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「
合
法
性
と
正
統
性
」
再
論

　
！
正
義
と
暴
力
の
は
ざ
ま
で
ー

萩

原

ムヒ
目ヒ

久
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法
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政
治

政
治
の
法
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法
の
政
治
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正
統
性
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合
法
性

力
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
問
題
視
座

法
・
政
治
の
暴
力
と
正
義

結
　
語

「合法性．と正統性．」再論

一
　
法
と
政
治

　
法
律
学
と
政
治
学
の
特
質
を
対
比
さ
せ
る
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
に
、
政
治
と
は
成
立
し
つ
つ
あ
る
法
（
≦
①
三
①
＆
窃

寄
9
辞
）
で
あ
り
、
法
は
実
現
さ
れ
た
政
治
（
＜
震
三
邑
一
3
＄
℃
＆
勢
）
で
あ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
政
治
の
規
範
定
立
機
能
に

対
し
て
、
法
の
規
範
適
用
機
能
を
強
調
し
た
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
い
か
に
も
教
科
書
的
な
、
一
九
世
紀
な
ら
ま
だ
通
用
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し
た
か
も
知
れ
な
い
法
と
政
治
の
相
互
補
完
的
共
生
関
係
は
幻
想
で
あ
り
、
今
日
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
み
機
能
す
る
。
と

い
う
の
も
、
確
か
に
、
近
代
民
主
主
義
は
、
立
法
・
司
法
・
行
政
の
三
権
分
立
と
そ
の
三
者
間
で
の
抑
制
均
衡
と
い
う
仕
組
み
を
編

み
出
し
、
立
法
行
為
と
そ
の
法
の
執
行
、
さ
ら
に
は
そ
の
監
視
を
峻
別
さ
せ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
れ
、
政
治
は
恣

意
的
意
志
に
よ
る
決
断
の
産
物
で
は
な
く
、
法
、
特
に
憲
法
の
制
約
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
し
、
逆
に
司
法
は
定
立
さ
れ
た

規
範
を
「
中
立
的
」
に
適
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
政
治
的
側
面
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
点
の
確
認
か
ら
は
じ

め
た
い
。

二
　
政
治
の
法
化
と
法
の
政
治
化

　
近
代
立
憲
国
家
に
お
い
て
は
、
政
治
を
憲
法
の
枠
組
み
の
な
か
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恣
意
的
な
政
治
判
断
を
許
容
し
な

い
、
い
わ
ゆ
る
政
治
の
法
化
（
く
①
霞
Φ
3
葺
9
⊆
お
α
R
℃
9
鼻
）
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
代
の
法
治
主
義
と
は
、
や
や
も

す
れ
ば
恣
意
的
に
な
り
が
ち
な
「
政
治
に
よ
っ
て
」
で
は
な
く
、
法
は
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
改
廃
さ
れ
る
と
い
う
原
則
を
確
立
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
対
的
で
文
脈
依
存
的
な
立
法
者
の
行
為
を
法
と
い
う
普
遍
的
正
義
の
下
に
置
く
と
い
う
営
み
で
あ
る
。
王

（
寄
×
）
が
法
（
胃
×
）
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
、
王
と
て
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
国
王
に
可
視
化
さ
れ
て
い
た

「
立
法
者
」
の
姿
か
ら
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
は
ず
さ
れ
、
法
は
法
に
よ
っ
て
創
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
法
を
つ
く
る
法
の
、
ま
た

そ
の
法
…
…
と
い
う
連
鎖
の
先
に
す
べ
て
の
法
の
源
に
な
っ
て
い
る
究
極
の
法
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
神
の
死
」
（
二
i

チ
ェ
）
が
自
明
の
も
の
と
な
っ
た
現
代
人
に
は
、
神
が
人
間
に
与
え
た
命
令
と
し
て
の
「
自
然
法
」
を
そ
う
し
た
究
極
の
法
と
は
認

め
が
た
い
。
だ
か
ら
そ
れ
を
「
根
本
規
範
」
（
ヶ
ル
ゼ
ン
）
と
呼
び
か
え
る
純
粋
法
学
な
ど
も
出
て
こ
よ
う
し
、
ま
た
そ
の
根
本
規

範
の
立
法
者
は
神
で
は
な
く
、
人
間
の
遺
伝
子
情
報
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
す
る
遺
伝
子
還
元
論
が
「
科
学
的
」
と
も
て
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（
1
）

は
や
さ
れ
た
り
も
す
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
「
自
然
法
則
轟
ε
轟
一
5
憂
」
が
「
自
然
法
臣
ε
轟
＝
餌
≦
」
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
だ

け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
究
極
の
法
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
の
作
業
を
神
や
自
然
の
偉
大
さ
、
科
学
の
偉
大
さ
と
い
う
権
威
を

引
き
合
い
に
出
し
て
棚
上
げ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ
の
他
方
で
、
現
代
は
行
政
国
家
化
、
司
法
国
家
化
の
時
代
で
も
あ
る
。
こ
の
事
態
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
規
範
定
立
機
能
が
、

立
法
府
の
手
中
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
選
挙
に
よ
る
淘
汰
を
恐
れ
る
こ
と
の
な
い
官
僚
や
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
が
行
わ
れ
て

お
り
、
か
つ
そ
れ
が
単
な
る
付
随
的
現
象
と
し
て
す
ま
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
概
念
法
学
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
登
場
し
て
き
た
、
ハ
ー
ト
や
フ
ラ
ン
ク
に
代
表
さ
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
は
、
法
を
解
釈
す
る

に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
に
様
々
な
法
外
の
不
確
定
要
素
が
関
与
し
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
そ
の
意
味
で
、
司
法
の
判
断
が
政
治
的

で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
裁
判
官
の
中
立
性
と
い
う
観
念
自
体
が
そ
の
政
治
性
を
隠
蔽
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
役
割
を
果
た

す
こ
と
を
認
め
る
。
こ
こ
か
ら
逆
に
、
多
く
の
法
リ
ア
リ
ス
ト
は
「
政
策
と
し
て
の
法
」
を
前
面
に
押
し
出
し
、
積
極
的
な
社
会
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

革
を
め
ざ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
す
ら
、
不
徹
底
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
よ
う
と
し
た

の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
法
学
と
呼
ば
れ
る
批
判
的
法
学
研
究
（
9
三
8
一
［
畠
巴
o
o
9
9
貫
略
称
O
［
ω
）
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ス
ト
が
法
的

