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B
・
E
－
ブ
ラ
ウ
ン
著

『
比
較
政
治
学
の
新
方
向』

本
書
は
B・
E－
ブ
ラ
ウ
ン
が
一
九
六一
年
の
数
ヵ
月
を
イ
ン
ド
で
過
し
た
際

に、
イ
ン
ド
行
政
研
究
所
3
Z
H
豆町
S
E
E
E丹市
え
PH
EW
〉
含ニ
三回
可
巳目。ロ）

で
お
こ
な
っ
た
講
演
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る。
そ
の
意
味
で、

著
者
自
身
も

「
紙
数
の
点
と、
時
間
の
上
で
の
制
約
か
ら、
全
体
に
関
す
る
包
括
的
分
析
が
妨

げ
ら
れ
て
い
る」
（
FO
E
S－
こ
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に、
こ
こ
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
諸
問
題
が、
現
代
比
較
政
治
学
の
「
新」
方
向
と
全
面
的
に
接
触
し
て

い
る
と
は
い
え
な
い
し、
ま
た
尖
鋭
な
形
で
提
起
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
な
い

が、
「
過
去
に
お
い
て
な
さ
れ
た
業
結
を
非
難
す
る
意
図
な
ど
毛
頭
な
く

個
別
的
な
政
府
に
闘
す
る
既
存
の
知
識
に
追
加
す
る
こ
と
で
あ
っ
て‘
そ
れ
に

一

0
0

（
五
八
四

取
っ
て
代
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
な
い」
9
5
E
5
4・）
こ
と
を
目
標
と
す
る
点

と、
ま
た
特
に
現
代
比
較
政
治
学
の
一
焦
点
が
一a
開
発
途
上
に
あ
る
諸
国」
に

合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
点
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と、
そ
う
し
た
諸
国
に
お
け
る

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
運
命」
を
論
ず
る
上
で
若
干
の
示
唆
を
含
む
啓
蒙
の
書
と

し
て
の
役
割
は
一
応
は
た
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う。

＊ 

第一
章
「
新
方
向」
で
は、
現
代
比
較
政
治
学
の
直
面
し
て
い
る
問
題
の
中

の
い
く
つ
か
が
取
り
上
げ
ら
れ、
指
摘
さ
れ
て
い
る。
ま
ず
第一
に、
比
較
政

治
学
は、
「
現
代
の
重
大
な
諸
問
題
を
た
ち
ま
ち
の
中
に
解
決
し
て
し
ま
う
魔

法
で
も
な
く、

ト
リ
ッ
ク
で一
杯
に
な
っ
た
鞄
で
も
な
く」
（匂・
己
政
治

学
と
い
う一
般
的
な
デ
ィ
ス
シ
プ
リ
ン
の
一
部
円
で
あ
り、
そ
の
方
法
に
お
い

て
の
み
特
殊
で
あ
る
と
い
う
点
に
強
調
を
お
く
と
主
張
さ
れ
る。
こ
の
当
然
の

主
張
は、
し
か
し
な
が
ら、
政
治
学
は
常
に
比
較
学
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
以
来
の
命
題
の
単
な
る
反
覆
に
終
る
も
の
で
は
な
い。
そ
の
中
に
は
実

に、
従
来
の
「
比
較
政
府
論」（
C
E
H5
5仲
－〈o
p
g
5
5
8仲）
に
抜
き
が
た
い
地

歩
を
固
め
て
い
た
「
政
治
体
制
の
個
別
的
研
究」、
な
い
し
は
「
各
国
別
ア
プ
ロ

ー
チ」
を
捨
象
す
る
よ
う
な
偉
大
な
試
み
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ

れ
は、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
「
諸
外
国
に
関
す
る
記
述
的
知
識
が、
果
私
的

で
な
い」
（
強
調
符
H
原
著）
こ
と、
す
な
わ
ち
「
こ
れ
等
の
諸
体
制
を
相
互
に

関
連
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
な
い」
S・
M・）
こ
と
が
致
命
的
に

存
在
す
る
と
い
う
認
識
に
発
し
て
い
る。

著
者
の
去
現
を
用
い
れ
ば、
「
積
み

重
ね
ケ
ー
キ」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
諸
限
界
は、
現
代
世
界
の
有
機
的
理
解
の
緊

急
性
を
直
視
し
よ
う
と
ね
が
っ
て
い
る
政
治
学
徒
の
意
図
に
迎
合
す
る
も
の
で



は
な
か
つ
た
．
た
と
え
一
国
の
政
治
体
制
を
分
析
す
る
に
当
つ
て
も
、
「
そ
の

社
会
的
、
文
化
的
、
お
よ
び
歴
史
的
伝
統
と
い
5
文
脈
に
よ
つ
て
考
察
さ
る
べ

ぎ
で
あ
り
、
…
…
そ
う
し
た
伝
統
が
、
生
命
を
持
つ
た
発
展
過
程
に
あ
る
全
体

を
形
成
し
て
い
る
」
こ
と
の
認
識
が
出
発
点
に
な
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
し
、
「
研

究
者
は
、
全
体
的
外
形
の
構
成
部
分
の
い
く
つ
か
を
理
解
し
た
と
い
う
態
度
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
以
前
に
、
全
体
的
外
形
を
把
握
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
」
（
マ
ε
こ
と
が
根
本
に
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
う
し
た
全
体
的
把
握
が
さ
ら
に
、
「
諸
体
制
を
相
互
に
関
連
さ

せ
る
よ
う
な
努
力
」
に
発
展
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
意
味
を
持
つ
た
比
較
、
す

