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『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
と
価
値
』

コ
七
八
九
年
と
、
一
八
四
八
年
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
つ
て
、
民
主
主
義

の
理
想
は
、
政
治
思
想
の
上
で
ほ
と
ん
ど
一
つ
の
自
明
の
理
」
と
な
つ
て
し
ま

い
、
民
主
主
義
国
家
形
態
に
つ
い
て
は
、
自
由
主
義
と
社
会
主
義
と
に
お
い
て

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
差
異
は
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
し
か
し
「
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
ま
さ
し
く
そ
の
故
に
ー
あ
ら
ゆ
る
他
の
流
行
語
と

同
じ
運
命
を
た
ど
つ
て
ー
そ
の
確
定
的
な
意
味
を
失
つ
て
し
ま
う
．
」
か
く

て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
は
、
「
す
べ
て
の
政
治
的
概
念
の
中
で
最
も
乱
用
せ
ら

れ
た
」
言
葉
と
な
り
、
「
最
も
種
々
雑
多
な
、
し
ば
し
ば
相
互
に
大
い
に
矛
盾

す
る
意
義
を
持
つ
に
至
つ
て
い
る
。
」
こ
の
よ
う
な
用
語
法
の
混
乱
の
中
で
、

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
が
自
然
的
自
由
か
ら
転
化
し
た
社
会
的
（
政
治
的
）
自
由

の
観
念
に
基
づ
き
西
欧
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
側
に
立
つ
て
み
ず
か
ら
の
デ
モ
ク

ラ
シ
！
論
を
展
開
し
た
の
が
、
こ
の
小
冊
で
あ
る
。
本
書
は
、
一
九
二
九
年
に

原
著
が
ド
イ
ッ
語
で
刊
行
さ
れ
、
日
本
語
訳
は
西
島
氏
に
よ
つ
て
ま
ず
昭
和
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
　
　
　
（
八
五
四
）

年
に
『
民
主
政
治
と
独
裁
政
治
』
の
表
題
で
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
、
戦
後
岩
波

文
庫
に
本
表
題
の
下
に
収
録
さ
れ
た
も
の
が
こ
の
た
び
改
訳
を
施
さ
れ
て
出
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。

「
デ
モ
ク
ラ
シ
i
」
と
い
う
言
葉
は
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
に
生
れ
、
近
代
に

い
た
つ
て
復
活
し
今
日
広
く
流
布
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
誕
生
の

時
代
に
は
被
治
者
た
る
人
民
が
政
治
的
決
定
に
参
加
す
る
と
い
う
意
味
内
容
を

も
つ
て
い
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
な
ぜ
今
日
の
よ
う
に
濫
用
を
さ
れ
る
こ
と
と

な
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
被
治
者
の
政
治
的
決
定
に
参
加
し
た
い
と
い
う
欲
求
は
、
政
治
的
特
権
か
ら

の
排
除
が
利
益
か
ら
の
排
除
に
つ
な
が
る
と
い
う
感
情
的
認
識
に
基
づ
く
も
の

で
あ
り
、
人
々
は
政
治
的
決
定
に
自
発
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
「
善
ぎ

生
活
」
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
け
る
政
治
的
自
己
決
定
の
方
法
が
、
「
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」
と
呼
ぽ
れ
た
。
　
つ
ま
り
．
「
善
き
生
活
」
と
い
う
目
的
を
達
成
す

る
政
治
的
手
段
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
は
古
く
か
ら
暴
民
の
政
治
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
永
い
間
好
ま
し
い
感
情
を
も
つ
て
は
使
わ
れ
な
か
つ
た
。
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル

が
一
八
三
五
年
に
著
わ
し
た
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
政
治
』
が
民
主
政
治
を
高
く
評

価
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
の
ア
メ
リ
カ
の
指
導
者
達
か
ら
の
共
鳴
は
な
か

つ
た
と
い
わ
れ
る
．
こ
の
よ
う
に
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
今
日
の
よ
う
に
政

治
上
の
絶
対
的
原
理
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ
た
の
は
、
あ
ま
り

古
い
こ
と
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
絶
対
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
と
い



う
環
境
（
条
件
）
の
中
で
、
政
治
的
自
己
決
定
と
い
う
政
治
的
な
方
法
が
、
市

民
達
の
考
克
る
「
善
き
生
活
」
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
有
効
な
も
の
と
思
わ

れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
目
的
と
そ
の
具
体
的
実
現
手

段
の
対
応
関
係
は
、
所
与
の
具
体
的
条
件
に
よ
つ
て
影
響
を
受
け
る
と
い
う
科

学
的
認
識
を
は
つ
き
り
と
持
つ
こ
と
な
ぐ
、
「
善
き
生
活
」
の
も
つ
価
値
が
そ

の
ま
ま
無
条
件
に
そ
の
一
実
現
手
段
と
し
て
の
政
治
的
自
己
決
定
と
い
う
政
治

的
方
法
に
移
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
政
治
的
自
己
決
定
と
い
う
政

治
上
の
方
法
に
与
え
ら
れ
て
い
た
呼
称
と
し
て
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
も
ま

た
絶
対
的
価
値
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
．
こ
の
価
値
移

入
と
い
う
感
情
的
作
用
に
よ
り
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
す
な
わ
ち
「
善
き
生
活
」

と
い
う
同
義
語
化
が
進
む
こ
と
に
な
る
。

　
市
民
社
会
の
崩
壊
は
、
政
治
的
自
己
決
定
と
い
う
政
治
上
の
方
法
を
も
つ
て

し
て
は
、
「
善
き
生
活
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
充
分
に
実
現
し
え
な
く
な
る

よ
う
な
状
況
を
作
り
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
以
後
、
「
善
き
生
活
」
を
他
の
実
現
手
段
を
も
つ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
社

会
主
義
的
な
運
動
が
生
れ
、
経
済
的
機
会
の
平
等
・
経
済
的
な
生
活
条
件
の
向

上
の
主
張
が
強
ま
つ
て
来
た
の
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
、
価
値
移
入
と
い
う
感
情

的
作
用
に
よ
つ
て
、
政
治
的
方
法
の
呼
称
と
し
て
よ
り
も
「
善
き
生
活
」
の
同

義
語
的
存
在
と
し
て
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

現
実
の
社
会
的
条
件
の
下
で
「
善
き
生
活
」
（
目
的
）
を
よ
り
よ
く
達
成
す
る

と
思
わ
れ
る
実
現
手
段
の
す
べ
て
に
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
形
容
詞
が
付
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
し
た
が
つ
て
、
必
然
的
に
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
意
味
内
容

は
多
様
化
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
は
三

つ
の
異
な
る
レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と
が
分
る
。
す
な
わ
ち
、
i
感
情
的
レ
ベ
ル
、

H
政
治
的
レ
ベ
ル
、
お
よ
び
、
血
学
問
的
レ
ベ
ル
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
i
　
感
情
的
レ
ベ
ル
と
は
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
i
」
を
つ
ね
に
価
値
プ
ラ
ス
と

し
て
と
ら
え
「
善
き
生
活
」
と
同
一
視
し
、
具
体
的
な
条
件
と
の
秤
量
の
後
に

定
ま
る
実
現
手
段
と
し
て
で
は
な
く
目
的
と
し
て
扱
い
、
そ
の
目
的
を
実
現
し

う
る
と
思
わ
れ
る
手
段
す
べ
て
に
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
形
容
詞
を
か
ぶ
せ
る

レ
ベ
ル
で
あ
る
。

　
茸
　
政
治
的
レ
ベ
ル
と
は
、
感
情
的
レ
ベ
ル
を
利
用
し
て
、
自
己
の
政
治
的

立
場
の
擁
護
の
た
め
、
そ
れ
の
み
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
i
」
で
あ
る
と
す
る
レ
ベ

ル
で
あ
る
。

　
…
皿
　
学
問
的
レ
ベ
ル
と
は
、
前
二
者
と
は
根
本
的
に
異
な
る
レ
ベ
ル
で
あ

る
．
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
ま
ず
、
言
葉
と
し
て
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
付
与

さ
れ
た
価
値
を
わ
き
へ
置
い
て
お
ぎ
、
「
目
的
－
条
件
－
実
現
手
段
」
の
関
係

を
科
学
的
に
認
識
し
た
上
で
、
「
善
き
生
活
」
の
達
成
の
た
め
に
学
間
が
最
大

の
貢
献
を
な
す
に
は
な
に
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
の
観
点
か
ら
、
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
意
味
内
容
を
、
そ
れ
の
歴
史
的
変
遷
の
な
か
の
ど
の
時
点
で