判
断
に
介
入
し
て
く
る
裁
判
官
の
個
人
的
・
政
治
的
価
値
観
が
ゆ
え
の
偏
向
を
問
題
に
し
た
の
に
対
し
て
、
批
判
的
法
学
研
究
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
社
会
の
法
文
化
総
体
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
し
て
い
る
価
値
的
偏
向
」
を
問
題
視
し
、
現
代
の
り
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社

会
に
お
い
て
、
難
渋
か
つ
秘
教
的
語
彙
で
｝
般
人
を
煙
に
巻
く
エ
リ
ー
ト
支
配
の
道
具
に
な
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
法
の
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

性
を
批
判
す
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
救
い
出
そ
う
と
す
る
「
法
の
支
配
」
に
対
置
さ
れ
る
の
が
「
政
治
と
し
て
の
法
」
で
あ
る
。
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三
　
正
統
性
と
合
法
性

　
そ
も
そ
も
立
憲
主
義
（
そ
れ
は
狭
義
に
は
「
支
配
者
の
恣
意
的
権
力
に
対
抗
し
て
、
権
力
を
一
定
の
内
容
を
持
つ
憲
法
の
も
と
に
お
き
制

　
　
　
（
5
）

限
す
る
原
理
」
と
定
式
化
で
き
よ
う
）
と
民
主
主
義
は
「
立
憲
民
主
主
義
」
と
い
う
形
で
ス
ト
レ
ー
ト
に
接
合
可
能
な
も
の
で
あ
ろ

（
6
）

う
か
。
憲
法
の
文
言
を
文
字
通
り
受
け
止
め
、
そ
れ
を
唯
一
正
当
な
解
釈
基
準
と
み
な
そ
う
と
、
逆
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
裁
判
官
の
政
治
権
力
行
使
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
よ
う
と
、
あ
る
い
は
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
よ
う
に
、
多
数
者
に
対

抗
し
て
個
人
の
権
利
を
尊
重
す
る
〈
権
利
基
底
的
〉
役
割
を
裁
判
所
に
求
め
よ
う
と
、
立
憲
主
義
の
原
理
そ
の
も
の
は
（
民
主
主
義

的
で
あ
れ
、
非
民
主
主
義
的
で
あ
れ
）
立
法
者
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
立
憲
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、

そ
の
時
々
の
多
数
者
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
決
断
を
下
そ
う
と
も
、
憲
法
そ
の
も
の
が
民
主
主
義
の
本
義
を
体
現
し
て
い
る
と
想
定

す
る
場
合
⊥
思
法
と
い
う
〈
ノ
モ
ス
〉
が
時
々
の
立
法
者
の
意
志
の
産
物
で
あ
る
〈
テ
シ
ス
〉
に
絶
対
的
に
優
越
す
る
と
み
な
す

場
合
1
の
み
で
あ
る
。
い
ま
、
立
法
者
が
定
め
る
法
規
範
が
憲
法
に
合
致
し
て
い
る
と
い
う
、
立
憲
主
義
を
支
え
る
根
拠
を
「
合

法
性
」
と
呼
び
、
そ
の
憲
法
が
国
民
の
総
意
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
正
当
化
根
拠
を
「
正
統
性
」
と
呼
び
替
え
る
な
ら
、

立
憲
民
主
主
義
と
は
実
は
、
循
環
論
法
に
他
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
正
統
性
類
型
論
で
、
法
の
至
高

性
へ
の
形
式
主
義
的
信
仰
が
「
合
法
的
支
配
」
と
し
て
近
代
的
支
配
の
基
調
と
な
る
と
想
定
し
た
が
、
そ
う
な
れ
ば
憲
法
の
「
正
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

性
」
は
究
極
的
に
非
人
格
性
と
合
理
性
に
裏
支
え
さ
れ
た
「
合
法
性
」
の
な
か
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
周
辺
住
民
の
生

活
を
根
本
か
ら
破
壊
し
て
し
ま
う
よ
う
な
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
申
請
も
、
法
的
に
暇
疵
が
な
い
か
た
ち
で
出
さ
れ
れ
ば
そ
れ
を
受
理
し
、

住
民
の
苦
情
や
反
対
に
は
耳
を
貸
さ
な
い
よ
う
な
役
人
が
自
身
の
「
正
し
さ
」
を
主
張
で
き
る
の
も
こ
の
為
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う

し
た
合
法
的
支
配
の
正
統
性
は
、
憲
法
と
い
う
〈
ノ
モ
ス
〉
そ
れ
自
体
が
、
国
民
的
同
質
性
を
前
提
に
成
立
し
、
ま
た
そ
れ
を
解
釈

す
る
人
間
を
介
す
る
こ
と
な
く
啓
示
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
に
他
な
ら
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
流
の
言
葉
を
用
い
て
言
え
ば
、
〈
テ
シ
ス
〉
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の
み
が
解
釈
者
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
く
〈
ノ
モ
ス
〉
に
も
解
釈
者
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
者
が
王
と
崇
め
奉
ら
れ
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
［
o
図
を
作
る
の
は
や
は
り
菊
雰
な
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
法
の
支
配
な
ど
幻
想
で
あ
る
。
度
を
越
え
た
自
由

な
解
釈
は
法
創
造
に
等
し
く
、
解
釈
改
憲
な
ど
お
手
の
物
で
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
法
的
・
政
治
的
議
論
で
は
結
論
が
先
に

あ
り
、
正
当
化
主
義
的
な
根
拠
付
け
は
後
か
ら
つ
い
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
戦
争
」
も
「
平
和
の
た
め
の
措
置
」
と
呼

び
か
え
れ
ば
戦
争
で
は
な
く
な
る
。
つ
い
最
近
も
、
「
世
界
の
王
」
ア
メ
リ
カ
は
「
戦
争
捕
虜
」
を
「
不
法
戦
闘
員
」
と
呼
び
か
え
、

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
公
然
と
違
反
す
る
よ
う
な
捕
虜
虐
待
を
キ
ュ
ー
バ
の
グ
ア
ン
タ
ナ
モ
・
ベ
イ
で
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
問
題
領
域
か
ら
再
検
討
を
要
す
る
の
が
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
小
著
『
合
法
性
と
正
統
性
』
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
、
抵
抗
権
と
憲
法
制
定
権
力
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
れ
を
合
法
性
概
念
と
緊
張
関
係
の
も
と
に
お
く
。
「
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
権
の
排
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
い
う
こ
と
が
、
…
…
合
法
性
概
念
の
本
来
的
機
能
で
あ
る
。
」

