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マ
イ
ヶ
ル
・
ヴ
ァ
ル
ツ
ァ
ー
著

『
聖
徒
の
革
命
』
ー
急
進
的
政
治
の
起
源
の
研
究

　
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
波
う
つ
て
い
る
黒
い
僧
衣
に
身
を
つ
つ
ん
だ
こ
の
瘡
せ
て
苛
酷
な
男
が
コ
ル

ナ
ヴ
ァ
ン
の
城
門
を
く
ぐ
つ
た
瞬
間
か
ら
．
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
い
ち
ば
ん

重
要
な
実
験
の
ひ
と
つ
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
1
そ
れ
は
、
無
数
の
生
き
た
細
胞

を
ふ
く
ん
で
息
づ
い
て
い
る
国
家
を
硬
直
し
た
機
構
に
変
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
情

や
思
想
を
も
つ
て
い
る
民
衆
を
た
だ
ひ
と
つ
の
体
系
の
な
か
に
お
し
こ
め
る
実
験

で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
、
思
想
の
名
に
お
い
て
住
民
全
体
を
完
全
に
統
制
し
よ
う
と

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
初
の
試
み
で
あ
つ
た
．
」
（
『
権
力
と
た
た
か
う
良
心
』
高

杉
一
郎
訳
（
み
す
ず
書
房
）
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
全
集
第
十
五
巻
、
五
四
頁
）

紹
介
と
批
評

　
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
新
旧
両
教
会
の
争
い
、
聖
バ
ル
テ
レ
、
・
・
イ
の
虐

殺
、
三
十
年
戦
争
、
恐
る
べ
き
惨
禍
を
生
ぜ
し
め
た
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
、
だ
が
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紹
介
と
批
評

ッ
ヴ
ァ
イ
ク
を
し
て
標
然
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
新
し
い
神
聖
な
る
秩
序
を
求

め
よ
う
と
す
る
良
心
の
強
制
（
ま
吋
8
幕
騨
留
の
8
塁
畠
け
。
邑
で
あ
り
、
そ
の
政

治
的
急
進
主
義
で
あ
る
。
彼
に
と
つ
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
、
二
十
世
紀
の
全

体
主
義
的
独
裁
と
二
重
写
し
に
見
え
る
。
確
か
に
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
ひ
と
つ

の
宗
教
的
・
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
狂
信
化
さ
れ
た

権
威
主
義
は
、
自
由
と
理
性
と
い
う
西
欧
的
伝
統
と
は
恰
も
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ

を
な
す
も
の
で
あ
つ
た
。
「
ひ
と
り
の
人
間
を
殺
す
こ
と
は
、
け
つ
し
て
教
義
を

ま
も
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
人
間
を
殺
す
こ
と
で
し
か
な

い
」
と
い
う
カ
ス
テ
リ
オ
ン
の
言
葉
に
、
そ
の
真
実
と
明
確
さ
の
ゆ
え
に
永
久

に
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
最
も
人
間
的
な
す
ば
ら
し
い
言
葉
だ
、
と
書
き
加

え
る
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
高
貴
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
そ
し
て
彼
の
個
人
的
な
悲
劇

に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
畏
敬
と
憐
欄
を
そ
そ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
近
代
政
治
は
神
聖
で
も
な
け
れ
ば
正
義
で
も
な
か

つ
た
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
最
初
の
試
み
は
幾
た
び
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
容
し

な
が
ら
反
覆
さ
れ
て
ぎ
た
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
現
代
性
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
現
代
に
呼
び
戻
す
べ
き
も
の
は
、
神
の
言
葉
で
な
い
こ
と
は
勿
論
、
辛
辣

な
モ
ノ
ロ
ー
グ
や
怒
り
と
憎
し
み
を
こ
め
た
リ
フ
レ
イ
ン
で
は
な
い
。
こ
の
点

で
M
・
ヴ
ァ
ル
ツ
ァ
r
の
『
聖
徒
の
革
命
』
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
急
進
的
政

治
の
起
源
を
学
究
的
に
追
求
し
た
す
ぐ
れ
た
労
作
と
い
え
よ
う
。
本
書
は
主
と

し
て
イ
ギ
リ
ス
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
思
想
と
行

動
の
研
究
で
あ
る
。
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
私
は
後
日
、
私

