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『
国
家
建
設
』

　
本
書
は
一
九
六
二
年
九
月
、
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
（
卜
巨
零
ざ
導
℃
9
窪
。
巴

禦
一
窪
8
湊
器
＆
畳
自
）
で
お
こ
な
わ
れ
た
パ
ネ
ル
討
議
の
成
果
と
し
て
、
左

の
九
篇
の
論
文
を
収
録
し
た
論
集
で
あ
る
。

　
序
論
　
　
「
国
家
建
設
研
究
の
諸
問
題
」
　
　
　
　
カ
ー
ル
・
ド
イ
ッ
チ
ュ

　
一
　
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
家
建
設
の
歴
史
的
経
験
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ョ
ゼ
フ
・
R
・
ス
ト
レ
イ
ァ
ー

　
二
　
「
国
家
建
設
？
」
　
　
　
　
　
　
カ
：
ル
・
J
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ

　
三
　
　
「
民
族
と
人
間
性
構
造
の
相
互
関
連
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ル
マ
ン
・
ウ
ェ
ィ
レ
ソ
マ
ン

　
四
　
　
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
国
家
建
設
－
植
民
地
時
代
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
チ
ヤ
ー
ド
・
L
・
メ
リ
ッ
ト

紹
介
と
批
評

　
五
　
　
「
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
国
家
建
設
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
バ
ー
ト
・
E
・
ス
コ
ッ
ト

　
六
　
　
「
国
家
建
設
と
革
命
戦
争
」
　
　
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
A
・
ウ
イ
ル
ソ
ン

　
七
　
　
「
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
国
家
建
設
」
リ
ュ
！
パ
ー
ト
・
ニ
マ
：
ソ
ン

　
八
　
　
「
最
新
興
諸
国
の
建
設
i
短
期
的
戦
略
と
長
期
的
問
題
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
J
・
フ
ォ
ル
ツ

　
こ
の
討
議
の
目
的
は
、
「
現
代
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
、
お
よ
び
さ
ま
ざ
ま

な
歴
史
的
時
期
に
お
け
る
国
家
の
形
成
を
検
討
し
て
い
る
学
者
た
ち
の
見
解
と

指
摘
を
統
合
し
、
比
較
す
る
こ
と
に
あ
る
」
　
（
ギ
9
8
①
）
、
と
編
者
は
語
つ
て

い
る
。
現
代
比
較
政
治
学
に
学
問
的
関
心
を
集
中
し
て
い
る
私
に
と
つ
て
、
こ

の
観
点
は
見
逃
し
え
な
い
語
り
か
け
で
あ
つ
た
し
、
正
直
い
つ
て
期
待
に
胸
ふ

く
ら
み
、
姿
勢
を
正
す
想
い
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
私
が
何
度
か
文
章
に
も
綴
つ

た
こ
と
の
あ
る
、
現
代
政
治
学
の
最
も
手
薄
な
側
面
で
あ
る
歴
史
的
理
解
の
再

構
成
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
つ
た
し
、
現
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
、
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
概
念
を
い
か
に
拡
充
し
て
も
し
き
れ
ぬ
だ
け
の

内
容
的
広
が
り
を
も
つ
て
い
る
こ
と
へ
の
、
ど
の
よ
う
な
理
論
的
対
応
へ
の
試

み
が
打
ち
だ
さ
れ
て
い
る
か
．
と
い
う
政
治
理
論
的
関
心
に
も
十
分
通
ず
る
は

ず
の
も
の
で
も
あ
つ
た
し
、
ま
た
地
域
研
究
を
包
摂
可
能
な
概
念
枠
組
の
呈
示

へ
の
期
待
に
む
く
い
る
は
ず
の
も
の
で
も
あ
つ
た
。
他
方
、
私
が
先
に
論
じ
た

「
近
代
化
」
理
論
（
「
政
治
的
近
代
化
の
理
論
と
問
題
」
．
本
誌
．
三
十
七
巻
十
一
号
．

昭
和
三
十
九
年
十
一
月
）
　
に
欠
け
て
い
る
部
分
へ
の
意
義
あ
る
示
唆
も
提
起
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
過
大
な
期
待
も
ひ
そ
か
に
あ
つ
た
．

し
か
し
そ
の
大
部
分
は
完
全
に
む
な
し
か
つ
た
．
余
り
に
も
む
な
し
か
つ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
三
六
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

と
か
ら
、
私
は
本
書
の
残
さ
れ
た
意
義
す
ら
も
認
め
よ
う
と
し
な
い
自
分
の
か

た
く
な
さ
を
し
つ
た
の
は
、
す
で
に
読
了
後
半
歳
を
過
ぎ
た
今
日
で
あ
つ
た
。

私
の
知
る
か
ぎ
り
、
本
書
は
誰
に
も
と
り
上
げ
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ
が
私
を

し
て
、
ふ
た
た
び
と
り
上
げ
さ
せ
た
所
以
で
あ
つ
た
。

　
私
が
失
望
し
た
の
は
、
私
の
観
点
i
そ
れ
も
過
大
の
期
待
を
ひ
め
た
ー

か
ら
し
て
だ
け
な
の
で
あ
り
、
本
書
中
の
論
文
で
展
開
さ
れ
て
い
る
論
旨
の

中
に
は
、
だ
か
ら
異
な
つ
た
観
点
か
ら
は
、
非
常
に
意
義
の
あ
る
も
の
が
多
い

は
ず
で
あ
る
。
読
み
返
え
し
て
み
て
、
私
は
自
分
の
不
明
を
恥
じ
た
。
私
が
失

望
し
た
部
分
か
ら
の
べ
、
意
義
を
発
見
し
た
論
旨
に
ふ
れ
る
順
序
で
進
め
る
こ

と
が
、
あ
る
時
期
の
私
を
私
自
身
が
知
る
こ
と
に
も
な
る
。
「
紹
介
と
批
評
」

で
、
こ
の
よ
5
な
告
白
が
発
表
さ
れ
る
の
は
場
ち
が
い
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
　
　
　
　
　
※