四
　
力
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
問
題
視
座

「合法性と正統性」再論

　
カ
ー
ル
・
シ
ユ
ミ
ッ
ト
の
著
作
は
、
た
と
え
ば
彼
の
有
名
な
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
に
お
け
る
友
敵
の
区
別
と
い
う
主
張
で

す
ら
、
当
時
の
ド
イ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な
か
で
お
か
れ
て
い
た
状
況
と
い
う
文
脈
を
離
れ
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の

は
正
し
い
。
『
合
法
性
と
正
統
性
』
に
関
し
て
も
、
そ
れ
が
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
獲
得
の
見
通
し
の
強
ま
っ
た
一
九
三
二
年
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
り
、
二
八
年
の
『
憲
法
論
』
よ
り
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
批
判
、
議
会
主
義
批
判
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、

状
況
的
理
由
が
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
論
理
が
論
理
と
し
て
持
つ
価
値
を
そ
れ
が
故
に
減
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
の
小
著
で
二
正
面
作
戦
を
挑
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
で
本
来
、
合
法
性
を
占
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有
す
べ
き
唯
一
の
立
法
者
で
あ
る
議
会
に
成
り
代
わ
っ
て
立
ち
現
れ
て
き
た
、
合
法
性
を
詐
称
す
る
多
元
主
義
に
対
し
て
、
他
方
で

形
式
性
と
非
人
格
化
さ
れ
た
合
理
性
を
頼
み
の
綱
に
す
る
議
会
制
立
法
国
家
に
対
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
合
法
性
な
き
多
元

主
義
党
派
」
と
「
正
統
性
な
き
議
会
」
が
そ
こ
で
は
批
判
の
姐
上
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
、
彼
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
聞
い
て
み
よ
う
。
「
立
法
者
は
、
立
法
国
家
に
お
い
て
は
当
然
の
事
な
が
ら
、

つ
ね
に
唯
一
、
単
一
な
立
法
者
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
立
法
者
な
い
し
は
相
互
に
相
対
化
し
あ
う
法
律
概
念
間
の
い
か
な
る

競
合
も
、
立
法
国
家
自
体
を
破
壊
す
る
も
の
と
な
る
…
…
完
結
し
た
合
法
性
体
系
を
持
つ
立
法
国
家
に
お
い
て
は
多
様
な
法
源
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

存
在
し
え
な
い
…
…
首
尾
一
貫
し
た
立
法
国
家
の
立
法
者
は
合
法
性
の
〈
独
占
〉
を
手
に
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
う
確

認
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
だ
か
ら
こ
そ
、
合
法
性
に
と
っ
て
死
活
の
も
の
と
な
る
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
権
の
排
除
で
あ
る
と
繰
り
返

し
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。
合
法
性
を
自
身
に
要
求
す
る
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
、
あ
ら
ゆ
る
異
論
を
非
合
法
化
・
犯
罪
化
す
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
る
に
多
元
主
義
の
党
派
は
、
自
分
自
身
の
立
場
を
曖
昧
に
し
、
と
き
に
は
「
国
家
」
、
と
き
に
は
単
な
る
「
一
政

治
勢
力
」
、
責
任
を
負
う
こ
と
の
な
い
単
な
る
一
党
派
の
両
刀
使
い
（
餅
号
琵
ヨ
巴
霧
）
を
演
じ
る
こ
と
で
、
議
会
制
立
法
国
家
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

合
法
性
概
念
も
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
多
元
主
義
を
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
、
そ
の
他
方
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
議
会
が
合
法
性
を
占
有
で
き
る
立
法
者
た
り
う
る
と
考
え

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
分
割
不
能
な
国
民
的
同
質
性
と
い
う
前
提
が
抜
け
落
ち
た
」
現
代
の
議
会
主
義
に
お
い

て
は
、
そ
れ
が
い
か
に
中
立
性
を
装
お
う
と
も
「
単
な
る
算
術
的
な
多
数
決
と
い
う
無
対
象
的
で
内
容
を
持
た
な
い
機
能
主
義
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

中
立
性
な
い
し
は
客
観
性
の
反
対
物
に
転
じ
て
し
ま
う
」
か
ら
で
あ
る
。
五
一
％
の
支
持
を
え
て
い
る
多
数
派
が
一
〇
〇
回
、
多
数

決
で
の
採
決
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
で
、
形
式
的
思
考
を
貫
、
徹
さ
せ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
五
一
回
勝
つ
の
で
は
な
く
、
一
〇
〇
回
と
も

勝
利
を
総
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
主
義
的
で
形
式
的
、
価
値
中
立
的
な
議
会
制
立
法
国
家
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
第
二
篇
が
保
障
し
て
い
る
よ
う
な
、
社
会
権
を
含
む
様
々
な
権
利
を
実
現
で
き
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
「
合
法
性
な
き
党
派
の
乱
立
」
と
「
正
統
性
な
き
議
会
」
の
両
者
を
切
り
捨
て
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
彼
が
持
ち
出
す
代
替
案
－
人
民
投
票
的
・
民
主
主
義
的
基
盤
の
上
に
、
か
つ
そ
の
枠
内
で
、
独
特
な
究
極
の
正
当
化
（
寄
9
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
氾
）

8
ヨ
讐
夷
）
を
み
い
だ
し
う
る
行
政
国
家
と
司
法
国
家
の
結
合
体
　
　
の
是
非
を
問
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
対

し
て
な
ら
、
彼
の
立
論
が
正
統
性
を
合
法
性
に
解
消
し
て
し
ま
っ
た
と
非
難
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
逆
で
あ
る
。
彼
は
、
す
べ
て
の
法
に
そ
の
合
法
性
の
根
拠
を
与
え
る
政
治
的
意
志
の
実
在
－
主
権
者
の
決
断
　
　
を
合
法
性
の

優
位
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
よ
う
に
し
て
法
の
上
に
立
つ
こ
と
に
な
る
憲
法
制
定
権
力
U
主
権
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て

〈
例
外
状
況
〉
に
お
い
て
現
行
法
を
廃
棄
す
る
権
限
を
持
つ
と
み
な
し
た
。
主
権
者
（
人
民
投
票
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
大
統
領
）
の

非
常
大
権
は
「
正
統
性
」
の
名
で
是
認
さ
れ
、
人
権
は
停
止
さ
れ
う
る
。
超
法
規
的
な
政
治
判
断
は
万
能
の
切
り
札
で
あ
り
、
そ
の

