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ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
の
場
合

清

滝

仁

志

は
じ
め
に

１

共
和
主
義
者
と
し
て
の
ミ
ル
ト
ン

２

国
王
処
刑
支
持
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
分
析

３

抵
抗
理
論
の
典
拠
と
し
て
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン

４

ミ
ル
ト
ン
と
自
然
権

お
わ
り
に

は

じ

め

に

一
六
四
九
年
一
月
三
〇
日
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
多
く
の
者
に
と
っ
て
は
意
外
な
事
件
で
あ
っ
た
。
当

時
、
国
王
の
処
刑
を
望
む
意
見
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
未
曾
有
の
出
来
事
は
、
軍
の
将
校
と
そ
れ
に
賛
同
す
る
少
数
の
議
員
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
王
を
も
た
な
い
政
体
を
め
ざ
す
と
い
う
意
味
で
の
共
和
主
義
（
本
稿
で
は
モ
リ
ル
の
用
法
に
し
た

一
三
三

一
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が
っ
て
積
極
的

ス
ト
ロ
ン
グ

共
和
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）は
国
王
殺
害
の
当
時
に
お
い
て
知
的
影
響
力
を
ほ
と
ん
ど
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
モ
リ
ル

が
い
う
よ
う
に
「
一
六
四
〇
年
代
後
半
に
言
論
人
が
ど
う
考
え
よ
う
が
、
実
践
の
人
に
と
っ
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
を
廃
止
さ
せ
る
こ
と
も

君
主
制
の
廃
止
も
全
く
想
定
外
」
で
あ
り
、「
国
王
を
欠
く
共
和
国
の
確
立
は
、
ま
さ
し
く
晴
天
の
霹
靂
」
と
い

（
１
）

え
た
。

国
王
殺
害
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
積
極
的
共
和
主
義
は
知
的
世
界
の
状
況
を
み
る
と
全
く
唐
突
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
内

乱
勃
発
以
前
の
政
治
議
論
に
お
い
て
積
極
的
共
和
主
義
を
導
き
出
す
議
論
は
、
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
批
判
し
た
、

古
典
古
代
の
政
治
思
想
へ
の
関
心
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
王
政
に
対
す
る
反
乱
の
原
因
の
う
ち
で
最
も
多
い
も
の
の
一
つ
は
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
や
ロ
ー
マ
人
の
政
治
の
書
物
や
歴
史
を
読
む
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
、
青
年
た
ち
や
そ
の
他
の
確
固
た
る
理
性
と
い
う
解
毒
剤
を
備
え
て
い
な
い
人
々
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
や
ロ
ー
マ
人
の

軍
隊
の
指
揮
者
た
ち
が
成
し
遂
げ
た
偉
大
な
戦
争
の
手
柄
に
つ
い
て
、
強
烈
で
魅
惑
的
な
印
象
を
受
け
、
さ
ら
に
そ
の
ほ
か
に
も
、
彼
ら
が
な
し

た
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
、
好
ま
し
い
印
象
を
受
け
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
偉
大
な
繁
栄
は
、
個
々
人
の
負
け
ま
い
と
す
る
努
力
か
ら
で
は
な
く

て
、
彼
ら
の
統
治
が
民
衆
的
形
態
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
、
考
え
る
の
で
あ
る
。
…
こ
う
し
た
書
物
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
は
彼
ら
の
王
を
殺

害
し
よ
う
と
企
て
た
の
で

（
２
）

あ
る
。」

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
人
文
主
義
的
政
治
論
は
、
必
ず
し
も
共
和
政
を
支
持
し
た
わ
け
で
な
く
、
一
六
世
紀
に
お
い
て
そ
れ
は「
君

主
の
鑑
」に
見
ら
れ
る
よ
う
に
君
主
の
統
治
を
支
持
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
言
う
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー

マ
の
共
和
政
を
理
想
の
社
会
と
し
、
そ
こ
で
の
有
徳
な
市
民
精
神
を
称
賛
す
る
議
論
は
常
に
存
在
し
て

（
３
）

い
た
。
そ
し
て
、
内
乱
期
に
は

古
典
古
代
に
政
治
の
理
想
を
見
出
す
議
論
は
、
市
民
の
自
由
な
ど
共
和
政
の
意
義
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
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内
乱
期
の
共
和
主
義
に
つ
い
て
、
ウ
ォ
ー
デ
ン
は
「
古
典
共
和
主
義
」
も
し
く
は
「
共
和
主
義
」
と
し
て
、
そ
れ
を
「
近
代
初
期
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
や
バ
ロ
ッ
ク
期
の
君
主
政
の
台
頭
に
対
し
、
反
対
し
た
知
的
抵
抗
で
あ
り
」、
さ
ら
に「
そ
の
反
対
に
際
し
て
、

古
典
古
代
の
政
治
的
著
作
や
政
治
的
実
践
活
動
に
広
範
に
依
拠
し
た
運
動
」
と
定
義
し
て

（
４
）

い
る
。
た
だ
し
彼
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け

る
共
和
主
義
の
展
開
を
一
六
五
〇
年
代
の
共
和
政
が
確
立
し
た
後
と
考
え
て

（
５
）

い
る
。

こ
の
時
代
、華
や
か
に
展
開
し
た
共
和
主
義
が
内
乱
と
そ
れ
に
引
き
続
く
共
和
政
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
実
践
原
理
と
し
て
評
価
さ
れ
、

知
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
は
研
究
の
余
地
が
大
き
い
。
近
年
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
研
究
に
お
い
て
共
和
主
義
の
関
心
が
高
ま
っ
て

い
る
も
の
の
、
共
和
政
が
制
度
と
し
て
定
着
し
た
フ
ラ
ン
ス
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
分
析
概
念
と
し
て
限
界
が
あ
る
。
国
王
の
い
な
い
政

体
を
め
ざ
し
た
共
和
主
義
が
公
然
と
出
た
の
は
内
乱
の
一
時
期
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
共
和
主
義
者
の
多
く
は
、
実
際
に
成
立
し
た
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
共
和
政
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
積
極
的
共
和
主
義
と
国
王
統
治
を
前
提
と
し
た
人
文
主
義
の
区
別
が
諸
研
究
に
お
い
て
不
明

確
で
あ
る
こ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
共
和
主
義
を
議
論
す
る
こ
と
が
一
筋
縄
で
い
か
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

内
乱
期
に
お
い
て
政
治
を
担
っ
た
者
に
と
っ
て
、
国
王
と
の
対
決
は
、
何
か
根
本
的
に
新
し
い
秩
序
や
理
想
社
会
を
目
ざ
し
た
計
画

的
活
動
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
今
ま
で
既
存
の
権
利
や
理
論
を
、
国
王
や
宮
廷
勢
力
の
危
険
な
侵
害
か
ら
守
る
た
め
に
用
い
る
中
で
、

国
王
処
刑
と
い
う
偶
発
事
件
に
直
面
し
た
。
こ
の
新
し
い
事
態
に
直
面
し
て
、
共
和
主
義
は
積
極
的
共
和
主
義
と
し
て
登
場
す
る
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
今
ま
で
の
既
存
の
権
利
や
理
論
と
の
関
係
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
コ
モ
ン
ロ
ー
ヤ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
た
立
憲
主
義
は
、
権
力
制
限
的
性
格
を
も
ち
、
伝
統
的
国
制
の
維
持
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
強
力
な
軍
事
力
を
背
景
に
領
土
拡

張
を
め
ざ
す
共
和
国
に
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
古
典
共
和
主
義
者
と
い
わ
れ
る
ハ
リ
ン
ト
ン
、
ネ
ヴ
ィ
ル
、
ニ
ー
ダ
ム

は
立
憲
主
義
に
立
っ
た
「
法
の
言
語
」
を
用
い
て
い
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
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ズ
ム
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
に
お
い
て
も
、「
徳
の
言
語
」
に
基
づ
く
「
共
和
主
義
」
と
「
法
の
言
語
」
に
基
づ
く
「
法
学
的
伝
統
」
な
い

し
「
自
由
主
義
」
と
は
対
立
し
た
緊
張
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て

（
６
）

い
る
。
一
六
四
〇
年
代
か
ら
一
六
六
〇
年
代
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
お
け
る
諸
事
件
が
い
わ
ゆ
る
革
命
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
歴
史
学
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
積
極
的
共
和
主
義
と
共
和
政
成

立
前
の
立
憲
主
義
お
よ
び
潜
在
的
に
あ
っ
た
古
典
共
和
主
義
の
関
係
は
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
（Jo

h
n M

ilto
n
,
1608

1674

）
の
政
治
的
立
場
は
、
当
時
の
共
和
主
義
者
の
な
か
で
は
突

出
し
た
も
の
と
い
え
る
。
彼
は
国
王
処
刑
の
際
に
い
ち
早
く
そ
れ
を
支
持
す
る
著
作
『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
（T

h
e
 
T
en
u
re
 
of

 
K
in
gs an

d
 
M
agistrates

）』
を
公
に
す
る
。
こ
の
た
め
に
、
以
後
ミ
ル
ト
ン
に
は
、「
国
王
弑
逆
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
つ
き
ま
と
い
、

王
政
復
古
後
の
し
ば
ら
く
の
間
、
急
進
的
ホ
イ
ッ
グ
に
さ
え
、
そ
の
名
を
出
す
の
も
は
ば
か
ら
れ
る
ほ
ど
敬
遠
さ
れ
る
理
由
と
な
っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
は
共
和
政
成
立
以
後
、
政
府
の
ラ
テ
ン
語
秘
書
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
共
和
国
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
と
し
て
著
作
活
動
を
展
開
し

た
。
こ
の
一
連
の
活
動
の
中
に
お
い
て
、
彼
は
「
法
の
言
語
」
と
「
徳
の
言
語
」
を
組
み
合
わ
せ
た
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
古
典

古
代
を
理
想
と
す
る
共
和
主
義
者
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
の
者
は
例
外
的
で

（
７
）

あ
る
。
本
稿
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
の
内
乱

勃
発
前
か
ら
の
共
和
主
義
的
政
治
観
を
分
析
し
た
後
、
国
王
処
刑
時
の
著
作
『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』
を
検
討
し
、
既
存
の
立
憲

主
義
的
議
論
と
彼
の
奉
ず
る
共
和
主
義
と
の
接
点
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
こ
の
著
作
に
お
い

て
「
法
の
言
語
」
の
上
に
立
つ
抵
抗
理
論
、
国
民
主
権
論
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
徳
を
も
っ
た
市
民
に
よ
る
統
治
と
い
う
共
和
主
義
的

議
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
後
の
共
和
国
時
代
の
議
論
に
つ
な
げ
た
。『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』の
分
析
で
は
同
時
期
の
国
王
処
刑
支

持
を
訴
え
る
他
の
著
者
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
比
較
検
討
す
る
中
で
、
そ
の
理
論
的
構
造
を
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
著

作
を
含
む
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
著
者
の
政
治
的
立
場
が
様
々
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
全
体
の
抵
抗
の
是
認
、
国
民
と
国
王
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と
の
統
治
契
約
、
統
治
権
の
国
王
へ
の
信
託
、
法
に
よ
る
王
権
の
制
限
と
い
う
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
同
様
な
理
論
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
分
析
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
一
群
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
典
拠
と
推
定
さ
れ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
抵

抗
理
論
を
検
討
す
る
中
で
、
ミ
ル
ト
ン
が
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
同
様
に
人
文
主
義
的
な
観
点
に
立
っ
た
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
抵
抗
理
論
の
形

式
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
、
共
和
主
義
的
政
治
観
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

本
稿
で
は
次
掲
の
全
集
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
巻
数
、
頁
数
を（

３
：
123）

と
い
う
略
号
で
表
記
す
る
。

W
o
lfe.

D
.
M
.
ed
s,
C
om
plete P

rose
 
W
orks of Joh

n
 
M
ilton

.
8v
o
ls,
Y
a
le U

n
iv
.
P
ress,

1953
82.

１

共
和
主
義
者
と
し
て
の
ミ
ル
ト
ン

ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
が
国
王
の
い
な
い
政
体
と
し
て
の
共
和
主
義
を
好
ま
し
い
も
の
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
内
乱
期
の

早
い
時
期
と
推
定
さ
れ
る
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
い
て
人
文
主
義
的
教
育
を
受
け
た
彼
は
、
古
典
古
代
の
知
的
世
界
に
深
い
関
心

を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
共
和
主
義
へ
の
関
心
に
発
展
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
大
学
卒
業
後
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
著
作
家
と
し
て
公
に

登
場
す
る
間
の
自
学
期
間
で
あ
っ
た
。
裕
福
な
公
証
人
の
子
と
し
て
ミ
ル
ト
ン
は
、
地
方
で
隠
棲
し
な
が
ら
古
典
を
学
習
す
る
時
間
を

も
っ
て
い
た
。

そ
の
自
己
研
鑽
の
時
期
に
読
ん
だ
文
献
の
抜
書
と
し
て
『
備
忘
録
（C

om
m
on
place B

ook

）』
が
存
在
す
る
。
抜
書
は
様
々
な
項
目
別

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
項
目
は
悪
徳
、
貪
欲
、
大
食
、
自
殺
、
好
奇
心
、
怠
惰
、
虚
言
、
音
楽
、
食
物
、
婚
姻
、
教
育
、
貧
困
、
慈

善
、
高
利
貸
、
国
家
、
自
由
、
国
民
、
財
産
等
、
計
五
七
項
目
に
分
か
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
形
の
研
究
を
積
み
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重
ね
る
中
で
、
ミ
ル
ト
ン
の
古
典
古
代
の
関
心
が
政
治
社
会
へ
と
広
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
国
家
の
項
に

お
け
る
最
後
の
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
戦
術
論
』
か
ら
の
次
の
引
用
で
あ
る
。

「
共
和
政
は
君
主
政
よ
り
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
よ
り
優
れ
た
者
は
王
国
よ
り
も
共
和
政
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
前
者
で
は
徳
は
常
に
称
賛
さ
れ
る
が
、
王
国
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
く
、
恐
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」（

１
：
420）

。

こ
の
抜
書
は
一
六
四
二
年
か
ら
一
六
四
四
年
頃
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ミ
ル
ト
ン
が
共
和
国
成
立
以
前
の
か
な
り

早
い
段
階
か
ら
、
君
主
政
と
対
置
す
る
意
味
で
の
共
和
主
義
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
他
に
も
国
民
の
精
神
と
政

体
と
の
関
連

自
由
な
政
体
を
維
持
す
る
に
は
国
民
が
健
全
な
公
共
精
神
を
も
た
な
い
と
な
ら
な
い
と
す
る

に
注
意
を
払
う

な
ど
、
後
に
共
和
政
擁
護
の
著
作
で
展
開
し
た
議
論
の
も
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
抜
書
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
『
備
忘
録
』
以
外
で
ミ
ル
ト
ン
が
は
っ
き
り
と
自
身
で
共
和
主
義
見
解
を
表
明
し
て
い
る
文
献
と
し
て
『
英
国
史
（H

istory of
 

B
ritain

）』
の
一
部
分
で
あ
る
「
補
遺
（d

ig
essio

n

）」
が
あ
る
。「
補
遺
」
に
お
い
て
は
、
後
年
の
共
和
国
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の

著
作
と
同
様
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
自
由
を
高
ら
か
に
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
自
由
に
拠
っ
て
、
彼
は
、
内
乱
の
途
中
で
権
力
を
握
っ

た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
的
見
解
を
も
つ
長
老
派
に
対
し
て
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

ミ
ル
ト
ン
は
、
国
王
と
対
峙
す
る
長
期
議
会
の
活
動
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
新
し
い
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
、

そ
の
た
め
に
詩
作
に
代
え
て
政
治
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
執
筆
・
公
刊
し
て
い
た
。
し
か
し
、
長
老
派
を
中
心
と
す
る
長
期
議
会
は
、
彼
の

期
待
に
は
応
え
な
か
っ
た
。
彼
が
出
版
し
た
一
連
の
離
婚
論
を
め
ぐ
る
長
老
派
議
員
と
の
軋
轢
や
長
期
議
会
の
出
版
規
制
に
対
し
て
反
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対
し
た
『
ア
レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
』
の
出
版
な
ど
で
、
両
者
の
関
係
は
悪
化
し
て
い
っ
た
。
一
六
四
五
年
三
月
の
『
コ
ラ
ス
テ
ィ
ー
リ
オ

ン
』
で
は
、
か
つ
て
の
同
志
で
あ
っ
た
長
老
派
議
員
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
リ
ン
に
対
し
て
「
私
は
し
ば
し
呆
然
と
し
た
。
い
っ
た
い
こ
の

よ
う
な
人
間
の
心
に
対
す
る
の
に
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
解
剖
学
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
知
識
が
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
心

の
中
に
誠
実
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」（

２
：
722）

と
ま
で
嘆
い
て
い
る
。

長
期
議
会
体
制
そ
の
も
の
に
対
す
る
ミ
ル
ト
ン
の
見
解
は
、
出
版
文
献
で
な
く
、『
英
国
史
』の
一
部
で
あ
る
が
、
公
に
す
る
こ
と
の

な
か
っ
た
「
補
遺
」
に
密
か
に
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
補
遺
」
は
一
六
四
〇
年
代
後
半
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ

（
８
）

れ
る
。
こ
こ
で
は

長
期
議
会
、
長
老
派
へ
の
痛
烈
な
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
補
遺
」
は
、
一
六
七
〇
年
の
『
英
国
史
』
出
版
の

際
、
ミ
ル
ト
ン
自
身
の
手
で
削
除
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
六
八
一
年
の
「
排
除
危
機
」
の
緊
迫
し
た
政
治
情
勢
の
中
で
、
王
党

派
に
よ
っ
て
『
一
六
八
一
年
に
お
け
る
長
期
議
会
の
性
格
』
と
し
て
独
立
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
出
版
さ
れ
る
運
命
を
た