　
方
法
論
に
最
大
の
関
心
を
も
つ
私
に
し
て
み
れ
ぽ
、
か
つ
て
「
社
会
的
移
動

と
政
治
的
発
展
」
（
．
、
の
8
巨
竃
。
匹
甘
蝕
象
導
血
》
o
一
三
。
巴
U
零
巴
8
舅
窪
ひ
一
、
、

』
§
ミ
帖
ミ
き
㌻
§
帖
§
恥
竃
§
8
寒
竃
§
’
瀬
宮
①
旨
冨
吋
お
9
）
で
現
代
政
治

学
に
お
け
る
重
大
な
貢
献
を
果
た
し
た
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
「
序
論
」
に
最
大
の
期

待
を
抱
い
た
の
は
当
然
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
「
国
家
建
設
」
と
い
う
概
念
は
、

彼
の
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
充
実
し
た
内
容
を
擁
し
て
は
い
な
か
つ
た
。
す
な

わ
ち
彼
は
、
歴
史
ー
そ
れ
は
常
に
現
時
点
を
も
包
摂
す
る
こ
と
で
成
立
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
が
ー
は
、
国
家
の
形
成
と
崩
壊
の
過
程
で
あ
り
、
そ
の
理

解
は
、
し
た
が
つ
て
、
一
般
的
で
、
斉
一
的
な
側
面
か
ら
す
る
研
究
過
程
に
基

づ
く
と
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
歴
史
的
過
程
は
再
帰
的
で
あ
り
、
こ
う
し
た
再

帰
的
類
型
か
ら
、
歴
史
事
象
の
比
較
可
能
性
も
、
独
自
性
の
認
識
も
生
ま
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
三
六
四
）

の
で
あ
る
．
別
の
と
こ
ろ
で
の
彼
の
論
述
に
よ
れ
ば
、
再
帰
的
類
型
に
ょ
つ

て
、
政
治
と
歴
史
の
も
つ
相
対
的
な
斉
一
性
の
背
景
が
浮
彫
り
に
さ
れ
る
の
だ

し
、
同
時
に
そ
う
し
た
視
角
か
ら
の
研
究
に
よ
つ
て
、
歴
史
の
累
積
的
変
化
が

明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
（
．
、
目
ぎ
0
3
≦
爵
9
2
暮
一
8
玖
留
冨
o
寄
。
年
括
曇

勺
暮
冨
毒
の
o
鴎
℃
o
一
葺
8
一
導
Ω
ω
g
一
巴
　
一
暑
Φ
讐
”
岱
o
戸
．
．
妄
。
嵐
＆
菊
o
§
普
。
。
．

影
…
鱒
蒸
む
認
℃
奢
。
冨
oo
∴
①
O
参
照
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ノ
ヨ
ナ
ル
　
グ
ロ
ヒ
ス
　
　
　
ギ
ま
ノ
ヨ
ノ
コ
ビ
ル
デ
イ
ン
グ

　
こ
う
し
た
基
本
的
認
識
か
ら
、
彼
は
「
国
家
成
長
」
、
「
国
家
建
設
」
、

ナ
ノ
ヨ
ナ
ル
し
デ
ベ
ロ
ノ
ブ
メ
ノ
ト

「
国
家
発
展
」
の
三
つ
の
考
え
方
を
区
別
す
る
．
「
国
家
成
長
」
は
、
彼
に

よ
る
と
有
機
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
「
あ
る
一
定
の
時
間
的

過
程
を
通
過
し
、
ま
た
成
熟
へ
と
向
か
う
あ
る
一
定
の
質
的
な
諸
段
階
を
へ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
成
長
過
程
」
で
あ
つ
て
、
「
そ
れ
を
過
ぎ
る
と
、
凋
落
や

死
、
あ
る
い
は
、
新
し
い
が
、
本
質
的
に
は
同
一
の
循
環
経
路
を
と
り
は
じ
め

る
再
生
産
だ
け
が
存
在
す
る
」
（
層
ω
）
内
容
が
あ
た
え
ら
れ
る
．
「
国
家
建
設
」

は
．
建
築
学
的
、
機
械
学
的
モ
デ
ル
で
あ
る
。
ち
よ
う
ど
、
家
が
い
ろ
い
ろ
な

素
材
か
ら
建
築
さ
れ
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
型
に
よ
つ
て
建
築
が
容
易
に
、
し
か

も
迅
速
に
は
た
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
基
礎
と
は
独
立
し
た
上
部
構
造
が
え
ら
れ

る
の
と
同
じ
く
、
「
国
家
も
、
諸
段
階
の
別
個
の
つ
な
が
り
方
や
、
計
画
を
異

に
し
て
い
た
り
、
材
料
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
か
ら
、
建
設
が
急
速
で
あ
つ
た

り
．
漸
進
的
で
あ
つ
た
り
す
る
し
、
そ
の
環
境
と
は
あ
る
程
度
ま
で
関
係
な
く

建
設
さ
れ
う
る
」
（
ラ
ω
）
と
い
う
認
識
に
対
応
し
て
い
る
。
「
国
家
発
展
」
に

は
、
右
に
の
べ
た
二
範
疇
の
特
性
で
あ
る
有
機
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
機
械
論
的

