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ルソーと東アジアのデモクラシーの未来
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ソ
ー
と
東
ア
ジ
ア
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
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来
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東
ア
ジ
ア
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
未
来

一　

は
じ
め
に

　

ル
ソ
ー
ほ
ど
論
争
的
な
思
想
家
も
珍
し
い
。「
人
民
主
権
の
父
」
と
称
賛
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、「
全
体
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
」
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
思
想
に
対
す
る
解
釈
な
い
し
イ
メ
ー
ジ
も
、
驚
異
的
な
ま
で
に
多
様
で
あ
る
。

「
革
命
的
」、「
貴
族
主
義
的
」、「
進
歩
的
」、「
保
守
的
」、「
合
理
主
義
的
（
啓
蒙
主
義
的
（」、「
非
合
理
主
義
的
（
反
啓
蒙
主
義
的
（」、

「
近
代
的
」、「
古
典
古
代
的
」、「
個
人
主
義
的
」、「
集
合
主
義
的
」、「
共
和
主
義
的
」、「
自
由
主
義
的
」、「
共
産
主
義
的
」、「
ロ
マ

ン
主
義
的
」、
等
々
。
お
よ
そ
一
貫
性
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
対
極
的
で
す
ら
あ
る
。
あ
え
て
一
貫
し
て
い
る
要
素
を
指
摘
す
る
と
す
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れ
ば
、
今
も
昔
も
、
そ
し
て
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
人
は
ル
ソ
ー
に
対
し
て
無
関
心
で
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
本
稿
は
、
ル
ソ
ー
の
思
想
的
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
東
ア
ジ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
未
来
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
問
題
設
定
は
妥
当
性
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
異
論
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
、
ま

ず
は
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
一
言
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
ル
ソ
ー
解
釈
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
学
問
的
評
価
に
た
え
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
。

本
稿
は
当
然
な
が
ら
前
者
を
目
指
す
が
、
し
か
し
ル
ソ
ー
自
身
の
意
図
を
終
始
尊
重
す
る
よ
う
な
内
容
と
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、

若
干
の
釈
明
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
代
表
的
論
者
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
思
想
史
研
究
の
第

一
義
的
目
的
は
、
思
想
家
の
意
図
（
発
語
内
的
行
為
（
を
可
能
な
限
り
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る（2
（

。
こ
れ
は
ご
も
っ
と
も
な
指

摘
で
あ
る
。
だ
が
、
思
想
家
の
意
図
を
離
れ
て
解
釈
あ
る
い
は
曲
解
さ
れ
た
思
想
を
研
究
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
自
覚
的
に
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
（
ス
キ
ナ
ー
自
身
、
こ
れ
に
は
異
論
を
唱
え
な
い
と
思
わ
れ
る
（。
例
え
ば
、
ル
ソ
ー
本
人

と
ル
ソ
ー
主
義
者
と
の
違
い
を
自
覚
し
た
上
で
、
後
者
の
思
想
と
行
動
を
分
析
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
カ
ン
ト

や
中
江
兆
民
が
、
ル
ソ
ー
の
真
意
を
理
解
し
て
い
る
と
信
じ
つ
つ
も
そ
れ
を
曲
解
し
た
場
合
、
そ
の
曲
解
の
さ
れ
方
を
理
解
す
る
こ

と
は
、
ル
ソ
ー
自
身
の
思
想
の
理
解
に
寄
与
せ
ず
と
も
、
カ
ン
ト
や
中
江
兆
民
の
思
想
を
理
解
す
る
上
で
有
効
と
な
り
う
る
。
あ
る

い
は
、
ル
ソ
ー
の
思
想
に
含
ま
れ
る
理
論
や
概
念
を
自
由
に
援
用
し
、
研
究
者
自
身
の
目
的
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
も
、
自
覚
的

に
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
有
益
た
り
う
る
。（
ち
な
み
に
、
丸
山
眞
男
は
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
「
思
想
論
」
と
呼
び
、「
思
想
史
」

か
ら
区
別
し
た（

（
（

。（

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
臨
機
応
変
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
ル
ソ
ー
的
な
い
し
ル
ソ
ー
主
義
的
プ
リ
ズ
ム
を
つ

く
り
あ
げ
、
そ
れ
を
通
し
て
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
、
特
に
東
ア
ジ
ア
の
そ
れ
を
み
て
い
き
た
い
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

を
と
る
理
由
は
、
ル
ソ
ー
の
思
想
そ
の
も
の
の
理
解
が
深
ま
る
か
ら
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
ま
つ
わ
る
問
題
の
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所
在
を
明
確
化
す
る
の
に
役
立
つ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

二　

ル
ソ
ー
の
曲
解
と
そ
の
政
治
的
含
意

　

ま
ず
は
、
準
備
作
業
と
し
て
、
ル
ソ
ー
の
曲
解
が
も
た
ら
し
た
政
治
的
帰
結
に
対
す
る
一
つ
の
見
方
を
紹
介
し
よ
う
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
思
想
は
、
恐
怖
政
治
の
主
役
た
ち
に
も
、
全
体
主
義
の
擁
護
者
た
ち
に
も
援
用
さ
れ
て
き
た
。
ロ
ベ

ス
ピ
エ
ー
ル
や
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
が
ル
ソ
ー
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、「
ヒ
ト
ラ
ー
は
ル

ソ
ー
の
帰
結
で
あ
る
」
と
い
う
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
の
言
葉
が
、
ル
ソ
ー
解
釈
と
し
て
は
甚
だ
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
満
ち
た

も
の
で
あ
れ
、
ル
ソ
ー
主
義
の
政
治
的
作
用
の
説
明
と
し
て
は
無
視
で
き
な
い
側
面
を
有
し
て
い
る（（
（

。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
ル
ソ
ー
の
思
想
は
か
く
も
曲
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
由
は
無
数
あ
る
だ
ろ
う
し
、
援
用
す
る
者
の

動
機
・
意
図
と
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
多
く
の
場
合
、
次
の
点
が
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ル

ソ
ー
の
一
般
意
志
と
か
強
制
的
自
由
と
か
立
法
者
に
関
す
る
主
張
な
い
し
ロ
ジ
ッ
ク
に
の
み
注
意
が
集
ま
り
、
ル
ソ
ー
が
不
可
欠
と

し
て
想
定
し
た
理
論
の
前
提
条
件
が
（
意
識
的
に
せ
よ
、
無
意
識
的
に
せ
よ
（
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
例
を
あ

げ
る
と
、
ル
ソ
ー
は
、『
社
会
契
約
論
』
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
共
和
国
は
、
市
民
間
の
貧
富
の
格
差
が
大
き
く
な
く
、
徒
党
や
部
分

的
団
体
が
存
在
せ
ず
、
過
度
に
文
明
化
し
て
お
ら
ず
健
全
な
習
俗
が
残
っ
て
い
る
小
国
で
し
か
実
現
し
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
も
、
す
べ
て
の
市
民
が
立
法
過
程
に
参
与
し
な
け
れ
ば
一
般
意
志
は
実
現
し
な
い
と
し
て
、
代
表
制
を
否
定
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
ル
ソ
ー
を
援
用
す
る
者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
人
口
も
領
土
も
大
規
模
な
近
代
国
家
で
ル
ソ
ー
的
ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
し
よ

う
と
す
る
。
そ
こ
で
代
表
制
が
自
明
視
さ
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
一
般
意
志
な
ど
の
抽
象
的
観
念
・
理

論
は
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
違
う
が
ゆ
え
、
ル
ソ
ー
の
意
図
し
た
も
の
と
は
甚
だ
異
な
る
政
治
的
帰
結
を
も
た
ら
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す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
ル
ソ
ー
に
罪
は
な
い
、
ル
ソ
ー
と
ル
ソ
ー
主
義
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
一
定
の
信
憑
性
を
帯
び
て

こ
よ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
ル
ソ
ー
と
ル
ソ
ー
主
義
と
を
截
然
と
区
別
し
つ
つ
も
、
ル
ソ
ー
を
批
判
か
ら
免
責
し
な
い
主
張
に
注

目
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
思
想
に
含
ま
れ
る
近
代
的
要
素
と
前
近
代
的
要
素
が
よ
り

鮮
明
に
な
り
、
な
ぜ
（
ル
ソ
ー
の
意
図
に
反
し
て
（
ル
ソ
ー
が
極
端
な
曲
解
の
さ
れ
方
を
し
て
き
た
か
を
説
明
す
る
一
助
と
な
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
立
場
を
と
る
者
と
し
て
、
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
と
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
が
あ
げ
ら
れ
る
。
両
者
と
も
、

理
由
づ
け
は
異
な
る
も
の
の
、
ル
ソ
ー
が
圧
政
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
手
段
を
提
供
し
た
と
し
て
ル
ソ
ー
を
批
判
す
る
。
以
下
、
紙

幅
の
都
合
上
、
主
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
の
議
論
に
注
目
す
る
。

　

コ
ン
ス
タ
ン
は
一
方
で
、
ル
ソ
ー
の
思
想
を
高
く
評
価
し
、
次
の
よ
う
な
称
賛
の
言
葉
さ
え
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
「
自

由
を
最
も
純
粋
に
愛
し
た
高
尚
な
天
才（5
（

」
で
あ
り
、「
ル
ソ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
の
権
利
に
対
す
る
感
情
を
広
く
認
識
さ
せ
た
最
初
の

人
物
で
あ
る
。
彼
の
声
に
よ
っ
て
高
潔
な
心
と
独
立
心
に
溢
れ
た
魂
が
目
覚
め
た
の
だ（6
（

」。
コ
ン
ス
タ
ン
は
、
ル
ソ
ー
と
ル
ソ
ー
主

義
と
を
区
別
し
、
恐
怖
政
治
終
結
後
に
噴
出
し
た
ル
ソ
ー
批
判
（
そ
こ
で
は
ル
ソ
ー
と
ル
ソ
ー
主
義
が
混
同
さ
れ
て
い
た
（
に
与
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た（（
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ス
タ
ン
は
、
ル
ソ
ー
が
危
険
な
ロ
ジ
ッ
ク
、
ま
さ
に
専
制
的
支
配
に
都
合
の
よ
い
ロ

ジ
ッ
ク
を
提
供
し
て
し
ま
い
、
そ
の
限
り
で
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
た
。
但
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
コ
ン
ス
タ
ン
は
、

ル
ソ
ー
自
身
が
自
ら
の
理
論
の
危
険
性
に
気
づ
き
、
そ
の
帰
結
に
恐
れ
お
の
の
い
た
ゆ
え
、
そ
れ
が
実
際
適
用
不
可
能
と
な
る
よ
う
、

さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
付
け
加
え
よ
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

ル
ソ
ー
本
人
も
、
こ
の
帰
結
に
は
恐
れ
を
な
し
た
。
自
ら
つ
く
り
出
し
た
社
会
権
力
の
あ
ま
り
の
強
大
さ
に
恐
怖
に
駆
ら
れ
、
こ
の
化
け
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物
じ
み
た
力
を
誰
の
手
に
委
ね
る
べ
き
か
も
わ
か
ら
ず
、
そ
う
し
た
主
権
に
不
可
分
の
危
険
に
対
す
る
予
防
策
も
思
い
つ
か
な
い
ま
ま
、

た
だ
そ
れ
を
行
使
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
苦
肉
の
策
に
逃
げ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
宣
言
す
る
、
主
権
は
放
棄
す
る
こ
と
も
、
委
託

す
る
こ
と
も
、
代
表
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
。
そ
れ
は
、
主
権
は
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣
告
す
る
に
等
し
い
。
自
ら
高
ら
か

に
謳
い
あ
げ
た
ば
か
り
の
原
理
を
、
事
実
上
葬
り
去
っ
た
と
同
じ
こ
と
で
あ
る（

8
（

。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
の
ル
ソ
ー
批
判
が
妥
当
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
微
妙
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ル

ソ
ー
は
自
分
の
理
論
が
悪
用
さ
れ
る
危
険
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
代
表
制
の
否
定
な
ど
を
主
張
し

た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
批
判
そ
の
も
の
の
妥
当
性
で

は
な
く
、
ル
ソ
ー
の
思
想
に
曲
解
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
よ
う
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
純
化
の
誹

り
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
ル
ソ
ー
の
思
想
の
な
か
に
「
近
代
的
」
な
要
素
と
「
前
近
代
的
」
な
要
素
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ル
ソ
ー
自
身
の
頭
の
な
か
で
は
、
矛
盾
な
く
、
不
可
分
に
（
ま
た
お
そ
ら
く
主
観
的
に
は
必
然
的
に
（
そ

れ
ら
の
要
素
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
近
代
と
い
う
時
代
状
況
お
よ
び
思
想
状
況
に
お
い
て
は
、
両
者
が
切
り
離
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
要
素
が
異
な
る
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
異
な
る
目
的
の
も
と
、
異
な
る
仕
方
で
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
い
さ
さ
か
抽
象
的
に
す
ぎ
る
の
で
、
こ
こ
で
い
う
「
近
代
」
の
特
徴
を
、
そ
の
展
開
過
程
を
概
観
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
ル
ソ
ー
の
ど
の
主
張
が
選
択
的
に
抽
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
こ
こ

で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
黙
示
的
同
意
重
視
か
ら
明
示
的
同
意
重
視
へ
の
移
行
、
そ
し
て
価
値
の
多
様
化
の
増
幅
に
起
因
す
る
一

般
意
志
の
現
在
主
義
化
で
あ
る
。
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三　

現
在
的
・
明
示
的
同
意
の
特
権
化
に
つ
い
て
―
―
バ
ー
ク
型
合
意
か
ら
ル
ソ
ー
型
合
意
へ

　

ル
ソ
ー
の
以
下
の
主
張
は
、
ど
の
よ
う
な
近
代
的
諸
条
件
の
も
と
で
一
定
の
信
憑
性
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
種
類
の
基
本
法
〔
憲
法
〕
も
、
社
会
契
約
で
さ
え
も
、
全
人
民
と
い
う
団
体
に
義
務
を
負
わ
す
こ
と
は
な
く
、
ま
た
負
わ
す
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（

（
（

。

意
志
が
未
来
の
こ
と
に
関
し
て
自
ら
を
鎖
に
つ
な
ぐ
、
と
い
う
の
は
バ
カ
げ
た
こ
と
で
あ
る（

（（
（

。

い
つ
い
か
な
る
場
合
に
も
、
人
民
は
、
自
分
の
法
を
―
―
そ
れ
が
最
善
の
も
の
で
あ
る
場
合
す
ら
―
―
変
え
る
こ
と
が
常
に
自
由
に
で
き

る
の
で
あ
る（

（（
（

。

国
家
に
は
廃
止
で
き
な
い
よ
う
な
基
本
法
は
な
に
も
な
く
、
社
会
契
約
す
ら
そ
う
で
あ
る
…
…
な
ぜ
な
ら
、
も
し
全
市
民
が
あ
つ
ま
り
、

満
場
一
致
で
こ
の
契
約
を
破
棄
す
れ
ば
、
こ
の
破
棄
が
、
き
わ
め
て
合
法
的
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
か
ら（

（（
（

。

　