（
９
）

ど
る
。

こ
の
「
補
遺
」
で
は
、
五
世
紀
、
ロ
ー
マ
支
配
か
ら
の
脱
却
に
よ
っ
て
ブ
リ
ト
ン
人
が
自
由
を
得
る
機
会
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
れ
に
失
敗
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
と
、
現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
情
勢
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
現
在
の
長
期
議
会
の
腐
敗
を

批
判
す
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
主
題
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
に
訪
れ
た
自
由
の
機
会
を
彼
ら
が
い
か
に
有
効

に
利
用
し
て
自
由
を
獲
得
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
五
世
紀
に
現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
先
祖
で
あ
る
ブ
リ
ト
ン
人
は
「
長
ら

く
求
め
て
き
た
自
由
を
掌
中
に
し
な
が
ら
」
そ
れ
に
失
敗
し
、「
悲
惨
な
荒
廃
し
た
状
況
」
に
陥
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
当
時
は

五
世
紀
に
そ
の
好
機
を
逃
し
て
以
来
や
っ
て
き
た
千
年
来
の
自
由
獲
得
の
機
会
で
あ
り
、
そ
れ
を
逃
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
し
て
ミ

ル
ト
ン
は
歴
史
的
教
訓
を
提
示
す
る
。
前
回
、
力
と
勇
気
に
は
人
後
に
落
ち
な
い
ブ
リ
ト
ン
人
が
自
由
獲
得
の
機
会
を
逸
し
た
の
は
、

統
治
者
と
聖
職
者
の
た
め
で
あ
っ
た
。
前
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
に
、
ミ
ル
ト
ン
は
現
在
の
好
機
に
お
け
る
両
者
の
対
応
を
批
判
す
る
。
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ミ
ル
ト
ン
が
強
調
す
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
の
自
由
で
あ
る
。
彼
が
こ
こ
で
主
張
す
る
自
由
と
は
、
宗
教
的
自
由
の
み
な
ら

ず
、
政
治
上
の
自
由
を
含
む
。
こ
の
政
治
上
の
自
由
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
民
が
自
己
の
政
治
的
支
配
権
を
も
つ
と
い
う
市
民
と
し
て

の
自
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
自
由
の
と
ら
え
方
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
か
ぶ
れ
の
連

中
の
特
徴
で
あ
る
と
評
し
た
と
お
り
で

（
10
）

あ
る
。

こ
の
自
由
を
享
受
す
る
の
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
市
民
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
「
自
由
は
諸
刃
の
剣
で
あ
り
、
優
れ
た
者
の

み
が
こ
れ
を
制
御
で
き
る
」（

５
：
551）

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ブ
リ
ト
ン
人
に
と
っ
て
、
こ
の
（
ブ
リ
テ
ン
島
と
い
う
）
土
地
は
、
戦
争
向
き
の
頑
丈
で
勇
気
あ
る
者
を
十
分
育
成
す
る
も
の
の
、
平
和
時

に
正
義
に
か
な
い
思
慮
深
く
統
治
す
る
者
は
あ
ま
り
産
出
し
な
い
。
そ
の
民
は
た
だ
常
識
に
頼
り
、
市
民
精
神
、
思
慮
、
公
へ
の
愛
よ
り
も
、
異

国
風
の
や
り
方
で
金
銭
や
空
し
い
名
誉
に
も
と
づ
き
考
え
、
行
動
す
る
。
こ
の
土
地
に
お
い
て
は
、
精
神
に
お
い
て
確
固
た
る
精
緻
な
ふ
る
ま
い

の
作
法
が
育
た
な
い
。
民
は
洗
練
さ
れ
ず
、
あ
ま
り
に
も
粗
野
で
あ
る
。
真
の
世
俗
統
治
を
実
行
し
理
解
す
る
勤
勉
性
や
徳
に
お
い
て
頑
固
で
強

情
な
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
と
思
う
の
で
あ
る
。
戦
野
で
の
勇
敢
な
行
為
や
勝
利
に
お
い
て
も
、
そ
の
目
的
や
勝
利
の
理
由
を
知
ら
な
い
の
で
良
き
成

功
や
悪
き
成
功
の
方
法
を
人
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
民
は
思
慮
深
い
と
は
言
え
ず
、
賢
明
で
も
な
い
。
太
陽
の
力
で

果
実
と
同
様
に
、
我
々
の
智
恵
も
成
熟
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ワ
イ
ン
や
オ
イ
ル
が
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
、
成
熟
さ
れ
た
理
解
や

多
く
の
市
民
的
徳
も
最
良
の
時
代
の
外
国
の
著
作
や
事
例
を
我
々
の
精
神
に
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
偉
大
な
企
て
の
中
で
い
ま
だ
に
そ

れ
を
う
ま
く
で
き
ず
、
道
半
ば
に
あ
る
の
だ
。」（

５
：
451）

彼
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
の
精
神
に
古
典
古
代
の
「
地
中
海
世
界
の
叡
智
」（

５
：
451）

を
導
入
す
る
こ
と
で
「
市
民
精
神
、
思
慮
、
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公
へ
の
愛
」
を
も
つ
「
正
義
に
か
な
い
思
慮
深
く
治
め
う
る
者
」
を
こ
の
地
に
育
て
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
変
動
き
わ
ま

り
な
い
政
治
情
勢
を
見
な
が
ら
、「
偉
大
な
企
て
」を
実
行
で
き
る
勢
力
を
模
索
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
結
果

と
し
て
ミ
ル
ト
ン
は
、
一
六
四
八
年
ま
で
に
独
立
派
に
期
待
を
託
す
こ
と
を
決
心
し
た
と
考
え

（
11
）

ら
れ
、
他
の
古
典
的
共
和
主
義
者

ハ
リ
ン
ト
ン
、
シ
ド
ニ
ー
、
ネ
ヴ
ィ
ル
、
ニ
ー
ダ
ム

と
異
な
り
、
プ
ラ
イ
ド
の
ク
ー
デ
タ
ー
、
国
王
処
刑
に
至
る
政
治
事
件
を
積

極
的
に
と
ら
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
国
王
処
刑
と
い
う
事
件
に
際
し
て
共
和
主
義
者
ミ
ル
ト
ン
の
言
論
活
動
の
内
容
を
み
て

い
く
こ
と
に
す
る
。２

国
王
処
刑
支
持
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
分
析

国
王
殺
害
の
当
時
、
こ
の
行
為
を
支
持
し
た
文
書
は
か
な
り
限
定
さ
れ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
処
刑
後
に
出
版
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

中
で
、
殺
害
を
正
当
化
し
て
い
る
も
の
を
ト
マ
ソ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
み
る
と
、
次
の
文
献
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
月
五
日

に
出
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
・
ウ
ォ
ー
（Jo

h
n W

a
rr,

?
?

）
の
『
国
民
の
特
権
も
し
く
は
共
通
の
権
利
と
自
由
の
原
理
（T

h
e P

riviled
ges of

 
th
e P

eople or,
P
rin
ciples of C

om
m
on R

igh
t an

d
 
F
reed

om

）』、
二
月
九
日
の
ジ
ョ
ン
・
ク
ッ
ク
（Jo

h
n C

o
o
k
,
?
1660

）
に
よ
る

『
チ
ャ
ー
ル
ズ
国
王
の
裁
き－

す
べ
て
の
理
性
人
へ
の
訴
え－
（K

in
g C

h
arls h

is C
ase or,

A
n
 
A
ppearl to A

l R
ation

al M
en

）』、

二
月
一
三
日
の
ミ
ル
ト
ン
に
よ
る
『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』、
二
月
一
六
日
の
ジ
ョ
ン
・
カ
ン
（Jo

h
n C

a
n
,?
1667

）
に
よ
る
『
黄

金
律
も
し
く
は
正
義
の
前
進
（T

h
e G

old
en R

u
le or,

Ju
stice A

d
van

ced
）』、
二
月
二
七
日
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
イ
・
コ

レ
ッ
ジ
の
フ
ィ
ド
ー
（F

id
o
e

）、
ジ
ー
ン
ズ
（Jea

n
s

）、
シ
ョ
ウ
（S

h
a
w

）
に
よ
る
『
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
に
対
す
る
最
近
の

訴
訟
手
続
に
つ
い
て
の
議
会
の
正
当
性
（T

h
e P

arliam
en
t ju

stified in th
eir late P

roceed
in
gs again

st C
h
arls S

tu
art

）』、
や
や
遅
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れ
て
五
月
三
〇
日
の
ジ
ョ
ン
・
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
（Jo

h
n G

o
o
d
w
in
,
1594?

1664

）
に
よ
る
『
正
義
の
妨
害
者
（T

h
e O

bstru
ctou

re of
 

Ju
stice

）』
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
著
者
は
、
古
典
古
代
を
理
想
と
す
る
共
和
主
義
者
と
は
か
な
り
趣
き
を
異
に
す
る
人
々
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ウ
ォ
ー
は
経

歴
不
詳
で
あ
る
が
、「
あ
ら
ゆ
る
統
治
と
い
う
も
の
に
疑
問
を
抱
き
、
土
地
保
有
に
反
感
を
も
つ
」
者
で
あ
り
、「
彼
の
発
言
の
位
置
は

ウ
ェ
ス
タ
ン
リ
ー
や
デ
ィ
ガ
ー
ス
に
近
い
」
急
進
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
著
述
家
で
あ

（
12
）

っ
た
。
ま
た
ジ
ョ
ン
・
ク
ッ
ク
は
、
国
王
処
刑
に

お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
裁
判
官
で
あ
り
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
出
す
こ
と
で
自
己
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
。
ジ
ョ

ン
・
カ
ン
は
急
進
的
な
聖
職
者
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
神
聖
国
家＝

第
五
王
国
設
立
を
論
じ
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
政

権
下
の
一
六
五
八
年
に
逮
捕
、
投
獄
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
ラ
ン
プ
政
権
を
支
持
し
な
が
ら
も
特
定
の

党
派
に
属
さ
ず
、
独
特
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
的
な
宗
教
思
想
を
標
榜
し
た
聖
職
者
で
あ

（
13
）

っ
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
家
の
立
場
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
が
、
共
通
す
る
の
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
個
人
を
批
判
す
る
も
の
の
、
国
王
の
職
務
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ

と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
国
王
抜
き
の
政
治
体
制
そ
の
も
の
を
支
持
す
る
の
で
は
な
く
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
る
立
憲
主
義
を
基
礎
に

し
な
が
ら
、
暴
君
放
伐
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ォ
ー
の
『
国
民
の
特
権
も
し
く
は
共
通
の
権
利
と
自
由
の
原
理
』
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
は
こ
の
文
書
に

お
い
て
、
国
民
と
国
王
と
の
関
係
を
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
統
治
権
は
基
本
的
に
は
国
民
の
中
に
あ
る
。
…
各
国
家
に
お
い
て
国
民
は
全
体
に
等
し
く
正
義
を
配
分
す
る
た
め
に
、
自
発
的
に

行
政
や
統
治
体
制
に
し
た
が
う
。
統
治
者
は
一
人
と
い
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
多
数
の
場
合
も
あ
る
。
選
挙
も
し
く
は
同
意（
征
服
に
よ
る
も
の
を
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除
外
す
る
）は
、
す
べ
て
の
正
義
に
か
な
っ
た
統
治
の
源
泉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
治
者
の
権
力
は
代
理
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
統
治
は
国
民
の
善
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は

国
民
の
福
利
は
最
高
の
法

と
い
う
格
言
で
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

我
々
は
、
統
治
が
な
ぜ
自
由
で
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
の
理
由
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
は
先
祖
に
知
恵
が
あ
る
か
無
知
な
の
か
に
よ

り
、
君
主
と
の
交
渉
に
お
い
て
権
力
の
制
限
を
つ
け
た
り
つ
け
な
か
っ
た
り
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
民
の
自
由
が
決
ま
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら

で
あ
る
。
あ
る
者
は
自
ら
の
権
力
を
君
主
の
意
志
の
ま
ま
に
彼
に
譲
り
渡
す
。
君
主
の
誠
実
さ
を
信
頼
し
て
そ
の
身
を
預
け
る
。
彼
ら
は
人
間
が

権
力
の
座
に
あ
る
場
合
、
誘
惑
に
陥
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
君
主
を
辞
め
さ
せ
る
の
が
可
能
で
あ
る
な

ら
ば
、
世
襲
さ
せ
な
い
こ
と
が
正
し
い
。
あ
る
国
民
は
こ
の
不
便
に
直
面
し
て
、
後
に
統
治
者
に
拘
束
と
法
を
設

（
14
）

け
た
。」

こ
こ
で
の
ウ
ォ
ー
の
主
張
は
、
次
の
二
つ
の
点
に
要
約
さ
れ
る
。
国
民
は
基
本
的
に
統
治
権
を
有
し
、
そ
の
国
民
は
彼
ら
の
善
や
安

全
の
た
め
に
統
治
者
を
設
け
、
自
発
的
に
そ
れ
に
し
た
が
う
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
選
ば
れ
た
統
治
者
は
国
民
の
代
理
人
に
す
ぎ
な
い
。

そ
し
て
統
治
者
が
権
力
を
濫
用
し
な
い
よ
う
に
法
が
定
め
ら
れ
、
彼
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
に
よ
れ
ば
、

統
治
者
は
も
っ
ぱ
ら
国
民
の
便
宜
の
た
め
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
く
便
宜
の
た
め
に
、
政
体
の
変
更
を
お
こ
な
う

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
最
初
に
一
人
の
統
治
に
し
た
が
っ
た
者
は
、
同
じ
理
由
で
多
数
つ
ま
り
貴
族
の
統
治
に
し
た
が
う
」

こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
政
体
の
変
更
を
柔
軟
に
認
め
て
い
る
。

実
は
、
ウ
ォ
ー
の
主
張
を
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
権
力
制
限
論
で
あ
る
公
会
議
主
義
で
な
じ
み
の
議
論
で
あ
る
。
つ
ま

り
国
民
を
一
つ
の
団
体
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
発
生
し
た
国
王
の
権
力
は
全
体
と
し
て
の
国
民
の
権
力
に
劣
る
と
い
う
論
理
で
あ

る
。
ウ
ォ
ー
は
「
国
民
の
全
体
が
、
統
治
者
よ
り
上
に
あ
り
」、
ま
た
団
体
と
し
て
の
「
王
国
は
国
王
よ
り
上
に

（
15
）

あ
る
」
と
解
説
し
て
い

る
。
彼
は
、
国
王
の
権
力
制
限
の
た
め
の
議
論
を
暴
君
放
伐
に
も
適
用
し
て
い
た
。
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第
二
に
ジ
ョ
ン
・
ク
ッ
ク
の
『
チ
ャ
ー
ル
ズ
国
王
の
裁
き
』
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。
ク
ッ
ク
は
伝
統
的
な
政
治
議
論
に
依
拠
し

な
が
ら
、
国
王
殺
害
を
正
当
化
し
て
い
る
。

ク
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
統
治
者
が
立
て
ら
れ
る
の
は
「
多
く
の
家
族
が
人
間
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
、
国
王
や
統
治
者
に
権
力
や
権

威
を
与
え
よ
う
と
合
意

（
16
）

し
た
」
結
果
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
設
立
さ
れ
た
「
国
王
は
、
そ
の
権
力
を
被
治
者
の
善
の
た
め
に
用
い
、

ま
た
被
治
者
の
安
全
の
た
め
に
働
く
」「

（
17
）

執
事
」
の
よ
う
な
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
国
王
は
法
に
拘
束
さ
れ
る
。

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
、
法
に
よ
っ
て
、
統
治
の
た
め
に
制
限
さ
れ
た
権
力
を
信
託
さ
れ
た
。
…
そ
の
法
は
、
法
の
中
で
も
基
本
的
な
も
の

の
一
つ
で
あ
る
。
国
王
は
法
の
上
に
な
く
、
法
が
国
王
の
上
に
あ
る
。
…
国
王
は
、
法
が
彼
に
信
託
し
認
め
た
以
上
の
権
力
と
権
威
を
認
め
ら
れ

て
い

（
18
）

な
い
。」

ク
ッ
ク
は
、
国
民
が
国
王
を
擁
立
す
る
際
の
法
的
関
係
を
重
視
す
る
。
制
限
さ
れ
た
権
力
を
も
つ
国
王
と
国
民
と
の
関
係
は
、
執
事
が

主
人
と
契
約
を
結
ん
だ
時
か
ら
主
従
関
係
が
成
立
す
る
よ
う
に
、
国
王
が
戴
冠
す
る
際
に
確
認
さ
れ
る
。

「
国
王
は
戴
冠
式
に
お
い
て
、
国
民
の
平
和
を
守
り
、
す
べ
て
の
者
に
正
義
を
お
こ
な
い
、
国
民
の
も
つ
法
を
護
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
の
で

（
19
）

あ
る
。」

こ
の
宣
誓
に
反
し
て
、
国
王
が
自
己
に
与
え
ら
れ
た
使
命
を
果
た
さ
ず
、
国
民
に
危
害
を
加
え
る
場
合
に
は
、
厳
罰
が
加
え
ら
れ
る
。
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「
も
し
、
国
民
の
擁
護
の
た
め
に
剣
を
預
か
っ
て
い
る
者
が
、
そ
れ
を
国
民
の
破
滅
の
た
め
に
用
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
の
法
に
よ
り
、
彼
は

国
民
の
敵
と
な
り
、
見
せ
し
め
の
た
め
の
苛
酷
な
処
罰
が
彼
を
待
ち
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
お
い
て
最
初

に
必
要
と
な
る
基
本
法
な
の
で
あ
る
。
…
も
し
国
王
が
暴
君
と
な
れ
ば
、
彼
は
、
そ
の
た
め
に
死
な
ね
ば
な
ら

（
20
）

な
い
。」

ク
ッ
ク
は
、
国
王
の
退
位
の
み
な
ら
ず
、
生
命
剥
奪
の
根
拠
ま
で
論
じ
て
い
る
。
実
際
に
国
王
を
裁
き
、
死
を
申
し
渡
し
た
人
物
な