カ
ー
ド
は
、
ひ
と
た
び
切
ら
れ
れ
ば
歯
止
め
は
な
い
。
民
族
や
国
家
の
存
亡
が
か
か
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
れ
ば
、
人
権
な
ど
ぜ
い
た

く
品
と
な
り
、
周
知
の
よ
う
に
、
戦
時
中
は
「
ぜ
い
た
く
は
敵
」
扱
い
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
有
事
立
法
〉
を
急
ぐ
あ
ま
り
本
格
的

な
議
論
を
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
我
が
国
の
国
会
で
あ
る
が
、
そ
し
て
有
事
立
法
そ
の
も
の
は
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
そ

し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
学
ぶ
べ
き
教
訓
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

「合法性と正統性」再論

五
　
法
・
政
治
の
暴
力
と
正
義

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
〈
ナ
チ
ス
の
桂
冠
学
者
〉
と
し
て
一
蹴
す
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
が
、
私
が
逆
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
が
開
く
、
次
に
述
べ
る
相
互
に
連
関
す
る
問
題
領
域
を
扱
い
う
る
そ
の
着
眼
点
の
射
程
の
広
さ
で
あ
る
。
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1
　
抵
抗
権
・
憲
法
制
定
権
力
、
始
ま
り
の
暴
力
と
正
義

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
正
統
性
を
合
法
性
の
優
位
に
置
く
の
は
、
彼
が
憲
法
制
定
権
力
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
憲
法
制
定
権
力
と

は
、
端
的
に
言
っ
て
、
「
権
力
な
き
と
こ
ろ
で
権
力
を
創
り
出
す
力
（
し
た
が
っ
て
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
語
の
＜
R
貯
ω
ω
琶
鵯
鴇
訂
区
①

の
睾
聾
が
含
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
権
力
」
で
は
な
い
）
、
無
か
ら
有
を
創
り
出
す
暴
力
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
暴
力
に
よ

る
正
義
の
創
出
」
と
「
正
義
に
よ
る
暴
力
の
正
当
化
」
が
同
時
に
な
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の

「
有
」
は
宣
言
時
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
「
ア
メ
リ
カ
国
民
」
の
名
に
よ
っ
て
無
か
ら
創
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
典
型
的
な
「
遂

行
的
発
話
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
根
拠
と
な
る
権
威
は
上
か
ら
で
も
外
か
ら
で
も
な
く
、
自
己
自
身
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
（
と
さ

れ
て
い
る
も
の
）
、
す
な
わ
ち
自
己
原
因
（
8
仁
都
ω
巳
）
な
の
で
あ
る
。
主
権
と
は
、
こ
の
憲
法
制
定
暴
力
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の

暴
力
性
は
隠
蔽
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
後
の
国
法
体
系
が
〈
合
法
的
〉
に
構
築
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
暴
力
と
、
そ
の
隠

蔽
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
権
が
排
除
さ
れ
、
法
が
正
義
に
な
る
の
で

あ
る
。
憲
法
制
定
暴
力
は
、
抵
抗
権
の
行
使
に
よ
っ
て
立
ち
上
げ
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
合
法
性

の
体
系
は
、
逆
に
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
権
を
失
墜
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
抵
抗
権
な
る
も
の
が
持
つ
二
重
の
意
味
で
の
原
初
的
性
格
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
原

初
性
と
論
理
的
原
初
性
で
あ
る
。
前
者
は
法
制
度
の
未
整
備
に
由
来
し
、
法
制
度
の
完
備
と
と
も
に
後
退
し
て
、
権
利
保
障
が
欠
け

て
い
た
り
、
不
十
分
な
領
域
に
お
い
て
の
み
機
能
す
る
が
、
「
論
理
的
原
初
性
と
は
、
権
利
が
常
に
抵
抗
権
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
い
う
。
各
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
人
権
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
意
味
の
抵
抗
権
も
、
当
然
各
人
は
ー
生
ま
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

が
ら
ー
も
っ
て
い
る
。
」
だ
と
す
れ
ば
国
法
体
系
の
合
法
性
と
は
、
抵
抗
権
の
も
つ
こ
の
原
初
的
性
格
が
克
服
さ
れ
る
、
ま
さ
に

そ
れ
が
ゆ
え
に
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
「
近
代
の
立
憲
国
家
が
市
民
に
対
し
て
法
律
へ
の
服
従
を
要
求
で
き
る

の
は
、
合
法
的
な
も
の
を
正
統
な
も
の
と
認
め
、
ま
た
と
き
に
は
正
統
で
な
い
と
し
て
却
下
で
き
る
よ
う
な
諸
原
理
に
、
す
な
わ
ち
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承
認
に
値
す
る
原
理
に
国
家
が
依
拠
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
利
害
に
関
わ
る
挑
戦
を
前
に
し
て
代
議
制
が
役
に
立
た
な
い
場
合
、
市
民
と
し
て
の
、

そ
れ
も
個
々
の
市
民
と
し
て
の
国
民
が
、
主
権
者
本
来
の
権
利
を
要
求
し
て
い
く
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
主
的
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

治
国
家
は
、
最
終
的
に
こ
う
し
た
正
統
性
の
番
人
た
ち
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
う
し
た
市
民
の
声
、
市
民
の
力
に
最
後
の
期
待
を
か
け
る
の
が
市
民
的
不
服
従
論
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
、
そ
れ
の
み
が
国
家

の
暴
力
に
「
テ
ロ
」
と
い
う
対
抗
暴
力
で
応
酬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
暴
力
の
連
鎖
」
を
断
ち
切
り
う
る
だ
け
で
な
く
、
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

一
現
実
的
で
、
か
つ
強
力
な
力
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

「合法性と正統性」再論

　
2
　
無
条
件
に
平
等
な
チ
ャ
ン
ス

　
第
二
に
着
目
し
た
い
の
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
す
る
「
無
条
件
に
平
等
の
チ
ャ
ン
ス
」
で
あ
る
。
彼
は
機
能
主
義
的
で
中
立
的

な
議
会
が
数
の
横
暴
に
走
る
こ
と
で
、
中
立
性
と
客
観
性
の
反
対
物
と
な
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
ひ
と
つ
の

実
質
的
な
公
正
原
理
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
多
数
票
獲
得
へ
の
到
達
を
め
ぐ
っ
て
競
い
合
う
、
万
人
に
開
か
れ
た

無
条
件
に
平
等
な
チ
ャ
ン
ス
の
保
障
で
あ
る
。
「
こ
の
原
理
な
く
し
て
は
、
多
数
算
術
は
、
あ
ら
ゆ
る
内
容
的
結
果
を
等
閑
視
す
る

