ
ー
･
レ
ヴ

ュ
ー
』

の
論
文
に
含
ま
れ
て
い
た
が
､

一
八
六
七
年
の
初
版
本
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
｡
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
と
い
う
時
論
的
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
た
パ
ラ

グ
ラ
フ
で
あ
っ
た
こ
と
が
､
削
除
の
理
由
と
推
測
さ
れ
る
｡
と
は
い
え
､
引
用
部
分
自
体
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
を
特
徴
づ
け
続
け
た
確
信
と
言

え
よ
う
｡

(2
)

各
論
文
の
初
出
年
次
や
初
版
本
以
後
の

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
け
る
章
と
の
対
応
関
係
な
ど
の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
､
次
の
も
の
を
参
照
｡

"N
o
te
o
n
th
e
textof
T
h
e
E
n
g
lish
C
on
stitu
tion
,"
T
h
e
C
o
llected
W
oyk
s
of
W
a
lter
B
ag
eh
ot
v
o
t.5,pp.
)6
T
L63.
な
お
､
こ
の
異
同

の
内
容
と

l
八
六

七年
の
第
二
次
選
挙
法
改
正
と
の
関
連
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
､
次
を
参
照
｡
岩
垂
政
敏

｢W
･

バジ
ョ
ッ
ト
と

1
八
六
七
年

《改

革
》
-

『英
国
国
家
構
造
論
』
の
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
-

｣'
『福
島
大
学
商
学
論
集
』
第
四
六
巻
第
四
号

二

九
七
八
年
)､

一
七
七

-
二
二
〇
頁
｡

(3
)

こ
う
し
た
標
準
的
な
評
価
の
例
と
し
て
､
辻
清
明

｢現
代
国
家
に
お
け
る
権
力
と
自
由
｣'
『世
界
の
名
著
六

〇
･
バ
ジ
ョ
ッ
ト
'
ラ
ス
キ
､
マ
ッ

キ
ー
ヴ
ァ
-
』
(中
央
公
論
社
､

1
九
七
〇
年
)
所
収
､
五
-
六
〇
頁
を
参
照
｡
た
だ
し
､
二
〇
〇
7
年
に
公
刊
さ

れ
た

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
版
と
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版
の
編
者
序
文
は
､
い
ず
れ
も
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
考
察
の
独
創
性
を
否
定
は
し
な
い
も
の
の
､
同
時
代
の
諸
著
作
に
お

い
て
類
似
の
主
張
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
し
て
'
あ
る
程
度
割
り
引
い
た
評
価
を
示
し
て
い
る
.
P
a
u
t
S
m
ith
.
")n
tro
d
u
ctio
n
,"
in
T
h
e
E
n
g
lish

C
on
stitu
tion
.
C
a
m
brid
g
e
U
n
iv
e
rsity
P
ress,
2

00),
p
p
.
v
ii･xx
vi
i,
se
e

e

sp
.
p
p
.
x
iv
･x
v
.
M
ites
T
ay
lo
r,
"(n
tro
d
u
ctio
n
,"
in
T
h
e

E
n
g
lish
C
on
stitu
tion
,
O
x
fo
rd
U
n
iv
ersity
P
ress.
200
),
v
ii･x
x
ix
,
see
esp
.
p
p
.
x
x
i･x
x
iv
.
政
治
に
対

す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
透
徹
し
た
眼
差

し
を
可
能
に
し
た
背
景
を
考
察
し
た
論
考
と
し
て
は
次
の
二
篇
を
参
照
｡
B
y
ro
n
D
ex
ter,
"B
a
g
eh
o
t
a
n
d
th
e
F
r

eshE
y
e
,"
F
o
reig
n
A
H
a
i73
,

X
X
tV
,
)945,
p
p
.
)0
8L
L6
.
添
谷
育
志

｢
バ
ジ
ョ
ッ
ト
･･･1
権
威

･
信
用

･
慣
習
｣､
藤
原
保
信

･
飯
島
昇
蔵
編

『
西洋
政
治
思
想
史
Ej
』､
新
評
論
､

一
九
九
五
年
へ
四
六
-
六
三
貢
｡

(4
)

D
a
v
id
E
a
sto
n
,
"W
a
tte
r
B
a
g
eh
o
t
a
n
d
Li
b
era
t
R
e
a
tis
m
,"
A
m
e
n'can
P
olitica
l
S
cien
ce
R
eview
,
v
o
l.
X
L
lil,
)9
49
,
pp1
17･37
1

(5
)

丸
山
虞
男

｢政
治
学
｣
(
l
九
五
六
年
)､
『丸
山
長
男
集

･
第
六
巻
』
(岩
波
書
店
､

1
九
九
五
年
)
所
収
､

7
八
二
貢
を
参
照
｡
丸
山

によ
れ
ば
､

｢《大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
》
の
問
題
性
と
意
味
を
政
治
学
が
鋭
-
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
第

一
次
大
戦
後
､
そ
れ
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
勃
興
に
直
面

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
て
以
後
だ
が
､
系
譜
的
に
遡
れ
ば
思
考
様
式
の
転
換
は
す
で
に
一
九
世
紀
の
末
期
に
萌
し
て
い
る
｣｡
そ
の
転
換
に
お
い
て
方
法
論
的
に
重
要
な
の
が

バ
ジ
ョ
ッ
ト
で
あ
り
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
は
､
｢制
度
を
勤
か
し
て
い
る
現
実
的
な
権
力
関
係
と
大
衆
統
合
の
象
徴
的
役
割
と
い
う
二
側
面
か
ら
解
明

(72-4-82)976



バジョット 『イギリス国制諭』における信従の概念について (関口)

し
た
不
朽
の
労
作
｣
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
丸
山
は
き
わ
め
て
慎
重
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
を
大
衆
民
主
主
義
の
政
治
学
者
と
規
定
す
る
こ
と
を
回
避
し
っ

つ
'
思
考
様
式

･
政
治
学
の
方
法
論
と
い
う
点
で
の

｢系
譜
｣
に
お
け
る
先
駆
者
的
な
位
置
を
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
与
え
て
い
る
｡
と
は
い
え
､
こ
れ
は
､
必

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ず
し
も
直
結
し
て
い
な
い
二
つ
の
問
題
系
列

(大
衆
民
主
主
義
と
い
う
問
題
系
列
と
､
方
法
論
上
の
思
考
様
式
を
系
譜
的
に
遡
行
す
る
と
い
う
問
題
系

列
)
を

1
挙
に
扱
お
う
と
す
る
力
業
で
あ
り
､
読
み
手
の
側
と
し
て
は
つ
い
て
い
-
の
に
息
切
れ
し
そ
う
な
議
論
で
あ
る
｡
そ
う
ま
で
し
て
系
譜
上
の
遡

行
を
行
な
う
こ
と
の
発
見
的
価
値
は
何
で
あ
っ
た
の
か
､
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

(6
)

バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
対
す
る
関
心
の
二
〇
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
推
移
を
通
観
し
た
論
文
と
し
て
､
次
を
参
照
｡
岩
重
政
敏

｢
バ
ジ
ョ
ッ
ト

論
｣､
『思
想
』
第
四
五
八
号

(
一
九
六
二
年
八
月
)､
三

1
-
三
七
貢
｡

(7
)

｢大
衆
民
主
主
義
｣
と
い
う
語
は
､
通
例
､
労
働
者
階
級
が
選
挙
権
を
獲
得
し
て
以
後
の
民
主
主
義
の
あ
り
方
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
て

お
り
､
本
稿
で
も
こ
の
慣
習
的
な
語
法
に
従

っ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
語
は
､
場
合
に
よ
っ
て
は
､
大
衆
民
主
主
義
以
前
に
教
養
と
財
産
あ
る
市
民
を