の
急
進
主
義
研
究
を
続
け
よ
う
と
望
ん
で
お
り
、
ま
た
他
の
諸
国
や
歴
史
と
関

連
し
て
、
政
治
的
熱
狂
と
か
規
律
を
可
能
に
し
、
か
つ
必
然
的
に
さ
え
す
る
よ
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う
な
諸
々
の
特
殊
な
環
境
を
さ
ら
に
充
分
に
記
述
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
こ
そ
、
明
白
に
真
実
で
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
急
進
的
政
治
が
さ
ま
ざ

ま
に
異
な
つ
た
形
態
を
と
り
得
る
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
現
代
に

お
い
て
と
つ
て
い
る
著
し
く
ト
ー
タ
ル
な
形
態
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
批
判
を
展

開
す
る
時
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
私
が
述
べ
た
こ
と
の
な
か
に
は
、
そ

の
よ
う
な
批
判
の
含
み
は
一
切
な
い
．
私
は
急
進
主
義
と
全
体
主
義
と
の
安
易

な
、
そ
し
て
誤
つ
た
同
一
化
ー
過
去
十
五
年
な
い
し
二
十
年
、
歴
史
学
者
、

社
会
学
者
、
お
よ
び
政
治
学
者
の
あ
い
だ
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
ー

を
繰
り
返
そ
5
と
も
、
そ
れ
に
逆
ら
お
う
と
も
欲
し
な
い
か
ら
だ
。
私
の
唯
ひ
と

つ
の
目
的
は
、
現
代
人
に
は
か
く
も
魅
惑
的
で
な
い
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
急
進
主

義
と
い
う
も
の
を
、
人
間
的
に
理
解
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
」
（
傍
点
筆

者
）
と
。

　
本
書
の
構
成
は
、
第
一
章
急
進
的
政
治
の
出
現
、
第
二
章
　
カ
ル
ヴ
ィ
ニ

ズ
ム
、
第
三
章
　
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
政
治
に
関
す
る
二
つ
の
事
例
研
究
（
ユ
グ

ノ
ー
と
メ
ア
リ
ー
女
王
時
代
の
逃
亡
者
）
、
第
四
章
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
聖
職
ー
ド

近
代
政
治
と
急
進
的
知
識
人
、
第
五
章
　
伝
統
的
政
治
世
界
へ
の
攻
撃
、
第
六

章
　
規
律
と
労
働
の
新
し
い
世
界
、
第
七
章
　
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ジ
ェ
ン

ト
リ
ー
ー
職
業
と
し
て
の
政
治
、
第
八
章
政
治
と
戦
争
、
第
九
章
結
論
、

で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
ツ
ァ
ー
は
以
上
の
各
章
に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
す

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち

ぐ
れ
て
政
治
的
宗
教
で
あ
つ
た
こ
と
を
証
明
し
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
担
い
手

で
あ
る
聖
職
者
た
ち
が
宗
教
的
知
識
人
と
し
て
、
政
治
的
倫
理
を
も
つ
て
い
た

こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
に
お
け
る
有
名
な
経
済
的
倫
理
あ
る
い
は



ま
た
E
・
フ
ロ
ム
の
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
に
お
け
る
精
神
分
析
的
解
釈
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
新
た
に
問
題
提
起
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
急
進
的
政
治
の
比
較
研
究
へ
の
手
掛
り
を
求
め
る
意
欲

を
も
窺
う
こ
と
が
で
ぎ
る
．
こ
う
し
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
ヴ
ァ
ル
ツ
ァ
：
の

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
解
釈
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
神
の
言
葉
に
し
た
が
つ
て
既
成
秩
序
を
破
壊
し
、
社
会
を
リ
フ
ォ
ー
ム
し
よ

う
と
す
る
情
熱
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
聖
徒
た
ち
に
始
ま
る
。
人
間
の
労
働

が
政
治
の
世
界
に
お
い
て
創
造
的
役
割
を
果
す
と
い
う
理
念
は
、
確
か
に
「
新

し
い
政
治
」
で
あ
り
「
近
代
的
政
治
」
で
あ
つ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
例
え