な
側
面
が
共
に
く
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
こ
れ
に
は
、
「
空
間
と
時

問
の
．
内
的
お
よ
び
外
的
な
相
互
依
存
性
に
か
ん
す
る
意
識
」
（
や
ω
）
が
対
応



し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
概
念
的
識
別
が
ら
は
、
な
ぜ
「
国
家
建
設
」
概

念
が
選
択
さ
れ
る
の
か
は
で
て
こ
な
い
し
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
も
そ
れ
に
言
及
し
て

い
な
い
の
は
お
か
し
な
話
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
の
真
意
i
他
の
八
論
文
の

論
旨
か
ら
し
て
ー
は
、
国
家
が
生
れ
、
生
長
し
、
凋
落
す
る
再
帰
的
循
環
過

程
や
、
発
展
と
い
う
あ
る
意
味
で
は
合
目
的
的
で
な
い
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を

含
む
路
線
の
検
討
で
は
な
く
し
て
、
人
間
が
国
家
を
つ
く
り
だ
す
行
為
の
諸
相

を
、
常
に
新
し
く
、
現
実
的
な
焦
点
と
L
て
確
認
し
、
こ
れ
に
照
準
す
る
こ
と

が
、
「
人
間
」
の
可
能
性
と
「
歴
史
」
の
非
情
さ
に
対
決
す
る
学
問
的
意
義
だ
、

と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
．
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
「
人
間
」
が

「
歴
史
」
を
選
択
す
る
機
会
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
私
の
右
の
指
摘
が
正
し
い
と
し
て
も
、
な
お
彼
の
範
疇
区
分
の
意
義
は

認
め
が
た
い
。
そ
れ
は
彼
が
、
「
国
家
建
設
」
の
一
般
的
過
程
と
し
て
、

　
e
　
普
通
の
民
族
国
家
に
政
治
的
に
融
合
さ
れ
る
こ
と
へ
の
公
然
た
る
、
な

い
し
潜
在
的
な
反
抗

　
⇔
　
こ
う
し
た
同
化
さ
れ
た
政
府
の
命
令
に
い
や
い
や
な
が
ら
で
も
服
従
す

る
と
い
う
最
低
限
の
統
合

　
㊧
　
種
族
的
、
な
い
し
文
化
的
な
集
団
的
ま
と
ま
り
と
多
様
性
を
常
に
擁
し

な
が
ら
も
、
こ
の
種
の
通
常
の
国
家
に
積
極
的
な
支
持
を
あ
た
え
る
点
に
ま
で

達
し
て
い
る
よ
り
強
固
な
政
治
的
統
合

　
⑳
　
あ
ら
ゆ
る
集
団
を
一
個
の
共
通
し
た
言
語
と
文
化
に
同
化
し
て
し
ま
う

こ
と
に
よ
る
政
治
的
同
化
と
統
合
の
一
致
（
鑑
箸
’
マ
o。
）

を
あ
げ
て
い
る
点
に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
こ
の
場
合
に
は
「
国
家

的
統
合
」
（
彼
の
範
疇
で
は
「
国
家
成
長
」
）
の
過
程
と
、
「
国
家
建
設
」
の
過
程

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

と
の
識
別
を
明
確
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
彼
は
、
国
家
的
統
合

の
水
準
で
は
必
ず
し
も
、
部
族
主
義
と
か
、
種
族
的
、
文
化
的
、
言
語
的
な
集

団
へ
の
帰
属
が
克
服
さ
れ
て
お
ら
ず
、
フ
リ
『
ド
リ
ッ
ヒ
が
必
要
条
件
と
し
て

指
摘
し
た
、
独
立
性
、
結
合
性
．
政
治
的
絹
織
化
、
自
律
性
、
内
的
正
統
性
、

の
諸
要
件
を
備
え
た
「
国
家
」
建
設
の
次
元
と
は
区
別
し
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
る
．
し
か
し
彼
の
基
本
的
認
識
は
、
「
民
族
国
家
」
建
設
に
あ
る
と
し
か
思

え
な
い
か
ら
、
エ
マ
ー
ソ
ン
が
展
開
し
た
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
問
題
を
包
摂
す
る

だ
け
の
広
が
り
を
も
つ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
う
し
た
あ
ま
り
に
も
古
典
的
な
問

題
意
識
は
、
た
と
え
ぽ
エ
マ
ー
ソ
ン
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
古
典
的
モ
デ
ル
か
ら
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
バ

ル
カ
ン
、
お
よ
び
そ
れ
よ
り
遅
れ
て
ア
ジ
ア
と
中
東
の
紛
糾
し
た
複
雑
さ
が
あ

ら
わ
れ
、
理
論
と
現
実
の
ギ
ヤ
ッ
プ
の
程
度
が
明
ら
か
に
な
つ
た
」
（
戸
3
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

の
指
摘
に
対
応
す
る
だ
け
の
現
代
性
を
担
い
き
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
問

題
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
が
考
え
て

い
る
よ
う
な
民
族
「
国
家
建
設
」
が
想
定
で
き
な
い
点
に
成
立
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
私
の
失
望
は
か
く
て
こ
こ
に
き
わ
ま
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
※

　
国
家
的
発
展
の
過
程
と
国
家
的
編
成
の
選
択
の
問
題
は
、
ス
イ
ス
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
論
じ
た
ウ
ェ
イ
レ
ン
マ
ン
に
よ
つ
て
、
民
族
性
に
つ
い
て
の
実
在
的

見
解
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
と
い
う
観
点
か
ら
国
家
建
設
の