な
わ
ち
「
政
治
現
象
を
多
様
な
方
向
で
関
連
づ
け
る
こ
と
」
（
強
調
符
目
原
著
）

が
成
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
ら
ば
、
意
味
の
あ
る
比
較
の
方
法
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
、
第
一
章
の
ほ

と
ん
ど
全
部
を
当
て
て
論
議
を
お
こ
な
つ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
、
ブ
ラ
ウ
ン

が
想
定
す
る
前
提
は
、
「
政
治
研
究
者
全
都
が
、
あ
る
特
定
の
ス
タ
イ
ル
と
か
、

図
式
を
用
い
る
と
期
待
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
。
科
学
は
基
本
的
に

は
、
一
般
的
な
分
析
方
法
を
変
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
研
究
手
段
の

多
様
性
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
㍗
ε
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
多
元

的
方
法
の
承
認
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
単
な
る
「
承
認
」
に
終
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
多
元
性
を
積
極
的
に
唱
導
す
る
点
に
ま
で
発
展
す
る
も
の
で
あ

る
．
で
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
「
科
学
と
し
て
の
比
較
分
析
の
一
般
的
分
析
方
法
」

を
ど
の
よ
う
な
形
で
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
彼
の
論
述
を

た
ど
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

　
「
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
い
か
な
る
領
域
に
お
い
て
も
」
科
学
的
研
究
の
特

　
　
　
紹
介
と
批
評

徴
を
な
す
手
続
き
は
、
ま
ず
第
一
に
、
競
合
的
な
諸
仮
説
を
明
示
し
、
次
き
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

利
用
可
能
な
資
料
に
よ
つ
で
、
・
て
れ
等
を
立
証
す
る
」
（
圓
・
」
・
）
も
の
で
あ
る
。
　
こ

う
し
た
形
で
規
定
さ
れ
た
「
科
学
」
が
、
「
比
較
政
治
学
の
『
新
方
向
』
の
背
後

に
潜
む
主
た
る
力
で
あ
る
」
（
マ
伊
）
こ
と
は
、
　
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
な
ま
の
形
の
「
科
学
」
的
方
法
は
、
政
治
学
的
な
修
正
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
単
純
な
自
然
科
学
と
の
ア
ナ

ロ
ジ
イ
に
終
り
、
そ
れ
は
政
治
学
の
強
心
剤
と
し
て
で
は
な
く
、
自
己
麻
酔
剤

と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
に
す
ぎ
な
く
な
る
．
と
い
う
の
は
、
社
会
科
学
に
お

け
る
諸
仮
説
は
、
「
科
学
」
が
要
求
す
る
客
観
性
に
耐
え
得
る
も
の
で
は
な
く
、

非
合
理
的
な
諸
価
値
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
世
界
観
に
基
づ
く
が
ゆ
え
に
、
そ

の
立
証
自
体
が
「
暫
定
的
」
と
い
う
条
件
つ
き
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
．

　
こ
の
指
摘
は
、
　
一
面
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
に
お
い
て
誤

謬
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
は
、
特
定
の
社
会
に
属
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
政
治
的
権
威
の
本
質
に
関
す
る
若
干
の
価
値
と
神
話
を
獲
得

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
」
い
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
等
が
、
こ
う
し
た
神
話
を

正
当
化
し
よ
う
と
だ
け
努
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
科
学
は
す
べ
て
不
可
能
で

あ
る
．
だ
が
も
し
か
れ
等
が
、
価
値
体
系
を
曖
昧
さ
と
混
乱
か
ら
分
離
す
る
よ

う
な
批
判
的
分
析
に
委
ね
、
そ
の
文
化
的
意
味
を
と
り
だ
し
、
そ
れ
等
を
現
実

在
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
さ
る
べ
ぎ
仮
説
の
形
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
科
学

的
研
究
の
基
本
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
冨
・
や
ε
．
か
く
て
社
会
科

学
に
お
け
る
「
科
学
」
は
価
値
の
存
在
に
よ
つ
て
否
定
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む

し
ろ
そ
れ
が
出
発
点
と
な
つ
て
成
立
す
る
と
い
う
宿
命
を
担
わ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
「
も
し
多
致
の
事
実
な
る
も
の
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
一
つ
の
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
五
八
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
、
ま
た
配
列
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
直

面
し
て
い
る
多
数
の
事
実
に
、
い
か
に
し
て
接
近
が
は
た
さ
れ
よ
う
か
」
（
マ
9
。

　
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
自
然
科
学
の
「
科
学
」
と
、
社
会
科
学
の
「
科
学
」

と
の
安
易
な
ア
ナ
ロ
ジ
イ
を
切
断
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
両
「
科
学
」

間
の
戴
然
た
る
異
質
性
の
存
在
そ
の
も
の
を
確
認
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
主
と
し
て
「
予
測
可
能
性
」
（
鷲
＆
8
琶
ξ
）
に
関
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
「
法
則
性
」
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
．
社
会
科
学
に
お
け
る
「
予

測
可
能
性
」
は
、
自
然
科
学
の
そ
れ
に
比
較
す
れ
ば
、
遙
か
に
低
度
の
も
の
で

あ
る
．
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
あ
る
程
度
ま
で
問
題
に
な
ら
な
い
．
と
い
う
の

は
、
社
会
科
学
の
目
標
が
「
予
測
」
に
あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
「
支
持
者
の
獲

得
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
よ
り
大
き
な
理
解
に
あ
る
の
だ
」
（
層
伊
傍
点
－
内
山
）

と
い
う
基
本
的
態
度
に
関
す
る
共
通
の
確
認
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
の
態
度
が
、
「
観
念
論
的
な
対
象
ば
か
り
で
な
く
、
市
民
と
支
配
者
の
実
際