ら
ば
こ
そ
の
議
論
で
あ
る
。
ク
ッ
ク
は
、
こ
の
処
刑
の
法
的
根
拠
を
、
自
分
よ
り
上
位
に
あ
る
国
民
に
対
す
る
叛
逆
と
い
う
点
に
求
め
、

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
国
民
の
一
人
が
、
良
き
統
治
者
を
殺
害
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
全
体
に
悪
事
を
な
し
た
ゆ
え
に
死
を
も
っ
て
罰
さ
れ
る
反
逆
で
あ
る
。〔
聖

書
に
出
て
く
る
〕ア
ナ
テ
マ
は
そ
う
い
う
者
で
あ
る
。
も
し
国
民
の
た
め
に
戦
い
、
幸
福
を
守
る
よ
う
に
信
託
さ
れ
た
者
が
、
国
民
を
隷
属
さ
せ
、

彼
ら
に
破
滅
を
も
た
ら
す
よ
う
な
所
業
を
お
こ
な
っ
た
な
ら
ば
…
す
べ
て
の
統
治
者
は
、
国
民
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
存
在
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
の

仕
事
は
、
執
事
に
類
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
所
業
は
叛
逆
罪
に
あ
た
り
、〔
国
民
が
統
治
者
を
殺
害
し
よ
う
と
し

た
〕
先
の
場
合
よ
り
も
、
罪
は
重
い
の
で

（
21
）

あ
る
。」

ク
ッ
ク
は
、
国
王
の
権
力
が
国
民
の
信
託
に
よ
る
も
の
と
主
張
す
る
一
方
で
、
国
王
処
罰
の
論
拠
と
し
て
国
王
個
人
の
国
民
に
対
す

る
叛
逆
行
為
を
重
視
し
て
い
る
。
国
王
が
国
民
の
身
体
・
財
産
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
と
い
う
直
接
の
行
為
を
問
題
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
国
民
に
よ
る
国
王
へ
の
抵
抗
の
根
拠
は
、
次
の
よ
う
に
人
間
の
自
己
防
衛
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
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「
我
々
は
自
分
自
身
を
、
飢
え
や
寒
さ
、
外
的
暴
力
か
ら
自
然
に
守
る
際
、
成
文
法
に
拠
ら
な
い
よ
う
に
、
も
し
国
王
が
国
民
を
破
滅
さ
せ
よ

う
と
す
る
際
に
、
何
の
法
に
よ
っ
て
彼
を
死
に
致
ら
し
め
る
の
か
と
い
う
問
い
を
発
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
馬
鹿
げ
た
愚
か
し
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
を
認
め
る
自
然
法
は
、
人
間
の
肉
体
的
な
心
に
書
か
れ
た
神
の
法
で
あ
る
…
こ
う
し
た
自
然
法
は
、
そ
れ
自
身
明
確
な
法
的
権
威

を
も
ち
、
す
べ
て
の
人
定
法
の
効
力
を
停
止
す
る
力
を
も
つ
。
も
し
、
あ
る
者
が
特
定
の
盟
約
に
よ
っ
て
、
他
人
の
下
に
立
ち
自
ら
を
殺
す
者
に

権
力
を
渡
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
無
効
な
契
約
で
あ
り
、
人
間
性
を
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
中
で
、
神
や
自
然
法
に
反
す
る

法
律
や
協
約
は
全
く
無
効
で
あ
る
。
人
間
は
、
神
の
法
や
自
然
法
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
し

船
長
が
呑
ん
だ
く
れ
て
い
て
、
船
が
岩
の
方
に
向
か
っ
て
い
き
、
船
客
は
そ
れ
を
他
の
方
法
で
は
回
避
で
き
な
い
な
ら
ば
、
船
長
を
海
に
投
げ
入

れ
て
酔
い
を
さ
ま
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
現
在
の
議
会
の
解
決
方
法
に
関
し
て
も
同
様
で

（
22
）

あ
る
。」

契
約
違
反
と
い
う
こ
と
で
国
王
の
退
位
、
す
な
わ
ち
信
託
の
解
除
は
主
張
で
き
る
が
、
国
王
の
生
命
を
奪
う
こ
と
ま
で
要
求
す
る
た

め
の
よ
り
強
い
法
的
根
拠
と
し
て
ク
ッ
ク
は
自
己
防
衛
に
よ
る
主
張
を
も
ち
だ
し
て
い
る
。こ
う
し
た
彼
の
理
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

不
正
な
力
に
よ
っ
て
、
自
己
の
生
命
・
財
産
に
危
機
が
迫
っ
た
時
に
、
実
力
で
そ
の
力
を
排
除
す
る
こ
と
が
自
然
法
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
て
い
る
と
す
る
ロ
ー
マ
法
の
原
理
で
あ
る
。
ス
キ
ナ
ー
は
『
政
治
思
想
史
の
基
礎
』
で
、
抵
抗
理
論
の
二
つ
の
主
要
原
理
と
し
て
、

公
会
議
主
義
者
の
主
張
す
る
「
団
体
理
論
」
と
危
害
に
対
す
る
個
人
の
自
衛
的
抵
抗
を
認
め
る
「
法
的
議
論
」
を
あ
げ
て
い

（
23
）

る
が
、
ク
ッ

ク
の
場
合
に
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
処
刑
に
あ
た
っ
て
後
者
の
「
法
的
議
論
」
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ク
ッ
ク
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

で
は
、
国
王
に
よ
る
国
民
の
生
命
・
財
産
に
対
す
る
不
法
行
為
の
具
体
的
事
実
が
重
点
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ョ
ン
・
カ
ン
の
『
黄
金
律
も
し
く
は
正
義
の
前
進－

庶
民
院
は
国
王
を
暴
君
、
叛
逆
者
、
不
品
行
ゆ
え
に
法
廷
に
召
喚
す
る
権
力

を
も
つ
こ
と
を
示
す－

』
に
お
け
る
議
論
の
中
心
は
、
団
体
と
し
て
の
国
民
が
、
な
ぜ
国
王
を
公
的
に
処
罰
で
き
る
権
力
を
も
つ
の
か

89

一
四
六

一
七
世
紀
内
乱
期
に
お
け
る
共
和
主
義
と
抵
抗
権
（
清
滝
）



と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、「
国
民
は
、
国
王
よ
り
も
上
位
に
あ
り
、
卓
越
し
て
お
り
、
国
王
は
尊
厳
性
に
お
い
て
、
王
国
全
体

に
劣
っ
て
い
る
」
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
五
つ
の
理
由
に
よ
る
。

「
①
国
王
は
手
段
で
あ
り
、
国
民
の
た
め
に
立
て
ら
れ
、
そ
の
目
的
は
彼
ら
を
安
全
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。

②
船
乗
り
は
、
全
乗
客
よ
り
も
劣
る
者
で
あ
り
、
将
校
は
、
軍
隊
全
体
よ
り
も
劣
り
、
医
者
は
、
彼
が
診
察
す
る
す
べ
て
の
者
に
劣
り
、
教
師

は
、
生
徒
全
体
に
劣
る
。
と
い
う
の
は
部
分
は
全
体
に
劣
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
国
王
は
、
王
国
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。

③
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
者
は
、
国
民
の
自
己
保
存
の
た
め
の
贈
り
物
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
慈
父
で
あ
る
。
…
国
王
は
、
国
民
の
善
や
幸

福
の
た
め
の
贈
り
物
で
あ
る
。

④
国
民
は
、
個
人
と
し
て
は
可
死
的
で
あ
る
が
、
種
と
し
て
不
可
死
的
存
在
で
あ
る
。
王
位
に
つ
い
た
国
王
は
、
可
死
的
存
在
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
偶
然
的
・
一
時
的
・
可
死
的
存
在
の
者
よ
り
、
不
可
死
の
国
民
は
卓
越
し
て
い
る
。

⑤
国
民
は
、
国
王
の
存
在
以
前
か
ら
存
在
し
、
国
王
が
な
く
て
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
後
に
で
き
た
者
よ
り
も
価
値
が
あ
る
。
一
方
、
国

王
は
国
民
な
く
し
て
は
存
在
で
き

（
24
）

な
い
。」

こ
こ
で
の
議
論
は
、
国
民
と
国
王
と
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
団
体
と
そ
の
一
職
位
と
し
て
位
置
づ
け
、
全
体
で
あ
る
国
民
の
優
越
を
主

張
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
民
は
「
権
力
に
お
い
て
国
王
に
優
越
」
し
、「
主
権
者
の
権
力
は
明
ら
か
に
、
最
初
に
、
根
本
的
に
国
民
の
中

に
（
25
）

あ
る
」
と
す
る
な
じ
み
の
論
理
が
援
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
国
民
は
こ
う
し
た
権
力
に
も
と
づ
い
て
、
国
王
が
「
平
和
と
敬
虔
に

導
き
、
不
正
な
暴
力
か
ら
救
う
」
と
い
う
擁
立
の
目
的
に
背
き
、「
戴
冠
時
に
暗
黙
も
し
く
は
明
示
し
た
条
件
」
を
規
定
し
た
法
に
違
反

し
、「
国
民
を
傷
つ
け
、
破
滅
さ

（
26
）

せ
る
」場
合
に
、
彼
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
。
契
約
違
反
と
い
う
議
論
に
自
己
防
衛
の
議
論
も
加
わ
っ
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て
い
る
の
は
、
ク
ッ
ク
と
同
様
で
あ
る
。

カ
ン
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
一
一
日
後
に
出
さ
れ
た
フ
ィ
ド
ー
、
ジ
ー
ン
ズ
、
シ
ョ
ウ
と
い
う
三
人
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
関
係
者
に

よ
る
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
者
の
議
論
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。

「
統
治
の
実
行
に
関
し
て
、
一
人
も
し
く
は
多
数
者
に
権
力
を
与
え
る
の
は
、
国
家
統
治
や
支
配
に
つ
い
て
す
べ
て
の
団
体
も
し
く
は
社
会
の

合
意
と
相
互
的
な
同
意
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
神
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
権
力
で
あ
り
、
抵
抗
す
る
口
実
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
堕
落
し
た
暴
君
や
抑
圧
者
の
や
り
方
に
な
ら
い
、
そ
の
支
配
者
が
、
霊
や
神
に
関
わ
る
事
柄
に
お
け
る
良
心
を
覆
し
…
自
然
権
や
世
俗

の
権
利
を
侵
害
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
為
政
者
と
し
て
の
地
位
を
失
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
基
本
的
な
法
で
定
め
た
統
治
の
目
的
に
反
し
た
か

ら
で

（
27
）

あ
る
。」

こ
う
し
た
支
配
者
を
排
除
す
る
根
拠
と
し
て
、
国
民
に
よ
る
国
王
へ
の
権
力
の
信
託
と
い
う
点
を
こ
の
文
書
で
は
強
調
す
る
。

「
す
べ
て
の
統
治
者
は
、
国
民
の
信
託
を
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
国
民
は
、
彼
ら
が
信
託
に
反
し
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
と
き
は
、
正
義
に
か
な
う
形
で
統
治
者
を
職
務
か
ら
は
ず
し
、
他
の
者
を
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
が
、
信
託
で
き
る
他
の
者

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
国
家
に
適
し
た
新
た
な
統
治〔
形
態
〕を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
現
行
の
統
治
を
彼
ら
自
身
の
手
に
託

（
28
）

す
る
。」

こ
の
文
書
で
は
、
信
託
関
係
が
統
治
の
目
的
に
反
す
る
国
王
を
排
除
す
る
こ
と
を
認
め
る
ば
か
り
か
、
信
託
の
解
除
に
よ
っ
て
、
統
治

権
が
国
民
自
身
に
回
帰
す
る
可
能
性
に
も
言
及
す
る
。
国
王
の
い
な
い
共
和
政
体
に
つ
い
て
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
含
意
を
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読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ジ
ョ
ン
・
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
る
『
正
義
の
妨
害
者
』
を
読
み
解
く
際
に
は
、
そ
の
執
筆
の
時
期
や
背
景
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
他
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
ミ
ル
ト
ン
の
『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』
を
含
む
）
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
国
王
処
刑
後
一
ヶ
月

以
内
で
あ
り
、
当
時
、
新
政
権
が
ど
の
よ
う
な
政
体
を
と
る
の
か
は
明
確
で
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
は
五
月
三
〇
日
に
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
五
月
一
七
日
に
君
主
政
が
正
式
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
執
筆
の

背
景
は
数
ヶ
月
の
違
い
と
は
い
え
、
他
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
他
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
は
、
長
く
て
も
四
〇
頁
程
度
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、『
正
義
の
妨
害
者
』は
一
四
〇
頁
を
越
え
る
長
大
な
も
の
で
、
そ
れ

ま
で
の
国
王
処
刑
を
支
持
す
る
議
論
と
そ
れ
へ
の
反
対
論
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
本
格
的
な
著
作
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
の
著
作
に
お
い
て
も
、
国
王
処
刑
支
持
の
根
拠
は
他
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
共
通

す
る
部
分
が
多
い
。
ま
ず
、
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
は
統
治
権
が
国
民
に
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
統
治
に
関
す
る
す
べ
て
の
権
威
と
権
力
は
、
原
初
的
か
つ
基
本
的
に
国
民
に
あ
る
。
彼
ら
は
正
義
と
法
に
か
な
っ
た
権
力
を（
貴
族
院
は
除

い
て
、
彼
ら
の
代
表
で
あ
る
庶
民
院
の
中
に
）も
つ
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
富
と
安
全
に
寄
与
す
る
と
正
し
く
判
断
さ
れ
る
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
も

お
こ
な
う
権
力
で

（
29
）

あ
る
。」

こ
う
し
た
権
力
を
も
つ
国
民
は
、「
統
治
を
お
こ
な
う
職
務
に
国
王
を
、
法
に
お
い
て
指
名
・
任
命

（
30
）

し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
選
任
さ

れ
た
国
王
は
「
王
国
も
し
く
は
彼
が
統
治
す
る
各
国
家
（
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
）
に
と
っ
て
奉
仕
者
も
し
く
は
臣
下
に
す
ぎ

（
31
）

な
い
」。「
国
王
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が
国
民
に
と
っ
て
暴
君
と
転
じ
た
と
き
に
は
、
国
民
自
身
が
彼
の
裁
判
官
に
適
任
で

（
32
）

あ
り
」、
国
民
が
国
王
を
裁
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。グ

ッ
ド
ウ
ィ
ン
も
ま
た
、
国
民
を
個
人
と
し
て
で
は
な
く
、「
共
同
体
も
し
く
は
政
治
社
会
の

（
33
）

一
員
」と
し
て
と
ら
え
、
団
体
と
し
て

の
国
民
が
国
王
よ
り
も
優
越
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
ア
ダ
ム
が
イ
ブ
よ
り
も
優
越
し
て
い
る
こ
と
の
理
由

か
ら
の
類
推
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
（
１
）

ア
ダ
ム
は
最
初
に
作
ら
れ
、
そ
の
後
イ
ブ
が
作
ら
れ
た

よ
う
に
、
国
民
が
最
初
に
存
在
し
、
国
王
は
そ
の
後
存
在
す
る
。
国
民
が
存
在
す
る
前
に
は
国
王
は
存
在
し
な
か
っ
た
。（
２
）

男
は

女
か
ら
生
じ
て
い
な
い
が
、
女
は
男
か
ら
生
じ
た

よ
う
に
、
国
民
は
国
王
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
国
王
は
国
民
か
ら
生
じ
た
。

（
３
）

男
は
女
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
が
、
女
は
男
の
た
め
に
作
ら
れ
た

よ
う
に
、
国
民
は
国
王
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の

で
は
な
い
が
、
国
王
は
国
民
の
た
め
に
作
ら

（
34
）

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
男
と
女
に
関
す
る
優
劣
の
議
論
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
で
抵
抗
理
論
を
主
張
し
た
ジ
ョ
ン
・
ノ
ッ
ク
ス
（Jo

h
n
 
K
n
o
x
,

1514?
1573

）
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
女
王
メ
ア
リ
ー
の
支
配
を
否
定
す
る
た
め
に
、
彼
は
『
女
た
ち
の
奇
怪

な
統
治
に
反
対
す
る
ラ
ッ
パ
の
最
初
の
高
鳴
り
（T

h
e
 
F
irst

 
B
last

 
of
 
T
h
e
 
T
ru
m
pet

 
again

st
 
th
e
 
M
on
strou

s
 
R
egim

en
t
 
of

 
W
om
en

）』（
一
五
五
八
年
）で
、
女
性
の
優
越
を
聖
書
的
根
拠
を
用
い
て
否
定
し
た
。
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
の
主
張
の
淵
源
は
ノ
ッ
ク
ス
の
こ

の
議
論
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
男
女
の
比
較
に
関
す
る
議
論
は
「
団
体
理
論
」
の
変
形
で
あ
る
。

ミ
ル
ト
ン
の『
国
王
と
為
政
者
の
在
任
権
』は
、こ
れ
ら
の
文
書
に
お
け
る
議
論
を
お
お
む
ね
踏
襲
し
て
い
る
。彼
に
よ
れ
ば
、「
チ
ャ
ー

ル
ズ
個
人
に
つ
い
て
何
か
か
い
た
り
、
助
言
し
た
わ
け
で
な
い
」、「
暴
君
に
対
し
て
法
的
に
容
認
さ
れ
得
る
事
柄
を
一
般
論
と
し
て
述

べ
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
こ
の
文
書
の
執
筆
状
況
を
後
に
語
っ
て
い
る（

５
：
627-628）

。
国
王
殺
害
と
い
う
前
代
未
聞
の
事
件
を
ど
の
よ
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う
に
解
釈
す
べ
き
な
の
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、共
和
政
を
正
面
か
ら
主
張
し
て
い
な
い
点
で
他
の
文
書
と
趣
旨
は
同
様
で
あ
る
。

ま
ず
、
ミ
ル
ト
ン
は
統
治
者
の
創
設
の
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
ア
ダ
ム
の
堕
落
を
原
因
と
し
て
、
人
間
は
、
自
分
た
ち
の
間
で
悪
事
、
暴
力
を
お
こ
な
う
よ
う
に
堕
落
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
道
は
自
分