過
程
と
し
て
生
ず
る
の
は
、
個
人
に
よ
る
民
族
選
択
の
問
題
で
あ
る
．
他
方
ス

ト
レ
イ
ア
ー
が
論
じ
た
西
欧
は
、
部
族
な
い
し
部
族
主
義
を
克
服
し
て
、
教
権

に
た
い
し
て
内
的
主
権
を
確
立
す
る
過
程
か
ら
外
的
主
権
に
到
達
し
、
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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紹
介
と
批
評

忠
誠
を
自
分
に
集
中
せ
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
国
王
な
い
し
王
室
を
中
心
と

し
て
語
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
ロ
ー
マ
以
来
か
ら
の
　
冨
o
R
壼
目
が
単

一
国
家
化
し
た
型
と
、
分
裂
し
た
国
家
型
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
類
型
が
民
族
国

家
へ
の
移
行
時
に
は
た
し
た
重
要
な
役
割
が
論
じ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
．
民
族

「
国
家
建
設
」
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
次
の
ス
ト
レ
イ
ア
ー
の
指
摘
は
重
大
な

示
唆
を
今
日
も
あ
た
え
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
民
族
国
家

を
建
設
す
る
こ
と
は
、
緩
慢
で
複
雑
な
問
題
で
あ
る
し
、
過
去
五
十
年
間
に
つ

く
り
だ
さ
れ
た
政
治
的
実
体
の
大
部
分
は
、
こ
の
過
程
を
完
成
す
る
方
向
を
た

ど
つ
て
い
な
い
。
た
だ
模
倣
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
等
の
問
題
の
解
決
に

は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
制
度
と
信
条
が
そ
の
土
地
に
根
を
下
ろ
さ
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
…
…
。
成
功
す
る
最
善
の
機
会
を
有
す
る
新
興
諸
国
は
、
昔
の
政

治
的
単
位
に
か
な
り
密
接
に
対
応
し
て
い
る
国
家
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ

の
持
続
的
な
政
治
的
枠
組
内
で
長
い
間
生
活
し
て
き
た
と
い
う
経
験
に
よ
つ

て
、
人
民
が
何
等
か
の
帰
属
意
識
を
え
て
い
る
国
家
で
あ
り
、
政
治
的
単
位
が

一
つ
の
特
異
な
文
化
的
地
域
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
国
家
、
お
よ
び
外
部
か
ら

の
借
り
も
の
に
関
連
を
も
つ
て
い
る
政
治
的
思
考
様
式
と
土
着
の
制
度
が
存
在

す
る
国
家
で
あ
る
。
　
－
－
他
方
、
国
境
が
以
前
の
政
治
的
単
位
に
ま
つ
た
く
関

係
を
も
た
ず
、
そ
の
住
民
が
自
分
た
ち
の
国
は
、
昔
の
政
治
的
な
い
し
文
化
的

集
合
体
の
一
断
片
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
よ
く
知
つ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
制
度

が
、
人
民
の
習
俗
と
ま
つ
た
く
関
係
を
も
つ
て
い
な
い
国
家
は
、
お
そ
ら
く
民

族
国
家
に
は
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
は
や
が
て
は
、
国
家
と
し
て
存
在
し
な
く
な

る
」
（
》
謡
●
傍
点
”
内
山
）
．

　
一
方
で
は
歴
史
の
重
み
に
耐
え
た
西
欧
民
族
国
家
が
存
在
す
る
。
し
か
し
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
三
六
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れ
だ
け
で
　
「
民
族
国
家
」
論
が
「
現
代
国
家
」
論
に
等
置
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
た
し
か
に
現
代
国
家
は
民
族
国
家
的
意
匠
を
ま
と
つ
て
は
い
る
が
、
国
家

像
が
民
族
国
家
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
学
問
的
苦
悩
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
．
こ
う
し
た
論
争
点
は
ま
ず
ス
コ
ッ
ト
に
よ
つ
て
展
開
さ
れ
る
。
ス
コ

ッ
ト
の
指
摘
に
よ
る
と
、
「
今
世
紀
に
な
つ
て
は
じ
め
て
、
外
国
の
支
配
と
か

圧
力
下
に
あ
つ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
刺
戟
を
感
得
し
、

　
・
そ
の
住
民
た
ち
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
主
義
の
近
代
化
を
推
進
す
る

力
と
か
脅
威
に
よ
つ
て
生
ま
れ
た
精
神
的
、
物
質
的
変
化
の
結
果
と
し
て
、
あ

る
程
度
ま
で
は
、
何
等
か
の
統
一
性
に
達
し
た
」
（
り
謹
）
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ

カ
諸
国
と
は
異
な
り
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
、
長
期
に
わ
た
る
実
り
豊

か
な
植
民
地
時
代
を
有
し
、
大
都
市
国
家
の
文
化
は
そ
の
時
代
に
支
配
階
級
に

は
移
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
母
国
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
も
つ
た

半
封
建
制
、
前
工
業
性
は
そ
の
ま
ま
模
写
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
だ
か
ら
、
「
イ

ベ
リ
ア
半
島
で
の
民
族
統
合
を
妨
げ
た
と
ま
つ
た
く
同
一
の
社
会
的
、
政
治
的

要
因
の
大
部
分
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
諸
共
和
国
の
大
部
分
に
よ
つ
て
享