の
行
動
を
研
究
す
る
義
務
」
（
戸
9
に
強
調
を
お
く
「
行
動
論
者
」
の
業
績
に

連
結
す
る
点
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
を
、
積
極
的
に
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
が
、
政
治
行
動
の
中
か
ら
政
治
を
と
り
だ
す
業
績
全
部
の
承
認
と
は
な

ら
な
い
。
む
し
ろ
「
行
動
主
義
」
に
た
い
す
る
過
大
評
価
は
、
方
法
論
に
関
連

し
て
提
起
さ
れ
う
る
可
能
性
を
持
つ
重
大
な
諸
問
題
と
は
無
関
係
な
、
い
わ
ば

発
散
的
な
「
面
接
調
査
」
に
陥
る
危
険
性
を
内
蔵
す
る
こ
と
に
な
る
．
か
く
て
、

そ
う
し
た
危
険
を
持
た
ぬ
、
す
な
わ
ち
「
法
律
学
的
神
話
学
で
も
な
く
、
赤
ん

坊
の
た
わ
言
で
も
な
い
」
（
匙
●
）
水
準
で
の
行
動
研
究
だ
け
が
、
わ
れ
わ
れ
の

政
治
行
動
に
た
い
す
る
関
心
の
中
に
包
含
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
比
較
政
治
学
の
「
科
学
性
」
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
五
八
六
）

が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ウ
ソ
は
、
比
較
政
治
学
の
目
的
が
政
治
過

得
み
理
解
に
あ
る
こ
と
か
ら
説
き
お
こ
す
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
個
々
の
政
治
体

制
を
個
別
的
に
、
慣
習
的
に
記
述
す
る
こ
と
の
目
的
と
ま
つ
た
く
同
じ
」
（
℃
●
S

傍
点
－
内
山
）
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
制
度
に
力
点
を
お
い
た
「
伝
統
的
」

比
較
政
治
学
と
は
異
な
つ
た
「
新
」
方
向
て
あ
る
の
は
、
た
と
え
ば
男
a
霞
毘
警

評
冨
議
の
中
で
提
出
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
「
三
権
分
立
」
理
論
か
ら
の

「
自
由
と
権
力
に
関
す
る
一
般
的
命
題
」
を
、
「
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
い
く

っ
か
の
政
治
体
制
が
提
出
す
る
資
料
に
て
ら
し
て
検
討
し
」
、
「
こ
れ
等
の
相
違

は
ど
の
よ
う
に
し
て
説
明
さ
れ
る
の
か
」
と
問
い
、
さ
ら
に
は
「
そ
の
機
能
様

式
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
体
制
を
再
検
討
し
な
い
わ
け
に
は

ゆ
か
な
い
」
次
元
に
立
ち
戻
り
、
制
度
上
の
諸
局
面
で
の
諸
国
の
差
異
の
説
明

だ
け
で
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
に
突
き
当
つ
て
、
「
諸
制
度
を
、
よ
り
大
き
な
政

治
的
、
お
よ
び
社
会
的
全
体
の
一
部
と
し
て
み
る
よ
う
に
な
る
」
（
箸
・
。。
－
9
傍

点
ー
内
山
）
連
続
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
論
水
準

の
焦
点
を
．
政
治
現
象
を
社
会
的
、
経
済
的
、
な
い
し
文
化
的
諸
要
因
に
関
連

さ
せ
る
よ
う
に
意
図
づ
け
ら
れ
た
「
中
間
領
域
」
に
据
え
、
一
要
因
理
論
に
立

つ
決
定
論
を
排
し
、
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
タ
イ
プ
」
、
「
エ
リ
ー
ト
構
成
」
等
の

新
し
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
、
そ
の
限
界
を
確
認
し
な
が
ら
も
加
え
、
「
構
造

口
機
能
」
分
析
と
「
理
想
型
」
概
念
と
い
う
二
つ
の
社
会
学
的
ス
キ
ー
ム
を
資

産
に
加
え
、
「
立
証
可
能
な
知
識
の
境
界
線
を
徐
々
に
拡
大
す
る
」
（
冒
」
8
と

い
う
目
標
を
は
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
．
そ
し
て
そ
の
場
合
に
、
「
ガ
バ
ー
メ

ン
ト
」
、
「
集
団
一
般
」
、
「
価
値
群
」
、
お
よ
び
「
政
策
の
パ
タ
ー
ン
」
の
四
構
成

要
素
か
ら
な
る
「
政
治
体
制
」
に
、
す
べ
て
の
利
用
可
能
な
手
段
を
投
入
す
る
。



そ
れ
も
、
「
政
治
体
制
の
個
々
の
部
分
は
、
す
べ
て
有
機
的
に
連
結
し
て
い
る
。

政
治
は
い
つ
で
も
、
世
界
と
い
う
大
き
な
部
分
に
同
時
に
影
響
を
与
え
て
い
る

若
干
の
史
的
挑
戦
に
対
応
し
て
動
態
的
で
あ
り
、
ま
た
常
に
変
化
し
て
い
る
」

（
℃
」
9
）
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
に
お
い
て
「
政
党
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
．
い
う
ま
で
も
な
く
、

多
数
の
要
請
の
調
停
と
整
合
が
「
政
治
的
決
定
」
の
水
準
に
押
し
上
げ
ら
れ
る
、

と
い
う
あ
ら
ゆ
る
現
代
政
治
に
共
通
の
事
象
に
お
い
て
、
そ
れ
が
グ
ル
ー
プ
と

政
府
と
の
間
の
溝
路
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
そ
の
意
義
に
お
い
て
で