主
人
公
と
す
る

｢古
典
的
｣
民
主
主
義
の
時
代
が
あ
っ
た
と
い
う
暗
黙
の
想
定
と
結
び
つ
き
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
本

人
の
場
合
に
は
､
｢大
衆
民
主
主
義
｣
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
例
は
見
ら
れ
な
い
｡
彼
に
と
っ
て
反
対
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
は
､
正
確
に
言
え
ば
､
文

字
通
り
の

｢民
主
主
義
｣
で
あ
り
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
前
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
を

｢民
主
主
義
｣
と
理
解
す
る
見
方
は
な
い
｡
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
国
制

観
は
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

同
時
代
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
前
後

の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
史
や
政
治
思
想
史
を
考
察
す
る
際
に

｢大
衆
民
主
主
義
｣
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
は
､
あ
る
種
の
記
時
錯
誤
を
誘
発
す
る
危
険

が
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

(8
)

た
と
え
ば
､
岩
重
政
敏

｢
W
･
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
お
け
る

『権
威
』
の
問
題
｣
(『日
本
政
治
学
会
年
報

二

九
七
三
年
-

危
機
意
識
と
政
治
理
論
』
､

岩
波
書
店
､

一
九
七
四
年
'
八

〇
-
二

七
頁
)
を
参
照
｡
こ
の
論
文
で
は
､
熟
練
労
働
者
と
非
熟
練
労
働
者
は
労
働
者
階
級
と
し
て
一
括
さ
れ
た
上
で
､

彼
ら
下
層
階
級
の
体
制
内
統
合
と
い
う
観
点
か
ら

｢尊
厳
的
部
分
｣
に
つ
い
て
の
分
析
が
展
開
さ
れ
て
お
り
､
貴
族
な
ど
の
上
層
階
級
に
対
す
る
ミ
ド
ル

ク
ラ
ス
の
信
従
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
｡
次
の
論
文
も
参
照
｡
D
a
v
id
S
p
rin
g
,
"W
atter
B
a
g
eh
o
t
a
n
d
D
eference,"
A
m

erican
H

isto
rical

R
eu
ie
w
,
vo
t.
8)
,
n
o
.
3.)97
6
,
p
p
.
52
4
･5
3)
.

こ
の
論
文
で
は
､
選
挙
民
の
信
従
に
も
言
及
し
て
い
る
も
の
の
､
信
従
の
主
体
を
大
衆
全

般
と
し

てお

t!察 空 略 3,り
を Lr ､

本
稿
で
後
に
示
す

よ
う
な
信
従
の
二
系
列
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
｡

こ
の
二
元
的
解
釈
は
､
次
の
論
文
で
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
｡
遠
山
隆
淑

｢
ウ
ォ
ル
タ
ー
･
バ
ジ
ョ
ッ
ト

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
政
治
戦

『政
治
研
究
』
第
五

言
号
､
二
〇
〇
四
年
､

l
二
七
-

1
六

一
貢
｡
本
稿
は
､
示
唆
に
富
む
こ
の
論
文
に
大
き
-
負
っ
て
い
る
｡

あ
-
ま
で
も
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
や
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
そ
の
他
の
諸
論
文
に
お
け
る
過
去
の
イ
ギ
リ
ス
国
制
に
関
す
る
考

､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
や
彼
の
政
治
思
想
全
般
を
理
解
す
る
際
の
手
掛
か
り
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
研
究
の
例
は
見
ら
れ
な
い
｡

こ
の
傾
向
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
､
D
a
v
id
E
a
ston,
"W
a
lter
B
ag
eh
o
t
a
n
d
L
iberat
R

eal
ism"
,A
m
en.can
P
o
li
tical
S
cien
ce

977(72-4-83)



論 説

R
euie
w
,v
o

t.XL
tZl,)94
9
,p
.

22
を
参
照
.
イ
ー
ス
ト
ン
は
こ
の
傾
向
を
も
た
ら
し
た
事
情
の
1
つ
と
し
て
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て

著
作
活
動
を

行な
っ
て
い

た

点

を
指
摘
し
て
い
る
｡
他
方
､
こ
の
傾
向
と
､
｢政
治
と
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
1
種
で
あ
る
｣
と
い
う
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
政
治
観
と

の
密
接
な
関
連
を
追
究
し
､
同
様
の
政
治
観
を
持
つ
バ
ー
ク
と
の
相
異
点
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
研
究
と
し
て
､
次
の
も
の
を
参
照
.

John
B
u
rr

row
,
"S
ense
a
n
d
c
ircum
stances:
B
a
g
eh
o
t
and
the
nature
o
f

potitical
understanding,"
in
T
h
a
tN
oble
Scie
nce
of
P
o
lit

ics,Stefan

Co
llin
i,D
o
natd
W

inch
an
d
J
o
h
n
B
u
rro
w
,
C
am
b
r
id
g
e
U
niversity
P
ress,)
983,ppL
67
)8).
邦
訳
､
永
井
義
雄

･
坂
本
達
哉
･井
上
義

朗
訳

『か
の
高
貴
な
る
政
治
の
科
学
』
､
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
､
二
〇
〇
五
年
'
一
三
七
-

一
五
五
貢
｡

(1
)
B
agehot,"T
h
e
H
isto
ry
o
f
t
he
U
n
re
fo

rmed
P
arliam
ent,and
its
L
essons,"
in
Th
e
C
ollected
W
o
p7k
s
of
W
a
lter
B
q
eh
o
t,
ed･

by
N
orm
an
S
t
J
o
h
n
･Stev
a
s,
T
he
E
c
o
n
o
m
is
t,v
ot.6,
)97
4,pp
.263･
30
5
.

第

一
節

(1
)

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
現
状
認
識
が
実
践
的
関
心
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
例
と
し
て
'
次
を
参
照
｡
P
au
l
S
m
ith
,
"introd
u
ct
ion,"

in
Th
e
E
n
g
lish
C
o
n
stitu
tion
,
p
.xvi.
ス
ミ
ス
の
指
摘
に
よ
れ
ば
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
司
法
権
や
法
の
支
配
等
々
の
権
力
濫
用
防
止
に
関
連
す
る
国
制

上
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
言
及
し

て
い
な
い
の
は
､
統
治
す
る
側
か
ら
政
治
を
見
て
い
た
た
め
で
あ
る
｡
ま
た
､
信
従
に
関
す
る
視
野
の
制
約
を
指
摘
す

る
も
の
と
し
て
次
を
参
照
｡
R
ich
a
rd
W
.
D
a
v
is,"
D
efe
rence
and
A

ristocracy
in
the
T
im
e
o
f
th
e
G
reat
R

efor
m
A
ct,"
A
m
e
n.can

H
istorical
R
eu

i
e

w
.v
o
1.
8
1,no.3,)9
76
,pp.
532･539.
第
一
次
選
挙
法
改
正

の
時
期
に
お
け
る
信
従
の
1
般
的
な
捉

え
ら
れ
方

を
'
改
革
を
推

進

し
た
グ
レ
イ
な
ど
ウ
ィ
ッ
グ
指
導
者
た
ち
の
構
想
を
手
掛
か
り
に
分
析
し
た
こ
の
論
文
に
よ
れ
ば
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
信
従
す
る
側
に
現
存
し
た
自
発
性
を

過
小
評
価
し
て
お
り
､
彼
の
諸
著
作
は

｢選
挙
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
関
心
や
理
解
を
少
し
も
反
映
し
て
い
な
い
｣
(p
.
∽uu)｡
な
お
､
『イ
ギ
リ
ス
国

制
論
』
を

｢第
二
の

『君
主
論
』
｣
と
特
徴
づ
け
､
マ
キ
ャ
ヴ
エ
リ
の

『君
主
論
』
と
同
様
'
客
観
的
説
明
と
い
う
よ
り
も
目
的
意
識
を
強
-
反
映
さ
せ

た
作
品
と
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
し
て
､
辻
清
明

｢現
代
国
家
に
お
け
る
権
力
と
自
由
｣'
三

〇
-
三
二
貢
を
参
照
｡
ク
ロ
ス
マ
ン
の
次
の
論
考
も
参
照
｡

R
.
H
.
S
.
C
rossm
an,"
Introd
u
c
tio
n
"
,
in
Th
e
E

nglish
C
o
nstitu
tion
,Co
m
ell
U
niversity
P
re
ss,)
965,pp.