こ
こ
で
は
「
現
在
の
人
民
」
の
（
明
示
的
（
同
意
の
優
位
性
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、「
現
在
の
人
民
」
が
過
去
に
つ
く
ら
れ
た
法

や
契
約
や
慣
習
を
帳
消
し
に
で
き
る
、
あ
る
い
は
「
現
在
の
人
民
」
が
「
未
来
の
人
民
」
を
拘
束
で
き
な
い
、
と
い
う
考
え
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
優
れ
て
近
代
的
な
思
考
様
式
と
も
い
え
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
う
し
た
発
想
が
生
じ
る
に
至
っ
た
歴

史
的
背
景
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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以
下
、
紙
幅
の
都
合
上
、
議
論
を
極
端
に
単
純
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
お
い
て
（
と
い
っ
て
も
、
中
世

か
ら
近
代
に
か
け
て
の
プ
ロ
セ
ス
に
限
定
す
る
が
（、
同
意
の
形
態
が
、
黙
示
的
同
意
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
明
示
的
同
意
を
重
視
す

る
立
場
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
人
間
の
行
為
の
規
範
と
し
て
と
り
わ
け
慣
習
・
慣
行
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
人
が
ど
の

よ
う
に
行
動
し
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
で
な
い
か
を
示
す
、
安
定
的
に
し
て
実
効
的
な
基
準
を
内
包
し
て
い
た
。
そ
れ
が
安
定

し
て
い
た
の
は
、
農
業
が
主
流
だ
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
人
や
物
の
動
き
は
比
較
的
限
定
的
で
、
時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
過
ぎ
る
と
い

う
観
念
、
つ
ま
り
今
日
は
昨
日
と
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
ず
、
明
日
も
今
日
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
が
支
配
的
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
連
続
性
の
感
覚
が
共
有
さ
れ
、
ゆ
え
に
ル
ー
ル
や
法
律
は
多
く
の
場
合
あ
え
て
成
文
化
さ
れ
る

必
要
も
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
の
少
な
い
世
界
に
お
い
て
、
黙
示
的
同
意
は
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
確
保
さ
れ
、
そ
れ
が
慣
習

法
の
基
礎
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。（
も
っ
と
も
、
慣
習
法
と
黙
示
的
同
意
の
関
係
が
は
じ
め
か
ら
こ
の
よ
う
に
自
覚
化
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
し
、
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
や
王
侯
貴
族
間
の
双
務
契
約
の
慣
行
、
さ
ら
に
は
自
然
法
や
神
学
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
影
響
も
無
視
す
べ

き
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
人
民
的
法
意
識
に
お
け
る
明
示
的
同
意
の
重
要
性
と
優
位
性
、
ま
た
そ
の
同
意
の
現
在
主
義
的
性
質
の
成
立
過
程

に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
た
め
、
あ
え
て
単
純
な
図
式
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。（

　

だ
が
、
時
と
と
も
に
、
明
示
的
同
意
の
重
要
性
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
具
体
的
な
理
由
や
展
開
過
程
は
国
や
地
域
に

よ
っ
て
異
な
る
が
、
例
え
ば
イ
タ
リ
ア
の
中
世
都
市
で
は
十
四
世
紀
頃
に
こ
の
変
化
が
顕
在
化
し
、
バ
ル
ト
ル
ス
の
次
の
言
葉
が
そ

の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
“tacitus et expressus consensus aequiparantur et sunt paris potentiae

”（
黙
示
的
同
意
と

明
示
的
同
意
は
、〔
法
制
定
に
お
い
て
は
〕
等
値
さ
れ
、
か
つ
同
一
の
力
を
も
つ
（。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
明
示

的
同
意
の
優
位
性
は
確
立
し
て
お
ら
ず
、
よ
う
や
く
明
示
的
同
意
が
黙
示
的
同
意
と
同
等
に
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
た
だ
、
バ
ル
ト
ル
ス
と
そ
の
後
継
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
主
張
を
通
じ
て
都
市
国
家
の
自
治
立
法
権
な
い
し
「
立
法
的
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国
民
主
権
理
論
」
へ
の
道
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（（（
（

。

　

以
上
の
こ
と
は
、
明
示
的
同
意
の
方
が
黙
示
的
同
意
よ
り
重
要
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
に
対
し
て
二
次
的
な
い
し
補
完
的
な
役
割

し
か
果
た
さ
な
い
と
考
え
る
現
代
人
か
ら
す
れ
ば
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
中
世
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
逆
の
見

方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
私
は
同
意
す
る
」
と
い
う
一
時
的
な
言
明
は
、
気
ま
ぐ
れ
や
無
知
に
左
右
さ
れ
か
ね
ず
、

長
い
歴
史
の
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
慣
行
と
黙
示
的
同
意
ほ
ど
頼
り
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
共
有
さ

れ
る
規
範
が
安
定
的
か
つ
連
続
的
で
、
長
い
歴
史
と
伝
統
の
所
産
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
納
得
の
い
く
見
方
で
あ
る

と
と
も
に
実
用
的
で
も
あ
る
。
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
は
、
十
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
ま
だ
こ
う
し
た
考
え
に
こ
だ
わ
り
、
瞬
間

的
な
明
示
的
同
意
（
ル
ソ
ー
的
社
会
契
約
（
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。「
確
か
に
社
会
と
は
一
種
の

契
約
で
す
。
…
…
国
家
は
、
現
に
生
存
し
て
い
る
者
の
間
の
組
合
た
る
に
止
ま
ら
ず
、
現
存
す
る
者
、
既
に
逝
っ
た
者
、
は
た
ま
た

将
来
生
を
享
く
べ
き
者
の
間
の
組
合
と
な
り
ま
す（（（
（

」。

　

黙
示
的
同
意
重
視
か
ら
明
示
的
同
意
重
視
へ
の
移
行
は
、
い
ず
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
で
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で

は
多
様
に
し
て
個
々
独
自
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
の
変

化
が
生
じ
た
か
を
説
明
す
る
嚮
導
原
理
に
着
目
し
て
み
た
い
と
思
う
。
た
だ
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
で
す
べ
て
が
説
明
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
も
っ
と
も
重
要
な
嚮
導
原
理
で
す
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
（
少
な
く
と
も
バ
ル
ト
ル
ス
の
場
合

は
そ
う
で
は
な
い
（。
だ
が
、
一
般
的
傾
向
と
し
て
無
視
し
え
な
い
と
考
え
る
の
で
、
ま
た
後
の
ア
ジ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
議
論
で

も
重
要
と
な
っ
て
く
る
た
め
、
あ
え
て
単
純
化
の
危
険
を
冒
し
つ
つ
提
示
す
る
。

　

一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
明
示
的
同
意
の
優
位
性
を
も
た
ら
し
た
大
き
な
要
因
は
、
近
代
化
の
過
程
で
顕
著
と
な
っ
て
い
っ
た
価
値

の
多
元
的
な
分
裂
競
合
と
、
そ
れ
に
伴
う
伝
統
的
共
有
理
解
の
希
薄
化
で
あ
る
。（
こ
の
多
元
化
が
生
じ
た
背
景
に
は
も
ち
ろ
ん
コ
ス
モ

ロ
ジ
ー
の
変
容
・
衰
退
や
複
雑
な
経
済
的
・
社
会
的
・
政
治
的
要
因
が
働
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
多
元
化
は
そ
れ
ら
も
含
ん
だ
も
の
と
し
た
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い
。（
つ
ま
り
、
明
示
的
同
意
を
不
要
と
さ
せ
て
い
た
条
件
の
衰
退
に
よ
り
、
ル
ー
ル
・
法
制
定
が
明
示
的
同
意
に
依
ら
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
図
式
的
に
し
て
キ
ャ
ッ
チ
ー
な
表
現
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
バ
ー
ク
型
合
意
」
か
ら
「
ル

ソ
ー
型
合
意
」
へ
の
移
行
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
伝
統
的
共
有
理
解
に
裏
づ
け
ら
れ
た
黙
示
的
同
意
重
視
か
ら
現
在
主
義
的
な
明
示
的

同
意
重
視
へ
の
移
行
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
近
代
化
の
特
徴
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
変
化
が
劇
的
に
展
開
し
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
論
が
そ
こ
で
も
っ
と
も
積
極
的
に
受

容
さ
れ
た
の
も
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
と
比
較
す
る
と
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
十
七
世
紀
の
内
乱
期
に
明
示
的
同
意
を
要
求
す
る
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
名
誉
革
命
体
制
の
安
定
化
の
な
か

で
十
八
世
紀
ま
で
古
来
の
国
制
や
伝
統
・
慣
習
を
重
視
す
る
思
想
な
い
し
言
説
が
一
定
の
力
を
持
ち
続
け
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
長
い

間
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
人
民
主
権
の
要
請
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
バ
ー
ク
が
十
八

世
紀
末
に
、
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
後
に
伝
統
や
慣
習
の
重
要
性
を
主
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
少

な
く
と
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
時
代
錯
誤
的
な
も
の
と
は
映
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
長
い
歴
史
の

な
か
で
培
わ
れ
た
、
必
ず
し
も
成
文
化
さ
れ
て
い
な
い
国
制
原
理
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
明
示
的
同
意
を
基
礎
づ
け
る
と
同
時

に
制
約
す
る
と
い
う
考
え
は
、
一
定
の
信
憑
性
を
有
し
え
た
の
で
あ
る
。（
も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
う
し
た
伝
統
的
共
有
理
解

が
健
在
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
バ
ー
ク
は
そ
れ
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
衰
退
の
傾
向
に
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら

こ
そ
、
慣
習
的
・
黙
示
的
な
も
の
を
保
存
せ
ん
と
し
て
保
守
思
想
を
明
示
的
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
、
黙
示
的
同
意
が
衰
退

し
て
い
る
証
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。（

　

翻
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
も
は
や
伝
統
や
慣
習
に
頼
れ
な
い
状
況
が
存
在
し
て
い
た（（（
（

。
旧
体
制
の
完
全
な
崩
壊
、
恐
怖
政
治
、
そ

し
て
人
民
主
権
の
原
理
に
基
づ
い
て
社
会
を
一
か
ら
新
た
に
創
造
し
よ
う
と
す
る
革
命
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
社
会
を
不
可
逆
的
に

分
断
し
、
政
治
的
闘
争
を
激
化
さ
せ
、
価
値
（
特
に
政
治
的
信
条
（
の
多
様
化
を
推
し
進
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
伝
統
的
共
有
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理
解
は
か
な
り
の
程
度
失
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
分
断
化
さ
れ
た
―
―
少
な
く
と
も
政
治
的
正
当
性
を
担
保
で
き
る
よ
う
な
黙
示
的
同

意
は
自
明
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。（
仮
に
革
命
家
の
間
で
人
民
主
権
へ
の
同
意
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
現
化
・
制

度
化
の
構
想
は
多
様
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
熾
烈
な
闘
争
と
分
裂
を
招
来
し
た
。（
し
た
が
っ
て
、
バ
ー
ク
の
思
想
が
一
部
の
旧
貴
族
や
反

革
命
勢
力
の
間
で
も
て
は
や
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
政
治
の
実
践
的
レ
ベ
ル
で
は
も
は
や
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
以
外
の
何
物
で
も

な
く
、
せ
い
ぜ
い
人
民
主
権
へ
の
抵
抗
の
手
段
な
い
し
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
効
果
を
発
揮
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。（
も
っ
と
も
、
ト

ク
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
共
有
理
解
は
既
に
絶
対
王
政
期
に
か
な
り
の
程
度
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
革
命
は
そ
の
傾
向
を
加
速
化
し
た
だ

け
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。（

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
黙
示
的
同
意
は
明
示
的
同
意
の
基
礎
を
提
供
で
き
な
く
な
り
、
現
在
の
明
示
的
同
意
を
特

権
化
す
る
考
え
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
、
こ
う
し
た
現
在
主
義
的
エ
ー
ト
ス
に
基
づ
く
人
民
主
権
論

の
み
で
は
国
民
的
統
合
を
果
た
せ
な
い
と
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
ら
は
判
断
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
紐
帯
の
再
構
築
を
試
み
た
。
例
え
ば
、

ネ
ー
シ
ョ
ン
意
識
の
強
化
を
促
す
よ
う
な
革
命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
シ
ン
ボ
ル
が
創
出
さ
れ
、
そ
の
一
形
態
と
し
て
、
均
一
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
指
向
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
現
実
的
次
元
で
の
多
様
化
と
相
即
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
戦
争

の
果
た
し
た
役
割
も
大
き
く
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
戦
勝
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
巧
み
に
利
用
し
て
国
民
的
統
合
を
実
現
・
維
持
・
強
化
し

よ
う
と
し
た
。
だ
が
不
可
避
的
な
仕
方
で
台
頭
す
る
現
在
主
義
的
エ
ー
ト
ス
を
一
方
で
体
現
す
る
も
の
と
し
て
ル
ソ
ー
の
思
想
は
他

の
追
随
を
許
さ
な
い
ほ
ど
の
影
響
力
を
得
た
の
だ
っ
た
。

　

但
し
、
ル
ソ
ー
自
身
は
黙
示
的
同
意
（
世
論
（
も
時
間
の
所
産
た
る
慣
習
・
法
意
識
も
重
視
し
て
い
た
と
い
う
点
は
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
ル
ソ
ー
は
ル
ソ
ー
主
義
者
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
三
種
の
法
〔
根
本
法
、
民
法
、
刑
法
〕
に
、
第
四
の
法
、
す
べ
て
の
法
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
法
が
加
わ
る
。
こ
の
法
は
、
大

理
石
や
銅
板
に
き
ざ
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
市
民
た
ち
の
心
に
き
ざ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
国
家
の
真
の
憲
法
を
な
す
も
の
、
日
々

新
た
な
力
を
え
て
、
他
の
法
が
老
衰
し
、
ま
た
は
亡
び
て
ゆ
く
と
き
に
、
こ
れ
に
ふ
た
た
び
生
命
を
ふ
き
こ
み
、
ま
た
は
こ
れ
に
と
っ
て

代
わ
る
も
の
、
人
民
に
そ
の
建
国
の
精
神
を
失
わ
し
め
ず
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
権
威
の
力
に
習
慣
の
力
を
お
き
か
え
る
も
の
で
あ

る
。
わ
た
し
の
い
わ
ん
と
す
る
の
は
、
習
俗
、
慣
習
、
こ
と
に
世
論
で
あ
る（

（（
（

。

　

ル
ソ
ー
は
一
方
で
近
代
社
会
の
性
格
を
鋭
く
見
抜
き
、
近
代
に
お
い
て
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
な
原
理
を
模
索
し
た
。
そ
れ
は
一
般
意
志

論
な
い
し
人
民
主
権
論
に
（
部
分
的
に
せ
よ
（
見
出
さ
れ
る
。
だ
が
他
方
、
彼
は
近
代
に
対
す
る
敵
意
と
同
時
に
過
去
（
特
に
古
典
古

代
（
へ
の
憧
憬
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
は
文
明
批
判
や
商
業
社
会
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
、
こ
れ
も
ま
た
一
般
意
志
論
に
不
可
欠
な