と
ら
え
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
。

　
i
は
た
ん
な
る
類
語
反
復
的
用
語
法
で
あ
り
、
論
理
学
的
に
み
て
な
ん
ら
内

容
の
あ
る
も
の
を
付
け
加
え
え
な
い
．
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
現
在
自
己
の
追
求

し
て
い
る
も
の
と
「
善
き
生
活
」
と
を
感
情
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
か
ら
生
じ

る
自
己
満
足
の
感
情
の
み
で
あ
る
。
同
様
に
”
1
1
は
自
己
満
足
的
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
は
他
の
形
の
実
現
手
段
の
積
極
的
否
定
を
含
む
こ
と
か
ら
、
科
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
　
　
　
（
八
五
五
）
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見
地
か
ら
は
よ
り
よ
い
実
現
手
段
で
さ
え
も
葬
り
去
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

意
味
で
非
合
理
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
意

味
内
容
を
与
え
る
場
合
、
そ
れ
が
生
産
的
で
あ
る
に
は
、
そ
れ
が
…
m
の
レ
ベ
ル

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
人
々
が
意
欲
す
る
目
的
と
し
て
の
「
善
き
生
活
」
を
実
現
す
る
に
は
、
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
意
味
内
容
の
変
遷
が
示
す
よ
う
に
、
手
段
と
し
て
主
に
政
治

的
な
も
の
と
経
済
的
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
目
的
達
成
の
た
め
の
最
良
の
手

段
が
具
体
的
な
条
件
の
変
化
と
と
も
に
可
変
で
あ
る
こ
と
は
科
学
的
に
自
明
の

理
で
あ
る
か
ら
、
「
善
き
生
活
」
の
実
現
手
段
と
し
て
、
政
治
的
な
も
の
あ
る

い
は
経
済
的
な
も
の
を
無
条
件
に
絶
対
視
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
い
ず
れ
も
目
的
と
具
体
的
条
件
と
の
関
係
か
ら
定
ま
る
手
段
で
あ
り
、
決

し
て
自
已
完
結
的
で
は
な
く
自
已
目
的
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
学
問
的
な
出
発

は
、
こ
の
手
段
の
非
自
日
完
結
性
の
認
識
に
あ
る
。
政
治
的
な
手
段
と
経
済
的

な
手
段
は
具
体
的
条
件
と
の
関
連
で
秤
量
さ
れ
、
相
互
の
重
さ
を
決
定
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
．
さ
て
、
こ
の
両
者
は
目
的
と
の
関
連
で
は
統
合
さ
れ
う
る
が
、

相
互
に
論
理
的
に
は
直
接
関
連
性
を
も
た
な
い
。
ま
た
、
政
治
的
な
手
段
そ
れ

自
体
を
低
次
の
目
的
と
考
え
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
さ
ら
に
低
次
の
手
段
と
い

う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
低
次
の
目
的
と
考
え
た
経
済
的
な
手
段
自
体
に
し
て

も
同
様
で
あ
る
。
政
治
的
な
低
次
の
手
段
は
政
治
的
な
低
次
の
目
的
と
は
論
理

的
関
連
が
あ
る
が
、
経
済
的
な
低
次
の
目
的
と
は
直
接
関
連
は
な
い
。
経
済
的

な
低
次
の
手
段
と
政
治
的
な
低
次
の
目
的
の
関
係
に
し
て
も
ま
た
同
じ
で
あ

る
。
こ
の
両
者
が
関
連
を
も
つ
の
は
、
そ
の
間
に
具
体
的
条
件
と
し
て
の
人
間

的
な
要
素
が
は
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
関
連
性
も
ま
た
、
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
　
　
（
八
五
六
）

な
条
件
と
と
も
に
可
変
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
順
ぐ
り
に
、
よ
り
一
層
低
次

の
目
的
と
そ
の
実
現
手
段
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
て
く
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
は
、
「
善
き
生
活
」
を
達

成
す
る
た
め
の
政
治
的
手
段
・
経
済
的
手
段
が
、
具
体
的
な
条
件
の
下
で
、
そ

れ
ぞ
れ
い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
、
相
互
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぽ
し
合
つ
て

い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
は
、
政
治
的

手
段
と
経
済
的
手
段
が
ひ
と
ま
ず
分
離
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
上
で
相
互
の
関

係
が
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
目
的
を
意
味
す
る
も

の
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
意
味
が
な
い
が
、
こ
の
よ
う

に
政
治
的
・
経
済
的
手
段
両
方
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
も
ま
た
生

