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中
村
義
知
著

『
現

代
の
政
治
』

ー
そ
の
論
理
と
構
造
1

　
行
動
論
革
命
と
い
い
行
動
論
以
後
の
革
命
と
い
い
．
そ
う
し
た
状
況
は
確
実

に
〈
歴
史
と
し
て
の
現
代
〉
の
人
間
情
況
を
認
識
す
る
視
座
の
模
索
と
突
き
と

め
．
お
よ
び
そ
の
転
移
を
い
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
現
代
人
の

営
為
が
す
べ
て
政
治
に
収
敷
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
意
味
で
〈
政
治
化
の
時

代
〉
に
顔
つ
き
あ
わ
せ
る
べ
き
政
治
研
究
者
の
自
己
対
象
化
・
客
観
化
が
要
請

さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
政
治
研
究
者
に
と
つ
て
、
政
治
と
は
つ
ね
に
研
究
者
の
〈
内
心
〉

　
　
　
ら
　
　
も
　
　
ヨ
　
　
い

の
問
題
で
も
あ
る
し
．
そ
の
内
心
が
研
究
者
の
方
法
論
を
規
定
す
る
は
ず
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
な
ら
ば
、
〈
政
治
〉
研
究
を

意
思
す
る
か
ぎ
り
、
自
己
の
専
門
領
城
の
確
定
と
こ
の
〈
内
心
〉
な
い
し
方
法

論
と
の
連
関
を
さ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
こ
の
情
況
は
、
な
に
も
D
・
イ
ー
ス
ト
ソ
の
啓
蒙
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ヘ
の
〈
冬
の
旅
〉
を
続
け
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
学
問
と
い
う
こ
の
誘
惑
に
み

ち
た
旅
路
を
た
ど
る
か
ぎ
り
．
人
間
の
営
為
と
し
て
の
政
治
を
ト
ー
タ
ル
に
認

識
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
責
務
か
ら
逃
避
し
．
〈
内
心
〉
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

で
研
究
者
た
る
こ
と
を
自
認
す
る
専
門
性
の
陥
穽
に
お
ち
こ
む
．

そ
こ
に
は
．
前
述
し
た
す
べ
て
が
政
治
に
い
や
お
う
な
く
収
敏
す
る
現
代
を

生
き
る
意
思
の
欠
如
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
．
歴
史
的
に
不
確
定
な

現
代
を
、
研
究
者
で
あ
る
が
た
め
に
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
責
務
か
ら
の
堕

落
が
あ
る
。

　
そ
う
し
た
自
己
の
堕
落
を
知
つ
た
時
、
す
な
わ
ち
ど
う
し
て
も
必
然
と
は
い

え
な
い
専
門
領
域
に
自
分
を
か
ま
け
た
時
、
他
者
の
内
心
を
見
る
こ
と
で
．
堕

落
か
ら
ば
い
あ
が
り
．
堕
弱
を
こ
そ
ぎ
お
と
す
作
業
が
必
要
に
な
る
。
政
治
研

究

者
に
と
つ
て
．
政
治
理
論
へ
の
〈
回
心
〉
こ
そ
そ
う
し
た
作
業
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
の
私
の
く
回
心
V
の
プ
・
セ
ス
で
で
く
わ
し
た
他
者
に
中
村
義
知
教

授
が
お
ら
れ
．
本
書
が
あ
つ
た
。

※

　
「
政
治
は
人
間
が
し
ん
に
そ
の
個
性
を
発
揮
し
、
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き

て
い
く
た
め
の
環
境
を
整
備
し
、
人
間
が
各
自
の
幸
福
を
追
求
す
る
の
に
有
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
う
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ヤ

な
条
件
を
整
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
．
し
よ
せ

ち
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
う
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
ヤ
　
　
　
リ
　
　
　
し
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヨ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ
　
　
　
セ
　
　
　
や
　
　
　
ヤ

ん
、
政
治
は
政
治
で
あ
つ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ

の
世
に
は
政
治
以
上
に
追
求
す
べ
き
も
ろ
も
ろ
の
価
値
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

こ
れ
ら
の
価
値
の
た
め
に
こ
そ
人
間
は
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
．
政

コ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
や
　
　
　
ら
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
サ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ち
　
　
　
つ
　
　
　
や
　
　
　
ヤ

治
の
究
極
の
目
標
は
、
人
間
の
人
間
ら
し
い
価
値
追
求
を
助
け
る
こ
と
に
あ
ら

リ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
や
　
　
ち

ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
現
実
の
政
治
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
を
圧
倒
し
て

暴
走
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
た
い
な
ぜ
で
あ
る
か
。
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

治
の
こ
の
暴
走
を
抑
え
て
、
政
治
を
し
て
、
そ
の
慎
ま
し
い
目
的
に
限
定
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
（
二
〇
七
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
」
（
輔
頁
。
傍
点
”
内
山
）