要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
と
い
え
よ
う
。
ル
ソ
ー
自
身
の
な
か
で
は
、
近
代
と
古
典
古
代
と
は
必
ず
し
も
断
絶
し
た
も
の
と
し
て

存
在
し
て
お
ら
ず
、
両
者
が
あ
る
仕
方
で
（
し
か
も
さ
ま
ざ
ま
な
厳
格
な
条
件
の
も
と
（
一
般
意
志
論
に
収
斂
し
、
近
代
の
あ
る
特
定

の
地
域
に
お
い
て
は
レ
レ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
を
有
す
る
も
の
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
理
解
と
は
異

な
り
、
ル
ソ
ー
は
本
気
で
自
分
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
（
小
さ
な
国
で
（
実
現
で
き
る
と
考
え
た
、
あ
る
い
は
実
現
で
き
な
い
と
し
て
も
唯

一
の
正
当
な
国
家
観
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
代
議
制
の
否
定
は
自
分
の
つ
く
り
出
し
た
怪
物
を
葬
る
た
め
に
と
っ
て
つ
け
た
理

屈
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（（（
（

。

　

と
は
い
え
、
十
八
、
十
九
世
紀
の
大
半
の
人
間
（
こ
と
に
政
治
的
ア
ク
タ
ー
（
に
と
っ
て
ル
ソ
ー
の
古
典
古
代
的
な
側
面
は
、
精

神
を
高
揚
さ
せ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
政
治
的
実
践
の
指
針
と
し
て
用
い
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
近
代
の
時
代
状
況
・
思
想
状
況
の
な
か
で
、
そ
れ
固
有
の
制
約
を
無
視
し
え
ず
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
で

さ
え
代
表
制
を
次
善
策
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ル
ソ
ー
の
思
想
に
含
ま
れ
て
い
た
近
代
的
諸
要
素
と
前
近
代
的
諸
要
素
は
ば
ら
ば
ら
に
分
解
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
独
り
歩
き
し
、
曲
解
さ
れ
る
（
ま
た
し
ば
し
ば
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
（
運
命
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ル
ソ
ー

自
身
は
、
そ
こ
ま
で
見
抜
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
近
代
化
の
潮
流
を
的
確
に
把
握
し
つ
つ
も
、

ま
だ
そ
の
流
れ
を
止
め
る
（
あ
る
い
は
、
別
の
方
向
へ
と
舵
を
き
る
（
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
、
そ
の
思
想
を
展
開
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
襲
撃
の
十
一
年
前
に
亡
く
な
っ
た
夢
想
家
ル
ソ
ー
が
そ
の
よ
う
な
野
心
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
時
代
の
流
れ
は
彼
の
現
在
主
義
的
要
素
（
あ
る
い
は
そ
う
曲
解
さ
れ
か
ね
な
い
要
素
（
を
選
択

的
に
政
治
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

現
在
主
義
の
ジ
レ
ン
マ
と
「
自
由
の
強
制
」

　

以
上
の
議
論
で
は
、
価
値
の
多
元
化
、
そ
し
て
伝
統
的
共
有
理
解
の
衰
退
（
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
両
者
は
相
即
的
に
展
開

す
る
（
が
、
政
治
的
正
当
性
の
原
理
と
し
て
、
現
在
主
義
的
な
（
明
示
的
同
意
を
重
視
す
る
（
人
民
主
権
論
の
台
頭
を
促
す
こ
と
が
示

さ
れ
た
。
国
民
が
（
も
っ
と
も
、
こ
の
単
位
が
ど
の
程
度
自
明
視
さ
れ
る
か
で
、
議
論
の
性
格
は
異
な
り
、
歴
史
的
に
も
異
な
る
展
開
を
示

し
て
き
た
の
だ
が
（
伝
統
的
な
権
威
に
依
拠
で
き
な
く
な
れ
ば
、
唯
一
合
理
性
な
い
し
信
憑
性
を
有
し
う
る
の
は
自
己
統
治
の
原
理

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
正
当
性
原
理
と
し
て
一
定
の
普
遍
性
な
い
し
合
理
性
を
有
し
、
歴
史
的
に
も
―
―
名
目

上
で
あ
れ
―
―
普
遍
化
し
て
い
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
だ
が
、
人
民
主
権
な
い
し
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
政
治
社
会
の
正
当
性
原
理
と
し

て
一
旦
認
め
ら
れ
る
と
、
今
度
は
そ
れ
固
有
の
ア
ポ
リ
ア
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
こ
の
問
題
を
ル
ソ
ー
の
プ
リ
ズ
ム

を
通
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。（
な
お
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
は
、
人
民
主
権
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
だ
け
で
は
国
民
の
忠
誠
を

十
分
に
調
達
で
き
な
い
―
―
あ
る
い
は
社
会
的
紐
帯
を
実
現
・
維
持
で
き
な
い
―
―
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
し
ば
し
ば
ナ
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
現
在
主
義
的
に
国
民
・
民
族
の
物
語
や
神
話
を
創
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
現
在
主
義
的
性
格
を

隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
主
題
は
本
稿
の
課
題
を
超
え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。
但
し
、
こ
の
問
題
も
、

ル
ソ
ー
的
な
い
し
ル
ソ
ー
主
義
的
な
市
民
宗
教
論
と
の
関
連
で
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。（

　

現
在
主
義
的
な
人
民
主
権
が
前
提
と
な
り
、
現
在
の
明
示
的
同
意
が
特
権
化
さ
れ
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
が
必
然
的
に

帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
体
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
「
過
去
の
人
民
」
の
意
志
（
契
約
を
含
む
（
は
「
現
在
の
人
民
」
の
意
志

を
拘
束
し
、
ま
た
「
現
在
の
人
民
」
の
意
志
は
「
未
来
の
人
民
」
の
意
志
を
縛
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
既
述
の
と
お
り
、
ル
ソ
ー

は
「
意
志
が
未
来
の
こ
と
に
関
し
て
自
ら
を
鎖
に
つ
な
ぐ
、
と
い
う
の
は
バ
カ
げ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の

原
則
を
貫
く
の
で
あ
れ
ば
、
人
権
を
保
障
す
る
よ
う
な
立
憲
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
合
理
的
に
根
拠
づ
け
る
の
は
困
難
と
な
ろ
う
。
同

様
に
、「
人
の
支
配
」
で
は
な
く
、「
法
の
支
配
」
も
そ
の
合
理
的
基
礎
を
確
保
で
き
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
後
者
は
あ
る
種
の
隠
蔽

行
為
を
伴
う
幻
想
な
い
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

法
哲
学
や
憲
法
理
論
の
領
域
で
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
ア
ポ
リ
ア
が
主
題
化
さ
れ
て
き
た
。
シ
エ
ー
ス
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
憲
法
の

安
定
化
の
問
題
を
考
え
つ
つ
も
、
憲
法
制
定
権
力
（pouvoir constituant

（
の
憲
法
的
諸
権
力
（pouvoirs constitués

（
に
対
す
る

優
位
性
を
認
め
る
が
ゆ
え
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
歴
史
的
に
も
、
自
然
法
・
自
然
権
思
想
の
後
退
と
法

実
証
主
義
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
現
在
の
同
意
や
契
約
の
優
位
性
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
硬
性
憲
法
の
よ
う
に
比
較

的
厳
格
な
手
続
き
的
縛
り
が
設
け
ら
れ
て
い
よ
う
が
、
違
憲
立
法
審
査
制
が
存
在
し
て
い
よ
う
が
、
最
終
的
に
は
（
こ
と
に
危
機
に

直
面
し
た
場
合
に
は
（
現
在
の
意
志
や
同
意
や
契
約
が
過
去
の
そ
れ
ら
を
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド
す
る
の
が
常
で
あ
ろ
う
。「
事
実
に
お
い

て
は
、
経
験
上
の
人
民
は
、
い
つ
も
法
律
上
の
人
民
に
最
終
的
に
打
ち
勝
つ
」（
ゴ
ー
シ
ェ
（
の
で
あ
る（（（
（

。（
特
に
黙
示
的
同
意
に
支
え

ら
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
権
威
が
国
民
の
間
で
広
範
に
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
革
命
の
時
に
ま
さ
に
憲
法

的
諸
権
力
の
一
つ
が
憲
法
制
定
権
力
に
変
貌
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
ま
た
、
井
上
達
夫
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法
制
定
権
力
が
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例
外
を
も
た
ら
す
と
い
う
側
面
も
無
視
し
え
な
い
だ
ろ
う（

（（
（

。（

　

す
な
わ
ち
、
あ
る
時
点
で
表
明
さ
れ
る
同
意
を
そ
こ
で
固
定
化
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
法
哲
学
で
い
う
「
原
意
理
論
」

（original intent theory

（
で
は
、
こ
の
固
定
化
を
目
指
す
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、「
死
者
に
よ
る
支
配
」

（rule of the dead

（
や
「
現
状
の
専
制
」（tyranny of status quo

（
が
帰
結
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
危
う
く
な
る
と
の
批
判
も
あ

る
。

　

こ
う
し
た
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
、「
プ
リ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
論
」（pre-com

m
itm

ent theory

（
を
提
唱
す
る
者
も

い
る
。
こ
れ
は
自
己
抑
制
（
自
分
で
自
分
を
制
約
す
る
こ
と
を
自
分
に
義
務
づ
け
る
（
と
い
う
形
で
立
憲
的
枠
組
み
の
安
定
性
と
恒
久

性
を
担
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
井
上
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、「
統
治
主
体
た
る
人
民
が
狂
気
に
駆
ら
れ
て
専

制
化
す
る
危
険
性
を
人
民
自
ら
事
前
に
制
御
す
る
た
め
に
、
憲
法
に
よ
っ
て
自
己
を
拘
束
す
る
」
と
い
う
考
え
で
あ
る（（（
（

。
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
セ
イ
レ
ン
の
物
語
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
セ
イ
レ
ン
の
誘
惑
の
前
で
自
分
の
本

来
の
意
志
を
維
持
せ
ん
と
し
て
、
船
乗
り
の
仲
間
に
自
分
を
船
の
マ
ス
ト
に
縛
り
つ
け
る
よ
う
命
じ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
は
一
時
的
に
自
由
を
奪
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
正
気
の
保
持
と
後
の
自
由
の
回
復
と
い
う
理
由
で
正
当
化
さ
れ
る（（（
（

。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
議
論
に
対
し
て
は
、「
何
が
正
気
で
何
が
そ
う
で
な
い
か
を
誰
が
判
断
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
提
示
さ
れ

る
や
否
や
、「
現
在
の
人
民
」
に
よ
る
明
示
的
同
意
や
意
志
決
定
を
帳
消
し
に
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
の
自
明
性
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、「
我
ら
人
民
」（W

e the People

（
と
い
う
通
時
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
制
憲
者
の
意
志
と
今
日
の
人
民
の
意
志
と
を
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
憲
審
査
制
の
根
拠
を
民
主
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
「
二
元
的
民
主
主
義
」（dualist 

dem
ocracy

（
も
あ
る
が
、
井
上
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
現
在
の
人
民
」
の
意
志
を
「
過
去
の
人
民
」（
合
衆
国
の
場
合
は
二
世
紀
以

上
前
、
日
本
の
場
合
は
六
五
年
前
の
人
民
（
の
意
志
に
よ
っ
て
拘
束
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
治
者
と
被
治
者
と
の
同
一
性
と
い
う
民
主
的

自
己
統
治
原
理
と
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い（（（
（

。
井
上
は
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
理
論
は
、
世
代
間
の
対
立
の
隠
蔽
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の
み
な
ら
ず
、
世
代
内
対
立
を
も
隠
蔽
す
る
よ
う
な
「
勝
者
の
正
義
」
の
正
当
化
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
。
な
お
、
井
上
は
こ
う

し
た
ア
ポ
リ
ア
に
対
す
る
独
自
の
解
決
策
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
し
て
そ
れ
は
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に

立
ち
入
ら
ず
、
む
し
ろ
ル
ソ
ー
の
主
張
を
手
掛
か
り
と
し
て
先
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

さ
て
、
ル
ソ
ー
的
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
何
ら
か
の
解
決
策
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
現
在
の
人

民
に
よ
る
未
来
の
人
民
の
拘
束
は
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
（
敗
者
の
否
定
を
伴
う
よ
う
な
（「
勝
者
の
正
義
」
を
避
け
る

形
で
一
般
意
志
の
現
在
的
支
配
を
理
論
上
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
幸
福
な
調
和
に
至
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
新
た
な
矛
盾
と
大
き
な
リ
ス
ク
の
陥
穽
に
さ
え
導
き
か
ね
な
い
道
で
あ
る
。
そ
れ
を
辿
る
前
に
、
ま
ず
は
ル
ソ
ー
の
思
想
に

お
け
る
法
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
ル
ソ
ー
は
法
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
。
法
は
（
そ
し
て
主
権
も
（
一
般
意
志
の
行
使
と
み
な
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る（（（
（

。
し
か
も
「
主
権
者
は
立
法
権
以
外
の
な
ん
ら
の
力
も
も
た
な
い
の
で
、
法
に
よ
っ
て
し
か
行
動
で
き
な
い（（（
（

」
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ル
ソ
ー
が
立
憲
主
義
的
な
「
法
の
支
配
」
を
唱
え
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ル
ソ
ー

の
一
般
意
志
お
よ
び
主
権
に
は
立
憲
的
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
主
権
者
の
権
力
は
臣
民
に
た
い
し
て
ど
ん
な

保
証
も
必
要
と
し
な
い（（（
（

」。
こ
れ
は
立
法
過
程
に
全
市
民
が
参
画
す
る
こ
と
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ル
ソ
ー
が

重
視
す
る
の
は
（
一
般
意
志
の
絶
対
性
を
前
提
と
す
る
（「
法
に
よ
る
支
配
」
で
あ
り
、
重
農
主
義
者
の
主
張
す
る
「
合
法
的
専
制
主

義
」（despotism

e légal

（
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う（（（
（

。
た
だ
、
ル
ソ
ー
が
ど
こ
ま
で
も
全
人
民
の
立
法
過
程
へ
の
参
与
に

こ
だ
わ
り
、
重
農
主
義
者
の
よ
う
に
「
合
法
的
専
制
主
義
」
の
主
体
を
君
主
と
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
君
主
の
善
意
と
合
理
的
判
断
力
に
無
根
拠
な
信
頼
を
お
こ
う
と
す
る
重
農
主
義
者
の
ナ
イ
ー
ブ
さ
を
指
摘
し
つ
つ
、

「
合
法
的
専
制
主
義
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、「
あ
な
た
方
の
体
系
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
人
々
に
は
非
常
に
よ
い
も
の
で
す
が
、
ア
ダ

ム
の
子
供
た
ち
に
は
な
ん
の
価
値
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
批
判
し
た
の
で
あ
る（（（
（

。
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話
は
若
干
そ
れ
る
が
、
翻
っ
て
ル
ソ
ー
が
自
ら
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
現
実
性
と
有
用
性
を
信
じ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
一
概
に
そ
う
と

は
い
え
な
い
。
ル
ソ
ー
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
意
見
は
、「
合
法
的
専
制
主
義
」
に
対
す
る
批
判
の
な
か
で
最
も
強
く
表
れ
る
。