が
ゆ
え
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
遊
戯
と
堕
し
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
合
法
性
概
念
も
、
あ
ら
ゆ
る
正
義
に
対
す
る
厚
顔
な
嘲
弄
と
な
る

だ
け
で
な
く
、
最
初
の
多
数
派
は
た
だ
ち
に
合
法
的
に
持
続
的
権
力
と
し
て
み
ず
か
ら
を
制
度
化
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
多
数
を
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

得
し
て
し
ま
う
や
い
な
や
体
系
自
体
が
終
わ
り
を
告
げ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
」

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
平
等
な
チ
ャ
ン
ス
が
無
条
件
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
と
い
う
の
も
、
競
合
者

の
非
合
法
性
が
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
を
多
数
派
が
決
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
保
障
は
な
い
も
同
然
で
あ
る
し
、
ま
た
司
法
な

ど
の
〈
不
偏
不
党
の
中
立
的
〉
第
三
者
が
そ
れ
を
決
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
立
法
国
家
の
合
法
性
体
系
が
放
棄
さ
れ
た
こ
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と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
が
あ
え
て
こ
の
論
点
を
問
題
視
す
る
の
は
、
「
始
ま
り
の
暴
力
」
を
隠
蔽
し
え
た
「
法
の
正
義
」
が
、
暴
力
で
は
な
く
正
義
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

あ
り
続
け
る
為
に
、
〈
法
の
脱
構
築
〉
が
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
解
釈
の
問
題
で
は
な
い
。
岡

野
八
代
が
従
軍
慰
安
婦
・
日
本
軍
性
奴
隷
問
題
に
関
連
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
法
的
議
論
に
な
じ
ま
ぬ
も
の
と
し

て
、
あ
る
い
は
こ
と
ば
を
奪
わ
れ
た
者
た
ち
の
沈
黙
は
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
事
実
を
間
題
と
す
る
学
問
の
将
外
の
も

の
と
し
て
無
視
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
女
は
問
い
か
け
る
。
法
律
家
は
や
や
も
す
れ
ば
「
既
存
の
犯
罪
類
型
に
こ
の
問
題
を

当
て
は
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
現
在
、
わ
た
し
た
ち
が
〈
暴
力
〉
を
め
ぐ
っ
て
直
面
し
て
い
る
問
題
は
、
逆
に
既
存
の
犯
罪
類
型

か
ら
〈
排
除
〉
さ
れ
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
自
分
が
被
っ
た
〈
不
正
〉
を
告
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
暴
力
の
被
害
に

遭
い
、
〈
痛
み
〉
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
声
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
が
多
く
存
在
す
る
／
し
て
き
た
、
と
い
う
事

　
　
（
1
9
）

態
な
の
だ
。
」

　
し
か
し
こ
う
し
た
〈
脱
構
築
〉
日
法
の
正
義
の
回
復
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
行
っ
た
の
と
は
異
な
る
や
り
方

で
「
政
治
的
な
も
の
」
を
再
定
義
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
の
な
か
で
は
、
あ
れ
ほ
ど
「
政
治

的
な
も
の
」
と
「
国
家
的
な
も
の
」
の
混
同
を
諌
め
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
っ
た
が
、
彼
自
身
が
こ
の
混
同
を
免
れ
て
い
た
と
は

言
い
難
い
。
国
家
は
戦
争
機
械
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
見
で
は
法
の
外
側
に
置
か
れ
て
い
た
他
者
が
法

の
内
側
に
と
り
こ
ま
れ
（
固
呂
①
旨
ゴ
畠
号
ω
＞
＆
①
『
雪
仙
9
一
拐
一
8
9
9
9
9
。
吋
）
そ
の
他
者
と
の
間
に
あ
ら
た
な
関
係
性
、
あ

ら
た
な
「
あ
い
だ
」
を
作
り
出
す
と
い
う
、
あ
る
種
ア
レ
ン
ト
的
な
「
政
治
」
の
概
念
が
必
要
に
な
る
。
「
暴
力
」
と
「
無
条
件
の

平
等
」
と
い
う
観
念
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
想
定
し
て
い
た
以
上
の
拡
が
り
を
持
つ
の
だ
ろ
う
し
、
持
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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六
　
結
語

　
合
法
性
と
正
統
性
と
い
う
問
題
圏
に
対
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
引
証
し
つ
つ
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
裁
判
官
の
法
創
造
が
合
法

的
と
是
認
さ
れ
る
の
も
、
議
会
の
多
数
決
が
正
統
性
を
根
拠
に
是
認
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
ら
の
営
為
に
よ
っ
て
現
行
制
度
が
生
み
出

す
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
消
が
め
ざ
さ
れ
る
か
ぎ
り
ー
暴
力
の
原
罪
を
蹟
お
う
と
す
る
正
義
の
行
い
が
赦
し
を
得
る
こ
と
の
で
き
る

場
合
の
み
ー
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
合
法
性
」
と
「
正
統
性
」
は
、
「
立
憲
民
主
主
義
」
に
融
和
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
は
な

ら
ず
、
相
互
に
緊
張
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
も
強
調
し
て
お
く
が
、
本
報

告
は
決
し
て
「
暴
力
装
置
」
、
戦
争
機
械
と
し
て
の
国
家
像
を
強
調
す
る
も
の
で
も
、
ま
し
て
や
是
認
す
る
も
の
で
も
な
い
。
近
代

主
権
国
家
が
想
定
す
る
国
民
の
平
等
、
国
民
の
同
質
性
と
い
う
前
提
が
必
然
的
に
国
家
の
内
外
を
分
か
つ
国
境
線
、
「
彼
ら
」
と

「
わ
れ
わ
れ
」
を
区
別
・
差
別
す
る
基
準
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
国
家
の
内
部
に
お
い
て
も
、
国
民
的
同
質

性
か
ら
逸
脱
す
る
「
異
質
者
」
の
排
除
・
絶
滅
を
企
図
す
る
こ
と
が
国
家
に
と
っ
て
不
可
避
の
も
の
と
な
る
の
な
ら
ば
、
ア
レ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
言
う
「
人
権
の
ア
ポ
リ
ア
」
は
解
消
不
可
能
で
あ
る
。
人
権
を
躁
躍
す
る
の
も
国
家
で
あ
る
が
、
そ
の
国
家
の
権
力
な
く
し
て
は

