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八
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四
二
八
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>

フ
ル
ー
ド
ン
の
ウ
ィ
^

—

ン
体
制
観(

下)

後

0

修.三

■三

前
節
で
の
ベ
た
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、.
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
言
葉
を
そ
の 

ま
ま
引
用
し
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
は「

も
し
一
八

一
五
年
の
諸
条
約
が
存
在
し
な 

く
な
れ
ば
？」

と
い
う
時
局
論
を
書
く
。

こ
こ
に
お
い
て
、
か
れ
の
ゥ

ィ

ー
ン 

体
制
に
対
す
る
考
え
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
な
が
ら
か
れ 

の
ゥ

ィ

ー

ン
体
制
観
を
み
よ
う
。

か
れ
は
、
ま
ず
，

つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
を
は 

じ
め
る
。「

も
し
一
八
一
五
年
の
諸
条
約
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら

は

も

は

や

ョ

.丨
ロ
ッ
パ
の
公
法
は
存
在
し
な
く
な
.
.る
。

.
そ
う
す
る
と
、

諸
国
家
の
存
在
は
何
に
も
と
づ
く
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
ら
の
保
障
は
ど
こ 

に
あ
る
の
か
。
公
法
が
な
け
れ
ば
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
は
戦
争
状
態
に
お
ち
い
る
。
 

諸
国
家
が
た
が
い
に
侵
入
し
あ
う
の
を
何
も
の
も
、
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
く

，
 

な
る
で
あ
ろ
う
。：
す
な
わ
ち
、
大
国
家
間
の
衝
突
に
お
い
て
小
国
家
は
ど
の
よ 

う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
0
も
し
一
八f

五
年
の
諸
条
約
が
廃
止
さ
れ
る
な
ら 

ば
、
も
ば
や
合
法
的
な
国
境
は
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
.プa

シ
ア
や
オ
ー
ス

ト
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
や
.ス
イ
ス
は
ど
こ
で
お
わ
る
の 

か
。

ラ
イ
ン
河
は
だ
れ
に
所
属
す
る
の
か
。
ゥ
ィ
ス
ッ
ラ
河
は
だ
れ
に
所
属
す

る
の
か
。
ダ
ニ
.
‘ユ
ー
ブ
河
や
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
や
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
や
ア

(

1)

ド
リ
'ァ
海
は
だ
れ
に
所
属
す
る
の
か
。」

ョ
ー
P
ッ
パ
を
規
制
し
て
き
た
一
八 

一
五
年
の
諸
条
約
が
廃
止
さ
れ
れ
ば
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
は
際
限
な
い
混
乱
に
お
ち 

い
る
。

こ
の
よ
う
な
混
乱
か
ら
ョ
ー
ロ
ッ
パ
を
救
う
に
は
、
ど
こ
に
原
則
を
も 

と
め
れ
ば
よ
い
か
。
こ
れ
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
か
れ
は
、
こ 

の
よ
う
な
原
則
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
当
時
問
題
と
な
っ
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ 

y
テ
の
原
則
、
自
然
国
境
の
原
則
一-

ま
た
そ
れ
ら
と
関
速
し
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ 

の
諸
国
家
の
領
土
、
人
口
の
大
き
さ
、

ョ
ー
口
ッ
パ
の
国
家
数
の
問
題——

を 

■検
討
乙
、
そ
の
原
則
た
る
べ
き
も
の
は
、

ョ
ー
ロ
ツ
パ
の
均
衡
、
国
内
で
の
憲 

法
の
保
障
、

こ
れ
ら
の
二
つ
を
前
提
と
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
速
邦
主
義
で
あ 

る
と
結
論
す
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
に
た
っ
す
る
ま
え
に
、
か
か
る
原
則
を
探
る
た
め
に
は
、. 

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
法
と
し
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ
を
規
制
し
て
き
た
ゥ
ィ
ー
ン
条
約 

を
、

「

そ
れ
ら
の
形
成
と
そ
れ
ら
の
思
想
に
お
い
て
考
察
し
、

五
〇
年
来
そ
の

影
響
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、

そ
れ
ら
が
い
か
な
.る
修
正
を
受
け
た 

(

2)か」

を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
プ
ル
ー
ド
ン
は
考
え
る
。
そ
こ
で
、
.か 

れ
は
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
を
支
配
し
た
原
則
'を
、

つ
ぎ
の
三
つ
の
時
代
に
区
切
っ 

て
、：
考
察
す
る
。

第

一

の

時

代

太

古

か

ら

一

六

四

八

年(

ゥH

ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
の
年)

. 

ま
で
。

第
二
の
時
代
一
六
四
八
年
か
ら
一
八
一
五
年
ま
で
。

,

.第

.三
の

時

代

一

八

一

五

年

か

ら

現

在(

ー
八
六
三
年)

ま
で
。

-

こ
の
第
一
の
時
代
に
お
い
て
：ョ
ー
：ロ
ッ
パ
を
支
配
し
た
原
則
は
、
■力
の
原
則 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
国
家
間
の
条
約
は
最
も
強
力
な
も
の
の
有
利 

に
な
る
や
り
方
で
解
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
，

こ
の
習
慣
か
ら
戦
争
法
.

(droit de 

g
u
e
r
r
e
)

と
よ
ば
れ
る
法
が
出
て
く
る
。

こ
の
時
代
.に
は
、

こ
.の
戦
争
法=

=

力 

の
原
則
が
支
配
す
る
。
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
.0
'一
つ
は
、
力 

が
法
の
根
拠
と
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
二
つ
は
、
力
の
原
則
が
支
配 

す
る
と
こ
ろ
で
.は
、
二
国
間
に
争
い
が
生
じ
た
場
合
、
勝
者
が
敗
者
を
合
併
す 

る
と
い
.う
事
態
が
お
こ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
が
後
者
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ

テ
を
廃 

止
し
て
、
そ
れ
を
合
併
し
て
行
く
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
連
続
的
合
併
に
よ 

っ
て
、
巨
大
国
家
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
の
第一

一
の
時
代
に
な
る
と
、
第
一
の
時
代
の
原
則
、：
力
の
原
則
を
止
揚 

す
る
も
の
と
し
て
、
第
二
の
原
則
が
出
て
く
る
。

こ
の
原
則
は
、
三
〇
年
戦
争 

を
終
結
さ
せ
た
ゥH

ス
ト
ア
ア
リ
ア

条
約
の
中
に
体
現
さ
れ
て
い
る
。
..
そ
の
条 

約
は
、

つ
ぎ
の
こ
と
を
宣
言
し
た
と
プ
ルー

ド
ン
は
の
ベ
る
。
①

「

古
代
の
諸 

人
民
に
よ
っ
て
特
に
ロ 
I

マ
人
た
ち
と
ロ
ー

マ
•

ガ
ト
リ
ツ
ク

教
会
に
よ
っ
て 

プ
ルー

ド
ン
の
ウ
イ
ー
ン
体
制
観(

下) 

\

認
め
ら
れ
た
.戦
争
法
の
極
端
な
結
果
で
あ
る
世
界
的
君
主
国
の
仮
定
は
妄
想
で

あ
る
と
.い
う
こ
と
。」

、す
な
わ
ち
、上
述
し
た
戦
争
法=

=

力
の
原
則
に
よ
る
巨
大

国
家=

世
界
的
な
統
一
国
の
否
定
。
②

「

4
後
、
.キ
リ
ス
ト
教
諸
国
を
荒
廃
さ

せ
る
か
も
知
れ
な
い
戦
争
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、

こ
れ
ら
の
戦
争

は
そ
れ
ら
す
ベ
て
の
諸
国
を
合
併
し
て
単
一
化
せ
し
め
、
か
く
て
単
一
国
家
の

経
験
を
も
う
一
度
や
り
直
す
ほ
ど
ま
で
徹
底
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
。
/

す
な
わ
ち
、
総
力
戦
孕
の
否
定
、
し
た
が
っ
て
そ
の
結
果
お
こ
る

単
一
.国
家
の
否
定
。
③

「

諸
国
家
の
多
元
性
が
、
今
後
は
原
則
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
、
可
能
な
か
ぎ
り
そ
れ
ら
の
諸
国
の
平
等
ま
た
は
均
衡
に
よ
っ
て
維
持

(

3)

-.