　
こ
こ
で
著
者
が
包
懐
し
て
い
る
『
政
治
』
ぱ
判
然
と
し
な
い
が
．
お
そ
ら
く

ほ
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
や
　
　
　
り
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
へ

手
段
と
し
て
の
政
治
で
あ
ろ
う
し
．
手
段
と
し
て
合
目
的
的
な
政
治
で
あ
り
．

そ
の
意
味
で
一
つ
の
価
値
と
見
さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
現
代
の
政
治

が
人
間
の
手
段
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
政
治
が
人
間
か
ら
離
脱
し
て
、
独
立
し

た
ダ
イ
ナ
．
・
・
ズ
ム
を
展
開
し
．
そ
れ
に
人
間
が
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
転
倒
状
況

が
認
識
さ
れ
．
人
間
に
よ
る
政
治
の
奪
回
こ
そ
現
代
人
の
作
為
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
本
書
は
．
む
し
ろ
、
市
民
が
そ
う
し

た
現
実
政
治
を
科
学
的
に
分
析
し
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
理
論
や
観
念

の
研
究
と
分
析
と
に
重
点
を
お
い
て
い
る
』
（
一
頁
）
こ
と
に
は
．
政
治
主
体
と

し
て
の
人
間
（
鋸
市
民
）
の
「
意
味
』
が
こ
め
ら
れ
る
。

　
著
者
の
こ
の
「
意
味
』
探
究
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
次
の
文
節
で
あ

る
。
『
本
論
に
お
い
て
腺
、
一
方
で
ば
、
著
者
が
従
来
包
懐
し
て
い
た
政
治
二

重
機
能
論
を
M
・
デ
昌
ヴ
呂
ル
ジ
呂
の
示
唆
に
し
た
が
つ
て
、
よ
り
明
確
に
仕

上
げ
つ
つ
こ
れ
を
経
糸
と
し
て
全
編
を
二
編
に
分
ち
．
他
方
で
、
同
じ
く
著
者

が
か
ね
て
か
ら
唱
え
て
い
た
分
業
一
元
論
を
社
会
の
分
節
構
造
論
と
し
て
徹
底

さ
せ
つ
つ
、
こ
れ
を
緯
糸
と
し
て
配
し
た
。
そ
の
上
で
本
書
は
、
現
代
政
治
お

よ
び
政
治
学
の
当
面
す
る
諸
問
題
を
経
糸
に
し
た
が
つ
て
展
開
し
つ
つ
．
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
や

を
緯
糸
に
よ
つ
て
固
定
し
て
い
つ
た
。
』
　
（
二
頁
）
こ
の
発
展
と
固
定
の
あ
と
を

た
ど
る
こ
と
に
し
よ
う
。

※
　
※

著
者
の
論
脈
の
経
を
な
す
政
治
学
の
二
元
構
造
論
と
は
．
『
単
純
構
造
的
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
（
二
〇
七
八
）

治
学
」
を
も
つ
て
従
来
の
政
治
学
論
を
構
成
す
る
作
業
に
よ
つ
て
意
味
を
あ
た

え
ら
れ
る
。
し
ば
ら
く
著
者
に
語
ら
せ
よ
う
。

前
者
（
著
者
が
い
5
実
証
的
政
治
社
会
学
”
内
山
）
が
価
値
自
由
的
で
あ
り
．
後

者
（
著
者
が
い
う
普
遍
的
価
値
貫
徹
的
政
治
学
”
内
山
）
が
価
値
貫
徹
的
で
あ
る

点
で
、
相
互
に
ま
つ
た
く
対
立
的
な
性
格
の
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る

が
．
他
方
で
、
前
者
が
価
値
自
由
の
点
で
一
貫
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
単

純
な
構
成
を
と
つ
て
お
り
、
ま
た
後
者
が
価
値
貫
徹
の
点
で
一
貫
し
た
単
純

な
構
成
を
と
つ
て
い
る
と
い
う
、
構
造
的
単
純
性
の
点
で
、
両
者
は
ま
ウ
た

く
共
通
な
性
格
を
も
つ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
．
こ
こ
で

は
、
こ
の
両
者
の
学
的
構
成
の
単
純
性
に
着
目
し
て
、
そ
の
内
容
の
相
違
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
一
括
し
て
単
純
構
造
的
政
治
学
と
よ
ぶ
こ
と
に
す

る
。
（
二
三
頁
。
傍
点
鰐
内
山
）

　
こ
の
単
純
構
造
的
政
治
学
は
．
「
従
来
、
政
治
学
の
発
達
は
哲
学
よ
り
科
学

へ
の
発
達
と
し
て
比
較
的
簡
単
に
考
え
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
は
単
純
構
造
的