受
さ
れ
た
約
一
五
〇
年
に
わ
た
る
独
立
の
時
代
を
通
じ
て
、
国
家
建
設
を
遅
ら

せ
る
よ
う
に
作
用
し
た
」
（
マ
謹
）
。

　
こ
う
し
た
概
観
を
前
提
と
し
て
、
近
代
的
な
意
味
で
の
有
効
な
国
家
建
設
を

考
え
る
場
合
に
、
対
外
間
題
と
国
内
問
題
の
二
焦
点
が
、
や
は
り
ス
コ
ッ
ト
に

も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
対
外
問
題
は
．
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
「
民
族
」

意
識
に
は
ほ
と
ん
ど
意
義
を
あ
た
え
な
か
つ
た
．
広
大
な
土
地
と
少
数
の
住

民
、
と
く
に
国
境
地
帯
に
散
在
的
に
し
か
人
間
の
居
住
区
が
な
か
つ
た
こ
と

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
政
治
的
、
経
済
的
圧
力
か
ら
、
一
つ
に
は
地
理
的
問
題
か



ら
、
も
う
一
っ
は
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
障
壁
に
よ
つ
て
隔
絶
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

ょ
つ
て
、
外
部
か
ら
の
「
民
族
」
的
認
識
を
迫
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
文
化
的
、
経
済
的
な
役
割
を
は
た
し
た
外
国
も
あ
つ
た
し
、
ア
メ
リ

カ
の
物
理
的
介
入
も
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
右
の
状
況
を
基
本
的
に
成
立
さ
せ
る

程
度
で
あ
つ
た
。
国
内
問
題
と
し
て
の
主
権
、
す
な
わ
ち
教
会
と
国
家
の
問
題

も
、
あ
ま
り
破
壊
的
役
割
を
演
じ
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
、
母
国
で
問
題
に
な
る

以
前
に
独
立
を
達
成
し
た
そ
の
歴
史
性
を
勘
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
気
づ
い
た
時
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
組
織
を
モ
デ
ル
に
し
た
国

家
主
権
の
概
念
を
．
そ
れ
ほ
ど
問
題
な
く
導
入
し
え
た
歴
史
性
も
加
わ
つ
て
く

る
。
し
か
し
、
文
化
的
、
心
理
的
問
題
と
い
う
国
内
問
題
の
第
二
の
セ
ッ
ト
の

点
で
は
、
こ
の
地
域
の
諸
国
家
は
惨
め
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
「
独
立
当
初
か

ら
、
狂
信
的
な
愛
国
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
推
進
し
て
、
よ
り
建
設
的
な

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
有
効
な
国
家
建
設
に
限
界

を
あ
た
え
て
い
る
」
（
P
お
）
事
実
は
、
「
対
外
関
係
の
問
題
と
、
い
く
つ
か
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
妨
げ
て
い
た
国
内
問
題
と
い
つ
た
広
い
分
野
に
わ
た
る
問

題
の
大
部
分
が
欠
如
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
い
く
つ
か
の
ラ
テ

ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
著
し
く
物
質
的
、
社
会
的
進
歩
が
行
な
わ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
解
決
の
社
会
的
、
文
化
的
、
お
よ
び
心
理
的
問
題
か
ら

発
生
す
る
諸
問
題
に
よ
つ
て
、
依
然
と
し
て
国
家
建
設
の
速
度
が
お
く
れ
て
い

る
」
現
実
に
連
結
す
る
．
こ
の
未
解
決
の
間
題
領
域
は
、
　
ス
コ
ッ
ト
に
よ
つ

　
　
　
　
　
ア
イ
デ
ノ
テ
イ
テ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ノ
グ
ル
イ
テ
イ

て
さ
ら
に
、
同
一
性
の
問
題
と
適
合
性
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
同
一
性
の
水
準
で
は
、
強
力
な
個
人
的
同
一
性
の
欠
如
と
、
国
家
的

な
同
一
性
感
情
の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
る
．
適
合
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
社
会

　
　
　
紹
介
と
批
評

化
過
程
に
お
い
て
、
国
家
へ
の
一
貫
し
た
態
度
の
基
礎
と
な
る
有
力
な
価
値
組

が
共
有
さ
れ
る
風
土
が
存
在
し
な
い
、
と
指
摘
が
な
さ
れ
る
．
だ
か
ら
、
政
治

組
織
に
た
い
す
る
市
民
の
関
連
も
当
然
分
裂
す
る
し
、
か
く
し
て
市
民
の
個
人

的
充
足
感
も
弱
い
。
意
見
の
一
致
は
全
体
的
に
存
在
し
な
く
な
る
．
有
効
な
国

家
建
設
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
こ
で
は
常
に
結
集
さ
れ
な
い
。
過
度
の
自
己

評
価
と
低
度
の
実
践
性
が
、
こ
こ
で
は
常
態
に
な
る
。
ス
コ
ッ
ト
が
メ
キ
シ
コ

を
と
り
あ
げ
、
　
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
「
外
部
か
ら
の
侵

略
の
脅
威
と
、
帝
国
主
義
の
記
憶
は
、
ひ
と
た
び
国
内
統
一
に
と
つ
て
必
要
な

物
質
的
、
文
化
的
最
低
水
準
が
達
成
さ
れ
れ
ば
、
政
治
過
程
内
で
の
さ
ま
ざ
ま

な
利
益
を
協
力
関
係
に
お
き
、
ま
た
統
合
す
る
の
を
促
進
す
る
の
に
さ
い
し
て

最
も
強
力
な
触
媒
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
（
ワ
o
。
o
。
）
と
し
て
い
る
の
は
、
現
代

の
国
家
成
立
と
建
設
に
大
き
な
示
唆
を
あ
た
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
こ