)･55.
ク
ロ
ス
マ
ン
は

『イ

ギ
リ
ス
国
制
論
』
を
'
基
本
的
に
は
第
二
次
選
挙
法
改

正前
の
内
閣
政
治
の

｢正
確

で
活
き
活

き
と
し
た
描

写
｣
と
し
て
評
価
し
っ
つ
も

(p
.
3
5
)
'
バ

ジ
ョ
ッ
ト
が
客
観
的
な
記
述
と
プ
ラ
ト
ン
の
高
貴
な
嘘
に
類
し
た
操
作
的
権
力
技
術
と
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
る

(p
p
.
2
6･
2
8
)0

(72-4184)978

5 4 3 2

B
ag
e
h
ot,"T
h
e
H
isto
ry
o
f
the
U
nrefo
rm
ed
P
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an
d
its
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sson
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p.27
2.

Z
bid
.,
p

.

2
7
2
.

Z
b

i
d

.
,
p
.
2
7
3

.

z
b

i
d

1
.

p
1
2
7

3
-
た

だ

し

､
こ
れ
は

l
八
世
紀
全
般
に
関
す
る
評
価
と
見
る
べ
き
で
あ
り
､
言
う
ま
で
も
な
-
､

1
九
世
紀
に
お
い
て
議
会
改
革
の
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必
要
が
生
じ
な
か
っ
た
と
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

(6
)

Zbid
.,
p
p
.
27
3･
274.
な
お
､
こ
こ
で
'
教
育
の
少
な
い
多
数
者
の
信
従
が
'
必
ず
し
も
盲
目
的
な
も
の
で
は
な
-
､
｢討
論
の
精
神
｣
と
い
う
雰

囲
気
の
中
で
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
留
意
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
世
論
と

｢自
由
な
政
府
｣
と
の
不
可
分
の
関
連
を
示

唆
す
る
も
の
と
し
て
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
信
従
と

｢討
論
の
精
神
｣
と
の
関
連
は
､
自
由
な
政
府

(自
由
な
統
治
)
に
お
け
る
政
治
や
公
共
性
に

つ
い
て
の
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
捉
え
方
を
探
る
糸
口
め

1
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
O
た
だ
し
､
本
稿
で
は
こ
の
点
に
深
-
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
｡

(7
)

C
f.,JohnB
u
rro
w
,
"
Sense
a
n
d
c
ircum
stances‥
B

ag
eh
ot
a
n
d
the
n
ature
o
f
p
otitic
a
l
u
n
d
e
rstanding
,"
in
T
ha
t
N
o
b
le
S
cie
n
ce

of
P
o
lit
ics,
pp
.
)72
･
)7
3.
邦
訳
､

二
二
七
-
1
五
五
貢
｡

バ
ロ
ウ
は
､
バ
ー
ク
と
の
対
比
に
お
い
て
'
バ
ジ

ョ
ッ
ト

に
と
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
は

｢規
範
的

英
知
の
源
泉
｣
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
的
諸
制
度
に
対
す
る

｢秩
序
の
形
而
上
学
｣
に
根
ざ
し
た

バ
ー
ク
的
崇
敬
が
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
見
ら
れ
な
い
の
は
た
し
か
で
あ
る
と
し
て
も
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
秩
序
の
維
持
と
自
由
の
確
保
と
い
う
政
治
的
効
用
の
観

点

(ヒ
ユ
ー
ム
的
と
も
言
え
る
よ
う
な
観
点
)
か
ら

一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
ウ
ィ
ッ
グ
の
政
治
指
導
を
あ
る
べ
き
真
の
世
論
を
体
現
す
る
も

の
と
し
て
高
-
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
､
看
過
で
き
な
い
重
要
な
点
で
あ
る
｡

(8
)

バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
世
論
概
念
を
取
り
上
げ
た
最
近
の
研
究
と
し
て
は
､
次
の
論
文
が
注
目
さ
れ
る
｡
南
谷
和
範

｢世
論
の
国
制
-

バ
ジ
ョ
ッ
ト
政
治

論
再
考
｣､
『政
治
思
想
研
究
』
(政
治
思
想
学
会
)
､
第
五
号
､
二
〇
〇
五
年
､

一
六
三
-

一
八

一
頁
｡
こ
の
南
谷
論
文
で
は
､
｢
バ
ジ
ョ
ッ
ト
政
治
論
の

鍵
と
な
る
の
が
世
論
で
あ
る
｣
(
1
七
二
貢
)
と
い
う
見
地
か
ら
､
世
論
の
担
い
手
と
し
て
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に
注
目
す
る
と
と
も
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
政

治
家
に
よ
る
世
論
指
導
の
必
要
性
を
説
-

一
方
で
､
政
治
家
に
よ
る
世
論
の
動
向
の
参
照
や
世
論

へ
の
共
感
を
重
視
し
て
い
た
点
を
強
調
し
て
い
る
｡
世

論

へ
の
共
感
に
関
す
る
こ
う
し
た
着
目
は
､
本
節
の
注

(6
)
で
示
唆
し
た
課
題

(信
従
'
討
論
の
精
神
､
お
よ
び
自
由
な
統
治
の
相
互
連
関
)

へ
と
つ
な

が
る
貴
重
な
示
唆
と
言
え
る
｡
た
だ
し
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
同
時
代
に
お
け
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
を
世
論
の
担
い
手
と
み
な
し
て
い
た
と
し
て
も
､
本
節
で
後

述
す
る
よ
う
に
､

一
八
世
紀
に
つ
い
て
は
別
の
見
方
を
し
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
の
点
と
も
関
連
す
る
が
'
南
谷
論
文
で
は
'
バ

ジ
ョ
ッ
ト
の
世
論
概
念
が

(ま
さ
に
p
u
b-ic
と
い
う
語
を
と
も
な
う
が
ゆ
え
に
)
｢規
範
的
価
値
｣
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
適
切
に
捉
え
な
が
ら
も
､
そ

う
し
た
規
範
的
観
点
か
ら
世
論
を
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
い
う
特
定
の
社
会
層
に
結
び
つ
け
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
を

｢勇
み
足
｣
(
1
七
二
貢
)
と
外
在
的

に
評
価
し
て
い
る
点
が
惜
し
ま
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
そ
う
し
た
外
在
的
評
価
は
'
信
従
と
世
論

へ
の
共
感
と
の
相
互
関
係
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
本
人
の

見
方
を
さ
ら
に
問
う
と
い
う
探
求
を
閉
ざ
す
方
向
に
作
用
し
か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

(9
)
B

ageh
ot,"T
h
e
H
isto
ry
o
f
th
e
U
n
refo
r
m
ed
P
a
rliam
ent,
an
d

it
s
L
esson
s,"
p
p
.
274･275-

(10
)

Z
bid
.,
p
.
27
5
.