あ
る
．
だ
が
現
代
的
な
意
味
で
の
政
党
の
意
義
は
、
そ
の
沿
革
を
顧
る
こ
と
に

よ
つ
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
」
・
マ

ジ
ソ
ン
、
J
・
ブ
ラ
イ
ス
、
M
・
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
イ
等
の
政
党
を
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
破
壊
者
と
す
る
初
期
の
否
定
的
態
度
か
ら
、
主
と
し
て
フ
ア
シ
ズ
ム

と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
一
党
制
へ
の
対
決
を
通
じ
て
、
民
主
主
義
体
制
の
機
能
に

は
不
可
欠
で
あ
り
、
「
自
由
と
政
党
制
は
一
致
す
る
」
積
極
的
肯
定
の
立
場
に

発
展
し
た
が
、
現
在
の
後
進
諸
国
に
お
い
て
は
ふ
た
た
び
、
「
政
治
休
制
の
寄
生

虫
」
と
し
て
非
難
さ
れ
、
「
政
党
を
伴
な
わ
ぬ
デ
モ
ク
ラ
シ
i
」
が
唱
導
さ
れ

る
傾
向
を
示
し
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
歴
史
的
連
続
に
お
い
て
、
そ
の
意
義
を

と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
確
か
に
政
党
は
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
！
の
史
的
附
随
物
と
し
て
西
欧
に
お
い

て
成
立
し
た
．
そ
の
意
味
で
は
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
政
党
を
有
せ
ず
し
て
近

代
的
諸
条
件
の
下
で
機
能
で
き
る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
、
文
字
通
り
不
可
能

で
あ
る
」
（
℃
』
ε
が
ゆ
え
に
、
「
政
党
を
伴
な
わ
ぬ
デ
モ
ク
ラ
シ
！
」
へ
の
要

請
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
あ
る
と
極
め
つ
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
．
か
く
し

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

て
、
「
現
在
、
開
発
過
程
に
あ
る
諸
国
に
あ
つ
て
滅
び
つ
つ
あ
る
政
党
は
、
基

礎
の
し
つ
か
り
し
た
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
政
党
と
は
比
較
す
べ
く
も
な

い
」
（
b
砧
ε
と
い
う
一
種
の
楽
観
論
も
生
れ
て
く
る
。
し
か
し
今
は
、
こ
う
し

た
政
党
に
関
す
る
固
定
し
た
概
念
を
通
じ
て
の
図
式
か
ら
考
察
を
進
め
る
べ
き

時
点
で
は
な
い
。
特
に
後
進
諸
国
に
お
け
る
命
題
が
、
ω
少
数
の
教
育
水
準
の

高
い
エ
リ
ー
ト
と
、
多
数
の
文
盲
の
農
民
大
衆
と
の
間
の
は
な
は
だ
し
い
ギ
ャ

ッ
プ
の
存
在
、
し
た
が
つ
て
両
者
間
に
何
等
の
組
織
的
連
結
が
存
在
し
な
い
こ

と
、
す
な
わ
ち
近
代
的
政
党
に
特
徴
的
な
両
者
間
の
相
互
作
用
の
欠
如
に
た
い

す
る
克
服
へ
の
要
請
、
㈲
農
民
を
伝
統
と
い
う
束
縛
か
ら
解
放
し
、
新
た
な
社

会
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
性
化
し
、
急
速
な
工
業
化
を
達
成
す
る
こ
と
、
の
二
つ

に
凝
縮
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
れ
ば
（
召
謡
－
9
、
そ
う
し
た
命
題
の
解
決
に
有

効
で
あ
る
た
め
の
政
党
制
を
見
い
だ
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
．
フ
ラ
ン
ス
や
ス

カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
の
多
数
党
制
の
工
業
化
へ
の
有
効
度
、
・
て
の
文
化
的
基
盤
、

ま
た
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
二
大
政
党
制
や
ソ
連
の
一
党
制
に
お
け
る
そ
う

し
た
効
力
と
意
義
を
比
較
的
文
脈
に
お
い
て
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
自
己
に
有
利

で
も
あ
り
、
適
し
て
も
い
る
パ
タ
ー
ン
を
見
い
だ
す
こ
と
が
、
こ
の
学
問
の
自

発
的
命
題
と
も
な
る
。

　
こ
う
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
請
を
想
定
せ
ず
と
も
、
比
較
政
治
学
プ

・
バ
ー
の
問
題
と
し
て
、
従
来
の
ご
と
き
政
党
の
類
似
性
へ
の
強
調
を
、
「
政
治

様
式
以
上
の
も
の
を
包
含
し
て
い
る
若
干
の
重
要
な
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
を

認
識
す
る
」
（
℃
る
ε
点
に
転
置
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
「
技
術
的
進
歩
の
結
果

と
し
て
の
社
会
的
勢
力
と
政
党
と
の
間
の
関
係
は
、
近
代
的
社
会
に
お
い
て
も
、

伝
統
的
社
会
に
お
い
て
も
、
比
較
的
に
研
究
さ
れ
る
し
、
ま
た
さ
る
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
　
　
（
五
八
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

り
」
（
》
零
・
）
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
と
、
一
般
的
な
近
代
化
過
程
に
関
す
る
わ
れ

わ
れ
の
理
解
が
、
そ
の
政
治
的
発
展
に
お
け
る
差
異
性
と
類
似
性
を
識
別
し
．

ま
た
そ
れ
等
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
高
め
ら
れ
る
」
（
甥

ω
o

。
・
）
発
展
可
能
性
が
備
わ
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
執
行
部
」
で
は
、
「
近
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
責
任
を
伴
な
わ
ぬ

執
行
部
の
恣
意
的
権
力
を
制
限
し
、
ま
た
緩
和
し
よ
う
と
す
る
代
議
制
議
会
の

成
功
を
収
め
た
努
力
の
中
か
ら
発
達
し
た
」
（
》
8
）
文
脈
が
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア

メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
ー
特
に
フ
ラ
ン
ス
ー
の
経
験
か
ら
第
一
に
語

ら
れ
る
。
そ
し
て
「
立
法
部
優
位
」
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
が
、
歴
史
的
に

は
文
脈
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
次
第
に
「
執
行
部
優
位
」
の
現
実
に
と
つ
て

代
ら
れ
た
点
を
指
摘
し
、
現
代
の
執
行
部
が
、
社
会
保
障
、
産
業
規
制
、
お
よ

び
高
度
に
技
術
化
し
た
財
政
政
策
に
関
連
を
持
つ
た
一
連
の
新
種
の
諸
問
題

や
、
国
防
の
局
面
で
、
そ
の
地
位
を
不
動
に
し
て
い
る
「
現
実
」
の
内
容
が
加

え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
現
代
的
意
義
を
歴
史
的
に
有
す
る
「
執
行
部
」
が
、
比
較
分
析
の

重
要
な
一
手
段
と
な
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
「
あ
ら

ゆ
る
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
機
能
が
権
力
の
主
た
る
源
泉
で
あ
る
」
（
や
零

強
調
符
U
原
著
）
と
い
う
現
代
の
社
会
科
学
的
認
識
に
も
よ
つ
て
い
る
．
だ
か

ら
こ
う
し
た
関
心
が
、
政
策
は
機
構
の
中
枢
部
分
に
精
通
し
て
い
る
人
た
ち
に

よ
つ
て
作
成
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
本
来
、
ま
た
理
論
的
に
は
政
策
の
手
段

で
あ
つ
た
「
官
僚
制
」
に
も
及
ぶ
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
近
代
化
に
有
効
な
「
近
代
的
一
執
行
部
の
必
要
条
件
と
は
何
か
．

そ
れ
は
、
ω
そ
の
責
を
は
た
す
に
足
る
だ
け
合
理
化
さ
れ
、
強
化
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
　
　
（
五
八
八
）

で
あ
る
こ
と
、
㈹
権
利
の
濫
用
を
妨
げ
る
た
め
の
外
部
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

と
内
部
的
な
抑
制
策
を
有
す
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
る
と
ブ
ラ
ウ
ン
は
提
起
す

る
。
こ
の
二
つ
の
条
件
は
同
時
に
、
比
較
分
析
に
際
し
て
の
二
つ
の
比
較
軸
と

も
な
り
、
後
進
諸
国
の
執
行
部
の
負
う
べ
ぎ
実
践
課
題
の
具
体
的
発
見
に
も
結

び
つ
い
て
く
る
．
し
か
し
こ
の
条
件
の
一
つ
で
あ
る
内
外
部
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク

と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
果
た
す
も
の
と
通
常
は
考
え
ら
れ
る
「
政
党
が
、
こ
の
機

能
を
は
た
せ
な
か
つ
た
ら
、
そ
の
目
的
が
類
似
し
て
い
る
そ
れ
以
外
の
諸
制
度

も
凋
落
す
る
で
あ
ろ
う
」
（
℃
』
ε
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
政
党
お
よ
び
結
社
が
未
発
達
の
現
時
点
に
あ
る
後
進
諸
国
で
は
、
し
た

が
つ
て
有
効
な
執
行
部
の
衰
退
を
も
招
く
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
断
層
を
満
た
す

も
の
が
、
第
四
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
「
軍
部
」
で
あ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
は
じ
め
に
、
こ
れ
ま
で
比
較
政
治
学
は
、
憲
法
、
政
党
、
お

よ
び
行
政
と
い
つ
た
問
題
に
重
点
が
お
か
れ
て
き
た
点
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の

場
合
に
と
ら
れ
た
比
較
的
方
法
は
、
し
か
し
な
が
ら
「
政
治
権
力
を
研
究
す
る

に
当
つ
て
・
－
妥
当
で
あ
つ
た
」
し
、
か
く
て
「
権
力
に
対
抗
す
る
点
で
、
現

在
す
ぐ
れ
た
意
義
を
持
つ
て
い
る
勢
カ
ー
軍
部
1
・
を
研
究
す
る
に
当
つ
て

も
…
…
妥
当
で
あ
る
」
（
b
改
9
．
そ
し
て
そ
の
方
法
の
妥
当
佳
は
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
基
本
原
理
の
一
つ
で
あ
る
「
文
官
優
位
」
と
い
ヤ
）
哲
学
上
の
争
点
に
関

わ
り
を
持
た
ず
．
「
そ
の
下
で
政
治
に
た
い
す
る
軍
部
の
干
渉
が
生
ず
る
よ
う

な
諸
条
件
を
比
較
す
る
」
（
b
』
ご
限
り
に
お
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
程
度
を
ま
す

の
で
あ
る
。

　
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
比
較
と
い
う
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
ω
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、

ω
フ
ラ
ン
ス
、
⑥
中
束
お
よ
び
ア
ジ
ア
の
新
興
諸
国
、
の
三
つ
の
類
型
で
、
政



治
に
た
い
す
る
軍
部
の
干
渉
の
す
ぐ
れ
た
意
義
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い

る
（
亀
も
ひ
o
。
巳
）
。
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
」
の
、
「
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
る
軍
事
的
、

