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ら
え
ん
と
し
た
。
内
的
及

.

び
.

外

的

制

約

.
か

ら

解

龙

さ

.

想
家
に
.対
す
る
評
俩
と
や
や
異
な
つ
た
評
価
を
な
し 

T

 

J

.

『

.

:

.
:

れ
自
由
な
る
现

.

究
と
発
表
が
行
な
.わ
れ
る
に
至
っ
た

'

て
い
る
。
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
が
、
大
杉
栄
や
片
山 

潮
.

干

紹

介

:

..

今
日
、
ま
ず
旧
来
タ

.

ブ
ー
と
さ
れ
て
：い
た

「

天
皇
潜
の
評
価
な
ど
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
前
者
に
同
情

.
制」

、
そ
の
.精
神
構
造
'を
検
討
し
、

そ
れ
に
よ
っR

时
で
、；

後
者
に
対
し
て
，は
.

「

片
山
潜
は
マ
^

 

制
約
さ
れ
て
い
た
近
代
日
本
の
特
殊
性
と
普
遍
性
と
.義
'史
家
'に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
神
話
化
^
も
か
か
わ
ら 

『

近

代

日

本

思

想

史

講

座』

 

を
思
想
の
場
に
.お
い
て
前
向
き
の
形
で
と
ら
え
：ん

と

ず

、
明
治
の
社
会
主
義
者
と
し
て
は
失
格
で
あ
っ 

:
•

し
た
ブ
そ
れ
故
ゝ
本
講
座
は

近̂
代
日
本
し
の
思
想
ム
た
レ
ハ
第
四
卷
^
巧
多
く
の
問
題
が
提
出
さ
れ
ゝ
そ 

人
類
の
社
会
•
経
済
生
活
に
つ
い
て
の
史
的
研
究
史
：で
あ
り
、
近
代
日
本
に
お
け
る
思
想
史
、
近
代
日
こ
に
見
ら
れ
る
解
答
に
は
さ
ら
に
検
討
さ
る
べ
き
多 

は
戦
後
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
み
た
が
、
そ
れ
に
比
し
本
を
対
象
し
た
思
想
史
、
精
神
•
造
史
を
目
的
と
し
，
く
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
近
代
日
本
の
思
想 

て
、
精
神
生
活—

思
想
の
史
的
換
討
は
必
ず
し
も
十

た
も
め
で
あ
る
？
既
刊
第
一
巻
.

(

歴
史」

的
概
観)

は
、：

を
や
や
も
す
れ
ば
公
式
的
に
、
靣
定
的
に
考
え
が
ち 

分
で
は
な
く
、
た
と
え
思
想
が
.考
察
さ
れ
た
場
合
に
.他
の
■諸
巻
が
そ
れ
ぞ
れi

：

敗
ル
か
に
論
述
を
：進
め
.てな人々に

•と
っ
て
反
省
の
資
.を
与
え
る
も
の
で
.あ
ろ 

も
、
顧
念
的
.
思
弁
的
な
試
み
が
.多
く
、
具
体
的
'

 
.

い
る
.(

第
四
巻
知
識
人
の
生
成
と
役
割
、
第
六
卷
自
う
。

.(

筑
摩
書
房
刊

.<
5
 •

全
八
巻
.
別巻一
 

に
、
そ
の
内
容
が
と
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
o

 
.

我
と
瓌
境
、：

第
七
卷
近
代
化
と
伝
統
等)

の
に
対
し
、

冊

•
既
刊
四
冊)

L
か
し
、
最
近
に
至
り
、「

思
想」

の
史
的
発
.展
に
.つ
全
体
を
総
括
し
，、

一
つ
の
史
的
展
望
を
与
え
.る
た

め 

丨
島
峙
隆
夫
丨 

い
て
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、
例
え
ば
、
金
子
武
蔵
'.

に
書
か
.れ
て
お
り
、
.時
代
に
即
し
て
、
封
建
社
会
に
： 

*

 

. 

* 

*

大
塚
久
雄
編
講
座「

近
代
思
想
史J

 

(

弘
文
堂
金
九
お
け
る
近
代
思
想
の
先
駆
、
近
代
思
想
の
誕
生
と
挫
A
 

o
 

t

デ

著
 

卷)

、
遠
山
茂
樹
.