ば
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
政
治
活
動
に
さ
え
あ
ら
わ
れ
な
か
つ

た
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
の
「
君
主
論
』
に
し
て
も
、
市
民
的
徳
性
へ
の
希
求
は
あ

つ
た
に
せ
よ
、
個
人
の
技
能
・
計
算
と
し
て
の
権
力
意
識
に
と
ど
ま
り
、
「
冒
険

の
政
治
」
た
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
に
と
つ
て
、

政
治
は
も
は
や
個
人
的
な
駈
け
引
き
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
神
の
命
令
ー

そ
し
て
聖
職
者
た
ち
み
ず
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
f
に
よ
つ
て
、
世
界
を
改
革
す

る
と
い
う
内
奥
の
衝
迫
で
あ
つ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
旧
き
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
封
建
的
絆
を
断
ち
切
つ
た

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
彼
ら
に
と
つ
て
現
実
は
．
革
命
か
逃
亡

　
ヒ
ル
ク
リ
メ
イ
ソ

門
巡
礼
の
旅
か
、
い
ず
れ
か
の
選
択
以
外
に
あ
り
得
な
か
つ
た
．
彼
ら
は
《
不

安
定
な
》
聖
徒
で
あ
つ
た
．
ヴ
ァ
ル
ツ
ァ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
急
進
主
義

と
は
「
逃
亡
者
の
政
治
」
で
あ
り
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
こ
そ
「
逃
亡
者
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
、
あ
て
ど
な
く
紡
径
う
流
浪

者
で
は
な
か
つ
た
。
巡
礼
の
旅
は
殉
教
老
の
冒
マ
ン
ス
で
も
な
く
、
遊
行
僧
の

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

遍
歴
で
も
な
い
．
そ
れ
は
聖
職
者
、
牧
師
を
中
心
と
し
て
組
織
化
さ
れ
た
、
政

治
的
な
運
動
で
あ
つ
た
。
聖
職
老
は
伝
統
的
権
威
や
秩
序
か
ら
自
由
に
な
つ

た
「
自
由
な
知
識
人
」
で
あ
つ
た
が
、
し
か
し
ル
ネ
サ
ン
ス
に
み
ら
れ
る
激
発

的
な
天
才
的
個
性
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
ル
ネ
サ
ン
ス
的
華
美
を
嫌

い
、
そ
の
う
ち
に
人
間
の
堕
落
を
覗
き
み
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
み
ず
か
ら
の

良
心
に
よ
り
、
神
の
命
令
に
絶
対
服
従
す
る
堅
牢
不
抜
な
信
仰
者
で
あ
つ
た
。

世
界
を
愛
し
調
和
を
求
め
た
の
で
は
な
く
、
世
界
を
克
服
し
救
済
せ
ん
と
す
る

強
烈
な
仕
事
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
生
活
態
度
が
し
ば
し
ば
狂
信
と
見
紛
う
も
の

で
あ
つ
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
「
存
在
の
偉
大
な
る
連
鎖
」
か
ら
解
き
放
た
れ
た
カ

ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
は
、
そ
の
日
々
の
生
活
に
お
い
て
厳
格
な
規
律
と
自
己
抑
制
を

ま
も
り
、
ど
の
よ
う
な
職
業
を
も
神
の
召
命
と
し
て
受
け
と
る
。
そ
れ
は
ウ
ェ

ー
バ
ー
の
い
う
《
世
俗
内
的
禁
欲
V
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
彼
ら
は
．
政

治
を
労
働
へ
、
宗
教
的
義
務
へ
と
転
化
す
る
。
神
の
栄
光
を
ま
す
た
め
に
、
新

し
い
秩
序
と
関
係
の
創
造
に
奉
仕
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
革
命
的
精
神
で

あ
つ
た
。
こ
の
点
で
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
信
仰
の
内
面
化
、
神
と
の
精
神
的

交
わ
り
を
深
め
て
行
く
ル
ー
テ
リ
ズ
ム
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
政
治
は
個
人
的

利
益
で
は
な
く
、
公
共
的
職
業
な
の
だ
。
ひ
と
つ
の
宗
教
思
想
へ
の
非
妥
協
的

な
、
不
断
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
、
政
治
を
追
求
す
る
カ
ル
ヴ
f
ニ
ス
ト

