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:

新
し
い
社
會
の
內
部
に
旣
に
芽
生
え
て
い
.た
階
級
對
立
が
か
が
る
國
家
機
構
を 

.
必
要
と
し
て
い
た
事
を
も
指
摘
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
、

.次
の
ーr

經
費
.

膨
脹
.の
傾
向」
：
へ
と
續
く
一
筋
の
糸
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
ぅ
か
。
と
こ

'

:

ろ
で
、
經
費
.の
諸
分
類
法
が
列
記
さ
れ
：た
あ
と
に
當
然
期
待
し
て
ょ
い
箸
者
獨 

:
' 

.
自
の
經
費
1

は
見
出
せ
•な
か
つ
た
。
著
者
：の
意
圖
•は
、■ 

ニ
ッ
テ
ィ

1

の
結
論
. 

を
援
用
し
っ
っ
、
軍
事
費
、
植
民
地
經
營
費
、
產
業
助
長
費
、

-'
:社
#*
政
策
費
、

,

■

公
債
費
の
膨
脹
を
帝
國
主
義
的
發
展
と
結
び
つ
.け
て
.解
明
す
る
：こ

と2

〇
三
'. 

.

.
:頁
以
下)

に
ょ
っ
て
獨
自
の
經
費
論
を
展
開
す
る
所
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、 

そ
.の
場
合
に
お
い
て.-
%

、
經
費
の
着
が
主
と
し
て
經
濟
的
機
能
に
還
兀
さ
れ
、

「

■■
國
家
權
力
の
機
能
と
目
的
と
を
實
現
す
'る
も
の
と
し
て
の
政
治
的
意
義
が
十
分 

に
評
價
さ
れ
て
い.る
と
は
い
え
.な
い
。

■

.

-
.,
■:租
銳
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
資
本
主
義
國
家
の
收
入
を
分
析
む
て
.

「

租
税
收 

.

入
が
麵
倒
的
な
地
位
を
古
め
て
い
る
こ
と

」
(

ー
四
七
員)
を
た
し
か
め
,>
'双
^

.

國

家

を「

租
税
國
家」

(

同
上)

.
と
規
定
し
た
の
ち、
'r

近
代
的
：租
税
制
度
の̂
 

立
と
發
展」

(

一
六
六
茛
以
下)

の
あ
と
を
見
、.「

租
税
國
家」

，の
旛
立
の
契
機 

をt

私
有
財
產
權
の
確
立

」

と

「

所
有
と
茭
配
と
の
分
離

」

.(

1
.七
一
頁)
に
求
. 

丨

め
る
。

っ
づ
いv

各
國
に
お
け
る
租
税
原
則
論*
租
稅
制
度
の
發
展
を
述
べ
た.

:
の
ち
、「

租
税
負
檐
の
增
大」

0

1

0六
頁
以
下
>
;■
'
の
實
態
と
霉
義
が
；取
'上
げ
ら 

,

れ
る
。
そ

し

て「

こ
の
ょ
ぅ
な
租̂

負
擔
の
增
大
が
で
經
費
の
膨
膜
の
反
面
で 

.あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
資
本
、注
義
の
帝
國
主
義
へ
の
發
展
の

i

面
で
.あ
る
こ 

.

と
1_
0
1 
一
0
頁〕

が
明
か
で
あ
る
と
す
る
。
增
大
し
た
租
税
負
擔
：は
ブ
ル
ジ
ョ 

'

ァ
的
課
税
原
則
、
た
と
え
ば

「

八
ム
¥」

，の
原
則
を
一
片
の.ほ
ご
•に
す
ぎ
ぬ
も
.の 

.

に
し
て
し
ま
い
ク
薦
階
級
や
中
ハ4

產
者
階
級
に
シ
ヮ
寄
せ.さ
.九
る
こ
と
に 

な
づ
て
く
る(

ニ
三
七
頁)

。
し
か
し
、
：そ
の
際
に
、.
こ
の
よ
う
な
現
實
と
、

「

'ど■

の
よ
う
な
形
で
租
稅
を
課
そ
う
と
も
、
そ
れ
は
剩
餘
償
値
に
i

し
、
し
か
も 

そ
れ
は
利
潤
率
な
ら
び
に
利
子
率
の
平
均
化
の
法
則
性
に
沿
っ
た
形
で
、
剩
餘 

.

價
値
の
諸
分
配
形
態
に
配
分
さ
れ
る

」

と
い
う「

純
粹
な
形
で」

•
の「

資
本
主 

義
.の
運
動
法
則
：

1
0
1
:
1

七
頁)

と
の
關
連
は
、
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
。
.だ
か 

.
ら
、
こ
の
現
實
の
事
態
を
說
明
す
る
の
に

T

右
の
.よ
う
な
典
型
的i

運
動
は
、 

(

後
進
資
本
主
義
國
、'お
よ
び
帝
國
主
義
段
階
の
諸
國
で
は

)

い
ち
じ
る
し
く 

ゆ
が
め
ら
れ
た
形
を.と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
て
く
る

」
(

ニ
ー 

七
頁)

と
い
う 

言
葉
と
及
り
、
何
故
そ
う
な
る
の
か
と
い
う
問
い
に
對
し
て
は
、

「

增
大
す
る
租 

税
を
剩
餘
價
値
が
も
カ
ぱ
ら
負
擔
す
る
の
で
あ
っ
て
は
、
•丨•…

利
满
率
は
急 

激
：に
低
下
す
る
，こ
と
に.な
り
、
.
資
本
は
そ
の
負
擔
に
た
え
え
な
い
こ
と
に
な
る 

か
ら
だ」

0
1

三
七
頁)