山
崎
茈
7

大
井
芷
編「

近

代

日

折

、：
曲
折
す
る
近
代
思
想
_

の
成
長
、
近
代
思
想
の
窒 

一
ィ
-
 

本
思
想
史」

；
(

青
木
書
店
、
全
三
卷〕

、
家
永
三
郎「

日

息

、
戦
後
思
想
と
そ
の
展
開
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

『

貨

幣

の

経

済

学

』

本
近
代
思
想
史
研
究J 

(

来
京
大
学
出
版
会)

等
^

こ
れ
ら
を
検
討
す
る
場
合
、

そ
の
方
法
と
し
て
マ
ル
 

(
T
h
e

 e
c
o
n
o
m
i
c
s

 o
f

 M
o
n
e
y
:

 
r 

目
す
べ
き
業
辕
が
出
た
。

■

'

ク
ス
主
義
の
真
理
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
観

'

o

.

 

L. 

D
a
y
)

本
講
座
は
既
刊

四
冊
を
出
し
た

の
み
で
あ

る

か

ら

念
的
な
反
映
論

や
相
互
作
用
論
に
止ることを拒否この書はホ丨ム

•

ユ
ニ
ィ
バ
シ
ィ
テ
ィ

.

ラ
ィ 

全
般
に
つ
い
て
の
批
判
は

他
日
を
期
さ
ね
ば
な

ら

な

し
、
あ
る
意
味
で
マ
ル
ク
ス
主
義
と
.一
線
を
か
く
し

ブ
ラ
リ
と
い
う
有
名
な
双
書
の
中
の

一
つ
で
あ
り
， 

い
が
、
本
講
座
が
意
医
す
る
と
こ
ろ
は

ほ
ぼ
明
ら
か
.

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

よ

う

。

そ
れ

故
日
本
マ
ル
同
馨
に
よ
っ
て
、
一九

五
七
年
に
書
か
れ
た
、
 

で
あ
る
。
本
講
座
は
近
代
日
本
を

全
構
造
と
し
て
と
ク
ス
主
義
者
が
従
来
な
し
て
来
た
思
癒
や
個
々

.

の

思
「

貨
幣

盼
経
済
学
概
論

(outline o
f

 M
o
n
e
t
a
r
v

i

ば
消
費
者
が
食
糧
を
賈
う
と
か
旅
行
を
す
る
等
又
企 

業
家
が
工
場
を
建
築
す
る
と
.か
、.
機
械
を
■購
入
す
る 

と
か
い
う
類
い
で
あ
る
が
、

棱
者
は
株
式
か
ら
公
社 

債
に
変
え
る
と
か
い
う
場
合
で
あ
る
。

後
者
は
富
の 

保
有
の
型
の
変
化
が
利
子
率
を
通
•じ
て
、
t
 §

よ
う 

に
間
接
に
国
民
所
得
に
影
響
す
る
か
.を
考
慮
す
る
為
... 

に
前
者
と
は
区
別
さ
れ
た
意
義
が
も
た
れ
て
い
る

0

.

し
か
し
焦
点
は
国
民
所
得
に
絞
ら
れ
て
.説
明
せ
ら 

れ
る
が
開
放
体
系
の
場
合
に
も
反
衝
説
明
さ
れ
る

0 

:

国
民
所
得
と
い
う
視
点
で
貨
幣
的
な
問
題
を
統
制 

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
よ
い
本
で
あ
ろ
う
。
な
お

歴
'史
的
問
輝
で
あ
り
、.
そ
の
ニ
つ
は
,:
'
日
本
資
本
主
. 

義
，の
.樽
造
的
矛
盾
の
一
つ
と
し
て
今
日
の
/中
小
.
零 

細
工
業
問
麓
に
つ
な
が
る
現
実
的
問
題
で
あ
る
。
こ 

の
ニ
.つ
の
問
題
は
、
日
本
資
本
主
義
の
構
造
規
定
の 

上
.で
密
接
な
靡
史
的
関
連
を
も
っ
て
お
り
、
郷
土
産 

業
、
_
方
産
.
の
歴
史
的
.-
实
証
的
分
析
は
こ
の
意 

味
で
極
め
て
重
要
な
研
究
分
野
で
あ
る
に
も
拘
ら 

ず
、
戦
前
の
日
本
の
郷
土
史
研
•究
に
は
、
い
わ
ゆ
る 

郷
土
自
慢
や
懐
古
趣
味
中
心
の
も
の
が
多
く
、
日
本 

資
本
主
義
研
究
の
問
題
意
識
と
結
び
つ
く
の
は
ま
れ

で
あ
？
た
。
そ
れ
ゆ
ぇ
、
今
圓
、
地
方
史
研
究
協
議

.

.

. 

■■
-
.
.