産
的
で
は
な
い
．
そ
こ
で
は
、
両
手
段
の
相
互
関
係
の
考
察
が
充
分
に
な
し
え

な
い
か
ら
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
、
間
題
は
、
i
あ
ま
り
生
産
的
な
用
語
法
で

は
な
い
と
し
て
も
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
「
善
き
生
活
」
の
類
語
・
同
義
語
に

限
定
し
て
し
ま
う
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
・
1
1
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
、
政
治

的
手
段
と
し
て
の
政
治
的
自
已
決
定
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
う
か
、
経
済

的
手
段
と
し
て
の
経
済
的
機
会
の
平
等
・
経
済
的
な
生
活
条
件
の
向
上
を
意
味

す
る
も
の
と
し
て
使
う
か
、
で
あ
る
。
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
：
」
に
で
き
る
だ
け
生

産
的
な
意
味
内
容
を
与
え
た
い
こ
と
、
そ
の
言
葉
が
出
発
点
に
お
い
て
被
治
者

た
る
人
民
が
政
治
的
決
定
に
自
発
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
こ
と
、
そ

の
政
治
的
自
已
決
定
を
指
す
他
の
適
当
な
言
葉
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
経
済

的
機
会
の
平
等
・
経
済
的
な
生
活
条
件
の
向
上
に
は
福
祉
・
福
利
（
蓄
罵
畦
Φ
）
と

い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
は
そ
の
本
来
の

意
味
内
容
ー
つ
ま
り
、
政
治
的
自
己
決
定
1
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ



る
。　

以
上
述
べ
た
意
味
で
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
意
味
内
容
を
政
治
的
方
法
に

だ
け
か
ぎ
つ
た
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
が
、
そ
の
言
葉
が
い
ま
だ
に
あ
ら

ゆ
る
可
能
な
機
会
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
内
容
の
漢
と
し
て
定
ま
ら
な
い
イ

デ
オ
・
ギ
ー
の
対
立
を
背
景
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
運
用
の
ま
す
ま
す
そ
の
迷

い
の
深
み
に
沈
ん
で
い
く
が
ご
と
き
観
あ
る
今
日
の
日
本
に
お
い
て
、
装
い
も

新
し
く
平
易
な
文
章
で
現
わ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
こ
と
と
い
わ

ね
ぽ
な
ら
な
い
．

　
　
　
　
　
※

　
ボ
ヘ
ミ
ヤ
生
れ
で
法
学
を
中
心
に
す
ぐ
れ
た
業
績
を
残
し
て
い
る
ケ
ル
ゼ
ン

に
関
し
て
、
い
ま
さ
ら
紹
介
め
い
た
こ
と
を
書
く
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本

書
は
、
そ
の
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
第
一
次
大
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
お
よ
び
フ
ァ
シ

ズ
ム
の
衝
激
を
背
景
に
、
相
対
主
義
哲
学
お
よ
び
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
著
し

た
も
の
で
あ
る
．

　
つ
ぎ
に
、
本
書
の
内
容
を
順
を
追
つ
て
紹
介
す
る
。

　
ま
ず
序
言
に
お
い
て
は
、
プ
揖
レ
タ
リ
ア
独
裁
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
政
党
独
裁

と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
対
立
物
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
立

場
が
基
本
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
・
「
自
由
」
に
お
い
て
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
が
自
由
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
以
下
が
そ
の
論
旨
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
社
会
的
生
物
と

し
て
二
つ
の
原
始
本
能
を
も
つ
て
い
る
。
社
会
生
活
の
状
態
か
ら
生
ず
る
強
制

に
対
す
る
反
動
（
自
由
）
と
他
人
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に
一
人
の
人
間
で
あ
る

と
の
認
識
（
平
等
）
が
そ
れ
で
あ
り
、
「
経
験
は
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に

　
　
　
紹
介
と
批
評

平
等
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
な
ら
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
を
支
配
せ
し
め
ね
ば
な

ら
ぬ
」
と
教
え
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
「
自
然
的
自
由
か
ら
．
社
会
的
あ
る

い
は
政
治
的
自
由
が
分
離
す
る
。
」
そ
し
て
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
自
由
の
理

