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出
版
の
自
由
と
市
民
社
会

│
│
バ
ー
デ
ン
大
公
国
に
お
け
る
自
由
主
義
者
の
理
念
と
活
動
│
│

木

村

航

一
、
は
じ
め
に

自
由
主
義
は
そ
の
運
動
と
理
念
を
通
し
て
本
来
ど
の
よ
う
な
社

会
を
目
指
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
が
ド
イ
ツ
史
に
お
い
て
詳

し
く
論
じ
ら
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
Ｌ
・
ガ
ル
の
論
文
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ガ
ル
は
一
九
七
五
年
に
発
表
し
た
論
文

に
お
い
て
、
十
九
世
紀
前
半
の
自
由
主
義
者
が
理
想
と
す
る
社
会

を
「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
定
式
化
し
た
。

ガ
ル
に
よ
れ
ば
、「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
と
は
、
精
神
的
に
も

経
済
的
に
も
自
立
し
た
家
父
長
の
共
同
体
で
あ
り
、
自
由
主
義
者

の
確
信
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
社
会
は
「
中
間
的
身
分
」
が
段

階
的
に
拡
大
す
る
こ
と
で
「
普
遍
的
身
分
」
と
な
り
、
す
べ
て
の

者
が
「
市
民
」
に
な
る
こ
と
で
予
定
調
和
的
に
達
成
さ
れ
る
は
ず

だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
一
八
五
〇
年
代
以
降
、
産
業
化

の
波
が
ド
イ
ツ
に
押
し
寄
せ
、
こ
う
し
た
期
待
が
現
実
の
も
の
と

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
自
由
主
義
は
こ
う
し
た
状
況
を
前
に
理

想
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
と
い

う
理
念
は
、
財
産
と
教
養
を
持
つ
市
民
層
の
利
害
を
守
る
「
階
級

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
ガ
ル
は
言
う
（
1
）
。
こ
う
し

た
ガ
ル
の
主
張
は
、
当
初
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
が
、「
階
級
な

き
市
民
社
会
」
と
い
う
理
念
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
、
そ
の
後
の

研
究
の
た
た
き
台
に
な
っ
た
こ
と
は
、
日
本
で
も
多
く
取
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
（
2
）
。
ま
た
、「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
と
い
う
言
葉
自

体
は
、
ド
イ
ツ
史
の
概
説
書
に
も
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、

ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
の
古
典
的
テ
ー
ゼ
な

い
し
は
共
通
理
解
に
な
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
3
）
。

ド
イ
ツ
で
は
そ
の
後
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
研
究
の
主
要

な
関
心
が
市
民
層
に
移
り
、
大
規
模
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会
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わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
4
）
。
ガ
ル
が
主
宰
す
る
研
究
で
は
社
会
史
的

手
法
を
用
い
て
都
市
の
市
民
層
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
（
5
）
、
こ
う

し
た
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
ガ
ル
は
広
範
な
階
層
の
人
々
を
統

合
し
て
い
た
「
都
市
市
民
か
ら
な
る
社
会
﹇stadtbürgerliche

G
esellschaft

﹈」
を
「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
理
念
を
部
分
的
に

せ
よ
体
現
し
た
場
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
（
6
）
。
ま
た
、
ユ
ル
ゲ

ン
・
コ
ッ
カ
を
中
心
と
す
る
研
究
で
は
、
市
民
の
心
的
態
度
、
文

化
、
行
動
様
式
で
あ
る
「
市
民
性
」
に
着
目
し
た
国
際
比
較
が
行

わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
（
7
）
。

こ
う
し
た
実
証
的
な
研
究
が
進
む
な
か
、
本
稿
で
は
今
一
度
、

議
論
の
出
発
点
に
な
っ
た
自
由
主
義
者
の
社
会
理
念
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
「
階
級
な
き
市

民
社
会
」
と
い
う
社
会
像
、
未
来
像
に
合
致
す
る
自
由
主
義
者
の

言
動
や
理
念
に
つ
い
て
は
、
散
発
的
に
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
正
面

か
ら
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
は
、
自
由
主
義
者
が
「
中
間
的
身
分
」
に
あ
た
る

手
工
業
者
を
利
す
る
経
済
政
策
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
（
8
）
、
自
由
主

義
の
支
持
者
や
運
動
の
参
加
者
と
し
て
多
く
の
住
民
層
が
想
定
さ

れ
る
こ
と
（
9
）
、
そ
し
て
、
十
八
世
紀
末
か
ら
設
立
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
協
会
が
「
中
間
的
身
分
」
の
育
成
を
意
図
し
（
10
）
、
ガ
ル
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
身
分
に
と
ら
わ
れ
な
い
参
加
規
定
を
定
め
て
い
る

場
合
も
あ
っ
た
こ
と
（
11
）
な
ど
か
ら
「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
の
理
念

の
存
在
が
推
測
な
い
し
は
確
認
さ
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
点
以
外
に
、
自
由
主
義
者
の
言
動
に

「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
を
め
ざ
す
理
念
や
意
志
を
見
て
と
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
か
。

第
二
の
問
題
と
し
て
、
十
九
世
紀
前
半
の
自
由
主
義
者
の
社
会

理
念
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
そ

の
理
念
の
限
界
や
閉
鎖
的
側
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
多
か
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
シ
ー
ハ
ン

は
「
中
間
的
身
分
」
と
い
う
理
念
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

同
時
に
そ
れ
が
排
他
的
性
質
を
持
ち
、
下
層
の
人
々
に
対
す
る
自

由
主
義
者
の
潜
在
的
恐
怖
が
「
中
間
的
身
分
」
と
い
う
理
念
に
影

を
落
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
シ
ー
ハ
ン
に
よ
れ
ば
、
自

由
主
義
者
は
誰
が
「
中
間
的
身
分
」
に
属
す
る
か
に
つ
い
て
多
用

な
意
見
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
成
員
資
格
と
し
て
な
ん
ら
か
の

「
自
立
」
の
基
準
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
お

り
、
選
挙
権
な
ど
の
政
治
的
権
利
を
持
つ
国
民
と
、
権
利
を
持
た

ず
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
大
衆
、「
賤
民
」
の
間
で
境
界
線
が
引
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
彼
ら
に
と
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
と

い
う
。
さ
ら
に
シ
ー
ハ
ン
は
自
由
主
義
者
が
教
養
や
資
産
を
持
た

な
い
「
自
立
し
て
い
な
い
大
衆
」、「
啓
蒙
さ
れ
て
な
い
人
々
」
に

史

学
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対
す
る
警
戒
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
中
間
的
身

分
」
に
関
す
る
理
念
の
不
一
致
や
下
層
の
人
々
に
対
す
る
「
潜
在

的
な
不
安
」
が
十
九
世
紀
前
半
の
自
由
主
義
者
の
「
社
会
思
想
」

に
「
繰
り
返
し
現
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
12
）
。

こ
の
よ
う
に
自
由
主
義
者
の
社
会
理
念
の
限
界
を
指
摘
す
る
の

は
、
全
ド
イ
ツ
を
対
象
に
し
た
研
究
だ
け
で
は
な
い
。
本
稿
が
分

析
の
対
象
と
す
る
西
南
ド
イ
ツ
を
扱
っ
た
研
究
に
お
い
て
も
同
様

の
見
解
が
見
ら
れ
る
。
自
由
主
義
の
理
念
が
記
さ
れ
た
『
国
家
辞

典
』
は
西
南
ド
イ
ツ
の
執
筆
者
を
中
心
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
同
書
を
分
析
し
た
ツ
ン
ハ
マ
ー
は
、
ガ
ル
の
テ
ー
ゼ
が
部
分

的
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
と
評
価
す
る
。
ツ
ン
ハ
マ
ー
は
『
国

家
辞
典
』
の
記
事
を
手
掛
か
り
に
「
中
間
的
身
分
」
か
ら
な
る
社

会
が
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、

そ
の
際
、
制
限
選
挙
に
関
す
る
見
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
教
養

が
あ
り
資
産
を
持
つ
集
団
と
経
済
的
に
他
者
に
依
存
し
、
資
産
を

持
た
な
い
人
々
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

「
国
家
辞
典
に
お
け
る
初
期
自
由
主
義
者
の
自
己
了
解
と
社
会
モ

デ
ル
」
は
、
特
定
の
階
級
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
「
ガ
ル
の
完
全

に
理
想
化
さ
れ
た
評
価
が
推
測
さ
せ
る
ほ
ど
決
し
て
平
等
で
は
な

い
」
と
述
べ
る
。
ツ
ン
ハ
マ
ー
は
、
自
由
主
義
者
の
「
社
会
モ
デ

ル
」
が
そ
も
そ
も
「
自
立
し
所
有
し
た
人
間
﹇Selbständige

E
igentüm

er-M
enschen

﹈」
を
規
準
と
し
て
い
る
こ
と
を
強
調

す
る
の
で
あ
る
（
13
）
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
下
層
の

人
々
に
対
す
る
自
由
主
義
者
の
警
戒
、
制
限
選
挙
の
存
在
を
引
き

合
い
に
出
し
、
そ
の
社
会
理
念
の
限
界
を
指
摘
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
西
南
ド
イ
ツ
の
バ
ー
デ
ン
大
公
国
を
対

象
と
し
て
、
自
由
主
義
者
の
政
治
的
中
心
課
題
で
あ
っ
た
出
版
の

自
由
を
軸
に
、
彼
ら
の
社
会
理
念
の
限
界
と
可
能
性
の
両
面
に
光

を
当
て
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
稿
が
分
析
の
対
象
と
す
る
出
版
の
自
由
は
、
三
月
前
期
の
自

由
主
義
者
が
そ
の
獲
得
を
常
に
目
指
し
た
権
利
で
あ
る
が
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
は
、
出
版
の
自
由
を
お
も
に
検
閲
状
況
な
ど
の
出
版

事
情
や
出
版
物
に
関
す
る
法
規
に
関
連
し
て
言
及
し
て
き
た
（
14
）
。
ま

た
自
由
主
義
に
関
す
る
研
究
は
、
出
版
の
自
由
が
「
世
論
」
を
生

み
出
す
点
で
代
議
制
や
法
治
国
家
に
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
官
僚

の
恣
意
を
防
ぐ
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
き

た
（
15
）。
こ
う
し
た
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
が
、
出
版
の
自
由
に
関

す
る
見
解
が
自
由
主
義
者
の
社
会
理
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
考
察

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
点
に
鑑
み
、

出
版
の
自
由
が
ど
の
よ
う
な
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ど
の

よ
う
な
効
能
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
か
に
着

目
し
、
そ
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な
「
社
会
理
念
」
が
見
て
取
れ
る

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会
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の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
バ
ー
デ
ン
大
公
国
と
出
版
の
自
由

本
稿
が
分
析
の
対
象
と
す
る
バ
ー
デ
ン
大
公
国
は
総
面
積
一
五
、

〇
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
約
一
〇
〇
万
人
弱
を
擁
す
る

中
規
模
の
ド
イ
ツ
連
邦
構
成
国
で
あ
る
。
同
国
で
は
一
八
一
八
年

に
進
歩
的
な
憲
法
が
発
布
、
施
行
さ
れ
、
立
憲
君
主
制
へ
の
道
が

開
か
れ
た
。
議
会
の
第
二
院
は
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
民
の

代
表
六
三
名
か
ら
な
り
、
一
八
一
九
年
に
初
め
て
議
会
が
招
集
さ

れ
て
か
ら
、
議
員
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
種
々
の
権
利
を
実
現
す

る
た
め
、
ま
た
代
議
制
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
政
府
に

様
々
な
要
求
を
突
き
付
け
て
い
る
。
自
由
主
義
者
の
要
求
は
多
岐

に
及
び
、
陪
審
裁
判
、
司
法
と
行
政
の
分
離
、
大
臣
の
弾
劾
の
制

度
化
、
議
会
の
公
開
、
貴
族
の
特
権
や
賦
役
の
廃
止
、
そ
し
て
ド

イ
ツ
国
内
に
お
け
る
通
商
の
自
由
な
ど
で
あ
っ
た
（
16
）
。
本
稿
で
自
由

主
義
者
と
し
て
扱
う
人
々
は
、
反
動
的
な
政
府
に
対
峙
し
て
、
こ

う
し
た
要
求
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
議
員
の
こ
と
で
あ
る
（
17
）
。

自
由
主
義
者
の
掲
げ
た
要
求
の
う
ち
、
三
月
前
期
の
ほ
ぼ
す
べ

て
の
議
会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
の
が
、
出
版
の
自
由
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
加
盟
国
で
は
、
い
わ
ゆ
る
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ド
決
議
に

基
づ
き
、
連
邦
内
で
刊
行
さ
れ
る
出
版
物
に
検
閲
が
課
さ
れ
て
い

た
。
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ド
決
議
の
「
出
版
法
」
は
当
初
五
年
間
の
時

限
立
法
で
あ
っ
た
が
、
一
八
二
四
年
に
無
期
限
延
長
さ
れ
、
ド
イ

ツ
連
邦
は
一
八
四
八
年
三
月
ま
で
検
閲
を
連
邦
加
盟
国
に
課
す
こ

と
に
な
る
。
そ
の
あ
い
だ
、
ド
イ
ツ
連
邦
は
検
閲
以
外
に
も
複
数

の
決
議
通
じ
て
、
集
会
、
結
社
の
自
由
を
禁
じ
、
連
邦
加
盟
国
の

議
会
活
動
を
制
限
す
る
な
ど
、
反
動
的
な
政
策
を
続
け
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ド
決
議
を
含
む
一
連
の
抑
圧
的
な
措

置
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
の
「
大
国
」
に
よ
っ

て
主
導
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
出
版
の
自
由
に
関
す
る

問
題
は
、
連
邦
内
の
政
治
的
力
学
が
そ
の
背
後
に
あ
る
複
雑
な
問

題
で
あ
っ
た
（
18
）
。

大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
一
八
三
〇
年
で
あ
る
。
こ
の
年
の

三
月
、
バ
ー
デ
ン
で
は
大
公
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
亡
く
な
り
、
後
を

継
い
だ
大
公
レ
オ
ポ
ル
ド
一
世
は
保
守
的
な
大
臣
を
更
迭
し
、
改

革
に
好
意
的
な
大
臣
を
任
命
し
た
。
隣
国
フ
ラ
ン
ス
で
七
月
革
命

が
起
こ
り
、
政
治
的
気
運
が
高
揚
す
る
と
、
年
末
の
選
挙
で
は
政

府
の
選
挙
干
渉
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
自
由
主
義
者
が
大
躍

進
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
一
八
三
一
年
の
議
会
で

は
、
種
々
の
改
革
が
議
題
と
な
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
条
例
、
市
民
権

法
、
そ
し
て
出
版
の
自
由
を
定
め
た
法
律
が
成
立
し
た
（
19
）
。
本
稿
と

の
関
係
か
ら
重
要
な
の
は
、
出
版
の
自
由
を
定
め
た
法
律
が
成
立

史
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し
、
出
版
の
自
由
が
一
時
的
に
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
八
三

一
年
十
二
月
に
成
立
し
た
こ
の
法
律
は
、
バ
ー
デ
ン
内
で
出
版
さ

れ
る
著
作
の
検
閲
を
廃
止
す
る
も
の
で
、
出
版
物
に
関
す
る
裁
判

の
公
開
を
定
め
る
な
ど
、
当
時
、
ド
イ
ツ
連
邦
内
で
最
も
進
歩
的

な
法
律
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
は
、
一
八
三
二
年
三
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
、
バ
ー
デ
ン
で
は
数
多
く
の
新
聞
が
設
立
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
既
存
の
新
聞
も
熱
心
に
政
治
的
報
道
を
行
う
な
ど
、
自

由
主
義
は
空
前
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

が
こ
の
法
律
は
ド
イ
ツ
連
邦
の
圧
力
に
よ
り
、
施
行
か
ら
わ
ず
か

四
カ
月
後
の
一
八
三
二
年
七
月
に
法
律
の
一
部
が
撤
回
さ
れ
、
再

び
検
閲
が
施
行
さ
れ
た
の
だ
っ
た
（
20
）
。
自
由
主
義
者
は
検
閲
が
廃
止

さ
れ
る
一
八
四
八
年
三
月
ま
で
出
版
の
自
由
を
求
め
続
け
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
際
一
八
三
一
年
か
ら
三
二
年
は
大
き
な
成
果
を

収
め
た
年
と
し
て
議
員
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
回
顧
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

三
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー

出
版
の
自
由
を
定
め
た
法
律
の
成
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
人
物
が
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の
国
法
学
教
授
カ
ー
ル
�
テ
オ

ド
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
カ
ー
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
一
八
三
一
年
三

月
に
開
会
さ
れ
た
議
会
に
お
い
て
、
出
版
の
自
由
を
求
め
る
動
議

を
提
出
し
、
議
論
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
人
物
で
あ
る
。
実
は
ヴ

ェ
ル
カ
ー
が
出
版
の
自
由
に
つ
い
て
行
動
を
起
こ
す
の
は
こ
れ
が

初
め
て
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
選
挙
に
先
立
つ
前
年
の
十
一

月
に
連
邦
議
会
に
請
願
を
出
し
、
出
版
の
自
由
を
求
め
て
い
た
。

連
邦
は
こ
れ
を
無
視
し
た
も
の
の
、
こ
の
請
願
が
出
版
さ
れ
た
こ

と
で
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
行
動
は
ド
イ
ツ
全
土
で
大
き
な
反
響
を
引

き
起
こ
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
市
民
的
公
共
性
」
の
発

生
を
論
じ
た
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
請
願
に
よ
っ
て
ヴ

ェ
ル
カ
ー
は
出
版
の
自
由
を
め
ぐ
る
闘
い
に
お
い
て
名
声
を
確
固

た
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
っ
た
（
21
）
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
カ