で
あ
り
、
か
つ
、
価
値
自
由
な
政
治
学
と
普
遍
的
価
値
貫
徹
的
政
治
科
学
と
は

究
極
的
に
一
致
す
る
』
（
三
頁
）
と
指
定
さ
れ
て
い
た
点
で
論
理
的
破
綻
を
内
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
ち
　
　
　
ヨ
　
　
　
う
　
　
　
や
　
　
　
ヤ
　
　
　
る
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
ね
　
　
　
う
　
　
　
セ
　
　
　
や
　
　
　
ち

し
て
い
な
か
つ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
．
政
治
学
の
あ
り
方
に
た
い
し
て
ひ
と

ヨ
　
　
　
や
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ

つ
の
間
題
を
提
起
し
た
の
が
「
二
重
構
造
的
政
治
学
』
で
あ
る
。
著
者
を
し
て

語
ら
し
め
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
．

価
値
自
由
で
．
経
験
的
・
実
証
的
な
政
治
社
会
学
と
価
値
貫
徹
的
政
治
哲
学



と
の
区
別
を
前
提
と
し
つ
つ
．
現
実
の
政
治
学
は
、
両
者
の
緊
張
的
で
暫
定

的
な
結
合
と
し
て
存
在
す
る
…
－
。
（
三
頁
）

政
治
社
会
学
も
政
治
哲
学
も
．
あ
る
意
味
で
相
互
に
寄
生
し
つ
つ
活
動
し
て

い
る
。
政
治
の
社
会
学
と
哲
学
と
は
相
互
に
分
離
し
が
た
い
ぽ
か
り
で
な

く
．
特
別
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、
双
方
と
も
無
限
に
自
己
展
開
す
る
も
の

で
あ
る
。
断
言
的
で
決
定
的
な
哲
学
は
け
つ
し
て
現
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
、
決
定
的
で
断
言
的
な
社
会
学
も
出
現
し
な
い
だ
ろ
う
。
社
会
学

は
．
自
己
の
知
識
が
そ
こ
か
ら
構
築
さ
れ
る
歴
史
の
一
部
分
で
あ
り
、
知
識

は
日
に
日
に
改
定
さ
れ
た
り
廃
棄
さ
れ
た
り
す
る
。
こ
の
こ
と
が
政
治
研
究

に
も
た
ら
す
帰
結
は
、
必
然
的
に
、
そ
れ
が
暫
定
的
な
性
格
を
も
た
ざ
る
を

え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
一
九
頁
）

　
こ
の
問
題
提
起
は
「
従
来
．
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
学
の
発
展
を
単
純
に
、
哲

学
か
ら
科
学
へ
の
発
展
と
解
し
．
単
純
構
造
的
政
治
学
こ
そ
政
治
学
の
あ
る
べ

き
姿
だ
と
す
る
傾
向
を
暗
黙
の
う
ち
に
い
だ
い
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
さ

い
．
価
値
貫
徹
政
治
学
は
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
わ
ゆ
る
相
関
主
義
の
デ
ィ
レ
ン
マ

に
陥
り
、
他
方
で
、
実
証
的
政
治
社
会
学
は
政
治
哲
学
の
密
輸
入
と
い
う
難
問

に
逢
着
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
、
こ
れ
ら
の
ア
ポ
リ
ア
の
解
決

に
手
を
下
し
か
ね
て
い
た
』
（
一
七
頁
）
状
況
に
対
峙
し
た
ラ
ソ
シ
マ
ソ
の
姿
勢

を
中
村
教
授
が
共
有
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ラ
ソ
シ
マ
ソ
の
対
応
は
『
現

代
の
政
治
学
』
（
川
上
源
太
郎
訳
、
竹
内
書
店
）
に
明
ら
か
だ
か
ら
（
本
書
．
一
五
－

七
頁
参
照
）
、
こ
こ
で
は
と
く
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
．
著
者
が
ラ
ン

シ
マ
ン
を
批
判
的
に
ふ
ま
え
た
限
り
で
、
そ
の
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
以
上
、

　
　
　
紹
介
と
批
評

著
者
の
「
批
判
」
は
聴
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
．

　
第
一
、
に
著
者
が
あ
げ
る
問
題
点
は
、
ラ
ン
シ
灯
ン
示
『
政
治
学
の
凶
構
成
要

素
た
る
政
治
哲
学
に
お
い
て
、
そ
の
諸
潮
流
の
対
立
・
分
裂
を
究
極
的
に
否
定
し

て
．
自
然
科
学
の
諸
規
範
に
た
い
す
る
信
念
の
出
発
点
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る

政
治
哲
学
的
信
念
の
共
有
体
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
．
』
（
一

八
頁
）
政
治
哲
学
が
人
間
の
嗜
好
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
哲
学
は
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち
　
　
　
つ