念
に
従
い
ー
仮
説
的
で
は
あ
る
が
1
契
約
に
よ
り
、
従
つ
て
全
員
一
致
に

ょ
り
成
立
し
た
秩
序
を
多
数
決
に
よ
つ
て
修
補
形
成
し
て
ゆ
く
間
に
、
そ
の
原

始
的
理
念
に
単
純
に
接
近
し
て
ゆ
く
こ
と
を
も
つ
て
満
足
」
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
多
数
と
と
も
に
投
票
し
た
も
の
に
と
つ
て
も
、
彼
が
み
ず
か
ら
の
意

思
を
変
更
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
秩
序
は
自
由
の
極
楷
と
な
る
。
そ
し
て
、

「
変
更
し
よ
う
と
す
る
国
家
意
思
の
創
造
に
必
要
な
多
数
に
条
件
が
つ
け
ば
つ

く
ほ
ど
、
各
個
人
の
意
思
と
、
支
配
的
国
家
意
思
と
の
一
致
は
ま
す
ま
す
困
難
と

な
り
、
個
人
的
自
由
に
対
す
る
保
障
は
い
よ
い
よ
少
な
く
な
る
。
」
し
た
が
つ

て
、
「
（
条
件
付
多
数
で
は
な
く
）
絶
対
的
多
数
決
の
原
理
が
、
た
し
か
に
自
由
ノ

の
理
念
に
対
し
て
相
対
的
に
最
大
な
接
近
を
意
味
す
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
「
自

由
の
理
念
か
ら
「
多
数
決
原
理
が
導
き
出
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
－
：
平

等
の
理
念
か
ら
で
は
な
い
。
」
「
た
だ
ー
た
と
い
す
べ
て
で
な
く
と
も
ー
で

き
る
だ
け
多
数
の
人
問
が
自
由
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
で
き
る
だ
け
少
数
の
人
間

が
、
彼
ら
の
意
思
と
と
も
に
、
社
会
秩
序
の
普
遍
的
意
思
と
矛
盾
に
陥
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
、
と
い
う
考
え
だ
け
が
、
多
数
決
原
理
へ
の
合
理
的
途
上
に
導
く
も
の

で
あ
る
．
」
以
上
の
文
脈
の
中
で
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
社
会
的
自

由
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
理
念
的
に
明
快
に
規
定
し
、
以
下
の
論
を
発
展
さ

せ
て
い
く
で
あ
る
。

　
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
は
、
西
島
氏
が
「
は
し
が
き
」
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
理

念
と
現
実
と
の
二
元
論
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
が
、
現
実
の
条
件
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
　
　
　
（
八
五
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

出
会
う
と
き
、
そ
の
実
現
可
能
性
の
最
大
限
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
角
度

か
ら
、
以
下
の
論
は
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
第
二
章
・
「
国
民
」
に
お

い
て
、
ま
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
「
そ
の
理
念
に
従
え
ぽ
、
共
同
社
会
意
思
、

ま
た
は
比
喩
な
し
に
い
え
ぽ
社
会
秩
序
が
、
こ
れ
に
服
従
す
る
も
の
、
す
な
わ

ち
国
民
に
よ
つ
て
創
造
せ
ら
れ
る
一
つ
の
国
家
・
あ
る
い
は
社
会
・
形
式
で
あ

る
」
と
規
定
さ
れ
る
．
こ
の
国
民
の
現
実
的
な
姿
は
、
国
家
秩
序
を
創
造
す
る

支
配
の
主
体
で
あ
り
．
規
範
服
従
者
の
総
体
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
「
孤
立
し

た
個
人
は
、
国
家
意
思
の
形
成
の
上
に
何
ら
有
効
な
影
響
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
（
ず
）
、
政
治
的
に
は
全
く
現
実
的
な
存
在
を
も
た
な
い
」
の
で
、
「
公
共

関
係
を
構
成
す
る
上
に
及
ぽ
す
現
実
的
影
響
を
確
保
す
る
た
め
に
意
見
の
同
じ

も
の
を
結
合
す
る
も
の
」
と
し
て
の
政
党
が
、
必
然
不
可
避
の
も
の
と
し
て
評

価
さ
れ
る
。
」
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
必
然
不
可
避
的
に
政
党
国
家
で
あ
る
．
」

「
近
代
国
家
に
と
つ
て
直
接
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
実
際
上
不
可
能
で
あ
る
か

ら
、
議
会
主
義
こ
そ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
が
今
目
の
社
会
的
現
実
内
で
実