の
良
心
は
、
政
治
と
戦
争
と
に
新
し
い
職
業
倫
理
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
経

済
的
企
業
家
に
対
応
す
る
「
政
治
的
企
業
家
」
と
言
つ
て
よ
く
、
典
型
的
に
は

ピ
ユ
ー
リ
タ
ン
の
精
神
に
肉
体
化
さ
れ
、
政
治
的
規
律
、
新
し
い
義
務
の
禁
欲

主
義
と
し
て
、
ク
・
ム
ウ
ェ
ル
の
軍
隊
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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紹
介
と
批
評

　
伝
統
的
政
治
世
界
と
の
断
絶
に
つ
い
て
著
者
の
精
緻
な
分
析
を
記
す
い
と
ま

は
な
い
。
こ
こ
に
は
ぴ
a
図
冨
辟
ざ
か
ら
警
甘
9
甚
0
9
暮
Φ
へ
の
イ
メ
1

ジ
の
移
行
に
一
言
し
て
お
く
．
宇
宙
的
・
自
然
的
調
和
、
そ
の
位
階
秩
序
に
も

と
づ
く
「
存
在
の
偉
大
な
る
連
鎖
」
を
放
榔
し
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
国
家
観

は
、
も
は
や
政
治
体
と
い
う
有
機
体
的
比
喩
に
満
足
で
き
な
か
つ
た
。
そ
れ
は

国
家
の
構
成
員
が
部
分
と
し
て
機
能
的
に
統
合
化
さ
れ
る
調
和
的
な
秩
序
を
意

味
し
て
い
た
が
、
ピ
ュ
！
リ
タ
ン
に
と
つ
て
政
治
の
世
界
は
荒
れ
狂
う
大
海
で

あ
り
、
人
間
は
危
険
に
遭
遇
し
な
が
ら
航
海
す
る
旅
人
で
あ
る
。
国
家
と
い
う

船
の
比
喩
は
、
ト
ー
マ
ス
・
ア
ダ
ム
ス
の
『
聖
地
へ
向
う
精
神
的
航
海
者
』

（
ロ
ン
ド
ン
・
一
六
一
五
年
）
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
一
六
四
三
年
ス
テ

ッ
フ
ェ
ン
・
マ
ー
シ
ァ
ル
の
説
教
に
は
、
「
キ
リ
ス
ト
の
栄
光
．
　
こ
の
教
会
と

王
国
の
制
度
、
然
り
、
キ
リ
ス
ト
教
王
国
す
べ
て
の
福
祉
が
…
…
こ
と
ご
と
く

か
の
船
体
に
積
み
込
ま
れ
、
そ
の
舵
取
り
は
殆
ん
ど
諸
君
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い

る
の
だ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
船
長
と
船
員

の
反
抗
、
緊
密
な
政
治
的
単
位
、
乗
組
員
の
《
契
約
V
、
政
治
の
新
し
い
基
礎
づ

け
の
建
設
な
ど
、
い
ず
れ
も
革
命
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
．
と
も
か
く
政

治
は
混
沌
で
あ
る
。
神
自
身
が
政
治
の
目
的
、
船
の
旅
路
の
目
的
を
定
め
て
い

る
。
か
く
し
て
神
の
意
志
と
人
間
の
努
力
は
よ
り
輩
固
に
結
び
合
わ
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
巡
礼
の
船
出
は
す
で
に
想
像
で
は
な
か
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
が
出
現
し
た
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
十

六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
衰
退
、
絶
対
主
義
の

形
成
、
経
済
的
発
展
と
い
つ
た
社
会
変
動
、
い
わ
ゆ
る
《
近
代
化
V
へ
の
転
換

期
で
あ
る
。
そ
れ
を
最
も
鋭
く
反
映
し
た
も
の
は
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
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ー
リ
タ
ソ
で
あ
つ
た
．
彼
ら
の
直
面
し
た
「
社
会
問
題
」
と
は
、
第
一
に
急
激