散
霧
消
し
て
し
ま
う
が
．
ま
じ
め
に
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
限
り
．
政
治
哲
学
は

　
　
　
　
　
や
　
　
へ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
う

い
く
つ
か
の
承
認
さ
れ
た
諸
前
提
に
拠
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
上
で
の
政
治

諸
哲
学
の
対
立
は
確
か
に
「
対
立
』
と
し
て
存
続
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
解
決

努
力
が
「
政
治
哲
学
へ
の
ア
ピ
ー
ル
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
社
会
学
へ
の
ア
ピ

ー
ル
」
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
以
上
、
「
対
立
』
の
決
着
を
不
可
能
と
す
る
必
要

は
な
い
．
す
な
わ
ち
．
ヴ
呂
ー
バ
ー
の
い
う
「
神
々
の
争
い
」
は
、
前
述
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
も
　
　
へ
　
　
へ

「
政
治
哲
学
の
前
提
が
不
完
全
な
形
で
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
結
び
つ
い
て
い
る
政
治
社
会
学
に
関
し
て
は
、
社
会
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ね

的
一
般
化
の
も
つ
暫
定
的
一
般
化
』
（
一
九
頁
。
傍
点
“
内
山
）
に
よ
つ
て
．
政
治

　
　
　
　
ロ
　
　
　
ヘ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
や
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

哲
学
に
お
け
る
変
心
が
考
え
ら
れ
．
こ
の
「
争
ど
の
絶
対
性
は
緩
和
さ
れ

る
。

　
第
一
一
の
間
題
点
は
．
『
信
念
の
源
泉
は
、
論
理
的
に
は
、
信
念
の
妥
当
性
と

は
な
ん
ら
関
係
が
な
い
』
（
一
九
頁
）
と
す
る
ラ
ソ
シ
マ
ソ
の
論
点
に
関
連
し
て

い
る
。
中
村
教
授
は
明
晰
に
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
二
重
構
造
的
政
治
学

を
主
張
し
つ
つ
．
他
方
で
、
信
念
の
源
泉
は
論
理
的
に
は
信
念
の
妥
当
性
と
は

な
ん
ら
関
係
が
な
い
と
す
る
定
言
的
命
題
を
樹
立
し
う
る
た
め
に
は
．
か
れ
が

い
う
よ
う
に
、
政
治
哲
学
的
信
念
の
共
有
体
と
い
う
命
題
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
（
二
〇
七
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
う
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
う
　
　
ロ
　
　
う
　
　
ち
　
　
り
　
　
う
　
　
い
　
　
む
　
　
ち
　
　
う
　
　
リ
　
　
セ
　
　
ロ
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
か
　
　
ち
　
　
り

い
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
．
こ
の
命
題
を
ま
さ
に
私
は
否
認
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
．
私
は
．
信
念
の
源
泉
は
論
理
的
に
は
信
念
の
妥
当
性
と
は
な
ん

ら
関
係
が
な
い
と
い
う
命
題
を
も
否
認
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
か
わ
り
に
、
私

　
　
セ
　
　
　
う
　
　
　
や
　
　
ロ
　
　
　
や
　
　
や
　
　
や
　
　
む
　
　
　
う
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
る
　
　
う
　
　
リ
　
　
　
ヨ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
　
コ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
う
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ち

は
．
社
会
的
信
念
は
論
理
的
妥
当
性
と
社
会
的
妥
当
性
と
の
二
重
の
妥
当
性
を

ち
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
つ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
う

有
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
．
』
（
一
九
頁
。
傍
点
“
内
山
）

　
第
三
は
、
政
治
哲
学
と
政
治
社
会
学
の
分
離
と
結
合
が
、
ラ
γ
シ
マ
ソ
の
い

う
よ
う
に
は
簡
単
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

『
諸
政
胎
哲
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
社
会
的
源
泉
と
結
び
つ
い
て
．
つ
ね
に
対

立
的
に
存
在
す
る
．
そ
し
て
、
政
治
哲
学
の
源
泉
と
し
て
の
社
会
構
造
の
諸
部

分
は
つ
ね
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
ま
ざ
ま
の
政
治
哲
学
が
た
え
ず

対
立
的
に
存
在
し
て
い
る
と
き
．
科
学
と
し
て
の
政
治
学
は
い
か
な
る
政
治
哲

学
と
政
治
社
会
学
と
の
結
合
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
」
（
二
〇
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ゐ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
つ
　
　
　
や
　
　
　
や
　
　
　
へ
　
　
　
り
　
　
　
ほ
　
　
　
や
　
　
　
ヨ