抑
圧
的
な
支
配
に
続
い
て
、
9
＆
邑
畠
に
よ
る
支
配
が
あ
り
、
－
：
ミ
リ
タ
リ

ズ
ム
の
過
剰
か
ら
、
責
任
を
持
つ
た
市
民
に
よ
る
文
官
支
配
へ
の
動
き
が
ひ
き

だ
さ
れ
た
」
と
い
う
特
殊
な
経
験
が
、
む
し
ろ
「
全
世
界
の
よ
り
一
般
的
な
傾

向
に
反
す
る
」
（
b
』
ε
が
ゆ
え
に
、
比
較
分
析
の
照
合
点
と
な
る
。
「
中
東
と

ア
ジ
ア
」
で
は
、
コ
般
的
に
外
国
の
支
配
下
に
あ
つ
て
、
民
族
解
放
闘
争
後

に
独
立
を
達
成
し
、
そ
の
後
旧
植
民
列
強
の
自
由
主
義
的
諸
制
度
を
採
用
し
た

場
合
が
多
く
…
…
、
生
命
力
を
持
つ
た
自
由
民
主
主
義
を
達
成
す
る
意
図
に
失

敗
し
た
こ
と
か
ら
、
軍
部
に
よ
る
干
渉
へ
の
道
が
ひ
ら
か
れ
た
」
（
や
㎝
8
の
で

あ
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
」
の
一
九
五
八
年
の
場
合
は
、
「
西
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
お
け
る

議
会
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
支
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
・
　
そ
れ
が
民
主
的
な
先
進

国
に
関
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
い
う
理
由
か
ら
」
（
箸
』
下
o
。
9
）
重
要
で
あ
り
、

一
つ
の
得
が
た
い
照
合
点
を
形
成
し
て
い
る
．

　
一
般
的
に
は
、
近
代
化
へ
の
移
行
過
程
に
あ
る
社
会
に
あ
つ
て
軍
部
は
、

ω
伝
統
的
支
配
者
の
側
に
立
て
ぽ
、
大
衆
と
支
配
者
と
の
連
結
媒
介
者
と
し
て

の
古
典
的
な
機
能
を
は
た
し
、
ま
た
㈹
革
新
的
な
近
代
化
運
動
の
先
頭
に
立
つ

場
合
に
は
、
伝
統
的
な
支
配
者
の
打
倒
に
向
か
う
。
ω
ω
の
パ
タ
ー
ン
に
そ
れ

ぞ
れ
含
ま
れ
る
変
形
は
、
現
行
体
制
の
変
更
を
含
ま
ぬ
支
配
者
の
交
替
を
軍
部

が
強
制
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
反
動
的
役
割
の
担
い
手
と
し
て
の
軍
部
の
干
渉

型
で
あ
る
。
⑥
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
伝
統
的
と
自
由
主
義

的
た
る
と
を
問
わ
ず
、
い
か
な
る
政
治
体
制
に
あ
つ
て
も
、
そ
の
体
制
を
打
倒

す
る
ま
で
に
、
合
理
化
勢
力
な
い
し
近
代
化
勢
力
と
し
て
軍
部
が
公
権
力
を
推

　
　
　
紹
介
と
批
評

進
す
る
場
合
で
あ
る
、
か
く
て
、
前
述
し
た
文
官
“
軍
人
と
い
う
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
閃
係
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
社
会
集
団
と
し
て
の
軍
部
に
よ
る
比
較
分

析
が
、
先
進
、
後
進
諸
国
に
無
差
別
に
適
用
さ
れ
れ
ば
、
「
集
団
の
世
界
」
か
ら

「
政
治
体
制
」
へ
と
貫
通
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
え
ら
れ
よ
う
と
ブ
ラ
ウ

ン
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
．

　
第
五
章
で
は
、
比
較
政
治
学
に
お
い
て
最
も
現
実
的
で
、
最
も
大
き
な
比
重

の
か
け
ら
れ
た
「
西
欧
」
と
「
非
西
欧
」
の
政
治
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の

対
象
領
域
の
拡
大
の
意
義
は
、
「
制
度
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
政
治
過
程
の
比
較
は
、
実
際
に
そ
の
二
つ
の
文
化
が
か
な
り
類
似
し
て
い
る

が
ゆ
え
に
若
干
の
効
用
は
あ
る
。
だ
が
同
じ
用
語
に
よ
つ
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
ガ

ー
ナ
を
比
較
す
る
こ
と
は
間
違
い
に
な
る
。
読
書
能
力
の
程
度
、
階
級
的
差
異
、

都
市
化
、
経
済
と
技
術
的
発
展
の
水
準
、
お
よ
び
国
家
的
統
一
性
の
程
度
、
と

い
つ
た
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
必
要
と
な
る
．
政
治
構
造
と
社
会

構
造
と
の
間
の
関
係
に
た
い
す
る
新
た
な
る
強
調
が
、
次
第
に
比
較
政
治
に
関

す
る
理
論
全
体
を
刺
戟
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
マ
刈
ε
点
に
存
す
る
。
こ
の
意
味

は
こ
れ
ま
で
、
そ
の
異
質
性
の
ゆ
え
に
対
比
不
能
と
想
定
さ
れ
て
い
た
二
領
域

が
、
現
実
か
ら
の
要
請
と
し
て
の
国
際
政
治
の
拡
大
に
よ
つ
て
、
好
む
と
好
ま

ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
比
較
」
水
準
に
持
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
へ
の
理
論
的

対
応
の
一
表
現
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
．
か
く
し
て
、
「
西
欧
」
と
「
非

西
欧
」
と
い
う
対
照
自
体
が
、
実
は
「
西
欧
」
の
理
念
と
技
術
に
た
い
す
る
種

々
の
反
応
水
準
を
示
し
て
い
る
「
非
西
欧
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

つ
て
も
、
ま
た
「
政
治
活
動
の
正
統
的
な
形
態
と
目
的
に
関
す
る
意
見
の
不
一

致
、
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
普
遍
、
市
民
に
よ
る
政
治
活
動
の
統
合
性
の
欠
如
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
　
　
（
五
八
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