.：と
の
み一.K

わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
徵
税
權
力
が
階 

級
的
權
カ
に
他
な
ら
ず
、
山
，か
も
そ
れ
は
、
.帝
國
主
義
體
制
の
も
と
に
お
い
て 

は
、
少
數
の
獨
占
資
本
の
利
害
と
結
び
っ
い
て
お
り
、
支
配
と
所
有
の
分
離
は 

.
い
よ
い
よ
一
つ
の
擬
制
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
な
つ
て
き
た
と
い
う
事
實
、
し
か
も 

そ
れ
が
資
本
主
義
經
濟
の
法
則
的
發
展
そ
の
も
.の
の
必
然
的
歸
結
で
あ
る
と
い 

う
點
が
見
失
.な
わ
れ
て
い
.る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
.
.
.

.公
債
論
に
ぶ
い.て
も
、
最
初
に
公
債
の
本
質
と
制
度
、
種
類
が
解
説
さ
れ

(

ニ 

三
：九
頁)

、
次
にT

公
債
の
成
立
と
發
展

」
(

ニ
四
九
頁
以
下V
に
關
す
る
史
的 

.考
察
が
展®

さ
.れ
る
。
公
債
が
そ
.の
前
穿
的
段
階
に
お
い
て
封
建
社
會
存
立
の 

-

基
盤
令
ほ
り
く
ず
し
、
資
本
の
原
始
的
蓄
^
*
^
の
有
力
な
て
こ
の
役
割
を
果 

し
た
事
を
指
摘(

ニ
五
〇
頁
> 
し
た
の
ち
、.近
代
的
な
公
債
と
し
て
は
、

「

公
傲 

發
行
.の
に
よ
る
承
認
と
、
租
稅
收
入

.に
よ
る
そ
.の
一
兀
利
支
拂
の
保
證
と
、 

金
融
市
場
の
發
達
に
よ
石
そ
の
流
通
性
の
發
展
と
い
う
三
要
件
が
そ
な
わ
っ
た 

'
と
4
に
成
立
し
た
_
1
0
~
五
一
:頁)

と
さ
れ
る
。.帝
國
主
義
段
階
に
：入
る
に
つ
れ

、
て
、
經
廣
規
模
の
增
大
と
税
負
擔
の
過
重
が
慢
性
化
し
、
そ
こ
.に
戰
爭
や
恐
慌 

が
加
わ
；っ
て
、M-
政
收
支
は
不
均
衡
を
吿
げ'̂
.
.に
.到
り
、
そ
，.の.補

塡
->
恐
慌
や
.： 

戰
爭
に
よ
る
多
額
の
費
用
が
公
債
に
よ.っ
て
調
達
さ
れ
る.よ
.う
に
な
っ
て
き 

た
。
.他
方
、
獨
古
資
本
の
擁
す
る
過
剩
資
本
處
理
の

一、

っ
の
道
と
し
て
、
安
全 

確
實
な
投
資
の
釾
象
と
し
ヤ
公
僙
が
浮
び
あ
が
っ
て
き
た

(

ニ
六
：一
頁)

。
公
偾 

.發
行
は
イ
ン.フ
レ
，丨
シ
ョ
ン
を.と
も
な
う
事
に
よ
つ
て
、

一
方
で
は
金
融
資
本 

の
集
積
の
程
度
を
た
か
め
、
他
方
で
は
國
民
大
衆
を
ま
す
ま
す
貧
困
化
さ
せ
て 

ゆ
く
。
從
っ
て
資
本
主
義
の
矛
盾
は
、
公
廣
發
行
に
よ
っ
て
は
解
決
せ
ず
に
か 

え
っ
て
激
化
せ
ざ
る
を
得
な
い

(

ニ
.七
〇
頁
.

)

と
說
か
れ
て
い
る
。
し.か
し
、 

•公
偾
の
分
析
に
あ
た
っ
て
、
國
際
金
融
資
本
の
最
も
强
カ
な
支
配
の
手
段
と
し 

て
の
外
偾
の
意
義
、
或
い
は
、
第
一
一
次
大
戰
後
の

「

援
助」

.
の
意
義
が
ほ
と
ん 

ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
を
横
摘
し
て
：お
き
た
.い

.°

著
表
は
、
以
上
の
全
般
的
な
檢
討
の
上
に
立
•っ
て
次
の
よ
う
な
結
論
に
到
達 

す
る
0「

今
や
財
政
は
、
危
機
に
颜
す
る.資
本
主
義
經
濟
、
た
ん
的
に
い
え
ば
金 

融
資
本
に
華
仕
せ
し
め
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
そ
の
大
衆
收
奪
機
能
の 

一
環
た
る
^
割
を
に
な
わ
せ
ら
れ
る
よ
う'に
な
つ
て
く
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う 

な
性
格
が
强
.く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
增
大
す
る
支
出
と
停
滞
す
る
收
入
と
の
不 

:均
衡
は
£>
-
ろ
が
り
、
財
政
そ
の
も
の
が
危
機
に
瀕
す
る
。
こ
の
危
機
を
切
り
抜 

け
る
た
め
に
公
傲
政
策
や
イ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
政
策
が
こ
.こ
.ろ
み
ら
れ
、
；っ
い 

に
戰
爭
す
ら
が
、.
こ
の
：危
機
を
切
り
抜
け
る.有
ガ
な
方
策
と
み
な
さ
.れ
る
に
い 

た
る
の
で
あ
る
が
、.こ
れ
ら
じ
た
い
が
ざ
ら
に
と
の
危
機
を
擴
大
深
化
せ
ざ
る
. 