な
人
口
増
加
、
お
よ
び
囲
い
込
み
と
牧
羊
業
に
よ
つ
て
惹
起
さ
れ
た
村
落
共
同

体
の
解
体
、
多
数
の
浮
浪
者
と
乞
食
の
群
れ
、
経
済
的
貧
困
者
の
都
市
へ
の
流
入

で
あ
つ
た
。
第
二
に
急
速
な
都
市
化
現
象
、
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
は
エ
リ
ザ
ベ
ス

の
即
位
か
ら
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
死
ま
で
の
期
問
に
三
倍
に
増
大
し
．
三
十
方
を
超

え
る
に
至
つ
た
。
ロ
ン
ド
ン
郊
外
に
は
か
つ
て
な
い
程
犯
罪
が
頻
発
し
、
物
情

騒
然
た
る
有
様
で
あ
つ
た
。
第
三
に
宗
教
的
空
白
、
こ
の
時
代
に
は
イ
ギ
リ
ス

国
教
会
の
再
興
が
行
な
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
牧
師
不
在
の
教
区
や
荒
廃

に
ま
か
せ
た
教
会
が
多
く
あ
り
、
精
神
的
指
導
も
宗
教
活
動
も
剥
奪
さ
れ
た
人

び
と
の
信
仰
喪
失
が
著
し
か
つ
た
。
第
四
に
以
上
す
べ
て
を
含
め
て
社
会
的
組

織
化
の
問
題
が
あ
つ
た
。
旧
秩
序
の
崩
壊
は
群
衆
を
い
か
に
社
会
集
団
に
再
組

織
す
る
か
．
と
い
う
差
し
迫
つ
た
問
題
を
提
示
し
て
い
た
。
か
か
る
危
機
状
況

に
対
し
て
悲
し
み
に
沈
ん
だ
社
会
的
批
判
や
テ
ユ
ー
ダ
朝
の
も
と
に
立
法
活
動

が
み
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
真
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は

な
か
つ
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
宗
教
的
な
意
味
に
お
い
て
人
間
の
罪
の

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
識
で
あ
る
と
と
も
に
、
す
ぐ
れ
て
人
間
的
な
決
定
で
あ
つ
た

わ
け
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
は
宗
教

　
あ
か
し

の
証
明
で
あ
る
。
無
秩
序
と
瀬
惰
に
課
す
る
信
仰
と
労
働
の
自
己
規
律
、
か
か

る
倫
理
こ
そ
社
会
的
基
礎
で
あ
り
、
社
会
的
に
拡
大
化
さ
れ
て
、
ジ
ェ
ン
ト
リ

ー
の
「
新
し
い
市
民
性
」
と
し
て
定
着
し
て
行
く
。

　
結
論
の
部
分
で
ヴ
ァ
ル
ツ
ァ
ー
が
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
注
目
に

価
す
る
。
先
ず
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
自
由
主
義
的
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
の
関
係
で

あ
る
。
宗
教
会
議
の
政
治
に
お
け
る
集
会
、
討
論
、
選
挙
、
契
約
な
ど
は
ジ
ェ



ソ
ト
リ
ー
の
政
治
活
動
に
影
響
を
あ
た
え
、
そ
れ
ら
が
自
由
主
義
的
政
治
を
準

備
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
個
人
の
良
心
を
主

張
す
る
が
、
そ
れ
は
個
人
の
自
由
、
そ
し
て
思
想
の
自
由
で
は
な
く
、
集
団
主
義

的
規
律
を
強
制
す
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
神
聖
な
共
和
国
の
規
律
的
制
度

は
、
市
民
の
政
治
的
徳
性
に
も
と
づ
く
自
由
主
義
の
自
己
確
信
と
鋭
く
対
立
し

て
い
る
。
ロ
ッ
ク
的
思
想
の
勝
利
は
、
聖
徒
ら
が
直
面
し
た
不
安
と
恐
怖
の
克

服
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、
人
間
社
会
に
対
す
る
宗
教
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
抑

制
が
も
は
や
不
必
要
と
な
つ
た
こ
と
を
証
示
し
て
い
た
。
聖
徒
が
自
由
主
義
的

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
な
る
前
に
は
、
忘
却
す
べ
き
も
の
放
棄
す
べ
ぎ
も
の
が
多
く
あ

つ
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
創
造
的
な
時
期
に
は
少
な
く
と
も
、
聖
徒
の
信
仰
と