さ
れ
る
ベ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。」

ノ
す
な
わ
ち
、
諸
国
の
.多
元
性
と
均
衡
の 

維
持
。

こ
の
よ
う
に
、

ョ
.丨
口
ッ
パ
を
規
制
す
る
原
則
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の 

力
の
原
則=

戦
争
法
を
止
揚
す
る
も
，の
と
し
.て
、
諸
国
家
の
多
元
性=

=

均
衡
の 

原
則
が
登
場
し
て
く
る
こ
.と
に
な
る
。

こ
の
原
則
の
歴
史
的
意
義
を
、
プ
ル
ー 

ド
ン
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
説
明
す
る
。

「

力
ル
ル
大
帝
の
条
約
が
確
立
し
て
い
た 

統
一
の
原
則
に
と
っ
て
か
わ
っ
て…

…

国
際
法
に
導
入
さ
れ
た
諸
主
権
国
の
多 

元
性
と
い
う
原
則
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
諸
国
家
の
均
衡
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ 

て
.い
る
独
立
諸
国
家
へ
.の
人
間
の
集
合
力
の
分
割
と
い
.う
政
治—

経
済
的
法
則

は
、
根
本
的
に
は
連
邦
主
義
的
田
心
想
.で
あ
る
。
.

.

.
そ
の
思
想
の
存
在
す
る
か

ぎ
り
、…

…

そ
の
影
響
力
は
、
時
の
た
つ
に
つ
れ
て
、
必
ず
や
国
内
的
統
一
す

1
4

)

な
わ
ち
諸
国
家
の
中
央
集
権
力
を
変
革
し
て
行
く
に
ち
が
/い
な
い
の
で
あ
る
。」 

プ
ル

I
ド
ン
は
、
' こ
の
.諸
国
家
の
多
元
性
、
均
衡
の
原
則
は
以
後
ず
っ
^
ョ
.
1 

ロ
ッ
パ
を
支
配
す
る
.こ
.と
に
な
る
と
の
べ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
は
、
神
聖
口 

丨
マ
帝
国
皇
帝
で
あ
っ
'た
力
.ル
ル
五
世
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
力
の
原
則
に
よ
っ

七

九

S
1
1

九)



H
i
.

て
ョ
.
l-p
.ッ
バ
.を
征
服
し
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
統

一

国
家
を
形
成
し
よ
う
と
し
て 

失
敗
し
た
.事
実
を
あ
げ
、
.
そ
の
失
敗
を
こ
の
原
則
の
無
視
に
帰
し
て
い
.る
。
.こ
.

 

の
こ
と
か
ら
、
カ
ル
ル
五
世
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
試
み
た
ョ
ー
ロ
ッ
パ
锛
一
に
ま 

で
至
る
よ
う
な
目
大
国
家
は
、
..
.自
然
の
成
行
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
.
す
な
わ 

ち
、，「

こ
の
二
つ
の
失
敗
に
よ
っ
て
、

こ
の
程
度
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
.統
一
と 

.
政
治
的
集
中
は
諸
国
民
の
運
命
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ 

る」

.と
か
れ
は
考
え
た
。

.

:

第
一
一
.一
の
時
代
に
な
る
と
、
.新
し
い
原
則
が
つ
け
く
わ
え
ら
れ
る
。：
こ
れ
は
ウ 

イ
ー
ン
諸
条
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
ル
！
ド
ン
の
ウ
イ
ー 

ン
体
制
に
対
す
る
評
価
も
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
.：そ
の
原
則
と
は
.い
か
な
る
も
の 

か
。

か
れ
は
づ
ぎ
の
よ
う
に
.い
う
。

「

ウ
ェ
.

-X
ト
フ
ァ
リ
ァ
条
約
は
古
い
国
際 

.法
に
革
新
的
な
原
則
す
な
わ
ち
諸
国
家
の
多
元
ー
性
と
そ
れ
ら
の
均
衡
と
い
う
原 

則
を
導
入
し
た
。
他
方
、
ウ
イ
ー
ン
.諸
条
約
は
こ
ん
ど
は
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
：ァ
.リ 

ァ
条
約
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
ョ
ー
ロ
ッ
.パ
公
法
に
、，
諸
国
家
を一
種
の
相
互 

保
障
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
こ
と
を
各
国
政
府
に
義
務
づ
け
る
補
助
的
な
原 

則
を
、
導
入
し
た
。
：
す
な
わ
ち
、

こ
の
.新
し
い
原
則
1

こ
れ
は
諸
人
民
に
よ 

っ
て
耍
求
さ
れ
、君
主
た
ち
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
約
束
さ
れ
た
も
.
'の
で
あ
る
が
：
 

大
し
て
支
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
い
も 

の
で
あ
る
—

は
諸
政
治
憲
法
の
原
則
で
あ
る
。」

第
三
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
 

均
衡
の
.原
則
と
憲
法
の
原
則
と
が
ョ
ー
ロ

ッ
バ
に
う
ち
た
て
ら
れ
る
こ
.と
に
な 

る
。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
イ
ー
ン
諸
条
約
の「

憲
法
の
.保
障」

を
プ
ル
.丨
ド
ン
は 

積
極
的
に
評
価
す
る
の
で
あ
る
が
、
，
こ
れ
は
ウ
イ
.

—

ゾ
体
制
の
ff
力
が
比
較
的 

に
■軽
力

つ
：た
フ
ラ
ン
ス
に
ib
し
て
カ
れ
ガ
事
態
を
考
え
た
こ
と
.に
よ
る
の
で
あ
.