を
え
な
い
：
。
：

J 

(

.四
〇
頁)

そ
し
て
、
著
卷
は
國
家
を
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
に
た
と 

え
て
、
，

「

こ
の
リ
ヴ
ァ
イK

サ
ン
が
.、
そ
の
あ
く
な
き
貪
欲
を
も
つ
て
、
.社
會
の 

富
の
ま
す
ま
す
多
く
を
呑
吐
し.よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
經
濟.の

論

理

•
の

そ

倂評及び紹介

れ
に
た
い
.す
る
飯
逆
は
ど
う
ぜ
ん
强
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
財
政 

の
危
機
の
本
質
な
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の

]a
體
を
保
持
せ
ん 

と
す
る
リ
ヴ
ァ
ィ
ア‘サ
ン
の
苦
惱
を
み
な
げ.れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

」
(

ニ 

九
四
頁)

‘
と
結
ん
で
い
る
。

.

.
こ
の
結
論
に
つ
，い
て.も
、
1

に
述
べ
た
と
同
樣
の
疑
問
が
出
て
く
る
し
、 

更
に
、
本
書
全
體
に
つ.い
で
い
え
る
こ
と
、だ.が
、
資
本
主
義
の
發
展.、
從
つ
て
. 

そ
の
な
か
で
の
財
政
の
發
展
が
、
社
會
的
諸
關
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
對
立 

物
を
必
然
的
に
形
成
し
て
來
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
矛
盾
の
解
決
を
著
者
自
身 

が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
見
出
し
て
お
ら
れ
る
の
か
.と
い
う
事
を
問
題
と
し
て
殘 

さ
ざ
る
を
ぇ
な
ぃ
の
で
ぁ
る
。

(

時
潮
社
邗
>
四
〇
ひ
圓)

(

大

島

逼

義)

。フ
：
レ' 

ハ

1

ノ

フ

蒂

:
;■
.西
牟
田
久
.雄

•
直

野

敦

譯 

•

■

'

.『

歷

史

に

お

け

る

個

人

の

役

割』

、

■

-
;

 

.

 

.

.

.

.「

そ
れ
.に
ま
た
、

『

偶
然』

が
な
ん
の
役
割
も
え
ん
じ
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、 

世
界
史
W

き
わ
め
て
神
秘
的
な
性
質
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
偶 

然
は
い
う
ま
で
も
な
く、
.發
展
.の
一
般
的
な
行
程
に
は
い
つ
て
く
る
も
の
で
あ 

り
、
さ
ら
に
他
の
偶
然
に
ょ
つ
て
お
ぎ
な
わ
れ
る
。
發
展
の
促
進
と
遲
滯
と
は
、 

こ
う
し
た
.

『

偶
然』

に
ょ
つ
て
は
な
は
だ
し
く
在
右
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
な 

か
に
.は
運
動
の
先
頭
に
立
つ
人
々
めi

の『

偶
^』

も
ま
た
ふ
く
ま
れ
る
。

」

(

.マ
ル
•
ク
，ス
.「

ク
.一
'ゲ
ル
マ
ン
.へ
の
手
紙」)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

プ

レ'.
ハ
ー
ノ
フ
.は
周
知
の
通
り「

ロ
シ
ァ
に
お
け
る
：マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
父

」

五
一 

(

ニ
八
九〕
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と
い
わ
れ
る
。.最
近
譯
さ
れ
た
こ
；の「

歷
史
に
お
け
る
個
人
の
役
割

」

は
一
八 

九
八
年
に
發
表
し
た
彼
の
歴
史
理
論
の
勞
作
で
あ
る
。
當
時
.ロ
シ
ア
に
は
入
批 

.判
的
に
思
考
す
る
個
人

〉

が
歴
史
的
進
步
の
に
な
い
手.で
あ
.る

と

考

え

、

口
：
、ゾ 

ア
に
.お
け
る
資
本
生
義
の
發
展
と
そ
の
進
步
性
を
否
定
し
て
か
か
.っ
て
い
た
ナ 

ロ
I
ド
ニ
キ
主
義
の
理
論
が
存
在
し
て
い
た
。
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
は
こ
の
よ
う
な 

理
論
に
對
し
て
、V
ル
ク
ス
主
義
.の
立
場
か
ら
批
判
を
試
み
て
い
る
。
彼
の
.批 

判
的
論
文
に
於
い
て
特
徵
的
な
の.は
、
自
國
の
ナ
ヘ
ロ
 

Iド
ー
一
キ
主
羲
者
は.勿
論
、 

他
國
の
學
者
の.勞
作
を
か
な
り
騮
使
し
て
い
る
點
で
あ
ろ
う
。
そ
の
內
の
著
各 

な
も
の
を
.あ
げ
れ
ば
、

ス
ぺ
シ
サ

~
、

ミ
パ
イ
ロ
フ
ス
キ-
-、
プ
リ
ー
ス
ト
リ
、 

フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ュ
タ
ム
レ
ル
、
ベ
リ
ン
ス
キ
I
、
ジ
ン
メ
ル
、
カ
ル
ヴ
ィ
ン
、 

ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
、
ラ
ッ
サ
！
ル
、
ピ
レ
ン
ヌ
、
ギ
ゾ
I
、
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
、
モ
 

.ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、

へ
ル
ダ
ー、

■ボ
ー
マ
ル
シ
' 工
、

サ
ン
ト
.
ブ
ー
ヴ
、
カ
ー
ラ 

イ
ル
と
い
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
必
然
性
と
囪
由
の
問
題
に
取
り
組 

む
。

双
い
こ
と
に
は
、fe
史
に
お
け
る
個
人
の
役
割
を
過
度
に
強
調
す
る 

主
觀
主
義
者
に
對
し
て
、
過
去
の
歷
史
に
お
い
.て
宿
命
論
が
必
ず
し
も
意
志
の 

無
力
を
も
た
ら
さ
ず
、
か
え
っ
て
精
力
的
活
動
の

「

心
理
的
：に
必
耍
な.基
礎」 

.に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
例
示
と
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ン
等
の
新
教
徒
の
近 

代
市
民
社
會
成
立
期
に
お
け
る
前
向
き
の
活
動
を
あ
げ
て
い
る
。
.
ル
タ
ー
の 

■「

私
は
こ
う
主
張
す
る
。
そ
れ
以
外
に
は
で
き
な
い
の
だ

」

と
い
う「

心
理
狀 

態」

は

意

識

に

反

映

し

た

、必

然

で

あ

っ

て

、

そ

こ

で

，
は

自

闺

の

缺

除

が

、

自

由
 

の
も
.っ
と
も
完
全
衣
表
明
で
あ
る
。
卽
ち
自
由
と
は
必
然
性
の
自
覺
で
あ
る
。 

■卽
ち
自
ら
の
行
爲
が
、
歴
史
上
の

r

必
然
的
介
諸
事
件
の
連.鎖
に
お
け
る
必
要 

欢
ー
環」

と
な
っ
て
い
る
場
合
に
そ
の
よ
う
な
自
由
と
必
然
性
の
.

一

致
が
お
こ 

る
と
說
く
。
必
然
性
を
自
覺
し
て
い
る
と
い
う
限
り
で
、
彼
は
拘
束
さ
れ
て
い

五

;l
.''
5
'
r
.
H
.
V

这

，*v
K

4
'.
'-«
、
.:
v
.t
v
: 

i-s
t
r
-
^
K
K
i
-
r
w
K
^

-s
.
--i
'
vf,
'
- 

メ

も

(

ニ
九
2

る
が
、.
彼

は「

必
然
性
の
手
段
と
し
て

」

役
立
と
う
と
望
み
、
望
ま
ざ
る
を
得 

な
.い
と
い•う

點
で
自
由
で
あ
る
。
で
ぼ
歴
史
に
お
け
る
必
然
性
と
は
何
か
？ 

彼

は

こ
--
で
ー
フ
ン
プ
レ
ヒ
ト
の_
.歷
史
觀
を
批
判
の
素
材
と
し
て
提
出
す
る
0「

わ 

れ
わ
れ
は
、
偉
大
な
歴
史
的
變
化
を
っ
く
り
出
す
こ
^
は
で
き
な
い
。
人
は̂
 

物
の
自
然
の
成
行
を
尊
重
し
、
す
で
に
熟
し
た
も
の
を
確
保
す
る
だ
け
に
と
ど 

ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

」

こ
こ
で
は
歴
史
の
總
體
的
な
發
展
が
問
題
で
あ
り
、
個 

人
は
歷
ず
的
發
展
の
た
ん
な
る
一
手
段
と
さ
れ
る
。

」

十
八
世
紀
の
す
べ
て
を
個 

人
の
自
覺
活
動
にi

さ
せ
る
歷
史
莉
學
に
對
し
、
こ
れ
は
歷
史
を
合
法
則
的 

.な
過
程
と
見
る
新
し
い
見
解
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
主
政
復
古
時
代
の
フ 

ラ
ン
ス
の
歷
史
家
に
：よ
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
對
象
と
し
て
う
み
だ
さ
れ
た

。
し 

か
し
こ
こ
で
は
ま
だ
歴
史
の
發
展
と
個
人
の
役
割
、
、必
然
と
偶
然
の
關
係
は
正 

し
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
個
人
の
役
割
.は
不
當
に
過
少
に
評
價
さ
れ
て
い 

る
。
サ
ン
ト.

ブ
I

ヴ
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
反
對
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
進 

行
と
歸
結
は
革
命
を
招
き
よ
せ
た
も
ろ
も
ろ
の

一

段
的
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ 

れ
る
と
共
に
、
革
命
が
よ
び
お
こ
し
た
も
ろ
も
ろ
.の
情
熱
、
さ
ら
に
硏
究
者
の 

目
に
と
ま
ら
ぬ
無
數
の
小
さ
な
現
象
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
つ
て
い
る
。 

卽
ち
た
と
え
ば
個
人
的
な
特
徵
の
影
響
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
を
彼
は
偶
然
と 

し
て
と
ら
えV

い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
個
人
の
性
格
が
社
會
の
發
展
の
要 

因
で
あ
る
の
は
社
會
的
諸
關
係
が
そ
れ
を
許
す
と
き
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
そ
し 

V

こ
の
よ
う
な
可
能
性
ば
歴
史
の
一
段
的
發
展
に
と
っ
て
は

T

っ

の

_

双

挫

に 

門
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
限
り
で
サ
ン
ト
.
ブ
ー
ヴ
の
い 

う
よ
う
に
歴
史
は
決
し
て
偶
然
性
を
排
除
は
し
な
い
。
た
と
え
ば
ミ
ラ
ボ
；
の 

死
は
革
命
の
ー
般
的
進
行
に
と
っ
て
偶
然
で
あ
つ
た
。
し
か
も
彼
の
死
は
革
命 

の
そ
の
後
の
樣
相
に
影
響
し
た
と.い
え
る
。
し
か
し
フ
ラy
ス
革
命
の
諸
原
因

は
社
會
的
諸
關
係
の
性
格
の
な
か
に
存
在
し
た
。
そ
れ
に
よ
•り
社
魯
的
嬰
求
が 

:

革
命
を
よ
び
お
こ
し
た
。
し
か
も
こ
の
社
會
的
諸
關
係
の
究
極
的
原
因
は
生
產 

力
の
狀
態
に
依
存
す
る
。
す
な
わ
ち

「

入
類
の
膣
史
的
運
動
の
究
極
の
‘も
っ
と 

も
一
般
的
な
原
因
は'
生
産
力
の
發
展
で
あ
り
、
人
間
の
社
會
的
諸
關
係
に
お 

，け
る
機
續
的
變
化
は
こ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。

」

英
雄
か
偉
大
な
入
物 

と
は
そ
の
よ
う
な
社
會
的
諸
關
係
の
そ
れ
以
前
の
發
展
に
よ

つ

て

う

み

'

だ
.さ
れ 

た
新
し
い
社
會
的
耍
求
に
役
立
っ.故
に
偉
大
な
の
で
あ
る
。
歴
史
の
こ
の
一
般 

的
發
展
を
法
則=

必
然
性
と
し
て.と
ら
え
、
偶
然
性
は
そ
の
補
足
物
で
あ
る
と 

す
る
。.そ
れ
故
に
歴
史
の
諸
事
件
は
個
性
的
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

.

彼
は
更
に
第
二
論
文

「

歷
史
め
唯
物
論
的
理
解
に
っ
い
て

」

に
お
い
て
も
と 

く
に
ィ
デ
.オ
ロ
ギ
.丨
間
題
を
と
り
あ
げ
鋭
い.分
析
を
し
'て
い
る
。.特
に
デ
.力
_ル
.. 

ト
の
®
學
と
當
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
關
係
を
扱
つ
て
い
る
部
分
は
注
目
す
べ
き
で 

.あ
ろ
う
。

:

, 

‘ 

,

.

大
體
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
基
本
的
な
思
想
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
彼
の
.批
判 

.は
機
械
的
な
、
固
定
的
な
必
然
と
偶
然
の
理
解
、
偏
っ
た
歷
钯
の
發
展
'と
個
人 

の
役
割
に
っ
い
，て
の
評
價
に
む
け
ら
永
た
。
そ
の
批
判
の
基
礎
は
辨
證
法
的
な 

決
定
諭
で
あ
る
。
こ
と
に
そ
の
豐
富
な
例
示
は
、

v

こ
の
論
文
に
說
得
力
を
加
え 

て
い
る
。
同
時
に
彼
の
不
究
分
さ
は
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

.そ
れ
は
'. 

抽
象
に
よ
る
論
理
の
形
成
に.お
い
て
明
白
に
あ
ら
わ
れ
る
。
具
體
的
；な
現
象
を 

.分
析
す
る
こ
と
によ
り(

多
く
の
例
示
に
よ
つ
て

)

批
判
す
る
こ
と
は
正
し
い-o 

し

，
か

し

他

方

で

そ

.の
分
拆
の
蓮
準i

理
を
よ

り

明
確
に
し
.な
い
と
、
批
判
と. 

し
て
は
不
宠
分
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
次
の
言
葉
は
ぎ
わ
め
て
簡
潔 

が
、
論
现
カ
に
あ
ふ
れ
た
批
判
で
あ
る
デ
又
間
の
行
爲
の
必
然
性
を
確
定
し
ハ 

意

.志

の

自

由

に

か

ん

す

る

く
だ
ら
な
ぃ
作
り
話
を
排
斥
す
る
決
定
論
の
悤
想

は
、
理
^
!
.を
も
、.
人
間
の
良
心
を
も
、
人
間
の
活
動.の
評
價
を
も
、
い
さ
さ
か 

も
抹
殺
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
反
對
で
あ
る
"
決
定
論
的
見
解
の. 

も
と
で
'は
じ
め
て
嚴
齋
な
正
し
い
評
，憤
が
可
能
と
な
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も 

の
を
自
由
意
志
の
せ
い.に
歸
着
さ
せ
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
同
樣
に
歷
史
的
必 

然
性
の
槪
念
も
、
ま
た
歷
史
に
お
け
る
個
人
の
役
割
を
.い
さ
さ
か
も
そ
こ
な
う 

も
の
.で
は
な
い
。
全
歷
史
'は
疑
い
も
な
く
行
爲
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
諸
個
人
の 

活
動
か
ら
成
り
た
づ
て
い
る
。
個
人
の
社
會
的
活
動
を
評
價
す
る
さ
い
に
生
じ 

る
現
實
的
附
題
は
、
ど
の
よ
う
な
條
件
の
も
と
で
、
こ
の
活
動
に
成
功
が
保
證 

さ
れ
る
か
、
ま
た、
.
こ
の
活
動
が
相
對
立
す
る
諸
行
爲
の
大
海
に
沈
沒
し
て
し 

ま
う
孤
立
的
な
行
爲
に
と
ど
ま
ら
な
い
た
め
の
保
證
は
、
ど
こ
に
あ
る
か
、
と 

.

.