ー
は
そ
の
後
も
議
会
の
内
外
で
出
版
の
自
由
の
実
現
の
た
め
に
活

動
を
続
け
て
お
り
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
理
論
、
実
践
の
両
面
に
お
い

て
出
版
の
自
由
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
（
22
）
。

本
稿
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
出
版
の
自
由
に
つ

い
て
の
見
解
は
、
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
出
版
の
自
由
の
議
論
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず

ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
連
邦
議
会
へ
の
請
願
、
バ
ー
デ
ン
第
二
院
で
の
演

説
を
手
掛
か
り
に
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
出
版
の
自
由
の
必
要
を
ど
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
見
て
み
た
い
。
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四
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
連
邦
議
会
へ
の
請
願
、
バ
ー
デ
ン

第
二
院
で
の
演
説

ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
一
八
三
〇
年
十
一
月
に
連
邦
に
提
出
し
た
請
願

は
一
五
〇
頁
に
も
及
ぶ
壮
大
な
も
の
で
あ
る
（
23
）
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
こ

の
中
で
、
出
版
の
自
由
の
必
要
性
と
検
閲
の
種
々
の
弊
害
、
法
学

的
観
点
か
ら
見
た
検
閲
の
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し

て
い
る
。

出
版
の
自
由
と
は
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と
っ
て
、
考
え
る
こ
と
の
自

由
、
伝
達
す
る
こ
と
の
自
由
で
あ
り
、「
真
実
の
自
由
」、
人
類
の

神
聖
な
義
務
、
最
も
古
い
権
利
を
意
味
し
て
い
た
（
24
）
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー

の
説
明
に
よ
る
と
、
出
版
の
自
由
は
真
実
を
伝
え
、
嘘
、
間
違
っ

た
行
為
、
政
府
と
官
僚
の
恣
意
を
防
ぐ
こ
と
で
市
民
の
権
利
と
秩

序
を
守
る
。
ま
た
出
版
の
自
由
は
市
民
相
互
の
、
市
民
の
代
表
、

官
僚
、
政
府
の
相
互
理
解
を
促
進
す
る
点
で
代
議
制
に
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
（
25
）
。
他
方
で
、
検
閲
は
真
実
を
明
る
み
に
出

さ
せ
ず
、
嘘
を
助
長
し
て
、
規
範
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
（
26
）
。
真
実

の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
う
し
た
説
明
は
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
著
作

や
議
会
で
の
発
言
に
よ
く
見
ら
れ
、
世
論
を
代
表
し
、
政
府
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
た
出
版
の
自

由
の
役
割
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
ヴ
ェ

ル
カ
ー
に
と
っ
て
真
実
を
広
め
る
こ
と
だ
け
が
出
版
の
自
由
の
役

割
で
は
な
い
。
別
の
個
所
で
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

出
版
の
自
由
は
習
俗
規
範
、
文
化
、
知
性
、
公
的
な
名
誉
と
分
別
、

公
共
心
、
進
取
の
精
神
、
祖
国
愛
、
政
治
的
教
養
、
そ
し
て
工
業

を
も
促
進
す
る
の
だ
っ
た
（
27
）
。

ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
出
版
の
自
由
に
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
た
の

は
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
人
間
の
精
神
的
、
道
徳
的
な
発
達
を
重
視
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と
っ
て
「
経
験
、

感
情
、
考
え
を
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
」
は
、「
同
胞
に
精
神
的
、

道
徳
的
に
」
働
き
か
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
は
「
す
べ
て

の
高
次
の
人
間
の
発
達
、
完
全
化
の
た
め
の
条
件
」
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
出
版
の
自
由
は
「
あ
ら
ゆ
る
精
神

的
啓
蒙
と
教
育
」
を
促
進
す
る
「
最
も
効
果
的
な
手
段
」
で
あ
っ

た
（
28
）。
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
別
の
個
所
で
、
経
験
や
考
え
を
伝
達

す
る
自
由
が
「
よ
り
高
次
の
人
間
性
の
た
め
の
自
由
」
で
あ
る
こ

と
を
説
明
し
、「
相
互
の
伝
達
の
機
関
と
伝
達
自
身
が
完
全
に
な

り
、
よ
く
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
国
民
の
人
間
性
は
よ
り
高
み

に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
２９
）
。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ

ェ
ル
カ
ー
は
人
間
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
そ
の
集
団

の
道
徳
性
や
教
養
を
高
め
る
こ
と
に
寄
与
す
る
と
考
え
て
い
た
。

こ
う
し
た
点
は
、
世
論
に
つ
い
て
の
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
見
解
に
も
表

史
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れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
人
間
の
道
徳
的
気
質
が
果
た
す
役
割
へ

の
大
き
な
信
頼
が
見
て
と
れ
る
。
例
え
ば
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
検
閲
が

誹
謗
、
中
傷
、
名
誉
棄
損
な
ど
の
出
版
物
の
悪
用
を
防
ぐ
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
念
頭
に
、
真
の
検
閲
機
能
を
果
た
す

の
は
世
論
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と
っ
て
、

出
版
物
の
悪
用
は
、
法
的
に
罰
す
る
こ
と
で
対
処
で
き
、
そ
し
て
、

こ
う
し
た
弊
害
を
最
も
効
果
的
に
防
ぐ
の
は
、
ま
さ
に
出
版
の
自

由
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
世
論
で
あ
っ
た
。
ヴ

ェ
ル
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
民
が
道
徳
的
に
堕
落
し
て
い
な
け
れ
ば
、

公
の
事
柄
が
公
開
さ
れ
て
い
る
場
で
行
動
す
る
人
間
は
、
不
名
誉

を
恐
れ
る
「
恥
」
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ

う
し
た
感
情
が
出
版
の
自
由
を
導
入
す
る
こ
と
で
多
く
の
人
々
に

起
こ
り
、
世
論
に
お
い
て
は
常
に
「
尊
敬
に
値
す
る
も
の
」、「
公

正
さ
」
が
全
面
に
出
る
。
こ
う
し
て
、
世
論
は
不
正
を
防
ぐ
「
神

の
審
判
」、「
規
範
の
審
判
」
に
な
る
の
だ
と
い
う
（
30
）
。
出
版
の
自
由

に
関
す
る
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
見
解
に
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
の
精
神

的
発
達
が
出
版
の
自
由
に
よ
っ
て
必
ず
促
進
さ
れ
る
と
い
う
進
歩

主
義
的
な
確
信
が
随
所
に
見
て
と
れ
る
。

こ
う
し
た
確
信
の
背
後
に
は
、
独
特
の
思
考
方
法
が
あ
り
、
そ

れ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
が
、
一
八
三
一
年
三
月
二
四
日
に
バ

ー
デ
ン
第
二
院
で
行
わ
れ
た
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
演
説
で
あ
る
。
こ
の

演
説
は
第
二
院
に
提
出
し
た
出
版
の
自
由
を
求
め
る
動
議
の
趣
旨

説
明
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
こ
こ
で
出
版
の
自
由
の
必
要
性
を

印
象
的
な
言
葉
と
と
も
に
述
べ
て
い
る
（
31
）
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
演
説
の

後
半
に
、
憲
法
を
発
布
し
た
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
自
由
主

義
的
な
統
治
を
想
起
さ
せ
、
そ
う
し
た
原
則
を
擁
護
す
べ
き
こ
と

を
説
明
し
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

「
国
民
に
真
の
憲
法
を
返
そ
う
！

な
る
ほ
ど
私
は
国
民
が
特
に

物
質
的
な
負
荷
の
軽
減
も
求
め
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
出
版
物
は
無
数
の
物
質
的
害
悪
と
ひ
ど
い
措
置
を
取
り
除

き
、
防
止
す
る
の
で
す
。
政
府
の
重
要
な
要
求
を
無
視
せ
ず
に
、

私
た
ち
に
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
税
の
減
額
を
行
っ
て
も
、
私
た
ち
が

真
の
憲
法
を
持
つ
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
国
民

の
事
情
は
個
々
人
の
場
合
と
同
じ
で
す
。
個
々
の
家
長
に
勇
気
と

喜
び
、
信
頼
、
喜
ば
し
い
気
分
を
与
え
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
彼

の
世
帯
は
良
く
な
る
で
し
ょ
う
、
そ
し
て
幸
せ
と
恵
み
は
決
し
て

そ
こ
か
ら
逃
げ
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
彼
に
い
ら
い
ら
や
、
状

況
に
関
す
る
不
満
、
不
信
を
与
え
、
不
機
嫌
に
さ
せ
る
の
な
ら
ば
、

彼
の
世
帯
は
没
落
し
、
そ
し
て
豊
か
さ
が
戻
る
こ
と
は
な
い
の
で

す
。
皆
さ
ん
、
物
質
的
な
諸
力
の
上
に
精
神
的
、
習
俗
規
範
的
な

諸
力
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
こ
の
力
と
、
こ
の
観
点
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か
ら
満
足
感
を
、
私
が
思
う
に
、
私
た
ち
の
国
民
に
返
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
下
層
の
小
屋
に
も
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
（
32
）
。」

ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
こ
こ
で
、
出
版
の
自
由
と
い
う
政
治
的
要
求
が
、

時
と
し
て
国
民
の
要
望
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、

そ
れ
で
も
出
版
の
自
由
を
求
め
る
理
由
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

物
質
的
諸
力
、
す
な
わ
ち
物
理
的
、
経
済
的
な
人
間
の
状
況
に
対

す
る
精
神
的
諸
力
、
精
神
的
状
況
の
優
位
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー

は
出
版
物
が
経
済
的
弊
害
を
除
去
し
、
さ
ら
に
出
版
の
自
由
の
導

入
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
人
々
の
感
情
の
変
化
が
、
彼
ら
の
経

済
的
な
状
況
に
も
影
響
を
与
え
る
と
考
え
て
い
る
。
人
間
の
精
神

的
気
質
が
「
家
長
」
を
中
心
と
し
た
家
計
の
状
況
や
、
国
民
の
状

況
を
左
右
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
考
え

方
は
、
経
済
的
合
理
性
が
支
配
的
で
な
い
時
代
の
思
考
方
法
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
物
質
的
」、「
精
神
的
」
と

い
う
区
分
は
特
異
な
も
の
で
は
な
く
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
バ

ー
デ
ン
の
自
由
主
義
者
が
よ
く
行
う
分
類
の
仕
方
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
出
版
の
自
由
の
享
受
者
と
し
て
ど

の
よ
う
な
対
象
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
自
由
主
義

の
法
治
国
家
理
論
を
分
析
し
た
シ
ェ
ッ
ト
レ
は
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の

同
僚
で
著
名
な
国
法
学
者
、
ロ
テ
ッ
ク
の
芝
居
の
検
閲
に
関
す
る

見
解
を
例
に
と
り
、
彼
が
教
養
を
重
視
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上

で
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
啓
蒙
さ
れ
る
社
会
と
い

う
理
想
」
は
階
級
に
応
じ
て
制
限
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
と
評
価

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
テ
ッ
ク
は
検
閲
を
排
す
べ
き
制
度
と

し
て
理
解
し
て
い
た
が
、「
未
熟
な
者
」
や
「
誘
惑
さ
れ
や
す
い

人
」、「
夢
中
に
な
り
や
す
い
人
」
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
芝
居
の

検
閲
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
実
際
に
禁
止
に
さ
れ
た
芝
居
が
、
現

状
で
は
印
刷
さ
れ
て
、
教
養
の
あ
る
公
衆
の
手
に
わ
た
る
と
ロ
テ

ッ
ク
が
考
え
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
（
33
）
。

ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
場
合
、
出
版
の
自
由
の
享
受
者
を
教
養
の
あ
る

人
だ
け
に
制
限
す
る
よ
う
な
排
他
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
点
で
示
唆
に
富
む
の
が
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
出
版
物
の
理
解
で

あ
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
出
版
の
自
由
を
論
じ
る
と
き
に
、
し
ば
し

ば
現
代
と
、
直
接
民
主
政
が
行
わ
れ
て
い
た
古
代
と
を
比
較
し
、

出
版
の
自
由
の
効
能
を
称
賛
す
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
古

代
が
公
共
の
広
場
で
行
わ
れ
る
議
論
、
教
え
あ
い
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
近
代
は
出
版
物
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら

れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
現
代
は
「
自
由
と
市
民
権
と
い
う
財
産

が
す
べ
て
の
住
民
に
広
げ
ら
れ
た
」
が
、
住
民
の
数
が
多
く
、
す

史
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べ
て
の
市
民
が
集
ま
り
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

こ
で
出
版
の
自
由
が
代
議
制
を
可
能
に
し
、「
日
々
の
直
接
民
主

政
の
集
ま
り
」
の
代
わ
り
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
出
版
の
自
由
は

「
数
百
万
の
住
人
」
が
市
民
的
自
由
を
持
つ
こ
と
を
可
能
に
す
る

「
無
く
て
は
な
ら
な
い
手
段
」
で
あ
る
と
言
う
（
34
）
。
ま
た
ヴ
ェ
ル
カ

ー
に
と
っ
て
「
分
厚
い
著
作
の
た
め
の
出
版
の
自
由
」
は
「
書
籍

商
と
、
学
者
身
分
の
た
め
の
特
権
」
で
あ
り
、
出
版
の
自
由
は

「
す
べ
て
の
国
家
公
民
の
た
め
」
の
自
由
で
あ
っ
た
（
35
）
。
実
際
、
ヴ

ェ
ル
カ
ー
は
別
の
箇
所
で
出
版
の
自
由
を
「
新
聞
、
雑
誌
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
の
自
由
」
と
言
い
換
え
た
り
（
36
）
、「
新
聞
の
検
閲
の
よ
う

に
下
層
の
身
分
の
人
た
ち
を
祖
国
の
対
話
と
文
化
か
ら
排
除
す
る

こ
と
」
は
「
罪
」
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
（
37
）
。
こ
こ
に
は
、
下
層

の
人
々
も
新
聞
を
読
む
と
い
う
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
認
識
が
現
れ
て
い

る
。そ

し
て
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と
っ
て
、
出
版
の
自
由
は
政
治

的
に
自
立
し
た
「
市
民
」
を
養
成
す
る
も
の
だ
っ
た
。
ヴ
ェ
ル
カ

ー
は
官
僚
が
国
民
の
権
利
や
望
み
を
重
視
せ
ず
、「
未
熟
」
な
状

態
に
留
め
ら
れ
て
い
る
国
民
と
不
和
に
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
「
国
民
、
官
僚
、
学
識
の
あ
る
者
」
の
対
立
の
原
因
は
、

か
つ
て
の
市
民
的
自
治
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
あ
り
、
人
々
の
意
向

に
沿
っ
た
政
治
と
「
市
民
」
の
自
治
を
可
能
に
す
る
出
版
の
自
由

を
導
入
す
れ
ば
、
国
民
と
官
僚
を
良
く
教
育
し
、
そ
う
し
た
対
立

も
調
停
さ
れ
る
こ
と
を
説
明
し
、「
私
た
ち
の
部
分
的
に
ひ
ど
く

弾
圧
さ
れ
、
品
位
を
お
と
さ
れ
た
実
直
な
国
民
を
単
な
る
受
動
的

な
負
担
者
か
ら
自
由
で
能
動
的
な
り
っ
ぱ
な
市
民
に
変
え
よ
！
」

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
38
）
。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
出

版
の
自
由
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
が
政
治
的
に
自
立
し
、「
市

民
」
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
、
出
版
の
自
由
に
「
市
民
」

を
育
成
す
る
役
割
を
付
与
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

五
、「
公
開
性
」
の
理
念

国
民
の
公
的
活
動
の
推
進
と
政
治
化

し
か
し
、
出
版
の
自
由
に
「
市
民
」
の
育
成
や
自
立
を
期
待
す

る
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
説
明
は
、
出
版
の
自
由
を
求
め
る
た
め
の
い
わ

ば
方
便
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
ロ
テ
ッ
ク
と
共
同

で
編
纂
し
た
『
国
家
辞
典
』
を
紐
解
く
と
、
こ
う
し
た
ヴ
ェ
ル
カ

ー
の
主
張
が
理
論
立
て
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す

な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と
っ
て
出
版
の
自
由
は
不
正
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
批
判
的
機
能
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
国
民
の
政
治

的
、
道
徳
的
発
達
を
保
証
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
手
掛
か
り
に
な
る
記
事
が
『
国
家
辞
典
』
の
「
公

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会
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開
性
﹇O

effentlichkeit

﹈」
の
記
事
（
39
）
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
「
公

開
性
」、「
世
論
﹇die

öffentliche
M

einung

﹈」
の
意
味
、
そ
し

て
「
公
開
性
」
に
基
づ
い
た
政
治
制
度
、
司
法
制
度
に
つ
い
て
解

説
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の„O

effentlichkeit“

の
訳
語

と
し
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
研
究
以
来
、「
公
共
性
」
や
「
公

共
圏
」
と
い
っ
た
訳
語
が
定
着
し
て
い
る
が
（
40
）
、
本
稿
で
は
自
由
主

義
者
が
こ
の
言
葉
に
込
め
た
意
味
を
よ
り
直
接
的
に
表
す
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
、「
公
開
性
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
に
し

た
い
。

ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
こ
の
記
事
で
「
公
的
な
﹇öffentlich

﹈」
と
い

う
形
容
詞
が
国
家
、
共
同
体
に
関
わ
る
こ
と
、
市
民
や
共
同
体
の

構
成
員
に
関
わ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
秘
密
で
は
な
い
こ
と
」
の
三

つ
を
意
味
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
う
え
で
、「
公
開
性
」
が
不
十

分
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
完
全
で
あ
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
す

る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
よ
れ
ば
、「
公
開
性
」
と
は
共
同
体
に
関
す

る
事
柄
の
す
べ
て
が
見
聞
き
さ
れ
、「
す
べ
て
の
世
論
の
機
関
の

自
由
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
周
知
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
存
在
す