八
O'
@

ニ
〇)

.ろ
う
。
.ウ
ィ
ー
ン
諸
条
約
の
内
容
を
こ
れ
ぢ
一
つ
の
原
則
に
プ
ル
ー
.ド
ン
が
と 

ら
え
る
そ
の
立
論
を
見
よ
う
。
'
.ナ
ポ
レ
オ
ン
の
敗
北
後
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
は
、

ョ
I 

.
ロ
..ッ
パ
の
法
を
規
制
す
る
こ
.と
.を
引
き
う
け
る
こ
と
に
な
っ
.た
が
、
そ
の 

と
き
そ
れ
は
つ
ぎ
の
ニ
点
を
考
慮
し
た
。
①
当
然
、会
議
の
第
一
の
考
え
は
、
ナ 

ポ
レ
.オ
シ
が
非
常
に
重
大
な
打
撃
を
与
え
た
ョ
ー
P
ッ
バ
の
均
衡
を
再
確
立
す 

る
こ
^
に
：よ
つ
て
、
ウ

エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア

条
約
に
復
帰
.す
る
こ
と
。
②
し
か
し
、
 

そ
の
均
衡
の
原
則
に
復
帰
す
る
と
い
°-
て
も
以
前
と
同
じ
や
り
方
で
は
そ
れ
に 

復
帰
で
き
な
い
。
と
'い
5
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ボ
レ
オ
ン
戦
争
に
よ
つ 

て
諸
人
民
は
目
覚
め
、
政
治
に
自
分
の
意
志
が
反
1^
'
す
る
の
を
欲
す
る
よ
う
に 

な
っ
で
い
た
'
.す
な
わ
ち
、
憲
法
を
欲
す
る
よ
う
に
な
.っ
て
い
た
と
い
う
と 

と
。

こ
の
後
者
に
つ
い
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
つ
ぎ
の
ご
と

く

説
明
し
て
い
る

。

「
：

•：
.:そ
の
問
題
.〔

ウ
ェ
ス
ト
フ
•ァ
リ
ア
条
約
へ
の
復
帰〕

は
も
は
•や
単
に
君 

主
た
ち
や
諸
国
家
の
関
心
事
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
一
一
五
年
こ
の
，か
た
諸
人
民 

は
新
し
い
教
え
を
受
け
て
い
た
。
：
：
•
•フ
ラ
ン
ス
共
和
国
軍
隊
、
ま
た
の
ち
に 

な
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
帝
国
軍
隊
は
莫
大
な
宣
伝
を
行
っ
'た
。.
一
七
九
五
年
か
ら 

1

A11
1

年
ま
で
に
連
続
的
に
フ
ラ
ン
ス
に
合
併
さ
れ
た
す
、、へ
て
の
国
家
に
お 

い
て
、
公
法
と
民
法
は
変
革
さ
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
、

ス
ペ
イ
ン
、

ス
イ
ス
、
ネ 

丨
デ
ル
ラ
ン
ド
、
ド
イ
ッ
連
邦
は
八
九
年
の
思
想
を
受
け
た
。
：
..

.

.〔

フ

ラ

ン
.

 

ス
}
帝
国
は
諸
王
の
同
盟
の
も
と
に
崩
壊
し
た
の
で
は
な
く
て
諸
人
民
の
蜂
起 

の
も
と
に
、：
崩
壊
し
た
の
.で
あ
る
。
'
.ち
な
み
に
、
.ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
戦
争
は
、
 

諸

国

民

戦

争(
B
a
s
l
l
e

 ■ des .nations)

と
よ
ば
れ
た
。，
.ナ
ポ
レ
オ
ン
に
打
.ち 

勝
っ
.，て
、
君
主
た
ち
は
、…

…

か
れ
ら
の
世
襲
的
な
領
土
を
回
復
す
る
こ
と
に 

な

.っ.た
。
，し
か
し
、

こ
れ
ら
の
諸
領
域
に
お
い
て
は
、〔

ナ
ポ
レ
オ
ン
，出
現
以

_ 1

前
の〕

現
状
へ
の
復
帰
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
戦
争
が
.臣
民
た
ち
を
解
放
し
て 

い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
か
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か 

っ
た
。…

…

か
よ
う
に
一
八
一
四
丄
五
年
に
新
事
態
が
起
こ
っ
、て
き
た
の 

で
、
国
際
均
衡
の
問
題
は
政
治
上
の
諸
改
革
の
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と 

に
な
っ
た
。
ウ
イ
ー
ン
会
議
は
、

一
方
で
は
領
土
を
請
求
す
る
君
主
た
ち
の
要 

求
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
他
方
で
は
諸
憲
法
を
求
め
る
諸
人 

民
の
要
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
丨

.
•〔

各
国
の〕

外
交
団
は
、
 

そ
の
黙
秘
、
そ
の
あ
い
ま
い
な
表
現
、
そ
の
ご
ま
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ 

の
思
想
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
へ
た
。」

こ
の
よ
う
に
諸
国
民
に
憲
法
を
与
え
る
こ
と
が
当
時
の
要
請
で
あ
っ
た
が
、
 

ウ
イ
ー
ン
会
議
の
実
際
の
決
議
と
し
.て「

憲
法
の
保
障」

と
い
う
こ
と
は
条
文
化 

さ
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
君
主
の
独
立
と
諸
国
民
の
自
治
と
は
対
立
し 

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ウ
イー

ン
諸
条
約
は
保
守
的
な
も
の
に
な
っ 

て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
根
本
を
な
す
も
の
は
、m

丨
ロ
ッ
パ
の
均
衡 

(Iquilibre europ

g'n
)

と

政

治

諸

憲

法(constitutions politiques)

と
い 

.う
定
式
で
あ
る
と
プ
ル
ー
ド
ン
は
論
じ
る
。
こ
れ
ら
の
ニ
'つ
の
原
則
を
う
ち
た 

て
た
ウ
イ
ー
ン
諸
条
約
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
違
反
が
五
〇
年
来
行
な
わ
れ 

'て
来
で
い
る
が
、
そ
の
二
つ
の
原
則
は
い
ま
だ
か
つ
て
破
ら
れ
た
こ
占
が
な
い 

-と
か
れ
は
主
張
す
る
。m

丨
ロ
？v ，

パ
は
混
乱
§

態
に

<
 ろ
う
と
し
•て
い
る 

が
、
.そ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
原
則
に
違
反
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考 

え
る
.。
す
な
わ
ち
、「

こ

れ

ら

〔

ウ
イ
ー
ン
諸
条
約〕

の
維
持
が
今
後
の
世
界 

平
和
の
唯
一
の
保
障
な
の
だ
か
ら
、
無
知
や
誤
っ
た
愛
国
主
義
が
世
論
に
お
.い 

て
た
え
ず
そ
れ
に
く
わ
え
る
さ
ま
ざ
ま
の
攻
擊
こ
そ
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
紛
争
の

'プ
ル
ー
ド
ン
の
ウ
イ
ー
ン
体
制
観(

下)

(

7)

第
一
.の
原
因
な
の
で
.あ
る
。」

か
よ
う
に
、

ョ
ー
口
ッ
パ
の
危
機
を
救
う
平
和 

の
原
則
と
し
て
、
，.か
れ
は
ゥ
ィ
ー
ン
体
制
の
.ニ
原
則
を
援
用
す
る
こ
と
に
な 

る
。つ

ぎ
に
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
諸
憲
法
の
時
代
を
、

ア
メ
リ
ヵ
革
命
の
は
じ
ま
っ
.