人
権
の
擁
護
は
な
し
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
国
家
に
お
け
る
「
正
義
」
の
契
機
に
こ
そ
、
力
点
が
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
た
め
に
は
何
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
関
連
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
近
年
の
現
代
思
想
的
な
議
論
に
顕
著
な
ア
ウ

シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
特
権
化
、
九
・
ニ
テ
ロ
の
特
権
化
に
ま
つ
わ
る
暴
力
の
正
当
化
言
説
に
関
し
て
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
、
あ
る
い
は
九
・
一
一
テ
ロ
の
よ
う
な
「
究
極
の
罪
業
」
に
対
し
て
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ

で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ば
小
規
模
の
虐
殺
な
ら
黙
認
し
て
よ
い
、
あ
る
い
は
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
を
く
い
止
め
る
た
め
な
ら
、
何
を
行

っ
て
も
よ
い
と
す
る
風
潮
に
見
て
取
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
が
九
・
一
一
テ
ロ
の
標
的
と
な
っ
た
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
跡
地
を
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
」
と
呼
ぶ
、
そ
の
感
覚
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に
は
唖
然
と
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
自
ら
に
加
え
ら
れ
た
暴
力
を
、
あ
た
か
も
原
爆
投
下
と
同
列
の
非
人
道
的
行
為
と
描
き

出
す
、
そ
の
反
面
、
自
分
た
ち
の
行
っ
た
ヒ
ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
ヘ
の
原
爆
投
下
は
、
人
道
的
行
為
と
正
当
化
し
、
そ
の
こ
と
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

批
判
・
疑
念
す
ら
許
さ
ぬ
と
い
う
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
容
認
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
テ
ロ

行
為
を
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
が
ゆ
え
に
免
罪
し
て
、
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
を
ア
ラ
ブ
人
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
暴
力
を
止
め
る
た
め
の
暴
力
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
を
再
現
さ
せ
な
い
た
め
の
暴
力
、
テ
ロ
を
根
絶
す
る
暴
力
を
「
正
義
の
暴

力
」
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
で
、
逆
に
暴
力
の
連
鎖
、
暴
力
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
招
来
さ
せ
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
、
「
報
復
」
す
る
力
を
持
つ
者
だ
け
に
、
力
が
独
占
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
正
義
も
独
占
さ
れ
、
そ
の
暴
力
の
前
に
沈
黙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
人
々
か
ら
は
、
正
義
ど
こ
ろ
か
、
正
義
に
至
り
う
る
可
能
性
ま
で
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
人
権
を
躁
躍
す
る
よ
う
な
国
家
の
暴
力
が
「
不
当
な
暴
力
」
で
あ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
の
」
人
権
を
擁
護
し
て
く
れ
る
国
家
の
暴
力

が
「
正
義
の
暴
力
」
な
の
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
暴
力
で
あ
れ
、
そ
れ
を
暴
力
と
し
て
直
視
す
る
こ
と
、
自
分
た
ち
が
他
者
に
加

え
て
い
る
暴
力
を
常
に
自
覚
し
、
他
者
の
痛
み
か
ら
目
を
背
け
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
正
当
化
主
義
的
な
思
考
を
放
棄
す
る
こ

と
こ
そ
が
必
要
で
あ
る
。

　
確
か
に
「
剣
を
伴
わ
ぬ
契
約
は
、
た
ん
な
る
こ
と
ば
に
す
ぎ
な
い
」
（
＝
3
幕
ω
）
。
し
か
し
こ
と
ば
ま
で
奪
わ
れ
、
沈
黙
を
強
い

ら
れ
、
正
義
の
可
能
性
ま
で
奪
わ
れ
た
人
々
に
こ
と
ば
を
戻
す
こ
と
、
正
義
へ
の
希
望
を
戻
す
こ
と
な
く
し
て
は
、
法
も
政
治
も
、

暴
力
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
別
名
と
な
り
下
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
重
要
な
の
は
、
新
た
な
暴
力
の
連
鎖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

を
生
み
出
す
「
報
復
」
と
、
す
べ
て
を
水
に
流
す
と
い
う
、
単
な
る
忘
却
の
口
実
に
供
さ
れ
か
ね
な
い
「
赦
し
」
の
あ
い
だ
で
、
正

義
の
持
つ
根
元
的
治
癒
力
を
模
索
し
続
け
る
努
力
を
わ
れ
わ
れ
が
続
け
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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（
1
）
　
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
語
で
は
自
然
法
Z
讐
⊆
畦
①
∩
耳
に
対
し
て
自
然
法
則
は
Z
象
ξ
鷺
零
旨
と
区
別
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
自
然
法

則
H
Z
餌
ε
渥
8
①
鼠
と
い
う
語
例
は
、
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
を
持
ち
出
せ
ば
話
は
別
で
あ
ろ
う
が
、
通
常
対
比
的
に
用
い

　
ら
れ
る
胃
Φ
o
算
と
の
。
ω
①
粛
の
区
別
（
中
世
以
来
の
大
陸
法
に
根
強
い
権
利
H
法
的
秩
序
か
ら
派
生
し
た
菊
Φ
。
窪
に
対
す
る
、
人
問
が

策
定
し
た
実
定
法
O
①
ω
Φ
訂
と
い
う
用
例
）
か
ら
は
大
き
く
は
ず
れ
て
し
ま
う
。

（
2
）
　
和
田
仁
孝
「
モ
ダ
ン
法
思
考
の
限
界
と
法
の
再
文
脈
化
」
、
（
井
上
達
夫
・
嶋
津
格
・
松
浦
好
治
編
『
法
の
臨
界
　
［
1
］
法
的
思
考
の

再
定
位
』
所
収
）
二
九
頁
。

（
3
）
　
有
賀
誠
「
批
判
的
法
学
研
究
1
〈
法
の
支
配
〉
の
行
方
i
」
（
有
賀
誠
・
伊
藤
恭
彦
・
松
井
暁
編
『
ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』

　
所
収
）
一
八
四
頁
。
有
賀
「
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
、
ア
ン
ガ
ー
、
デ
リ
ダ
　
　
〈
法
の
支
配
〉
を
め
ぐ
る
係
争
の
行
方
ー
」
（
『
創
文
』

　
8
0
∵
ミ
Z
o
」
器
）
も
併
せ
て
参
照
の
こ
と
。

（
4
）
　
D
・
ケ
ア
リ
ズ
編
『
政
治
と
し
て
の
法
－
批
判
的
法
学
入
門
f
』
、
風
行
社
（
0
9
閑
巴
昌
ω
（
a
●
）
）
↓
冨
℃
o
毎
一
8
9
一
餌
≦
H