る
と
い
う
（
41
）
。

た
だ
し
、「
公
開
性
」
は
共
同
体
に
関
す
る
事
柄
が
周
知
さ
れ

て
い
る
状
態
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は

「
共
通
の
事
柄
」
は
共
同
体
の
成
員
の
見
解
や
同
意
、「
自
由
な
世

論
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
こ
の
こ
と
が
は

じ
め
て
公
開
性
を
完
全
に
す
る
」
と
述
べ
、
古
代
人
が
こ
う
し
た

「
公
開
性
」
の
理
念
を
実
践
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
42
）
。

こ
の
よ
う
に
「
公
開
性
」
は
、
共
同
体
の
決
定
に
人
々
が
関
与
し

て
初
め
て
、
意
味
を
持
つ
理
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
「
公
開
性
」
の
理
念
の
中
で
出
版
の
自
由
は
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
世
論
が
形
成

さ
れ
、
見
聞
き
さ
れ
る
た
め
に
は
、
国
民
が
誤
っ
た
望
み
や
意
見

を
述
べ
な
い
よ
う
、
公
的
な
事
柄
が
公
開
さ
れ
、
同
時
に
伝
達
、

意
見
を
述
べ
る
完
全
な
自
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ

の
た
め
に
必
要
な
「
機
関
・
手
段
﹇O

rgane

﹈」
を
複
数
提
示
し

て
い
る
（
43
）
。
そ
れ
は
口
頭
や
書
面
、
郵
便
に
よ
る
伝
達
、
請
願
、
集

会
な
ど
に
お
け
る
演
説
や
発
言
、
そ
し
て
裁
判
へ
の
国
民
の
参
加

な
ど
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
う
ち
「
最
も

重
要
」
な
の
が
「
出
版
の
自
由
、
と
り
わ
け
政
治
的
出
版
の
自
由
、

な
い
し
は
新
聞
、
雑
誌
の
そ
れ
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ

き
は
そ
の
理
由
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、

出
版
の
自
由
が
「
ま
さ
に
可
能
な
限
り
す
べ
て
の
人
に
、
そ
し
て

ま
さ
に
す
べ
て
の
共
通
の
事
柄
に
と
っ
て
、
最
も
簡
単
な
、
最
も

良
い
伝
達
と
知
覚
の
機
関
で
あ
り
」、「
こ
れ
ら
の
事
柄
が
最
終
的

に
決
定
さ
れ
る
前
に
、
真
実
と
世
論
に
合
致
し
た
そ
の
決
定
に
影

史
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響
を
与
え
る
よ
う
な
機
関
だ
か
ら
」
で
あ
っ
た
（
44
）
。
こ
こ
で
、
出
版

の
自
由
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
を
政
治
的
意
思
決
定
に
参
加

さ
せ
る
機
関
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
効
果
の
点
か
ら
出
版
の
自
由

が
す
べ
て
の
「
機
関
・
手
段
」
に
勝
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
出
版
の
自
由
の
役
割
は
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
『
国
家
辞

典
』
の
他
の
記
事
に
も
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
検
閲
の
弊
害
、
違
法

性
を
説
明
し
た
「
印
刷
物
の
検
閲
」
と
い
う
記
事
に
お
い
て
、
ヴ

ェ
ル
カ
ー
は
出
版
の
自
由
が
「
自
由
を
大
き
く
可
能
」
に
し
、
そ

れ
が
「
庶
民
﹇gem

eine
V

olk

﹈」
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
（
45
）
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
こ
の
記
事
が
刊
行
さ
れ
た
翌

年
に
、
出
版
の
自
由
を
め
ぐ
る
バ
ー
デ
ン
第
二
院
の
審
議
に
お
い

て
、
印
刷
技
術
の
お
か
げ
で
「
か
つ
て
の
ロ
ー
マ
と
ギ
リ
シ
ア
の

よ
う
に
奴
隷
や
下
男
と
し
て
公
的
な
事
柄
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
用
い
て
何
百
万
と
い
う
人
々
が
自
由
に
与
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
（
46
）
。
こ
の
よ
う
に
、

ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
公
的
活
動
に
関
し
て
特
定
の
人
々
の
排
除
を
意
図

し
て
い
な
い
。

実
際
に
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
様
々
な
人
々
の
見
解
が
共
同
体
に
有

益
に
作
用
す
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
再
び
出
版
の
自

由
に
関
す
る
彼
の
見
解
に
現
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
「
公
開

性
」
の
記
事
の
後
半
で
、
蒸
気
船
が
こ
れ
ま
で
想
像
し
な
か
っ
た

規
模
で
人
々
の
移
動
を
可
能
に
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
出
版
の
自

由
も
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
大
き
な
効
果
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
都
市
国
家
に
お
い
て
ご
く
少
数
の

人
々
し
か
享
受
で
き
な
か
っ
た
自
由
や
市
民
的
尊
厳
、
そ
し
て
共

同
体
へ
の
政
治
参
加
と
い
う
も
の
を
、
出
版
の
自
由
が
「
百
倍
も

大
き
な
国
家
の
百
万
人
の
自
立
し
た
男
女
の
住
人
に
ま
で
拡
大
し
、

彼
ら
の
経
験
、
洞
察
、
心
情
、
力
を
共
同
体
の
た
め
に
統
合
し
て

い
る
」
と
い
う
（
47
）
。
こ
こ
に
は
、
出
版
事
情
の
改
善
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
大
き
な
言
論
空
間
が
生
じ
て
い

る
状
況
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
様
々
な
人
々
の
知
見
が

共
同
体
の
た
め
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
言
論
空
間
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、

現
実
に
は
そ
の
参
加
資
格
と
し
て
、
教
養
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
疑
い
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
出
版
の
自

由
が
そ
う
し
た
教
養
の
差
を
克
服
す
る
機
能
を
持
つ
と
考
え
て
い

た
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
「
印
刷
物
の
検
閲
」
の
記
事
で
、
検
閲
の
歴

史
を
解
説
し
た
際
に
、
出
版
の
自
由
が
「
す
べ
て
の
人
々
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
有
能
さ
」
に
応
じ
て
「
能
動
的
な
国
家
公
民
権
」
を
与

え
る
の
で
あ
り
、「
そ
れ
は
、
た
と
え
大
学
教
育
を
受
け
た
者
と

受
け
な
い
者
と
い
う
関
係
で
あ
っ
て
も
、
カ
ー
ス
ト
の
よ
う
な
も

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会

九
三
（
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の
と
専
制
的
な
も
の
を
打
破
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
48
）
。

こ
の
よ
う
に
、「
公
開
性
」
と
は
公
的
な
事
柄
が
周
知
公
開
さ

れ
、
同
時
に
人
々
が
公
的
活
動
に
参
加
し
て
共
同
体
の
運
営
に
関

与
す
る
状
況
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
出
版
の
自
由
は
ヴ
ェ

ル
カ
ー
の
「
公
開
性
」
の
理
念
に
お
い
て
、
重
要
な
意
見
の
伝
達
、

世
論
の
「
機
関
・
手
段
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
出
版

の
自
由
に
は
、
多
く
の
住
民
を
公
的
活
動
に
参
加
さ
せ
る
役
割
が

期
待
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と
っ
て
、
公
的
活
動
に
参
加
す
る
こ

と
は
、
人
々
の
政
治
的
教
養
を
深
め
、
自
立
へ
と
導
く
プ
ロ
セ
ス

を
も
意
味
し
て
い
た
。
実
際
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
理
論
に
お
い
て
、

出
版
の
自
由
な
ど
の
「
機
関
・
手
段
」
に
よ
っ
て
実
現
す
る
「
完

全
な
公
開
性
の
体
制
（
49
）
」
は
、
そ
の
機
能
と
効
果
か
ら
、
人
々
を
政

治
的
に
教
育
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー

に
よ
れ
ば
、「
公
開
性
」
は
教
育
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
と

も
す
る
と
知
識
だ
け
を
伝
え
、
一
面
的
で
実
り
の
な
い
も
の
に
な

り
が
ち
な
「
教
授
」
を
「
実
践
的
に
す
る
」
と
い
う
（
50
）
。
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
国
民
の
成
熟
度
合
い
や
議
会
の
公
開
に
関
す
る

記
述
に
表
れ
て
い
る
。
ま
ず
前
者
に
関
す
る
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
考
え

を
見
て
み
よ
う
。

ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
「
公
開
性
」
に
反
対
す
る
見
解
を
紹
介
し
た
箇

所
で
、
国
民
は
永
久
に
未
熟
で
後
見
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え

の
誤
り
を
説
明
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
ま
ず
、
こ
う
し
た
見

解
に
対
し
、
今
日
で
は
「
高
い
教
養
、
政
治
的
尊
厳
、
力
を
維
持

す
る
こ
と
が
で
き
る
成
熟
し
た
国
民
の
数
」
は
本
当
に
多
い
と
反

論
し
、「
後
見
の
有
害
さ
」
を
説
明
す
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
後
見
人
で
あ
る
「
廷
臣
、
宮
廷
の
貴
族
、
官
僚
」
の

「
未
熟
、
分
別
の
な
さ
、
無
力
さ
」
の
ほ
う
が
、
の
ち
の
時
代
の

自
由
を
持
つ
国
民
の
状
況
よ
り
も
は
る
か
に
ひ
ど
い
と
い
う
事
実

で
あ
り
、
多
く
の
人
は
、
一
時
的
な
未
熟
に
つ
い
て
話
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
よ
れ
ば
「
世

話
を
や
く
こ
と
、
後
見
で
は
、
決
し
て
国
民
を
成
熟
、
強
力
に
は

せ
ず
、
む
し
ろ
弱
く
し
、
未
熟
に
す
る
」
の
で
あ
り
、「
法
的
な

自
由
を
も
ち
、
使
用
す
る
こ
と
が
国
民
を
自
由
の
た
め
に
教
育
す

る
」
の
だ
っ
た
（
51
）
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
国
民
が
主
体
的

に
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
自
立
に
寄
与
す
る
と
考
え

て
い
た
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
議
会
の
公
開
に
つ
い
て

の
記
述
に
も
表
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
「
立
法
機
関
の
公
開

性
」
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
で
、
議
会
の
審
議
が
議
事
録
に
よ
っ

て
公
開
さ
れ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、
議
会
の
傍
聴

が
必
要
で
あ
る
と
言
う
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
そ
の
効
果
と
し
て
、

史
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そ
れ
が
審
議
に
厳
粛
さ
や
慎
重
さ
、
活
気
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な

く
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
会
議
や
公
の
会
議
で
発
言
す
る
人
に
良
い
影

響
を
与
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
「
公
開
性
」
の
も
と
で
は
、

議
員
と
国
民
に
お
い
て
「
公
的
な
事
柄
へ
の
心
情
と
考
え
」、
世

論
に
対
す
る
畏
怖
の
念
が
、
は
る
か
に
活
発
に
な
る
の
で
あ
り
、

官
僚
に
よ
る
政
治
の
弊
害
が
克
服
さ
れ
て
「
公
共
精
神
と
政
治
的

教
養
」
が
促
進
さ
れ
る
と
言
う
。
さ
ら
に
、
議
会
を
傍
聴
す
れ
ば
、

国
民
は
議
事
録
を
読
む
と
き
よ
り
も
自
ら
の
代
表
の
素
行
を
良
く

理
解
で
き
、
審
議
に
つ
い
て
も
よ
り
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
関
心
が
ま
す
ま
す
新
た
に
呼

び
さ
ま
さ
れ
、
活
気
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た

﹇
議
会
の
﹈
報
告
を
読
む
こ
と
も
促
進
さ
れ
る
」
と
言
う
（
52
）
。
こ
の

よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
「
公
開
性
」
の
制
度
が
国
民
の
公
的
活

動
へ
の
参
加
を
促
進
し
、
国
民
を
政
治
的
に
自
立
さ
せ
る
教
育
的

機
能
を
持
つ
と
考
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。

六
、「
公
共
精
神
」、「
市
民
的
徳
」

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
出
版
の
自
由
を
求
め
た

背
景
に
は
、
人
間
の
精
神
的
発
達
の
必
要
性
を
認
識
し
、
そ
の
効

果
に
対
す
る
大
き
な
期
待
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
連
邦
議

会
へ
の
請
願
に
お
い
て
は
、「
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
啓
蒙
と
教
養
」、

「
精
神
的
諸
力
」
な
ど
の
言
葉
の
も
と
、
人
間
の
道
徳
的
気
質
、

精
神
的
発
達
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
こ
う
し
た

「
精
神
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
気
質
や
性

向
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、

議
会
の
公
開
な
ど
に
よ
っ
て
涵
養
さ
れ
る
「
公
共
精
神
」
と
は
何

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
示
唆
に
富
む
の
が
、

『
国
家
辞
典
』
の
「
公
共
精
神
、
公
共
心
」
と
「
市
民
的
徳
と
市

民
精
神
」
と
い
う
二
つ
の
記
事
で
あ
る
。

本
節
で
扱
う
「
公
共
精
神
、
公
共
心
（
53
）
」
は
ロ
テ
ッ
ク
の
記
事
で

あ
り
、「
市
民
的
徳
と
市
民
精
神
（
54
）
」
は
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
記
事
で
あ

る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
記
事
は
、
ロ
テ
ッ
ク
の
記
事
の
捕
捉
と
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
四
つ
の
概
念
は
二
つ
の
記
事
に
お
い

て
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
（
55
）
。

ロ
テ
ッ
ク
は
「
公
共
精
神
」
を
「
全
体
の
目
的
の
実
現
や
全
体

の
福
利
の
促
進
の
た
め
に
」
自
己
犠
牲
を
い
と
わ
な
い
志
向
で
、

「
自
身
の
利
害
や
自
分
に
近
い
利
害
と
、
自
分
が
属
す
る
全
体
の

利
害
が
衝
突
す
る
場
合
に
は
後
者
を
優
先
す
る
こ
と
」、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
自
分
の
利
害
を
「
諦
め
る
こ
と
」
と
定
義
し
て
い
る
（
56
）
。

ロ
テ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
精
神
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
い

て
は
市
民
を
無
給
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
役
職
に
就
か
せ
、「
能
動
的

な
市
民
」
と
し
て
公
的
な
事
柄
に
参
加
す
る
よ
う
に
鼓
舞
す
る
と

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会
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い
う
（
57
）
。
こ
の
よ
う
に
「
公
共
精
神
」
は
公
的
な
事
柄
に
関
心
を
持

ち
、
さ
ら
に
自
己
の
権
利
を
公
の
た
め
に
使
用
す
る
態
度
、
気
質

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
「
真
の
市
民
的
徳
の
基
礎
は
市
民
精
神
、
政
治

的
な
公
共
心
な
い
し
は
公
共
精
神
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
市
民
的

徳
」
の
本
質
的
な
部
分
は
「
市
民
の
幸
せ
と
市
民
の
権
利
」
を
粘

り
強
く
促
進
し
、
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
ヴ
ェ
ル

カ
ー
は
「
公
共
精
神
と
は
共
通
の
全
体
と
そ
の
繁
栄
へ
向
か
う
考

え
、
気
持
ち
、
心
情
の
自
然
で
活
発
な
傾
向
で
あ
る
」
と
定
義
す

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
同
胞
」
の
痛
み
や
必
要
、
気
持
ち
を
自

分
の
も
の
と
し
て
感
じ
る
感
覚
で
も
あ
っ
た
（
58
）
。

ロ
テ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
制
度
と
し
て
の
立
憲
制
や
代
議
制

は
、
そ
れ
を
支
え
る
心
情
と
態
度
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
機
能
す
る

と
考
え
て
お
り
、
二
人
に
と
っ
て
「
公
共
精
神
」
や
「
市
民
的

徳
」
は
憲
法
に
基
づ
く
政
治
制
度
が
機
能
す
る
上
で
、
基
盤
と
な

る
市
民
の
気
質
で
あ
っ
た
。
ロ
テ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
憲
法
や
法
律

な
ど
の
諸
制
度
は
「
そ
の
意
味
を
理
解
し
、
そ
れ
に
喜
ん
で
従
う

公
共
精
神
が
な
か
っ
た
ら
、
簡
単
に
空
虚
な
形
式
な
い
し
は
単
な

る
空
約
束
に
な
る
」
の
で
あ
り
、「
公
共
精
神
は
真
の
市
民
的
徳

で
あ
り
、
そ
の
欠
如
は
他
の
ど
の
も
の
に
よ
っ
て
も
代
え
ら
れ
な

い
」
も
の
だ
っ
た
（
59
）
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
も
ま
た
、
記
事
の
冒
頭
で
「
市

民
的
徳
、
そ
の
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
市
民
精
神
、
市
民
的
気
概

が
な
け
れ
ば
」
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
制
度
や
英
知
は
「
無
益
」
に
終

わ
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
（
60
）
。

こ
う
し
た
市
民
的
気
質
に
関
し
て
、
自
由
主
義
者
の
社
会
理
念

の
観
点
か
ら
示
唆
に
富
む
の
は
、
ロ
テ
ッ
ク
が
「
非
政
治
的
」
な

団
体
の
中
で
見
ら
れ
る
精
神
を
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
し
て
「
公
共

精
神
」
と
峻
別
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ロ
テ
ッ
ク
は
「
ツ
ン
フ
ト

精
神
」、「
貴
族
精
神
」、「
修
道
士
な
い
し
は
聖
職
者
精
神
」、「
兵

士
の
精
神
」
な
ど
を
列
挙
し
、
こ
れ
ら
の
「
身
分
精
神
」、「
コ
ル

ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
精
神
」
は
「
利
己
的
な
、
す
な
わ
ち
主
観
的
な

利
益
や
好
み
を
追
い
求
め
る
」
精
神
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
う
「
公