も
ち
ろ
ん
､
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
支
持

の
ジ

ャ
コ
バ
イ
ト
的
心
情
は
'
王
朝
交
替
期
に
先
立

っ
て
､
名
誉
革
命
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
も
の
で
あ
る
O
こ
の
点
に
言
及
し
た
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
論
文
と
し
て
､
次
の
も
の
を
参
照
｡

"B
o
tingbrok
e
as
a
S
t
a
t

esm
an
,"
in
T
h
e
C
o
llected

W
o
yk
s
of

W
a
lter
B
ag
eh
o
t,
T
h
e
E
c
o
n
o
m
ist.
)968.
v
ol13.p
p
.
43･82.
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
'
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
を
継
い
だ
ア
ン
女
王
は
､

979(72-4-85)



論 説

ス
チ
ユ
ア
1
-
家
の
一
員
で
あ
る
と
し
て
も
､
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
的
感
情
を
持
つ
人
々
と
っ
て
は
､
正
統
性
の
点
で
や
は
り
受
け
入
れ
難
い
国
王
で
あ
っ
た
｡

彼
女
の
王
位
は
､
国
民
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
保
た
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た

(p
1
5
0
)
｡
た
だ
し
､
ア
ン
女
王
の
子
孫
が
王

位
を
継
承
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
彼
女
を
始
祖
と
す
る
形
で
王
朝
が
安
定
的
に
存
続
し
て
い
-
可
能
性
も
あ
っ
た
と
し
て
'
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
｡
｢
た
し
か
に
'
ウ
ィ
リ
ア
ム
王
に
か
ん
し
て
は
､
議
会
の
王
以
外
の
王
だ
と
は
誰
も
言
え
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
彼
の
継
承
者
は
ア
ン
王
女

で
あ

っ
た
｡
こ
う
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
《
た
し
か
に
､
彼
女
と
そ
の
子
は
い
く
ぶ
ん
か
の
神
聖
な
権
利
を
有
し
て
い
る
の
だ
､
と
は
考
え
ら
れ
た

(多
-
で
は
な
い
に
せ
よ
､
少
し
は
と
い
う
こ
と
か
～
)｡
彼
女
は
た
し
か
に
生
ま
れ
に
よ
っ
て
は
権
利
を
持
た
な
か
っ
た
｡
な
ぜ
な
ら
､
彼
女
の
父
と
兄

が
彼
女
に
先
行
し
て
い
た
か
ら
｡
彼
女
は
､
最
も
近
い
継
承
者
で
は
な
い
が
､
最
も
近
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
継
承
者
で
は
あ
っ
た
｡
彼
女
は
先
王
の
長

男
で
な
い
が
､
存
命
中
の
最
年
長
の
娘
で
は
あ
る
｡
》
こ
う
し
た
事
実
は
､
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
､
さ
し
て
重
要
で
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
が
'
し
か
し
'
当
時
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
｡
人
口
の
半
分
は
､
お
そ
ら
-
､
ア
ン
と
そ
の
子
供
に
服
従
す
る
こ
と
は
正
し
い
-

た
ん
に
便
宜

に
か
な
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
-
､
あ
る
高
度
の
神
秘
的
な
意
味
で
-

と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
､
彼
女
を
新
し
い
王
朝
の
始
祖
と
す
る
用

意
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
-
､
そ
う
す
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
｡
し
か
し
'
運
命
は
彼
ら
の
願
望
を
-
じ
-
こ
と
を
気
紛
れ
に
も
決
意
し
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
ア
ン
に
は

二
二
人
の
子
供
が
あ
っ
た
が
､

二
二
人
全
員
が
亡
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｣｡
こ
う
し
て
､

ハ
ノ
ー
バ
ー
家

へ
の
王
朝
交
替

の
問
題
が
浮
上
し
て
-
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡
な
お
'
よ
り
簡
略
で
は
あ
る
が
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
も
､
こ
の
王
朝
交
替

へ
の
言
及
が
あ

る
｡
B
ag
eh
ot,
Th
e
E
n
g
lish

C
onstitu
tion
,
in
Th
e
C
o
llec
ted

W
o
77k
s
of

W
a
lter
B
ag
eh
ot.
ed
.
by
N
orm
an
St
J
o
h
n
･S

tevas,T
h

e

E
c
o
n
o
m
is
t,)974,v
o
1.
5
,
p
.2
3
0･23
).

邦
訳

『イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
』
(小
松
春
雄
訳
)､
『世
界

の
名
著
六
〇
･
バ
ジ
ョ
ッ
ト
'
ラ
ス
キ

､
マ
ッキ
ー

ヴ

ァ
-
』

(中
央
公
論
社
､

一
九

七
〇
年
)
所
収
､
九
六
-
九
八
頁
｡

(
11
)

B

ageh
ot,"T
h
e
H
isto
ry
o
fthe
U
nreform
ed
P

a

rliam
ent.a
n
d
its
L
esso
n
s."
p
.
275.
こ
の
論
文
の
三
年
後
に
発
表
さ
れ
た

｢政
治
家

と
し
て
の
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ

ル
ッ
ク
｣
(
一
八
六
三
年
)
で
は
､

バ
ジ

ョ
ッ
ト
は
実
際

に

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の

｢尊
厳
的
部
分
｣
論
を
文
字
通
り
先
取

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

り
す
る
形
で
'
君
主
支
配
を
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
し
て
受
容
す
る
心
性
が
現
在
で
も
下
層
階
級
に
お
い
て
依
然
と
し
て
根
強
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
｡
｢今
日
で
す
ら
､
わ
れ
わ
れ
の
議
会
の
仕
組
の
詳
細
は
､
公
衆
の
貧
し
い
人
々
の
部
分

(th
e
p
o
o
rer
p
art
o
f
tF
e
p
u
b
】ic
)
に
よ
っ
て

は
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
し
､
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
気
に
か
け
て
い
な
い
｡
女
王
と
そ
の
家
族
､
皇
太
子
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
王
女
が
､
主
に
彼
ら
の

関
心
の
的
で
あ
る
｡
彼
ら
に
と
っ
て
'
主
権
者
の
人
格
が
､
国
制
'
法
､
権
力
を
具
現
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
わ
れ
わ
れ
の
革
命

〔名
誉
革

命
〕
は
そ
の
主
権
者
を
代
え
て
し
ま
っ
た
｡
田
舎
の
村
落
で
知
ら
れ
て
い
た
唯

一
の
政
治
的
な
名
前
と
観
念
が
取
り
去
ら
れ
､
別
の
名
前
と
観
念
に
代
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
は
､
神
が
作
り
た
も
う
た

1
人
の
王
が
存
在
し
'
議
会
が
作

っ
た
別
の
王
が
い
る
､
と
ふ
れ
回
っ
て
い
た
｡
現
在
で

は
､
世
襲
的
権
利
の
教
義
は
幾
時
代
に
も
わ
た
っ
て
論
駁
さ
れ
て
き
て
お
り
､
幾
時
代
に
も
わ
た
っ
て
笑
い
も
の
に
さ
れ
て
き
て
お
り
､
議
会
は
そ
れ
を

禁
止
し
､
神
学
者
は
そ
れ
を
説
い
た
か
ど
で
告
発
さ
れ
､
そ
れ
を
擁
護
す
る
こ
と
は
不
品
行
と
な
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
､
そ
の
主
張
は
凡
俗
の
精
神
の

(72-4186)980
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中
に
依
然
と
し
て
生
き
て
い
る
｡
サ
マ
セ
ッ
ト
シ
ャ
ー
と
静
穏
な
諸
州
の
半
数
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
､
住
人
た
ち
は
､
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
は
議
会
制
定

法
に
よ
っ
て
で
は
な
-
､
生
ま
れ
の
権
利
と
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
支
配
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
で
あ
ろ
う
｡
依
然
と
し
て
彼
ら
は
､
女
王
は
王
位
に
対
す

る
神
聖
な
る
権
利
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
制
定
法
に
よ
る
権
利
な
ど
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｣
B
a
gehot,
"B
o
tingbrok
e
as
a

Statem
an,"
pp
1
49
･50.
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
'
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
い
て
も
､
国
王
を
神
聖
視
す
る
よ
う
な
心
性

を
持

つ
人
々
と
し
て
､
自
ら

の

出
身
地
で

あ
る

｢
サ
マ
セ
ッ
ト
シ
ャ
ー
｣
の
労
働
者
に
言
及
し
て
い
る
｡
T
h
e
E
ng
lisk
C
on
stitu
tion
,p
1229.
邦
訳
､
九
四
貢
｡

18171615141312

B
agehot㌦
T
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Z
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276
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Z

bi

d.,
p
1
2
7
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Z
b

id
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p
.
2

78
.