　
＞
零
o
鷺
窃
臨
お
O
旨
δ
羅
）
℃
讐
爵
Φ
自
ω
8
厨
」
㊤
Q
。
N
）
な
お
、
こ
の
書
物
と
類
似
し
た
「
政
治
と
し
て
の
法
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を

　
つ
け
ら
れ
て
い
る
論
文
集
に
勾
o
轟
匡
ゆ
o
ぎ
霞
が
序
文
を
付
し
た
次
の
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
集
が
あ
る
。
ご
麩
こ
U
旨
窪
富
島

　
（
巴
．
y
一
四
≦
霧
℃
〇
一
三
〇
ω
，
（
）
鋤
二
ω
9
ヨ
葺
、
ω
9
三
ρ
琴
9
＝
げ
Φ
轟
一
一
ω
ヨ
。
O
爵
①
C
三
＜
o
邑
2
零
の
ω
ω
曽
O
仁
跨
鋤
ヨ
節
一
〇
コ
α
o
P
H
O
O
Oo
．

　
本
稿
が
こ
の
問
題
文
脈
で
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
注
目
す
る
の
も
、
し
た
が
っ
て
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。

（
5
）
　
ブ
レ
ー
ン
出
版
『
現
代
政
治
学
事
典
』
の
「
立
憲
主
義
」
の
項
参
照
。

（
6
）
　
芦
部
信
喜
『
憲
法
　
第
三
版
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
は
人
間
の
尊
厳
と
い
う
究
極
の
価
値
に
奉
仕
す
る
手
段
と
し
て
、
民
主
主
義

　
は
「
単
に
多
数
者
支
配
の
政
治
を
意
味
せ
ず
、
実
を
と
も
な
っ
た
立
憲
民
主
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
七
頁
）
と
し
て
、
両
者

　
を
調
和
的
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

（
7
）
　
○
曽
露
急
芦
零
窓
＝
什
警
巨
α
一
紹
三
巨
感
鮮
吟
＞
仁
雰
ゆ
R
一
ぎ
お
o。
○

。
（
這
認
ン
ω
。
置
（
『
合
法
性
と
正
当
性
』
、
未
來
社
、
一
五

　
頁
）
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
箇
所
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
に
お
い
て
「
正
統
性
と
合
法
性
の
両
者
が
、
合
法
性
が
、
ま
さ
に
正
統
性
の

　
対
極
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
統
性
と
い
う
共
通
の
概
念
に
還
元
さ
れ
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
な
お
こ
の

　
訳
書
で
は
［
①
笹
二
B
詳
葺
に
対
し
て
「
正
当
性
」
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
国
ぎ
8
祠
巽
8
馨
貫
α
⊆
ε
3
篶
賞
ぼ
酢
R

　
匹
ξ
讐
ω
ヨ
霧
げ
轟
琴
窪
o
一
嵩
Φ
曽
昌
α
霞
Φ
＞
旨
く
o
昌
菊
①
3
焦
の
賊
ユ
閃
＝
昌
鵬
巴
ω
象
①
い
畠
巴
濤
警
α
窃
O
餌
二
㊤
B
①
日
貰
凶
ω
o
げ
g
の
o
ω
9
謎
①
－
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σ
＝
コ
窃
ω
母
讐
串
（
一
貫
し
て
遂
行
さ
れ
る
多
元
主
義
は
議
会
制
立
法
国
家
の
合
法
性
と
は
別
種
の
正
当
化
を
必
要
と
す
る
）
（
ω
。
8
）

　
と
い
っ
た
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
菊
Φ
o
耳
8
三
讐
轟
と
概
念
上
の
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
の
で
、
以
下
で
は
「
正
統
性
」
の
訳
語
を
用

　
い
る
。

（
8
）
　
ρ
ω
魯
巨
葺
」
三
負
ω
ヒ
H
（
邦
訳
二
一
八
頁
。
）

（
9
）
　
ρ
鶉
露
ヨ
葺
」
び
置
こ
ω
』
鐸
（
邦
訳
二
八
頁
。
）

（
1
0
）
　
○
曽
匡
急
拝
ヨ
こ
こ
ω
●
O
一
久
邦
訳
二
一
八
頁
。
）

（
n
）
　
O
o
o
o
三
巨
拝
ま
す
．
ω
』
H
（
邦
訳
四
一
頁
。
）
「
法
律
は
、
民
主
制
に
あ
っ
て
は
、
…
…
実
際
的
に
は
そ
の
と
き
ど
き
の
多
数
者

　
の
意
志
で
あ
る
。
民
衆
の
命
ず
る
と
こ
ろ
が
法
律
で
あ
る
。
（
一
①
図
o
q
。
“
ε
＆
8
2
ビ
ω
冒
冨
こ
…
…
国
民
が
善
で
あ
り
、
し
た
が
っ

　
て
国
民
の
意
志
と
い
う
だ
け
で
十
分
な
の
だ
と
い
う
前
提
な
し
に
は
い
か
な
る
民
主
制
も
成
り
立
た
な
い
。
彼
が
欲
す
る
と
い
う
こ
と
だ

　
け
で
十
分
な
の
だ
。
（
＝
。
D
象
律
ε
、
自
話
舞
●
）
議
会
制
民
主
制
に
お
い
て
は
、
議
会
の
意
志
が
、
国
民
の
意
志
と
同
一
視
さ
れ
る
。
議

　
会
が
国
民
意
志
と
い
う
資
格
要
件
を
備
え
て
い
る
と
前
提
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
こ
こ
で
は
議
会
の
単
純
多
数
決
が
法
で
あ
り
、
法
律
で
あ

　
り
う
る
。
」
ρ
oo
魯
言
葺
」
巨
“
ω
』
刈
h
（
邦
訳
三
五
i
六
頁
）
こ
う
し
た
国
民
の
意
志
の
表
出
に
対
し
て
、
「
立
憲
主
義
的
な
」
司
法

府
の
審
査
は
立
法
国
家
の
合
法
性
体
系
を
脅
か
す
も
の
と
な
る
。
憲
法
に
は
、
実
質
的
な
面
で
、
立
法
者
の
先
回
り
を
し
て
、
立
法
者
の

役
割
を
演
じ
る
こ
と
な
ど
望
む
術
す
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
憲
法
は
こ
う
し
た
立
法
者
に
対
し
て
、
組
織
的
、
手
続
き
的
な
規
制
を
行
い
う