　
こ
の
問
題
認
識
は
結
局
．
イ
デ
オ
ロ
ギ
馨
の
科
学
的
価
値
の
問
題
に
つ
な
が

ら
ざ
る
を
え
な
い
．
著
者
が
「
科
学
的
思
惟
に
た
い
す
る
作
用
と
い
う
観
点
に

立
つ
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
冒
ギ
ー
は
同
一
平
面
に
あ
る
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
つ
て
、
あ
る
価
値
判
断
は
他
の
価
値
判
断
よ
り
も
現
実
の
い
つ
そ
う
大

き
な
理
解
を
可
能
に
す
る
。
…
…
対
立
す
る
二
つ
の
社
会
観
の
う
ち
、
ど
ち
ら

が
よ
り
大
き
な
科
学
的
価
値
を
も
つ
か
は
．
二
つ
の
う
ち
ど
ち
ら
が
．
他
方
を

社
会
的
人
間
的
現
象
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
．
そ
の
下
部
構

造
を
取
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
．
そ
し
て
内
在
的
批
判
に
よ
つ
て
そ
の
矛

盾
と
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
．
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
決
せ

ら
れ
る
」
（
一
コ
頁
）
と
い
う
時
、
科
学
と
価
値
の
問
題
が
ぎ
り
ぎ
り
追
つ
て
き

て
い
る
現
代
の
様
相
が
き
わ
だ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
か
く
し
て
中
村
教
授
は
．

る
。

　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
　
（
二
〇
八
O
）

現
代
政
治
学
像
を
明
確
に
次
の
よ
う
に
指
摘
す

現
代
政
治
学
は
．
一
方
で
．
人
類
の
す
べ
て
の
社
会
、
階
層
お
よ
び
世
代
を

傭
臓
し
う
る
高
所
に
立
つ
最
高
の
政
治
哲
学
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
他
方
で
、
そ
れ
は
、
近
来
、
急
激
な
発
展
を
み
せ
つ
つ
あ
る
隣
接
社
禽

諸
科
学
の
諸
命
題
を
こ
と
ご
と
く
探
究
し
、
こ
の
政
治
哲
学
の
も
と
に
包
摂

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
政
治
学
の
構
造
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
は
非
閉
鎖
的
で
無
限
に
発
展
可
能
な
学
問
体
系
と
し
て

の
可
能
性
を
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
一
二
頁
）

※
　
※
　
※

　
こ
う
し
た
問
題
意
識
と
構
想
に
よ
つ
て
、
本
書
は
「
抗
争
と
し
て
の
政
治
』

を
第
一
編
と
し
て
、
「
統
合
と
し
て
の
政
治
』
を
第
二
編
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。

「
抗
争
と
し
て
の
政
治
』
は
．
政
治
過
程
と
し
て
措
定
さ
れ
た
分
野
の
内
容
を

規
定
す
る
表
題
で
あ
る
が
、
著
者
が
い
う
よ
う
に
、
ベ
ン
ト
リ
馨
、
キ
！
、
ト

ル
：
マ
ソ
を
礎
定
者
と
す
る
そ
れ
は
政
治
集
団
に
偏
僑
し
す
ぎ
て
、
個
人
と
公

衆
の
問
題
を
看
過
し
て
い
る
と
シ
ャ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
批
判
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「
い
わ
ゆ
る
政
治
過
程
論
の
ワ
ク
を
破
つ
て
政
治
変
動
過
程
を
も

包
摂
す
る
徹
底
し
た
分
析
視
角
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
』
点
で
重
要
性
を
維

持
し
て
い
る
状
況
を
見
て
と
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ

　
政
治
抗
争
を
認
識
手
が
か
り
に
す
る
た
め
に
．
著
者
は
政
治
社
会
の
分
節
的

も
　
　
　
う

構
造
の
概
念
を
一
貫
す
る
。
こ
の
概
念
は
E
・
レ
ー
デ
ラ
ー
が
『
大
衆
の
国
家
輪



　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
も
　
　
リ
　
　
セ
　
　
リ
　
　
い
　
　
ヤ
　
　
つ
　
　
う
　
　
ち
　
　
や

の
中
で
提
示
し
た
一
単
位
祉
会
の
集
団
的
構
成
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

著
者
に
よ
つ
て
『
社
会
に
さ
ま
ざ
ま
の
分
節
体
が
存
在
し
て
い
る
の
は
、
社
会

の
な
か
で
人
ぴ
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
や
観
点
が
分
化
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ

な
い
と
い
う
否
定
で
き
な
い
事
実
の
結
果
で
あ
り
、
か
つ
原
因
で
あ
る
』
と
す

る
指
摘
を
へ
て
、
次
の
認
識
に
ま
で
い
た
る
。

私
は
、
こ
の
分
節
構
造
の
観
念
を
科
学
的
に
仕
上
げ
、
か
つ
、
そ
れ
を
人

類
社
会
の
全
側
面
に
適
用
す
る
こ
と
が
政
治
学
の
発
展
と
体
系
化
の
う
え
で

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
．
人
類
社
会
は
．
統
一
的
社

会
で
は
な
く
．
多
数
の
単
位
政
治
社
会
に
分
化
し
て
お
り
．
さ
ら
に
、
各
単

位
社
会
は
そ
の
内
部
に
経
済
的
分
節
を
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
政
治
制
度
的