Z
b

i
d

"p.2
78-

Z

b
id
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p
.
2

7
9.

H
isto
ry
o
f
the
U
nrefo
rm
ed
P
arliam
en
t,a
n
d

its
L
esso
ns."
p
p
.
275･2
76.

Zb
id

.,
pp
_2
8
0
I2
8
)
.

第
二
節

(1
)

B
ageh
ot,
T
he
E
n
g
lish
Co
nstitu
tio
n
,
p
.
206
.
邦
訳
､
六
七
-
六
八
頁
｡
以
下
､
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
'
訳
語
の
統

一
を
図
る
等
の
理
由

に
よ
り
､
す
べ
て
拙
訳
に
よ
っ
て
い

る

｡

5 4 3 2

Zbid
"
pp.
207
･209.
邦
訳
､
六
九
I
七

T
頁
.

J
bid
.,p
.

2
62.
邦
訳
､

二
二
五
-

二
二
六
頁
.

Zb
id.,
p
.
3
78
.
邦
訳
'
二
七
九
貢
｡

B
a
g
eh
o
t,
"P
a
rlia
m
entary
R
e
fo
rm
)"
in
T
he
C
ollected
W
oyks
of
W
alter
B
agehot,
T
he
Eco
n
o
m
ist,vo1.6,
1974,pp
.)8
7
･235
.

な
お
､
こ
の

｢議
会
改
革
｣
を
中
心
に
一
八
五
〇
年
代
の
バ
ジ

ョ
ッ
ト
の
諸
論
文
を
検
討
し
､
上
層
中

産
階
級
を
統
治
者
層
に
加
え
る
こ
と
が
後
の

『イ

ギ
リ
ス
国
利
論
』
に
お
い
て
も
貫
か
れ
る
バ
ジ

ョ
ッ
ト
政
治
論
の
基
本
戦
略
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
論
考
と
し
て
､
次
を
参
照
｡
遠
山
隆
淑

｢ビ
ジ
ネ
ス

と
し
て
の
政
治
-

ウ

ォ
ル
タ

ー
･
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
会
改
革
論
I

｣
､
『政
治
研
究
』
第
四
九
号
､
二
〇
〇
二
年
､

一
五
五
I

l
八
八
貢
｡

8 7 6

B
a
g
eh
o
t,
"P
arliam
entary
R
e
form
."
pp
.
18
7
L
B
8
1

Zb
id
J
p
.
1

88
.

Zbid
.
,

p

p
.

19
1
･)931

981(72-4-87)



論 説

(9
)

Zbid
..
p
p
.
)93･)94.

(10
)

Zbid
"
p
.
)
94
.

(11
)

Zbid
.,
p
p.
)9
4
･)97
.
熟
練
労
働
者
の
こ
う
し
た
特
徴
づ
け
と
同
様
の
も
の
が
'
す
で
に
本
稿
第

l
節
で
見
た
よ
う
に
､
｢改
革
以
前
の
議
会
の
歴

史
と
そ
の
教
訓
｣
で
は
'
一
八
世
紀
初
頭
の
農
村
地
域
に
お
け
る
下
層
ジ
エ
ン
ト
リ
と
国
教
会
聖
職
者
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
｡

(1
)
Zbid
"
p

p.203･204.

(S
)
Zbid
"
pp
.220･22)
.

(14
)

B
a
g
eho
t,
T
h
e
E
n
g
lish
C
o
n
stitu
tio
n
,p
.
306.
邦
訳
､

1
九
四
貢
｡

(15
)

し
た
が
っ
て
'
ポ
ー
ル
･
ス
ミ
ス
の
よ
う

に
､
こ
の
部
分
に
お
け
る

｢国
民
の
大
多
数
｣
･
｢賢
明
で
な
い
多
数
者
｣
･
｢数
的
多
数
者
｣
の
す
べ
て
を

一

義
的
に
非
有
権
者
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
C
f"
P
aul
Sm
ith
,"
Introduction
,"
in
T
h
e
E
n
g
lish
C
o
n
stitu
tion
,
C
a
m

b
ridge

U
niversity
P
ress,p
.xx
i.

ス
ミ
ス
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
内
閣
政
治
は
非
有
権
者
の
信
従
ば
か
り
で
な
-
有
権
者
の
信
従
に
も
依
拠
す
る
と
考

え
て
い

る
点
を
適
切
に
指
摘
し

っ
つ
も
'
｢賢
明
で
な
い
多
数
者
｣
が
少
数
者
に
委
任
す
る

｢支
配
者
を
選
ぶ
自
ら
の
権
力
｣
に
つ
い
て
､
そ
れ
は
バ
ジ
ョ
ッ
ト

が
考
え
て
い
る
国
制
で
は
彼
ら
多
数
者
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
｡
要
す
る
に
'
｢賢
明
で
な
い
多
数
者
｣
を
非
有
権
者
層
と

解
釈
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
､
持
っ
て
い
な
い
権
力
を
委
任
す
る
､
と
い
う
の
は
奇
妙
な
発
想
で
あ
る
｡
や
は
り
､
｢支
配
者
を
選
ぶ
自
ら
の
権
力
｣

は
､
有
権
者

(｢数
的
多
数
者
｣
)
が
現
に
保
持
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(1
)

Z
bid
.,p
1
378
1
邦
訳
､
二
七
八
貢
｡

(17
)

熟
練
労
働
者
層
は
､
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
が
執
筆
さ
れ
た

一
八
六
〇
年
代
前
半

(第
二
次
選
挙
法
改
正
前
)
の
時
点
で
は
非
有
権
者
で
あ
っ
た
が
､

本
節
で
先
に
示
し
た
よ
う
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
政
治
的
優
位
を
与
え
な
い
と
い
う
条
件
付
き
で
選
挙
権
を
付
与
す
べ
き
層
と
み
な
し
て
い
る
の
で
､
こ

こ
で
の

｢最
下
層
階
級
の
人
々
｣
･
｢リ
ス
ベ
ク
タ
ブ
ル
で
な
い
階
級
の
人
々
｣
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
18
)

B
a
g
e
h
o
t
.
T
h
e
E

ngl
i

sh

C
o
n
stitu
tion
,
p
.3
7
8
.
邦
訳
'
二
七
九
頁
｡

(1
)

バ
ジ

ョ
ッ

ト
の
以
上
の
錯

綜
し
た
議
論
に
よ
っ
て
生
じ
た
解
釈
上
の
混
乱
の
例
と
し
て
､
次
を
参
照
.
D
ennis
K
av
anagh
,
"T
he
D
eferential

E
n
gl

ish:A
C
om
parative
C
ritique."
G
ovem
m
en
t
and
Q
t79
o
s
iti
on.
no.6,)97
),pp.
333･36
0
.