.
い
う
こ
と
で
あ
る0」

(

レ

ー
ー
ー‘ン「

人
民
の
友」

と
は
な
に
か

)

プ
レ
ハ
.丨
ノ
 

プ
の
不
充
分
さ
は
歷
臾
に
お
け
る
偶
然
の
問

g
l

を
^
學
と
の
關
迆
に
お
い
て
徹 

■

底
的
‘に
也
■

と
し
.て
い
な
い
點
に
あ
る
。
.し
た
が
つ
て
歴
史
の
法
則
性
も
は 

つ
き
り
と
う
き
ぽ.り
に
さ
れ
て
こ
な
い
傾
向
が
あ
る
。
歷
史
は
個
別
的
な
人
間 

の
、
ま
た
人
間
集
團
の.行
動
を
通
じ
ての
み

、

自
己
を
實
現
し
て
行
く
，の
で
あ 

る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
事
實
を
無
視
し
た
場
合
に
世
界
史
は
神
秘
化
さ
れ
る 

と
い
つ
て
い
る
。
し
が
し
、
こ
の
諸
個
人
、
、
諸
集
園
の
個
別
的
な
行
勤
は
そ
の 

諸
個
人
の
主
觀
を
こ
え
た
歴
史
の
發
展
の
一
般
的
傾
向
に
ょ
り
規
定
さ
れ
、
さ 

ら
に
.そ
れ
を
客
觀
的
に
形
成
し
て
行
く
の
で_知
る
。‘
そ
こ
で
偶
然
性
は
生
き
、 

克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
'か
も
そ
れ
は
諸
個
人
の
主
觀
を
こ
え
た
歴
史
の
必 

然
性
が
自
已
を
實
現
し
て
行
く
過
程
で
知
る
故
に
プ
あ
る
も
の
が
立
ち
、
あ
る 

も
の
.，が
た
お
れ
る
ま
で
一
定
の
歷
臾
的
な
目
標
に
向
い
ま

㈱
め
な
行
動
に
で
る 

の
で
あ
る
。
歷
办
の
法
則
が
客
觀
的
で
あ
る
こ
と
と
、
人
間
が
歷
史
を
創
造
し 

て
衧
く
も
0
だ

->
い
う
ご
と
は
矛
盾
し
な
い
。
主
體
的
な
行
動
に
諸
個
人
、
諸
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.

，

_

を
か
り
た
た
せ
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
直
接
的
に
は
そ
れ
ほ
そ
の
諸 

.個
人
、
：諸
の
主
體
的
な
條
件
と
そ

.こ
か
.ら
う
ま
れ
.る
^

耍

N
o
t

:

で
：あ
ろ 

'
う
？

ル
タ
ー
が.「
.こ
う
せ
ざ
る
を
得̂:
:

い」

と
ゥ
ォ4

ム
ス
の
帝
國
薪
*

で
叫 

ん
だ
と
き
に
は
彼
ば
宗
敎
改
軍
の
客
亂
的
な
诚
果
を
し
つ
て
い
だ
わ
け

.で
ぼ
^

)

い
.。「

.そ
れ
は
內
侧
が
ら̂
の
'「
絕
歟
に
.命
令
者
的
な̂
要j

 

(

マ
ル
ク
ス「

神
聖
家 

.

.族3
)

で
そ
う
叫
ん
、だ
：の
で
あ
る
。
石
舟
闽
正
氏
は
：：

「

歷
史
敍
述
と
'歷
史
科
學
し 

(

理
論
二
六
.
七
號

)

の
中
で
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「

外
部
か
ら
の
强
制
で 

•f
e

く
て
、
內
か
ら
の
翦
求
と
し
，て
、
い

i

か
え
.れ
ば
そ
の
人
間
办
缺
乏•必
要
.
. 

辛

苦
.
邀
慮
‘
.
.切
迪
ど
し
て
そ
う
せ
ざ
る
冷
得
が
い
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

’ 

:

:

:す
な
わ
ち
、
必
然
性
の
主
體
的
な
實
踐
的
あ
り
方
が

『

必
1

;

で
あ
り
、

' 

.こ
の
'
.

『

必
製』

に
媒
介
さ
れ
て
、
宓
然
性
は
人
間
の
行
動
の
.な
か
.に
、
歷
史
0. 

形
成
の
な
か-に
赏
徹
ふ
て
行
く
の
で
あ
る
。

」

こ
の
直
接
的
な
契
機
で
あ
る
必 

:

要
は
さ
ら
に
そ
の
時
代
の4-
つ
^

^
的
歷
史
的
な
矛
盾
に
よ
.つ
て
そ
の
內
容
を 

規
定
ざ
れ
る
。
危
險
：は
と.の
よ
う
な
袖
象
に
よ
，る
法
則‘の
把
握
が(
現
象
.か
ら
、 

本
質
.を
袖
出
ず
る
こ■と)

單

な

る

，公

式

主

義

：に
：
お

ち

い

る

ど

こ

ろ

に

あ

る

。
.
.
，
.
よ 

~
り
嚴
密
な
論
理
を
も
つ
こ
と
が
、
よ
り
生
き
生
き
と
.し
た
歷
史
敍
述
を
創
造
し 

な
い
と
す
れ
ばr

理
論
を
任
意
の
歷
史
時
代
に
適
用
す
る
の
ば
、
.簡
易
な.一
次 

.

.方
程
式
を
解
く
よ.り
も
す
つ
と
容
易」

.

.

.

(

 ̂

Xゲ
.ル
：
ス)

と
■な
:̂

。
，
，
し

か

，も

ル

/ '
'
 

丨
の
場
合
の
よ
う
な
思
想
史
等.の
領
域
で
は
、

一
方
に
お
い
.て
そ
の
時
代
の
緻 

.