共
精
神
」
と
は
対
極
に
あ
る
も
の
だ
と
言
う
（
61
）
。
ロ
テ
ッ
ク
に
よ
れ

ば
、
ツ
ン
フ
ト
が
独
占
的
に
権
利
を
保
持
し
た
り
、
貴
族
が
特
権

の
た
め
に
粘
り
強
く
戦
う
こ
と
は
、「
公
共
精
神
」
で
は
な
く
、

「
む
き
出
し
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
で
あ
り
（
62
）
、
議
員
が
自
分
を
選
ん
で

く
れ
た
選
挙
区
や
「
身
分
」、「
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
」
の
利
益

を
「
公
共
精
神
」
の
名
の
も
と
に
配
慮
す
る
の
は
誤
り
で
、
そ
れ

は
「
個
人
の
む
き
出
し
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
よ
り
も
有
害
で
あ
る
」
と

い
う
（
63
）
。

ヴ
ェ
ル
カ
ー
も
教
会
や
ツ
ン
フ
ト
な
ど
の
特
定
の
集
団
の
た
め

に
行
動
す
る
こ
と
は
下
位
の
徳
で
あ
り
、「
高
次
の
徳
」
で
あ
る
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「
市
民
的
徳
」
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
64
）
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー

に
と
っ
て
、「
市
民
的
徳
」
を
駄
目
に
し
て
い
る
の
は
聖
職
者
や

世
俗
の
独
裁
者
の
「
カ
ー
ス
ト
精
神
」、「
い
や
し
い
利
己
心
」
で

あ
り
、「
家
族
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
ツ
ン
フ
ト
、
身
分
的
カ
ー
ス

ト
」
な
ど
、「
下
位
の
集
団
」
へ
の
義
務
を
口
実
に
「
市
民
的

徳
」
を
汚
す
こ
と
は
「
よ
り
危
険
」
で
あ
っ
た
（
65
）
。

こ
の
二
人
の
説
明
に
は
、
公
益
を
重
視
す
る
自
由
主
義
の
政
治

理
解
が
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ロ
テ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と

っ
て
、
特
定
の
「
身
分
」
や
団
体
の
利
益
が
政
治
に
お
い
て
貫
徹

さ
れ
る
こ
と
は
、
公
益
に
合
致
せ
ず
、
そ
れ
は
「
公
共
精
神
」
や

「
市
民
的
徳
」
と
い
っ
た
「
市
民
」
の
精
神
に
も
と
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
市
民
」
は
、
自
身
の
利
害
を
「
特
殊
」

な
「
身
分
」
の
利
益
と
し
て
主
張
し
て
は
な
ら
ず
、
常
に
公
益
を

体
現
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ガ
ル
は
「
階
級
な
き
市

民
社
会
」
と
い
う
自
由
主
義
者
の
社
会
期
待
像
を
、「
市
民
」
で

あ
る
「
中
間
的
身
分
」
が
、
将
来
「
普
遍
的
身
分
」
に
な
る
構
想

と
し
て
定
式
化
し
て
い
た
が
、
こ
の
「
公
共
精
神
」、「
市
民
的

徳
」
に
見
ら
れ
る
政
治
理
念
は
、
ガ
ル
が
言
う
「
普
遍
的
身
分
」

と
し
て
の
「
市
民
」
の
自
己
了
解
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
点
で
、「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
と
い
う
社
会
理
念
に
合
致
す

る
政
治
理
念
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
公
益
を
目

指
す
自
由
主
義
者
の
政
治
理
念
が
そ
の
背
後
に
見
ら
れ
る
点
で
、

「
公
共
精
神
」、「
市
民
的
徳
」
は
「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
と
い

う
理
念
に
合
致
す
る
市
民
的
気
質
と
言
え
る
。

ロ
テ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
「
公
共
精

神
」、「
市
民
的
徳
」
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
重
要
な
手
段
が
、
出

版
の
自
由
を
は
じ
め
と
し
た
諸
制
度
と
、
市
民
の
公
的
な
事
柄
へ

の
参
加
で
あ
っ
た
。
ロ
テ
ッ
ク
は
「
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
事
で
、

有
益
な
公
共
精
神
」
を
国
民
に
植
え
付
け
る
に
は
「
市
民
の
理
性

を
啓
蒙
し
、
市
民
の
気
質
を
高
貴
に
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
言
う
。
そ
し
て
、
市
民
に
公
的
な
事
柄
を
知
ら
せ
、
個
々
の
教

養
の
段
階
に
応
じ
て
公
的
な
事
柄
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
こ
う
述
べ
た
後
で
、
ロ
テ
ッ
ク

は
「
公
表
す
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
発
言
と
著
作
の
自
由
」
と
、

「
政
治
的
な
自
由
な
い
し
は
政
治
的
権
利
」
が
憲
法
に
基
づ
く
体

制
の
原
則
で
あ
る
と
述
べ
る
（
66
）
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
「
市
民
的
徳
」
に

は
「
固
有
の
啓
蒙
の
、
教
育
の
、
練
習
の
手
段
」
が
必
要
で
あ
り
、

と
り
わ
け
「
政
治
的
啓
蒙
や
徳
行
は
、
政
治
的
出
版
の
自
由
や
、

市
民
の
市
民
的
共
同
体
へ
の
、
そ
の
義
務
や
権
利
へ
の
自
由
で
活

発
な
関
与
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
自
由
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

―
請
願
―
選
挙
権
と
共
通
の
兵
役
の
義
務
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
67
）
。

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会

九
七
（
二
二
三
）



そ
し
て
ま
さ
に
こ
う
し
た
活
動
を
保
証
す
る
も
の
が
、
道
徳
的

教
育
の
機
能
を
付
与
さ
れ
た
「
公
開
性
」
の
体
制
で
あ
っ
た
。
ヴ

ェ
ル
カ
ー
は
、「
公
開
性
」
の
記
事
の
中
で
「
完
全
な
公
開
性
は
、

と
り
わ
け
国
民
の
習
俗
規
範
的
な
教
育
に
最
も
効
果
的
で
あ
る
（
68
）
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
ヴ
ェ
ル
カ
ー
自
身
が
参
照
を
指

示
し
て
い
る
「
古
代
、
近
代
に
お
け
る
習
俗
規
範
の
審
判
と
し
て

の
監
察
（
69
）
」
の
記
事
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
ヴ
ェ
ル
カ

ー
は
古
代
ロ
ー
マ
の
財
産
調
査
官
で
あ
る
監
察
官
が
、
市
民
の
合

意
の
も
と
に
人
々
の
「
公
的
名
誉
」
や
「
公
的
恥
」
の
意
識
、
徳

や
「
公
的
規
範
」
の
育
成
、
促
進
、
維
持
に
役
立
っ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
、
現
代
で
は
そ
の
役
割
を
「
出
版
の
自
由
」
と
世
論
が

担
う
こ
と
を
説
明
す
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
懲
罰
に
よ
っ

て
人
々
を
外
面
か
ら
統
制
す
る
検
閲
は
、
人
々
の
心
情
を
偏
狭
、

隷
属
的
に
し
、
そ
の
役
目
を
果
た
さ
ず
、「
習
俗
規
範
の
審
判
」

は
「
完
全
な
自
由
」
と
、
裁
か
れ
る
人
の
「
内
面
的
な
確
信
、
習

俗
規
範
」
に
由
来
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
し

た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
結
論
は
、「
完
全
な
法
的
公
開
性
」

と
世
論
と
い
う
法
廷
に
お
け
る
自
由
だ
け
が
「
習
俗
規
範
と
自
由
、

公
的
な
名
誉
と
恥
の
番
人
た
り
う
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（
70
）
。

こ
の
よ
う
に
「
習
俗
規
範
的
な
教
育
」
と
は
、
出
版
の
自
由
や

世
論
を
通
じ
て
恥
、
名
誉
、
徳
な
ど
の
気
質
を
監
視
、
育
成
、
維

持
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
別
言
す
れ
ば
、
道
徳
的
教
育
を
意
味
し

て
い
た
。
そ
の
際
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
気
質
が
共

同
体
の
規
範
、
規
則
に
忠
実
で
あ
り
、
秩
序
と
風
紀
を
守
っ
て
い

る
と
い
う
消
極
的
、
受
動
的
な
気
質
で
は
な
く
、
国
家
や
共
同
体

に
主
体
的
に
奉
仕
し
、
同
胞
を
尊
重
す
る
気
質
、
能
動
的
に
共
同

体
に
関
心
を
寄
せ
る
気
質
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
は
、
こ
の
「
監
察
」
の
記
事
に
お
い
て
、
恥
、
名
誉

と
い
っ
た
気
質
が
、
現
代
ド
イ
ツ
語
で
「
公
の
」
と
い
う
言
葉
を

し
ば
し
ば
冠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
接
的
に
現
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
「
公
の
」
と
い
う
言
葉
は
、
先
に
ヴ
ェ
ル
カ
ー

自
身
が
「
公
開
性
」
の
記
事
で
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
「
国

家
の
、
共
同
体
の
」
な
い
し
は
「
市
民
や
共
同
体
に
関
わ
る
」
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
望
ま
し
い
と
考
え

る
気
質
は
、
個
人
の
望
ま
し
い
特
質
、
性
向
で
あ
る
と
同
時
に
、

共
同
体
の
た
め
に
有
益
に
作
用
す
る
市
民
的
気
質
と
し
て
も
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
「
公
開
性
」
の
制
度

に
教
育
的
機
能
を
認
め
て
お
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
政
治
的
教

育
、
道
徳
的
教
育
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
ヴ
ェ
ル

カ
ー
は
、
政
治
的
教
養
に
加
え
て
「
公
共
精
神
」
に
代
表
さ
れ
る

市
民
的
特
質
の
育
成
も
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

史
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そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
「
公
開
性
」
の
様
々
な
教
育
的
機
能
と

批
判
的
機
能
、
す
な
わ
ち
官
僚
の
不
正
を
防
ぎ
、
政
治
権
力
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
機
能
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
鍵
は
、「
公
開
性
」
の
記

事
の
中
の
「
国
家
の
監
督
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
箇
所
に
あ
る
。

ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
こ
こ
で
、
政
治
権
力
の
悪
用
を
防
ぐ
た
め
に
、
権

力
の
分
散
と
均
衡
の
た
め
の
組
織
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
組

織
も
、「
公
開
性
」
と
「
公
共
精
神
」
を
兼
ね
備
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
71
）
。
そ
し
て
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
そ
れ

だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
政
治
的
権
力
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、

市
民
に
よ
る
活
発
な
公
的
生
活
に
よ
っ
て
し
か
行
わ
れ
得
な
い
こ

と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
国
民

の
活
発
な
公
的
生
活
が
ど
の
よ
う
に
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
詳
細
を
語
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
働
き

に
対
す
る
確
信
の
背
後
に
は
、
先
に
見
た
連
邦
へ
の
請
願
と
同
様

に
、
国
民
の
道
徳
的
気
質
へ
の
大
き
な
信
頼
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
カ

ー
に
よ
れ
ば
、「
公
開
性
」
を
持
つ
国
民
に
お
い
て
は
、「
す
べ
て

の
専
制
政
治
を
拒
否
す
る
変
わ
ら
ぬ
関
心
」
が
あ
る
と
言
う
。
そ

し
て
、
国
民
が
「
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
ほ
ど
、
習
俗
規
範
的
に

堕
落
し
、
没
落
に
身
を
委
ね
て
い
な
け
れ
ば
」
自
由
な
意
見
の
対

立
の
中
で
「
最
後
に
は
祖
国
を
愛
す
る
理
念
と
利
害
関
心
が
優
位

に
立
つ
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
る
（
72
）
。
ま
た
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
別
の

箇
所
で
、
政
府
の
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
は
「
正
し

い
政
治
的
知
識
と
洞
察
、
そ
し
て
活
発
な
公
共
精
神
が
そ
の
前
提

と
な
る
」
と
述
べ
、「
た
だ
公
開
性
だ
け
」
が
こ
う
し
た
心
情
と

活
動
を
も
た
ら
す
と
断
言
し
て
い
る
（
73
）
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ル
カ
ー

の
理
論
に
お
い
て
、「
公
開
性
」
の
批
判
的
機
能
は
「
公
共
精

神
」
と
い
っ
た
個
人
の
道
徳
的
資
質
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
公
開

性
」
の
制
度
が
政
治
に
お
け
る
批
判
的
機
能
を
持
つ
と
き
、
そ
れ

ら
の
機
能
は
、
恥
、
名
誉
、「
公
共
精
神
」
と
い
っ
た
個
人
が
持

つ
べ
き
道
徳
的
資
質
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ

と
を
考
慮
す
る
と
、
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
た
出
版
の
自
由
の

持
つ
批
判
的
役
割
は
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
気
質

を
持
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
世
論
の
働
き
に
す
ぎ
な
い
。

そ
し
て
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
「
公
開
性
」
の
体
制
の
利
点
と
し
て
、

そ
の
批
判
的
機
能
と
は
別
に
、
政
治
的
、
道
徳
的
教
育
の
役
割
を

期
待
し
て
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
世

論
や
そ
の
「
機
関
・
手
段
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
出
版

の
自
由
に
、
政
治
的
教
養
の
付
与
や
望
ま
し
い
気
質
の
育
成
を
期

待
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
出
版
の
自
由
に
は
、
国

民
を
政
治
的
、
道
徳
的
に
教
育
す
る
役
割
も
付
与
さ
れ
て
い
た
の

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会
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で
あ
る
。

七
、
一
八
三
一
年
の
バ
ー
デ
ン
第
二
院
に
お
け
る
議
論

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
出
版
の
自
由
に
つ

い
て
の
見
解
は
、
当
時
の
バ
ー
デ
ン
の
自
由
主
義
者
の
中
で
、
ど

の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
を
明
ら
か

に
し
、
さ
ら
に
自
由
主
義
者
の
社
会
理
念
の
限
界
と
可
能
性
を
示

す
点
で
興
味
深
い
事
例
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
が
、
一
八
三
一
年

の
バ
ー
デ
ン
第
二
院
で
の
議
論
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
動
議
は
議
会
の
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
一
八
三

一
年
六
月
一
五
日
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
で
議
員
の
デ
ュ
ー

ト
リ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
委
員
会
の
見
解
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
74
）
。
デ

ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
は
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
動
議
に
賛
意
を
示
し
、
出
版

の
自
由
を
定
め
た
法
律
の
制
定
を
求
め
、
そ
の
際
の
留
意
事
項
を

提
案
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
出
版
物
に
お
け
る
匿
名
の
禁
止
、

出
版
物
を
利
用
し
た
犯
罪
、
違
反
を
罰
す
る
こ
と
、
違
反
し
た
書

物
を
押
収
す
る
措
置
を
設
け
る
こ
と
、
定
期
刊
行
物
の
発
行
に
際

し
、
保
証
金
な
ど
の
担
保
を
課
す
こ
と
、
そ
し
て
訴
訟
の
た
め
の

体
制
を
作
り
、
陪
審
裁
判
を
導
入
す
る
こ
と
の
五
つ
で
あ
り
、
デ

ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
出
版
の
自
由
を
最
大
限

に
認
め
、
な
お
か
つ
出
版
の
自
由
の
悪
用
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
で

あ
っ
た
（
75
）
。

同
二
七
日
に
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
、
第
二
院
に
届
い

た
各
地
か
ら
の
請
願
の
う
ち
出
版
の
自
由
を
求
め
る
も
の
に
つ
い

て
の
報
告
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
動
議
、
デ
ュ
ー

ト
リ
ン
ガ
ー
の
委
員
会
報
告
に
対
す
る
各
議
員
の
意
見
表
明
が
行

わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
出
版
の
自
由

の
重
要
性
を
指
摘
し
、
そ
の
後
、
出
版
の
自
由
の
た
め
の
法
律
案

を
提
示
す
る
よ
う
に
バ
ー
デ
ン
大
公
に
求
め
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
（
76
）
、

翌
日
の
議
論
に
お
い
て
、
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
の
五
つ
の
提
案
が

第
二
院
に
よ
っ
て
す
べ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
77
）
。

議
会
の
議
論
に
お
い
て
も
最
も
多
く
見
ら
れ
る
の
が
、
出
版
の

自
由
が
代
議
制
、
立
憲
制
に
必
要
で
あ
り
、
官
僚
の
不
正
を
防
ぐ

と
い
う
主
張
で
あ
る
。
議
員
イ
ッ
ツ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
れ
ま
で

の
議
論
に
お
い
て
出
版
の
自
由
が
「
立
憲
主
義
国
家
の
熱
き
血
」

で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
恣
意
に
対
す
る
効
果
的
な
法
廷
」

と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
（
78
）
。
ま
た
議
員
ラ
ウ
ラ

ー
は
、
出
版
の
自
由
を
「
立
憲
制
の
基
礎
」、「
行
政
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
、
す
べ
て
の
市
民
的
権
利
の
保
証
」
と
見
な
し
、
出
版
の
自

由
が
あ
れ
ば
「
恣
意
」
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
79
）
。
さ
ら
に
、
議
会

に
お
い
て
は
官
僚
政
治
に
対
す
る
懸
念
が
各
議
員
に
よ
っ
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
議
員
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
は
、
検
閲
を
行

史
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使
す
る
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
支
配
欲
の
と
り
こ
に
な
っ
て
い
る
」
官

僚
に
臣
民
が
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
（
80
）
。
議
員
モ

ー
ア
は
、
厳
し
い
検
閲
が
行
わ
れ
て
い
る
理
由
が
、
自
ら
の
行
為

が
明
る
み
に
出
る
こ
と
に
対
す
る
官
僚
の
不
安
に
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
（
81
）
。
こ
の
よ
う
に
、
議
員
に
と
っ
て
、
出
版
の
自
由
は

政
府
や
官
僚
の
恣
意
的
政
治
を
打
破
す
る
点
で
有
益
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
出
版
の
自
由
が
国
民
の
政