こ
の
論
文
で
は
､
貧
し
い
無
知
な
階
級
が

大
衆

と
同

一
視
さ
れ
'
彼
ら
は
女
王
に
信
従
す
る
と
と
も
に
､
｢
ミ
ド

ル
ク
ラ
ス
に
も
信
従

し
て
い
た
｣
(p
.
334
)
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
記
述
は
明
ら

か
に
'
｢信
従
｣
と

｢服
従
｣
と
の
混
同
に
も
と
づ
い
て
い
る
｡
大
衆
を
非
有
権
者
層
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
､
彼
ら
は
間
接
的
に
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に

｢服

従
｣
し
て
い
る
と
し
て
も

｢信
従
｣
は
し
て
い
な
い
｡

(20
)

遠
山
隆
淑

｢
ウ
ォ
ル
タ
ー
･
バ
ジ
ョ
ッ
ト

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
の
政
治
戦
略
｣
で
は
'
二
系
列
の
信
従
の
契
機
や
態
様
に
お
け
る
相
異
が
強
調
さ

れ
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
る
両
者
の
相
異
の
自
覚
は

｢崇
敬

(r
everence)｣
と

｢信
従

(d
e
ference)｣
と
い
う
二
つ
の
用
語
の
使
い
分
け
に
ま
で
反
映

(72-4-88)982



バジョット 『イギリス国制論』における信従の概念について (関口)

し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

二

三
二
-

二
二
九
頁
)
｡
た
し
か
に
､
君
主
と
最
下
層
階
級
と
の
間
の
よ
う
に
'
上
下
の
距
離
が
極
度
に
大
き
い
た
め

に
上
位
者
の
存
在
が
神
秘
化
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が

｢崇
敬
｣
と
い
う
語
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
､
こ
の
遠
山
論
文
の
指
摘
す

る
通
り
で
あ
る
｡
し
か
し
同
時
に
､
君
主
に
対
す
る
崇
敬
の
態
度
を

｢信
従
｣
と
言
い
換
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
も
見
落
と
せ
な
い
｡
こ
の
言
い
換

え
は
､
す
で
に
本
文
で
も
言
及
し
た

一
節
'
す
な
わ
ち
､
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
大
半
は
､
自
分
た
ち
の
支
配
者
に
対
し
て
で
は
な
-
､
何
か
別
の
も
の

(劇

場
的
な
見
せ
物
)
に
信
従
し
て
い
る

(yield
a
d
ef
erence)
と
い
う
議
論
の
中
で
登
場
し
て
い
る

(B
a
g
eh
ot〉
T
h
e
E
ngli
sh
C
on
stitution
,p
.3
78
.

邦
訳
､
二
七
九
貢
)0

(a
)

B
a
g
eh
o
t〉
T
h
e
E
n
g
lish
C
o
n
stitu
tio
n
,p
.
3
9
)
.
邦
訳
､
二
九
四
貢
｡

(2
)

Zbid
"
p
.
3
)i
.
邦
訳
'

二
〇
〇
頁
｡

(23
J

zbid
.,
p
.3
8
)
.
邦
訳
'
二
八
二
貢
｡

(S
)

Zbid
.,
p
.
)68
.
邦
訳
､
三
〇
四
-
三
〇
五
頁
｡

(25
)

な
お
､

本
稿
で
は
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
信
従
の
契
機
と
し
て
伝
統
や
習
慣
に
注
目
し
て
い
る
点
に
も
留
意
が
必
要
で

あ
ろ
う
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
第

一
章
で
､
劇
場
的
要
素
が
知
性
に
乏
し
い
下
層
階
級
の
信
従
を
喚
起
す
る
点
を
指
摘
し
た
後
に
､
尊

厳
的
部
分
が
存
在
し
て
い
る
も
う

一
つ
の
理
由
と
し
て
'
伝
統
的
習
慣

(th
e
d
u
〓
tra
d
itio
n
a
-
h
ab
it
o
f
m
ank
ind
)
が
最
も
知
的
な
人
間
の
行
動
さ

え
も
導
-
契
機
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
た
だ
し
､
習
慣
の
実
践
的
効
用
に
関
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
評
価
に
は
'
積
極
的
な
も
の

と
消
極
的
な
も
の
が
並
存
し
て
い
る
｡
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
習
慣
が
尊
敬
と
忠
誠
を
喚
起
す
る
面
で
は
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
の
､
そ
れ
が
社
会
の
変
化

に
制
度
を
適
応
さ
せ
る
場
合
に
抵
抗
要
因
と
な
る
点
に
つ
い
て
は
消
極
的
に
評
価
し
て
い
る

(Zb
id
.,
pp.
2
0
9
･
2
L
O
.

邦
訳
､
七

一
-
七
二
貢
)
｡
信
従

の
主
体
で
は
な
-
信
従
の
対
象
と
な
る
べ
き
政
治
エ
リ
ー
ト
に
お
い
て
は
'
伝
統
的
習
慣
が
過

剰
に
働
-
と
か
え

っ
て
逆
効
果
だ
と
い
う
の
が
'
バ

ジ
ョ
ッ
ト
の
考
え
で
あ
ろ
う
｡
他
方
､
伝
統
的
習
慣
と
劇
場
的
要
素
が
並
行
し
て
積
極
的
な
効
果
を
持
つ
事
例
に
つ
い
て
は
'
別
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
｢今
の
と
こ
ろ
は
､
少
数
者
は
､
多
数
者
の
理
性

(r
eason
)
で
は
な
-
彼
ら
の
想
像
力

(im
ag
in
ations)
と
彼
ら
の
習
慣

(habits)
を
つ
か
む
こ
と
で
支
配
し
て
い
る
｡
多
数
者
が
全
-
知
ら
な
い
遠
い
事
柄
に
つ
い
て
は
､
彼
ら
の
空
想
を

つ
か
み
､
彼
ら
が
よ
-
知
っ
て
い

る
身
近
な
事
柄
に
つ
い
て
は
､
彼
ら
の
慣
習

(custom
s)
を
つ
か
む
こ
と
で
支
配
し
て
い
る
｣
(Zbid
.,
p
一
3
8)
.

邦
訳
､
二
八
二
頁
)
o
伝
統
的
習
慣

の
効
果
と
そ
の
両
義
性
を
詳
し
-
取
り
上
げ
て

い
る
論
考
と
し
て
は
次
を
参
照
｡
岩
垂
政
敏

｢国
家
構

造
に
お
け
る

(尊
厳
的
部
分
)
と

(実
践
的
部

分
)
(
一
)
-

W

･
バ
ジ
ョ
ッ
ト

『英
国
国
家
構
造
論
』
の
基
礎
カ
テ
ゴ
リ
ー
1

｣
､
『福
島
大
学
商
学
論
集
』
第
三
九
巻
第
四
号

二

九
七

一
年
)
､

二

六
-

1
六
二
頁
､
と
-
に
一
五
二
-

一
六
〇
貢
を
参
照
｡

第
三
節

983(72-4-89)



論 説

(1
)
B

a
g
eh
o
t.
"T
h
e
H
isto
ry
o
f
th
e
U
n
refo
rm
ed
P
a
rtia
m
e
n
t,
an
d

i
t
s

L

e

sso
n
s,"
p
.
2
78
.
本
稿
第
二
節

(
一
四
-

一
五
頁
)
の
引
用
を
参

照

｡

(2
)
B
a
g
eh
o
t,
"P
a
rlia
m
en
ta
ry
R
e
fo
rm
,"
p
.2
0
5
.

(3
)
B
a
g
eh
o
t,
T
h
e
E
n
g
lish
C
on
stitu
tio
n
,
pp
1
3
8
7
3
82
.