.た
一
七
七
三
年
か
ら
歴
史
的
に
考
察
し
、
ゥ
ィ
ー
シ
諸
条
約
に
お
い
て
憲
法
の

保
障
が
そ
の
根
本
と
な
っ
た
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
真
の
意
味
の
憲
法
は
、

一
八

1

四—

一
八一

五
年
以
後
に
生
れ
た
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

ナ
ポ
レ
オ

ン
に
よ
っ
て
諸
国
に
ば
ら
ま
か
れ
た
諸
憲
法
は
、
自
由
主
義
的
な
意
味
に
お
け

る
憲
法
で
は
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
帝
国
と
い
う
一
大
帝
国
の
優
越
性
の
も
と
に
強

い
ら
れ
た
憲
法
で
あ
る
か
ら
で
.あ
る
。

「

諸
憲
法
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の

期
間

U

AI

四
年
以
前
の
時
期〕

は
一
八1

四
年
三
月
三
.日
の
パ
リ
開
城
に
終

る

前

奏

曲(
p
r
&
d
e
)

に
.す
ぎ
な
い
。
：諸
憲
法
に
対
す
る
大
き
な
障
害
は
皇
帝

〔

自
身〕

で
あ

0
た
。

立
憲
的
思
想
の
力
は
以
上
の
如
く
で
あ
っ
た
こ
と
、

ま

，
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
.
か
れ
の
権
力
の
た
め
に
そ
れ
を
利
用
し
か
く
し
て
か
れ
自

身
の
独
裁
を
ご
ま
か
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
に
注
意
し
て
お 

(

8) 

•

け
ば
よ
い」

と
、

一
八
一
四
年
以
前
と
以
後
と
を
か
れ
は
区
分
す
る
。
ま
た
、
 

こ

の

r
A'
一
 

四
年
の
■。ハ
リ
開
城
か
ら
一
八
六
三
年
ま
で
の
半
世
紀
の
間
に
一
〇 

〇
以
上
の
：憲
法
：が
：生
れ
、
、修

正

さ

れ

、
変
更
さ
れ
、要

求

さ

れ

た

に

つ

い
 

て

，
、
.
，
^
-£
:
,
の

こ

と

〔

そ

め

廣

実̂
は
、.
世
界

^
い
た
る
と
こ
ろ
で
国
家
の
不
.活 

発
な
制
度
に
よ
っ
て
疲
労
困
憊
さ
せ
ら
れ
た
の
ち
、

反
省
と
権
利
と
自
由
の
体 

制
へ
と
開
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
こ
そ
、

一

九
世
紀
の
比
類 

な
い
事
実
で
あ
る
と
わ
た
く
し
は
い
い
た
い…

：
.

」

と
賞
讚
し
て
い
る
。
プ
ル 

丨
ド
ン
に
よ
れ
ば
こ

の

よ
う
な
憲
法
の
時
代
を
生
む
下
地
と
し
て
の
平
和
の
時

八
.一

(

四
三一

)



代
を
築
い
た
ウ
イ
ー
ン

諸
条
約
の
業
績
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
、

•

そ
れ
ら
に
反 

抗
す
る
六
三
年
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
状
態
を
つ
ぎ
の
よ
う
.に
把

握

す

る

'。

.

「

わ 

れ
わ
れ
の
軍
隊
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
諸
国
民
が
，わ
れ
わ
れ
が
か
，れ
ら
に
与
え 

た
諸
由
に
守
ら
れ
て

.成
長
.し
て
い
る
の
に
，
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に 

も
他
国
民
に
も
不
満
を
も
っ
て
、
' ラ
イ
ン
境
界
と
ヮ

ー

デ

ル

ロー
の
復
警
を
夢 

み
つ
つ
、

ー
八
ー
五
年
の
諸
条
約
を
激
し
く
弾
劾
す
る
に
至
っ
て
い
る
"」

当
時
'の
フ
ラ
ン
ス
，は
、
.
ナ
ポ
レ
オ
ン
演
説
を
き
っ
か
け
と
し
て
ウ
イ
ー
ン
体 

制
に
つ
い
て
の
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
お
り
、

一
般
の
世
論
は
前
述
の
ご
と
く 

イ
タ
リ
.ア
統■

一
、
.ポ
ー
ラ
ン
ド
.再
建
、
.ド
イ
ツ
統
一
な
ど
を
支
持
す
る
ウ
イ
ー 

ン
体
制
崩
壊
説
が
支
配
的
な
情
勢
に
あ
っ
た
。

ウ
イ
I

ン
体
制
の
崩
墩
の
証
拠 

と
し
て
示
さ
れ
る
諸
事
件
を
プ
ル
ー
ド
ン
は
検
討
し
、
そ
れ
ら
は
.ウ
イ
ー
ン
体 

制
の
崩
壊
を
示
す
も
の
.で
は
な
く
存
続
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
反
論
.を
発 

展
す
る
。
第

I

節
で
あ
げ
た
諸
事
件
と
並
列
さ
せ
な
が
ら
プ
ル
ー
ド
ン
の
議
論 

の
う
ち
ニ

•
三
の
も
の
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
当
時
ウ
イ
ー
ン
.体
制
の
崩
壞
の
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た 

フ
ラ
ン
ス
の
七
月
革
命
に
つ
い
て
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
反
対
に
そ
れ
は
ウ
イ
ー 

ン
体
制
の
ニ
原
則
、「

均
衡
の
原
則」

と

「

憲
法
の
原
則」

；の
強
化
で
あ
る
、
 

し
た
が
っ
て
ウ
イ
ー
ン
体
制
は
崩
壊
し
た
ど
こ
ろ
か
逆
に
強
化
さ
れ
た
と
の
ベ 

る
。「

そ
の
革
命
は
、

そ
れ
自
#
と
し
て
は
、

一
八
一
五
年
の
諸
条
約
を
侵
害 

す
べ
き
何
物
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
革
命
は
、
そ
れ 

ら
の
諸
条
約
の
仇
を
討
っ
た
の
で
あ
る
。
王
朝
は
か
.わ
っ
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
の 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
関
係
は
依
然
と
し
て
同
じ
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
の

憲
法 

は
依
然
と
し
て
代
議
制
的
、
議
会
制
的
で
あ
一
て
、
全
然
侵
略
的
で
な
く
、

ョ

八
ニ 

.

(

四
三
ニ)

丨
ロ
ッ
パ
の
均
衡
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
気
は
少
し
も
な
い
の
，だ
か
ら
、
七
月 

革
命
ば
、
神
聖
同
盟
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
諸
原
則
の
永
続
化
で
あ
っ
て
決
し 

て
ウ
イ
ー
，ン
の
思
想
に
対
し
て
.与
え
ら
れ
た
否
定
で
は
な
い
と
、
ひ
と
は
主
張 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
憲
章
の
確
立
と
そ
の
再
建
の
条
件
に
不
忠
実
で
あ
っ
た 

王
朝
の
：追
放
と
が
何
か
諸
条
約
に
反
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か 

と
.い
う
こ
と
を
う
ひ
と
は
探
.っ
.て
も
無
駄
^
あ

ろ

うJ 

.七
月
革
命
は
こ
の 

よ
う
な
側
面
か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
'.
こ
の
伽
而
を
無
視
し
て
、
ブ
ル
ボ
ン 

王
家
、：
す
な
わ
ち
外
国
人
の
王
朝
を
失
墜
せ
し
め
た
こ
と
で
君
主
た
ち
の
同
盟 

■に
挑
戦
し
.た
の
だ
と
解
釈
し
た
り
、'
,諸
人
民
の
.諸
自
凼
を
圧
迫
す
る
君
主
た
ち 

の
絶
対
主
義
に
は
じ
め
て
挑
戦
し
た
の
だ
と
解
釈
す
る
の
は
、

一
般
大
衆
の
喜 

び
そ
う
な
意
見
で
し
か
な
い
。
七
月
革
命
は
、
ウ
イ
ー
ン
諸
条
約
の
原
則
に
反 

抗
し
た
シ
ャ
ル
：ル
ー
：
〇
世
を
追
放
し
て
、
そ
の
原
則
に
帰
る
べ
く
起
こ
さ
れ
た 

も
の
で
あ
る
と
1.