密
な
具
體
的
諸
條
件
と
そ
の
法
則
の
究
明
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
思
想
的
な 

性
格
を
お
び
た
，

「

必
要」

を
具
體
的
に
硏
究
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
大
切
で
あ 

.る
。
そ
の
點
で
た
と
え
ば
ゥ
ヱ
ー
バ
ー
の
豐
富
な
思
想
史
的
分
析
.に
は
學
ぷ
べ 

き
も
の
が
多
い
。
 

,

ェ
ン
ゲ
ル
ス
も
次
の
ょ
ぅ
に
ぃ
っ
て
ぃ
る
°
'「

吾

々

が

ぃ

‘
ま

奶

奶

じ

で

ぃ

か

五
四

o
r

九 
二)

ヵ
經
濟
的
な
も
の.か

ら

離

れ

て

、
.
.
純

粹

に

抽

象

的

な

ィ

デ

オ
P ̂

—

的
な 

も
の
：^
近
.づ
；

t

ば
近
づ
く
ほ
ど
、
吾
々
は
ま
す
ま
ヤ
ハCの
^

^
か
5'
かi

砂
歡 

的
な
.も
■の
.の
，で
て
く
る
の
を
見
出
す
よ
ラ
に
な
り
そ
の
胡
薇
は
■ま
す
ま
す
紅
餘 

.脱
折
す
る
よ
ぅ
に
；な
る
。
.
し
か
し
こ
の
■

の
平
均
軸
を
圖
に
描
く
な
ら
ば
、
. 

諸
君
は
觀
察
さ
れ
た
時
代
が
な
が
く
、
：
と
り
あ
づ
か
わ
九
‘
た
地
域
が
大
き
け
れ 

ば
大
き
.い
ほ
'ど
、
t

の
軸
が
.ま
す
ま
す
經
濟
的
發
展
の
軸
に
平
行
に
は
し
る
こ 

と
を
見
^-
す
で
^

ろ
ぅ
。」

(
f

シ
ュ
.タ

ル

ヶ
ン
ブ
ル
.ダ
宛
の
手
紙

」
)

:

■■

た
だ
し
ゥ
ネ
！
バI

の
||
點
は
1

の
視
點
が
、
明
確
な
歴
史
の
論
理
に
た 

つ
、
た
.
も

の

で

た

い

こ
と
に
あ
る
。
.プ
レ.ハー

ノ
フ
.は
ゥ
工.
1
，、ハI

を
直
接
批
判 

,は
し(

て
い
な
い
。
し
か
し
歴
史
の
動
力
と
し
て
諸
め
卧
を
見
出
し
、
何
が
歴
史 

，を
形
成
し
て
行
く
か
に
つ
.い
て
は
不
明
確
な
態
度
を
の
こ
す
ミ
ハ
ィ
ロ

 

S

ス
キ 

''

丨
を
项
判
ん
て
い
る°
思
亂
史
、
學
說
史
、
文
學
史
の
樣
な
領
域
で
、
.さ
ら
に 

正
し
い
歷
史
理
論
の.上
に
.立
つ
た
、
し
か
も
具.體：

諸硏究がのぞまれ 

.
る
:0

そ
の
意
味
で
と

の
本
を
ふ
く
め
て
未
來
社
で
今
度
出
し
た
社
會
科
學
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
'
の
も
の
は
ピ
レ
ン
ヌ
、
ゥ
エ
ー
パ

ー

、
ル
カ
ー
チ
、
セ
リ
グ
マ
ン
、
ト 

レ

ル

，
チ

、

コ

ス

ミ

，

ン

ス

キー
等
讀
ん
で
役
立
つも

の

が多
い
.。'(

未
來
社
刊
、

-

一：
七 
0
,圓〕

-
ノ 
. 

. 

.

.

.■■
•

■ 

(

寺

尾

誠

)

M

l

..ハ
丨
サ
ナ
イ
ィ

1

.『

基
數
的
厚
生
.
個
人
主
義
的
偸
理
：

' 

敗
用
の
ィ
ン
タ
パ
ー
ス

.

ナK

な
比
較』

J. 

p
 Ha

r
s
a
n
y
i

 

: 

C
a
r
d
i
n
a
l

 

W
e
l
f
a
r
e
,

 

I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
— 

istic 

3Ethicw 

a
,
n
d

 

i
n
t
e
r
p
e
r
s
o
n
a
l

 

C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s

 

o
f

 

. 

utility, 

r
B
h
e ̂
o
d
s
p
 ̂

O

HJpolitical
w
c
o
n
o
m
y
,

ご A
u
g
.

 

i

:

ピ
グー

を
頂
點
と
し
て
代
表
さ
れ
る
ナ
イ
ー.ブ
な
厚
生
概
念
は(

.ロ

..ビ
ン
ス 

ら
の
批
判
に
耐
え
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
そ
れ 

に
代
り
得
る
も
の
と
し
て
何
が
考
え
ら
れ
る
か
。

ヒ
ッ
ク
ス
、
ヵ
ル
ド
ア
の
補 

償
說
や
V
:パ
I
ダ
ソ
シ
、
サ
ミ
ラ
エ
ル

V
.ン
の
社
會
厚
生
函
數
の

i

み
は
こ
の
. 

課
題
に
答
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
效
用
の
基
數
性
に

つ

い

て

は
 

，.
.否
定
的
で
あ
る
。

ハ
ー
サ
ナ
イ
イ
は
こ
の
點
か
ら
厚
生
槪
念
を
再
考
し
よ
う
と

. 