現
せ
ら
れ
う
る
唯
一
の
現
実
的
な
形
式
で
あ
る
」
と
の
認
識
に
立
つ
て
、
ケ
ル

ゼ
ン
の
考
察
は
議
会
へ
と
広
が
つ
て
い
く
。
そ
れ
が
、
第
三
章
・
「
議
会
」
、
第

四
章
・
「
議
会
主
義
の
改
革
」
、
第
五
章
・
「
職
能
身
分
制
代
表
」
の
各
章
で
あ

る
．
議
会
主
義
と
は
「
国
民
に
よ
つ
て
、
普
通
平
等
選
挙
権
の
基
礎
の
上
に
、
従

う
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ヘ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ

つ
て
民
主
主
義
的
に
選
挙
せ
ら
れ
た
合
議
機
関
に
よ
つ
て
、
多
数
決
原
理
に
従

い
、
規
範
的
国
家
意
思
を
形
成
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
よ
く
代
表

原
理
に
よ
つ
て
擁
護
さ
れ
る
よ
う
に
自
由
の
理
念
が
破
綻
な
く
実
現
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
理
念
と
し
て
の
自
由
が
多
数
決
原
理
お
よ
び
「
す
べ
て
の
社
会

技
術
的
進
歩
を
条
件
づ
け
る
分
化
的
分
業
の
原
則
」
と
妥
協
す
る
こ
と
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
　
　
　
（
八
五
八
）

　
つ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
う

て
制
限
を
受
け
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
．
「
議
会
主
義
の
本
質
は
　
…
代

表
の
擬
制
の
援
け
を
か
り
な
い
で
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
、

国
家
秩
序
を
創
造
す
る
特
殊
な
社
会
技
術
上
の
手
段
と
し
て
是
認
せ
ら
る
べ
ぎ

も
の
」
と
な
る
。
そ
し
て
．
一
般
的
規
範
創
造
の
た
め
の
合
議
体
と
し
て
の
「
議

会
を
近
代
国
家
の
機
構
か
ら
全
く
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
企
て
は
到
底
継
続
し
て

成
功
す
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
認
識
に
立
ち
、
そ
の
改
革
の
方
向
が

探
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
の
中
で
、
比
例
代
表
制
に
対
す
る

評
価
お
よ
び
職
能
身
分
代
表
制
で
議
会
を
代
置
し
よ
う
と
い
う
考
え
へ
の
反
論

は
、
示
唆
す
る
も
の
が
多
い
。

　
す
で
に
「
自
由
の
理
念
に
対
し
て
相
対
的
に
最
大
な
接
近
を
意
味
す
る
」
と

さ
れ
た
多
数
決
原
理
を
、
よ
り
社
会
学
的
に
考
察
し
た
の
が
第
六
章
・
「
多
数

決
原
理
」
で
あ
る
。
「
多
数
決
原
理
の
意
義
は
、
数
字
上
の
多
数
の
意
思
が
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
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つ
と
い
う
点
に
存
し
な
い
で
、
こ
の
観
念
を
設
定
し
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

作
用
の
下
で
、
社
会
的
共
同
体
を
形
成
す
る
個
人
が
主
と
し
て
二
つ
の
群
に
分

類
さ
れ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
」
　
つ
ま
り
、
多
数
決
に
よ
つ
て
共
同
社
会
内

部
の
無
数
の
分
裂
が
た
だ
一
つ
の
原
則
的
対
立
に
統
整
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
多
数
決
原
理
に
従
つ
て
形
成
さ
れ
る
共
同
社
会
意
思
は
、
「
少
数
に
対

す
る
多
数
の
独
裁
と
し
て
で
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
両
群
相
互
間
の
影
響
の
産

物
と
し
て
、
お
互
に
衝
突
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
意
思
方
向
の
合
成
力
と
し
て

発
生
す
る
」
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
平
和
な
妥
協
で
あ
る
．
今
日
の
社
会
は
ま

さ
し
く
主
と
し
て
二
つ
の
階
級
に
分
裂
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
「
人
々
は
憂

え
る
け
れ
ど
も
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
強
大
な
対
立
を
、
流
血
の
革

命
的
方
途
に
よ
つ
て
破
滅
に
追
い
こ
む
こ
と
な
く
．
平
和
に
．
そ
し
て
漸
次
に



調
停
す
る
可
能
性
を
提
供
す
る
形
式
が
も
し
一
般
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
議
会
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
式
に
ほ
か
な
ら
な

い
．
」
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
議
会
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
価
値