一
七
六
七
年
七
月
二
六
日
付
の
ミ
ラ
ボ
ー
宛
の
手
紙
で
ル
ソ
ー
は
、「
人
間
よ
り
も
法
を
上
に
置
く
よ
う
な
統
治
の
形
態
を
見
出
す

こ
と
」
は
、「
幾
何
学
に
お
い
て
円
を
正
方
形
に
す
る
よ
う
な
不
可
能
な
企
て
」（la quadrature du cercle en géom

étrie

（
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
そ
し
て
、
か
つ
て
の
『
社
会
契
約
論
』
の
議
論
の
有
効
性
を
否
定
す
る
か
の
ご
と
く
、
次
の
よ
う
な
極
論
を
展

開
す
る
の
で
あ
る
。

不
幸
に
も
、
そ
の
形
態
〔
人
間
よ
り
法
を
上
に
置
く
よ
う
な
統
治
の
形
態
〕
が
見
つ
か
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
私
は
率
直
に
見
つ
か

ら
な
い
と
思
う
と
打
ち
明
け
て
お
き
ま
す
が
、
私
の
意
見
は
、
も
う
一
方
の
極
へ
と
行
き
、
一
挙
に
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
法
よ
り
も
人
間

を
上
に
置
き
、
し
た
が
っ
て
、
恣
意
的
な
、
で
き
る
限
り
恣
意
的
な
専
制
政
治
（despotism

e arbitraire

（
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
私
は
専
制
君
主
が
神
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
も
っ
と
も
厳
格
な
民
主
政
治
と
も
っ
と
も
完
璧
な

ホ
ッ
ブ
ズ
主
義
の
あ
い
だ
に
は
耐
え
う
る
中
間
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
の
で
す（

（（
（

。

　

本
題
そ
し
て
『
社
会
契
約
論
』
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
再
び
戻
ろ
う
。
ル
ソ
ー
を
手
掛
か
り
と
し
て
先
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

一
般
意
志
論
が
い
か
な
る
仕
方
で
彼
の
強
制
的
自
由
論
お
よ
び
人
間
改
造
論
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま

ず
は
、
前
者
か
ら
み
て
み
よ
う
。

社
会
契
約
を
空
虚
な
法
規
と
し
な
い
た
め
に
、
こ
の
契
約
は
、
何
び
と
に
せ
よ
一
般
意
志
へ
の
服
従
を
拒
む
も
の
は
、
団
体
全
体
に
よ
っ

て
そ
れ
に
服
従
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
と
い
う
約
束
を
、
暗
黙
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
約
束
だ
け
が
他
の
約
束
に
効
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力
を
与
え
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、〔
市
民
は
〕
自
由
で
あ
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
以
外
の
い
か
な
る
こ
と
を
も

意
味
し
て
い
な
い（

（（
（

。

　

周
知
の
と
お
り
、
こ
の
「
自
由
の
強
制
」
と
い
う
考
え
こ
そ
も
っ
と
も
忌
避
す
べ
き
全
体
主
義
の
原
理
と
し
て
多
く
の
リ
ベ
ラ
ル

な
論
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
単
な
る
法
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
の
不
可
欠

な
条
件
、
す
な
わ
ち
法
律
の
裏
づ
け
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
強
制
力
と
し
て
よ
り
穏
当
に
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
事
実
、
中
江
兆
民
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。（

　

だ
が
、
次
の
主
張
は
こ
う
し
た
純
法
学
的
な
枠
組
み
を
超
え
出
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ん
で
い
る
。

わ
た
し
の
意
見
に
反
対
の
意
見
が
勝
つ
時
に
は
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
、
わ
た
し
が
一
般
意
志
だ
と
思
っ
て
い
た
も

の
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
、
証
明
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
わ
た
し
の
個
人
的
意
見
が
、
一
般
意
志
に

勝
っ
た
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
の
望
ん
で
い
た
の
と
は
、
別
の
こ
と
を
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
わ
た
し
は
自
由
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

ま
た
、「
一
般
意
志
は
、
つ
ね
に
正
し
く
、
つ
ね
に
公
の
利
益
を
目
ざ
」
し
、「
つ
ね
に
存
在
し
、
不
変
で
、
純
粋
で
あ
る
」
と
さ
れ

る
（
（（
（

。

　

そ
し
て
、「
自
由
が
強
制
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
人
は
精
神
的
な
変
化
を
も
被
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

人
間
改
造
論
の
側
面
で
あ
る
。
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自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
へ
の
、
こ
の
推
移
は
、
人
間
の
う
ち
に
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
変
化
を
も
た
ら
す
。
人
間
の
行
為
に
お
い
て
、

本
能
を
正
義
に
よ
っ
て
お
き
か
え
、
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
と
こ
ろ
の
道
徳
性
を
、
そ
の
行
動
に
あ
た
え
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

以
上
の
も
の
〔
市
民
的
自
由
〕
の
上
に
さ
ら
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
人
間
を
し
て
自
ら
ま
こ
と
の
主
人
た
ら
し
め
る
唯
一
の
も
の
、
す
な

わ
ち
道
徳
的
自
由
を
も
、
人
間
が
社
会
状
態
に
お
い
て
獲
得
す
る
も
の
の
中
に
、
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
ん
な
る

欲
望
の
衝
動
〔
に
従
う
こ
と
〕
は
ド
レ
イ
状
態
で
あ
り
、
自
ら
課
し
た
法
律
に
従
う
こ
と
は
自
由
の
境
界
で
あ
る
か
ら
だ（

（（
（

。

　

以
上
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
先
に
み
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
（「
プ
リ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
論
」（
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
本
来
の
自
分
を
維
持
す
る
た
め
に
自
ら
に
強
制
を
課
す
わ
け
だ
が
、
ル
ソ
ー
の
想
定
す
る
人
民
は
（
一
般
意
志
を

誤
っ
て
理
解
し
た
と
さ
れ
る
（
少
数
者
を
強
制
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
す
べ
て
の
個
人
が
精
神
的
な
発
展
を
遂
げ
、
公
共
的
精
神

を
有
す
る
有
徳
な
市
民
に
変
身
す
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
現
在
の
人
民
」
の
明
示
的
同
意
が
、「
未
来
の
人
民
」
の
明
示
的
同
意

に
つ
な
が
り
（
但
し
こ
れ
は
未
来
の
同
意
の
拘
束
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
（、
新
た
な
次
元
で
自
由
が
獲
得
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は

よ
り
高
尚
な
自
由
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
単
に
多
数
者
が
少
数
者
を
強
制
す
れ
ば
こ
れ
が
自
動
的
に
実
現
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
先
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、
多
数
者
が
一
般
意
志
を
体
現
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ル
ソ
ー
が
強
調
す
る
に
、
一
般

意
志
は
多
数
決
原
理
を
通
じ
て
表
明
さ
れ
る
も
の
の
、（
特
殊
意
志
の
総
和
に
す
ぎ
な
い
（「
全
体
意
志
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
の

で
あ
る（（（
（

。

　

以
上
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
し
た
が
え
ば
、「
勝
者
の
正
義
」
の
支
配
が
正
当
化
さ
れ
る
―
―
つ
ま
り
（
真
の
（
一
般
意
志
を
体
現
す
る

人
び
と
に
よ
る
、
一
般
意
志
を
正
し
く
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
人
び
と
に
対
す
る
強
制
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
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れ
は
同
時
に
「
敗
者
の
正
義
」
の
否
定
を
意
味
す
る
が
、
但
し
「
敗
者
」
自
身
が
い
ず
れ
は
「
勝
者
の
正
義
」
を
積
極
的
に
受
け
入

れ
る
と
の
想
定
に
よ
っ
て
、「
敗
者
」
そ
の
も
の
の
否
定
に
は
な
ら
な
い
。「
敗
者
」
も
一
般
意
志
を
体
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
つ
ま

り
精
神
的
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
勝
者
」
の
一
員
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、「
勝
者
の
正
義
」
は
単
な
る

「
多
数
者
の
正
義
」
で
は
あ
り
え
ず
、
本
当
の
正
義
（
ほ
ん
も
の
の
一
般
意
志
（
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
「
敗
者
」

の
精
神
の
内
部
に
既
に
（
自
覚
さ
れ
ず
と
も
（
存
在
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
い
か
に
も
「
虚
偽
の
意
識
」
を
彷

彿
と
さ
せ
る
議
論
だ
が
、
ル
ソ
ー
が
確
固
た
る
正
義
の
基
準
を
前
提
と
し
て
い
る
点
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
以
上
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
い
さ
さ
か
強
引
に
立
憲
政
治
を
め
ぐ
る
議
論
に
適
用
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
人
権
の
保
全
を
謳
う
憲
法
的
枠
組
み
が
一
部
の
反
対
意
見
を
無
視
す
る
形
で
、
い
わ
ば
強
制
的
に
導
入
さ
れ
た
場

合
、
反
対
者
た
ち
の
意
識
が
（
い
わ
ばBildung

の
よ
う
な
過
程
を
経
て
（
徐
々
に
変
わ
り
、
い
ず
れ
そ
の
憲
法
的
枠
組
み
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
評
価
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、（
少
な
く
と
も
そ
の
時
点
で
（
自
由
の
強
制
が
正
当
化
さ
れ
る
と
。

　

し
か
し
一
つ
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
求
め
る
代
償
は
あ
ま
り
に
高
い
。（
少
な
く
と

も
私
は
そ
う
考
え
る
。（
あ
ま
つ
さ
え
ル
ソ
ー
の
議
論
そ
の
も
の
が
、
ル
ソ
ー
自
身
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ア
ポ
リ
ア
を
抱
え
て
お

り
、「
結
果
が
原
因
に
な
る
」
と
い
う
逆
説
か
、
も
し
く
は
あ
る
「
奇
跡
」
な
く
し
て
は
脱
却
し
え
な
い
袋
小
路
に
つ
き
あ
た
る
の

で
あ
る
。

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
人
民
が
、
政
治
の
健
全
な
格
律
を
好
み
、
国
是
の
根
本
規
則
に
し
た
が
い
う
る
た
め
に
は
、
結
果
が
原
因
と
な
る
こ

と
、
制
度
の
産
物
た
る
べ
き
社
会
的
精
神
が
、
そ
の
制
定
自
体
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
、
そ
し
て
、
人
々
が
、
法
の
生
ま
れ
る
前
に
、
彼
ら

が
法
に
よ
っ
て
な
る
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う（

（（
（

。
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つ
ま
り
、
一
般
意
志
を
正
し
く
認
識
で
き
る
有
徳
な
市
民
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
一
般
意
志
の
論
理
と
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
作
動
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
有
徳
な
市
民
自
体
は
一
般
意
志
の
産
物
な
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
既
に
有
徳
な
市
民
が
存

在
す
る
よ
う
な
政
治
社
会
に
お
い
て
は
、
市
民
が
有
徳
で
あ
る
ゆ
え
、
全
市
民
の
立
法
過
程
へ
の
参
与
を
通
じ
て
一
般
意
志
が
適
宜

形
成
さ
れ
自
由
も
保
全
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
政
治
社
会
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る

の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
は
そ
れ
ま
で
の
一
般
意
志
論
の
枠
内
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
難

問
に
対
す
る
解
決
を
ル
ソ
ー
は
「
立
法
者
」
と
い
う
共
同
体
外
の
存
在
に
よ
る
市
民
創
造
作
用
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
人
間
改
造
論
を
伴
う
。

一
つ
の
人
民
に
制
度
を
与
え
よ
う
と
あ
え
て
く
わ
だ
て
る
ほ
ど
の
人
は
、
い
わ
ば
人
間
性
を
か
え
る
力
が
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
一
つ
の
完

全
で
、
孤
立
し
た
全
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
各
個
人
を
、
よ
り
大
き
な
全
体
の
部
分
に
か
え
、
そ
の
個
人
が
い
わ
ば
そ
の
生
命
と
存
在
と
を

そ
こ
か
ら
受
け
と
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
間
の
骨
組
み
を
か
え
て
も
っ
と
強
く
す
る
こ
と
が
で
き
、
わ
れ
わ
れ
み
な
が
自
然
か

ら
受
け
と
っ
た
身
体
的
に
し
て
独
立
的
な
存
在
に
、
部
分
的
に
し
て
精
神
的
な
存
在
を
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
確
信
を
も

つ
人
で
あ
る
べ
き
だ（

（（
（

。

　

ま
た
、
立
法
者
の
必
要
性
は
、
人
民
の
能
力
に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
か
ら
も
導
か
れ
る
。

人
民
は
、
ほ
っ
て
お
い
て
も
、
つ
ね
に
幸
福
を
欲
す
る
。
し
か
し
、
ほ
っ
て
お
い
て
も
、
人
民
は
、
つ
ね
に
幸
福
が
わ
か
る
と
は
か
ぎ
ら

な
い
。
一
般
意
志
は
、
つ
ね
に
正
し
い
が
、
そ
れ
を
導
く
判
断
は
、
つ
ね
に
啓
蒙
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
個
人
は
、
幸
福
は

わ
か
る
が
、
そ
れ
を
し
り
ぞ
け
る
。
公
衆
は
、
幸
福
を
欲
す
る
が
、
こ
れ
を
み
と
め
え
な
い
。
双
方
と
も
ひ
と
し
く
、
導
き
手
が
必
要
な
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の
で
あ
る
。
個
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
志
を
理
性
に
一
致
さ
せ
る
よ
う
に
強
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
衆
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が

欲
す
る
こ
と
を
教
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
公
衆
を
啓
蒙
し
た
結
果
、
社
会
体
の
中
で
の
悟
性
と
意
志
と
の
一
致

が
生
ま
れ
、
そ
れ
か
ら
、
諸
部
分
の
正
確
な
協
力
、
さ
ら
に
、
全
体
の
最
大
の
力
と
い
う
結
果
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
こ
そ
、
立
法

者
の
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

ル
ソ
ー
の
立
法
者
は
「
天
才
」「
異
常
」
に
し
て
「
奇
跡
的
」
存
在
で
あ
り
、
歴
史
に
は
稀
に
し
か
登
場
し
な
い
。（
ル
ソ
ー
自
身

が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
よ
う
な
建
国
者
で
あ
る
。（
し
か
も
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
人
民
に
理
性
の
言
葉
は
届
か

な
い
ゆ
え
に
、
立
法
者
は
暴
力
以
外
の
説
得
的
手
段
、
つ
ま
り
人
民
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
権
威
―
―
特
に
「
神
の
権
威
」
―
―
に

訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
ち
な
み
に
、
ル
ソ
ー
が
ど
こ
ま
で
も
暴
力
を
忌
避
す
る
点
は
特
筆
に
値
す
る（

（（
（

。（
そ
こ
か
ら
は
自
ず
と
「
宗

教
が
政
治
の
道
具
と
し
て
役
立
つ
」
と
い
う
主
張
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（（（
（

。

　

こ
の
立
法
者
論
の
危
う
さ
は
、
あ
え
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
と
呼
ば
れ
、「
自
由
な
ら
し
め
ん
が