分
節
や
政
治
運
営
上
の
分
節
性
な
ど
．
人
類
の
政
治
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
で

分
節
構
造
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
分
節
性
を
全
面

的
に
破
壊
し
て
強
制
的
同
質
化
を
実
現
せ
ん
と
す
る
全
体
主
義
（
絶
対
主
義
）

の
運
動
も
あ
る
が
．
こ
の
よ
う
な
運
動
の
意
義
も
．
ま
た
、
こ
の
分
節
性
の

観
念
か
ら
興
味
あ
る
分
析
と
評
価
が
可
能
と
な
る
こ
と
は
レ
ー
デ
ラ
ー
や
ノ

イ
マ
ソ
が
し
め
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
二
九
ー
三
〇
頁
）

　
こ
の
社
会
的
分
節
は
「
政
治
抗
争
の
原
因
で
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
発
展
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
も
　
　
ら
　
　
ち
　
　
セ

動
因
で
も
あ
る
』
（
二
八
頁
）
の
だ
が
．
基
本
的
に
は
社
会
的
分
業
を
も
つ
て
社

会
的
分
節
と
す
る
点
で
著
者
は
視
線
を
さ
し
透
そ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
．
第

一
編
の
主
題
は
．
階
層
と
階
級
．
民
族
を
め
ぐ
つ
て
旋
転
し
（
第
一
章
）
、
政
治

集
団
（
政
党
、
圧
力
団
体
。
第
二
章
）
に
論
及
し
．
公
衆
（
第
三
章
）
に
い
た
る
。
第

　
　
　
紹
介
と
批
評

一
お
よ
び
第
二
章
は
そ
の
論
旨
展
開
お
よ
び
項
目
を
別
と
す
れ
ば
特
記
す
べ
き

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
．
第
三
章
の
場
合
に
は
．
「
い
ま
や
、
エ
リ
ー
ト
4
1

公
衆
…
大
衆
と
い
う
．
古
典
的
自
由
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
三
分
節
的
社

会
構
造
は
崩
壊
し
て
．
エ
リ
！
ト
と
大
衆
と
が
直
接
無
媒
介
に
対
峙
す
る
と
い

う
二
分
節
的
社
会
構
造
が
出
現
し
た
』
（
一
一
一
頁
）
現
代
の
状
況
を
確
認
す
る

点
で
重
大
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
同
質
の
働
論
に
よ
つ
て
統
一
さ
れ
た
民
衆
で

あ
つ
て
、
安
定
し
た
政
治
体
制
の
支
柱
と
な
り
う
る
も
の
』
（
一
〇
八
頁
）
で
あ

り
．
「
さ
い
ご
に
形
成
さ
れ
な
が
ら
．
民
主
主
義
文
明
の
進
展
に
つ
れ
て
も
つ

と
も
発
展
の
途
に
つ
く
だ
ろ
う
社
会
集
団
』
（
二
〇
頁
）
と
し
て
の
公
衆
が
幻

想
化
し
、
「
あ
る
問
題
や
利
害
に
か
ん
し
て
た
ま
た
ま
同
じ
態
度
を
と
る
人
び

と
の
一
時
的
な
集
合
』
（
一
一
一
頁
）
と
し
て
再
構
成
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況

は
．
「
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
下
の
人
問
」
の
問
題
に
接
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。
そ
こ
に
は
「
地
域
的
共
同
生
活
が
回
復
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
公
衆
も

ま
た
回
復
さ
れ
え
な
い
』
（
二
三
頁
）
と
す
る
実
践
命
題
を
ふ
く
み
つ
つ
．

「
巨
大
な
生
産
力
に
よ
つ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
大
衆
は
形
式
的
合
理
性
と
と
も

に
心
理
的
非
合
理
性
と
い
5
矛
盾
し
た
性
質
を
も
つ
て
い
る
。
政
治
体
制
に
た

い
す
る
機
能
と
い
う
点
で
も
ま
つ
た
く
姿
を
異
に
す
る
一
意
見
の
あ
た
え
手
と

受
け
手
の
不
均
衡
は
決
定
的
な
形
を
と
り
．
大
衆
は
討
論
の
相
手
と
い
う
よ
り

操
作
の
対
象
と
な
る
。
…
－
そ
こ
で
は
．
大
衆
は
巨
大
な
群
集
に
転
落
す
る
可

能
性
を
ま
す
ば
か
り
で
あ
る
。

　
大
衆
社
会
で
は
ア
ノ
ミ
ー
状
況
が
進
展
し
．
心
理
的
不
安
に
襲
わ
れ
た
大
衆

は
、
し
ば
し
ば
政
治
的
大
衆
運
動
の
か
た
ち
で
逃
避
す
る
。
信
念
体
系
の
矛
盾

や
混
乱
に
襲
わ
れ
、
根
源
的
不
安
に
苦
し
む
人
び
と
は
指
導
者
を
求
め
、
救
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
（
二
〇
八
一
）
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主
を
求
め
、
こ
れ
と
同
一
化
す
る
。
こ
う
し
て
、
大
衆
社
会
で
は
不
安
の
誤
つ