の
地
域
で
の
「
国
家
建
設
」
の
一
つ
の
方
向
と
し
て
ま
た
キ
ュ
ー
バ
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
「
国
家
建
設
」
を
も
包
摂
し
う
る
点
で
興
味
深
い
。

　
最
も
新
し
く
「
国
家
建
設
」
に
着
手
し
た
ア
フ
リ
カ
は
．
「
国
家
の
時
代
に

お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
が
．
自
分
の
国
家
な
い
し
民
族
国
家
に
忠
誠
を

結
び
つ
け
る
こ
と
は
な
い
」
（
質
8
）
と
い
5
最
も
現
代
的
な
問
題
を
素
朴
な

形
で
表
出
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
的
社
会
－
政
治
学
的
な

意
味
で
は
な
く
f
の
重
複
性
と
、
現
国
境
の
大
部
分
が
、
民
族
的
構
成
と
は

何
等
の
か
か
わ
り
も
な
く
、
分
割
さ
れ
た
ま
ま
の
形
で
あ
る
こ
と
に
つ
よ
く
関

連
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
こ
に
は
、
従
来
と
同
じ
方
法
で
の
「
国
家
建
設
」
も
、

新
し
い
特
異
な
型
に
よ
る
「
国
家
建
設

一
の
可
能
性
も
と
も
に
秘
め
ら
れ
て
い

る
と
い
え
る
。
こ
の
可
能
性
は
、
過
去
の
伝
統
的
社
会
、
現
在
の
植
民
地
的
な
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紹
介
と
批
評

構
造
、
お
よ
び
パ
ン
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
的
抱
負
、
の
三
要
素
が
．
同
時
的
、
平

行
的
に
存
在
し
、
そ
れ
等
が
相
互
的
に
十
分
関
連
し
あ
つ
て
い
る
と
い
う
特
性

に
よ
つ
て
、
い
よ
い
よ
強
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
文
脈
か
ら
、
ア
フ
リ
カ
の
バ
ル
カ
ン
化
に
近
い
「
国
家
建
設
」
か
、
パ

ン
ァ
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
近
い
も
の
か
、
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
。
部
族
の
大

き
さ
と
国
家
の
そ
れ
が
一
致
し
た
形
の
も
の
を
考
え
れ
ぽ
、
同
質
性
は
解
決
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
家
と
し
て
の
存
続
可
能
性
は
危
い
。
ア
フ
リ
カ
全
体
を

も
つ
て
考
え
れ
ぽ
、
あ
ま
り
に
も
多
数
の
人
間
集
団
が
包
摂
さ
れ
る
点
で
、
国

家
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
な
る
．
現
実
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
、
「
植

民
地
か
ら
転
化
さ
れ
た
国
家
、
と
い
う
基
礎
枠
組
は
も
つ
て
い
る
が
、
－
…
⊥

般
的
に
は
、
…
－
多
数
の
撹
乱
力
に
露
呈
さ
れ
て
い
る
脆
弱
な
構
造
体
で
あ
る
」

（
り
一
9
）
こ
と
と
、
　
「
全
国
く
ま
な
く
行
き
わ
た
つ
て
い
る
全
国
的
大
衆
政

党
、
政
党
の
意
志
を
履
行
し
、
国
威
を
宣
揚
す
る
民
族
国
家
、
国
の
文
化
を
強

化
し
．
拡
大
す
る
全
国
的
教
育
制
度
、
一
般
大
衆
の
福
祉
を
準
備
す
る
国
民
経

済
、
お
よ
び
内
外
の
敵
を
撃
退
す
る
国
軍
」
（
b
」
5
）
と
い
つ
た
理
想
へ
の
努

力
が
、
ど
ん
な
現
実
的
関
連
を
も
ち
、
ど
う
い
つ
た
意
義
を
「
国
家
建
設
」
に

も
ち
う
る
の
か
。
ア
フ
リ
カ
の
「
国
家
建
設
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
概
念
の

再
構
成
を
要
求
す
る
次
元
に
達
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
ア

フ
リ
カ
に
お
け
る
「
国
家
建
設
」
は
、
話
咬
鍔
目
と
無
関
係
な
国
家
を
建
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
従
来
想
定
さ
れ
て
い
た
の
と
は
ま
つ
た

く
異
質
の
現
代
性
を
担
つ
た
問
題
で
あ
る
、

　
旧
植
民
地
諸
国
が
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
一
段
階
に
独
立
闘
争
や

革
命
戦
争
が
あ
つ
た
こ
と
や
、
独
立
以
後
に
革
命
が
戦
い
抜
か
れ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
（
三
六
八
）

「
国
家
建
設
」
に
は
た
し
た
役
割
が
ウ
イ
ル
ソ
ン
に
よ
つ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
こ
の
論
集
を
き
わ
め
て
貴
重
に
し
て
い
る
。
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
前
提
は
、

ス
ト
レ
イ
ア
ー
と
は
異
な
つ
た
意
味
で
古
典
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ど
ん

な
に
特
異
な
も
の
で
あ
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
表
現
的
に
は
、
そ
の
政
治
的
宿