た
め
に
強
制
す
る
」
と
い
う
考
え
を
積
極
的
に
擁
護
し
た
中
江
兆
民
で
さ
え
立
法
者
論
に
は
困
惑
し
た
と
さ
れ
る（（（
（

。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
立
法
者
論
こ
そ
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
有
益
な
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
危
う
さ
は
わ
れ
わ
れ
の
今
日
抱
え
る
問
題
を
鏡
の
よ
う
に
映
し
出
し
て
い
る
も
の
と
私
は
考
え

る
。（
な
お
、
念
の
た
め
に
述
べ
て
お
く
が
、
私
は
こ
の
立
法
者
論
を
積
極
的
に
適
用
す
べ
き
理
論
と
し
て
擁
護
す
る
気
は
毛
頭
な
い
。
仮
に

リ
ベ
ラ
ル
な
解
釈
を
導
く
こ
と
が
理
論
上
可
能
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
曲
解
さ
れ
る
リ
ス
ク
は
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
と
考
え
る
。（
そ
こ

で
ま
ず
は
、
そ
の
危
う
さ
の
一
側
面
に
つ
い
て
触
れ
た
う
え
で
、
章
を
改
め
て
東
ア
ジ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
と
の
関
連
で
論

じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
危
う
さ
と
は
、
ル
ソ
ー
の
立
法
者
論
に
内
在
す
る
矛
盾
に
由
来
す
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
本
来
「
主
体
的
な
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市
民
」
な
い
し
「
自
由
な
主
体
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
が
、
ル
ソ
ー
の
立
法
者
に
よ
る
市
民
創
造
行
為
は
、
ま
さ
に
上
か
ら
下
へ

の
「
自
由
の
強
制
」
を
伴
う
ゆ
え
、
人
民
の
主
体
性
発
揮
の
契
機
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
そ
う
な
る
可
能
性
が

高
い
。
そ
し
て
こ
の
主
体
性
が
失
わ
れ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
自
身
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
も
自
由
は
喪
失
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、

仮
に
強
制
さ
れ
る
自
由
な
い
し
一
般
意
志
が
真
の
正
義
を
体
現
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
そ
の
正
義
が
被
強
制
者
に
よ
っ
て
尊

ば
れ
う
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
状
況
は
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
体
性
の
実
現
と
正
義
の
実
現
は
必
然
的
に
一
致
す
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
前
者
を
特
徴
と
す
る
自
由
な
精
神
が
消
滅
し
た
場
合
は
、
正
義
が
実
現
し
よ
う
と
し

ま
い
と
奴
隷
根
性
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
な
る
必
然
性
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
自
由
の
強
制
」
に
対
す
る
自
由
の
反
発
と
い
え
る
よ
う
な
事

態
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
啓
蒙
専
制
主
義
に
対
す
る
反
発
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。（
こ
の
場
合
、

カ
ン
ト
の
よ
う
に
自
覚
的
に
主
体
的
自
由
の
幸
福
に
対
す
る
優
位
性
が
主
張
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。（
あ
る
い
は
、
対
極
的
に
、
表
面
上

の
自
由
の
否
定
と
い
う
形
で
そ
れ
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
大
国
に
よ
る
人
権
外
交
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
名
に
お
け
る
内

政
干
渉
が
、
そ
の
受
け
手
と
な
る
国
の
民
衆
（
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
な
く
（
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
周
知
の
事
実
で

あ
る（（（
（

。
こ
こ
で
反
発
の
対
象
と
な
る
の
は
、
お
そ
ら
く
強
制
さ
れ
る
自
由
そ
の
も
の
の
内
容
（
人
権
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
で
は
な
く
、

そ
れ
が
外
部
か
ら
強
制
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
適
用
の
さ
れ
方
で
あ
ろ
う
。

　

現
実
の
世
界
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
こ
れ
ら
両
極
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
す
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、

往
々
に
し
て
、「
自
由
の
強
制
」
は
「
自
由
な
主
体
」
の
出
現
を
困
難
に
す
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

「
自
由
の
強
制
」
は
、
し
ば
し
ば
自
由
の
主
体
た
る
人
間
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
も
歪
め
、
主
体
的
自
由
の
自
覚
的
追
求
そ
の
も
の
の

妨
げ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
自
由
の
「
強
制
」
の
み
な
ら
ず
、
他
者
か
ら
受
け
る
あ
る
種
の

「
眼
差
し
」
か
ら
も
生
じ
う
る
と
思
わ
れ
る
―
―
特
に
、
他
者
か
ら
見
下
ろ
さ
れ
た
り
、
恩
着
せ
が
ま
し
い
態
度
で
接
せ
ら
れ
た
り
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す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る（（（
（

。
こ
う
し
た
精
神
的
作
用
の
原
因
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、「
承
認
へ
の
願
望
」
や
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
問
題
と
の
関
連
で
部
分
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
一
定
の
説
明
を
導
く
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
本
稿
の
課
題
を
超
え
る
た
め
、

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る（（（
（

。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
人
間
精
神
の
繊
細
な
働
き
、
可
塑
性
、
傷
つ
き
や
す
さ
、
そ
し
て
主
体
性
の
確
立
の
困
難
さ
を
ル
ソ
ー
が
自
覚

し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
も
そ
も
『
エ
ミ
ー
ル
』
で
は
、
ま
さ
に
自
律
的
人
格
の
養
成
、
そ
し
て
そ
の
困
難
さ
が
主

題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
立
法
者
論
は
ル
ソ
ー
自
身
に
と
っ
て
も
矛
盾
を
孕
ん
だ
も
の
と
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
矛
盾
さ
え
も
克
服
で
き
、
つ
ま
り
自
由
を
強
制
さ
れ
る
人
び
と
が
そ
れ

を
強
制
と
感
じ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
強
制
さ
れ
る
も
の
を
自
発
的
に
求
め
る
よ
う
に
導
く
ほ
ど
人
間
の
心
理
操
作
に
長
け
て
い
る
こ

と
が
立
法
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
立
法
者
は
神
の
権
威
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
他
方
で
、
ル
ソ
ー
は
自
ら
の
立
法
者
論
の
危
う
さ
を
自
覚
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
立
法
者
論
を
展
開
す
る
章
に
お
い
て
彼
は
人
民
が
立
法
権
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
強
調
し
つ
つ
、
次

の
よ
う
に
人
民
の
主
体
性
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
十
六
官
と
い
え
ど
も
、
彼
ら
だ
け
の
権
威
に
よ
っ
て
法
を
成
立
さ
せ
る
権
利
を
に
ぎ
る
ほ
ど
あ
つ
か
ま
し
く
は
な
か
っ

た
。「
わ
れ
わ
れ
が
君
た
ち
に
提
案
す
る
も
の
は
」
と
彼
ら
は
人
民
に
い
っ
た
。「
君
た
ち
の
同
意
が
な
く
て
は
、
何
一
つ
法
と
は
な
り
え

な
い
。
ロ
ー
マ
人
よ
、
君
た
ち
み
ず
か
ら
、
君
た
ち
の
幸
福
を
生
み
だ
す
べ
き
法
の
作
成
者
と
な
れ（

（（
（

。」
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五　

東
ア
ジ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
未
来

　

正
し
い
原
理
を
探
究
し
、
そ
れ
を
規
範
理
論
と
し
て
提
示
し
、
現
実
の
批
判
や
改
革
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
理
想
的
な
理
論
が
、
お
よ
そ
そ
の
反
対
物
を
正
当
化
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
政
治
的
に
利
用

さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
例
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
逆
に
、
理
想
的
と
は
い
い
が
た
い
理
論
が
、
お
よ
そ
理
想
的
で
な
い
現

実
的
境
遇
の
な
か
で
一
定
の
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
時
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
後
者
の
立

場
か
ら
、
今
ま
で
の
議
論
が
、
東
ア
ジ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
未
来
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
か
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

　

さ
て
、
一
口
に
東
ア
ジ
ア
と
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
っ
て
も
千
差
万
別
で
あ
り
、
未
来
の
こ
と
と
な
る
と
一
層
、
神
か
預
言
者

で
も
な
い
限
り
確
実
な
こ
と
を
述
べ
る
の
は
困
難
と
な
ろ
う
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
大
局
的
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
東
ア
ジ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
あ
る
い
は
政
治
の
未
来
は
（
日
本
の
も
韓
国
の
も
（、
中
国
の

未
来
の
あ
り
方
に
大
い
に
影
響
を
受
け
る
と
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
が
リ
ベ
ラ
ル
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
す
る
こ
と
を
自
明

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
仮
に
そ
う
な
る
と
し
て
も
、
既
存
の
モ
デ
ル
と
は
大
分
異
な
る
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ

で
、
も
し
中
国
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
意
識
し
つ
つ
、

ど
の
よ
う
な
方
向
性
が
あ
り
う
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
ま
ず
は
ル
ソ
ー
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
日
本
の

戦
後
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
経
験
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

㈠
　 

日
本
の
場
合

　

日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
新
た
な
始
ま
り
は
敗
戦
を
き
っ
か
け
と
し
た
。
確
か
に
、
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
デ
モ
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ク
ラ
シ
ー
を
実
現
す
る
た
め
の
素
地
（
幕
末
維
新
期
の
啓
蒙
活
動
、
自
由
民
権
運
動
、
私
擬
憲
法
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
ど
の
運
動
と
実

績
（
は
既
に
あ
る
程
度
存
在
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
で
民
主
化
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
否
定
し
が

た
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
少
な
く
と
も
初
発
に
お
い
て
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

「
自
由
の
強
制
」
が
戦
後
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
端
緒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
中
江
兆
民
の
研
究
で
も
有
名
な
日
本
思
想
史
研
究
者
の
宮
村
治
雄
は
「
天
皇
制
論
の
遺
産
」
と
題
す
る
論
文

の
な
か
で
、
こ
う
し
た
特
殊
日
本
的
な
状
況
を
ル
ソ
ー
の
立
法
者
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
理
解
す
る
視
角
を
提
示
し
て
い
る（（（
（

。
宮
村
は

Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
ル
ソ
ー
的
立
法
者
を
類
比
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
「
戦
後
天
皇
制
論
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
日
本
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
成
立
過
程
に
顕
在
化
し
た
問
題
、
そ
し
て
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
知
的
に
苦
闘
し
た
一
部
の
知
識
人
（
主
に
中
野
重
治
、

南
原
繁
、
丸
山
眞
男
（
に
光
を
当
て
よ
う
と
試
み
て
い
る（（（
（

。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
＝
立
法
者
テ
ー
ゼ
に
し
た
が
っ
て
い
え
ば
、
敗
戦
直
後
に
日
本
人
は
「
自
由
を
強
制
」
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
宮
村
は
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
提
示
し
た
「
政
治
的
及
民
事
的
及
宗
教
的
自
由
ニ
対
ス
ル
制
限
ノ
撤
廃
ニ
関
ス
ル
覚
書
」（
以
下
、「
覚
書
」
と
略
記
（
が

日
本
の
民
主
化
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
我
が
国
の
政
治
組
織
の
上
に
一
種
の
無
血
革
命
を
断
行

し
た
も
の
」
と
評
し
た
田
中
二
郎
（
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
教
授
、
後
に
最
高
裁
判
所
長
官
（
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、「
覚
書
」
が
戦

後
日
本
に
お
け
る
「
人
権
宣
言
」
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
有
し
て
い
る
と
す
る（（（
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
同
時
に
「
自
由
へ
の
強
制
」
と

い
う
「
逆
説
的
問
題
状
況
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
続
き
、
ル
ソ
ー
の
立
法
者
論
へ
の
言
及
が
な
さ
れ

る
。「

立
法
者
」
は
、「
職
責
」
に
お
い
て
も
「
能
力
」
に
お
い
て
も
「
非
凡
」
な
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
「
国
家
の
中
に
位
置
を
占
め
な
い
」。

こ
う
し
て
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
は
、「
人
民
主
権
」
の
実
現
を
求
め
て
、
人
民
に
対
し
て
「
自
由
な
ら
し
め
ん
が
た
め
に
強
制
す
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る
」
と
い
う
逆
説
を
体
現
す
る
「
立
法
者
」
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
だ
存
在
を
呼
び
起
こ
し
た
こ
と
で
、
政
治
思
想
作
品
の
中
で
も
最
も

論
争
的
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
自
由
の
熱
愛
者
ル
ソ
ー
」
か
ら
「
自
由
の
敵
対
者
ル
ソ
ー
」
に
至
る
そ
の
評
価
の
分
極
は
、

今
日
に
至
っ
て
も
な
お
決
着
を
み
ま
せ
ん
。

　

私
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
「
天
皇
制
批
判
の
自
由
の
強
制
命
令
」
が
含
む
問
題
状
況
は
、
こ
の
ル
ソ
ー
の
逆
説
に
照
ら
し
て
読
み
解
か

れ
う
る
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
べ
き
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す（

（（
（

。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
宮
村
の
議
論
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
ル
ソ
ー
的
立
法
者
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
証
明
す
る
た
め
の
も
の
で
も
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
上
か
ら
の
民
主
化
な
い
し
「
自
由
の
強
制
」
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。
ち
な
み
に
、
宮
村
は
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
と
ル
ソ
ー
的
立
法
者
の
決
定
的
違
い
も
指
摘
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
の
立
法
者
は
物
理
的
強
制
力
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
に

対
し
て
、「
戦
後
日
本
に
お
け
る
〈
立
法
者
〉
は
、〈
占
領
軍
司
令
部
〉
と
い
う
絶
対
的
な
権
力
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る（（（
（

。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
同
時
に
、
こ
の
〈
絶
対
権
力
〉
は
、
日
本
の
〈
民
主
化
〉
に
際
し
て
、
ル
ソ
ー
的
な
意
味
で
の
〈
立
法
者
〉
た

ら
ん
と
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
」
た
と
し
て
そ
こ
に
注
目
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
逆
説
的
な
状
況
、

つ
ま
り
「
自
由
の
強
制
」
ゆ
え
に
自
由
か
ら
最
も
遠
い
と
こ
ろ
に
お
か
れ
た
と
い
う
逆
境
の
真
っ
只
中
に
お
い
て
、
そ
れ
で
も
な
お

国
民
が
自
由
の
内
面
的
権
威
を
確
立
し
、「
自
由
な
主
体
」
と
な
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
下
か
ら
つ
く
り
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
主
張
し
つ
づ
け
、
困
難
を
覚
悟
で
現
実
に
働
き
か
け
た
一
部
の
知
識
人
の
壮
絶
な
知
的
営
為
に
光
を
あ
て
る
た
め
で
あ
る
。
引
用

さ
れ
る
丸
山
眞
男
の
次
の
言
葉
も
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
今
日
、
外
国
に
よ
っ
て
「
自
由
」
を
あ
て
が
は
れ
、
強
制
さ
れ
た
。
し
か
し
、
あ
て
が
は
れ
た
自
由
、
強
制
さ
れ
た
自
由
と

は
、
実
は
本
質
的
な
矛
盾
―
―contradictio in adjecto

―
―
で
あ
る
。
自
由
と
は
日
本
国
民
が
自
ら
の
事
柄
を
自
ら
の
精
神
を
以
っ
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て
決
す
る
の
謂
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
真
の
自
由
を
獲
得
す
べ
く
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
所
与
と
し
て
の
自
由