邦
訳
､
二
八
二
-

二
八
三
頁
｡
遠
山
隆
淑

｢ウ
ォ
ル
タ
ー
･
バ
ジ
ョ
ッ
ト

『イ
ギ
リ
ス

国
制
論
』
の
政
治

戦
略
｣
(
一
六

一
頁
､
注
(30
)
)
に
よ
れ
ば
､
こ
の
一
節
に
お
け
る

｢力
学
で
不
安
定
な
均
衡
と
呼
ば
れ
て
い
る
状
態
｣
と
い
う
表
現

は
､
イ
ギ
リ
ス
の
寡
頭
制
的
支
配
の
現
状
を
そ
の
よ
う
に
批
判
的
に
表
現
し
た

『代
議
政
治
論
』
に
お
け
る
ミ
ル
の
主
張
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
｡

(4
)

B
a
g
eh
o
t,
T
h
e
E
ng
lis
h
C
on
stitutio
n
,
p
.2
9

8
.
邦
訳
､

一
八
三
頁
｡

(5
)

Zbid
.,
p
.299.
邦
訳
'

一
八
四
頁
｡

(6
)

第
二
次

選
挙
法
改
正
に
お
い
て
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
政
治
家
は
､
周
知
の
よ
う
に
､
第
三
次
ダ
ー
ビ
ー
内
閣
の
蔵
相
､
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
で
あ
る
｡

バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､

1
八
五
九
年
か
ら

一
八
七
六
年
に
か
け
て
'
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
の
名
前
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
四
篇
の
短
い
論
文
を

『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』

誌
に
発
表
し
て
い
る
が
､
そ
の
う
ち
の
一
篇
は
､
第
二
次
選
挙
法
成
立
直
後
の
も
の
で
あ
る
｡
"W
h
y
M
r.
D
isra
e
ti
h
a
s

Su
cc
e
e
ded
"
()86
7).
in

T
h
e
C
o
llected

W
o
yk
s
of

W
a
lter
B
ageh
o
t,
T
h
e
E
c
o
n
o
m
ist,
v
o
).
3
,
19
7
4
,
p
p
1
49
T
49
4
.

こ
の
論
文
で
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
改
正
法
案
を

｢デ
ィ
ズ
レ
-
リ
氏
の
法
案
｣
と
呼
び
､
そ
の
意
図
に
つ
い
て
､
｢デ
ィ
ズ
レ
-
リ
氏
は
'
保
守
党
の
支
持
基
盤
を
自
分
た
ち
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
で

き
る
諸
階
級
よ
り
も
下
層
の
階
級
に
置
-
こ
と
に
よ
っ
て
'
ウ
ィ
ッ
グ
党
を
-

可
能
な
ら
ば
急
進
派
も
-

打
ち
負
か
す
た
め
に
､
つ
ね
づ
ね
､
き
わ

め
て
低
い
と
こ
ろ
に
ま
で
お
り
て
い
-
こ
と
を
望
ん
で
い
た
｣
と
論
じ
て
い
る

(p
.
49
)
)O
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
の
成
功
の
原
因
に
つ
い
て
は
､
バ
ジ
ョ
ッ

ト
は
次
の
よ
う
に
辛
口
に
結
論
づ
け
て
い
る
｡
｢誠
実
さ
に
お
け
る
-
1
リ
ー
覚
の
遅
鈍
と
不
誠
実
さ
に
お
け
る
こ
の
ト
ー
リ
ー
指
導
者
の
敏
捷
さ
の
結

果
が
何
で
あ
る
の
か
は
､
将
来
が
､
わ
れ
わ
れ
が
現
在
理
解
で
き
る
以
上
に
う
ま
-
知
ら
せ
て
-
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
の
動
力
が
ま
さ
に
何
で

あ
る
の
か
は
'
わ
れ
わ
れ
に
も
よ
-
わ
か
る
｡
勝
利
し
た
の
は
欺
隔
そ
れ
自
体
で
は
な
-
､
時
宜
に
か
な
っ
た
場
所
で
の
非
凡
な
能
力
に
よ
る
欺
臓
だ
っ

た
の
で
あ
る
｣
(p
.
49
4)｡
他
の
三
籍
で
も
､
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
に
対
す
る
評
価
は

一
貫
し
て
手
厳
し
く

邦
槍
に
込
め
ら
れ
た
党
派
的
対
抗
心
も
濃
厚
で

あ
り
'
こ
の
ト
ー
リ
ー
覚
指
導
者
は
い
か
が
わ
し
い
機
会
主
義
的
政
治
家
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
､
こ
れ
ら
の
論
文
に
先
立
っ

て
､
｢政
治
家
と
し
て
の
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
｣
(
一
八
六
三
年
)
で
'
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
と
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
と
の
共
通
点
と
し
て
､
両
者
の
機
会

主
義
を
強
調
し
て
い
た
｡
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
か
ら
ハ
ノ
ー
ヴ

ァ
-
家
の
王
朝
交
替
期
に
議
会
に
登
場
し
た
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ

れ
ば
､
｢デ
ィ
ズ
レ
-
リ
氏
と
同
様
'
ト
ー
リ
ー
覚
が
口
の
き
け
な
い
権
力
の
状
態
に
あ
る
の
を
見
出
し
た
｡
ま
た
､
彼
と
同
様
に
党
の
代
弁
者
と
な
り
､

党
の
権
力
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
｡
｣
"
B
o
lin
g
b
ro
k
e
a
s
a
S
ta
te
sm
a
n
,"
p
A
g
.
当
時
の
ト
ー
リ
ー
党
が
､
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
王
位
継
承
へ
の
警

戒
感
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
王
位
継
承
者
を
ド
イ
ツ
に
探
し
求
め
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
の
双
方
に
よ
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
混
迷
す
る
中
､
ボ
ー
リ
ン
グ

ブ
ル
ッ
ク
は
､
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
家
に
執
着
す
る
党
内
外
の
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
的
感
情
を
利
用
し
て
政
治
的
に
の
し
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
､
ト
ー
リ
ー
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バジョット 『イギリス国制諭』における信従の概念について (関口)

党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
混
迷
状
態
の
中
で
民
衆
感
情
に
お
も
ね
な
が
ら
権
力
を
獲
得
す
る
機
会
主
義
的
政
治
家
と
い
う
点
で
'
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
と
重
な
る

と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
と
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
の
類
似
点
に
つ
い
て
の
同
様
の
指
摘
は
'
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
で
も
繰
り
返
さ
れ
て

い
る

(B
a
g
eh
ot
,
T
h
e
E
ng
lis
h
Constitu
tio
n
,
p
.
299.
邦
訳
'

一
八
四
頁
).
非
熟
練
労
働
者

へ
の
選
挙
権
拡
大
を
禁
じ
手
と
見
て
い
た
バ
ジ
ョ
ッ

ト
が
'
『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
公
刊
後

'こ
の
点
に
頓
着
し
な
い
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
に
よ
る
選
挙
法
改
正
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
機
会
主

義
的
政
治
家
と
い
う
印
象
を
い
っ
そ
う
強
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
､
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
と
デ
ィ
ズ

レ
-
リ
の
類
似
性
の
強
調
は
､
巧
妙
な
攻
撃
戦
術
だ
っ
た
と
言
え
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
青
年
時
代
の
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
本
人
に
と
っ
て
､
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ

ク
は
見
習
う
べ
き
ヒ
ー
ロ
ー
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
C
f.,
B
enjam
in
D
israeti,
"V
ind
i
c

ation
o
f
theE
n
g
tis
h
C

o
n
s
titution"
,
)8
35,
in
W
7u
+g

and
Wh
iBgism,ed.by
W
illiam
H
utch
eon
,J
o
h
n
M
u
rray
,
)9
)3,p
p
L
Lt･232
.
｢し
か
し
な
が
ら