プ
ル
ー
ド
..ン.は
論
じ
る
。

ま
た
、
ウ
イ
ー
ン
体
制
の
崩
壊
の
一
例
と
と
る
の
が
.常
識
と
な
っ
て
い
る
べ 

ル
ギ
ー
の
分
離

•
独
立
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
ウ
イ
ー
ン
体
制
の
崩
壊
の
一
例 

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
-
ウ
イ
ー
ン
体
制
の
存
在
の
証
拠
で
あ
る
と
か 

れ
は
主
張
す
る
。
オ
ラ
，ン
ダ
は
ウ
イ
ー
ン
諸
条
約
に
よ

っ
て
憲
法
を
与
え
ら
れ 

て
い
た
。

こ
の
憲
法
の
原
則
が
こ
の
事
件
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
だ
と
解
釈
す 

る
。
す
な
わ
ち
、

「

問
題
は
、

こ
の
分
離
が
諸
条
約
寒
違
反
し
た
か
ど
う
か
を 

知
る
こ
と
で
あ
る
。
全
然
疑
い
な
く
そ
れ
は
諸
条
約
に
違
反
し
て
い
た
。
し
か 

し
、
そ
の
罪
は
だ
.れ
に
帰
せ
ら
.れ
る
べ
き
か
。
か
.れ
の
立
憲
的
諸
義
務
を
欠
い 

た
君
主
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
諸
権
利
を
要
求
し
た
国
民
に 

帰
せ
ら
れ
る
べ
き
か」
と
自
問
し
、
違
反
の
罪
は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
場
合
と

1

同
じ
く
契
約
を
は
じ
め
に
守
ら
な
か
っ
た
も
の
に
.対
し
て
与
え
ら
れ
る
と
し 

て
、

.違
反
の
罪
は
君
主
.に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
ず
る
0-
っ
ウ
ィ
ル 

へ
ル
ム
国
王
は
、
か
れ
の
人
民
の
憲
法
の
権
利
に
背
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
か 

事
実
自
体
に
よ
っ
て

o

.

l

Y§
s

'ウ
ィ

I

ン
条
約
に
背
い
た
、

そ
こ
で
べ
ル 

ギ
ー
国
民
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ベ
ル
ギ
ー
国
民
は
そ
の
君
主
の
廃
位
を
宣
言
し 

た

〔

に
す
ぎ
な
い〕

0:
で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

違

反

ば

、

一

八

.—
*
五

年

の

詆

条 

約
の
精
神
に
ー
.致
し
て
い
た
と
わ
た
く
し
は
主
張
す
2>
1

。

」

-

さ
ら
に
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
上
る
ボ
ナ
パ
ル
ト
王
朝
ひ
再
建
に
：
つ
.い
て 

'は
、
' そ
れ
が
ウ
ィ

ー
ン
体
制
に
反
す
る
も
ひ
で
ぼ
が
い
と
-I
V
.$
プ

ル

ト

ド

.ン
の 

証
明
は
、
.
大

略

、

つ

ぎ

の

三

点

か

ら

な

さ

れ

る

。

①

諸

国

家

が

か

れ

の

，一
一
一
甩 

―•
.
一

日

の

ク

ー

デ

タ

ー

に

拍

手

喝

采

を

し

十

新

皇

帝

を

認

め

た

と

..い

う

こ

と

自
体 

に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
同
意
の
声
に
1
っ
て
、
そ
の
違
反
は
か
き
消
さ 

れ
る
と
V
う
こ
と
。
②
ポ
ナ
パ
ル
ト
王
家
が
ョ

ー

ロ

ッ

パ

■か
>̂
-
排

除

さ

れ

て

い
 

た
理
由
は
、
そ
れ
が
ョ
ー
口
ッ
パ
の
均
衡
と
立
憲
的
体
系
に
と
っ
.で
敵
対
す
各 

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
、
餒
験
に
よ
‘っ
で
、
そ
の
王
朝
の
善
意
が 

正
当
化
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
理
由
は
消
滅
ず
る
と
い
う
こ
と
。
③

こ 

れ
ま
で
、
チ
ポ
レ
オ
ン
一
一
一
世
は
こ
の
均
衡
に
反

す

る

'
何

物

も

し

な

か

っ

た

と

い 

う
と
と
、
ま
た
た
え
ず
そ
れ
を
維
持
し
よ
t
と
し
て
ぎ
た
こ
と
。
.た
备
又
ば
、

P
シ
カ
が
ョ
I 

Pッ
パ
■の
均
衡
を
破
ろ
。\
拔

ゼ

こ

と

テ(

ク
リ
：'
,
;7m
申)

ね 

お

.1
て

1

0
億
フ
.一
ス
ン
.と
.
.
. 
一'0
万
火
を
そ
の
.戦
争
に
.そ
そ
ぎ
と
.ん
だ
と
い
う 

XJ

と
。
も
う
.一
：
つ

の

例

は.一，
方

で

は

ポ
ス

'

t-
^
ァ
の
街
外
な
要
求
を
や
め
各 

せ
、.
他
方
で
は
ヴ
ィ
ー
ス
フ
デ
ン
ヵ
で
ピ
エ
モ
ス
テ
の
掀
大
を
抑
え
舡
こ
と
。
：1> 

た
が

っ

て
、
ナ
ポ
レ

^
ス
ー
ー«

の
.登

場

も

ウ

，ィ

丨

シ

体

制

の

崩

壊

と

ば

#

え

を 

’

プ

ル

ー

ド

ン

の

ウ

イ

ー

ン

体

制

観

(

下)

べ
き
で
ば
な
い
P
. 

•

:
以
上
、
。フ
ル
ー
ド
ン
が
よ
っ
て
も
っ
て
ウ

イ

ー

ン
諸
条

約

の
存
在
を
証
明
し 

14)

よ
う
と
し
た
諸
事
件
の
う
ち
三
つ
を
と
り
あ
げ
た
。

こ
の
よ
う
な
証
明
に
お
い 

て
か
れ
の
自
己
流
办
歴
史
解
釈
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
' 
加
れ
の
ヴ
イ
IS

#;
制

観

は

ョ

ー

ロ

グ

パ

^'
規

制

す

ベ

き

ニ

原

則

-

-
均
衡
と
憲
法
-

-
で
つ

ら
ぬ
か
れ
で
い
る
。
.か
れ
が
ゲ
イ
|
ン
諸
条
約
ゆ
本
贤
と
見
な
す
ニ
原
則
に
%- 

と
づ
ぃ
で
以
上
の
証
明
は
な
さ
れ
て
折
り
パ
ま
た
、.
そ
の
証
明
が
か
れ
の
ウ
イ 

丨
ン
体
制
観
を
明
確
に
し
て
い
る
。

こ
の
ー
ニ
原
則
に
よ
っ
て
ョ
：丨
ロ
ッ
パ
の
平 

和
を
確
立
し
、
そ
し
て
そ
の
平
和
の
上
に
か
れ
の
主
張
で
あ
る
連
邦
制
度
を
き 

す
こ
う
と
い
う
構
想
か
ら
.
こ
の
よ
う
な
ウ
イ
ー
ン
体
制
観
が
生
れ
て
き
て
い 

る
の
1
あ
る
。

と
こ
.ろ
で
，
六
〇
年
代
に
お
い
て
、
か
れ
れ
主
張
す
る
ニ
原
則
、
し
た
が
っ 

て
ウ

イ
.丨

ン
体
制
に
対
立
す
る
形
で
ョ
ー
ロ
ッ
パ
を
再
編
成
し
よ
う
と
す
る
一
一
：
 

つ
の
原
則
が
強

ぐ
唱
え
ら
れ
て
く
2>
.。
そ

こ

で

、
：
フ

ル

ー

ド

ン

は

こ

れ

ら

の

新 

し
い
プ
ー
原
則
を
論
駁
す
.る
.こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
原
則
に
つ
い
て
か
れ
は
い 