を
内
面
的
な
自
由
に
高
め
る
べ
く
、
血
み
ど
ろ
の
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
戦
後
日
本
の
歴
史
的
な
ら
び
に
精
神
的
経
験
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
現
在
お
よ
び
未
来
の
日
本
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
依
然
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
と
い
う
の
が
宮
村
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
私
も
同
感
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

戦
後
日
本
の
逆
説
的
問
題
状
況
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
な
ん
た
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
問
題
・
困
難
を
孕
ん
で
い
る
か

を
わ
れ
わ
れ
に
鋭
く
認
識
さ
せ
る
と
同
時
に
、
今
日
ま
で
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
展
開
に
お
け
る
成
功
と
失
敗
を
批
判
的
に
吟
味
す
る

一
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

今
日
の
日
本
の
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
一
方
で
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成
功
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
憲

法
に
謳
わ
れ
て
い
る
主
権
在
民
も
基
本
的
人
権
も
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
日
本
国
民
に
よ
っ
て
尊
ば
れ
て
い
る
と
い
え
る
し
、
日
本

が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
と
い
う
意
識
も
一
般
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
他
方
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
国
民
が
右
で
論
じ
た

よ
う
な
意
味
で
の
「
自
由
な
主
体
」
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
宮
村
の
引
く
丸
山
の
言
葉
を
引
用
す
る
の
で
あ
れ

ば
、「
自
ら
の
良
心
に
従
っ
て
判
断
し
行
動
し
、
そ
の
結
果
に
た
い
し
て
自
ら
責
任
を
負
う
人
間
、
つ
ま
り
〈
甘
え
〉
に
依
存
す
る

の
と
反
対
の
行
動
様
式
を
も
っ
た
人
間
類
型
の
形
成
」
に
成
功
し
た
で
あ
ろ
う
か（（（
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
丸
山
ら
の
定
め
た
目
標
を
成
功
の
基
準
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
方
も
あ
る
。「
自
由
な
主
体
」
を
求

め
る
こ
と
自
体
、
時
代
遅
れ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、「
近
代
主
義
者
」
に
よ
る
誤
っ
た
目
標
で
あ
る
と
。
そ
も
そ
も
西
洋
に

も
存
在
し
な
い
「
自
律
し
た
強
い
個
人
」
を
求
め
る
こ
と
が
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
屈
折
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
で
あ
る
と
の

批
判
も
あ
る
。

　

確
か
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
自
由
を
一
義
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
丸
山
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
刻
々
と
変
転
す
る
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世
界
情
勢
を
前
に
し
て
、
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
考
え
る
の
は
ナ
イ
ー
ブ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
共
精
神
と
社

会
的
紐
帯
の
希
薄
化
、
個
人
の
原
子
化
の
進
行
、
政
治
へ
の
失
望
、
代
表
制
の
危
機
な
ど
と
い
っ
た
問
題
に
直
面
す
る
な
か
で
、
し

か
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
い
て
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
広
ま
る
な
か
で
、
ま
た
価
値
の
多
元

化
と
現
在
主
義
が
一
層
顕
著
と
な
る
時
代
的
潮
流
に
お
い
て
伝
統
に
訴
え
る
の
が
著
し
く
困
難
と
な
る
な
か
で
、
市
民
が
ど
の
よ
う

に
主
体
的
に
（
つ
ま
り
「
自
由
な
主
体
」
と
し
て
（
相
互
的
な
信
頼
関
係
を
構
築
し
て
い
く
か
を
問
わ
ず
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
考
察
す

る
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。

　

翻
っ
て
先
の
問
い
に
答
え
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
宮
村
の
診
断
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
診

断
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宮
村
に
し
た
が
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ

＝
立
法
者
テ
ー
ゼ
を
手
掛
か
り
と
し
つ
つ
戦
後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
再
考
す
る
と
き
、
先
に
み
た
ル
ソ
ー
の
立
法
者
論
が
孕
む
危
う
さ

に
注
目
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
も
の
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。「
自
由
の
強
制
」
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
基
本
的
に
不
利
な

状
況
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
は
一
定
の
形
式
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
成
立
し
え
て
も
、「
自
由
の
強
制
」
に
内
在
す
る
根
本
的
矛
盾

が
、「
自
由
の
強
制
」
に
対
す
る
自
由
の
反
発
と
い
っ
た
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
作
用
と
相
俟
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
（
し
か
も
し

ば
し
ば
無
自
覚
的
に
（「
自
由
な
主
体
」
の
形
成
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
丸
山
ら
は
そ
の
不
利
な
状
況
と
自
ら
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
困
難
性
を
悲
痛
な
ま
で
に
自
覚
し
つ
つ
、
あ
え
て
「
自
由
を
内
面
的
な
自
由
に
高
め
る
べ
く
、
血
み
ど
ろ
の
努
力
」

に
挑
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
繰
り
返
す
が
、
そ
の
苦
闘
の
目
指
し
た
と
こ
ろ
は
な
お
遠
く
、
か
つ
な
お
目
指
す
に
値
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
的
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
所
在
が
あ
る
程
度
明
確
化
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん

同
時
に
、
ル
ソ
ー
的
解
決
が
わ
れ
わ
れ
の
解
決
に
な
り
え
な
い
こ
と
も
自
覚
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は
、
近
代
的
問
題
を
解

決
な
い
し
回
避
す
る
た
め
に
、
一
般
意
志
論
を
通
じ
て
、
比
較
的
均
一
的
な
共
有
意
識
の
人
為
的
構
築
と
再
生
産
を
目
指
し
た
。
だ
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が
、
こ
れ
は
今
日
、
現
実
的
で
な
い
だ
ろ
う
し
、
価
値
の
多
様
性
と
い
う
現
実
を
無
視
し
て
、
均
一
化
を
目
指
そ
う
と
す
れ
ば
（
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
誘
惑
（、
悲
劇
的
事
態
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
多
元
化
を
内
包
し
つ
つ
、
自
由
と
平
和
を
も
た
ら
す
、
そ
し

て
現
在
主
義
に
由
来
す
る
不
安
定
さ
を
克
服
す
る
政
治
な
い
し
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
有
効

な
答
え
は
依
然
存
在
し
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
避
け
ら
れ
な
い
問
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
㈡
　 

中
国
の
場
合

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
が
、
中
国
の
政
治
の
未
来
を
考
え
る
上
で
い
か
な
る
示
唆
を
与
え
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
断
っ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
こ
で
は
問
題
を
限
定
し
て
、
中
国
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
実
現
化
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
と
い
う
前
提
の
も
と
に

論
を
展
開
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
も
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
理
想
的
な
政
治
社
会
の
青
写
真
と
し
て
の
規

範
理
論
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
必
ず
し
も
理
想
的
で
な
い
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
、
既
に
み
た
よ
う
な
矛
盾
や
危
う

さ
を
含
む
ル
ソ
ー
的
プ
リ
ズ
ム
か
ら
い
か
な
る
示
唆
が
得
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
当
た
り
前
な
点
を
指
摘
す
る
が
、
日
本
の
経
験
が
中
国
の
民
主
化
実
現
の
道
筋
を
示
す
の
に
直
接
役
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。

歴
史
的
境
遇
な
い
し
時
代
的
条
件
が
著
し
く
異
な
る
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
目
指
さ
れ
る

場
合
、
上
か
ら
の
意
識
的
な
い
し
計
画
的
な
変
革
と
し
て
導
入
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
点
で
一
定
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と

が
可
能
と
な
る
。（
念
の
た
め
強
調
し
て
お
く
と
、
私
が
こ
こ
で
意
図
し
て
い
る
の
は
「
上
か
ら
の
民
主
化
」
の
正
当
化
で
も
奨
励
で
も
な
い
。

再
三
強
調
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
自
由
の
強
制
」
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
の
ア
ポ
リ
ア
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
ゆ
え
、「
上
か
ら

の
民
主
化
」
を
は
じ
め
か
ら
擁
護
す
る
の
は
本
末
転
倒
と
い
え
る
。（

　

し
か
し
、
も
し
中
国
が
そ
の
よ
う
な
民
主
化
の
道
を
選
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
い
わ
ば
逆
説
的
問
題
状

況
の
な
か
で
の
民
主
化
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
日
本
の
経
験
か
ら
一
定
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
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で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
項
の
想
定
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
両
国
間
の
無
視
し
え
な
い
相
違
も
あ
る
の
で
、
以
下
の
議
論
に
お
い
て
特
に
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
と
思
わ
れ
る
二
点
を
指

摘
し
た
い
。
第
一
に
、
中
国
の
場
合
、
上
か
ら
の
民
主
化
と
い
っ
て
も
外
国
勢
力
に
よ
っ
て
そ
れ
が
強
制
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
だ
と
し
て
も
そ
れ
は
往
々
に
し
て
現
体
制
の
支
配
層
に
よ
る
自
主
的
改
革
と
い
う
形

を
と
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
自
由
の
強
制
」
に
対
す
る
自
由
の
反
発
と
い
う
観
点
か
ら
は
よ
り
好
ま
し
い
状
況
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
支
配
層
が
「
自
国
民
」
と
み
な
さ
れ
な
い
場
合
（
例
え
ば
、
分
離
独
立
を
求
め
る
人
び
と
か
ら
見
た
場
合
（、

こ
の
こ
と
は
妥
当
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
。
さ
て
、
第
二
の
相
違
は
ま
さ
に
こ
の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
国
の
国

土
と
人
口
の
規
模
が
日
本
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
文
化
的
・
民
族
的
多
様
性
も
遥

か
に
顕
著
で
あ
り
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
単
位
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
単
位
と
を
近
づ
け
る
の
が
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
現
に
と
っ
て
両
者
が
一
致
す
る
必
要
は
な
い
し
、
現
に
多
民
族
・
多
文
化
を
擁
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

国
家
は
多
く
存
在
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
多
様
性
・
多
元
性
を
内
包
で
き
る
政
治
的
枠
組

み
と
そ
れ
に
対
す
る
同
意
（
し
ば
し
ば
黙
示
的
同
意
（・
共
有
理
解
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
中
国
の
場
合
、
民
主

化
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
同
意
が
保
た
れ
う
る
か
（
あ
る
い
は
創
出
さ
れ
う
る
か
（
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
困
難
は
、
現
在
主
義
の
進
行
と
と
も
に
一
層
深
刻
化
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み

よ
う
。

　

中
国
が
独
自
の
政
治
体
制
を
保
ち
つ
つ
も
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
な
か
で
、
当
然
、
社
会
・

経
済
の
領
域
で
は
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
こ
れ
は
人
び
と
の
意
識
・
考
え
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
経
済
的
自
由
の
拡
大
、
労
働
力
人
口
の
激
し
い
移
動
、
貧
富
の
格
差
の
増
大
な
ど
が
急
激
に
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の

境
遇
が
著
し
く
変
化
す
る
と
同
時
に
、
伝
統
的
な
共
通
理
解
（
あ
る
い
は
そ
れ
ま
で
比
較
的
安
定
し
て
い
た
黙
示
的
同
意
（
が
希
薄
化
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し
、
多
く
の
先
進
産
業
諸
国
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
的
紐
帯
の
脆
弱
化
や
個
人
の
原
子
化
の
問
題
が
顕
在
化
し
、
深
刻
化

す
る
か
も
し
れ
な
い
。（
既
に
顕
在
化
し
て
い
る
と
の
意
見
も
あ
る
。（
そ
う
な
れ
ば
、
現
在
主
義
的
な
思
考
様
式
も
一
般
化
し
、
秩
序

形
成
や
維
持
は
明
示
的
同
意
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
例
は
こ
こ
で
も
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
鷲
田
清
一
は
、
か
つ
て
日
本
の
農
村
で
み
ら
れ
た
「
相
互
救
済
の
力
」、

「〈
共
同
防
貧
〉
の
仕
組
み
」
が
昭
和
初
期
の
産
業
化
の
過
程
で
衰
退
し
「
孤
立
貧
」
を
生
み
出
し
、「
わ
れ
わ
れ
は
公
民
と
し
て
病

み
か
つ
貧
し
」
く
な
っ
た
と
す
る
柳
田
國
男
の
主
張
に
依
拠
し
つ
つ
、「
格
差
社
会
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
現
代
日
本
社
会
も
こ

れ
に
類
似
し
て
お
り
、
ま
す
ま
す
個
人
の
原
子
化
が
進
行
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
こ
う
し
た
状
況
は
今
日
の
中
国
と
無
縁
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
び
と
の
生
活
レ
ベ
ル
が
少
し
で
も
改
善
さ
れ
る
よ
う
改
革
が
行
わ
れ
れ
ば
、
問

題
は
解
決
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
れ
も
疑
わ
し
い
（
少
な
く
と
も
そ
う
な
る
必
然
性
は
な
い
（
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
お
よ
び

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
的
事
例
よ
り
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

渡
辺
浩
は
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
明
治
革
命
」
と
題
す
る
論
文
の
な
か
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
洞
察
に
言
及
し
な
が
ら
、
幕

末
維
新
期
の
一
連
の
改
革
が
意
図
せ
ざ
る
政
治
的
帰
結
を
導
い
た
と
論
じ
て
い
る（（（
（

。
ま
ず
は
、
そ
の
論
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
ト
ク

ヴ
ィ
ル
の
文
章
を
引
い
て
み
よ
う
。

革
命
に
陥
っ
て
い
く
の
は
、
事
態
が
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
く
時
と
は
限
ら
な
い
。
多
く
の
場
合
、
不
平
も
言
わ
ず
そ
れ
を
感
じ
て

も
い
な
い
か
の
よ
う
に
、
最
も
苛
酷
な
法
律
を
支
え
て
い
た
人
々
が
、
そ
の
法
律
の
重
さ
が
軽
減
さ
れ
る
や
否
や
、
激
し
く
そ
れ
を
拒
絶

す
る
の
で
あ
る
。
革
命
が
破
壊
し
た
体
制
の
方
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
れ
以
前
の
体
制
よ
り
良
い
。
そ
し
て
経
験
の
教
え
る
と
こ
ろ

で
は
、
悪
い
政
府
に
と
っ
て
も
っ
と
も
危
険
な
瞬
間
と
は
、
た
い
て
い
改
革
を
始
め
る
時
で
あ
る
。
長
期
の
抑
圧
の
後
に
そ
の
臣
民
へ
の

重
圧
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
君
主
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
偉
大
な
天
才
だ
け
で
あ
ろ
う
。
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
じ
っ
と
耐
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え
て
き
た
悪
が
、
そ
れ
を
免
れ
う
る
と
思
う
や
否
や
、
耐
え
難
く
な
る
。
悪
弊
を
除
去
す
る
と
、
残
っ
た
悪
弊
が
よ
り
目
立
ち
、
感
情
は

よ
り
苛
立
つ
。
悪
は
本
当
に
小
さ
く
な
っ
て
も
、
感
受
性
は
よ
り
敏
感
に
な
る（

（（
（

。

そ
し
て
、
渡
辺
は
、「
明
治
維
新
で
も
、〈
悪
弊
〉
を
除
去
し
、
改
良
を
始
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
確
か
に
全
面
的
崩
壊
の
始
ま
り