自
由
主
義
者
の
人
間
理
性
へ
の
確
信
と
寛
容
と
の
あ
い
だ
に
共
通
し
た
も
の
は

認
め
難
い
。

　
ほ
ぽ
同
様
な
こ
と
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
資
本
主
義
と
の
推
定
上
の
関
連
に

つ
い
て
も
言
え
る
。
自
由
主
義
と
資
本
主
義
は
ピ
ュ
：
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
創

造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
果
し
た
後
は
じ
め
て
、
完
全
に
発
展
し
た
の
で
あ

る
。
資
本
主
義
の
精
神
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
宗
教
的
熱
狂
の
没
落
と
パ
ラ
レ
ル
で

あ
る
。
世
俗
内
的
禁
欲
が
企
業
家
的
自
由
に
先
行
し
、
新
し
い
経
済
と
政
治
の

た
め
の
規
律
的
基
礎
の
形
成
を
助
け
た
と
し
て
も
、
聖
徒
の
規
律
そ
れ
自
体
が

資
本
主
義
的
で
は
決
し
て
な
く
、
資
本
主
義
的
人
間
の
歴
史
的
条
件
づ
け
で
あ

る
と
解
釈
す
る
場
合
に
注
意
を
要
す
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
記
述
す
る
よ
う
に
、

禁
欲
は
目
的
と
し
て
の
富
の
追
求
を
排
斥
し
な
が
ら
も
、
富
の
追
求
を
職
業
労

働
の
成
果
と
し
て
、
神
の
恩
寵
の
徴
と
し
て
考
え
、
禁
欲
的
な
節
約
に
よ
る
資

本
の
形
成
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
企
業
家
的
活
動

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

よ
り
も
む
し
ろ
経
済
的
抑
制
を
強
調
し
た
の
で
あ
つ
た
。
聖
者
が
世
俗
的
・
合

理
的
経
済
行
為
を
学
ん
だ
と
し
て
も
、
彼
ら
の
労
働
は
罪
か
ら
の
解
放
で
あ

り
、
予
定
へ
の
救
済
な
の
で
あ
つ
た
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
の
特
定
集
団
ー
貴
族
、
聖
職
者
、
紳
士
、
商
人
、

法
律
家
な
ど
ー
が
何
故
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
に
な
つ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
カ

ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
不
安
を
誘
発
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
つ
た
か
ら
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
受
容
す
る
彼
ら
の
能
力
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
．
ま
た
資

本
家
の
多
く
が
自
由
を
享
受
し
て
い
た
都
市
生
活
者
た
ち
ー
聖
者
が
最
も
嫌

悪
し
て
い
た
ー
か
ら
生
じ
て
い
つ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
無
秩
序
と
不
安
の
現
実
体
験
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
可
能

な
反
応
の
方
法
な
の
だ
。
聖
徒
の
選
択
は
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で

は
合
理
的
、
か
つ
予
測
可
能
で
あ
つ
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ

ズ
ム
お
よ
び
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
移
行
段
階
、
あ
る
い
は
近
代
化
の
イ
デ
オ

・
ギ
ー
と
し
て
機
能
的
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ジ
ァ
コ
ビ
ニ

ズ
ム
と
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
急
進
的
政
治
に
つ
い
て
も
類
推
し
得
る
。
そ
の

一
般
的
特
徴
は
つ
ぎ
の
如
く
要
約
さ
れ
よ
う
。

　
ω
伝
統
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
の
移
行
の
あ
る
時
点
に
は
、
一
群
の
く
異
邦

人
V
が
あ
ら
わ
れ
る
．
彼
ら
は
み
ず
か
ら
を
聖
徒
、
選
ば
れ
た
る
者
と
み
な

し
、
新
し
い
イ
デ
オ
・
ギ
i
的
規
律
を
求
め
る
。

　
㈲
彼
ら
は
追
従
者
を
厳
正
に
規
律
化
し
、
ま
た
己
れ
の
徳
性
を
神
の
恩
寵
の

徴
と
な
す
．
そ
し
て
自
己
自
身
の
う
ち
に
予
定
と
最
後
の
勝
利
へ
の
確
信
を
み

つ
け
だ
す
．

　
⑬
彼
ら
は
現
存
世
界
を
闘
争
と
し
て
理
解
す
る
。
周
囲
へ
憎
し
み
を
感
じ
、
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紹
介
と
批
評