た
ち
す
べ
て
の
破
滅
に
至
る
こ
と
を
予
見
し
、
相
互
の
危
害
か
ら
互
い
を
規
制
す
る
た
め
に
共
通
の
同
盟
を
結
び
、
こ
の
合
意
を
破
っ
た
り
、
反

対
す
る
者
に
対
し
、
一
致
し
て
互
い
を
守
る
よ
う
同
意
し
た
。
こ
う
し
て
都
市
、
町
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
彼
に
は
す
べ

て
の
者
を
信
頼
す
る
こ
と
で
は
十
分
な
規
制
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
力
と
刑
罰
に
よ
っ
て
、
平
和
と
共
通
の
権
利
を
暴
力
で
侵
す
者
を
抑
制
す

る
た
め
に
、
権
威
を
制
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
理
解
し
た
。
自
己
防
衛
と
自
己
保
全
の
権
威
と
力
は
、
本
来
的
・
生
来
的
に
彼
ら
各
人
に
存
在
し

て
い
た
。
し
か
し
、
安
寧
と
秩
序
の
た
め
に
彼
ら
す
べ
て
が
結
び
つ
き
、
各
人
が
自
分
自
身
に
都
合
の
よ
い
判
断
者
と
な
ら
な
い
た
め
に
、
彼
ら

は
知
恵
と
高
潔
さ
が
他
に
優
る
一
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
の
資
質
を
も
つ
一
人
以
上
の
者
に
、
そ
の
力
を
共
有
も
し
く
は
獲
得
さ
せ
た
。
前

者
は
国
王
と
呼
ば
れ
、
後
者
は
為
政
者
と
呼
ば
れ
る
。」（

３
：
199）

ミ
ル
ト
ン
の
議
論
は
、
団
体
と
し
て
の
国
民
か
ら
論
じ
始
め
る
の
で
は
な
く
、
個
人
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
評
さ
れ

る
ミ
ル
ト
ン
に
ふ
さ
わ
し
く
、
人
間
の
社
会
性
の
根
拠
を
ア
ダ
ム
以
来
の
人
間
の
堕
落
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
政
治
権
力
は
各
人
の

共
同
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
社
会
の
創
設
と
政
治
体
制
の
創
設
を
明
確
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
議
論
で
は
権
力

支
配
関
係
が
存
在
し
な
い
社
会
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
創
設
さ
れ
た
為
政
者
に
対
し
ミ
ル
ト
ン
は
「
知
恵
と
高
潔
さ
」
と
い
う
道
徳
的
資
質
を
求
め
、
そ
れ
が
卓
越
し
て

い
る
者
が
支
配
者
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
他
の
論
者
に
見
ら
れ
な
い
人
文
主
義
的
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
統
治
の
基
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本
的
な
構
図
は
他
の
論
者
と
同
様
で
あ
る
。
為
政
者
の
権
力
は
国
民
に
委
託
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
民
に

選
ば
れ
た
為
政
者
は
「〔
選
ん
だ
人
々
の
〕
主
君
や
主
人
で
は
な
く
…
代
理
人
や
受
託
者
で
あ
り
、
信
託
さ
れ
た
権
力
に
よ
っ
て
…
正
義

を
実
行
す
る
」
存
在
で
あ
る
。
国
民
の
選
択
に
も
と
づ
く
「
国
王
と
為
政
者
の
権
力
は
単
に
派
生
的
な
も
の
で
あ
り
、
信
託
に
よ
っ
て
、

国
民
か
ら
移
行
さ
れ
委
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
民
す
べ
て
の
共
通
の
善
を
め
ざ
し
て
い
る
」（

３
：
199）

。

さ
ら
に
ミ
ル
ト
ン
は
、
統
治
者
の
義
務
履
行
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
国
王
に
対
す
る
法
的
拘
束
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
の
者
﹇
統
治
者
﹈
は
、
し
ば
ら
く
は
、
よ
く
統
治
し
、
す
べ
て
の
こ
と
を
自
分
の
判
断
で
公
平
に
決
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
権
力
を
絶
対
的
に
自
分
の
掌
中
に
収
め
た
い
と
い
う
誘
惑
か
ら
、
つ
い
に
不
正
と
不
公
平
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
試
練
か
ら
、
い
か
な

る
者
に
対
し
て
も
恣
意
的
な
権
力
を
任
せ
る
こ
と
の
危
険
と
不
都
合
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
す
べ
て
の
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
合
意
さ
れ

た
法
を
考
え
出
し
、
彼
ら
が
統
治
に
選
ん
だ
者
の
権
威
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
。
失
敗
し
た
者
は
統
治
を
お
こ
な
え
ず
、
個
人
的
な
欠
点
・
弱
点

か
ら
可
能
な
限
り
離
れ
て
い
る
法
や
理
性
が
そ
れ
に
代
わ
る
の
で
あ
る
。
為
政
者
が
国
民
の
上
に
立
つ
よ
う
に
、
法
は
為
政
者
の
上
に
立
つ
の
で

あ
る
。」（

３
：
200-201）

ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
統
治
者
は
こ
の
世
の
人
間

ア
ダ
ム
の
子
孫
は
不
完
全
な
堕
落
し
た
存
在
で
あ
る

ゆ
え
の
限
界
を
も

ち
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
国
王
の
戴
冠
式
は
、
こ
う
し
た
法
に
よ
る
規
制
の
確
認
に
他
な
ら

な
い
。「

法
が
お
こ
な
わ
れ
ず
、
ま
た
誤
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
た
め
の
唯
一
の
救
済
策
と
し
て
、
す
べ

83

一
五
二

一
七
世
紀
内
乱
期
に
お
け
る
共
和
主
義
と
抵
抗
権
（
清
滝
）



て
の
国
王
や
為
政
者
が
最
初
に
即
位
す
る
際
に
、
法
に
よ
っ
て
正
義
を
お
こ
な
う
と
い
う
条
件
を
課
し
、
宣
誓
を
さ
せ
て
、
こ
の
と
き
か
ら
彼
ら

の
権
力
が
制
限
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
な
ら
ぬ
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
為
政
者
は
国
民
か
ら
忠
誠
を
受
け
取
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
国
民
自
身
が
つ
く

り
賛
成
し
た
法
を
実
行
す
る
中
で
、
そ
う
し
た
法
に
し
た
が
う
紐
帯
も
し
く
は
盟
約
と
な
る
。」（

３
：
198）

国
王
と
臣
民
と
の
関
係
は
、戴
冠
式
の
時
に
服
従
と
忠
誠
の
盟
約
が
結
ば
れ
る
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る
。国
王
は
そ
の
盟
約
が
あ
っ

て
初
め
て
臣
民
の
忠
誠
を
要
求
で
き
る
。「
忠
誠
と
至
高
権
の
二
つ
の
誓
言
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
を
つ
く
る
」
の
で
あ
る（

３
：
228）

。

し
た
が
っ
て
、ミ
ル
ト
ン
の
考
え
で
は
、国
王
が
最
初
か
ら
神
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
て
い
た
と
す
る
王
権
神
授
説
は
全
く
の
誤
謬
で
あ
っ

た
し
、
ま
た
、
国
王
が
武
力
を
背
景
に
そ
の
位
に
就
く
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
お
い
て
「
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
﹇
ノ
ル
マ
ン
征
服
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
に
即
位
し
た
人
物
﹈
は
征
服
者
で
あ
っ

た
」
が
、
統
治
者
と
し
て
君
臨
す
る
た
め
に
は
「
戴
冠
式
で
宣
誓
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」（

３
：
201）

の
で
あ
る
。
国
王
と
臣
民
と
の
関

係
は
盟
約
以
外
で
は
生
ず
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
盟
約
は
、
国
王
が
国
民
を
破
滅
さ
せ
る
よ
う
な
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
が
あ
れ
ば
解
除
さ
れ
る
。

「
理
解
力
を
も
つ
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
盟
約
は
人
間
や
事
物
の
現
在
の
状
態
に
し
た
が
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
表
現
さ
れ
て
い
な
く

と
も
そ
れ
ら
の
中
に
、
一
般
的
な
自
然
法
と
理
性
法
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
愚
か
な
者
は
い
な
い
。
も
し
私
が
自
発
的
に
盟
約
を

相
手
に
よ
か
れ
と
あ
る
者
と
結
び
、
後
で
彼
が
私
に
対
し
て
人
非
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
場
合
、
私
は
こ
の
盟
約
の
義
務
か
ら
解
除
さ
れ
た

と
考
え
る
。
も
し
、
私
が
敵
を
傷
つ
け
る
た
め
に
、
相
手
に
好
意
を
も
ち
、
寛
容
と
相
手
に
お
け
る
改
心
の
期
待
を
も
っ
て
盟
約
を
お
こ
な
っ
た

の
に
、
後
に
な
っ
て
相
手
は
盟
約
を
結
ん
だ
と
き
の
十
倍
の
危
害
を
私
に
与
え
、
依
然
私
の
破
滅
を
目
論
ん
で
い
る
な
ら
ば
、
彼
の
こ
の
行
為
に
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よ
っ
て
私
は
盟
約
か
ら
解
除
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
し
た
正
当
な
要
求
を
彼
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
神
聖
な
盟
約
が
あ

る
こ
と
は
私
は
知
ら
な
い
。」（

３
：
232）

こ
の
著
作
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
個
人
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
記
述
で
は
内
乱
に
お
け
る
国
王
の
一
連
の

行
動
を
示
唆
し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
行
動
ゆ
え
に
国
王
は
支
配
者
た
り
え
ず
、
国
民
の
裁
き
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
。

こ
う
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
盟
約
の
解
除
は
、
国
王
に
対
す
る
臣
民
の
忠
誠
と
服
従
の
放
棄
を
も
た
ら
す
。
さ
ら
に
こ
の
議
論
で
重
要

な
の
は
、
盟
約
の
解
除
が
上
の
よ
う
な
国
王
が
国
民
に
危
害
を
加
え
た
場
合
に
留
ま
ら
ず
、
国
民
が
国
王
の
政
策
を
不
法
で
あ
る
と
判

断
す
る
場
合
に
も
、
可
能
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ミ
ル
ト
ン
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
疑
い
も
な
く
、
国
王
が
教
会
や
国
家
に
お
い
て
、
す
で
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
命
ず
る
と
き
に
は
、
服
従
は
そ
の
真
の
本
質
に
か

な
っ
て
い
る
の
で
、
臣
民
は
そ
れ
が
適
法
で
あ
れ
ば
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
不
法
で
あ
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
彼
が
臣
民
と
し
て
留
ま
り
た
い
と

思
う
限
り
法
が
課
す
罰
則
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
は
も
し
命
令
さ
れ
た
こ
と
が
不
法
で
あ
り
、
か
つ
彼
ら
が
当
初
、
あ
ら
ゆ

る
適
切
な
手
段
を
講
じ
て
い
る
（
そ
し
て
こ
れ
以
上
は
い
か
な
る
人
間
も
法
に
縛
ら
れ
な
い
）
場
合
、
国
民
や
そ
れ
ら
の
一
部
が
、
世
俗
お
よ
び

教
会
に
お
い
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
法
を
執
行
す
る
国
王
や
彼
の
権
威
に
反
抗
し
て
も
、
私
は
こ
れ
を
反
逆
と
は
言
わ
ず
、
至
高
権
と

忠
誠
の
完
全
な
放
棄
で
あ
る
と
言
う
。
一
言
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
国
王
を
実
際
に
完
全
に
廃
位
し
、
国
民
の
上
に
別
の
至
高
の
権
威
を
立
て
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。」（

３
：
229）
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国
王
が
不
法
で
あ
る
行
為
を
臣
民
に
要
求
す
る
場
合
、
臣
民
は
、
不
法
な
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
に
甘
ん
じ
て
臣
民
た
る
こ
と
を
続

け
る
か
、
そ
れ
と
も
法
に
し
た
が
っ
て
臣
民
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
か
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
不
完
全
性
な
人
間
か
ら
法
を
超
越

し
た
も
の
と
と
ら
え
る
ミ
ル
ト
ン
が
、
後
者
の
選
択
を
推
奨
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
臣
民
は
完
全
な
る

法
に
照
ら
し
て
、
国
王
と
の
盟
約
を
解
除
で
き
る
。
一
六
四
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
議
会
と
国
王
と
の
一
連
の
対
立
は
、
こ
の
解
除
が

現
実
に
お
こ
わ
れ
た
具
体
的
例
に
他
な
ら
な
い
。
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
議
会
は
、
事
実
上
国
王
に
対
す
る
忠
誠
と
服
従
を

放
棄
し
て
国
王
の
権
力
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
裁
判
は
こ
の
国
王
の
行
為
を
法
的
に
判
断
す
る
公
式
の
場
と
し
て
支

持
さ
れ
る
。

３

抵
抗
理
論
の
典
拠
と
し
て
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
国
王
処
刑
を
支
持
し
た
一
連
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
ミ
ル
ト
ン
の
そ
れ
を
含
め
て
、
細
部
は
別
と
し
て
も
、

多
く
の
論
点
を
共
有
し
、
ほ
と
ん
ど
同
様
な
議
論
の
展
開
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
サ
モ
ン
が
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
治
思

想
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
宗
教
戦
争
』で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
抵
抗
論
者
の
典
拠
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
キ
ャ

ナ
ン
や
オ
マ
ン
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
な
ど
、
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら

（
35
）

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
文
献
が
広
範
に
知
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
典
拠
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
（G

eo
rg
e B

u
ch
a
n
a
n
,1506

1582

）
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
王
国
の
権
利
に
つ
い
て
（D

e ju
re regri apu

d S
cotos

）』
で

（
36
）

あ
る
。
こ
の
著
作
は
、
ス
キ
ナ
ー
に
よ
っ
て
「
近
代
初
期
に
お
け
る

古
典
的
で
最
も
急
進
的
な
革
命
理
論
を
最
初
に
明
確
に
示
し
た
」
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て

（
37
）

い
る
。
ス
キ
ナ
ー
は
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
抵
抗
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理
論
の
特
徴
と
し
て
、
従
来
は
上
位
為
政
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
抵
抗
の
主
体
を
国
民
全
体
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
、
国
民
と
国
王
が
支

配
「
契
約
」
を
結
ん
で
、
国
王
が
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
し
た
こ
と
、
国
民
は
支
配
権
を
国
王
に
移
譲
し
た
の
で
は
な
く
信
託
し
た
こ

と
、
の
三
点
を
あ
げ
て

（
38
）

い
る
。
ス
キ
ナ
ー
の
挙
げ
て
い
る
こ
れ
ら
の
特
徴
に
、
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
国
王
が
法
に
拘
束
さ
れ

る
こ
と
を
明
示
し
た
こ
と
、
そ
の
法
的
拘
束
の
確
認
は
戴
冠
式
の
際
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
し
た
こ
と
、
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
論

点
は
い
ず
れ
も
、
先
に
検
討
し
た
諸
文
書
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
著
作
は
国
王
へ
の
抵
抗
の
た
め
の
重
要
な
既
存

理
論
で
あ
っ
た
。

ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
国
の
権
利
に
つ
い
て
』
が
、
一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
抵
抗
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
こ
と
を
裏
付
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
王
政
復
古
後
、
一
六
八
三
年
に
「
君
主
の
神
聖
な
る
身
体
、
そ
の
国
家
と
政
府
お
よ
び
あ

ら
ゆ
る
人
間
社
会
に
と
っ
て
破
壊
的
な
一
定
の
有
害
図
書
お
よ
び
憎
む
べ
き
教
理
に
対
し
て
、
一
六
八
三
年
七
月
二
一
日
の
評
議
会
に

お
い
て
可
決
さ
れ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
判
決
お
よ
び
布
告
」（
い
わ
ゆ
る
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
宣
言
」）
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
に

お
い
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
国
民
主
権
を
主
張
し
た
「
憎
む
べ
き
教
理
」
と
し
て
ミ
ル
ト
ン
や
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
と
と
も
に
批
判
さ
れ
、
そ

の
結
果
彼
ら
の
著
作
は
焚
書
に
あ

（
39
）

っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
後
二
者
と
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
同
系
列
の
理
論
家
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
こ
で
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
異
な
る
抵
抗
理
論
の
有
力
な
様
式
が
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
同
時
代
人
、
同
国
人
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ノ
ッ
ク
ス
に
代
表
さ
れ
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
に
も
と
づ
く
抵

抗
理
論
で
あ
る
。
神
の
権
威
を
強
調
し
、
国
王
の
神
に
対
す
る
義
務
違
反
を
中
心
に
議
論
を
展
開
す
る
も
の
で
、
よ
り

ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
革
命

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
こ
の
論
法
で
国
王
処
刑
を
擁
護
し
た
文
書
は
み
ら
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れ
な
い
。
こ
の
事
実
は

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

の
政
治
思
想
的
実
態
を
み
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
ア
レ
ン
が
次
に
述
べ
る
よ
う

に
ノ
ッ
ク
ス
と
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
暴
君
放
伐
と
い
う
結
果
を
同
じ
く
す
る
だ
け
で
議
論
の
方
法
が
全
く
異
な
っ
て
い
た
。

「
ノ
ッ
ク
ス
と
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
彼
ら
の
師
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
メ
ア
ー
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
ノ
ッ
ク
ス

と
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
見
解
に
は
全
く
類
似
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
両
者
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
女
王
に
対
す
る
反
乱
を
正
当
化
し
た
。
し

か
し
そ
の
事
実
は
、
状
況
に
よ
る
単
な
る
偶
然
に
す
ぎ
な
い
。
彼
ら
は
全
く
異
な
る
根
拠
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
考
え
に
ほ
と
ん
ど
共
通
点
の
な

い
二
人
が
実
践
的
に
は
同
じ
結
果
に
た
ど
り
着
い
た
の
で

（
40
）

あ
る
。」

こ
う
し
て
み
る
と
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
が
『
聖
者
の
革
命
』
で
描
く
よ
う
な
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義