「

ウ
イ
ーV

で
#|

!
|

れ

た

諸

原

則

に

就

し

て

、

ひ

と

は

.、

.
よ

り

空

想

的 

で
ぞ
れ
ら
の
物
質
的
な
面
で
よ
り
魅
力
的
な
他
の
諸
原
則
を
、
対
立
さ
せ
る
。
 

ぞ
れ
ば
、.
-'
方
セ
は
、
' 外
見
上
単
純
で
適
応
.の
点
で
は
容
易
で
あ
る
が
、
実
際 

は
濟
定
1;
が

た

ぐ
,'
例

外

嘹

承

鹿

を

免

れ

が

た

く

嫉

妬

と

不

平

等

の

原

因

で

あ 

S -

ナ
シ

3.
.
.ナ
リ
.一
ハ
の
原
則.
.
0
0 

Principe 

d
e
s
.
'
.
l
i
a
t
i
o
n
d
l
i
t
B

で
あ

'̂;
.、

他
方 

で
ば
さ
ら
.に
.暖
昧
で
.
-
.
-
:

：
よ
り
専
横
的
な
自
然
国
境

.

.

{
f
r
o
n
t
i
^
e
s

 

n
a

t
u

r
d

l
A

 

の
原
勤
セ
^

?
。'-
:
.ナ
シ
、
ョ
.
.ナw

テ
の
'原
則

と

‘自

然

国

境

の

原

則

に

も

と

づ

い
 

て

3
丨

P
グ
.パ
.を
規
制
1,
;
よ
う
と
す
る
主
張
が
'な
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
原
則
に
よ

ノ

凡

三

，

(

呀

§;
1

)



っ.て
ゥ
ィ
ー
ン
諸
条
約
が
攻
撃
さ
れ
た
の
で
、
ひ
と
は
ゥ
ィ
，！
ン
.体
制
は
崩
壊 

す
る
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
プ

.ル
ー

ド

ン

は

、

こ

れ

ら

の

原

則

ば

、

そ

れ

ら 

の
基
準
自
体——
ナ

'/
ヨ
ナ
リ

テ

の

き

、
自
然
の
地
層
め
構
成
I

に
お
い 

て

き

わ

め

て

あ
：：；

ま

い

で

あ

る

か

ら

原

則

た
t
え
な
.い
と
主
張
す
る
い
ら
ぽ 

う
、.
.歴
史
に
よ
っ
'て
も
そ
の
.反
証
を
.示
さ
_れ
て
い
る
..と
<'
主

張

す

る

！
.
'
た

と

え 

ば
、
ベ
ル
ギ
ー
以
分
離
が
行
な
わ
か
た
と
き
、
そ
れ
は
一
八
一
五
年
の
諸
条
約 

の
精
神
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
、':
'
す
べ
て
の
国
の
同
意
を
え
て
、
配
慮
さ 

れ
た
。
そ
し
て
、
，そ
の
独
立
を
確
立
し
た
際
に
、
.*
ベ
：
ル
ギ
ー
ば
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
テ 

の
原
則
を
考
慮
に
入
れ
な
■か
っ
た
の
と
同
様
に
、
自
然
国
境
の
原
則
を
も
考
慮 

に
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
の
ベ
て
、
両
原
則
の
無
効
を 

証
明
す
る
。
と
い
う
の
は
、

ス
イ
ス
の
ナ
シ
，
ヨ
ナ
リ
テ
と
同
様
に
べ
.
ル
ギ
ー
の 

ナ
シ
.
ヨ
ナ
リ

テ

と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、.
ベ
ル 

ギ
ー
の
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
テ
は
ニ
つ
ま
た
は
三
つ
の
異
な
る
人
種
の
諸
部
分
I

オ

ラ
ン
タ
ま
た
は
パ
タ
ヴ
ィ
ア
人
，、
ゴ
ー
ル
人
お
よ
び
ゲ
ル
マ
.ゾ
人
-
-
-

の
政
治

的
結
合
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
.自
然
国
境
の
原
則
に
関
し
て
は
、
外
交 

に
よ
っ
て
国
境
が
と
り
き
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
..
原
則
に
よ
っ
て
で
は 

な
い
、
そ
れ
ゆ
え
"
そ

の

原

則

は

正

当

化

さ

れ

な

い

.。

ナ
シ
ヨ

ナ

リ

テ

と

自
然
国
境
の
原
則
に
し
た
が
っ
..て
イ
タ
リ
ア
の
拡
大
が
行 

な
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
。ハ
の
均 

衡
を
危
機
に
お
>
し
入
れ
る
と
い
う
。
①
こ
れ
ま
で
自
然
国
境
と
ナ
シ
ヨ
ナ
リ 

テ
の
原
則
に
よ
■っ
て
独
立
し
て
い
た
諸
国
^

_

ナ
ポ
リ
王
国
、
'ゾシ
リ
ア
王
国
、
 

教

会
国
家
、
ト
ス
'力
.ナ
公
固
—

.を
、.
そ
れ
ら
の
原
則
に
反
し
て
集
合
さ
せ
て 

.L
ま
う
^

V
う
事
態
に
達

す

石(

イ
タ
リ
ア

親 
一
■€
>
.振
摁

と

な

.る

ニ
原
則

と

矛

盾

八

四(

四
三
四)

す
■る)

@
>-7
_ド
：リ'7
海

か

ら
.
.オ
ー

ス

ト

リ.ア
を

押

し'返

え

，
し

.
てオ
ー
ス
-
ト 

リ

7:
.に
：
対̂

て

ア

ド

：リ

ア

海

の

入

ロ

を

封

鎖

し

、
.
：ア

ド

リ

ア

海
を
イ
タ
リ
ア

の 

湖

ね

す
.る
と
い
.ぅ
事
態
に
達
ず
る
。’
<3
)
ス
.イ
ス
.か』

.ー
つ
の
県
を
、

フ
ラ
ン
.ス 

か
ら
コ
.ル
シ
力
島
を
と
り
去
り
、
イ
タ
リ
ア
人

た

ち

が

.そ

の

独

立

を

負

っ

て

い 

る
ネ 1

フ
シ
ス
の
勢
力
を
不
安
定
に
す
る
■と
い
$
事
態
に
達
す
る
。
④
法
皇
の
世 

俗
権
を
廃
也
し
、-!
-
ヵ
ト
1;
;
-ツ
ク
の
.首
長
を
ピ
工
モ
ン
テ
の
司
教
に
す
る
と
い
ぅ
 

事
態
に
ま
で
発
展
す
る
。

^
の

ょ

ぅ

に
3 

I ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
事
態
を

ぅ
け
容 

れ

難

く

し'
諸

人

民

に

と.っ
て
も
諸
思
想
に
と
っ
て
も
利
益
.の
な
い
ナ
シ
ョ
ナ 

リ
テ
の
原
則
の
適
用
は
、
全
般
'的
均
衡
を
危
機
に
お
と
し
い
れ
て
き
た
と
い
ぅ 

こ
と
で
、
か
れ
は
'

T

タ
リ
ア
統
一
に
反
対
す
る
。

以

上

、

プ

ル

ー

ド

ン

の

ウ

ィ

ー

ン

.体
制
の
本
質
把
握
、

そ
れ
の
崩
壊
の
否 

定
、
そ
れ
に
対
立
す
る
諸
原
則
の
論
駿
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
か
ら 

プ
ル
ー
ド
ン
の
ウ
ィ
ー
ン
体
制
観
を
簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
つ
ぎ
の
ご
と
く
に
な 

ろ
う
。
.