だ
っ
た
」
と
述
べ
、
日
本
で
も
類
似
し
た
現
象
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
中
国
は
、
革
命
期
の
フ
ラ
ン
ス
と
も
幕
末
維
新
期
の
日
本
と
も
違
う
。
だ
が
、
右
に
み
た
よ
う
な
類
似

的
要
因
が
相
互
作
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
に
お
け
る
国
民
的
統
合
な
い
し
国
家
的
統
合
、
そ
し
て
秩
序
と
安
定
の
維
持
は
こ
れ

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
民
主
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
そ
れ
自
体
が
自
ず
と
そ

れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
に
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
る
ケ
ー

ス
よ
り
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
な
る
ケ
ー
ス
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
導
入
が
無
秩
序
と
悲

劇
的
事
態
を
招
来
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る（（（
（

。
ま
さ
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
単
な
る
制
度
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
を
支
え

る
公
共
的
精
神
や
共
有
理
解
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
分
離
独
立
を
求
め
る
人

び
と
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
な
か
で
、
中
国
の
課
題
は
一
層
困
難
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
近
年
流
行
し

て
い
る
儒
教
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
説
は
、
こ
う
し
た
危
機
意
識
の
表
れ
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か（（（
（

。

　

だ
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
し
な
い
こ
と
が
賢
明
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
既

に
み
た
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
変
化
が
、
現
状
維
持
を
も
は
や
不
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
価
値
の
多
元
化
、
通
信

技
術
の
進
歩
と
普
及
、
労
働
力
人
口
の
激
し
い
移
動
、
個
人
の
原
子
化
、
貧
富
の
格
差
な
ど
が
進
行
す
る
な
か
で
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ

ル
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
に
ま
す
ま
す
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
過
程
で
、
下
か
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
要
求
が
強
化
さ
れ
た
と
し
て
も
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不
思
議
で
は
な
い
。（
少
な
く
と
も
、
社
会
的
不
満
が
蓄
積
さ
れ
る
な
か
で
、
体
制
批
判
と
い
う
形
で
の
下
か
ら
の
圧
力
は
今
後
増
え
て
い
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（

　

そ
れ
で
は
、
ル
ソ
ー
的
立
法
者
の
出
現
を
望
む
ほ
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
ル
ソ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
望
む

こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
歴
史
に
は
稀
に
し
か
登
場
し
な
い
「
天
才
」
的
に
し
て
「
神
」
的
存
在
な
の
で
あ

る
か
ら
。
そ
も
そ
も
、
既
述
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
立
法
者
論
に
は
、
解
決
困
難
な
ア
ポ
リ
ア
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
奇
跡

的
に
ル
ソ
ー
的
立
法
者
が
現
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

た
だ
、
も
し
中
国
が
上
か
ら
の
民
主
化
と
い
う
道
を
歩
む
の
で
あ
れ
ば
、
有
能
な
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
と
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
「
自
由
の
強
制
」
と
い
う
形
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
実
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
例
で
も
あ
っ
た
よ
う

に
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
新
た
な
矛
盾
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
そ
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
相
互
的
な
信
頼
関
係

を
自
発
的
に
構
築
で
き
る
よ
う
な
「
自
由
な
主
体
」
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
さ
に
「
自
由
を
内
面
的
な
自
由
に
高
め
る
べ
く
、
血
み

ど
ろ
の
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
は
中
国
だ
け
の
問
題
で
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危

機
に
少
な
か
ら
ず
直
面
し
て
い
る
、
日
本
も
西
洋
諸
国
も
含
め
た
す
べ
て
の
民
主
国
の
課
題
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
（　

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
七
月
六
―
七
日
に
韓
国
の
延
世
大
学
に
て
開
催
予
定
の
政
治
思
想
学
会
日
韓
共
同
学
術
会
議
で
報
告
す
る
原

稿
に
若
干
の
修
正
・
加
筆
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
大
風
呂
敷
な
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
当
学
術
会
議
の
共
通
テ
ー

マ
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
東
ア
ジ
ア
の
未
来
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
ル
ソ
ー
生
誕
三
〇
〇
周
年
記
念
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
で
の
報
告
を
依
頼
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
テ
ー
マ
を
統
合
す
る
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
に
し
た
の
は
私
自
身
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
無

謀
さ
と
論
考
の
不
備
に
関
す
る
責
任
は
す
べ
て
私
個
人
に
帰
す
る
。

（
２
（　

ス
キ
ナ
ー
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Q

uentin Skinner, M
eaning and Context, ed. Jam

es T
ully, Princeton, 
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Princeton U

niversity Press, 1（8（

（
半
澤
孝
麿
・
加
藤
節
編
訳
『
思
想
史
と
は
な
に
か
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
（. 

拙
稿
「
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
批
判
的
継
承
の
可
能
性
に
関
す
る
一
考
察
（
一
・
二
（」『
法
学
研
究
』
第
七
二
・
七
三
巻
、
第
一
一
・
三
号
、

一
九
九
九
―
二
〇
〇
〇
年
。

（
３
（　

丸
山
眞
男
「
思
想
史
の
考
え
方
に
つ
い
て
」『
丸
山
眞
男
集　

第
九
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。

（
４
（　Bertrand Russell, H

istory of W
estern Philosophy, London, George A

llen and U
nw

in, 1（（6, p. （11

（
市
井
三
郎
訳

『
西
洋
哲
学
史
３
（
近
代
哲
学
（』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
六
七
八
頁
（.

（
５
（　Benjam

in Constant, É
crits politiques, éd. M

arcel Gauchet, Paris, Gallim
ard, 1（（（, p. 60（.

（
６
（　É

crits politiques, pp. 211-212.

（
７
（　
「
ル
ソ
ー
を
誹
謗
中
傷
す
る
者
の
列
に
加
わ
る
つ
も
り
は
私
に
は
毛
頭
な
い
。
こ
う
し
た
人
び
と
は
現
在
大
変
多
い
の
だ
が
。
下
等

な
精
神
し
か
持
た
ぬ
烏
合
の
衆
〔
ル
ソ
ー
批
判
者
〕
は
、
す
べ
て
の
勇
敢
な
真
理
に
疑
問
を
呈
し
、
ル
ソ
ー
の
栄
光
を
貶
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
一
時
的
な
成
功
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
」（É

crits politiques, pp. 211-212

（。

（
８
（　É

crits politiques, p. （1（. 
な
お
、
バ
ー
リ
ン
も
ル
ソ
ー
の
論
理
が
容
易
に
専
制
の
武
器
に
転
化
す
る
危
険
性
を
問
題
視
し
た
が
、

バ
ー
リ
ン
が
特
に
警
戒
し
た
の
は
、
そ
の
論
理
が
合
理
主
義
的
形
而
上
学
と
結
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
拙
稿
「
自
由
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
―

ル
ソ
ー
・
コ
ン
ス
タ
ン
・
バ
ー
リ
ン
」『
思
想
』
第
八
八
三
号
、
一
九
九
八
年
を
参
照
。

（
９
（　Jean-Jacques Rousseau, D

u contrat social, in Œ
uvres com

plètes, t. （, éd. Bernard Gagnebin et M
arcel Raym

ond, 
Paris, Gallim

ard, 1（6（, p. （62

（
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
『
社
会
契
約
論
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
、
三
三
頁
（.

（
10
（　D

u contrat social, pp. （68-（6（

（
邦
訳
、
四
三
頁
（.

（
11
（　D

u contrat social, p. （（（

（
邦
訳
、
八
一
頁
（.

（
12
（　D

u contrat social, p. （（6

（
邦
訳
、
一
四
二
頁
（.

（
1（
（　

そ
し
て
“civitas sibi princeps

”（
都
市
国
家
は
そ
れ
自
身
の
皇
帝
で
あ
る
（
と
い
う
主
張
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
森
征
一

「
バ
ル
ト
ル
ス
の
慣
習
法
理
論
に
お
け
る
〈
同
意
〉（
序
説
（
―
イ
タ
リ
ア
中
世
都
市
国
家
の
立
法
主
権
と
の
関
連
で
」『
法
学
研
究
』
第

六
七
巻
、
第
一
一
号
、
一
九
九
四
年
、
一
八
―
二
〇
頁
。
な
お
、
こ
の
事
例
に
関
し
て
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
合
法
的
支
配
権
（
そ
れ

が
有
名
無
実
化
し
て
い
た
と
は
い
え
（
と
の
対
抗
関
係
を
無
視
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
も
参
照
。Jerem

y W
aldron, Law
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and D
isagreem

ent, O
xford, O

xford U
niversity Press, 1（（（; W

alter U
llm

ann, Jurisprudence in the M
iddle A

ges, 
London, V

ariorum
, 1（80; U

llm
ann, Principles of G

overnm
ent and Politics in the M

iddle A
ges, London, M

ethuen, 
1（61; Joseph Canning, T

he Political T
hought of Baldus de U

baldis, Cam
bridge, Cam

bridge U
niversity Press, 1（8（.

（
1（
（　Edm

und Burke, R
eflections on the R

evolution in France, London, Penguin Classics, 1（86, pp. 1（（-1（5

（
半
澤
孝
麿

訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
二
三
頁
（.

（
15
（　

た
だ
、
十
八
世
紀
の
あ
る
時
期
ま
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
『
古
来
の
国
制
と
封
建
法
』（T

he A
ncient Constitution 

and the Feudal Law

（
で
叙
述
し
た
「
古
来
の
国
制
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
彷
彿
と
さ
せ
る
論
争
が
フ
ラ
ン
ス
に
も
み
ら
れ
、
し
か
し
そ

れ
が
徐
々
に
レ
レ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
を
失
っ
て
い
っ
た
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
ラ
イ
ト
は
述
べ
て
い
る
。Johnson K

ent W
right, A

 Classical 
R

epublican in E
ighteenth-Century France, Stanford, Stanford U

niversity Press, 1（（（.

（
16
（　D

u contrat social, p. （（（
（
邦
訳
、
八
一
頁
（.

（
1（
（　

な
お
、『
社
会
契
約
論
』
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
共
和
国
の
改
革
を
念
頭
に
お
い
て
著
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。
川
合
清
隆
『
ル

ソ
ー
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
共
和
国
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
小
林
淑
憲
「
内
乱
後
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
共
和
国
と
『
社
会
契
約
論
』」

『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
〇
一
年
。

（
18
（　M

arcel Gauchet, La R
évolution des pouvoirs, Paris, Gallim

ard, 1（（5, p. （6

（
富
永
茂
樹
他
訳
『
代
表
制
の
政
治
哲
学
』

み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
九
頁
（.

（
1（
（　

井
上
達
夫
「
憲
法
の
公
共
性
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
長
谷
部
恭
男
編
『
岩
波
講
座
憲
法
１
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
以
下
の

法
哲
学
に
関
す
る
議
論
は
、
井
上
の
論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
20
（　

井
上
「
憲
法
の
公
共
性
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」、
三
〇
五
頁
。
な
お
、
以
下
の
文
献
も
参
照
。Jon Elster, U

lysses U
nbound, 

Cam
bridge, Cam

bridge U
niversity Press, 2000; Stephen H

olm
es, Passions and Constraint, Chicago, U

niversity of 
Chicago Press, 1（（5.

（
21
（　

こ
う
し
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
も
『
国
家
論
』
の
な
か
で
用
い
て
い
る
。「
思
う
に
国
家
の
諸
基
礎
は
王
の
不
変
の
決
定
と

み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
王
の
役
人
た
ち
は
王
が
国
家
の
諸
基
礎
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
こ
と
を
命
じ
た
場
合
は
、
そ
の

命
令
の
実
行
を
拒
ん
で
こ
そ
真
に
王
に
服
従
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
我
々
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
例
か
ら
明
ら
か
に
説
明
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し
う
る
。
船
の
マ
ス
ト
に
縛
ら
れ
て
い
な
が
ら
魔
女
〔
セ
イ
レ
ン
〕
の
歌
に
迷
わ
さ
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
、
い
ろ
い
ろ
と
威
嚇
し
つ

つ
自
分
を
解
い
て
く
れ
る
よ
う
に
命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
仲
間
た
ち
が
彼
を
解
こ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
か
え
っ
て
彼
の
命

令
を
果
た
す
ゆ
え
ん
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
あ
と
で
仲
間
た
ち
に
、
彼
ら
が
彼
の
最
初
の
決
意
に
従
っ
て
く

れ
た
こ
と
を
感
謝
し
た
の
は
、
彼
の
聡
明
を
語
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
た
ち
も
ま
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
こ
の
例
に
な

ら
っ
て
、
裁
判
官
た
ち
に
こ
う
指
図
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
裁
判
官
は
正
義
を
行
使
し
、
何
び
と
に
も
遠
慮
し
て
は
な
ら
ぬ
、
た
と
え
王

自
身
が
、
個
々
の
案
件
に
お
い
て
、
制
定
さ
れ
た
法
に
明
ら
か
に
反
す
る
事
柄
を
命
ず
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
顧
慮
し
て
は

な
ら
ぬ
、
と
。
実
際
王
た
ち
は
神
々
で
は
な
く
て
人
間
で
あ
り
、
魔
女
の
歌
に
し
ば
し
ば
迷
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（Baruch de 

Spinoza, T
ractatus Politicus, H

am
burg, Felix M

einerV
erlag, 1（（（, pp. （（-（5

、
畠
中
尚
志
訳
『
国
家
論
』
岩
波
文
庫
、
一
九

七
六
年
、
八
五
―
八
六
頁
（。

（
22
（　

井
上
「
憲
法
の
公
共
性
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」、
三
〇
四
―
三
〇
五
頁
。

（
2（
（　D

u contrat social, p. （68, （（（

（
邦
訳
、
四
二
、
五
九
頁
（. 

次
も
参
照
。「
法
律
は
一
般
意
志
の
宣
言
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
立
法

権
に
お
い
て
、
人
民
が
代
表
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」（D

u contrat social, p. （（0

、
邦
訳
、
一
三
四
頁
（。

（
2（
（　D

u contrat social, p. （25
（
邦
訳
、
一
二
七
頁
（.

（
25
（　D

u contrat social, p. （6（

（
邦
訳
、
三
四
頁
（.

（
26
（　Istvan H

ont, Jealously of T
rade, Cam

bridge, H
arvard U

niversity Press, 2005, p. （（1

（
田
中
秀
夫
監
訳
『
貿
易
の
嫉

妬
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年
、
三
四
五
頁
（. 

た
だ
、
ル
ソ
ー
も
重
農
主
義
者
も
主
権
的
権
力
が
恣
意
的
に
行
使
さ
れ
て
よ
い
と
主
張
し
て

い
る
わ
け
で
は
当
然
な
い
。
ル
ソ
ー
の
立
場
は
本
稿
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
重
農
主
義
者
も
あ
る
種
の
自
然
的
な
正
義
の
原
理
に
よ
っ
て

権
力
は
抑
制
さ
れ
、
正
し
い
方
へ
導
か
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
ゆ
え
に
、「
合
法
的
専
制
主
義
」
を
「
恣
意
的
専
制
主
義
」
か
ら
区
別
し

た
の
で
あ
る
。

（
2（
（　« Lettre D

CCLX
X

I. A
 M

. Le M
arquis de M

irabeau, le 26 juillet, 1（6（ », in Œ
uvres com

plètes de J.J. R
ousseau, 

Correspondance, t. 5, Paris, Chez D
alibon, 1826, p. 1（（

（
原
好
男
訳
「
一
七
六
七
年
七
月
二
六
日
付
の
ミ
ラ
ボ
ー
宛
の
手
紙
」

『
ル
ソ
ー
全
集　

第
十
四
巻
（
書
簡
集
・
下
（』
白
水
社
、
一
九
八
一
年
、
三
八
三
頁
（.