　
る
に
す
ぎ
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
の
論
点
は
、
今
日
的
な
状
況
と
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
論
争
的
だ
ろ
う
。

（
1
2
）
　
O
oっ
魯
巨
葺
」
ぴ
己
こ
o
o
。
8
’
（
邦
訳
二
二
〇
1
一
頁
。
）

（
1
3
）
　
『
合
法
性
と
正
統
性
』
を
前
向
き
に
評
価
す
る
際
、
多
く
の
論
者
は
パ
ー
バ
ー
マ
ス
・
ル
ー
マ
ン
論
争
と
関
連
さ
せ
て
正
統
性
の
危
機

　
鴨
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
る
の
だ
が
、
文
脈
上
、
本
報
告
で
は
こ
の
問
題
は
と
り
あ
げ
な
い
。
ま
た
誤
解
を
避
け

　
る
た
め
に
断
っ
て
お
く
が
、
本
報
告
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
問
題
」
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
「
解
決
」
を
評
価
す
る
も
の
で
は

　
な
い
。

（
1
4
）
　
佐
々
木
高
雄
『
抵
抗
権
論
』
、
学
陽
書
房
、
六
二
頁
。

（
1
5
）
　
旨
缶
餌
σ
震
日
四
9
0
一
〇
Z
窪
①
C
昌
曽
σ
巽
ω
一
3
二
凶
魯
落
一
◎
困
Φ
一
幕
℃
o
一
露
ω
9
Φ
ω
o
ぼ
洋
Φ
口
く
。
零
㊤
コ
ζ
信
寡
鋤
ヨ
寓
餌
言
一
⑩
o
o
g
oo
．
o
o
㎝

q
口
α
o
o
O
o
●
（
『
新
た
な
る
不
透
明
性
』
、
松
籟
社
、
二
六
－
七
、
二
二
頁
。
）
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「合法性と正統性」再論

（
1
6
）
　
先
日
、
緊
急
に
翻
訳
出
版
さ
れ
た
岩
波
新
書
の
『
帝
国
を
壊
す
た
め
に
』
の
な
か
で
、
イ
ン
ド
人
の
女
性
作
家
ア
ル
ン
ダ
テ
ィ
．
ロ

　
イ
は
、
ア
フ
ガ
ン
や
イ
ラ
ク
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
暴
挙
を
、
彼
女
独
特
の
ユ
ー
モ
ア
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
込
め
つ
つ
も
、
厳
し
く
批

判
し
て
い
る
が
、
同
時
に
彼
女
は
最
大
級
の
期
待
を
、
「
民
主
主
義
と
自
由
を
取
り
戻
す
」
ア
メ
リ
カ
市
民
の
抵
抗
の
な
か
に
見
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
戦
争
マ
シ
ー
ン
に
対
抗
で
き
る
だ
け
の
通
常
兵
力
を
持
つ
国
な
ど
、
も
は
や
存
在
し
な
い
が
、
唯
一
存
在
す
る
の
は
、

　
よ
り
強
力
な
組
織
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
市
民
な
の
で
あ
る
。
『
帝
国
を
壊
す
た
め
に
i
戦
争
と
正
義
を
め
ぐ
る
エ
ッ
セ
イ
　
　
』
、
岩
波
新

　
書
、
二
〇
四
－
七
頁
参
照
。

（
1
7
）
　
O
oo
o
ま
ヨ
葺
」
σ
こ
二
ω
る
N
・
（
邦
訳
四
二
頁
。
）

（
1
8
）
　
「
正
義
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
裁
判
官
の
決
断
は
、
あ
る
法
／
権
利
の
規
則
ま
た
は
一
般
的
な
掟
に
従
わ
ね
ば

　
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
再
設
定
的
な
現
実
的
解
釈
行
為
に
よ
っ
て
そ
れ
を
引
き
受
け
、
是
認
し
、
そ
の
価
値
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
あ
た
か
も
つ
き
つ
め
て
み
る
掟
な
ど
前
も
っ
て
現
実
に
存
在
し
て
は
い
な
い
か
の
よ
う
に
。
…
…
あ
る
決
断
が
正
義
に
か
な
う
も
の
で
あ

　
り
、
か
つ
責
任
あ
る
／
応
答
可
能
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
決
断
は
そ
れ
に
固
有
の
瞬
間
に
お
い
て
、
規
制
さ
れ
な
が
ら
も
同
時

　
に
規
制
な
し
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
掟
を
維
持
す
る
け
れ
ど
も
同
時
に
そ
れ
を
破
壊
し
た
り
宙
吊
り
に
す
る
の
で
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
」
J
・
デ
リ
ダ
『
法
の
力
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
五
五
1
六
頁
。

（
1
9
）
　
岡
野
八
代
『
法
の
政
治
学
』
、
青
土
社
、
一
八
五
頁
。

（
2
0
）
　
H
・
ア
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原
2
　
帝
国
主
義
』
、
み
す
ず
書
房
、
二
七
〇
頁
以
降
を
参
照
。

（
21
）
団
一
担
，
ピ
ぎ
。
旨
富
一
欝
↓
●
浮
箆
ぎ
巳
二
巴
。
）
遭
霞
馨
o
昌
≦
貰
ω
H
↓
箒
穿
・
σ
9
≦
邑
9
げ
R
σ
讐
一
霧
8
『
浮
。
＞
ヨ
包
。
讐

　
葛
界
Z
①
≦
K
e
F
三
Φ
霞
8
0
毎
き
ω
O
o
誘
」
O
O
①
（
『
戦
争
と
正
義
ー
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
展
論
争
か
ら
』
、
朝
日
選
書
六
〇
七
）

（
2
2
）
　
上
野
千
鶴
子
「
非
力
の
思
想
　
戦
争
の
犯
罪
化
の
た
め
に
」
（
朝
日
新
聞
二
〇
〇
二
年
九
月
一
〇
日
夕
刊
）
参
照
。

（
2
3
）
　
こ
の
点
で
、
マ
ー
サ
・
ミ
ノ
ウ
『
復
讐
と
赦
し
の
あ
い
だ
』
（
荒
木
教
夫
・
駒
村
圭
吾
訳
）
、
信
山
社
が
示
唆
に
富
む
。

※
　
本
稿
は
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
四
日
、
尚
美
学
園
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
日
本
政
治
学
会
共
通
論
題
1

　
と
共
生
」
で
の
報
告
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
政
治
学
と
法
律
学
の
競
合
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