.
B
 

:
ウ
ィ
ー
ン
体
制
を
、
通
説
の
ご
と
く
、
絶
対
主
義
の
保
守
，
反
動
の
制 

度
と
は
と
ら
ず
、

フ
.ラ
ン
ス
革
命
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
成
果
を
考
慮
し
た
、
 

あ
る
い
は
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

㈡

そ
し
て
、
そ
の
本
質
を「

ヨ
ー
P
ッ
.パ
の
均
衡
の
原
則

」

と

「

憲
法
の 

原
則』
と
い
ぅ
二
つ
の
原
則
で
把
握
す
る
。

台

そ

の

本

質

は

、
さ
ま
ざ
ま
の
変
化
を
そ
の
体
制
が
ぅ
け
た
に
も
か
か
わ 

ら
ず
、
依
然
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
規
制
し
て
行
く
原
則
で
あ
り
得
る
。

.
^

し
た
が
っ
て
、
こ
の

ニ
原
則
に
反
す
る
す
べ
て
の
動
き
は
、

ヨ
ー
ロ

ッ 

パ
.の
平
和
に
反
す
る
も
の
と
し
て
排
斥
せ
ら
れ
る
。

.
か
か
る
ウ
イ
ー
ン
体
制
観
は
、当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
た
ち
、
と
く
に
社 

4
T

主
義
者
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ル
ジ 

ユ
•デ
イ
ヴ
オ

I
も
い
う
ご
と
く
、「

か
れ
は
ギ
ゾ
I
、

ラ
マ
ル
テ
イ
I
ヌ
お
よ 

び
テ
イH

丨
ル
と
同
じ
く
、

フ
ラ
ン
ス
が
一
八
一
五
年
の
諸
条
約
か
ら
大
き
な 

利
益
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
わ
れ
わ
れ
の
非
常
に
ま
れ
な
政
治 

家
た
ち
の一

人
、
わ
れ
わ
れ
の
非
常
に
ま
れ
な
作
家
た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。」 

そ
の
理
由
は
、
.
一
方
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
産
業
の
発
展
、
そ
れ
を
担 

っ
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
拡
張
政
策
、
そ
の
手
段
と
し
て
鼓
舞
さ
れ
る
熱 

狂
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(

プ
.ル
ー
ド
ン
に
よ
れ
ば
、

ナ
シ
ョ
.ナ
リ
ズ
ム
は
ブ
ル 

ジ
ョ
ヮ
ジ
I
の
工
ゴ
イ
ズ
ム
で

あ

る

)

、

そ
の
結
果
と
し
て
の
ヨ
I 
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
混
乳
、
.
戦
争
の
予
測

-
か
か
る
一
連
の
進
行
中
の
事
態
と
、

他
方
で

は
、
か
れ
の
代
表
す
る
プ
チ

•
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
階
級
の
後
退
と
い
う
事
態
と
を
、
 

目

撃

し

た

プ

ル

ー

ド

ン

が

前

者

，に

よ

る

後

者

の

促

進

を

防

止

す

る

.も

の

と

し

て 

ウ
イ
ー
ン
体
制
を
考
慮
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ウ
イ
ー 

ン
体
制
が
プ
チ
ノ
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
ー
の
生
存
に
と
っ
て
庄
力
に
な
っ
て
い
た
あ 

い
だ
は
プ
ル
ー
ド
ン
は
そ
れ
に
対
し
て
反
対
す
る
態
度
を
と
.り

(

.初

期

プ

ル

•
丨 

ド
ン)

、
大
産
業
の
発
展
が
ウ
イ
ー
ン
体
制
を
も
お
し
の
け
、
，そ
れ
と
同
時
に
プ 

チ

•
ブ
ル
ジ
ョ

ヮ
ジ
ー
の
生
存
基
盤
を
も
押
し
流
そ
う
と
し
て
く
る
時
期
に
至 

っ
て

は

、

'か
れ
は
そ
の
防
波
揭
と
し
て
上
述
の
3
と
く
ウ
イ
ー
ン
体
制
を
擁
護 

す>
9

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
ウ
イ 

I

ン
#

■
観
の
変
化
は
、

一

フ

ラ

ン

ス

経

済

史

：の
変
化
か
：ら
説
明
さ
れ 

う
る
.で
.あ
ろ
う
。

し
た
.が
っ

.て
、

プ
ル

|
ド
：.ン
：の
.ウ
，イ
ー
シ
.体
制
観
.の
.変
化 

は
、

い
か
な
る
時
点
で
い
.か
な
る
動
機
で
起
っ
：た
か
、
' そ
の
時
点
で
の
フ
ラ
ン

フ
ル
ー
ド
ン
の
ウ
イ
ー
ン
体
制
観(

下)

ス
の
経
済
状
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か_

か
か
る
諸
点
の
解
明
が
今 

後
の
問
題
点
と
し
て
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
ぅ
。
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「

ひ
と
は
諸
民
族
き
ン
^

&
吕
さ
裔

^
に
ょ
っ
て
何
务
意
味
す
る
の
か
ゃ
.

民
族
と
同
数
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
が
あ
る
の
か
。
民
族
に
宗
教
と
言
語
の
特
徴
を 

y

'加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
さ
ら
に
政
治
形
態
も
加
え
る
べ
き
な
の
か
。

'

1民
族

性

が

政

治

的

に

同

化

し

て

し

ま

.っ
て
い
る
異
^

の
諸
民
族
性
の
諸

分
派 

を
、
そ
の
一
民
族
性
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
ひ
と
は
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
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ぅ
か
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は
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わ
れ
；わ

れ

始

恶

循

環

に

落

ち

入

0
て

し

ま

ぅ

.
。
'
司

化

七

は
 

何
か
ら
成
り
立
っ
..て
い
る
の
.か
。
询
が
民
族
を
構
成
オ
石
の
か
,
.宗
教
1
ー§

の
影
響
は
い
：か
な
，
/^
.も
の
^
あ
..る
^
.

'
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，「

最
近
、.
ひ
.と

は

地

質

学

と

人

種

学

：
办

.^
借

用

さ

れ

た

一

つ

の

理

論

を

、

ポ
I
ラ
ン
ド
.人

た

ち

に

清

利

に

な

る

よ

う

に

.7

'
作
り
出
し
た
。
ク
r,
c
の
理
論
と
V 

'ぅ
の
は
、
民
族
^
た
は
ナ
シ
ョ

ナ
リ
テ

と
レ
で
も

領
土
と
し

て

も

ポ
ー
ラ
シ
ド 

の
自
然
的
境
界
は
.口
シ
ア
側
に
つ
い
.て
い
.え
ば
ド
ゥ
ィ
.ナ
河
と
ド
ゥ
:_
-
|
’
エ
ぺ
ル
.