神
学
は
歴
史
的
に
み
て
虚
構
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

（
41
）

な
い
。
さ
ら
に
彼
の
主
張
に
依
拠
し
、
こ
の
時
期
の
政
治
思
想
に
お
け
る

黙

示
録
主
義

の
存
在
を
強
調
す
る
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
『
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
の
図
式
も
再
検
討
が
必
要
に
な
る
で
あ

（
42
）

ろ
う
。

以
下
に
お
い
て
は
、
一
七
世
紀
の
抵
抗
理
論
と
の
共
通
性
を
論
じ
る
視
点
に
立
っ
て
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
国
の
権

利
に
つ
い
て
』
の
具
体
的
内
容
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し

（
43
）

よ
う
。
こ
の
書
は
「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」
と
「
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
」
と
い
う
二
人

の
人
物
が
対
話
す
る
と
い
う
形
式
を
と
り
、
前
者
の
「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」
が
積
極
的
に
主
張
を
展
開
す
る
形
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」
の
主
張
の
骨
子
を
な
し
て
い
る
の
は
次
の
五
つ
の
要
点
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」
は
、
共
同
社
会
は
最
初
か
ら
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
創
設
に
よ
る
も
の
と
主
張
す
る
。
そ

れ
以
前
は「
人
間
が
あ
ば
ら
屋
ま
た
は
ほ
ら
あ
な
で
文
化
も
も
っ
て
な
い
無
法
な
放
浪
者
と
し
て
さ
ま
よ
い
歩
い
て

（
44
）

い
た
」。
こ
う
し
た
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人
間
が
共
同
社
会
を
形
成
し
た
の
は
彼
ら
に
備
わ
っ
た
自
然
の
衝
動
ゆ
え
で
あ
る
。

「
自
然
の
衝
動
は
人
間
だ
け
で
な
く
、
よ
り
下
等
な
動
物
に
も
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
便
宜
の
甘
言
が
な
く
て
も
、
同
類
の

者
た
ち
と
群
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
そ
の
こ
と
は
問
題
な
い
。
こ
の
衝
動
は
人
間
本
性
に
深
く
根
ざ
し
て
お
り
、
そ

れ
は
人
間
が
自
分
を
守
る
の
に
必
要
な
も
の
と
し
て
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
感
覚
に
お
い
て
人
間
を
楽
し
ま
せ
心
を
喜
ば
せ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
人
間
は
社
会
な
く
し
て
生
命
を
維
持
し
て
い
け
な
い
と
考
え
る
の
で

（
45
）

あ
る
。」

こ
の
主
張
は
人
間
を

ポ
リ
ス
的
動
物

と
し
、
共
同
社
会
形
成
を
人
間
本
性
に
も
と
づ
く
も
の
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を

踏
襲
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
す
ぐ
に
政
治
支
配
関
係
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
政
治
が
登
場
す
る
の
は
次
の
段
階
で
あ
る
。

第
二
の
要
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」が
こ
う
し
た
共
同
社
会
で
為
政
者
を
設
立
す
る
の
は
、
国
民
の
利
益
の
た

め
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
彼
は
、
共
同
体
を
人
間
の
身
体
に
、
国
王
を
医
者
に
た
と
え
て
、
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。

「
人
間
の
身
体
が
競
合
す
る
要
素
で
構
成
さ
れ
、
病
気

障
害
や
内
的
不
安
定
と
で
も
言
う
べ
き
も
の

が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

団
体
は
、
各
人
の
必
要
か
ら
、
異
な
る
身
分
・
状
況
・
性
質
の
異
な
る
種
々
の
者
に
よ
っ
て
団
体
を
構
成
さ
れ
る
が
、
何
人
も

ひ
と
と
き
た
り

と
も
、
何
か
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
は
な
い

。
そ
こ
で
は
、
病
気
を
治
す
医
者
が
必
要
で
あ
る
。
医
者
は
、
正
し
い
均
整
が
と
れ
る
よ
う
に

身
体
の
各
部
分
を
落
ち
着
か
せ
、
健
全
な
状
態
に
置
く
。
そ
の
た
め
に
弱
い
箇
所
を
適
当
に
強
め
る
と
と
も
に
、
体
液
の
過
多
を
検
査
し
、
弱
い

箇
所
が
栄
養
不
足
か
ら
衰
弱
し
、
別
の
部
分
が
強
大
に
な
り
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
各
部
分
に
つ
い
て
気
を
配
る
の
で

（
46
）

あ
る
。」

77

一
五
八

一
七
世
紀
内
乱
期
に
お
け
る
共
和
主
義
と
抵
抗
権
（
清
滝
）



政
治
社
会
を
人
間
の
身
体
に
、
社
会
内
部
の
諸
身
分
を
身
体
の
諸
器
官
に
た
と
え
る
見
方
は
、
一
二
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
思
想

家
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
ジ
ョ
ン
に
す
で
に
み
ら
れ
て
い
る
。人
間
に
と
っ
て
の
健
康
が
政
治
社
会
に
と
っ
て
の
共
通
の
利
益
に
あ
た
り
、

医
者＝
国
王
は
そ
れ
ら
を
達
成
・
維
持
す
る
こ
と
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
私
が
こ
こ
で
挙
げ
た
中
で
、
国
王
の
義
務
と
い
う
考
え
を
う
ま
く
説
明
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
？

ア
イ
ネ
イ
ア
ー
ス
の
父
、
ア
ガ
ム

メ
ノ
ン
、
国
民
の
牧
者
、
統
率
者
、
君
主
、
統
治
者
、
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
な
い
か
？

こ
れ
ら
の
言
葉
す
べ
て
に
、
国
王
は
自
分
自
身
の
利

益
の
た
め
に
で
は
な
く
、
国
民
の
善
の
た
め
に
立
て
ら
れ
た
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て

（
47
）

い
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
国
王
は
自
分
の
利
益
の
追
求
を
控
え
、
国
民
へ
の
奉
仕
者
た
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。

第
三
の
要
点
は
、「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」が
国
王
は
法
に
拘
束
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
国
王
の

人
間
と
し
て
の
限
界
を
挙
げ
る
。「
仮
に
最
高
の
知
恵
を
も
ち
欠
点
が
な
い
者
で
あ
れ
ば
、彼
は
本
性
に
お
い
て
王
た
る
べ
き
者
で
あ
り
、

国
民
の
選
択
に
は
よ
ら
な
い
」
と
言
え
る
し
、
ま
た
「
そ
の
よ
う
な
者
に
は
我
々
は
独
立
し
た
無
制
限
の
権
力
を
任
せ
る
」
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。「
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
完
全
に
満
た
す
者
、
真
正
の
国
王
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
最
高
の
卓
越
し
た
資
質
を
も
つ

者
は
、
見
出
し
得
な
い
」
ゆ
え
に
、
法
に
よ
る
拘
束
が
必
要
で

（
48
）

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
我
々
は
、
国
王
が
自
分
の
感
情

こ
れ
が

し
ば
し
ば
彼
を
真
実
か
ら
遠
ざ
け
る

に
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
全
く
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る

の
で
、
法
を
国
王
の
職
務
に
付
随
さ
せ
、
恣
意
的
意
志
を
矯
正

（
49
）

す
る
」
の
で
あ
る
。

第
四
の
要
点
は
、「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」が
国
民
は
国
王
に
優
越
し
、
国
王
を
裁
く
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
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こ
の
こ
と
を
法
を
媒
介
さ
せ
て
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
王
は
「
法
に
よ
っ
て
国
王
で
あ
り
」、「
法
は
、
国
王
に
優
越
し
た
地
位

を
も
ち
、
彼
の
欲
求
や
活
動
の
矯
正
者
で
あ
り
、
統
治
者
で

（
50
）

あ
る
」
と
い
う
関
係
に
立
つ
。
他
方
、
法
は
国
民
の
声
で
あ
り
、
国
民
が

法
を
創
設
し
た
ゆ
え
に
国
民
は
法
に
優
越

（
51
）

す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
国
民
は
国
王
よ
り
も
優
越
し
偉
大
で
あ
り
」、
そ
れ
ゆ
え
に
「
下
位

者
は
上
位
者
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
、
つ
ま
り
国
王
は
国
民
に
裁
か

（
52
）

れ
る
」こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
法
と
い
う
手
続
を
用
い
な
が
ら「
団

体
理
論
」
を
展
開
し
て
い
る
。

最
後
に
第
五
の
要
点
は
、
国
王
と
国
民
は
契
約
関
係
に
立
つ
と
い
う
「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」
の
主
張
で
あ
る
。「
国
民
の
十
分
な
同
意
で
選

ば
れ
な
け
れ
ば
、
我
々
は
正
統
な
統
治
者
を
も
た

（
53
）

な
い
」
の
で
あ
り
、
国
王
は
戴
冠
に
際
し
て
「
正
義
と
善
に
お
い
て
法
を
守
る
こ
と

を
宣
誓
す
る
」
結
果
と
し
て
、「
国
王
と
市
民
の
間
に
相
互
の
盟
約
が
存
在
す
る
」
の
で

（
54
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
盟
約
が
一
方
の
当
事
者
で

あ
る
国
王
が
「
公
的
利
益
」
で
な
く
「
自
分
自
身
の
利
益
」
を
追
求
し
、
法
に
違
反
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
は
暴
君
と
呼
ば
れ
放
伐

の
対
象
と
な
る
。
国
民
は
、
国
王
が
契
約
を
破
っ
た
こ
と
で
「
契
約
を
結
ぶ
以
前
の
自
由
な
状
態
」
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
り
、
国
王

に
戦
い
を
挑
む
こ
と
が
許
さ

（
55
）

れ
る
。
国
王
へ
の
こ
う
し
た
抵
抗
に
正
当
性
を
付
与
す
る
の
は
、
法
に
他
な
ら
な
い
。

ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
議
論
の
主
要
点
は
ミ
ル
ト
ン
の
『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』
を
は
じ
め
と
す
る
抵
抗
論
の
枠
組
と
共
通
し
て
い
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
も
こ
の
よ
う
な
抵
抗
論
の
枠
組
を
封
じ
る
た
め
に
紙
数
を
費
や
し
て
い
る
。
で
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主

義
の
抵
抗
理
論
で
な
く
、
な
ぜ
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
枠
組
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
当
時
の
政
治
状
況
に
あ
っ

て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
に
立
つ
長
老
派
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
王
位
を
維
持
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
超
越
的
な
神

の
権
威
に
も
と
づ
き
、
国
王
を
放
伐
す
る
と
い
う
考
え
が
広
く
支
持
さ
れ
る
ほ
ど
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
宗
教
的
で
な
く
、
逆
に

カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
の

神
聖
政
治

を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
と
し
て
敬
遠
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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さ
ら
に
理
論
的
問
題
と
し
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
枠
組
が
、
伝
統
的
立
憲
主
義
に
お
け
る
制
限
的
王
権
の
議
論
と
親
和
性
が
あ
り
、
彼

が
抵
抗
の
主
体
を
国
民
全
体
と
し
て
い
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
の
点
を
と
ら
え
て
ス
キ
ナ
ー
は
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
を
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
に
見
ら
れ
る
「
高
度
に
個
人
主
義
的
で
ア
ナ
ー
キ
ィ
な
政
治
的
抵
抗
権
観
を
正
当
化
す
る
」
の
に
貢
献
し
た
最
初
の
人
物

と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
国
民
全
体
が
合
法
的
な
統
治
の
設
立
に
同
意
し
た
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
抵
抗
権
を

有
す
る
の
は
、
選
出
さ
れ
た
国
民
の
代
表
者
だ
け
で
な
く
、
国
民
全
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
主
張
し
て
い
る
と

（
56
）

す
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
ユ
グ
ノ
ー
に
代
表
さ
れ
る
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
上
位
為
政
者
に
抵
抗
を
限
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
そ
れ
を

国
民
全
体
に
拡
大
し
た
と
い
う
点
に
ス
キ
ナ
ー
は
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
同
時
期
の
ジ
ョ
ン
・
ノ
ッ
ク
ス
に
お

い
て
は
、
抵
抗
が
許
さ
れ
る
の
は
貴
族
な
ど
の
上
位
身
分
に
限
ら
れ
て
い
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
の
抵
抗
論
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の

は
こ
の
制
限
も
原
因
で
あ
る
。
国
王
を
裁
判
に
か
け
た
政
治
勢
力
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
権
力
を
握
っ
た
軍
人
と
そ
れ
に
賛
同
し

た
一
部
の
議
員
に
過
ぎ
ず
、
伝
統
的
諸
身
分
と
し
て
認
め
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
ミ
ル
ト
ン
が
共
和
国
の
ス
ポ
ー
ク
ス

マ
ン
と
し
て
論
争
す
る
際
に
も
議
論
の
対
象
と
な
る
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
国
民
全
体
に
言
及
す
る
こ
と
で
抵
抗
の
主
体
を
理
論
的
に
拡
大
し
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
国
民
と
い
う
概
念
を
用

い
る
こ
と
で
、
彼
の
抵
抗
論
が
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
立
場
の
者
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
資
源
と
な
っ
た

と
い
え
る
。
世
襲
権
を
も
た
な
い

主
に
対
し
て
私
人
は
抵
抗
で
き
る
が
、
王
権
を
も
つ
暴
君
に
は
上
位
身
分
し
か
抵
抗
で
き
な
い
と

い
う
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
以
来
の
暴
君
放
伐
論
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
抵
抗
の
議
論
を
主
張
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
際
、
本
稿
で
紹

介
し
た
一
七
世
紀
に
お
け
る
抵
抗
論
は
、
国
民
の
抵
抗
と
い
う
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
な
が
ら
、
広
範
な
政
治
的
立
場
か
ら
お
こ
な
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
民
の
概
念
が
伸
縮
自
在
に
操
作
可
能
と
な
っ
た
の
で

（
57
）

あ
る
。
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ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
国
民
概
念
自
体
が
伸
縮
自
在
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
自
身
が
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン

は
「
法
が
、
国
民
の
主
要
な
部
分
に
優
越
し
た
地
位
を
与
え
、
彼
ら
は
、
法
を
宣
告
し
統
治
者
を
創
設

（
58
）

す
る
」
と
論
じ
な
が
ら
も
、
抵

抗
論
に
お
け
る
国
民
の
範
囲
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
に
集
め
ら
れ
た
三
身
分
の
代
表
と
い
う
、
国
民
の
中
で
も
貴
族
的
な
部
分
に
限

定
し
て
い
た
。

ミ
ル
ト
ン
も
ま
た
類
似
の
概
念
操
作
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
の
文
書
に
お
い
て
は
、
自
ら
が
急
進
派
と
混
同
さ
れ
る

の
を
避
け
る
た
め
に
、
国
民
と
は
庶
民
院
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
明
示
さ
れ
て

（
59
）

い
る
が
、
ミ
ル
ト
ン
の
場
合
は
そ
う
し

た
限
定
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。そ
れ
は
ミ
ル
ト
ン
が
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
よ
り
も
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、
そ
こ
に
は
少
数
派
が
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
ラ
ン
プ
議
会
に
対
し
て
国
民
全
体
の
名
を
冠
す
る
こ
と
で
正
統
性
を
付
与
し
よ

う
と
す
る
意
図
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
確
か
に
ミ
ル
ト
ン
は
、
国
民
と
い
う
一
般
的
概
念
を
用
い
て
抵
抗
を
擁
護
し
た
が
、
実
際
の
抵
抗

を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
以
来
の
抵
抗
論
の
様
式

抵
抗
可
能
な
の
は
あ
る
一
定
身
分
よ
り
上
の
者
に
限
定
さ
れ

る

を
意
識
し
、
抵
抗
権
の
行
使
に
慎
重
な
限
定
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
一
節
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
以
来
、
高
潔
な
時
代
で
あ
れ
、
低
劣
な
時
代
で
あ
れ
、
暴
政
の
ゆ
え
に
国
王
を
廃
位
し
死
刑
に
処
す

る
こ
と
は
、
そ
の
隣
国
の
国
王
が
臣
民
を
支
持
し
、
加
担
す
る
ほ
ど
に
正
し
く
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
…
我
が
国
の
君
主
た
ち
の
あ
る
者
は
自

分
の
高
位
が
処
罰
か
ら
免
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
そ
れ
を
証
す
る
た
め
に
、
宮
廷
伯
爵
と
呼
ば
れ
る
役
人
に
セ
ン
ト
・
エ
ド
ワ
ー
ド
の
剣
を
も
た

せ
、
も
っ
と
も
華
々
し
く
壮
麗
な
時
で
あ
っ
て
も
、
も
し
国
王
に
過
ち
が
あ
れ
ば
、
自
分
の
前
で
剣
を
も
っ
て
妨
げ
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
、
と
我
々

の
最
高
の
歴
史
家
マ
シ
ュ
ウ
・
パ
リ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
…
古
代
の
法
律
書
を
苦
心
し
て
探
求
し
た
こ
と
か
ら
確
か
と
な
っ
た
の
は
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
貴
族
（P

eer,B
a
ro
n

）
は
国
王
を
裁
判
す
る
法
的
権
利
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
些
細
で
は
な
い
理
由
に
よ
っ
て
、
彼
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ら
はP

eer

と
呼
ば
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
我
が
国
や
外
国
の
歴
史
に
お
い
て
わ
か
る
の
は
、
公
爵
、
侯
爵
、
伯
爵
は
、
最
初
は

世
襲
で
な
く
、
空
虚
で
内
容
の
な
い
称
号
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
信
託
と
職
務
の
名
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
職
務
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
今
、
我
々
の
考
え
で
は
、
議
会
の
価
値
あ
る
者
こ
そ
、
バ
ロ
ン
と
い
う
言
葉
が
実
質
を
失
っ
た
後
を
受
け
、
公
益
の
た
め
にP

eer

に
ふ
さ
わ
し
い
者
た
ち
で
あ
り
、
王
の
裁
判
官
と
見
な
さ
れ
て
よ
い
。」（
３
：
218-220）

国
王
を
実
際
に
放
伐
す
る
の
は「
議
会
の
価
値
あ
る
者
」、
貴
族
に
ふ
さ
わ
し
い
価
値
を
も
つ
者
で
あ
る
、
と
ミ
ル
ト
ン
は
考
え
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
国
王
を
処
刑
し
た
勢
力
は
「
為
政
者
、
少
な
く
と
も
国
民
の
中
で
も
高
潔
な
者
で
あ
り
、
数
は
多
く
な
い
が
、