づ
け
る
の
で
あ
る
．
さ
ら
に
、
多
数
決
の
機
能
を
議
会
に
お
い
て
充
分
発
揮
さ

せ
る
意
味
か
ら
、
比
例
代
表
制
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
多
数
決
の

合
成
力
が
多
数
の
独
裁
の
本
質
を
失
わ
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
　
つ
ま

り
、
合
成
力
が
対
立
の
本
質
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の

分
析
は
満
足
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
二
れ
ま
で
は
一
般
的
規
範
の
形
成
段
階
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
た
が
、
第

七
章
・
「
行
政
」
で
は
、
社
会
的
意
思
形
成
過
程
の
も
う
ひ
と
つ
の
段
階
、
個

別
的
行
為
の
段
階
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
基
本
的
な
の
は
、
「
一
般
的
規
範
、

い
わ
ゆ
る
立
法
ー
は
（
相
対
的
に
）
自
由
な
意
思
形
成
で
あ
り
、
他
方
い
わ
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ゆ
る
執
行
は
（
相
対
的
に
）
拘
束
せ
ら
れ
た
意
思
形
成
で
あ
る
．
執
行
は
、
適

法
性
の
理
念
の
下
に
実
在
し
て
存
し
、
合
法
の
理
念
は
、
国
家
意
思
形
成
の
あ

る
一
定
の
段
階
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
と
衝
突
す
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
こ
の
「
合
法
の
原
理
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
理
と
の
不
一
致
」
と
い
う
考

え
方
は
、
単
一
機
関
を
独
裁
的
で
あ
り
合
議
機
関
を
民
主
的
で
あ
る
と
規
定

し
、
執
行
は
独
裁
的
な
単
一
機
関
に
よ
る
方
が
一
層
よ
く
適
し
て
い
る
と
す
る

と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
．
さ
て
、
こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
考
え
方
に
は
問
題

が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、
自
由
の
理

念
か
ら
出
発
し
「
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
を
支
配
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い

う
形
で
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
国
家
意
思
形
成
の
前
段
階
ー
い

わ
ゆ
る
立
法
－
の
み
に
限
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
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理
念
・
現
実
の
二
元
論
に
立
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、

特
定
の
執
行
機
関
が
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
組
織
形

態
・
方
法
ー
単
一
機
関
か
合
議
機
関
か
、
任
命
的
か
選
出
的
か
ー
で
は
な

く
、
そ
れ
が
果
た
す
政
治
的
役
割
い
か
ん
に
よ
つ
て
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
第
八
章
・
「
指
導
者
の
選
択
」
で
は
、
「
何
人
も
指
導
者
に
な
つ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
に
と
つ
て
根
源
的
な
自
由
の
思
想
が
、

社
会
的
現
実
に
お
い
て
何
人
も
指
導
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
原
理
に

な
る
」
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
に
反
し
社
会
的
現
実
が

支
配
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
指
導
者
が
創
造
せ
ら
れ
る
か
、
被
指
導

者
の
共
同
社
会
か
ら
い
か
に
し
て
指
導
者
を
選
出
す
る
か
が
、
現
実
デ
モ
ク
ラ

シ
ヤ
の
本
質
的
問
題
と
な
る
．
こ
の
方
法
が
選
挙
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
意
思
譲

渡
匠
も
と
づ
く
自
由
の
擬
制
・
選
挙
人
と
被
選
挙
人
と
の
擬
制
的
同
一
と
い
う

主
観
的
意
味
の
ほ
か
に
、
客
観
的
意
味
と
し
て
つ
ぎ
の
も
の
を
も
つ
と
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
的
選
挙
に
よ
つ
て
、
指
導
者
は
被
指
導
者
の
共
同
社
会

に
よ
つ
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
真
只
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
指
導
者
は

絶
対
的
価
値
を
代
表
す
る
の
で
は
な
く
、
相
対
的
に
「
あ
る
一
定
の
期
間
、
あ

る
一
定
の
方
向
に
お
い
て
の
み
」
そ
の
地
位
を
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た

が
つ
て
、
そ
こ
で
は
被
指
導
者
の
共
同
社
会
か
ら
指
導
者
の
地
位
へ
の
不
断
の

上
流
が
特
色
と
な
る
。
か
く
し
て
、
指
導
者
の
相
対
性
・
公
開
性
・
責
任
性
・

交
代
等
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
特
質
と
な
る
の
で
あ
る
．

　
つ
ぎ
に
、
な
ぜ
ケ
ル
ゼ
ン
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
反
対

す
る
の
か
が
、
第
九
章
・
「
形
式
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
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述
べ
ら
れ
る
。
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
た
め
の
戦
い
は
、
歴
史
的
に
は
政
治
的
自
由