治
的
自
立
、
精
神
的
、
道
徳
的
発
達
を
促
す
と
考
え
て
い
た
が
、

議
員
も
そ
う
し
た
見
解
を
共
有
し
て
い
る
。
議
員
メ
ル
ク
は
、
出

版
物
が
宗
教
的
権
威
と
狂
信
主
義
を
無
く
す
こ
と
、
諸
国
民
を
成

熟
さ
せ
る
こ
と
や
代
議
制
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
加
え
、「
良
い

法
律
を
準
備
し
、
そ
れ
を
よ
く
分
か
ら
せ
、
人
間
を
世
界
市
民
、

国
家
公
民
に
教
育
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
82
）
。
メ
ル
ク
は
こ

こ
で
出
版
物
の
様
々
な
効
能
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
が
、
出
版
物

は
国
民
を
精
神
的
に
自
立
さ
せ
、
国
民
に
政
治
的
教
養
を
与
え
る

こ
と
で
市
民
の
育
成
に
寄
与
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
寄
宿
制
高
等
学
校
の
教
師
で
、
議
会
秘
書
兼
議
員
の
グ

リ
ム
は
、
松
明
の
比
�
を
用
い
て
、
出
版
の
自
由
に
反
対
す
る
人

の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
グ
リ
ム
は
、
真
実
と
い
う
松
明
は
国
民
に

と
っ
て
危
険
だ
と
い
う
「
政
治
的
、
宗
教
的
反
啓
蒙
主
義
者
」
の

見
解
を
、
国
民
が
無
知
で
は
な
い
と
し
て
退
け
る
。
そ
し
て
、
火

を
使
っ
た
こ
と
の
な
い
少
年
に
、
危
険
で
あ
る
と
言
っ
て
火
の
使

い
方
を
教
え
ず
、
彼
を
夜
の
闇
に
委
ね
、「
彼
の
精
神
的
な
発
達

を
促
進
す
る
見
解
」
を
与
え
な
い
の
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

グ
リ
ム
は
悪
用
さ
れ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
す
べ
て
を
非
難
す
る
こ

と
を
諌
め
た
あ
と
、
出
版
物
が
「
真
実
を
伝
達
す
る
道
具
」
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
動
議
に
賛
成
し
て
い
る
（
83
）
。
こ
の
よ
う
に
、

議
員
も
ヴ
ェ
ル
カ
ー
と
同
様
に
出
版
物
が
人
間
の
精
神
的
発
達
を

促
す
も
の
と
考
え
て
お
り
、
出
版
の
自
由
の
効
果
に
大
き
な
期
待

を
寄
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
精
神
的
気
質
が
そ
の
人
の

経
済
的
な
状
況
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た

見
解
は
、
牧
師
で
コ
ル
ク
の
教
区
監
督
、
議
員
フ
ェ
ヒ
ト
に
よ
っ

て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
敬
虔
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
表
明
さ
れ
て

い
る
。
フ
ェ
ヒ
ト
は
出
版
の
自
由
に
賛
成
す
る
理
由
と
し
て
、
精

神
的
発
達
が
阻
害
さ
れ
る
と
経
済
的
状
況
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
フ
ェ
ヒ
ト
は
自
身
の
経
験
と
し
て
、
困

窮
が
ひ
ど
い
場
所
に
行
っ
た
時
に
「
同
胞
の
肉
体
的
な
、
物
質
的

な
貧
窮
が
精
神
的
な
貧
窮
よ
り
ず
っ
と
少
な
い
」
こ
と
に
大
き
く

心
を
動
か
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
フ
ェ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
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し
た
状
況
が
生
ず
る
の
は
、
精
神
的
な
貧
窮
が
「
人
間
の
神
聖
な

本
質
ま
で
入
り
込
む
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
通
例
、
物
質
的
な
貧

窮
の
原
因
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
や
は
り
非

常
に
促
進
す
る
」
の
だ
と
言
う
（
84
）
。
ま
た
、
議
員
ゼ
ル
ツ
ァ
ム
は
、

演
説
の
冒
頭
で
出
版
の
自
由
が
「
考
え
る
自
由
」
と
同
一
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
出
版
の
自
由
と
い
う
「
す
べ
て
の
高
次
の
精
神

形
成
と
い
う
人
生
の
原
則
な
し
に
、
物
質
的
な
財
産
と
利
害
関
心

が
あ
る
の
か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
（
85
）
。
こ
の
よ
う
に
、
精
神
的
、

物
質
的
と
い
う
区
分
は
議
会
の
議
論
に
も
見
ら
れ
、
議
員
は
出
版

の
自
由
を
精
神
の
自
由
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

す
で
に
見
た
た
よ
う
に
、
自
由
主
義
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
は
、

自
由
主
義
者
が
下
層
の
人
々
に
対
し
て
不
信
感
を
抱
い
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
バ
ー
デ
ン
の
自
由
主
義
者

に
も
当
て
は
ま
る
。
出
版
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
下

層
の
人
々
へ
の
潜
在
的
な
不
安
は
、
少
数
で
は
あ
る
が
革
命
を
警

戒
す
る
発
言
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
議
員
は
出
版
の
自
由
が

革
命
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
出
版
の
自
由
を
抑
圧
す
る
こ
と

が
国
民
の
不
満
を
増
大
さ
せ
、
革
命
に
つ
な
が
る
こ
と
を
説
明
す

る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
一
八
三
一
年
の
動
議
の
趣
旨
説
明
で
、
現
在

ド
イ
ツ
に
は
「
出
版
物
の
よ
う
な
な
だ
め
る
も
の
﹇das

be-

ruhigende
der

Presse

﹈」
が
な
く
、
外
国
の
新
聞
が
国
民
を
革

命
へ
と
駆
り
立
て
る
危
険
性
を
示
唆
し
、
政
府
に
出
版
の
自
由
を

求
め
て
い
る
（
86
）
。
ま
た
、
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
は
出
版
の
自
由
が
国

民
の
声
を
聞
き
、
不
正
を
発
見
し
、
国
家
の
犯
罪
や
不
平
を
取
り

除
く
の
で
、
政
府
に
と
っ
て
「
蜂
起
、
騒
擾
、
国
家
秩
序
の
大
変

革
を
防
ぐ
確
実
な
手
段
の
ひ
と
つ
」
で
あ
る
と
述
べ
（
87
）
、
ミ
ッ
テ
ル

マ
イ
ア
ー
は
検
閲
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
、
隣
国
の
国
民
を
七
月

革
命
へ
と
駆
り
立
て
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
88
）
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
革
命
に
関
す
る
発
言
は
少
数
で
、
出
版
の
自
由
に
反
対

す
る
人
へ
の
反
論
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
強
い
。
議
会
の
議
論
を

全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
出
版
物
の
自
由
の
悪
影
響
に
対
す
る
恐
れ

よ
り
も
、
官
僚
の
恣
意
に
対
す
る
警
戒
が
全
面
に
出
て
お
り
、
出

版
物
の
悪
用
に
つ
い
て
も
、
法
律
に
よ
っ
て
罰
則
を
設
け
、
陪
審

裁
判
に
そ
の
決
定
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
議
員
の
見
解
は
一
致
し
て

い
た
。

と
こ
ろ
で
、
ガ
ル
が
示
し
た
自
由
主
義
者
の
社
会
の
未
来
像
は
、

精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
自
立
し
た
家
父
長
か
ら
な
る
共
同
体
で

あ
り
、
客
観
的
に
み
れ
ば
、
前
工
業
的
で
、「
職
能
身
分
的
に
組

織
さ
れ
た
中
間
的
身
分
社
会
」
で
あ
っ
た
。
職
能
身
分
的
な
社
会

と
は
、
職
業
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
「
身
分
」
が
依
然
と
し
て
社
会
の
編
成
規
準
で
は
あ
る
が
、
そ

の
際
、
出
自
だ
け
で
な
く
、
能
力
や
努
力
、
業
績
も
そ
の
社
会
の

史
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編
成
を
決
定
づ
け
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
「
身
分
制
社
会
」

の
新
し
い
秩
序
原
理
で
あ
っ
た
。
ガ
ル
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
、

そ
う
し
た
社
会
は
、「
才
覚
と
業
績
に
応
じ
つ
つ
」、
し
か
し
な
が

ら
現
実
に
は
「
出
自
と
伝
統
に
も
応
じ
つ
つ
編
成
さ
れ
た
社
会
」

で
あ
っ
た
（
89
）
。
出
版
の
自
由
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
こ
う
し
た
自

由
主
義
者
の
社
会
理
念
を
反
映
し
、
な
お
か
つ
そ
の
限
界
と
可
能

性
が
表
れ
て
い
る
点
で
示
唆
に
富
む
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
保
証

金
に
関
す
る
議
員
の
見
解
で
あ
る
。

保
証
金
と
は
、
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
定

期
刊
行
物
発
行
の
条
件
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
デ
ュ
ー
ト
リ
ン

ガ
ー
の
委
員
会
報
告
に
お
い
て
、
定
期
刊
行
物
の
創
刊
を
「
国
家

公
民
」
で
あ
る
人
に
限
定
し
、
さ
ら
に
「
委
員
会
の
大
多
数
」
の

見
解
に
基
づ
き
、「
な
ん
ら
か
の
個
人
的
資
質
」
と
し
て
「
状
況

に
応
じ
た
適
度
な
保
証
金
」
を
要
求
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い

た
（
90
）。議

会
の
当
初
の
議
論
に
お
い
て
、
保
証
金
に
は
じ
め
て
言
及
し

た
の
は
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
で
あ
る
。
彼
は
保
証
金
が
「
才
能
の

発
達
を
妨
げ
る
」
手
段
で
あ
る
と
し
て
、
断
固
反
対
し
て
い
る
。

ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
は
、
出
版
の
悪
用
に
対
処
す
る
方
法
と
し
て

匿
名
の
禁
止
や
、
編
集
者
を
「
あ
る
年
齢
に
達
し
た
、
品
行
方
正

な
国
家
公
民
」
に
限
る
と
い
う
「
道
徳
的
な
保
証
」
が
提
案
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
あ
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
導
入
さ
れ

て
い
る
保
証
金
を
「
不
平
等
」
で
あ
る
と
し
て
非
難
す
る
。
ミ
ッ

テ
ル
マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
お
金
を
十
分
に
持
っ
て
い

て
、
保
証
金
を
払
え
る
人
が
、
い
つ
も
最
も
才
能
を
持
っ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
は
、
保

証
金
が
制
度
と
し
て
役
に
立
た
な
い
こ
と
も
指
摘
す
る
。
ミ
ッ
テ

ル
マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
保
証
金
を
高
く
す
る
と
新
聞
を
創
刊
し

よ
う
と
す
る
「
才
能
の
あ
る
、
意
欲
的
な
人
」
の
道
を
閉
ざ
し
て

し
ま
う
し
、
保
証
金
を
低
く
す
る
と
、
そ
の
役
目
を
果
た
さ
な
い

と
言
う
（
91
）
。

同
じ
く
保
証
金
の
導
入
に
難
色
を
示
し
て
い
る
の
が
ヴ
ェ
ル
カ

ー
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
出
版
の
自
由
に
よ
っ
て
国
民
に
も
た

ら
さ
れ
る
教
育
の
完
成
と
、
世
論
の
機
関
で
あ
る
「
自
由
な
出
版

物
」
が
行
使
す
る
「
偉
大
な
全
能
の
検
閲
機
関
」
が
保
証
金
の
代

わ
り
に
な
る
こ
と
を
説
明
し
、
委
員
会
の
他
の
提
案
に
関
し
て
も
、

自
由
を
制
限
し
な
い
よ
う
な
仕
方
が
最
善
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
92
）
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
保
証
金
の
必
要
を
訴
え
た
の
が
、
デ
ュ
ー

ト
リ
ン
ガ
ー
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
は
、
公
的
な
事
柄
に

つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
人
は
、
出
版
の
自
由
を
悪
用
し
な
い
と
い

う
保
証
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
議
員
と
同
様
の
資
格

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
は
、

出
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と
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民
社
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出
版
の
自
由
を
導
入
し
た
ば
か
り
の
時
期
に
保
証
金
を
求
め
る
こ

と
は
「
過
大
な
要
求
」
で
は
な
い
と
言
う
（
93
）
。
こ
の
よ
う
に
、
保
証

金
に
反
対
す
る
見
解
は
、
保
証
金
が
才
能
の
あ
る
人
の
活
動
や
、

出
版
物
の
発
行
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
主
旨
で
あ
り
、
逆
に
保
証

金
の
導
入
に
賛
成
す
る
見
解
は
、
出
版
の
自
由
と
い
う
権
利
の
影

響
力
や
そ
の
悪
用
を
根
拠
に
し
て
い
る
。

こ
れ
に
続
く
議
論
で
も
こ
う
し
た
説
明
の
枠
組
み
は
変
わ
ら
な

い
。
ロ
テ
ッ
ク
は
編
集
者
が
「
国
家
公
民
の
名
誉
」
に
深
く
関
わ

る
の
で
、
保
証
金
が
な
け
れ
ば
、
誹
謗
中
傷
が
起
こ
り
う
る
と
し

て
保
証
金
に
賛
成
し
、
真
に
才
能
が
あ
り
、
尊
敬
に
値
す
る
人
は
、

保
証
金
を
払
っ
て
く
れ
る
パ
ト
ロ
ン
を
見
つ
け
ら
れ
る
の
で
、
才

能
は
保
証
金
に
よ
っ
て
も
締
め
出
さ
れ
な
い
と
述
べ
る
（
94
）
。
こ
れ
に

対
し
、
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
は
「
高
貴
な
人
」
し
か
公
の
新
聞
で

発
言
で
き
な
い
よ
う
な
「
道
徳
的
な
保
証
」
で
十
分
で
あ
る
と
し

て
保
証
金
に
再
び
反
対
し
て
い
る
（
95
）
。

他
の
議
員
が
様
々
な
理
由
に
よ
り
保
証
金
に
賛
意
を
示
す
な
か
（
96
）
、

保
証
金
の
必
要
を
よ
り
強
く
訴
え
た
の
が
、
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー

で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
ず
「
道
徳
的
な
保
証
」
に
疑
問
を
呈
す
。
デ

ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
は
、
実
直
で
あ
る
と
さ
れ
る
人
は
、
ま
だ
人
殺

し
や
盗
み
を
し
て
い
な
い
と
か
、
刑
務
所
に
入
っ
た
こ
と
が
な
い

人
物
で
あ
っ
て
、「
道
徳
的
価
値
」
は
信
用
で
き
な
い
と
言
う
。

そ
し
て
財
産
の
所
有
こ
そ
、
そ
の
人
が
信
頼
で
き
る
と
い
う
判
断

の
規
準
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
に
よ
れ

ば
、
社
会
の
秩
序
が
存
続
し
て
こ
そ
、
財
産
は
安
全
に
保
持
さ
れ

る
た
め
、
財
産
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
人
が
公
的
な
秩

序
の
維
持
や
国
家
の
繁
栄
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
保
証
す

る
も
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
保
証
金
を
導
入
し
な
け
れ
ば
新
聞
を

創
刊
し
て
市
民
を
罵
倒
す
る
「
堕
落
し
た
学
生
が
現
れ
る
」
こ
と

を
危
惧
し
て
演
説
を
終
え
て
い
る
（
97
）
。
議
論
で
は
そ
の
後
、「
底
意

の
あ
る
学
生
」
へ
の
危
惧
か
ら
議
員
ベ
ッ
ク
が
保
証
金
に
賛
成
す

る
な
ど
、
他
の
議
員
も
保
証
金
の
導
入
に
理
解
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
保
証
金
に
反
対
し
た
の
は
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
の
説
明
に

賛
意
を
表
し
た
メ
ル
ク
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
保
証
金
の

導
入
が
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
98
）
。

保
証
金
の
制
度
は
出
版
の
自
由
を
定
め
た
法
律
に
実
際
に
明
記

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
編
集
者
は
一
〇

〇
〇
グ
ル
デ
ン
を
、
週
に
三
回
以
上
発
行
す
る
場
合
は
二
〇
〇
〇

グ
ル
デ
ン
を
納
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
（
99
）
。
ロ
テ
ッ
ク
は
自

立
し
た
手
工
業
者
の
指
標
と
し
て
、
四
〇
〇
グ
ル
デ
ン
ほ
ど
の
営

業
資
金
を
一
つ
の
基
準
と
考
え
て
い
た
が
（
100
）
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考

慮
に
入
れ
る
と
、
保
証
金
の
額
は
決
し
て
安
価
な
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
出
版
の
自
由
を
能
動
的
に
行
使
す
る
た
め

史
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に
は
、
財
産
に
よ
る
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
保
証
金
に
関
す
る
議
論
で
は
、
才
能
と
保
証
金
と
い
う
二

つ
の
規
準
が
そ
の
争
点
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
規
準
は
、
い

ず
れ
も
個
人
の
業
績
を
尊
重
す
る
点
で
、
自
由
主
義
者
の
職
能
身

分
的
社
会
理
念
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た

だ
し
、
こ
う
し
た
規
準
は
議
論
に
お
い
て
ま
っ
た
く
異
な
る
社
会

観
を
容
認
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
一
方
で
は
才
能
と
い
う
個

人
の
資
質
を
尊
重
し
て
、
保
証
金
に
反
対
す
る
見
解
が
見
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
側
面
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
自
由
主
義
者
が
理
想
と
す

る
「
社
会
」
は
、
資
産
の
な
い
人
々
に
職
業
選
択
の
可
能
性
を
与

え
る
点
で
、「
開
か
れ
た
社
会
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、

保
証
金
に
賛
成
し
た
議
員
は
、
そ
う
し
た
規
準
を
満
た
せ
な
い
大

多
数
の
人
々
が
出
版
の
自
由
を
能
動
的
に
行
使
で
き
な
く
な
る
こ

と
を
容
認
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
自
由
主
義
者

が
理
想
と
す
る
「
社
会
」
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
平
等
に
開
か
れ