命
を
自
律
的
に
決
定
す
る
人
民
の
権
利
の
主
張
で
あ
る
。
最
低
の
水
準
で
も
そ

れ
は
、
説
得
力
を
も
つ
政
治
的
論
理
に
よ
つ
て
－
－
達
成
さ
る
べ
き
一
つ
の
価

値
の
主
張
に
す
ぎ
な
い
．
政
治
的
論
理
は
、
だ
い
た
い
単
な
る
対
話
で
は
な

い
．
そ
れ
は
、
程
度
に
差
こ
そ
あ
れ
、
組
織
的
集
団
に
よ
る
政
治
活
動
の
問
題

で
あ
る
。
政
治
的
論
理
は
、
権
力
の
対
話
な
の
で
あ
る
」
（
マ
o。
㎝
）
。

　
こ
の
「
権
力
の
対
話
」
の
現
代
版
を
ア
ジ
ア
の
革
命
闘
争
に
よ
り
如
実
に
み

い
だ
そ
う
と
し
た
の
が
ウ
イ
ル
ソ
ン
で
あ
る
。
し
か
も
ウ
イ
ル
ソ
ン
に
と
つ

て
．
革
命
状
況
前
の
社
会
構
造
が
も
つ
多
数
の
水
準
に
お
け
る
ギ
ヤ
ッ
プ
の
存

在
が
、
「
国
家
建
設
」
　
の
致
命
的
問
題
で
あ
る
の
だ
し
、
経
済
的
移
動
不
能
性

（
過
少
就
業
）
、
市
民
的
移
動
不
能
性
（
政
治
的
参
加
の
欠
如
）
、
地
位
的
移
動
不

能
性
（
カ
ー
ス
ト
）
、
精
神
的
移
動
不
能
性
（
迷
信
）
と
い
つ
た
「
多
様
な
価

値
尺
度
に
そ
つ
た
移
動
不
能
性
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
ユ
組
の

組
織
に
よ
つ
て
、
農
村
人
口
の
未
動
員
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
動
員
し
、
彼
等
を
一

つ
の
大
き
な
活
動
組
織
の
中
に
ひ
き
い
れ
、
…
－
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
完
全

に
利
用
し
、
参
加
者
に
、
新
し
い
精
神
構
造
、
新
し
い
信
条
．
新
し
い
社
会
組

織
を
理
解
さ
せ
る
べ
き
教
育
が
行
な
わ
れ
る
」
革
命
過
程
に
お
い
て
、
「
国
家

は
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
（
マ
o。
o
。
）
と
い
う
指
摘
は
十
分
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
る
。

　
革
命
戦
争
は
だ
か
ら
、
西
欧
諸
国
の
「
国
家
建
設
」
の
駆
動
力
で
あ
つ
た
市



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
う
　
　
う
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
　
　
つ
　
　
う
　
　
う
　
　
り
　
　
ち

民
の
組
織
的
運
動
に
代
る
だ
け
の
意
義
を
、
そ
の
組
織
的
統
合
と
整
合
的
方
法

に
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
活
動
の
合
理
化
と
し
て
の
革
命
が

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
革
命
過
程
に
お
け
る

右
の
二
つ
の
側
面
の
同
時
的
発
生
が
、
国
家
建
設
を
成
功
さ
せ
る
点
で
決
定
的

だ
と
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
は
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
動
員
の
潜
在
能
力
を
内
蔵
し
て

い
る
社
会
が
、
現
在
の
新
興
諸
国
の
特
性
な
の
だ
か
ら
、
「
国
家
建
設
」
の
可

能
性
も
同
時
に
、
こ
の
点
で
成
立
す
る
の
で
あ
る
．

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
ご
と
く
独
立
期
間
の
長
さ
だ
け
で
は
、

『
国
家
建
設
」
の
必
要
十
分
条
件
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
通
り

だ
が
．
し
か
ら
ば
統
合
的
な
国
家
意
識
の
樹
立
が
、
た
と
え
ば
フ
リ
！
ド
リ
ッ

ヒ
が
い
う
よ
う
に
、
現
代
の
新
興
諸
国
に
は
過
度
に
野
心
的
な
目
標
だ
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
フ
ォ
ル
ツ
の
問
題
提
起
が
重
要
に
な
つ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
フ
ォ
ル
ツ
は
、
メ
リ
ッ
ト
が
ア
メ
リ
カ
の
経
験
か
ら
抽
出
し
た
よ
う

に
，
あ
る
社
会
の
「
政
治
的
に
関
連
を
も
つ
た
階
層
」
間
の
、
あ
る
共
通
の
意
識

や
見
解
に
つ
い
て
の
強
力
な
自
覚
の
存
在
、
な
い
し
確
立
に
目
標
を
す
え
る
こ

と
の
意
義
を
と
い
て
い
る
。
こ
の
種
の
「
階
層
」
が
、
大
衆
政
党
に
加
わ
り
、

エ
リ
ー
ト
と
一
般
大
衆
と
の
ギ
ヤ
ヅ
プ
を
う
め
る
役
割
を
は
た
し
、
政
治
文
化

を
大
衆
に
接
触
さ
せ
、
各
個
人
に
政
治
的
役
割
を
あ
た
え
る
長
期
的
間
題
に
か

か
わ
る
こ
と
は
、
積
極
的
に
推
進
さ
る
べ
ぎ
側
面
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
を
、

フ
ォ
ル
ツ
は
新
興
諸
国
に
お
け
る
大
衆
政
党
の
特
性
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
つ

て
．
評
価
し
よ
う
と
す
る
．
す
な
わ
ち
大
衆
政
党
は
、
第
一
に
．
「
独
立
」
に

普
遍
的
ア
ピ
ー
ル
を
集
約
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
的
エ
リ
ー
ト