.
'
.
河
と
で
あ
る
と
い
.う
こ
と…

…
-^
決
定
す
る
傾
向
を
も
つ
.
.も
の
で
あ
る
。

.

.
し
^
し

、
こ

れ

ら

め

街

学

的

な

苦

心

の

理

由

つ

け

—一

~
そ

れ
.に
あ
っ
て'は
各
"7 

ご
と
に
恶
音

|

が

表

わ

れ

てお
り
、
そ
し
て
，そ

の

全

功

績

は

で

た

ら

め

に

地
質 

.

.

.学
、
'政
治
学
、
自
然
史
お
ょ
び
国
際
法
k
混
合
す
る
こ
と
で
あ
る
..：
：
。
へ0 P

.
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r
p
. 

4
1
1
1
.

 

.

•

18) 

Introduction, 

” 334. 

'

八

六

(

四
三
六)

>

マ

：次：
号
目
次

:'

. 

.

 

•

: 

■

 

■

.

く；

 

'

、
論

，

説

,

.、
，レ
r 

-:.

:■
■p 

'

 ̂

.

ピ
，
:

「

社
-ム
1 -
籤
握
済
^

'
の
雄
象
と
方
街(

三)
…

.

.

.平

野

絢

子

.

1「

過
渡
期
の
理
論」

に
つ
い
て—

 

. 

■.

.
白
本
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
分
析
部
論

n 

■
讲
村
%

代
好 

' 

I
昭
和
三
〇
年
以
降
の
拡
大
洱
生
産
過
程
⑶

一

リ

資

料

.
研
究
ノ
ー
ト

'
回
帰
線
導
出
の
方
法(

補
足)

.…
…

.…
…

…
…

：…
…

：
\>
.…

佐

藤

保

■•
;
孩
制
資
本
.に
っ
ぃ

:-
?
:
.
.̂

.

..

.

.

.

.

.

.
飯

II
I

裕

康

:.
.

1
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小
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謙
一
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兵
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釗
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日
本
資
本
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と
労
働
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飯

田
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紹
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考
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.

鼎

，

第
二
次
世
界
大
戦
後
.ニ
〇
年
、

1

九

六

'0
年

代

の

世

界

は

、
.
も

っ

と

も

深

刻 

な
矛
盾
と
混
乱
に
直
而
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
ぅ
か
。
国
内
に
つ
い
て 

も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
.
.こ
れ
は
•し
ば
ら
く
お
き
、.
.
.
日
本
を
と
り
ま
く
||
-
1_界 

状
勢
' 
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
を
中
心A

J

し
て
お
こ
.り
つ

つ

あ

る

国

際

政

治

上

の

：諸 

問
題
は
、
そ
れ
ら
の
内
部
に
、
政
治
的
•
経
済
的
お
ょ
び
社
会
的
な
諸
矛
盾
を 

は
ら
い
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
た
い
し
て
ひ
と
つ
の
.大
き
な
問
題
を
提
起
し
て 

い
る
の
.で
あ
る
。
.具
'#
的
に
い
え
ば
、
史
上
最
大
に
し
て
最
強
の
独
占
罾
ホ
主 

義
国
ア
メ
リ
カ
の
ヴ
ユ
ト
ナ
ム
民
族
に
た
い

.す
る

侵

略

戦

争

の

拡

大

.、

プ
ロ
レ 

タ
リ
ア
国
際
主
義
の
歴
史
に
お
い
て
、
第
二
ィ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
分
裂
以 

来
と

I
わ
.れ
る
ほ
と
の
ス
ケ
■丨
ル
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
^
つ

あ

る

中

ソ

のtb 

裂
、，
そ
し
て
エ
ン
ク
ル
マ
':
,
.ガ
ー
ナ
首
相
の
失
脚
に
は
じ
ま
り
、
最
5
に
玷
、，
 

て
は
、

ス
カ
ル
ノ
の
失
脚
が
予
想
さ
れ
る
よ
ぅ
な
ィ
ン
ド
ネ
シ
.ア
の
不
安
な
没 

治
情
勢
、
全
体
と
し
て
ア
ジ
ア

•
ア
フ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
第
三
勢
力
の
後
县
，
 

な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
地
域
に
発
生
し
て

お
り
、
吏
め
て
民
族
と
い
う
も
の
の
重
要
性
を
わ
れ
わ
れ
に
意
識
さ
せ
ず
に
は 

お
か
な
い
。

.

ヴ
ヱ
ト
ナ
ム
戦
争
は
、

い
■う
ま
で
も
な
く
ヴ
ヱ
ト
ナ
ム
人
民
の
民
族
解
放
闘 

争
を
本
質
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
体
制
変
革
は
こ
の
基
本
的
な
問
題
を
前
提
と 

し
て
は
じ
め
て
日
程
に
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
中
ソ
の
.
対
的
行
動
と
も 

呼
べ
る
よ
う
な
分
裂
と
対
立
の
原
因
は
、
そ
れ
が
た
ん
に
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に 

お
け
る
修
正
主
義
と
教
条
主
義
と
い
う
よ
う
な
舉
純
な
公
式
的
な
解
釈
論
の
問 

題
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
そ
こ
に
は
、
民
族
の
問
題
が 

大
き
く
た
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ィ
ン 

ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
民
族
運
動
の
退

潮

、
，す

な

わ

ちス
ヵ
ル
ノ
の
失
脚
と
軍
事 

政
権
の
可
能
性
に
.つ
，
い

て

は

、
：
い

わ

ゆ

る

ナ

サ

コ
ム
体
制
の
崩

壊

に

象
徴
さ
れ 

る
よ
.う
に
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
ヵ
独
占
資
本
と
の
妥
協
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
か 

っ
た
ィ
ン
ド
ネ
シ
ア
*
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
弱
さ
、
そ
の
矛
盾
を
わ
れ
わ
れ
に 

ま
ざ
ま
ざ
と
み
せ
て
く
れ
た
.の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
.よ
う
に
、
わ
が
国
を 

と
り
ま
く
き
び
し
い
状
勢
は
、
民
族
お
よ
び
民
族
主
義=

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ 

の
透
徹
し
た
理
解
あ
る
い
は
科
学
的
な
接
近
な
し
に
は
、
到
底
正
し
く
把
握
さ 

れ
え
な
い
，ほ
ど
複
雑
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
今
日
す
で
に
、
心
あ
る 

社
会
科
学
者
^
わ
ら
て
は
’常
識
と
'な
っ
て
い
，る
と
も
い
え
よ
う
。
だ
が
民
族
と 

い
.：う
も

の

、

あ

る

い

は

そ

の
'「

民
族
の
意
識j

を
基
柢
と
し
て
展
開
す
る
ナ
ク 

ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
、
社
会
科
学
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、す
な
わ
ち
、
ひ
ろ 

く
い
っ
て
.民
族
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
社
会
科
学
の
理
論
に
よ
っ
て 

'#
弄

的

に

把

握さ
.れ
る
か
と
い
う
現
在
の
時
点
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
且 

つ
緊
急
な
課
題
は
、
は
じ
め
か
ら
.社
会
科
学
者
に
よ
っ
て
意
識
的
に
と
り
あ
げ