て
お
ら
ず
、
閉
鎖
的
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
保
証
金
に
関
す
る
議
論
か
ら
は
、
自
由
主
義
者

が
特
定
の
人
間
像
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
自
由

主
義
者
は
出
版
物
を
発
行
す
る
編
集
者
と
し
て
、「
品
行
方
正
な

国
家
公
民
」、「
高
貴
な
人
」
を
想
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
編
集

者
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
と
し
て
「
堕
落
し
た
学
生
」、「
底
意
の

あ
る
学
生
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
自
由
主
義
者

は
精
神
的
に
自
立
し
た
人
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
人
々
を

信
頼
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
議
員
が
保
証

金
に
賛
成
し
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
自
立
し
た
生
計
を
営
む

こ
と
が
、
信
頼
で
き
る
人
、
す
な
わ
ち
「
家
父
長
」
の
「
自
立
」

の
規
準
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
保
証
金
に
関
す
る
議
論
に
は
、
ガ
ル
が
言
う
「
自
立
」
し
た

家
父
長
か
ら
な
る
共
同
体
と
い
う
自
由
主
義
者
の
社
会
理
念
が
見

ら
れ
、
こ
う
し
た
社
会
理
念
が
排
除
と
包
摂
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

た
だ
し
、
保
証
金
の
導
入
が
承
認
さ
れ
た
と
は
言
え
、
議
会
の

自
由
主
義
者
は
出
版
の
自
由
の
享
受
者
を
「
教
養
」
と
「
財
産
」

の
あ
る
「
市
民
」
だ
け
に
限
定
し
て
い
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

議
会
の
議
論
で
は
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
出
版
の
自
由
に
関
す
る
見
解

と
同
様
に
、
下
層
の
人
々
を
念
頭
に
置
い
た
発
言
が
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
一
日
目
の
議
論
に
お
い
て
、
商
人
で
議
員
の
シ
ュ
パ

イ
ア
ー
は
、「
た
い
て
い
出
版
物
を
自
ら
使
用
し
な
い
市
民
も
そ

の
自
由
の
価
値
を
知
っ
て
い
る
」
こ
と
を
政
府
に
確
信
さ
せ
た
い

と
言
い
、
現
行
の
分
厚
い
作
品
の
た
め
の
出
版
の
自
由
は
、
学
者

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会
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を
満
足
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、「
と
り
わ
け
市
民
の
た
め

に
、
日
々
の
新
聞
の
た
め
の
出
版
の
自
由
も
要
求
す
る
」
と
述
べ

て
い
る
（
101
）
。
さ
ら
に
議
員
ミ
ュ
ラ
ー
は
自
身
を
市
民
層
と
同
一
視
し

て
、
出
版
の
自
由
を
要
求
し
て
い
る
が
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
発
言
は
、

「
市
民
」
と
い
う
言
葉
が
当
時
、「
教
養
」
と
「
財
産
」
に
限
ら
れ

な
い
広
い
階
層
の
人
々
を
含
む
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
点
で
興
味
深
い
。

「
そ
れ
に
加
え
て
私
は
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
出
版
の
自

由
を
一
笑
に
付
そ
う
と
す
る
人
が
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
次
の
よ

う
に
考
え
る
人
が
い
る
こ
と
で
あ
る
、
つ
ま
し
い
市
民
は
出
版
の

自
由
と
い
う
言
葉
を
、
お
役
所
の
取
り
立
て
に
も
は
や
搾
取
さ
れ

な
い
自
由
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
と
。
こ
の
よ
う
な
反
啓
蒙

主
義
者
に
対
し
て
、
私
は
自
分
が
属
し
て
い
る
つ
ま
し
い
市
民
身

分
の
名
に
お
い
て
答
え
た
い
、
こ
の
市
民
も
、
彼
ら
が
犂
を
押
し

て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
人
々
同
様
に
出
版
の
自
由
を
評
価
す
る

す
べ
を
知
っ
て
い
る
と
（
102
）
。」

こ
の
よ
う
に
、
議
会
の
議
論
に
お
い
て
は
、
多
く
の
国
民
が
出

版
の
自
由
を
理
解
し
、
望
ん
で
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
実
際
、

議
員
の
発
言
に
は
出
版
の
自
由
が
地
域
レ
ベ
ル
で
議
論
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
（
103
）
。
ま
た
、
こ
の
議
論
に
先
だ

っ
て
行
わ
れ
た
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
の
請
願
報
告
で
は
、
バ
ー
デ

ン
各
地
か
ら
出
版
の
自
由
を
求
め
る
請
願
が
届
い
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
は
、「
市
民
、

住
民
」
か
ら
の
請
願
を
一
つ
一
つ
紹
介
し
、
請
願
に
は
出
版
の
自

由
が
代
議
制
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
や
出
版
物
の
悪
用
は

法
律
や
陪
審
裁
判
に
よ
っ
て
対
処
で
き
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
請
願
の
中
に
は
連
邦
の
法
規
や
バ
ー
デ
ン
の
憲
法
を
引
用

す
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の

ミ
ュ
ラ
ー
の
発
言
は
こ
う
し
た
請
願
を
そ
の
根
拠
に
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
は
請
願
の
差
出
人

で
あ
る
「
市
民
、
住
民
」
の
数
と
と
も
に
、
請
願
者
が
「
市
民
社

会
に
属
す
る
す
べ
て
の
階
級
の
人
々
」、「
す
べ
て
の
身
分
に
属
す

る
住
人
」
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る
（
104
）
。

多
く
の
住
民
が
出
版
の
自
由
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
議
員
の
発

言
や
、
出
版
の
自
由
の
意
義
と
法
的
根
拠
を
詳
し
く
説
明
し
た
請

願
が
、
住
民
の
政
治
化
の
度
合
い
を
ど
の
程
度
反
映
し
て
い
る
か

は
、
推
測
す
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
だ
だ
、
こ
れ
に
関
し
て
デ
ュ

ー
ト
リ
ン
ガ
ー
に
よ
る
ブ
ル
ッ
ク
ザ
ー
ル
か
ら
の
請
願
の
紹
介
は
、

出
版
の
自
由
と
い
う
要
求
が
、
当
時
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
期
せ
ず
し
て
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
デ
ュ
ー
ト
リ
ン
ガ

史
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ー
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
ッ
ク
ザ
ー
ル
か
ら
の
請
願
は
、
出
版
の
自
由

が
「
国
民
の
望
み
や
必
要
に
つ
い
て
議
会
や
政
府
を
啓
蒙
す
る
た

め
に
必
要
」
で
あ
る
と
い
う
主
旨
で
は
な
く
、「
た
だ
自
分
た
ち

の
町
を
、
住
人
が
そ
の
一
番
の
政
治
的
要
求
を
知
り
、
国
の
他
の

部
分
の
教
養
の
あ
る
人
と
同
様
に
そ
れ
を
評
価
し
、
欲
す
る
ほ
ど

に
は
ま
だ
立
憲
主
義
的
な
発
展
の
中
に
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
疑

念
か
ら
守
る
意
図
」
の
も
と
提
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
105
）
。
こ
の
デ

ュ
ー
ト
リ
ン
ガ
ー
の
発
言
は
、
出
版
の
自
由
が
当
時
「
一
番
の
政

治
的
要
求
」
で
あ
っ
た
が
、
ま
だ
「
教
養
の
あ
る
人
」
の
関
心
事

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
出
版
の
自
由
が
学
者

だ
け
の
関
心
事
で
は
な
い
こ
と
を
自
由
主
義
者
が
強
調
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
ブ
ル
ッ
ク
ザ
ー
ル
の
請
願
の
よ
う
に
、
住

民
の
真
の
関
心
事
で
は
な
い
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

と
は
い
え
、
議
員
は
自
ら
の
要
求
と
国
民
の
関
心
と
の
あ
い
だ

に
開
き
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
た
う
え
で
、
出
版
の
自
由

が
す
べ
て
の
人
々
に
利
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。

実
際
、
自
由
主
義
者
は
、
出
版
の
自
由
の
効
能
を
少
数
の
人
間
が

排
他
的
に
享
受
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
議
員
ヴ
ィ
ン
タ
ー
は
、
国
民
の
窮
状
を
述
べ
た

あ
る
学
者
の
言
葉
を
引
用
し
、
出
版
の
自
由
が
万
人
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
言
葉
は
、「
市
民
、
農
民
、
貧
し
い

国
民
」
の
思
慮
深
さ
を
称
え
、「
支
配
す
る
、
教
養
の
あ
る
人
た

ち
」
が
享
楽
、
芸
術
、
光
な
ど
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
を
あ
て
こ

す
っ
た
も
の
で
、
ヴ
ィ
ン
タ
ー
は
そ
れ
を
読
み
上
げ
た
あ
と
「
い

っ
た
い
ど
ん
な
権
利
が
あ
っ
て
な
ん
ら
か
の
身
分
が
自
分
の
た
め

だ
け
に
独
占
的
に
光
や
こ
の
精
神
的
な
息
吹
、
す
な
わ
ち
出
版
の

自
由
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
述
べ
て
い
る
（
106
）
。
こ
の

よ
う
に
、
出
版
の
自
由
が
公
益
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

自
由
主
義
者
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
議
員
は
人
間
の
精
神
的
発
達
を
重
視

し
、
出
版
の
自
由
が
市
民
の
精
神
的
、
政
治
的
自
立
を
促
す
こ
と

を
期
待
し
て
い
た
。
ま
た
議
論
で
は
出
版
の
自
由
の
享
受
者
が
農

民
を
含
む
普
通
の
市
民
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
な
ど
、
議
員

も
大
枠
で
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
出
版
の
自
由
に
関
す
る
認
識
を
共
有
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

八
、
お
わ
り
に
―
一
八
四
〇
年
代
へ
の
展
望
と
あ
わ
せ
て

出
版
の
自
由
を
認
め
た
法
律
が
連
邦
の
介
入
に
よ
っ
て
失
効
し

た
あ
と
も
、
議
会
の
自
由
主
義
者
は
出
版
の
自
由
を
要
求
し
続
け

て
い
る
。
一
八
三
三
年
か
ら
三
九
年
の
あ
い
だ
、
自
由
主
義
者
は

す
べ
て
の
議
会
で
出
版
の
自
由
を
求
め
、
一
八
四
〇
年
代
も
た
び

た
び
議
会
に
動
議
を
提
出
し
て
い
る
が
、
政
府
は
一
八
四
八
年
の

出
版
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と
市
民
社
会
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三
月
一
日
に
出
版
の
自
由
を
認
め
る
ま
で
、
こ
う
し
た
要
求
に
完

全
に
応
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
107
）
。
出
版
の
自
由
の
意
義
が
詳
し
く

論
じ
ら
れ
て
い
た
一
八
三
一
年
と
比
べ
る
と
、
四
〇
年
代
の
議
論

で
は
、
出
版
の
自
由
の
法
的
根
拠
や
不
当
な
検
閲
な
ど
が
議
論
の

中
心
に
な
っ
て
い
る
。
自
由
主
義
者
は
政
府
と
検
閲
官
の
意
向
に

左
右
さ
れ
る
恣
意
的
な
出
版
事
情
を
改
善
し
、
法
律
に
よ
っ
て
権

利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
議
員

の
主
要
な
関
心
は
、
出
版
の
自
由
を
連
邦
か
ら
ど
の
よ
う
に
獲
得

す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
議
員
は
そ
の
た
め
に
、
繰
り
返
し

同
じ
法
的
根
拠
を
引
き
合
い
に
出
し
て
政
府
を
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
的
、
実
務
的
な
話
題
が
議
論
の
中
心
に
な
る

か
ら
と
い
っ
て
、
出
版
の
自
由
の
重
要
性
が
低
下
し
た
り
、
そ
の

位
置
づ
け
が
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
議
員
が
し
ば
し
ば
述
べ

て
い
る
が
、
法
的
、
実
務
的
な
観
点
が
議
論
の
中
心
に
な
る
の
は
、

出
版
の
自
由
の
意
義
が
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
が
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
議
会
の
議
論
に
は
、
す
で
に
確
認
し
た
出
版
の
自
由
に

対
す
る
様
々
な
期
待
も
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
に
と
っ
て

出
版
の
自
由
は
世
論
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
上
で
欠
く
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
住
民
の
政
治
化
を
促
す
も
の
で
あ

っ
た
。
自
由
主
義
者
は
依
然
と
し
て
人
間
の
道
徳
的
気
質
、
精
神

的
諸
力
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
お
り
、
批
判
的
役
割
を
果
た
す

「
習
俗
規
範
的
意
識
」
や
そ
う
し
た
精
神
に
支
え
ら
れ
た
世
論
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
108
）
。

ま
た
四
〇
年
代
の
議
論
の
特
徴
と
し
て
、
一
八
三
一
年
の
議
論

と
同
様
に
、
住
民
を
政
治
的
に
教
育
す
る
と
い
う
自
由
主
義
者
の

意
図
が
読
み
取
れ
る
こ
と
と
、
実
際
に
住
民
が
政
治
化
し
た
こ
と

が
強
調
さ
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
際
、
特
筆
す
べ
き
は

政
治
化
し
た
住
民
や
出
版
の
自
由
の
受
益
者
に
つ
い
て
、
そ
の
職

業
や
階
層
を
推
測
さ
せ
る
具
体
的
な
説
明
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
自
由
主
義
者
は
、
議
会
に
届
い
た
請
願
な
ど
を
引
き
合
い

に
出
し
な
が
ら
、「
つ
ま
し
い
市
民
」「
つ
ま
し
い
農
夫
」「
さ
も

し
い
人
」
な
ど
が
政
治
化
し
た
こ
と
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
発
言
は
、
出
版
の
自
由
を
求
め
る
理
由
づ
け
で
あ
る
こ

と
は
否
め
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と

は
、
拙
速
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
住
民
が
政
治

化
し
た
と
い
う
発
言
の
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
事
例
と
し
て
、
憲
法

発
布
二
五
周
年
を
記
念
し
て
バ
ー
デ
ン
各
地
で
行
わ
れ
た
憲
法
祭

典
な
ど
の
政
治
運
動
と
、
こ
れ
と
連
動
し
た
自
由
主
義
者
の
議
会

外
で
の
活
動
が
挙
げ
ら
れ
る
。
マ
ー
テ
ィ
な
ど
の
自
由
主
義
者
は
、

憲
法
祭
典
な
ど
の
行
事
に
参
加
し
て
憲
法
や
出
版
の
自
由
の
意
義

に
つ
い
て
住
民
の
前
で
演
説
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
発
言
は
自
由

史
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主
義
者
の
経
験
に
即
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
109
）
。

た
だ
し
、
住
民
の
政
治
化
を
指
摘
す
る
議
員
の
発
言
が
、
ど
の
よ

う
な
歴
史
的
な
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
判

断
を
下
せ
な
い
。
い
く
つ
か
推
論
の
余
地
を
示
す
と
す
れ
ば
、
一

八
四
〇
年
代
の
出
版
事
情
の
改
善
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
自
治

を
通
し
て
、
実
際
に
自
由
主
義
者
の
発
言
通
り
、
そ
れ
以
前
と
比

べ
て
多
く
の
住
民
層
が
政
治
化
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
理
念
的
に
定
式
化
さ
れ
た
「
中
間
的
身
分
」
と
い
う

も
の
が
、
現
実
に
は
多
様
な
階
層
で
あ
っ
た
状
況
を
示
し
て
い
る

の
か
、
そ
し
て
自
由
主
義
者
の
活
動
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
及
ぶ
な
か

で
、
単
に
今
ま
で
見
え
て
な
か
っ
た
住
民
層
に
ま
で
、
彼
ら
の
視

野
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
な
の
か
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
由
主
義
者
の
著
作
、

出
版
の
自
由
に
関
す
る
議
会
の
議
論
に
は
、
特
定
の
社
会
観
や
人

間
像
に
基
づ
く
見
解
が
見
ら
れ
た
。
一
八
三
一
年
の
議
会
の
議
論

で
は
、
保
証
金
を
支
払
え
る
こ
と
が
信
頼
で
き
る
人
の
証
し
と
し

て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
自
由
主
義
者
が
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も

自
立
し
た
人
間
像
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
『
国
家
辞
典
』
の
「
公
共
精
神
」、「
市
民
的
徳
」
に
関
す
る

記
述
に
は
、
公
益
の
実
現
を
目
指
す
政
治
理
念
が
見
ら
れ
た
。
こ

う
し
た
人
間
像
と
政
治
理
念
は
、
自
立
し
た
家
父
長
の
共
同
体
、

「
中
間
的
身
分
」
か
ら
な
る
社
会
と
い
う
ガ
ル
が
定
式
化
し
た
社

会
理
念
に
大
枠
で
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

出
版
の
自
由
に
関
す
る
議
論
、
理
念
に
は
、
自
由
主
義
者
の
社

会
理
念
の
限
界
、
そ
の
閉
鎖
的
側
面
が
現
れ
て
い
た
。
例
え
ば
先

の
保
証
金
に
関
し
て
言
え
ば
、
出
版
の
自
由
を
能
動
的
に
行
使
す

る
た
め
に
は
、
財
産
に
よ
る
規
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
は
、
大
多
数
の
市
民
が
満
た
せ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ

た
。
ま
た
、
議
会
の
議
論
で
は
革
命
を
警
戒
す
る
発
言
が
見
ら
れ
、

こ
う
し
た
発
言
の
存
在
は
、
バ
ー
デ
ン
の
自
由
主
義
者
も
下
層
の

人
々
に
対
し
て
潜
在
的
な
警
戒
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ

せ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
で
、
出
版
の
自
由
と
い
う
政
治

的
権
利
、
要
求
に
は
、
自
由
主
義
者
の
社
会
理
念
の
限
界
が
現
れ

て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
面
ば
か
り
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
自
由
主