■す
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
と
と.は
ロ
.パ
ー.

'h
ソ
ン
が
固
執
す
る
よ
う
.に 

.(

本
誌
四
十
九
卷

.
5
號
參
照)

基
數
的
效
用
が
直
觀
的
.
•
自
明
に
存
在
す
る
と
い 

う
の
で
は
な
い
。

ハ
ー
サ
ナ
イ
イ
は
旣
に
.
H
h
e J
Q
^
H
y
p
t—
*

o
f Political 

E
c
o
n
o
m
y
,

 

o
c
r
1
9
5
3
.

に h
o
a
r
d
i
n
a
l
u
t
i
l
i
t
y

 i
n

 W
e
l
f
a
r
e

 

w
o
o
l 

n
o
m
i
c
s

 a
n
d

 

in 

汁he

 T
h
e
o
r
y

。
ゆ
；

と
題
す
る
論
文
を 

發
表
し
、
睜
肜
經
濟
學
に
お
け
る
基
數
的
效
用
と
危
險
を
含
む

11
擇
理
論
に
お 

け
る
基
數
的
效
用;̂
の
間
に
同
一
原
理
が
あ
る
と
斷
定
し.た
.。
こ
こ
に
紹
介
す. 

い
る
摘
文
は
こ
の
考
ぇ
の
上
に
立
っ
も
の
で
あ
る
ゾ

.
,

'
さ
て
ハ
ー
サ
ナ
イ
イ
は
、
ま
ず
フ
レ
ミ
ン
グ
規
準

(
A

 .
c
a
r
d
i
n
a
l
C
o
n
c
e
p
t

.

.

書評及び鞀介

 

.

；

o
f

 

w
o
l
f

 a
x
e
-

 

-
T
h
e

 

Q
u
a
r
t
e
r
l
y

 

J
O
U
3
a
l

 

o
f

 

E
c
o
n
o
m
i
c
s
/
、 

.
A
u
g
.
,

 

1
9
5
2
.
)

.
を
檢
î
t

す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

フ
レ
-

;

' /

グ
規
準
と
は
次 

の
よ
ぅ
な
も
の
で
あ
る。

\ 

.

.

公
準
A

社
會
的
見
地
か
ら
、
'も
し
狀
態
叉
が
狀
態
叉
よ
り
選
好
さ
れ
る 

な
ら
、
Y

は
X

よ
り
選
好
ざ
れ
な
、い
。

•公
準
6

.

社
會
的
見
地
か
ら
、
叉
が
丫
よ
り
選
好
さ
れ
丫
が
狀
態
冗
よ
り 

選
好
さ
れ
る
だ
ら
、>
<
|は
>

よ
り
選
好
さ
れ
る
。

’
.公
準
0

‘ 

'
社
會
的
見
地
か
ら
、
乂
も̂
も
他
よ
り
選
好
さ
れ
な
い
な
ら: 

そ
し
て
Y

-%
z
も
他
よ
り
選
好
さ
れ
な
い
な
ら
、X
と
之
の
何
れ
も
他
上
り
選 

好
さ
れ
な
い
。
 

- 

.
右
の
三
つ
の
公
耀
は
序
列
づ
け
の
た
め
に
必
要
处
條
件
で
あ
る
。

:

公
準
»

.
個
人
.
1が
¥

ょ
り
又
を
選
好
し
、.他
の
個
人
は
誰
も>
<よ
り
¥
 

を
選
好
し
な
い
众
ら
、
叉
は
社
會
的
見
地
か
ら
て
よ
り
選
好
さ
れ
る
。

.

こ
の
公
準
はr

一.股
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

」

價
i

斷
を
表
わ
し
、
も
し
一
一 

個
人
：の
選
好
が
顿
突
す
る
時
は
、
他
の
個
人
の
選
好
が
無
影
響
で
あ
る
な
ら
、 

瓧
會
的
選
好
は
、
當
該
ニ
個
人
各
々
の
選
好
に
つ
い
て
社
會
的
重
要
性

(

そ
れ 

自
身
の
債
値)

を
此
較
す
れ
ば
よ
い
と.い
ぅ
こ
.と
で
あ
る
0

か
準
E

⑴
少
く
と
も
三
個
人
が
い
る
ス
⑵
ミ
個
人
は
乂
と
刃
間
及
び
丫 

と
で
間
に
無
差
別
ヤ
あ
る
が
へ
文
と
刃
を
で
と
で
よ
ゥ
は
選
好
す
る
。
更
に

i 

個
人
は
又
..
で
間
及
び
^

^
間
に
無
差
別
で
あ
る
が、

X 

よ
り
Y
> 

r 

を
選
好
す
る
。
他
の
す.ベ
'て
の
入
は
文
• 

>間
及
ぴ
？
< 

.

. 

P

間
に
無
差
別
で
あ 

る
。
と
,の
.時
社
會
的
選
好
は
彼
ら
が

R

と
Y ;
間
に
す
る
と
同
u

<

xと
Y
^
に 

へ
办
さ
れ
る
。
オ
な
わ.ち
社
會
的
見
地
か
ら>
<が
¥
よ
り
選
好
さ
れ
れ
ば
？4は
で 

よ
り
選
好
さ
れ.る
し
、
も
し
^
と
¥
'
.と
が
社
鲁
的
見
地
ヵ..ら
無
差
|̂

な
ら
同
じ
.

, 

, 

五

五

(

ニ
九
三)

,