絶
え
ず
機
会
を
計
る
。

　
㈲
聖
徒
の
組
織
は
新
し
い
秩
序
の
性
質
を
示
す
。

　
　
＠
　
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ヘ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
ー
そ
れ
は
古
い
忠

　
　
誠
心
（
家
族
、
ギ
ル
ド
、
領
主
、
国
王
な
ど
）
の
放
棄
を
要
求
す
る
．

　
　
⑤
　
こ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
は
意
志
行
為
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
＠
　
そ
れ
は
常
に
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
聖
徒
は
か
つ
て
拒
絶
さ
れ

　
　
て
い
た
よ
う
に
、
追
放
さ
れ
る
身
で
も
あ
る
。

　
　
⑥
　
彼
ら
は
す
べ
て
集
団
内
で
身
分
的
に
は
平
等
で
あ
る
。
彼
ら
の
労
働

　
　
と
功
績
が
規
準
で
あ
る
．

　
㈲
聖
者
の
行
動
は
新
し
い
政
治
を
生
み
だ
す
。

　
　
＠
　
そ
の
行
動
は
、
あ
る
客
観
的
準
拠
に
応
じ
て
政
治
的
・
宗
教
的
世
界

　
　
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
組
織
化
さ
れ
た
努
力
で
あ
る
。
そ
の
目
的
追
求

　
　
は
既
成
秩
序
を
無
視
し
て
な
さ
れ
る
。

　
　
⑥
　
政
治
は
一
種
の
労
働
へ
転
化
さ
れ
る
。
彼
ら
は
個
人
的
感
情
を
一
切

　
　
抑
制
し
て
、
規
律
さ
れ
た
方
法
で
振
舞
う
。

　
　
＠
彼
ら
は
政
治
を
自
由
に
試
み
る
企
業
家
で
あ
る
。

　
㈲
聖
老
の
歴
史
的
役
割
は
二
重
で
あ
る
。
外
面
的
に
は
旧
秩
序
の
ト
ー
タ
ル

な
破
壊
と
ト
ー
タ
ル
な
社
会
再
建
を
目
ざ
す
。
内
面
的
に
は
そ
の
規
律
と
い
う

も
の
が
社
会
変
動
の
苦
痛
に
対
し
て
創
造
的
な
反
応
を
呼
び
起
す
。
そ
れ
は
自

由
と
《
不
安
定
V
へ
の
治
癒
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
移
行
か
ら
安
定
へ
と
向
う
に
つ
れ
て
、
宗
教
的
な
熱
狂
は

次
第
に
影
を
ひ
そ
め
、
秩
序
が
樹
立
さ
れ
る
や
、
普
通
の
人
び
と
は
神
の
戦
い

を
見
捨
て
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
聖
徒
は
、
王
政
復
古
時
代
、
あ
る
い
は
ホ
イ
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ヅ
グ
の
世
界
に
は
ふ
た
た
び
《
異
邦
人
V
た
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
如
く

に
。
急
進
的
政
治
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
は
現
実
に
堪
え
切
れ
る
だ
け
、
堪
え
る
で

あ
ろ
う
。
だ
が
や
が
て
そ
の
命
脈
が
尽
き
た
時
、
そ
れ
は
《
イ
デ
オ
β
ギ
ー
の

終
焉
〉
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
の
か
？
「
今
や
聖
者
ら
し
き
活
力
は
そ
れ
自
身

の
病
理
を
有
し
、
因
襲
主
義
も
そ
れ
自
身
の
健
康
を
有
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

た
。
平
和
は
平
和
の
諸
徳
性
を
有
し
て
い
た
。
聖
な
る
戦
い
が
そ
う
で
あ
つ
た

と
同
様
に
」
と
い
う
結
び
の
言
葉
は
意
味
深
い
。
過
ぎ
去
り
し
良
き
日
の
神
話

は
、
恐
ら
く
も
つ
と
も
ナ
イ
ー
ヴ
な
社
会
批
判
の
形
態
な
の
だ
ろ
う
。
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和
重
）