､

ト
ー
リ
ー
党
-

す
な
わ

ち
､
イ
ギ
リ

ス国
民
-

が

元来の
主
権
者
の
復
活
に
対
す
る
一
切
の
希
望
あ
る
い
は
願
望
を
放
棄
し
た
と
き
'
ハ
ノ
ー
ヴ

ァ
-
家
の
王
位
継
承
の
確
定
を
自
分
た
ち

の
自
由
の
維
持
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
と
み
な
す
こ
と
を
自
ら
に
教
え
込
み
､
修
正
や
抗
議
な
し
で
自
分
た
ち
が
こ
れ
ま
で
反
対
し
て
き
た
政
治
的
見
解

そ
の
も
の
を
承
認
し
認
容
し
た
と
き
'
不
都
合
は
い
っ
そ
う
明
白
と
な
っ
た
｡
政
党
の
名
称
や
標
語
が
時
代
遅
れ
と
な
り
､
旧
来
の
馴
染
み
の
あ
る
主
張

に
執
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
際
に
行

っ
て
い
る
こ
と
以
上
に
不
人
気
な
見
解
を
公
言
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
､
よ
り
巧
妙
な
競
争
相
手
を
有
利
に
さ
せ

て
い
る
､
そ
う
い
う
時
期
が
あ
る
も
の
で
あ
る
｡

1
般
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
､
大
き
な
政
治
的
変
化
と
急
速
な
政
治
的
変
遷
の
時
代
に
は
､
政

党
が
自
ら
を
再
洗
礼
す
る
の
を
好
都
合
と
知
る
｡
こ
う
し
て
､
今
日
で
は
､
ウ
ィ
ッ
グ
党
は
改
革
党

(R
ef
orm
ers)
に
､
ト
ー
リ
ー
党
は
保
守
党

(c
o
n
serv
ativ
es)
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
前
世
紀
前
半
で
は
､
ト
ー
リ
ー
党
は
､
最
近
経
験
し
た
の
と
同
様
の
再
組

織
化
を
必
要
と
し
て
い
た
｡
必
要

と
さ

れ
て
い
る

個
人
が
長
い
間
不
足
し
続
け
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
が
人
間
事
象
の
本
性
で
あ
る
よ
う
に
へ
私
が
今
取
り
扱

っ
て
い
る
時
節
に
お
い
て

も
'
華
々
し
い
時
代
に
お
け
る
傑
出
し
た
人
物
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
｡
彼
は
､
す
ぐ
れ
た
組
織
化
の
才
能
を
駆
使
し
て
､
イ
ギ
リ
ス
の
党
派
の
混
乱
し

不
調
和
な
素
材
を
整
理
し
､
そ
れ
ら
を
明
確
で
体
系
的
な
秩
序

へ
と
変
え
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
こ
そ
'
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
卿
で
あ
っ
た
｡
｣

(pp.

2
17
･2)8
)
｣

デ
ィ
ズ
レ
-
リ
に
と
っ
て
､
ボ
ー
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
近
代
ト
ー
リ
ー
主
義
の
創
始
者
で
あ
り
､
ト
ー
リ
ー
･デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
自
ら

の
政
治
的
姿
勢
の
原
点
で
も
あ
っ
た
｡

(7
)
B

ag
e
h
o
t
.
T
h
e
E
n
g
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h

C
o
n
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n
,
p
.
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邦
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､
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〇
六
-
三

〇
七
頁
｡
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Z
bid
"
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邦
訳

へ

三

一
三
寅
｡
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)
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p
.
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邦
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､
三
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頁
｡
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)
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p
.
)66
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邦
訳
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三
〇
二
頁
｡
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)

Z
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"
p
.
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邦
訳
､
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〇
九
頁
｡
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Z

b
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邦
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貢
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論 説

(1
)

Z

bid
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p
p
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)73⊥
7
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邦
訳
､
三

一
二
頁
｡

(1
)

Zbid
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pp
.
)74･)75
.
邦
訳
､
三

二

1-
三

二
二
頁
O

(15
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B
a
g
eh
o
t,
"P
a
rliam
en
tary
R
eform
,"
p

.
205
.

(16
)

B
a
g
eh
otV
T
h
e
E
ng
lish
C
on
stitu
tion
,p
.
)73
.

邦
訳
､
三

二

頁
O

(17
)

Zbid
.,
p
.
)7
5
.
邦

訳
､
三

一
四
頁
｡

(1
)

Zbid
.,
p.
)

7
7
.

邦
訳
､
三

二
ハ
ー
三

1
七
頁
｡

(19
)

Z
bid
.,
pp
.
)7
7･
)78
.
邦
訳
､
三

丁
七
頁
｡

(20
)

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
で
は
､
実
践
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
る
こ
と
を
前
提
に
､
第
二
次
選
挙
法
改
正
直
前
の
国
制
に
お
け
る
調
和
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
精
妙
な
描
写
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
以
上
'
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
理
論
的
枠
組
を
そ
の
ま
ま
流
用
す
る
形
で
は
､
実
際
の
選
挙
法
改
正
が
も
た

ら
し
た
大
規
模
な
変
化
に
柔
軟
か
つ
即
座
に
対
応
す
る
こ
と
は
不
可
避
的
に
困
難
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
を
示
唆
し
て
い
る
次
の
論

考
を
参
照
｡
P
aul
S

m
ith
.
"
In
trod
u
ction
,"
in
T
h
e
E
n
g
lish
C
o
n
stitu
tion
,p
.
x
x
ii.
た

だ

し

､
こ
の
点
に
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
無
自
覚
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
別
個
に

問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
｡

お
わ
り
に

(1
)

B
a
g
eh
ot,"L
ord
A
tth
orp
a
n
d
th
e
R
eform
A
ct
of
18
32,"
T
h
e
C
o
llected
W
o
yk
s
of
W
a
lter
B
ag
eh
o
t,T
h
e
E
con
o
m

i
s

tL
9687v
ot･

3,
pp
.
20
)-23).

(2
)

Zbid
..
p
p
.
2

23･225.

(3
)

Zbid
.,p
.2
25
.

(4
)

Zbid
I.
p
.
226
.

な
お
､
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る

｢
ヒ
ユ
ー
ム
｣
は
､
お
そ
ら
-
､
J
o
se
ph
H
u
m
e
()7
77
･)855)
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
｡

(Ln
)
Z
b
i
d.,
p
.

228
1

(6
)

Zbi
d
"
p
.
228
1

(7
)

非
熟
練
労
働
者
に
ま
で
選
挙
権
が
拡
大
し
た
大
衆
民
主
主
義
に
お
い
て
､
女
王
を
劇
場
的
要
素
と
し
て
活
用
で
き
る
と
確
信
し
実
際
に
活
用
し
た
の

は
､
｢
ト
ー
リ
ー
･
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
｣
を
標
樺
し
た
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
こ
の
点
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
t
M
i-
es
づ

ay-or}

"
Introd
u
ction
."
in
T
h
e
E
n
g
lish
C
o
n
stitu
tion.O
x
fo
rd
U
n
iv
ers
ity
P
ress〉200),p
.
x
x
iv
を
参
照
.
第
二
次
選
挙
法
改
正
後
の
バ
ジ

ョ
ッ
ト

が
上
層
階
級
の
政
治
指
導
と
そ
れ
を
可
能
と
す
る
信
従
に
注
目
し
て
い
っ
た
こ
と
に
加
え
て
､
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
に
対
す
る
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
低
い
評
価

(本

稿
第
三
節

･
注
(
6

)
)

を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
､
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
デ
ィ
ズ
レ
-
リ
の
こ
う
し
た
路
線
を

『イ
ギ
リ
ス
国
制
論
』
に
お
け
る
自
ら
の
洞
察

(72-4-92)986