漠
然
と
し
た
不
明
確
な
『
役
割
』
構
造
、
未
発
達
の
利
益
集
団
組
織
、
お
よ
び

急
激
で
あ
り
な
が
ら
も
散
漫
で
あ
り
、
ま
た
過
激
な
場
合
の
多
い
政
治
的
主
張

の
表
現
」
（
サ
鳶
・
）
と
し
て
内
容
的
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
に
し
て
も
、
「
非
西
欧
」

の
政
治
は
、
ま
さ
に
「
政
治
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
西
欧
」
の
そ
れ
と
確
然
た

る
差
異
を
確
保
で
き
な
い
「
現
実
」
か
ら
、
い
わ
ば
現
実
か
ら
抽
出
さ
れ
た
は

ず
の
特
徴
が
、
非
現
実
的
な
意
味
し
か
持
た
ぬ
と
い
う
不
測
の
事
態
に
直
面
し

て
．
こ
の
二
分
法
の
意
義
が
失
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
「
現
代
の
政
治
体
制
か
ら
特
徴
目
録
を
ひ
き
だ
す
代

り
に
、
社
会
に
関
す
る
二
つ
の
『
理
想
型
』
、
な
い
し
『
モ
デ
ル
』
、
す
な
わ
ち

伝
統
的
社
会
と
近
代
的
社
会
と
の
間
を
識
別
す
る
こ
と
が
、
分
析
目
的
に
と
つ

て
は
よ
り
有
益
で
あ
ろ
う
」
（
マ
弼
強
調
符
”
原
著
）
と
提
起
し
、
「
こ
れ
等

の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
は
、
個
人
な
い
し
文
化
に
関
す
る
下
位
性
と
か
上
位

性
と
い
つ
た
い
か
な
る
関
係
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
は
な
く
、
…
…
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ノ
ス
ト
ラ
ク
ノ

ら
に
こ
う
し
た
用
語
は
、
抽
象
的
な
『
理
論
構
成
』
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で

あ
る
」
（
薯
，
認
山
。
）
と
加
え
て
い
る
。

　
こ
の
概
念
構
成
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
支
配
類
型
概
念

の
一
適
用
型
で
あ
り
、
ま
た
社
会
内
の
個
人
の
存
在
形
態
に
依
存
す
る
も
の
で

あ
り
、
科
学
技
術
を
一
つ
の
決
定
因
と
し
て
重
要
視
す
る
相
対
的
、
機
能
的
対

比
で
あ
る
．
こ
の
理
想
型
か
ら
す
れ
ば
、
現
実
の
諸
社
会
は
、
伝
統
的
社
会
が

近
代
的
社
会
に
収
敏
す
る
過
程
で
の
種
々
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
把
握
さ

れ
、
「
近
代
的
な
社
会
形
態
は
、
ま
つ
た
く
多
様
な
政
治
体
制
と
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な
い
」
（
マ
鐸
強
調
符
口
原
著
）
と
す
る
立
場
に
立
ち
え
、
近
代
化
の
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
対
応
可
能
な
理
論
の
動
態
性
が
確
保
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
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五
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〇
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く
し
て
比
較
政
治
学
は
、
よ
り
実
ウ
多
い
理
論
と
し
て
明
日
に
期
待
を
持
ち
う

る
の
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
＊

　
ブ
ラ
ウ
ン
が
本
書
で
展
聞
し
た
「
方
向
」
は
、
既
成
概
念
の
「
洗
濯
」
に
ょ

つ
て
そ
れ
に
新
た
な
内
容
を
盛
ワ
こ
み
、
新
た
に
形
成
さ
れ
た
ス
キ
ー
ム
に
よ

つ
て
そ
の
分
析
有
効
度
を
増
大
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
で
、
た
と
え
ば
「
政
党
」
、

「
執
行
部
」
も
「
新
」
概
念
と
し
て
参
加
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
．
ま
た
、
現

代
比
較
政
治
学
に
お
い
て
も
、
「
集
団
」
と
い
5
大
項
目
の
下
で
、
政
党
、
利

益
集
団
と
い
う
西
欧
的
意
味
の
強
い
用
語
に
よ
つ
て
分
析
の
主
流
が
形
成
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
脱
し
て
、
「
軍
部
」
を
同
じ
水
準
で
の
主
要
な
分
析
手
段
と

し
て
積
極
的
に
と
り
上
げ
た
こ
と
の
功
績
は
大
き
い
。
私
の
知
る
限
り
、
「
比

較
」
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
も
つ
て
試
み
た
も
の
は
、
U
雲
箆
ρ
勾
塑
サ

8
諄
の
業
績
以
外
に
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
鑑
＞
O
§
冨
声
憂
①
穿
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運
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言
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し
か
し
、
本
書
に
は
ー
と
い
う
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
政
治
学
を

こ
の
よ
う
な
形
で
提
示
し
て
い
る
も
の
に
は
ー
第
一
に
そ
の
「
科
学
」
論
と
、

そ
し
て
比
較
政
治
学
の
点
で
は
「
西
欧
・
非
西
欧
」
の
論
点
に
お
い
て
多
く
の

問
題
を
残
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
科
学
」
論
で
は
、
こ
の
学
問
の
科
学
性
を
、
ま
た
ま
た
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