E
c
o
n
o
m
i
c
s
)
」

の
入
門
書
、，

或
い
は
手
引
書
.と
 ̂

い
ぅ
べ
き
本
で
あ
る
。
英
語
は
極
め
て
平
易
で
、
内 

容
も
手
際
ょ
く
簡
明
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
経
済 

学
部
の
ニ
年
生
位
に
は
自
習
*
と
し
て
、
又
経
済
学 

に
通
常
用
い
ら
れ
る
術
語
に
な
水
る
と
い
ぅ
意
味
で 

も
、
好
個
の
ょ
み
も
の
と
し
て
推
め
.ら
れ
る
。

.
内
容
は
一
国
a '
経
済
に
封
鎖
し
て
の
そ
の
中
で
の 

貨
幣
の
役
割
、
ィ
ギ
リ
ス
金
融
機
関
の
機
能
か
ら
開 

放
体
系
と
し
て
の
国
際
経
済
に
拡
張
し
て
、
そ
の
中 

で
め
貨
幣
の
働
き
.、
国
際
金
融
機
関
及
び
そ
の
機
能 

が
語
ら
れ
て
い
る
。

.
用
い
ら
れ
て
い
る
手
法
は
巨
視
的
経
済
学
的
手
法 

で
あ
っ
て
、
社
会
会
ft
丨
国
民
所
得
丨
貨
幣
と
の
関 

述
で
示
さ
れ
る
。
即
ち
、
す
べ
て
の
取
引
は
貨
幣
を 

媒
介
と
し
て
行
な
.わ
れ
る
が
、
そ
の
取
引
を
二
つ
に 

大
別
す
る
。

一
は
所
有
す
る
富
の
追
加
'

(

減
少
も
舍 

め
る)

に
ょ
っ
て
生
ず
る
取
引
、
ニ
つ
に
は
、
富
の 

総
量
に
関
係
し
な
い
、
富
の
保
有
形
態
だ
け
の
変
化 

の
取
引
と
に
分
け
る
。
こ
の
ニ
つ
は
取
引
を
類
別
す 

る
こ
と
を
寬
味
し
て
い
る
ょ
り
は
む
し
ろ
、
取
引
.の 

考
察
の
仕
方
に
重
点
が
あ
る
。
我
々
は
富
の
保
有
形 

態
を
変
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
如
何
な
る
取
引
も
可 

能
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
著
者
が
f
味
す
る
前
者
の 

取
引
と
は
国
民
所
得
に
直
接
関
係
す
る
取
引
、
，例
え

.

新
'刊
紹
介

著
者
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
講
師.

(
r
e
a
d
e
r
)

で
あ
'

'

地

方

史

研

究
i

会

編

ト
:
:

『

日
本
産
業
史
大
系』

..'

:(

第

四

參

'関
東
地
方
齎)

日
本
在
来
の
郷
土
産
業
.は
.日
本
資
本
主
義
の
.産
業 

的
基
盤
と
し
て
ニ
つ
の
問
題
を
担
っ

»
る
。

そ
の 

一
つ
は
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
経
痛
段
階
規
定
の 

内
容
を
な
す
マ
-

i

ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
形
成
に
関
す
る

会
•の
戦
後
十
年
に
及
ぶ
努
力
の
結
晶
と
し
て
、
仝
国 

の
应
汎
な
歴
史
家
、
：社
会
経
済
史
家
、
郷
土
史
研
究 

家
の
参
加
に
よ

る

「

日
本
^.
|
|史
火
系」

の
編
集
#| 

画
が
実
現
さ
れ
、
地
方
史
研
究
と
日
本
資
本
主
霧
研 

究
.の
本
格
的
交
流
、が
開
始
さ
れ
た
こ
ど
は
意
義
が
深

、
o.
'

:

.

I
本

，

「

犬
蒼」

の
篇
別
ぱ
、
産
業
臾
の
全
般
的•

理 

論
的
間
題
を
取
り
扱
ぅ
総
論
篇
一
巻
と
、

#
地
方
每 

の
郷
达
酿
業
の
歴
史
，的
実
態
を
記
述
す
る
各
論
七
卷 

と
よ
り
構
成
さ
れ
、•：ま
ず
第
四
卷
の
関
東
地
方
篤
が 

こ
の
程
刊
行
さ
れ
た
。
本
篤
で
は
、
古
代
.
中
世
に 

お
い
て
は
後
進
地
帯
で
あ
つ
た
関
東
地
方
が
、
近
世 

と
べ
に
徳
川
時
代
以
降
に
：な
'?
て
：ど
の
よ
.ぅ
な
産
拳

一
o
七

(

四一

三)