（
28
（　« Lettre D

CCLX
X

I. A
 M

. Le M
arquis de M

irabeau, le 26 juillet, 1（6（ », p. 1（（

（
邦
訳
、
三
八
四
頁
（. 

但
し
、
訳
文
は
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変
更
し
て
あ
る
。

（
2（
（　« Lettre D

CCLX
X

I. A
 M

. Le M
arquis de M

irabeau, le 26 juillet, 1（6（ », pp. 1（（-1（（

（
邦
訳
、
三
八
四
頁
（.

（
（0
（　D

u contrat social, p. （6（

（
邦
訳
、
三
五
頁
（.

（
（1
（　D

u contrat social, p. （（1

（
邦
訳
、
一
五
〇
頁
（.

（
（2
（　D

u contrat social, p. （（1, （（8

（
邦
訳
、
四
六
、
一
四
六
頁
（.

（
（（
（　D

u contrat social, p. （6（

（
邦
訳
、
三
六
頁
（.

（
（（
（　D

u contrat social, p. （65

（
邦
訳
、
三
七
頁
（.

（
（5
（　
「
全
体
意
志
と
一
般
意
志
の
あ
い
だ
に
は
、
時
に
は
か
な
り
相
違
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
共
通
の
利
益
だ
け
を
こ
こ
ろ
が

け
る
。
前
者
は
、
私
の
利
益
を
こ
こ
ろ
が
け
る
。
そ
れ
は
、
特
殊
意
志
の
総
和
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」（D

u contrat social, p. （（1

、

邦
訳
、
四
七
頁
（。

（
（6
（　D

u contrat social, p. （8（
（
邦
訳
、
六
五
頁
（.

（
（（
（　D

u contrat social, p. （81

（
邦
訳
、
六
二
頁
（.

（
（8
（　D

u contrat social, p. （80

（
邦
訳
、
六
〇
―
六
一
頁
（.

（
（（
（　

例
え
ば
、
仮
に
国
家
連
合
同
盟
に
よ
っ
て
永
久
平
和
が
実
現
可
能
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
狂
暴
で
恐
ろ
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
」

を
伴
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
企
画
は
断
念
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。「
だ
が
こ
の
企
画
が
実
施
さ
れ
ず
に
い
る
の
は
善
い
こ
と
だ

と
考
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
計
画
は
人
類
に
対
す
る
狂
暴
で
恐
ろ
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
う
る
か
ら

だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
革
命
に
よ
る
以
外
に
国
家
連
合
同
盟
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
の
だ
。
…
…
こ
の
同
盟
は
お
そ
ら

く
、
以
後
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
防
止
す
る
に
違
い
な
い
害
悪
以
上
の
害
悪
を
、
一
挙
に
も
た
ら
す
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
」（Jugem

ent 
sur le projet de paix perpétuelle, in Œ

uvres com
plètes, t. （, éd. Bernard Gagnebin et M

arcel Raym
ond, Paris, 

Gallim
ard, 1（6（, pp. 5（（-600

、
宮
治
弘
之
訳
「
永
久
平
和
論
批
判
」『
ル
ソ
ー
全
集　

第
四
巻
』
白
水
社
、
一
九
七
八
年
、
三
六
三
―

三
六
四
頁
（。

（
（0
（　D

u contrat social, p. （8（

（
邦
訳
、
六
七
頁
（.

（
（1
（　

宮
村
治
雄
『
日
本
政
治
思
想
史
―
「
自
由
」
の
観
念
を
軸
に
し
て
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
五
年
、
二
九
二
―
二
九
三
頁
。
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ル
ソ
ー
の
立
法
者
論
に
対
し
て
兆
民
が
示
し
た
「
困
惑
と
格
闘
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
宮
村
治
雄
『
開
国
経
験
の
思
想
史
―
兆

民
と
時
代
精
神
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
一
一
六
―
一
一
九
頁
。

（
（2
（　

バ
ー
リ
ン
の
次
の
指
摘
も
興
味
深
い
。「
新
し
く
解
放
さ
れ
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
成
員
が
今
日
、
自
分
の
民
族
な
い
し
国

家
の
成
員
に
よ
っ
て
粗
野
な
扱
い
を
受
け
て
も
、
外
部
か
ら
の
慎
重
・
公
正
・
上
品
・
善
意
の
行
政
官
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
と
き

よ
り
も
不
平
を
い
う
こ
と
が
す
く
な
い
」（Isaiah Berlin, 

“Tw
o Concepts of Liberty

”, in Four E
ssays on Liberty, O

xford, 
O

xford U
niversity Press, 1（6（, pp. 15（-158

、
小
川
晃
一
他
訳
『
自
由
論
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
年
、
三
六
五
頁
（。「
そ
こ

で
は
人
々
は
、
外
国
な
い
し
縁
遠
い
階
級
や
環
境
か
ら
や
っ
て
き
た
結
局
の
と
こ
ろ
自
分
た
ち
を
見
下
ろ
し
て
い
る
有
力
者
の
支
配
下
に

あ
る
よ
り
も
（
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
善
意
の
支
配
で
あ
っ
て
も
（、
自
分
た
ち
と
同
じ
信
仰
な
い
し
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
い
し
階
級
の
人
々

に
よ
っ
て
秩
序
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
（
た
と
え
そ
れ
が
虐
待
を
と
も
な
っ
た
と
し
て
も
（
の
方
を
好
む
の
で
あ
る
」（Berlin, 

“The 
Bent T

w
ig: O

n the Rise of N
ationalism

”, in T
he Crooked T

im
ber of H

um
anity, Princeton, Princeton U

niversity 
Press, 1（（0, p. 251

、「
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
に
つ
い
て
」『
バ
ー
リ
ン
選
集
４
』
福
田
歓
一
他
訳
、
岩
波
書

店
、
一
九
九
二
年
、
三
〇
六
頁
（。

（
（（
（　

主
体
的
自
由
の
問
題
と
は
直
接
関
係
し
な
い
が
、
他
者
か
ら
の
眼
差
し
が
精
神
に
与
え
る
影
響
と
い
う
意
味
で
は
、
以
下
の
バ
ー
リ

ン
の
逸
話
も
興
味
深
い
。「
彼
〔
イ
ン
ド
初
代
首
相
の
ネ
ル
ー
〕
は
イ
ギ
リ
ス
で
学
校
、
大
学
へ
行
き
、
そ
こ
で
非
常
に
幸
せ
で
、
イ
ギ

リ
ス
人
を
尊
敬
す
る
が
、
そ
れ
で
も
ロ
シ
ア
人
の
方
が
好
き
な
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
い
か
に
公
共
精
神
に
富
み
博
愛
的
で
あ
る
と
し
て

も
、
イ
ン
ド
人
に
た
い
し
て
ど
こ
と
な
く
下
に
見
て
し
ま
う
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
ロ
シ
ア
人
は
が
さ
つ
で
野
蛮
で
す
が
、
し
か
し

彼
ら
は
上
で
は
な
い
、
そ
れ
が
違
い
だ
。
そ
し
て
最
後
に
こ
う
言
い
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
人
は
イ
ン
ド
人
に
恩
を
受
け
た
と
は
感
じ
さ
せ
な

い
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
、
日
本
人
に
つ
い
て
さ
え
も
感
じ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
言
い
ま
し
た
。「
日
本
人
に
た
い
す
る
私
の
感
情
は
、
想

像
で
き
る
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
軍
国
主
義
的
、
帝
国
主
義
的
、
フ
ァ
シ
ス
ト
的
で
、
大
戦
で
は
ひ
ど
い
こ
と
を
や
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で

も
私
は
日
本
へ
行
く
と
、
彼
ら
は
兄
弟
だ
と
感
じ
る
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
」」

（Berlin/Jahanbegloo, Conversations w
ith Isaiah Berlin, London, Phoenix Press, 1（（（, pp. 201-202

、
河
合
秀
和
訳
『
あ

る
思
想
史
家
の
回
想
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
、
二
八
七
―
二
八
八
頁
（。

（
（（
（　

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
」
鷲
見
誠
一
他
編
『
近
代
国
家
の
再
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検
討
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。
“Fusion of horizons or confusion of horizons?

”, G
lobal G

overnance, vol. 11 
(1), 2005, pp. 10（-11（.

（
（5
（　D

u contrat social, pp. （82-（8（

（
邦
訳
、
六
四
頁
（.

（
（6
（　
「
天
皇
制
論
の
遺
産
」
鷲
見
誠
一
編
『
転
換
期
の
政
治
思
想
』
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
。
以
下
も
参
照
。
宮
村
治
雄
「
戦
後
天
皇
制

論
の
諸
相
―
「
自
由
」
の
内
面
化
を
め
ぐ
っ
て
」『
戦
後
日
本　

占
領
と
戦
後
改
革　

第
三
巻　

戦
後
思
想
と
社
会
意
識
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
、
宮
村
治
雄
『
戦
後
精
神
の
政
治
学
―
丸
山
眞
男
・
藤
田
省
三
・
萩
原
延
壽
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
序
章
。

（
（（
（　
「
言
い
換
え
れ
ば
、
戦
後
の
天
皇
制
論
は
、「
自
由
へ
の
強
制
」
と
い
う
逆
説
的
問
題
状
況
を
、
そ
の
出
現
の
た
め
の
不
可
欠
的
条
件

と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
「
戦
後
天
皇
制
論
」
の
「
出
現
の
条
件
」
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
は
、
私
は
ル
ソ
ー
の

『
社
会
契
約
論
』
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
」（「
天
皇
制
論
の
遺
産
」
三
五
頁
（。

（
（8
（　
「
天
皇
制
論
の
遺
産
」
三
四
頁
。

（
（（
（　
「
天
皇
制
論
の
遺
産
」
三
六
―
三
七
頁
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
升
味
準
之
輔
も
そ
の
著
書
『
戦
後
政
治
一
九
四
五
―
五
五
年
（
上
（』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
（
に
お
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ=

立
法
者
テ
ー
ゼ
に
言
及
し
て
い
る
。「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
モ
デ
ル
憲
法
に

よ
っ
て
「
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明
す
る
意
思
」
を
先
取
り
し
た
。
日
本
国
民
が
表
明
す
べ
き
意
思
を
、
表
明
さ
れ
る
ま
え
に
決
定
し
、

こ
れ
を
日
本
政
府
に
受
諾
さ
せ
た
。
彼
は
、
ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
に
似
て
い
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
結
果
を
原
因
に
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、『
社
会
契
約
論
』
は
、
さ
ら
に
示
唆
的
で
あ
る
。「
立
法
者
」
に
は
、
異
邦
人
が
ふ
さ
わ
し
い
。
彼
は
、
法
を
与
え
て
去
る
」

（
一
二
九
頁
（。
こ
の
点
は
、
同
じ
く
政
治
思
想
学
会
日
韓
共
同
学
術
会
議
報
告
者
の
小
林
淑
憲
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
50
（　
「
天
皇
制
論
の
遺
産
」
三
七
頁
。

（
51
（　
「
天
皇
制
論
の
遺
産
」
五
五
頁
。
こ
の
引
用
文
は
、
丸
山
の
戦
後
第
一
回
目
の
東
大
法
学
部
講
義
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
草
稿
に
記

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
草
稿
そ
の
も
の
は
以
下
の
文
献
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
丸
山
眞
男
講
義
録　

第
二
冊
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
九
九
年
、
一
八
一
頁
。

（
52
（　
「
天
皇
制
論
の
遺
産
」
五
四
頁
。
宮
村
は
丸
山
の
以
下
の
文
献
か
ら
引
用
。
丸
山
眞
男
「
昭
和
天
皇
を
め
ぐ
る
き
れ
ぎ
れ
の
回
想
」

『
丸
山
眞
男
集　

第
十
五
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
三
五
頁
。

（
5（
（　

鷲
田
清
一
「
市
民
が
〈
市
民
〉
に
な
る
と
き
」『
ア
ス
テ
イ
オ
ン
』
第
七
二
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
頁
。
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（
5（
（　

渡
辺
浩
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
明
治
革
命
」
松
本
礼
二
他
編
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
在
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
九
年
、
二
三
八
―
二
三
九
頁
。

（
55
（　A

lexis de T
ocqueville, LʼA

ncien R
égim

e et la R
évolution, in Œ

uvres, t. （, éd. François Furet et Françoise M
élanio, 

Paris, Gallim
ard, 200（, p. 202.

（
56
（　Jam

es M
ayall, W

orld Politics, Cam
bridge, Polity Press, 2000

（
田
所
昌
幸
訳
『
世
界
政
治
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
九
年
（.

（
5（
（　

も
っ
と
も
儒
教
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
そ
の
も
の
に
価
値
が
な
い
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
儒
教
思
想
・
朱
子
学
（
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま

な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
（
が
、
社
会
的
紐
帯
の
維
持
・
発
展
に
役
立
つ
こ
と
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
両
立
す
る
こ
と
も
理
論
上
十

分
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
実
、volonté générale

を
「
公
志
」「
衆
志
」
と
訳
し
た
中
江
兆
民
は
、「
ル
ソ
ー
と
孟
子
の
根
本
的
一
致
を
堅

く
信
じ
て
い
た
」
の
で
あ
る
（
渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
四
六
三
頁
（。（
さ
ら
に
、
渡
辺
浩
は

「
朱
子
学
に
お
け
る
、
人
の
心
に
内
在
す
る
〈
天
理
之
公
〉〈
仁
〉
の
概
念
とvolonté générale

の
概
念
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
中

国
思
想
の
専
門
家
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
以
下
の
文
献
を
指
示
し
て
い
る
。
溝
口
雄
三
『
中
国
前
近
代
思
想
の
屈
折

と
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
、
三
五
五
、
三
六
一
頁
（。
し
か
し
他
方
、
儒
教
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
単
な
る
政
治
的
闘
争

の
一
手
段
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
を
利
用
す
る
者
の
目
的
に
し
た
が
っ
て
曲
解
さ
れ
、
お
よ
そ
儒
教
と
は
か
け
離
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
堕

す
る
可
能
性
も
あ
り
、
現
に
そ
う
し
た
兆
候
は
一
部
で
既
に
み
ら
れ
る
。
な
お
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
、
そ
の
効
用
を
主
張
す

る
こ
と
は
一
定
の
条
件
下
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
往
々
に
し
て
統
御
不
能
と
な
り
、
し
ば
し
ば
意
図
せ
ざ
る

帰
結
と
し
て
不
幸
な
あ
る
い
は
悲
劇
的
な
事
態
を
招
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