の
た
め
の
戦
い
、
す
な
わ
ち
国
民
が
立
法
と
執
行
と
に
参
加
す
る
た
め
の
戦
い
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で
あ
る
。
平
等
の
理
念
が
、
自
由
の
中
に
含
ま
れ
た
形
式
的
平
等
の
思
想
、
す
な

わ
ち
政
治
的
権
能
の
平
等
の
思
想
と
異
つ
た
他
の
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
概
念
と
何
ら
関
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
」
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う

言
葉
は
　
・
社
会
秩
序
を
創
造
す
る
た
め
の
一
定
の
方
法
を
表
現
す
る
も
の
で

あ
つ
て
、
こ
れ
を
こ
の
創
造
の
方
法
と
何
ら
本
質
的
に
関
係
の
な
い
こ
の
社
会

秩
序
の
内
容
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
な
術
語
の
乱
用
で
あ
る
．
」

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
内
容
に
ま
で
使
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
モ
ク
デ

ラ
シ
ー
と
独
裁
の
区
別
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
、
物
質
的
・
経
済
的

平
等
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
よ
り
も
独
裁
・
専
制
的
な
国
家
形
式
に
お
い

て
お
そ
ら
く
な
お
一
層
よ
く
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
独

裁
が
「
真
の
」
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
し
て
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
調
か
ら
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
彼
の
い
う
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
、
す
べ
て
に
無
条
件
に
優
越
す
る
目
的
と
し
て
考
え
て
い
為
よ
う
に

思
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
は
じ
め
の
私
の
見
解
を
参
照
し
て
い
た

だ
き
た
い
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
か
ら
内
容
を
と
り
去
り
そ
れ
を

方
法
に
だ
け
限
つ
た
こ
と
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
独
裁
・
専
制
の
区
別
を
は
つ

き
り
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
（
第
十
章
・
「
民
主
政
治
と
世
界
観
」
）
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
と
そ
れ
を
支
え
る
世
界
観
・
価
値
観
に
言
及
す
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
絶
対

的
価
値
の
認
識
が
人
間
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ

て
絶
対
善
を
知
る
も
の
へ
の
服
従
以
外
に
道
は
な
く
、
デ
モ
ク
テ
シ
ー
は
存
在
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し
な
く
な
る
。
し
か
し
、
「
相
対
的
真
理
や
相
対
的
価
値
の
み
が
人
間
の
認
識

に
と
つ
て
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
い
か
な
る
真
理
も
、
い

か
な
る
価
値
も
ー
こ
れ
ら
を
発
見
す
る
人
問
と
同
様
に
ー
歩
み
去
り
、
他

に
席
を
譲
る
た
め
に
つ
ね
に
準
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
相

対
主
義
に
立
て
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
可
能
で
あ
る
。
「
こ
の
故
に
相
対
主
義

は
民
主
主
義
思
想
が
前
提
と
す
る
世
界
観
で
あ
る
」
と
し
て
、
本
論
は
む
す
ば

れ
る
。

　
以
上
の
紹
介
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
人
民
の
自
発
的
意
思
に

も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
政
治
的
自
己
決
定
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
！
1
が
、
い
か

な
る
意
味
内
容
を
も
つ
て
い
る
か
、
そ
れ
が
社
会
の
現
実
の
な
か
で
実
現
さ
れ

る
と
き
に
ど
れ
だ
け
制
限
を
受
け
ま
た
ど
こ
ま
で
達
成
さ
れ
う
る
か
に
つ
い

て
、
明
快
な
説
明
を
し
て
い
る
．
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
う
言
葉
の
濫
用
と

い
う
状
況
に
あ
つ
て
、
こ
れ
が
非
常
に
有
意
義
な
試
み
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
後
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
論
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
条
件

づ
け
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン

は
デ
モ
ク
ラ
シ
！
を
そ
れ
自
体
で
自
己
完
結
性
を
も
つ
た
目
的
が
ご
と
き
扱
い

を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
第
一
点
で
あ
る
。
ま
た
、
本
論
は
全
体
に
哲
学
的
・

理
論
的
で
あ
り
、
政
治
的
方
法
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
現
実
の
条
件
の
中

で
ど
ん
な
働
き
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
関
心
は
少
な
い
。
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