義
者
の
社
会
理
念
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
自

由
主
義
者
の
社
会
理
念
に
見
ら
れ
る
排
除
と
包
摂
の
問
題
が
、
そ

の
社
会
理
念
の
基
礎
に
据
え
ら
れ
た
自
立
し
た
人
間
像
に
起
因
す

る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
自
由
主
義
者
が
そ
う
し
た
人
間
を
育

成
す
る
意
図
と
理
念
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
自
由
主
義
者
の
教
育
的
意
図
や
理
念
は
、
す
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会
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で
に
見
て
き
た
よ
う
に
本
稿
が
対
象
と
し
た
出
版
の
自
由
に
関
係

す
る
理
念
に
見
ら
れ
た
。

特
に
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
出
版
の
自
由
に
政
治
的
、
道
徳
的
教
育

の
役
割
を
付
与
し
、
出
版
の
自
由
の
享
受
者
と
し
て
下
層
の
人
々

も
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
ロ
テ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
市
民
が

共
同
体
の
た
め
に
献
身
的
に
奉
仕
し
、
公
的
な
活
動
に
積
極
的
に

参
加
す
べ
き
だ
と
考
え
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
市
民
的
気
質
を
重

視
し
て
い
た
。
そ
し
て
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
市
民
的
気
質
、
政
治
的
教

養
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
指
す
理
念
、
構
想
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
た
。
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
理
論
に
お
い
て
、
議
会
の
公
開
、
出
版
の

自
由
と
い
っ
た
「
公
開
性
」
を
実
現
す
る
政
治
制
度
に
は
、
政
治

的
教
養
に
加
え
、
恥
、
名
誉
な
ど
の
望
ま
し
い
道
徳
的
気
質
、

「
公
共
精
神
」
と
い
っ
た
市
民
的
気
質
を
育
て
る
役
割
が
期
待
さ

れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
教
育
的
機
能
は
、
政
治
権
力
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
機
能
と
は
別
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
の
際
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
様
々
な
人
々
が
公
的
事
柄
に
関

わ
る
中
で
、
政
治
的
教
養
と
市
民
的
気
質
を
身
に
つ
け
る
べ
き
だ

と
考
え
て
お
り
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の

が
、
出
版
の
自
由
な
ど
の
「
公
開
性
」
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
制

度
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、「
財
産
」
と
「
教
養
」

を
持
つ
一
部
の
「
市
民
」
の
自
立
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
体
に
属

す
る
す
べ
て
の
人
々
の
自
立
を
期
待
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

確
か
に
多
く
の
自
由
主
義
者
に
と
っ
て
、
出
版
の
自
由
は
官
僚

の
恣
意
を
防
ぐ
こ
と
で
個
人
の
自
由
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、

代
議
制
に
不
可
欠
な
世
論
を
機
能
さ
せ
る
点
で
重
要
な
政
治
的
要

求
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
一
八
三
一
年
の
議
論
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

議
員
は
出
版
の
自
由
を
精
神
の
自
由
と
し
て
理
解
し
、
住
民
の
政

治
的
自
立
、
精
神
的
発
達
を
促
進
す
る
と
い
う
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
見

解
を
共
有
し
て
い
た
。
自
由
主
義
者
は
一
八
三
一
年
、
一
八
四
〇

年
代
の
議
会
に
お
い
て
、
出
版
の
自
由
の
享
受
者
、
政
治
的
教
養

を
身
に
付
け
た
住
民
と
し
て
「
つ
ま
し
い
市
民
」、「
つ
ま
し
い
農

夫
」、「
さ
も
し
い
人
」
な
ど
の
広
範
な
階
層
の
人
々
を
念
頭
に
置

い
て
い
た
。

自
由
主
義
者
が
出
版
の
自
由
を
求
め
た
理
由
の
一
つ
は
、
彼
ら

が
人
間
の
精
神
的
発
達
の
必
要
性
を
認
識
し
、
そ
の
効
果
に
期
待

を
寄
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
、
道
徳

的
気
質
、
市
民
的
気
質
な
ど
の
人
間
の
気
質
や
感
情
が
個
人
の
経

済
状
況
や
社
会
関
係
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、

ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
「
公
開
性
」
の
理
念
に
お
い
て
、
恥
、
名
誉
、
徳

な
ど
の
道
徳
的
気
質
は
、
そ
の
理
念
や
世
論
の
役
割
の
根
幹
を
担

っ
て
い
た
。
そ
し
て
一
八
四
〇
年
代
も
自
由
主
義
者
は
人
間
の
道

徳
的
諸
力
に
対
す
る
期
待
を
持
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

史
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う
し
た
人
間
の
精
神
的
、
あ
る
い
は
道
徳
的
気
質
に
対
す
る
自
由

主
義
者
の
大
き
な
期
待
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
下
層
の
人
々
に
対

す
る
潜
在
的
な
恐
怖
、
保
証
金
の
存
在
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と

で
、
自
由
主
義
者
の
教
育
的
意
図
を
い
わ
ば
空
手
形
で
あ
っ
た
と

し
て
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
自
由
主
義
者

は
陪
審
裁
判
な
ど
、
出
版
の
自
由
と
と
も
に
要
求
さ
れ
た
他
の
自

由
の
実
現
を
真
に
望
ん
で
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た

独
特
の
思
考
方
法
と
出
版
の
自
由
に
込
め
ら
れ
た
教
育
的
意
図
を

「
正
し
く
」
評
価
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
社
会
の
す
べ
て
の
成
員
が
自
立
し
た
「
市
民
」
に

な
る
と
い
う
期
待
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
同
時

に
一
部
の
人
々
の
利
害
関
心
を
隠
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ガ

ル
自
身
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
110
）
。
実
際
、
自
由
主
義
者
の

社
会
理
念
は
「
自
立
」
し
た
人
間
像
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、「
自

立
」
し
な
い
人
間
を
排
除
し
た
り
、
あ
る
い
は
女
性
を
政
治
的
権

利
の
担
い
手
か
ら
度
外
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
意
味

で
、
自
由
主
義
者
の
教
育
的
理
念
は
、
旧
来
か
ら
の
社
会
秩
序
を

大
き
く
壊
し
て
、
劇
的
に
人
々
の
自
立
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
自
由
主
義
者
の
社
会
理
念
が
こ
う
し
た
限
界
や
閉
鎖
的
側

面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
十
分
に
認
め
た
う
え
で
、
出
版
の
自
由

に
教
育
的
役
割
が
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
出
版
の
自
由
に
関

す
る
議
論
や
見
解
に
住
民
の
政
治
的
、
精
神
的
自
立
へ
の
期
待
が

見
ら
れ
た
こ
と
は
、
ガ
ル
が
言
う
「
階
級
な
き
市
民
社
会
」
と
い

う
自
由
主
義
者
の
社
会
期
待
像
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

自
由
主
義
者
の
出
版
の
自
由
に
つ
い
て
の
理
解
、「
公
開
性
」

の
理
念
は
出
版
の
自
由
を
「
享
受
」
し
て
い
る
現
代
人
の
視
点
か

ら
み
る
と
、
あ
ま
り
に
楽
観
的
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
自
由
主
義
者
は
、
出
版
の
自
由
に
多
く
の
期
待
を
抱
き
す

ぎ
て
い
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
自
由
な
言
論

空
間
は
勝
ち
取
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

空
間
に
お
い
て
は
、
発
言
す
る
主
体
が
責
任
を
持
ち
、「
公
開

性
」
の
も
と
で
の
批
判
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
重

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
言
論
空
間
は
一
定
の
自
己
規

制
と
教
育
的
機
能
を
持
つ
も
の
だ
と
い
う
認
識
は
、
現
在
の
日
本

の
言
論
空
間
の
危
機
的
状
況
を
前
に
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
の
で
あ
る
。

註（
１
）

Lothar
G

all,
Liberalism

us
und

“bürgerliche
G

esell-
schaft”.

Zu
C

harakter
und

E
ntw

icklung
der

liberalen
B

ew
egung

in
D

eutschland
.

in
:H

istorische
Zeitschrift

220

（1975
）,S.

324

�356

（
以
下Liberalism

us
und

“bürgerliche

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会

一
一
一
（
二
三
七
）



G
esellschaft”

と
略
記
）。
ロ
タ
ー
ル
・
ガ
ル
著
、
近
藤
潤
三
、
丸

畠
宏
太
訳
「
自
由
主
義
と
「
市
民
社
会
」
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
由

主
義
運
動
の
特
質
と
発
展
に
つ
い
て
」（『
社
会
科
学
論
集
』
三
二
、

一
九
九
二
年
、
二
六
三
―
三
〇
一
頁
）。

（
２
）

H
artw

ig
B

randt,
Zu

einigen
Liberalism

usdeutungen
der

siebziger
und

achziger
Jahre.,

In
:G

eschichte
und

G
e-

sellschaft
17

（1991

）,S.512

�530.

南
直
人
「
ド
イ
ツ
自
由
主
義

の
社
会
観
と
手
工
業
者
問
題
」（『
社
会
科
学
』
三
八
、
一
九
八
七

年
、
九
―
四
八
頁
）。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
モ
ム
ゼ
ン
著
、
近
藤
潤

三
、
横
井
正
信
訳
「�
階
級
な
き
市
民
社
会
�
と
�
組
織
資
本
主

義
�
の
間
の
ド
イ
ツ
自
由
主
義

若
干
の
新
し
い
自
由
主
義
解
釈

に
つ
い
て
」（『
社
会
科
学
論
集
』
二
八
、
一
九
八
八
年
、
二
七
七

―
二
九
八
頁
）。
北
村
昌
史
「
ド
イ
ツ
三
月
革
命
前
後
の
労
働
諸
階

級
福
祉
中
央
協
会
」（『
史
林
』
七
三
（
三
）、
一
九
九
〇
年
、
三
五

三
―
三
八
九
頁
）。
丸
畠
宏
太
「
ド
イ
ツ
自
由
主
義
研
究
に
お
け
る

地
域
と
全
体

ゲ
マ
イ
ン
デ
自
由
主
義
論
を
中
心
に
」（『
姫
路
獨

協
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
』
一
一
、
一
九
九
八
年
、
五
二
―
七
一

頁
）。
村
上
俊
介
『
市
民
社
会
と
協
会
運
動
�
交
差
す
る
一
八
四

八
／
四
九
年
革
命
研
究
と
市
民
社
会
論
』（
御
茶
の
水
書
房
二
〇
〇

三
年
）。

（
３
）

Jürgen
K

ocka,
D

as
lange

19
.

Jahrhundert
A

rbeit,
N

a-
tion

und
bürgerliche

G
esellschaft,

10.
A

ufl.,
Stuttgart

2001

（G
ebhardt:H

andbuch
der

deutschen
G

eschichte,B
d.13

）,S.
101

;T
hom

as
N

ipperdey,
D

eutsche
G

eschichte
1800

�1866
:

B
ürgerw

elt
und

starker
Staat,M

ünchen
1983,S.297

�298.

（
４
）
市
民
層
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
と
、
ガ
ル
と
コ

ッ
カ
に
よ
る
二
つ
の
市
民
層
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、

森
田
直
子
「
近
代
ド
イ
ツ
の
市
民
層
と
市
民
社
会

最
近
の
研
究

動
向
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
〇
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
〇
―
一
一

六
頁
）。

（
５
）

Lothar
G

all

（H
g.

）,Stadt
und

B
ürgertum

im
Ü

bergang
von

der
traditionalen

zur
m

odernen
G

esellschaft
M

ünchen
1993

（H
istorische

Zeitschrift
B

eiheft,
B

d.16

）.

（
６
）

Lothar
G

all,
V

on
der

ständischen
zur

bürgerlichen
G

e-
sellschaft,

M
ünchen

1993,S.45

�49.

（
７
）
ユ
ル
ゲ
ン
・
コ
ッ
カ
編
、
望
田
幸
男
監
訳
『
国
際
比
較
・
近
代

ド
イ
ツ
の
市
民
�
心
性
・
文
化
・
政
治
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
二
〇

〇
〇
年
）。

（
８
）

Sedatis
H

elm
ut,

Liberalism
us

und
H

andw
erk

in
Süd-

w
estdeutschland

:W
irtschafts-

und
G

esellschaftskonzeptionen
des

Liberalism
us

und
die

K
rise

des
H

andw
erks

im
19.

Jahr-
hundert,

Stuttgart
1979,S.37

�78.

手
塚
真
「
三
月
前
期
の
西

南
ド
イ
ツ
自
由
主
義
の
二
重
性
と
そ
の
限
界

Ｈ
・
ゼ
ダ
テ
ィ
ス

「
西
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
由
主
義
と
手
工
業
」
を
中
心
と
し
て
」

（『
立
教
経
済
学
研
究
』
三
五
〔
二
〕、
一
九
八
一
年
、
一
九
九
―
二

一
六
頁
）。

（
９
）

W
olfgang

Schieder

（H
g

.

）,
Liberalism

us
in

der
G

e-
sellschaft

des
deutschen

V
orm

ärz,G
öttingen

1983.
（
１０
）

Jam
es

J.,Sheehan,G
erm

an
liberalism

in
the

nineteenth
C

entury,C
hicago

1978,pp.13

�15,pp.32

�33.

（
１１
）

Lothar
G

all,
V

om
alten

zum
neuen

B
ürgertum

D
ie

m
it-

teleuropäische
Stadt

im
U

m
bruch

1780

�1820
,

M
ünchen

史

学

第
八
三
巻

第
二
・
三
号

一
一
二
（
二
三
八
）



1991

（
以
下V

om
alten

zum
neuen

B
ürgertum

と
略
記
）,S

.
10

�17.
（
１２
）

Sheehan,op.cit.,pp.26

�28.
（
１３
）

T
hom

as
Zunham

m
er

,
Zw

ischen
A

del
und

Pöbel
:

B
ürgertum

und
M

ittelstandsideal
im

Staatslexikon
von

K
arl

v.
R

otteck
und

K
arl

T
heodor

W
elcker

:ein
B

eitrag
zur

T
heo-

rie
des

Liberalism
us

im
V

orm
ärz,

B
aden-B

aden
1995,

S
.

105

�106.

（
１４
）

Franz
Schneider,

Pressefreiheit
und

politische
Ö

ffen-
tlichkeit

:
Studien

zur
politischen

G
eschichte

D
eutschlands

bis
1848,

N
euw

ied/R
hein

1966.

本
稿
が
対
象
と
す
る
バ
ー
デ

ン
の
出
版
事
情
に
つ
い
て
は
本
稿
の
註（
２０
）を
参
照
。

（
１５
）
例
え
ば
ラ
ン
ゲ
ヴ
ィ
ー
シ
ェ
は
出
版
の
自
由
が
代
議
制
の
た
め

に
不
可
欠
で
あ
り
、
官
僚
の
恣
意
を
防
ぐ
こ
と
、
そ
し
て
ド
イ
ツ

人
同
胞
の
交
流
を
促
進
し
て
、
ド
イ
ツ
の
統
一
を
進
め
る
も
の
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。D

ieter
Lange-

w
iesche,

Liberalism
us

in
D

eutschland,
Frankfurt/M

.
1988,

S
.

22.
V

gl.
auch

R
ainer

Schöttle,
Politische

T
heorien

des
süddeutschen

Liberalism
us

im
V

orm
ärz

Studien
zu

R
otteck,

W
elcker,

Pfizer,
M

urhard
,

B
aden-B

aden
1994

（
以
下Poli-

tische
T

heorien

と
略
記
）。

（
１６
）

H
ans

Fenske,
D

er
liberale

Südw
esten

:freiheitliche
und

dem
okratische

T
raditionen

in
B

aden
und

W
ürtem

berg
1790

�1933,
Stuttgart

1981,S.35

�57.

（
１７
）
ガ
ル
は
自
由
主
義
を
立
憲
運
動
に
端
を
発
す
る
も
の
と
し
、
三

月
前
期
に
は
議
会
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
と
す
る
。G

all,Liberal-

ism
us

und
“bürgerliche

G
esellschaft”,a.a.O

.,S.325.

（
１８
）

Schneider,a.a.O
.,S.213

�217,S.243

�254.

的
場
か
お
り

「
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
プ
レ
ス
の
自
由
の
成
立
と
そ
の
展
開

（
下
）」（『
阪
大
法
学
』
五
六
（
二
）、
二
〇
〇
六
、
三
九
一
―
四
一

九
頁
）。

（
１９
）

V
gl.

Paul
N

olte,
G

em
eindebürgertum

und
Liberalism

us
in

B
aden

1800

�1850
:T

radition
,

R
adikalism

us,
R

epublik
,

G
öttingen

1994,
S

.
74

ff.
;

N
orbert

D
euchert,

V
om

H
am

bacher
F

est
zur

badischen
R

evolution
politische

Presse
und

A
nfänge

deutscher
D

em
okratie

1832

�1848
/

49,
Stuttgart

1983,S.40

�42.

（
２０
）

V
gl.

U
lrich

E
isenhardt,

D
er

D
eutsche

B
und

und
das

badische
Pressegesetz

von
1832

:
E

in
Schritt

auf
dem

W
ege

zur
Pressefreiheit

im
19.

Jahrhundert,
In

:K
lein-

heyer
,G

erd
.

Paderborn
u

.a
.

（H
g

.

）,
B

eiträge
zur

R
echtsgeschichte

:
G

edächtnisschrift
für

H
erm

ann
C

onrad
,

1979,S.103

�124
;E

berhard
N

aujoks,
D

er
badische

Liber-
alism

us
im

V
orm

ärz
im

K
am

pf
für

Pressefreiheit
und

gegen
Zensur

（1832/47

）.In
:Zeitschrift

für
die

G
eschichte

des
O

berrheins
131

（1983

）,S
.