を
事
実
上
包
含
し
た
こ
と
、
第
三
に
．
こ
の
政
党
は
政
治
的
忠
誠
の
焦
点
と
し

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

て
の
位
置
を
獲
得
し
え
た
こ
と
、
第
四
に
、
種
族
的
、
カ
ー
ス
ト
的
．
地
域
的

差
異
が
あ
つ
て
も
、
普
遍
目
標
の
追
求
の
点
で
の
基
本
的
枠
組
に
な
り
え
た
．

こ
れ
は
、
「
独
立
の
後
に
く
る
も
の
」
に
対
応
し
え
る
ア
ピ
ー
ル
を
用
意
で
き

た
こ
と
に
も
連
結
し
て
い
く
．
た
だ
間
題
と
な
る
の
は
、
「
権
力
の
限
定
的
強

化
の
初
期
か
ら
．
よ
り
均
衡
の
と
れ
た
社
会
全
体
に
お
よ
ぶ
国
家
生
長
の
パ
タ

ー
ン
を
生
み
だ
す
」
新
興
諸
国
の
能
力
が
、
「
体
制
と
国
民
と
の
関
係
を
基
本

的
に
修
正
す
る
こ
と
に
指
導
者
が
積
極
的
に
対
決
す
る
か
、
　
－
限
定
的
で
な

い
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
社
会
の
多
元
性
に
ど
の
程
度
安
全
に
適

合
し
、
そ
れ
だ
け
の
見
返
り
を
も
た
ら
す
か
」
（
唇
」
8
山
舘
）
を
克
服
で
ぎ

る
か
ど
う
か
に
か
か
つ
て
い
る
．
し
か
し
少
く
と
も
、
こ
う
し
た
過
程
に
は
、

「
武
力
反
乱
、
革
命
、
戦
争
と
い
つ
た
見
習
期
間
」
（
サ
窃
一
）
を
く
り
か
え

す
こ
と
を
も
含
む
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
．

　
　
　
　
　
　
※

　
今
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
論
集
か
ら
は
結
局
、
ド
イ
ッ
チ
ュ
の
提

起
し
た
．
国
家
建
設
」
概
念
の
有
効
性
は
検
証
さ
れ
な
い
。
こ
の
「
概
念
」
に

つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
ス
コ
ッ
ト
が
「
国
家
建
設
は
、
国
家
意
識

が
い
く
つ
か
の
集
団
内
に
生
じ
、
ま
た
程
度
に
差
こ
そ
あ
れ
、
制
度
化
さ
れ
た

社
会
構
造
を
通
じ
て
、
そ
の
社
会
の
政
治
的
自
律
性
を
獲
得
す
る
傾
向
の
あ
る

社
会
過
程
と
か
、
諸
過
程
に
た
い
す
る
暗
喩
的
な
題
目
な
の
だ
」
（
や
o
。
轟
）
と

の
べ
て
い
る
程
度
の
意
味
だ
け
を
も
つ
た
、
、
範
疇
」
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
こ
の
論
集
の
も
つ
意
味
は
、
　
「
社
会
変
動
」
過
程
の
現
代
新
興

国
家
的
諸
相
の
検
討
に
あ
る
と
い
わ
ね
ぽ
な
る
ま
い
．
地
域
研
究
老
は
、
彼
等

に
往
々
に
し
て
不
足
が
ち
な
概
観
的
指
摘
と
問
題
点
に
、
そ
の
学
問
的
興
味
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
三
六
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

お
ぽ
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
政
治
学
者
は
、
た
と
え
ば
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
が
示
唆

し
て
い
る
新
し
い
国
家
概
念
－
国
連
に
よ
つ
て
、
国
際
秩
序
の
限
界
内
で

「
独
立
性
」
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
、
内
的
輩
固
性
を
擁
す
る
集
団
ー

に
論
争
点
を
み
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
現
代
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ル
チ
ユ
ラ
リ
ズ
ム

パ
リ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
は
、
　
「
文
化
主
義
」
な
の
で
あ
つ
て
、
ト

ー
タ
ル
な
概
念
と
し
て
の
「
民
族
国
家
」
は
す
で
に
そ
れ
だ
け
の
意
義
を
も
た

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
示
唆
に
も
態
度
の
決
定
を
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
　
「
現
代
世
界
に
お
け
る
国
家
建
設
は
、
ス
ト
レ
イ
ア
i
教
授
が
の
べ
た
国

王
と
支
配
者
が
し
て
き
た
こ
と
は
、
ま
つ
た
く
異
な
つ
た
も
の
で
は
な
い
の

か
．
過
去
の
礎
石
が
何
で
あ
ろ
う
と
も
、
国
際
的
な
意
見
の
表
明
と
、
国
内
的

計
画
の
た
め
に
、
集
団
的
結
束
と
集
団
的
忠
誠
を
き
ず
き
上
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
か
」
（
マ
認
）
。

　
政
治
学
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
の
批
判
に
は
、
ま
だ
回
答
を
あ
た
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
．
そ
こ
に
は
、
西
欧
へ
の
慕
情
が
あ
ま
り
に
も
強
く
尾
を
ひ
い
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
．
し
か
し
、
西
欧
と
の
挟
別
が
あ
ま
り
に
も
早
急
で
あ

る
必
要
は
な
い
．
西
欧
を
「
対
象
」
に
し
た
冷
静
な
理
解
が
、
ま
さ
に
こ
れ
か

ら
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
ま
つ
た
く
同
質
の
眼
が
同
時
に
．
非
西
欧

諸
国
に
も
転
ず
る
こ
と
が
、
要
請
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
ま
た
し
て
も
、
　
「
偏
向
」
し
た
関
心
か
ら
の
是
正
の
必
要
が
集
中
的
に
主
張

さ
れ
る
時
を
む
か
え
る
．
前
者
の
轍
を
ふ
む
こ
と
に
な
り
、
学
問
的
力
点
の
振

動
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
四
・
十
一
・
九
）
（
内
山
秀
夫
）
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