と
R
・
K
・
マ
ー
ト
ン
に
委
ね
て
い
る
部
分
が
多
い
．
し
か
も
そ
れ
は
．
ウ
ェ

ー
バ
ー
の
社
会
科
学
方
法
論
の
中
心
で
あ
る
文
化
価
値
理
念
を
通
じ
て
の
価
値

自
由
の
点
に
は
つ
き
合
わ
さ
れ
ず
、
そ
の
支
配
類
型
に
依
存
し
て
い
る
．
「
科



学
」
は
つ
い
に
類
型
学
に
終
る
も
の
で
は
な
く
、
ウ
ェ
し
ハ
！
の
意
図
し
た
も

の
も
実
は
そ
こ
に
あ
つ
た
の
で
は
な
か
つ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
7
メ
リ
カ
政
治

学
に
お
け
る
「
ウ
ェ
㌧
ハ
ー
不
在
」
が
、
こ
こ
に
も
歴
然
と
現
わ
れ
て
い
る
。

価
値
の
多
元
性
を
承
認
す
る
水
準
で
、
そ
の
後
の
発
展
が
な
く
、
マ
ー
ト
ン
の

「
中
間
領
域
」
（
そ
れ
は
、
「
恒
常
的
な
調
査
研
究
の
ル
テ
ィ
ー
ン
の
中
に
豊
富
に
包

含
さ
れ
て
い
る
基
礎
的
な
小
仮
説
」
と
「
そ
れ
か
ら
経
験
的
に
観
察
さ
れ
た
社
会
行

動
に
関
す
る
非
常
に
多
数
の
斉
一
性
を
ひ
き
だ
す
希
望
が
で
て
く
る
と
こ
ろ
の
最
上

の
ス
キ
ー
ム
を
構
成
し
て
い
る
全
包
括
的
な
思
索
」
と
の
間
に
存
在
す
る
、
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。
鑑
客
零
冒
畦
8
コ
Q
o
8
ミ
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遷
9
ミ
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亀
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図
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芽
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①
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零
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9
0
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魯
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お
も
鈎
）
理
論
に
一
意
的
に
依
存
す

る
の
で
は
、
政
治
学
の
「
科
学
」
は
前
進
し
な
い
．
こ
の
点
で
は
、
ブ
ラ
ウ
ン

の
比
較
政
治
学
は
、
既
に
展
開
さ
れ
た
こ
の
分
野
で
の
方
法
を
一
歩
も
進
め
る

も
の
で
は
な
い
．
む
L
ろ
そ
の
冗
漫
な
反
覆
に
終
始
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
．

む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
一
つ
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
で
あ
つ
た
価
値
判
断
に
か

か
わ
ら
ぬ
（
自
由
と
い
う
意
味
で
な
く
）
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
政
策
に
コ
ミ

ッ
ト
し
た
線
で
遮
二
無
二
前
進
を
続
け
る
方
が
ス
マ
ー
ト
で
あ
る
。
「
科
学
へ

の
あ
が
き
」
は
、
比
較
政
治
学
の
分
野
で
力
み
か
え
る
よ
り
、
政
治
学
の
分
野

で
推
進
し
、
そ
れ
と
共
に
動
く
こ
と
が
今
の
時
点
で
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
．

　
第
二
の
「
西
欧
・
非
西
欧
」
の
問
題
も
、
実
は
右
の
問
題
に
連
結
し
て
い
る
。

ブ
ラ
ウ
ン
は
「
近
代
的
・
伝
統
的
」
社
会
を
も
つ
て
、
よ
り
包
括
的
な
「
比
較
」

政
治
の
可
能
性
を
主
張
す
る
。
だ
が
そ
れ
が
「
理
想
型
」
で
あ
る
限
り
、
「
西

欧
・
非
西
欧
」
と
ど
れ
だ
け
有
効
度
に
差
異
が
あ
る
だ
ろ
う
か
．
ブ
ラ
ウ
ン
は

》、

の
概
念
に
よ
つ
て
、
理
論
水
準
に
の
み
か
か
わ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

　
　
　
紐
介
と
批
評

は
、
概
念
が
「
無
色
、
無
味
、
無
臭
」
な
超
現
実
的
な
構
成
物
だ
と
い
う
意
味

で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
．
「
理
想
型
」
概
念
は
、
歴
史
的
実
体
の
中
か
ら
抽
出

さ
れ
た
、
深
部
に
お
い
て
現
実
に
し
つ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
て
い
る
が
ゆ
え
に

「
理
想
」
型
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
．
「
西
欧
・
非
西
欧
」
が
実
体
概
念
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
（
前
述
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
の
「
特
徴
目
録
」
参
照
）
、
よ
り
流
動

的
、
機
能
的
な
構
成
要
素
を
も
つ
て
規
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
必
要
な

の
は
、
二
つ
の
社
会
を
同
水
準
で
評
量
し
、
分
析
し
う
る
よ
う
な
「
比
較
」
概

念
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
S
・
M
・
リ
プ
セ
ッ
ト
の

「
富
」
、
「
教
育
」
、
「
工
業
化
」
、
「
都
市
化
」
を
比
較
軸
に
と
つ
た
分
析
の
意
義
を

高
く
評
価
で
き
よ
う
（
鑑
ω
。
ヌ
訟
冨
9
一
b
。
一
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①
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費
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目
・
）
．
わ
れ
わ
れ
の
用
い
る
概
念
自
身

は
機
能
的
な
も
の
な
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
こ
と
は
要
す
る
に
、
こ
う
し
た
概
念

形
成
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
ブ
ラ
ウ
ン
自
身
も
ふ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
規
定
さ
れ
た
概
念
に
よ
つ
て
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
が
ど

れ
だ
け
の
仮
説
を
立
証
し
た
か
、
と
い
う
実
績
に
よ
つ
て
そ
の
有
効
度
の
承
認

範
囲
は
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
垢
の
つ
い
た
概
念
が
よ
く
そ
の
任
に
耐
え
る
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か
．
新
奇
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