347

�381
;R

ainer
Schöttle,

D
er

B
adische

Pressefrühling
von

1832,
In

:
A

ufklärung-
V

orm
ärz-R

evolution
M

itteilungen
der

Internationalen
F

or-
schungsstelle

“D
em

okratische
B

ew
egungen

in
M

itteleuropa
von

1770

�1850”
an

der
U

niversität
Innsbruck,

B
d.

6,
Inns-

bruck
1986,S.

50

�60.V
gl.

auch
M

artin
M

.
A

rnold,
Presse-

freiheit
und

Zensur
im

B
aden

des
V

orm
ärz

im
Span-

出
版
の
自
由
と
市
民
社
会

一
一
三
（
二
三
九
）



nungsfeld
zw

ischen
B

undestreue
und

Liberalism
us,

B
erlin

2003.
（
２１
）

Schneider,a.a.O
.,S.294.

（
２２
）

V
gl.R

ainer
Schöttle,

Politische
F

reiheit
für

die
deutsche

N
ation

.
C

arl
T

heodor
W

elckers
politische

T
heorie

ein
B

ei-
trag

zur
G

eschichte
des

deutschen
F

rühliberalism
us,

B
aden-

B
aden

1985,S.13

�26
;Zunham

m
er,a.a.O

.,S.19

�26.

（
２３
）

D
ie

vollkom
m

ene
und

ganze
Preßfreiheit

nach
ihrer

sittlichen
,

rechtlichen
und

politischen
N

otw
endigkeit,

nach
ihrer

U
ebereinstim

m
ung

m
it

deutschem
Fürsten-

w
ort

und
nach

ihrer
völligen

Zeitgem
äßheit

dargestellt
in

ehrerbietisgster
Petition

an
die

H
ohe

D
eutsche

B
undes-

versam
m

lung
25.N

ovem
ber

1830.
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
著
作
の
刊
行
史
料
集
を
利
用
し
て
い
る
。H

einz
-D

ietrich
Fischer,/R

ainer
Schöttle,

（H
g.

）,K
am

pf
um

pub-
lizistische

Libertät.
Schriften

und
A

ktivitäten
zu

K
onzeption,

R
ealisierung

und
erneuter

E
inbuße

von
Pressefreiheit,

1830

�1833
von

C
arl

T
heodor

W
elcker,

B
ochum

1981
（
以

下F
ischer

と
略
記
）,S.3

�151.

（
２４
）

F
ischer,S.6,S.31,S.62.

（
２５
）

E
bd

.,S.12

�14,S.19

�20.

（
２６
）

E
bd

.,S.28,S.36,S.40

�41,S.62

�63.

（
２７
）

E
bd

.,S.76.

（
２８
）

E
bd

.,S.12.

（
２９
）

E
bd

.,S.14

�15.

（
３０
）

E
bd

.,S.64

�66.

（
３１
）

B
egründung

der
M

otion
des

A
bgeordneten

W
elcker,

A
ufhebung

der
C

ensur
oder

E
inführung

vollkom
m

ener
Preßfreiheit

betreffend
,

W
örterlicher

A
bdruck

aus
dem

Protokoll
der

5ten
öffentlichen

Sitzung
der

II.
K

am
m

er
vom

24.
M

ärz
1831,

K
arlsruhe,

G
.

B
raun,

In
:F

ischer,
S.

153

�181.

（
３２
）

F
ischer,S.180

�181.

（
３３
）

Schöttle,Politische
T

heorien
,S.107

�112.

（
３４
）

F
ischer,S.15

�18.

（
３５
）

E
bd

.,S.20.

（
３６
）

E
bd

.,S.6.

（
３７
）

E
bd

.,S.24.

（
３８
）

E
bd

.,S.58

�59.

（
３９
）

„O
effentlichkeit“,In

:C
arlvon

R
otteck,/

C
arl

W
elcker,

（H
g.

）.Staats-Lexikon
oder

E
ncyklopädie

der
Staatsw

issen-
schaften

in
V

erbindung
m

it
vielen

der
angesehensten

Publi-
cisten

D
eutschlands,

A
ltona

1.A
ufl.,1834

�43

（
以
下Staats-

Lexikon

と
略
記
）B

d.12,1841,S.252

�309

（
以
下„O

effen-
tlichkeit“

と
表
記
）。

（
４０
）
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
著

細
谷
貞
雄
、
山
田
正
行
訳

『
公
共
性
の
構
造
転
換

市
民
社
会
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
』

（
未
來
社
一
九
九
四
年
）、
花
田
達
郎
『
公
共
圏
と
い
う
名
の
社
会

空
間
―
公
共
圏
、
メ
デ
ィ
ア
、
市
民
社
会
』（
木
鐸
社
一
九
九
六

年
）。

（
４１
）

„O
effentlichkeit“,

In
:Staats-Lexikon

,
B

d
.

12,
S

.
256

�

257.

史

学

第
八
三
巻

第
二
・
三
号

一
一
四
（
二
四
〇
）



（
４２
）

E
bd

.,S.260.

（
４３
）

E
bd

.,S.267.
（
４４
）

E
bd

.,S.267

�268.
（
４５
）

„C
ensur

der
D

ruckschriften“,
In

:Staats-Lexikon
,

B
d.

3,
1836,

S.
329

�366

（
以
下

„C
ensur

der
D

ruckschriften.“

と

表
記
）,S.334.

（
４６
）

V
erhandlungen

der
Stände-V

ersam
m

lung
des

G
roßher-

zogtum
s

B
aden

vom
Landtage.

Protokolle
der

Zw
eiten

K
am

-
m

er,1837
Protokollheft

B
d.

6,
S.

9.

（4.
Juli

1837

）
な
お
、

本
稿
に
お
い
て
バ
ー
デ
ン
第
二
院
の
議
事
録
は
以
下
〔V

erh.

〕
と

表
記
し
、
議
事
録
（
本
巻
）Protokollheft

は
〔PH

.

〕,

別
冊B

eila-
genheft

は
〔B

H
.

〕
と
略
記
し
、
そ
の
あ
と
に
巻
の
番
号
を
明
示

す
る
。

（
４７
）

„O
effentlichkeit“,In

:Staats-Lexikon
,B

d.12,S.299.

（
４８
）

„C
ensur

der
D

ruckschriften“,
In

:Staats-Lexikon
,

B
d.

3,
S.335.

（
４９
）

„O
effentlichkeit“,In

:Staats-Lexikon
,B

d.12,S.290.

（
５０
）

E
bd

.,S.292.

（
５１
）

E
bd

.,S.282.

（
５２
）

E
bd

.,S.303

�305.

﹇
追
加
﹈
は
筆
者
。

（
５３
）

„G
em

eingeist,G
em

einsinn“,
In

:Staats-Lexikon
,

B
d

.
6,

1838,S.448

�459

（
以
下“G

em
eingeist,G

em
einsinn”

と
表

記
）。

（
５４
）

„B
ürgertugend

und
B

ürgersinn“,In
:C

arl
von

R
otteck,

/
C

arl
W

elcker,

（H
g

.

）,D
as

Staats-Lexikon
E

ncyklopädie
der

säm
m

tlichen
Staatsw

issenschaften
für

alle
Stände

in

V
erbindung

m
it

vielen
der

angesehensten
Publicisten-

D
eutschlands,

1845

�1848

（
以
下Staats-Lexikon

2.
A

ufl.

と

略
記
）B

d.
2,

1846,
S.

763

�770

（
以
下„B

ürgertugend
und

B
ürgersinn“

と
表
記
）。
こ
の
記
事
は
『
国
家
辞
典
』
第
一
版
に

は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
５５
）
ヴ
ェ
ル
カ
ー
は
「
市
民
的
徳
、
そ
の
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
市

民
精
神
、
市
民
的
気
概
が
な
け
れ
ば
」
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
制
度
や

英
知
は
無
益
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
、
直
後
に
「
市
民
精
神

や
市
民
的
気
概
は
公
共
精
神
と
本
質
的
に
一
致
す
る
」
と
述
べ
て

い
る
。（E

bd
.S.763

）
記
事
の
最
後
で
も
「
真
の
市
民
的
徳
の
基

礎
は
市
民
精
神
、
政
治
的
な
公
共
心
な
い
し
は
公
共
精
神
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。（E

bd
.S.769

）
ま
た
ロ
テ
ッ
ク
は
記
事
内

で
「
公
共
精
神
」
の
み
を
定
義
し
て
使
用
し
て
お
り
、「
公
共
精

神
」
と
「
公
共
心
」
は
同
じ
内
容
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
は
「
公
共
精
神
」、「
公
共
心
」、「
市
民
精

神
」
は
、「
市
民
的
徳
」
の
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。

（
５６
）

„G
em

eingeist,
G

em
einsinn“,

In
:Staats-Lexikon

,
B

d.
6,

S.449.

（
５７
）

E
bd

.,S.452.

（
５８
）

„B
ürgertugend

und
B

ürgersinn“,
In

:Staats-Lexikon
2.

A
ufl.,B

d.2,S.769

�770.
（
５９
）

„G
em

eingeist,
G

em
einsinn“,

In
:Staats-Lexikon

,
B

d.
6,

S.450.

（
６０
）

„B
ürgertugend

und
B

ürgersinn“,
In

:Staats-Lexikon
2.

A
ufl.,B

d.2,S.763.

出
版
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民
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会
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（
６１
）

„G
em

eingeist,
G

em
einsinn“,

In
:Staats-Lexikon

,
B

d.
6,

S.449.
（
６２
）

E
bd

.,S.450

�451.
（
６３
）

E
bd

.,S.455.

（
６４
）

„B
ürgertugend

und
B

ürgersinn“,
In

:Staats-Lexikon
2.

A
ufl.,B

d.2,S.764

�765.

（
６５
）

E
bd

.,S.766.

（
６６
）

„G
em

eingeist,
G

em
einsinn“,

In
:Staats-Lexikon

,
B

d.
6,

S.459.

（
６７
）

„B
ürgertugend

und
B

ürgersinn“,
In

:Staats-Lexikon
2.

A
ufl.,B

d.2,S.764.

（
６８
）

„O
effentlichkeit“,In

:Staats-Lexikon
,B

d.12,S.293.

（
６９
）

„C
ensur

als
Sittengericht

in
alter

und
neuer

Zeit“,
In

:
Staats-Lexikon

,B
d.3,1836,S.317

�328.

（
７０
）

E
bd

.,S.317

�327.

（
７１
）

„O
effentlichkeit“,In

:Staats-Lexikon
,

B
d.12,S.298.

（
７２
）

E
bd

.,S.299.

（
７３
）

E
bd

.,S.300.

（
７４
）

V
erh.1831,B

H
.4,S.124

�156.

（
７５
）

E
bd

.,S.142

�143.

提
案
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

E
bd

.,S.143ff.

（
７６
）

V
erh.1831,PH

.12,S.45

�184.

（
７７
）

E
bd

.,S.186

�259.

（
７８
）

E
bd

.,S.93.

（
７９
）

E
bd

.,S.139.

（
８０
）

E
bd

.,S.45

�46.

（
８１
）

E
bd

.,S.119

�120.

（
８２
）

E
bd

.,S.77

�78.

（
８３
）

E
bd

.,S.104

�105.

（
８４
）

E
bd

.,S.89.

（
８５
）

E
bd

.,S.97.

（
８６
）

F
ischer,S.178

�179.

（
８７
）

V
erh.1831,B

H
.4,S.132.

（
８８
）

V
erh.1831,PH

.12,S.45.

（
８９
）

G
all,Liberalism

us
und

“bürgerliche
G

esellschaft”,
a.a.

O
.,S.340

�343.

ガ
ル
は
当
時
の
辞
書
を
用
い
て
「
身
分
」
と
い

う
言
葉
が
、
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
身
分
」
と
い
う
言
葉
は
、
古
い
用
法
と
し
て
は
統
治
者
と
被
統
治

者
の
関
係
を
示
し
、
国
家
に
お
け
る
「
人
間
の
地
位
」
を
意
味
し

て
い
た
が
、
他
方
で
「
特
定
の
行
動
様
式
を
と
る
階
級
を
示
す
一

つ
の
類
概
念
」
で
も
あ
り
、
自
由
主
義
者
は
主
と
し
て
よ
り
新
し

い
後
者
の
意
味
で
使
っ
て
い
た
と
い
う
。「
身
分
」
の
概
念
に
つ
い

て
は
以
下
も
参
照
。Zunham

m
er,a.a.O

.,S.33

�36.

（
９０
）

V
erh.1831,B

H
.4,S.153

�154.

（
９１
）

V
erh.1831,PH

.12,S.51

�53.

（
９２
）

E
bd

.,S.163.

（
９３
）

E
bd

.,S.171

�172.

（
９４
）

E
bd

.,S.246.
（
９５
）

E
bd

.,S.247

�248.
（
９６
）

E
bd

.,S.249

�250.

（
９７
）

E
bd

.,S.250

�251.

（
９８
）

E
bd

.,S.252

�255.
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（
９９
）

G
esetz

über
die

Polizzei
der

Presse
und

über
die

B
e-

strebung
der

Preßvergehen

（erlassen
am

28.
D

ezem
ber

1831
für

das
G

roßherzogtum
B

aden

）§7.
In

:F
ischer,

S
.

510ff.

該
当
箇
所S.512.

（
１００
）

Sedatis,a.a.O
.,S.40.

ま
た
、
ゼ
ダ
デ
ィ
ス
は
一
八
四
四
年

の
統
計
を
も
と
に
、
政
府
が
把
握
し
て
い
る
手
工
業
者
の
う
ち
、

営
業
資
金
を
持
て
る
手
工
業
者
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。E

bd
.,S.122.

（
１０１
）

V
erh.1831,PH

.12,S.91.

（
１０２
）

E
bd

.,S.148.

「
お
役
所
の
取
り
立
て
に
も
は
や
搾
取
さ
れ
な

い
自
由
」
と
い
う
言
葉
は
、「
出
版
の
自
由
﹇Preßfreiheit

﹈」
が

ド
イ
ツ
語
の
「
圧
す
る
、
搾
取
す
る
﹇pressen

﹈」
と
「
自
由
﹇Frei-

heit

﹈」
の
造
語
、
す
な
わ
ち
「
搾
取
か
ら
の
自
由
」
と
し
て
誤
解

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
１０３
）
例
え
ば
、
議
員
ツ
ォ
ル
は
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
の
都
市
顧
問
官

が
出
版
の
自
由
の
た
め
の
上
奏
文
に
署
名
し
な
か
っ
た
の
で
、
い

く
つ
か
の
新
聞
で
批
難
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。E

bd
.,S.

134.

（
１０４
）

E
bd

.,S.176

�184.

（
１０５
）

E
bd

.,S.180.

（
１０６
）

E
bd

.,S.144.

（
１０７
）
一
八
三
三
年
か
ら
三
九
年
ま
で
の
出
版
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
会

の
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Leonhard

M
üller,B

adische
Landtagsgeschichte,B

d.4,1902,S.120

�126.

ま
た
、
一
八
四

〇
年
代
の
出
版
の
自
由
を
め
ぐ
る
バ
ー
デ
ン
第
二
院
の
議
論
の
概

観
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。H

ildegard
M

üller,Liberale

Presse
im

badischen
V

orm
ärz

:die
Presse

der
K

am
m

erliber-
alen

und
ihre

Zentralfigur
K

arl
M

athy
1840

�1848
,

H
eidel-

berg
1986,S.49

�65.

（
１０８
）

V
erhandlungen

der
Stände-V

ersam
m

lung
des

G
roßher-

zogtum
s

B
aden

vom
Landtage.

Protokolle
der

Zw
eiten

K
am

-
m

er,Protokollheft,B
eilagenheft,R

epertorium
,1842

�1848.

（
１０９
）
憲
法
祭
典
に
つ
い
て
は
以
下
の
同
時
代
史
料
が
あ
る
。K

arl
M

athy

（H
g.

）,D
ie

V
erfassungsfeier

in
B

aden
am

22.
A

ugust
1843

,
M

annheim
1843

（
�V

aterländische
H

eft,
B

d.
2,

H
g.

von
den

M
itgliedern

der
2.

K
am

m
er

1843

）.;V
gl.

Paul
N

olte,
D

ie
badischen

V
erfassungsfeste

im
V

orm
ärz

:Lib-
eralism

us,
V

erfassungskultur
und

soziale
O

rdnung
in

den
G

em
einden

,
In

:
M

anfred
H

ettling

（H
g

.

）,
B

ürgerliche
F

este
:

Sym
bolische

F
orm

en
politischen

H
andelns

im
19.

Jhrhundert,
G

öttingen
1993,

S
.

63

�94.;V
gl.

auch
,

Paul
N

olte
G

em
eindebürgertum

und
Liberalism

us
in

B
aden

1800

�1850
:T

radition,
R

adikalism
us,

R
epublik,

G
öttingen

1994,S.182

�188.

ゲ
マ
イ
ン
デ
と
は
行
政
の
単
位
を
意
味
し
、

都
市
や
都
市
以
下
の
農
村
ま
で
、
そ
の
規
模
は
大
小
様
々
で
あ
っ

た
。
バ
ー
デ
ン
の
自
由
主
義
に
つ
い
て
研
究
し
た
Ｐ
・
ノ
ル
テ
は

こ
の
憲
法
祭
典
を
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
住
民
の
政
治
化
、
ゲ
マ
イ
ン
デ

を
超
え
た
つ
な
が
り
の
現
れ
で
あ
り
、
か
つ
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
自
由

主
義
の
結
び
つ
き
を
示
す
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

（
１１０
）

Lothar
G

all,V
om

alten
zum

neuen
B

ürgertum
,S.10

�11.

出
版
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市
民
社
会

一
一
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