自
然
法
と
理
性
を
党
派
に
優
先
さ
せ
る
者
で
、
彼
ら
が
発
見
し
た
大
義
に
し
た
が
っ
て
判
断
を
下
す
者
」（

３
：
197）

に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
国
民
と
い
う
抽
象
的
概
念
は
抵
抗
権
の
主
体
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
抵
抗
理
論
を
繰
り
返
し
て
い
る
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
第
一
弁
護
論
（P

ro P
opu

lo
 

A
n
glican

o

）』に
お
い
て
ミ
ル
ト
ン
は
、
自
ら
の
国
民
概
念
の
具
体
的
内
容
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
は
、
共
和
国
の
ス
ポ
ー

ク
ス
マ
ン
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
の
法
学
者
サ
ル
マ
シ
ウ
ス
に
よ
る
共
和
国
政
権
批
判
に
応
え
、
そ
の
中
で
、
国
民
と
は
誰

な
の
か
に
つ
い
て
の
自
ら
の
考
え
を
開
陳
し
た
。
す
な
わ
ち
ミ
ル
ト
ン
は
、
サ
ル
マ
シ
ウ
ス
の
「〔
共
和
国
政
府
の
い
う
〕
国
民
と
は
庶

民
院
の
多
数
を
武
力
で
他
の
者
た
ち
を
排
除
し
た
者
で
は
な
い
か
」
と
い
う
批
判
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
庶
民
院
議
員
を
排
除
し
た
の
は
、
確
か
に
国
民
で
あ
る
、
と
私
は
言
い
た
い
。
議
会
の
よ
き
部
分
、
健
全
で
あ
る
部
分

そ
こ
に
国
民

の
真
の
権
威
が
存
在
し
て
い
る

が
な
し
た
行
為
を
国
民
の
活
動
と
い
っ
て
何
か
さ
し
つ
か
え
が
あ
る
と
い
う
の
か
？

議
会
の
多
数
が

隷
属
す
る
こ
と
を
望
み
、
国
家
を
売
ろ
う
と
し
た
時
、
少
数
の
良
き
者
た
ち
が
、
も
し
権
威
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
を
阻
み
、
自
由
を
維
持
し
よ
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う
と
す
る
の
は
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な

（
60
）

い
か
。」

ミ
ル
ト
ン
は
、
国
民
を
「
少
数
の
良
き
者
た
ち
」
と
同
一
視
す
る
。
ク
ー
デ
タ
ー
を
挙
行
し
た
軍
人
は
「
残
り
国
民
ほ
と
ん
ど
全
員
の

同
意
と
要
請
を
受
け
行
動
し
た
」
者
た
ち
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、「
最
も
下
層
の
大
衆
」
は
「
物
事
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
統
治

の
技
術
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
う
ぬ
ぼ
れ
で
空
虚
で
移
ろ
い
や
す
く
一
定
し
て
い
な
い
」
が
、
他
方
、
一
般
国
民
で
も
中
間
の
者
の
多
く

は「
ほ
と
ん
ど
認
識
能
力
が
あ
り
、
物
事
へ
の
対
応
能
力
も
あ
り
」、
そ
れ
以
外
の
残
り
の
部
分
も
、
彼
ら
を「
徳
と
統
治
精
神
に
導
く
」

こ
と
は
可
能
で
あ
る
と

（
61
）

い
う
。ミ
ル
ト
ン
に
お
い
て
政
治
を
実
際
に
担
う
も
の
と
さ
れ
た
国
民
と
は
、そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
資
質
を
も
っ

た
市
民
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
共
和
国
政
府
を
担
っ
て
い
る
人
々
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
ミ
ル
ト
ン
の
論
法
に
対
し
、
そ
の
政
治
的
意
図
を
厳
し
く
指
摘
し
た
の
が
、『
父
権
論
（P

atriach
a

）』
で
知
ら
れ
る
ロ
バ
ー

ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
（R

o
b
ert F

ilm
er,1589

1653
）
で
あ
る
。
彼
は
一
六
五
二
年
に
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ミ
ル
ト
ン
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
を
批
判
し

た
『
統
治
の
起
源
に
関
す
る
省
察
（O

bsevation
s C

on
cern

in
g th

e O
rigin

all of G
overn

m
en
t

）』
に
お
い
て
、
ミ
ル
ト
ン
が
国
民
を

健
全
で
よ
き
部
分

に
限
定
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、彼
ら
が
国
民
全
体
の
名
の
下
に
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
批
判

（
62
）

す
る
。そ
れ
は
ホ
ッ

ブ
ズ
も
同
様
で
あ
っ
た
。
国
民
が
主
権
者
の
権
利
を
制
限
す
る
団
体
的
権
利
を
も
つ
こ
と
を
執
拗
に
論
駁
し
よ
う
と
し
た
彼
の
意
図
も

こ
の
国
民
と
い
う
概
念
の
も
つ
政
治
性
を
懸
念
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
同
時
代
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
価
値
以
上
の
も
の
を
ミ
ル
ト
ン
の
政
治
理
論
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
王
殺
害
を
支
持
し
た
議
論
は
、
政
治
権
力
の
暴
走
を
制
限
す
る
消
極
的
性
格
を
も
ち
、
積
極
的
に
自
由
共
和
政

を
正
統
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
為
政
者
の
権
力
に
制
限
を
加
え
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
逸
脱
を
批
判
す
る
立
憲
主
義
は
共
和
政
登
場
後
、
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出
現
し
て
き
た
積
極
的
共
和
主
義
の
議
論
と
は
別
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
の
議
論
は
法
的
議
論
で
あ
る
国
民
概
念
に
「
徳
の
言

語
」

古
典
古
代
の
理
想
的
市
民
精
神

を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
二
つ
の
言
語
の
架
橋
を
試
み
た
。
そ
れ
は
国
民
多
数
の
支

持
を
受
け
て
い
な
い
共
和
政
を
国
民
概
念
の
操
作
で
正
統
化
す
る
と
い
う
危
う
い
橋
で
あ
っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
に
よ
る
こ
う
し
た
国
民
の
と
ら
え
方
は
、
同
時
代
の
抵
抗
論
者
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
エ

リ
ー
ト
主
義
的
な
国
民
概
念
に
近
い
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
想
定
し
た
国
民
は
、
ミ
ル
ト
ン
と
同
じ
く
有
徳
な
少
数
者
を
意
味
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
国
民
の
内
容
を
め
ぐ
る
「
メ
イ
ト
イ
ラ
ン
ド
」
と
「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」
の
次
の
対
話
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。「
メ
イ
ト
ラ
ン

ド
」
は
、
国
民
は
堕
落
し
て
い
て
信
用
が
置
け
な
い
と
言
う
。

「
大
部
分
の
大
衆
は
恐
れ
や
報
酬
や
賄
賂
の
期
待
や
特
権
に
よ
っ
て
堕
落
し
て
い
て
、
彼
ら
は
公
の
利
益
や
誠
実
を
前
に
し
て
さ
え
も
、
自
分

の
快
楽
や
喜
び
を
優
先
さ
せ
て
し
ま
う
。
利
己
的
な
考
え
に
影
響
さ
れ
な
い
者
は
多
く
は
な
い
。

よ
い
国
民
は
少
な
い
、
テ
ー
ベ
の
門
や
ナ
イ

ル
の
分
岐
し
た
河
口
ほ
ど
も
い
な
い
。
血
や
盗
み
に
染
ま
っ
た
大
衆
に
と
っ
て
、
自
由
は
、
他
人
の
自
由
を
売
り
、
他
人
を
ね
た
む
た
め
に
あ

る
の
だ
。
悪
し
き
国
王
の
名
が
、
彼
ら
の
間
に
お
い
て
聖
別
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
が
法
で
あ
り
権
利
で
あ
る
か
に
つ
い
て

無
知
で
は
な
い
の
に
、
名
誉
と
な
る
こ
と
は
何
も
し
よ
う
と
せ
ず
に
、
躊
躇
す
る
精
神
を
も
ち
、
成
り
行
き
に
任
せ
原
則
よ
り
も
党
派
の
利
益
に

し
た
が
う
者
を
、
私
は
信
頼
で
き

（
63
）

な
い
。」

こ
の
見
解
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
」
は
国
民
の
中
に
は
、
少
数
の
有
徳
な
人
物
と
こ
れ
に
し
た
が
う
「
主
要
な
部
分
」
が

存
在
す
る
こ
と
を
指
摘

（
64
）

す
る
。
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「
一
般
国
民
の
多
く
が
あ
な
た
の
言
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

主
要
な
部
分

で
は
な
い
。
…
恐

れ
や
自
分
の
利
益
か
ら
危
険
を
避
け
よ
う
と
す
る
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
卑
し
い
魂
が
名
誉
あ
る
お
こ
な
い
の
栄
光
や
勇
気
の
美
し

さ
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
者
も
い
る
。
彼
ら
は
新
し
い
こ
と
を
始
め
た
り
統
率
者
と
な
る
勇
気
は
な
い
が
、
市
民
と
し
て
の
自
ら
の
役
割
か
ら
手

を
引
く
こ
と
を
潔
し
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
市
民
精
神
は
、
単
な
る
頭
数
で
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
価
値
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
。

よ
き
国
民
だ
け
で
な
く
、
主
要
な
部
分
も
自
由
や
栄
誉
や
国
家
の
安
全
を
担
う
に
足
る
の
で

（
65
）

あ
る
。」

ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
抵
抗
の
主
体
と
し
た
国
民
は
一
般
民
衆
で
な
く
、
市
民
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
資
質
を
も
つ
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

ミ
ル
ト
ン
の
い
う
「
少
数
の
良
き
者
」
と
同
じ
論
理
で
あ
る
。『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
国
の
権
利
に
つ
い
て
』
の
議
論
の
中
心
は
抵
抗
理

論
よ
り
も
、
理
想
的
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
国
王
や
国
民
に
お
け
る
徳
性
の
叙
述
に
説
明
の
多
く
を
割
い
て
い
た
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
依
拠

す
る
一
七
世
紀
の
抵
抗
論
者
の
多
く
が
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
抵
抗
理
論
の
枠
組
だ
け
を
用
い
た
の
に
対
し
、
ミ
ル
ト
ン
の
場
合
に
は
為
政
者

や
国
民
の
徳
性
に
言
及
す
る
こ
と
で
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
近
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
文
主
義
と
い
う
両
者
を
結
び
つ
け
る
共

通
し
た
世
界
観
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、
同
時
代
の
ノ
ッ
ク
ス
と
同
じ
急
進
的
な
カ
ル
ヴ
ァ

ン
主
義
者
と
し
て
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
人
文
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
彼
は
卓
越
し
た
ラ
テ
ン
語
で
文
芸
作

品
を
書
き
大
陸
で
名
声
を
博
し
た
人
物
で
あ
り
、
ミ
ル
ト
ン
の
詩
作
活
動
に
と
っ
て
偉
大
な
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
メ
イ
ソ
ン
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
支
配
者
と
し
て
の
君
主
の
義
務
を
説
く
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
こ
の
著
作
は
「
君
主
の
鑑
」
に
属
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が

可
能
で

（
66
）

あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
が
抵
抗
理
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
積
極
的
共
和
主
義
と
の
齟
齬
を
感
じ
な
か
っ
た
の
は
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン

と
い
う
先
駆
者
の
存
在
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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４

ミ
ル
ト
ン
と
自
然
権

ミ
ル
ト
ン
の
抵
抗
論
は
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
か
な
り
の
程
度
、
議
論
枠
組
が
共
通
し
た
も
の
と
言
え
る
が
、
し
か
し
一
つ
の
重
要
な
点

で
両
者
の
間
に
は
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ル
ト
ン
の
抵
抗
論
に
は
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
は
な
か
っ
た
自
然
権
の
概
念
が
加
わ
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で

（
67
）

あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
人
間
に「
本
来
的
・
生
来
的
に
各
人
が
自
己
防
衛
と
自
己
保
全
の
権
威
と
権
力
」（

３
：
198）

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認

（
68
）

め
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
場
合
、
社
会
を
構
成
す
る
要
因
は
自
然
の
衝
動
で
あ
り
、
国
王
擁
立
は
公
共
善
と

い
う
抽
象
的
な
目
的
に
立
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
個
人
の
権
利
と
信
託
さ
れ
た
国
王
の
権
力
と
の
緊
張
関
係
は
明
確
で
な
い
。
一
七
世

紀
の
議
論
に
は
、
国
王
の
暴
政
に
対
す
る
自
己
保
存
を
明
確
に
意
識
す
る
自
然
権
概
念
が
あ

（
69
）

っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
は
自
然
権
を
「
彼
ら
の
富
と
安
全
に
寄
与
す
る
と
正
し
く
判
断
さ
れ
る
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
も
お
こ
な
う

（
70
）

権
力
」
と
定
義
し
て
抵
抗
論
に
援
用
し
て
い
た
。
ま
た
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー

ズ
の
国
民
主
権
論
の
中
核
に
も
自
然
権
が
置
か
れ
て
い
た
。
自
然
権
は
当
時
の
「
法
の
言
語
」
の
政
治
的
主
張
に
お
い
て
は
枢
要
な
位

置
を
占
め
て
い
た
。

タ
ッ
ク
は
、
こ
の
時
期
の
自
然
権
理
論
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
の
法
学
者
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス（H

u
g
o G

ro
tiu
s,1583

1645

）

で
あ
っ
た
と
論
じ
て

（
71
）

い
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
自
然
権
の
主
張
は
、
二
つ
の
原
理
を
基
本
と
し
て
い
た
。
第
一
に
、
誰
も
が
自

己
保
存
と
い
う
基
本
的
権
利
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
他
者
を
恣
意
的
か
つ
不
必
要
に
侵
害
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
こ
う
し
た
自
然
権
理
論
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
一
七
世
紀
の
抵
抗
理
論

と
く
に

チ
ャ
ー
ル
ズ
処
刑
を
正
当
化
す
る
議
論

に
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
も
の
で

（
72
）

あ
る
。
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し
か
し
、
当
時
の
自
然
権
概
念
を
用
い
た
諸
々
の
政
治
的
主
張
に
は
、
か
な
り
の
幅
が
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
タ
ッ

ク
は
自
然
権
の
主
張
が
一
七
世
紀
に
お
い
て
「
奴
隷
と
絶
対
主
義
を
擁
護
す
る
保
守
的
な

権
利
理
論
家

」
と
「
抵
抗
と
万
人
の
財
産

を
極
端
に
擁
護
す
る
急
進
的
な

権
利
理
論
家

」
と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て

（
73
）

い
る
。
実
際
、
ミ
ル
ト
ン

が
自
然
権
に
も
と
づ
く
抵
抗
論
を
主
張
し
た
一
方
で
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
自
然
権
を
国
王
の
絶
対
主
義
擁
護
の
根
拠
に
用
い
て
い
た
。

ミ
ル
ト
ン
が
共
和
国
秘
書
官
と
し
て
、
論
戦
を
挑
ん
だ
の
も
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
後
継
者
と
さ
れ
、
君
主
の
絶
対
的
権
力
を
擁
護
す
る

法
学
者
サ
ル
マ
シ
ウ
ス
で
あ
っ
た
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
サ
ル
マ
シ
ウ
ス
に
よ
る
絶
対
君
主
支
持
論
で
は
、
人
間
の
権
利
の
主
張
を
自
己

の
物
理
的
保
存
と
い
う
原
理
に
限
定
し
て
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
は
他
者
に
対
し
、
自
己
の
政
治
的
自
由
を
犠
牲
に
し
、
隷
属

に
甘
ん
じ
る
態
度
す
ら
認
容
し
た
。
こ
の
姿
勢
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ホ
ッ
ブ
ズ
と
共
通
す
る
。

ミ
ル
ト
ン
と
サ
ル
マ
シ
ウ
ス
と
の
論
争
に
お
い
て
、
サ
ル
マ
シ
ウ
ス
は
自
己
保
存
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
征
服
を
受
容
し
自
己
を
奴
隷

化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
の
主
張
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
見
解
に
対
し
、
ミ
ル
ト
ン
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
第
一
弁
護

論
』
で
次
の
よ
う
な
ほ
と
ん
ど
罵
倒
に
等
し
い
激
し
い
反
駁
を
加
え
た
。

「

多
く
の
市
民
が
か
つ
て
自
分
自
身
を
奴
隷
と
し
て
他
の
者
へ
売
っ
た
。
そ
れ
は
国
民
全
体
で
も
可
能
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。

あ
な
た
（
サ
ル
マ
シ
ウ
ス
）
は
牢
獄
か
ら
の
騎
士
で
あ
り
、
奴
隷
商
人
で
あ
る
。
あ
な
た
は
、
自
ら
の
生
ま
れ
た
祖
国
に
と
っ
て
、
永
遠
の
恥
と

な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
な
た
は
実
に
不
愉
快
な
奴
隷
保
有
者
で
あ
り
、
そ
し
て
公
的
な
斡
旋
業
者
で
あ
り
、
売
り
台
で
の
も
っ
と
も
低
劣
な
奴

隷
の
集
団
で
さ
え
、
あ
な
た
を
軽
蔑
し
、
つ
ば
を
は
き
か
け
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
も
し
国
民
が
彼
ら
自
身
を
国
王
に
そ
う
し
た
方
法
で
譲
り
渡

せ
ば
、
国
王
は
、
ま
た
同
じ
国
民
を
他
の
主
人
に
譲
り
渡
し
、
高
値
で
売
る
に
違
い

（
74
）

な
い
。」
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ミ
ル
ト
ン
と
サ
ル
マ
シ
ウ
ス
の
議
論
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
か
み
合
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
両
者
が
自
然
権
と
す
る