た
処
理
と
し
て
の
逆
行
的
大
衆
運
動
が
し
ば
し
ば
発
生
し
、
群
集
的
社
会
関
係

に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
逆
行
性
が
加
速
化
さ
れ
る
』
（
二
三
ー
一
四
頁
）
と
指

摘
さ
れ
、
こ
の
「
大
衆
」
政
治
を
分
析
課
題
と
す
る
論
脈
が
形
成
さ
れ
る
。

　
第
二
編
で
は
、
政
治
統
合
の
中
核
と
し
て
の
政
治
権
力
・
国
家
権
力
が
明
確

に
さ
れ
て
い
る
．
そ
し
て
そ
れ
は
「
氷
山
の
よ
う
に
、
社
会
と
い
う
大
洋
の
底

深
く
諸
種
の
社
会
集
団
と
そ
の
社
会
的
諸
権
力
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
．
深
く
根

を
下
ろ
し
て
い
る
』
構
図
が
描
か
れ
．
特
定
の
政
治
体
制
の
形
態
を
と
つ
て
実

現
さ
れ
る
政
治
統
合
の
様
態
が
提
示
さ
れ
る
。

　
政
治
権
力
の
問
題
は
い
わ
ば
政
治
学
の
グ
レ
ー
ト
・
イ
ッ
シ
ュ
ー
で
あ
る
が

ゆ
え
に
．
い
ま
さ
ら
そ
れ
に
つ
け
加
え
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
し
か
し
、
案
外

こ
の
第
四
章
『
政
治
権
力
』
を
読
ん
で
み
れ
ば
．
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
政
治
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
う
　
　
ぬ
　
　
へ

力
に
か
ん
す
る
学
問
的
資
産
を
共
有
し
て
い
な
い
か
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は

な
い
か
．
た
と
え
ば
『
近
代
に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
離
は
、
権
力

の
見
地
か
ら
み
れ
ば
．
公
的
政
治
権
力
と
し
て
の
国
家
権
力
と
社
会
諸
権
力
と

の
分
離
”
二
重
化
過
程
の
完
成
を
意
味
す
る
。
…
…
国
家
権
力
は
．
政
治
社
会

の
存
続
の
た
め
に
優
越
的
権
力
と
し
て
他
の
社
会
的
権
力
に
た
い
す
る
統
制
を

行
な
い
つ
つ
も
．
他
方
で
、
所
与
の
時
代
の
所
与
の
社
会
に
客
観
的
に
必
要
な

機能の

分
化
を
尊
重
し
て
国
家
権
力
の
恣
意
的
な
介
入
を
抑
制
す
る
ば
か
り

か
．
む
し
ろ
他
の
社
会
的
諸
権
力
に
依
存
し
つ
つ
作
用
す
る
の
で
な
け
れ
ぽ
国
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家
権
力
自
身
も
安
定
的
に
行
動
し
え
な
い
。
こ
の
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
条
件

り
　
　
　
う
　
　
り

と
限
度
を
こ
え
た
国
家
権
力
の
行
動
は
．
結
局
は
．
他
の
社
会
的
諸
権
力
の
反

抗
に
直
面
し
て
、
無
力
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
ば
か
り
か
、
国
家
権
力
自
身
も
安
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二
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（
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八
二
）

定
を
失
つ
て
崩
壌
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
（
一
三
五
⊥
二
六
頁
）
と
い
つ
た
政
治
権
力

と
国
家
権
力
の
歴
史
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
認
識
を
共
有
し

た
上
で
．
現
在
権
力
が
語
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
私
の
危
倶
を
．
第
五
章
『
国
家
』
．
第
六
章
「
政
治
体
制
』
、
第
七
章

「
政
治
指
導
」
と
読
み
進
ま
れ
た
時
．
共
有
す
る
研
究
者
が
お
そ
ら
く
多
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。※

　
※
　
※
　
※

本
書
は
『
印
刷
の
つ
ご
う
で
…
…
と
く
に
政
治
過
程
論
・
官
僚
制
・
独
裁
的

政
治
体
制
・
政
治
変
動
な
ど
の
章
を
削
除
』
（
二
頁
）
し
て
い
る
た
め
に
、
厳
し

い
問
題
提
起
と
方
法
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
転
結
が
は
つ
き
り
し
な
い
う
ら
み
が