も
の
の
内
容
が
相
違
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
抵
抗
論
者
の
権
利
概
念
は
、
支
配
者
に
対
抗
し
て
政
治
的
主
張
を
な
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
逆
に
既
存
の
支
配
を
擁
護
す
る
側
は
、
そ
れ
を
最
小
限
の
も
の＝

生
物

学
的
な
自
己
保
存
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ミ
ル
ト
ン
の
場
合
、
権
利
概
念
を
自
由
と
い
う
概
念
と
あ
ま
り
区
別
せ

ず
に
用
い
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
ら
の
自
然
権
概
念
で
は
人
間
全
般
に
お
い
て
普
遍
的
に
は
妥
当
し
な
い
と
し
て
排
除
さ
れ
る
要
素
、
す
な

わ
ち
宗
教
的
・
政
治
的
自
由
を
も
、
権
利
の
内
容
に
含
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
抵
抗
理
論
に
お
け
る
人
間
は
、

単
に
生
物
と
し
て
生
命
維
持
の
権
利
を
も
つ
人
間
で
は
な
く
、
政
治
社
会
を
構
成
す
る
市
民
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
者
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
で
は
、
政
治
に
参
加
を
許
さ
れ
な
い
奴
隷
状
態
に
市
民
が
自
ら
陥
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
人

間
と
し
て
の
終
わ
り
を
意
味
し
た
よ
う
に
、
ミ
ル
ト
ン
に
お
い
て
も
市
民
が
奴
隷
状
態
に
陥
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
市
民
精
神
を
取
り
込
ん
だ
ミ
ル
ト
ン
の
抵
抗
理
論
で
は
「
戦
争
に
参
加
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
自
由
に
反
す
る
」
と
い
う
、

レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
権
利
の
観
点
か
ら
支
配
者
に
つ
き
つ
け
た
よ
う
な
主
張
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
主

張
は
ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
自
由
な
市
民
と
し
て
の
地
位
の
放
棄
に
他
な
ら
な
か

（
75
）

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
翻
っ
て
、
ミ
ル
ト
ン
の
主
張
す
る

抵
抗
論
が
、
公
的
義
務
を
果
た
す
有
徳
な
市
民
を
最
も
ふ
さ
わ
し
い
担
い
手
と
し
て
想
定
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。「
法
の
言

語
」
に
「
徳
の
言
語
」
を
組
み
入
れ
た
ミ
ル
ト
ン
の
議
論
の
特
徴
が
自
然
権
の
議
論
に
お
い
て
も
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ミ
ル
ト
ン
は
『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』
に
お
い
て
、
急
進
的
な
抵
抗
論
を
用
い
、
そ
の
中
に
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共
和
主
義
的
主
張
を
そ
こ
に
組
み
込
ん
だ
。
こ
れ
は
他
の
抵
抗
論
者
、
共
和
主
義
者
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
共
和
国
の
ス
ポ
ー

ク
ス
マ
ン
と
し
て
の
地
位
は
そ
の
理
論
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
る
。
彼
の
議
論
の
二
面
的
性
格
は
、
国
王
処
刑
を
支
持
す
る
一
方
、

急
進
的
な
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
な
ど
の
主
張
を
封
じ
込
め
、
ラ
ン
プ
議
会
の
寡
頭
政
を
擁
護
す
る
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
示
で
き
た
。

だ
が
そ
の
意
義
は
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
面
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』に
お
け
る
議
論
は
次
の
二
つ
の

点
で
注
目
に
値
す
る
。
ま
ず
第
一
点
は
、「
法
の
言
語
」
と
「
徳
の
言
語
」
の
両
者
を
結
合
さ
せ
た
共
和
主
義
思
想
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
お
い
て
、
シ
ド
ニ
ー
の
未
出
版
文
献
に
限
定
さ
れ
ず
、
内
乱
期
に
ミ
ル
ト
ン
の
著
名
な
著
作
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
従
来
の
英
米
政
治
思
想
史
に
関
す
る
研
究
で
は
、「
法
の
言
語
」
と
「
徳
の
言
語
」
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
体
系
と
し
て
把
握
さ

れ
、
両
者
の
重
複
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
く
に
後
発
の
「
徳
の
言
語
」
か
ら
の
研
究
に

お
い
て
は
、
そ
の
体
系
を
明
確
に
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
法
の
言
語
」
を
視
野
か
ら
排
除
し
て
き
た
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。

ミ
ル
ト
ン
の
政
治
的
著
作
こ
そ
「
法
の
言
語
」
と
「
徳
の
言
語
」
の
各
体
系
を
切
り
離
し
て
考
え
て
き
た
従
来
の
英
米
政
治
思
想
史
研

究
の
あ
り
方
に
再
考
を
迫
り
、
こ
の
時
代
の
政
治
的
議
論
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
の
点
は
、
ホ
イ
ッ
グ
政
治
思
想
に
対
す
る
ミ
ル
ト
ン
の
貢
献
で
あ
る
。
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
ホ
イ
ッ
グ
の
歴
史
家
は
、
ミ
ル

ト
ン
、
ロ
ッ
ク
を
国
民
の
自
由
を
求
め
た
偉
大
な
ホ
イ
ッ
グ
と
し
て
賞
賛
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
ホ
イ
ッ
グ
の
歴
史
認
識
に
バ
タ
ー

フ
ィ
ー
ル
ド
は
一
九
三
一
年
の
『
ホ
イ
ッ
グ
史
観
批
判
（W

h
ig In

terpretation

）』
で
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
彼
は
一
九

四
四
年
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
と
そ
の
歴
史
（E

n
glish

m
an
 
an
d
 
H
is H

istory

）』
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
治
史
上
に
果
た
し
た

ホ
イ
ッ
グ
思
想
の
「
宥
和
」（trim

m
er

）
的
な
役
割
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
ホ
イ
ッ
グ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
急
進
的
改
革
思
想

や
革
命
思
想
を
穏
健
化
し
、
社
会
の
混
乱
を
招
く
こ
と
な
く
、
漸
進
的
な
進
歩
を
実
行
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
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ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ミ
ル
ト
ン
は
「
偉
大
な
る
ホ
イ
ッ
グ
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』
に
お
い
て
急
進
的
な

革
命
理
論
を
「
徳
の
言
語
」
に
よ
っ
て
「
宥
和
」
す
る
こ
と
で
、
国
王
へ
の
反
逆
を
高
貴
な
精
神
を
も
つ
者
の
行
動
に
し
た
。
抵
抗
理

論
を
統
治
エ
リ
ー
ト
の
一
翼
を
担
う
ホ
イ
ッ
グ
の
政
治
的
遺
産
の
一
つ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

１
）

Ｊ
・
モ
リ
ル
「
一
七
世
紀
ブ
リ
テ
ン
の
革
命
再
考
」、『
思
想
』（
岩
波
書
店
）
二
〇
〇
四
年
八
月
号
、
六
一－

六
二
頁
。

２
）

H
o
b
b
es,

L
iviath

an
(C
a
m
b
rid
g
e,
1991),

p
p
.
225

226.

３
）

P
elto

n
en
,
M
,
C
lassical H

u
m
an
ism
 
an
d
 
R
epu

blican
ism
 
in
 
E
n
glish

 
P
olitical T

h
ou
gh
t 1

5
7
0
1
6
4
0
(C
a
m
b
rid
g
e,

1995),
p
p
.
8
10.

４
）

W
o
rd
en
.
B
.
,
“M

ilto
n
’s R

ep
u
b
lica

n
ism
 
a
n
d th

e T
y
ra
n
n
y o

f H
ea
v
en
”,
B
o
ck
.
G
.ed
s,
M
ach

iavelli an
d R

epu
blican

-

ism
(C
a
m
b
rid
g
e,
1990),

p
.225.

そ
の
名
称
は
研
究
者
に
よ
っ
て
、「
世
俗
的
人
文
主
義
」「
市
民
的
人
文
主
義
」「
古
典
人
文
主
義
」「
古

典
共
和
主
義
」と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
同
時
代
に
お
い
て
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
思
想
家
と
し
て
ミ
ル
ト
ン
の
他
に
ハ
リ
ン
ト
ン
、
シ
ド
ニ
ー
、

ニ
ー
ダ
ム
、
ネ
ヴ
ィ
ル
、
マ
ー
ヴ
ェ
ル
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
共
和
主
義
を
奉
じ
て
い
て
も
、
古
典
古
代
モ
デ
ル
を
用
い
て
い
な
い
ヴ
ェ
ー

ン
や
ジ
ョ
ン
・
ク
ッ
ク
、
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
は
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

５
）

W
o
rd
en
.B
.,
“M

a
rch

a
m
o
n
t N

ed
h
a
m
 
a
n
d
 
th
e B

eg
in
n
in
g
s o

f E
n
g
lish

 
R
ep
u
b
lica

n
ism

 
1649

1656”,
W
o
o
tto
n
.D
,

R
epu

blican
ism

,
L
iberty,

an
d
 
C
om
m
ercial S

ociety 1
6
4
9
1
7
7
6
(S
ta
n
fo
rd
,
1994),

p
p
.
45

46.

６
）

P
o
co
ck
.
J.
G
.
K
.,
P
olitics,

L
an
gu
age an

d
 
T
im
e
(N
ew
 
Y
o
rk
,
1972),

p
p
.80

147;
“T
h
e M

a
ch
ia
v
ellia

n
 
M
o
m
en
t

 
rev

isited
”,
Jou

rn
al of

 
M
od
ern

 
H
istory

,
53,

1981,
p
p
.
49

72.

７
）

例
外
と
し
て
王
政
復
古
以
後
の
ア
ル
ジ
ャ
ノ
ン
・
シ
ド
ニ
ー
の
『
統
治
に
関
す
る
論
考
（D

iscou
rse C

on
cern

in
g G

overn
m
en
t

）』

が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
著
作
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

８
）

こ
の
「
補
遺
」
執
筆
時
期
の
正
確
な
時
期
は
研
究
者
に
よ
っ
て
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
自
身
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
国
民
第
二
弁
護
論
』
で
『
英
国
史
』
執
筆
開
始
時
期
を
『
国
王
と
為
政
者
の
在
位
権
』
執
筆
後
、
共
和
国
秘
書
官
に
就
任
す
る
ま
で
の
間
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と
述
べ
て
い
る（

５
：
627-628）

が
、
以
前
か
ら
多
く
の
研
究
者
が
『
英
国
史
』
の
膨
大
さ
と
期
間
の
短
さ
か
ら
こ
の
発
言
に
疑
問
を
投
げ

か
け
、
執
筆
開
始
時
期
を
共
和
国
成
立
以
前
の
一
六
四
〇
年
代
後
半
と
推
定
し
、「
補
遺
」
も
こ
の
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
た（

５
：

x
x
x
ix
）

。
パ
ー
カ
ー
は
「
補
遺
」
の
執
筆
を
一
六
四
八
年
と
推
定
し
て
い
る
。P

a
rk
er.

W
.
R
.,
M
ilton

(C
a
m
b
rid
g
e,
1968),

v
o
l.
1,

p
p
.
332

336.

彼
は
ミ
ル
ト
ン
が
「
補
遺
」
を
出
版
し
な
か
っ
た
理
由
を
執
筆
当
時
に
は
時
論
で
あ
っ
た
が
そ
の
後
の
政
治
情
勢
の
変
化
で

公
表
に
適
当
で
な
く
な
っ
た
た
め
と
推
測
し
て
い
る
。Ibid

.,p
.949.

し
か
し
最
近
の
研
究
で
は
ミ
ル
ト
ン
の
発
言
ど
お
り
に
解
釈
し
、「
補

遺
」
執
筆
時
期
を
国
王
処
刑
直
後
と
し
て
い
る
。V

o
n M

a
ltza

h
n
,
M
ilto

n
’s H

isto
ry o

f B
rita

in
(O
x
fo
rd
,
1991),

p
p
.
22

23.

し
か

し
こ
の
説
は
伝
統
的
な
説
を
覆
す
ほ
ど
有
力
な
根
拠
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
照
ら
し
て
も
不
自
然
な
箇
所
が
多
く
（
た
と

え
ば
「
補
遺
」
で
は
プ
ラ
イ
ド
・
パ
ー
ジ
、
国
王
処
刑
に
つ
い
て
全
く
記
述
が
な
い
）、
本
稿
で
は
パ
ー
カ
ー
の
説
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

９
）

こ
の
事
情
に
つ
い
て
はV

o
n M

a
ltza

h
n

第
一
章
「
ミ
ル
ト
ン
の

歴
史

（
一
六
七
〇
年
）
と

ミ
ル
ト
ン
氏
の
長
期
議
会
と
聖
職

者
会
議
の
性
格

（
一
六
八
一
年
）」
参
照
。
モ
ル
ツ
ァ
ー
ン
は
こ
の
『
一
六
八
一
年
に
お
け
る
長
期
議
会
の
性
格
』
の
公
刊
を
王
党
派
の
レ

ス
ト
レ
ン
ジ
の
手
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

10
）

H
o
b
b
es,

p
.
150.

11
）

ミ
ル
ト
ン
は
、
一
六
四
八
年
に
独
立
派
の
軍
人
フ
ェ
ア
フ
ァ
ク
ス
（
後
に
ラ
ン
プ
議
会
に
お
い
て
ミ
ル
ト
ン
、
シ
ド
ニ
ー
、
ネ
ヴ
ィ
ル

ら
古
典
共
和
主
義
者
の
擁
護
者
と
な
る
）
に
「
コ
ー
ル
チ
ェ
ス
タ
を
包
囲
し
て
い
る
将
軍
フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ク
ス
卿
に
つ
い
て
（O

n th
e L

o
rd

 
G
en
.
F
a
irfa

x a
t th

e S
eig
e o
f C
o
lch
ester

）」
と
い
う
ソ
ネ
ッ
ト
を
贈
り
、
武
勲
の
賛
美
を
お
こ
な
っ
た
中
で
、
戦
争
に
引
き
続
い
て

国
家
の
改
革
「
さ
ら
に
気
高
い
仕
事
」
を
遂
行
し
、「
真
理
」
と
「
正
義
」
を
実
現
す
る
よ
う
に
期
待
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

12
）

Ｃ
・
ヒ
ル
『
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
と
政
治
』
小
野
功
生
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
）、
二
五
五
頁
。
ヒ
ル
は
、
ウ
ォ
ー

の
反
律
法
的
な
個
人
理
性
絶
対
主
義
を
発
展
さ
せ
た
の
が
ウ
ェ
ス
タ
ン
リ
ー
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

13
）

グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
次
の
文
献
を
参
照
。
山
田
園
子
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
宗
教
思
想－

ジ
ョ
ン
・
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
研

究－

』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
五
年
）

14
）

W
a
rr.

J.,
T
h
e P

roviled
ges of th

e P
eople or,

P
rin
ciples of C

om
m
on
 
R
igh
t an

d
 
F
reed

om
(L
o
n
d
o
n
,
1649),

p
.
8.
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15
）

Ibid
.,
p
.
11.

16
）

C
o
o
k
.
Jo
h
n
,
Jo
h
n
,
K
in
g C

h
arls h

is C
ase or,

A
n
 
A
ppearl to A

ll R
ation

al M
en

(L
o
n
d
o
n
,
1649)

p
.
23.

17
）

Ibid
.,
p
.
24.

18
）

Ibid
.,
p
.
6.

19
）

Ibid
.,
p
.
7.

20
）

Ibid
.,
p
p
.
22

23.

21
）

Ibid
.,
p
.
24.

22
）

Ibid
.,
p
.
23.

23
）

S
k
in
n
er.

Q
.,
T
h
e F

ou
n
d
ation

s of
 
M
od
ern

 
P
olitical T

h
ou
gh
t
(C
a
m
b
rid
g
e,
1978),

v
o
l.2,

p
p
.
319

320.

24
）

C
a
n
.
J.,
T
h
e G

old
en
 
R
u
le or Ju

stice A
d
van

ced
(L
o
n
d
o
n
,
1649),

p
p
.
25

26

25
）

Ibid
.,
p
.
6.

26
）

Ibid
.,
p
.
30.

27
）

F
id
o
e.
J a
n
d Jea

n
es.

T
 
a
n
d S

h
a
w
.
W
.,
T
h
e P

arliam
en
t ju

stified
 
in th

eir late P
roceed

in
gs again

st C
h
arls S

tu
art

(L
o
n
d
o
n
,
1649),

p
.
12.

28
）

Ibid
.,
p
.
13.

29
）

G
o
o
d
w
in
.
J.,
T
h
e O

bstru
ctou

rs of Ju
stice

(L
o
n
d
o
n
,
1649),

p
.
39.

30
）

Ibid
.,
p
.
11.

31
）

Ibid
.,
p
.
11.

32
）

Ibid
.,
p
.
32.

33
）

Ibid
.,
p
.
23.

34
）

Ibid
.,
p
.
11.
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35
）

S
a
lm
o
n
.
J.
H
.
M
.,
T
h
e F

ren
ch R

eligiou
s
 
W
ars in

 
E
n
glish P

olitical T
h
ou
gh
t
(O
x
fo
rd
,
1959),

p
p
.
102

105.

36
）

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
パ
リ
で
人
文
主
義
的
教
育
を
受
け
た
後
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
改
宗
し
た
。
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
宗
教
会
議
の
一
員
と
な
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
六
世
の
家
庭
教
師
も
務
め
た
。
彼
は
メ
ア
リ
ー
女
王
の
廃
位
を
擁
護
す
る
た

め
に
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
国
の
権
利
に
つ
い
て
』（
一
五
七
九
年
出
版
）、『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
（R

eru
m
 
S
coticaru

m
 
H
istoria

）』

を
執
筆
し
た
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
前
者
で
抵
抗
理
論
を
主
張
し
、
後
者
で
そ
れ
を
具
体
的
な
歴
史
叙
述
に
適
用
し
た
。

37
）

S
k
in
n
er.

Q
,
“T
h
e O

rig
in
s o
f C
a
lv
in
ist T

h
eo
ry o

f R
ev
o
lu
tio
n
”,
M
a
la
m
en
t.
B
.,
A
fter th

e R
eform

ation
(U
n
iv
ersity

 
o
f P
en
n
sy
lv
a
n
ia P

ress,
1980),

p
.
313.