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
本
書
が
致
命
的
な
欠
陥
を
も
つ
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
．
政
治
学
と
し
て
政
治
を
理
論
化
す
る
契
機
を
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ロ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
リ
　
　
　
ち
　
　
　
う

者
が
内
在
化
し
て
い
る
以
上
、
い
つ
か
は
暫
定
的
に
（
す
な
わ
ち
、
研
究
考
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
へ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
や

て
）
は
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
を
中
村
教
授
が
は
た
そ
う
と
し
た
、
そ
の
試

　
　
　
　
　
　
つ
　
　
ち
　
　
う
　
　
ち

論
を
う
け
と
る
ま
じ
め
な
姿
勢
こ
そ
が
重
大
で
あ
る
。

　
こ
の
研
究
者
の
情
況
こ
そ
．
権
力
の
状
況
が
合
理
化
さ
れ
形
式
化
さ
れ
て
い

る
さ
な
か
で
、
権
力
と
人
間
が
織
り
な
し
て
ゆ
く
模
様
を
明
確
に
指
摘
し
、
次

な
る
人
間
に
バ
ト
ソ
・
タ
ッ
チ
す
る
わ
れ
わ
れ
の
責
務
で
も
あ
ろ
う
か
。

　
と
り
わ
け
．
隣
接
諸
科
学
と
の
交
叉
を
大
前
提
と
す
る
こ
と
で
と
り
こ
む
こ

と
の
で
き
る
彪
大
な
資
料
・
確
認
量
を
ま
え
に
し
た
時
、
そ
れ
を
整
理
集
成
す

る
こ
と
の
難
し
さ
と
、
整
理
基
準
の
必
要
を
本
書
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
し
．

ま
た
現
実
政
治
に
お
い
て
見
失
わ
れ
た
価
値
観
の
要
請
の
い
よ
い
よ
熾
烈
の
度



を
ま
し
て
い
る
状
況
に
見
あ
つ
た
論
理
化
要
請
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
D
・
イ
ー
ス
ト
ソ
の
い
う
〈
行
動
論
以
後
の
革
命
〉
に
い
る
こ

と
は
、
わ
が
国
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
定
着
の
（
お
そ
ら
く
は
限
り
な
い
）
過
程
に
あ

る
こ
と
で
い
う
ま
で
も
な
い
が
．
実
は
こ
う
し
た
意
識
そ
の
も
の
が
政
治
学
を

ス
テ
レ
オ
化
し
．
権
力
構
造
認
識
の
形
式
性
を
も
た
ら
し
て
し
ま
，
う
。
（
こ
の
実
例

が
学
生
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
）
そ
の
誤
謬
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
ち
よ
う
ど
「
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
ヨ

代
政
治
学
』
の
旗
手
た
ち
が
懸
命
に
な
つ
て
い
る
概
念
の
推
敲
に
よ
る
新
し
い

つ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
や

政
治
科
学
へ
の
意
思
の
昂
揚
で
あ
り
、
新
し
い
方
法
に
た
い
す
る
確
実
な
意
味

づ
け
が
必
要
で
あ
る
。

　
当
初
に
の
べ
た
よ
う
に
、
憲
門
分
野
に
逃
避
す
る
こ
と
の
無
知
は
、
ふ
り
す

て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
悪
で
す
ら
あ
る
。
つ
ね
に
お
の
れ
を
確
保
し
、

現
実
を
現
実
と
し
て
確
認
し
つ
つ
、
挫
折
に
陥
没
し
な
い
勇
気
と
英
智
を
備
え

る
試
み
を
自
己
に
課
す
、
そ
の
た
め
に
本
書
が
あ
る
の
だ
し
．
精
読
を
す
す
め

た
い
。
な
お
、
政
治
学
の
二
重
構
造
論
に
か
ん
し
て
は
、
広
島
大
学
『
政
経
論

叢
』
十
九
巻
二
号
（
一
九
六
九
年
九
且
）
所
載
の
「
政
治
学
の
構
造
に
つ
い
て
」
を

参
照
す
る
べ
き
で
あ
り
．
国
家
論
、
政
治
過
程
論
に
か
ん
す
る
中
村
教
授
の
構

想
の
原
型
は
『
現
代
政
治
学
研
究
』
（
広
島
大
学
政
経
学
部
政
治
経
済
研
究
所
刊
．
昭

和四

一
年
）
に
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
　
（
法

律
文
化
社
刊
．
一
九
七
〇
年
．
二
六
三
頁
、
九
八
O
円
）
（
一
九
七
一
・
八
・
二
〇
）
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内
山
秀
夫
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