ス
キ
ナ
ー
は
ま
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
抵
抗
論
を
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
個
人
主
義
的
抵
抗
理
論
に
つ

な
が
る
潮
流
に
あ
る
も
の
と
見
な
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
国
民
主
権
論
を
主
張
す
る
と
き
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
る
マ
リ
ア
ナ
は

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
手
を
携
え
て
い
る
。
国
民
主
権
理
論
は
、
両
方
の
党
派
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
一

七
世
紀
の
国
制
上
の
闘
争
に
お
い
て
す
べ
て
の
党
派
に
用
い
ら
れ
た
。
世
俗
的
か
つ
国
民
主
権
的
な
考
え
は
、
主
要
な
二
つ
の
絶
対
主
義
的

政
治
哲
学
の
伝
統
に
対
抗
す
る
基
礎
と
な
っ
た
。
…
ロ
ッ
ク
は
『
統
治
二
論
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
伝
統
に
決
定
的
な
攻
撃
を
加
え
た
と

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
近
代
「
自
由
主
義
的
」
立
憲
主
義
理
論
の
発
展
を
一
七
世
紀
の
成
果
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
た
ち

が
国
民
主
権
や
革
命
権
を
発
展
さ
せ
た
の
は
、
一
世
紀
以
上
前
か
ら
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
的
革
命
の
諸
著
作
の
み
な
ら
ず
、
サ
ラ
モ
ニ
オ
の
よ

う
な
急
進
的
な
法
学
者
、
ア
ル
マ
ン
や
メ
ア
ー
の
よ
う
な
オ
ッ
カ
ム
主
義
者
の
諸
著
作
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
修
正
さ
れ
て
き
た
諸
概
念
に

も
と
づ
い
て
で
あ
っ
た
。」Ibid

.,
p
p
.
347

348.

38
）

S
k
in
n
er
(1978),

v
o
l.
2,
p
p
.
342

343.

39
）
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
宣
言
」
は
二
七
に
及
ぶ
有
害
な
命
題
を
掲
げ
て
い
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
国
の
権
利
に
つ
い

て
』に
当
て
は
ま
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
命
題
で
あ
る
。「
命
題
三

正
当
な
統
治
者
が
暴
君
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
果
た
す
べ
き
神

お
よ
び
人
間
の
法
に
よ
っ
て
統
治
し
な
い
場
合
、
彼
ら
は
統
治
権
を
喪
失
す
る
。」「
命
題
二
三

邪
悪
な
国
王
や
暴
君
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
裁
判
官
や
下
級
執
政
官
が
彼
ら
の
職
務
を
果
た
さ
な
い
な
ら
ば
、
剣
の
権
は
国
民
に
委
ね
ら
れ
る
。
も
し
国
民
の
大

部
分
が
剣
の
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
聖
職
者
は
そ
の
よ
う
な
国
王
を
破
門
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
で
臣
民
が
そ
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の
国
王
を
殺
害
す
る
こ
と
は
合
法
で
あ
る
。」
今
中
比
呂
志
「
資
料

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
宣
言

（
一
六
八
三
年
七
月
二
一
日
）－

英
国

復
古
王
政
期
の
政
治
思
想
の
一
断
面－

」、『
広
大
法
学
』
一
一
巻
一
号
、
一
九
八
一
年
、
六
一－

六
二
頁
。

40
）

A
llen

.
J.
W
.,
A
 
H
istory of P

olitical T
h
ou
gh
t in

 
th
e S

ixteen
th C

en
tu
ry

(L
o
n
d
o
n
,
1957),

p
.
337.

41
）

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
六
四
〇
年
代
に
な
っ
て
初
め
て
、
ミ
ル
ト
ン
の
よ
う
な
者

こ
れ
は
大
陸
帰
り

の
亡
命
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
地
道
な
賛
同
者
追
求
の
成
果
の
一
部
で
も
あ
る

が
ノ
ッ
ク
ス
、
ギ
ル
ビ
ー
、
フ
ィ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
よ
う
な

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
真
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
、
我
々
の
奉
じ
て
き
た
信
仰
を
も
つ
祖
先

の
こ
と
を
振
り
返
り
、
認
識
し
（
抵

抗
論
が
唱
え
ら
れ
）
た
の
で
あ
る
。」W

a
lzer.

M
,
T
h
e R

evolu
tion

 
of S

ain
ts
(H
a
rv
a
rd
,
1965),

p
.
113.

42
）

P
o
co
ck
.
J.
G
.
A
.,
T
h
e M

ach
iavellian

 
M
om
en
t
(P
rin
ceto

n
,
1975),

p
p
.
336

339.

43
）

ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
本
稿
で
は
ア
ロ
ウ
ウ
ッ
ド
英
訳
の
テ
キ
サ
ス
大
学
版
を
用
い
た
。B

u
ch
a
n
a
n
,T
h
e P

ow
ers of

 
th
e C

row
n
 
in
 
S
cotlan

d
(A
u
stin

,
1949)

た
だ
し
テ
キ
サ
ス
大
学
版
の
英
訳
は
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。B

u
rn
s.

J.
H
.,
“T
h
e P

o
litica

l Id
ea
s o
f G

eo
rg
e B

u
ch
a
n
a
n
”,
T
h
e S

cottish H
istorical R

eview
,
30,

1951,
p
p
.
67

68.

本
稿
で
の
訳
は

そ
の
点
に
配
慮
し
て
必
要
に
応
じ
て
ラ
テ
ン
語
テ
ク
ス
ト
で
あ
るE

n
g
lish E

x
p
erien

ce

版
を
参
照
し
た
。

44
）

B
u
ch
a
n
a
n
,
p
.
45.

45
）

Ibid
.,
p
.
47.

46
）

Ibid
.,
p
.
49.

47
）

Ibid
.,
p
.
49.

48
）

Ibid
.,
p
p
.
55

56.

49
）

Ibid
.,
p
.
56.

50
）

Ibid
.,
p
.
129.

51
）

Ibid
.,
p
.
130.

52
）

Ibid
.,
p
.
131.
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53
）

Ibid
.,
p
.
54.

54
）

Ibid
.,
p
.
142.

55
）

Ibid
.,
p
.
142.

56
）

S
k
in
n
er
(1980),

p
.
343.

た
だ
し
、
ス
キ
ナ
ー
は
さ
ら
に
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
「
個
人
は
よ
り
一
層
の
安
全
と
利
益
の
た
め
に
国
家
の

形
成
に
同
意
し
た
の
だ
か
ら
、
暴
君
を
殺
害
も
し
く
は
排
除
す
る
権
利
は
、
国
民
全
体
の
み
な
ら
ず
市
民
個
人
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と

主
張
し
て
い
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。Ibid

.,
p
.304.

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
そ
の
判
断
の
最
大
の
根
拠
は
ブ
キ
ャ
ナ

ン
が
「
一
度
、
正
義
の
戦
い
が
敵
に
お
こ
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
敵
を
滅
ぼ
す
の
は
、
す
べ
て
の
国
民
の
権
利
（iu

s

）
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

個
人
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
」（B

u
ch
a
n
a
n
,p
.143

）
と
記
述
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
キ
ナ
ー
が
個
人
的
抵
抗
を
許
容
し

て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
箇
所
で
の
「
個
人
」
を
、
ス
キ
ナ
ー
の
よ
う
に
文
字
ど
お
り
の
「
個
人
」
と
し
て
解
釈
す
る
の
は
難
し
い
。
な
ぜ

な
ら
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
箇
所
の
す
ぐ
後
に
、
カ
ッ
シ
ウ
ス
、
フ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
、
ブ
ル
ー
タ
ス
な
ど
古
典
古
代
の
偉
大
な
暴
君
弑
逆
者
の

例
が
続
き
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
「
ギ
リ
シ
ア
の
多
く
の
国
で
は
公
的
な
報
酬
と
賞
賛
が
暴
君
を
殺
し
た
者
に
与
え
ら
れ
る
」（Ibid

.,p
.144

）

と
い
う
主
張
が
続
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
文
脈
全
体
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
「
個
人
」
は
個
人
一
般
で
は
な
く
、
徳
を
も
っ
た
偉
大
な
先

人
と
理
解
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
オ
ー
ク
レ
ー
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
「
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
作
品
の
ど
こ
に
も
、
ロ
ッ
ク

の
平
等
主
義
的
な
個
人
主
義
は
現
わ
れ
て
い
な
い
」
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。O

a
k
ley
.
F
.,
“O
n th

e R
o
a
d fro

m
 
C
o
n
sta
n
ce to 1688:

T
h
e P

o
litica

l T
h
o
u
g
h
t o
f Jo

h
n M

a
jo
r a
n
d G

eo
rg
e B

u
ch
a
n
a
n
”,
Jou

rn
al of B

ritish S
tu
d
ies,

2,
1962,

p
.
26.

な
お
、
こ

う
し
た
偉
大
な
先
人
に
よ
る
抵
抗
は
、
ミ
ル
ト
ン
に
お
い
て
も
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
の
抵
抗
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
カ
ン

も
同
じ
趣
旨
で
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
ミ
ル
ト
ン
も
カ
ン
も
古
代
の
偉
大
な
愛
国
者
の
行
為
を
賞
賛
し

て
は
い
る
も
の
の
、
個
人
の
抵
抗
を
一
般
的
に
許
容
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

57
）

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
版
『
ミ
ル
ト
ン
政
治
著
作
集
』
の
解
説
に
お
い
て
ド
ゼ
ル
ザ
イ
ニ
ス
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
理
論
の
特
徴
と
し
て
、
伝
統
的

抵
抗
理
論
の
枠
組
を
打
ち
破
り
、
私
人
の
抵
抗
を
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
今
ま
で
の
議
論
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
彼

独
自
の
議
論
で
は
な
く
、
過
大
視
す
べ
き
で
は
な
い
。M

.
D
zelza

in
is,
“In

tro
d
u
ctio

n
”,
M
ilto

n
,
P
olitical W

ritin
g
(C
a
m
b
rid
g
e,
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1991),
p
p
.
x
i
x
v
.

58
）

B
u
ch
a
n
a
n
,
p
.
131.

59
）

G
o
o
d
w
in
,
p
.
39.

60
）

M
ilto

n
,
p
p
.
181

182.

61
）

M
ilto

n
,
p
.
194.

62
）

ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
は
ミ
ル
ト
ン
の
国
民
概
念
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。「
我
々
の
時
代
の
政
治
研
究
家
に
対
し
て
国

民
と
は
誰
か
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
る
と
、
彼
ら
は
国
民
に
つ
い
て
多
く
は
語
ら
ず
、
全
国
民
の
中
の
少
数
の
代
表
者
（
彼
ら
は
そ
う
呼
ぶ
）

を
挙
げ
、
そ
れ
で
十
分
だ
と
す
る
。
そ
の
狙
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
め
ざ
し
て
い
る
の
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
代
表
者
は

全
国
民
の
上
に
立
つ
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
代
表
者
の
主
要
部
分
は
、
全
国
民
に
責
任
を
も
つ
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ

が
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
は
代
表
者
の
主
要
部
分
が
国
民
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
な
い
。
認
め
て
い
る
の
は
彼
ら
の
う
ち
の

健
全
で
よ

き
部
分

だ
け
で
あ
る
。
率
直
に
彼
が
我
々
に
言
う
に
は
、
誰
が
暴
君
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
の
は

為
政
者
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の

中
で
も
ま
た
国
民
の
中
で
も
上
に
立
つ
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
数
は
少
な
い
が
大
義
を
見
い
だ
す
判
断
者
で
あ
る

。
し
か
し
、
も
し

健
全

で
よ
き

上
に
立
つ

部
分
が
国
民
の
権
力
を
も
つ
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
国
民
に
つ
い
て
知
り
、
判
断
を
下
す
の
で
あ
ろ

う
か
。」F

ilm
er.

R
,
P
atriarch

a an
d
 
O
th
er
 
W
ritin

gs
(C
a
m
b
rid
g
e,
1991),

p
p
.
202

203.

63
）

B
u
ch
a
n
a
n
,
p
p
.
133

134.

64
）

O
a
k
ley
,
p
p
.
24

26.

も
っ
と
も
ア
レ
ン
は
、
こ
の
場
合
の
国
民
の

主
要
な
部
分

を
数
的
多
数
と
解
釈
し
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
単
独

の
個
人
の
徳
よ
り
も
「
主
要
な
部
分
」
が
優
越
す
る
と
考
え
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
民
主
的
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
。A

llen
,p
p
.341

342.

し
か
し
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
こ
の
箇
所
で
は
、
一
般
的
抽
象
論
で
は
な
く
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
具
体
的
歴
史
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、
し
た
が
っ

て
オ
ー
ク
レ
ー
の
よ
う
に
解
釈
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

65
）

B
u
ch
a
n
a
n
,
p
.
134.

66
）

M
a
so
n
.
R
.,
“R
ex S

to
icu
s:
G
eo
rg
e B

u
ch
a
n
a
n
,
Ja
m
es V

I a
n
d th

e S
co
ttish P

o
lity

”,
M
a
so
n ed

,
N
ew
 
P
erspectives
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on
 
th
e P

olitics an
d
 
C
u
ltu
re of E

arly
 
M
od
ern

 
S
cotlan

d
(E
d
in
b
u
rg
h
,
1982),

p
p
.
11

14.

67
）

タ
ッ
ク
は
、「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
は
、
自
然
権
の
理
論
を
打
ち
出
す
こ
と
は
な
く
、
実
際
、
権
利
の
概
念
そ
の
も
の
に
と
く
に
関
心
を

も
た
な
か
っ
た
」と
述
べ
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
自
然
権
の
概
念
を
用
い
な
い
抵
抗
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
の
政
治
思

想
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
ノ
ッ
ク
ス
、
グ
ッ
ド
マ
ン
、
ポ
ネ
の
よ
う
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
的
に
神
の

恩
恵
を
も
ち
出
し
て
抵
抗
論
を
組
み
立
て
て
い
る
と
い
う
タ
ッ
ク
の
主
張
に
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
自
然
権
の
概
念
が
な
い

と
い
う
指
摘
自
体
は
正
し
い
。T

u
ck
.
R
.,
N
atu
ral R

igh
ts T

h
eories;

T
h
eir O

rigin an
d
 
D
evelopm

en
t
(C
a
m
b
rid
g
e,
1979),

p
.

43.

68
）

後
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
第
二
弁
護
論
』
で
は
、
こ
れ
は
「
自
然
が
国
民
に
彼
ら
自
身
の
自
己
保
存
の
た
め
に
与
え
た
権
利
」（

４
：

154）

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

69
）

内
乱
期
に
は
、
主
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
自
然
権
概
念
に
依
拠
し
な
い
抵
抗
理
論
も
存
在
し

た
。
彼
ら
は
、
神
の
権
威
を
強
調
す
る
だ
け
で
、
個
人
が
自
然
権
を
移
譲
し
て
為
政
者
を
確
立
す
る
と
い
う
理
論
は
と
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
ら
の
主
張
は
、
支
配
者
の
神
に
対
す
る
義
務
を
中
心
に
抵
抗
論
を
展
開
す
る
点
で
ブ
キ
ャ
ナ
ン
よ
り
も
ノ
ッ
ク
ス
に
近
い
と
言
え
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
抵
抗
論
を
と
る
思
想
家
と
し
て
タ
ッ
ク
は
、
ロ
ウ
ス
ン
、
ハ
ン
ト
ン
、
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
を
挙
げ
て
い
る
。T

u
ck
,p
.144.

国
民
、
支
配
者
双
方
に
対
し
て
神
へ
の
義
務
を
強
調
す
る
点
で
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ク
ス
タ
ー
も
彼
ら
と
同
様
の
議
論
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
思
想
家
は
い
ず
れ
も
神
政
政
治
を
め
ざ
す

聖
国
家

論
を
前
提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

70
）

G
o
o
d
w
in
,
p
.
39.

71
）

タ
ッ
ク
『
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
』
田
中
浩
・
重
森
臣
広
訳
（
未
来
社
、
一
九
九
五
年
）、
四
七
頁
参
照
。

72
）

フ
ィ
ル
マ
ー
が
、『
省
察
』
に
お
い
て
ミ
ル
ト
ン
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
も
並
べ
て
批
判
し
た
の
は
、

彼
ら
が
い
ず
れ
も
自
然
権
に
立
脚
し
た
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
神
は
ア
ダ
ム
そ
し
て
そ
の
継
承
者
で
あ
る
国
王
に
す
べ

て
の
権
利
を
委
ね
た
と
す
る
フ
ィ
ル
マ
ー
に
と
っ
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
よ
う
に
、
国
民
に
自
己
保
存
権
を
留
保
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
も

と
づ
い
て
統
治
者
選
出
を
国
民
に
委
ね
る
考
え
は
、
た
と
え
そ
れ
が
絶
対
主
義
的
王
権
の
擁
護
論
で
あ
る
と
し
て
も
容
認
で
き
な
い
危
険
な
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）



考
え
で
あ
っ
た
。

73
）

T
u
ck
,
p
p
.
80

81.
74
）

M
ilto

n
,
p
p
.
184

185.

75
）

“A
n A

g
reem

en
t o
f th

e P
eo
p
le”,

W
o
o
d
h
o
u
se.

A
.
S
.
P
.
ed
s,
P
u
ritan

ism
 
an
d
 
L
iberty

(L
o
n
d
o
n
,
1986),

p
.
444.

戦
争

参
加
が
個
人
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
い
う
主
張
は
ホ
ッ
ブ
ズ
も
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
お
こ
な
っ
て
い
る
。H

o
b
b
es,

p
p
.
151

152.

レ

ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
や
ホ
ッ
ブ
ズ
に
は
ミ
ル
ト
ン
の
よ
う
に
個
人
の
身
体
に
と
っ
て
不
利
益
な
こ
と
す
ら
高
貴
な
義
務
と
し
て
あ
え
て
受
け
入
れ

る
観
点
は
な
か
っ
た
。
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七
九
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