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剰
の
問
題
の
発
現
を
よ
り
讓
化
す
る
基
盤
を
確
立
、
強
化
す
る
も
.の
，で
も
あ
る
か
ら
、
三

0
年
以
降
に
お
け
る
こ
の
変
化
は
ま
こ
と
に
重
要
な 

意
義
を
も
つ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
.量

階

で

■

備
過
剰
を
回
避
す
る
た
め
I

々
の
|

政
策
、8

な
わ
れ
る
し
、
右 

.の
よ
ぅ
な
唐
カ
蠡
の
創
出
は
、
海
外
進
出
を
馨
す
る
i

 
•
軍
重
産
を
発
展
さ
せ
る
基
盤
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の

靨

•
矛

盾
が
い
か
に
i

し
、
い
か
な
る
形
で
発
現
す
る
か
に
つ
い
て
I

ら
に
一
連q

多
角
：g

l
析
I

要
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の 

分
析
は
か
か
る
問
題
を
考
察
し
て
い
く
た
め
の
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

'

X 

X 

メ

；

.
本
稿
で一

応

「

分
析
n」

を
終
了
す
る
。
.こ
の
分
析
結
果
の
総
括
は
別
稿「『

高
度
成
長』

過
程
に
お
け
るK

生
産
構
造」

上

•
ド

(「

経
済
哪 

論」

八
月
号
•
九
月
号
予
定)

で
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
0 

、

.
付
記
⑴

本
稿
は
昭
和
四
ニ
年
度
福
沢
諭
嘉
念
慶
繼
塾
学
事
振
興
基
金
研
究
費
補
助
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
 

•

P
本
第
三
節
の
推
計
裙
果
の
整
理
•
集
計
に
つ
い
て
、
塾
通
信
教
育
部
学
眚
崎
雅
枝
君
の
協
力
を得
た
。
 

•

⑶

前
稿
⑷
、
七
月
号
に
お
い
て
、
不
注
意
.に
よ
る
誤
り
が
あ
つ
た
た
め
、
七
一
，頁
末
一
行
、
七
養
晨
一
行
の
ニ
行
を
削
除
す
る
。

ル
ソ

ー
「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下

)

•

 

-

 

.

.

 

-

;

 

•

■

一'

野
'

:

地

洋
. 

'
' 

行

■目

次

序

.
章
基
本
性
格 

,

第

一

章

ル
ソ
I
の
方
法_

-

自
然
お
ょ
び
人
間
.

第

二

章「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造

第

三

章「

社
会
契
約
論」

と
商
品
社
会
の
論
理
^
-
. 

S
上
前
稿)

：

.

第
四
章

ル
ソ
ー
に
お
け
る「

反」

資
本
主
義
の
論
理——

(

以
下
本
稿)

第
五
章
土
地
所
有
権
を
め
ぐ
る
ル
.ソ
ー
の
反
封
建
制
と「

反」

資
本
主
義

.

第
六
章
ル
ソ
I
と
分
割
地
農
民
の
存
在
構
造
：
ノ 

：

.

終

章

ケ

ネ

I
、
デ
イ
ド
ロ
、
ル
ソ
I 

.

第

四

章

ル

ソ

ー

に

お

け

る「

反」

資
本
主
義
の
論
理
：

丨
は社
会
.を
事
実
上
.、
：，商
品
社
会
と
.し
；て
と
I

、
毛
し
I

法
と
統
治
の
原
理
；が
商
品
社
会
の
原
理
だ
.け
.に
の
つ
と「

つ
て
構
成
さ
れ
る

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 

I 

、

'九
九
：(

九
三11:1)



ベ
.き
こ
と
を
主
張A

た
:6
^
れ
が
前
章
め
結
論
ヤ
あ
る
”
こ
の
結
論
は
ル
ジ
ー
ゎ
基
本
的
な
プ
ル
ジ
へ
ョ
ブ
性
い
、合
理
性
を
強
調
す
る
バ
も
：.の
で
あ

る
。
 

.

.

.

,

•

.

.

.

だ
が
、
こ
れ
が
ル
ソ
ー
の
す
ベ
て
で
：は
な
い
。
で
は
、
か
れ
の
思
想
の
い
わ
ゆ
る
ロ
マ
シ
韵
性
格
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
い
う

と
こ
ろ
の
//
反
資
本
主
義
物
傾
向
"
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
。

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
：
ル
ソー

の
方
法
、
自
然
観
，
人
斷
観
が
い
わ
ば
1'
ー
重
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
こ
に
は
ブ
ル
ジ
ョ

ァ
的
と
同
時
に
反
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
要
素
、
近
代
的
と
同
時
に
反
近
代
的
な
部
分
が
、
逆
説
的
な
関
係
で
同
居
し
て
い
る
の
を
み
た
。
こ
の
章
で

わ
れ
わ
れ
は
前
¥
に
対
比
し
て
-.
ル
ソ
ー
め
社
会
契
約

1̂
の
も
う
ー
つ
の
性
格
、
そ
の
反
資
本
主
義
的
、
反
近
代
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
，佐
置
な
い
し
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
ニ
つ
の
相
反
す
る
要
因
の
併
存
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
ま
っ
た
く
不
十
分

で
あ
る
。
そ
れ
ら
.を
可
能
な
か
ぎ
り
合
理
的
に
理
解
し
、
そ
れ
ら
.の
関
連
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
て
、
社
会
契
約
論
の
第
二
篇
に
お
い
て
ル
ソ
ー
は
社
会
本
質
論
か
ら
主
権
論
、
立
法
論
へ
と
進
む
。
だ
が
社
会
の
本
質
を
す
で
に「

契
約」

と
い
う
法
概
念
で
示
し
た
以
上
、
主
権
論
も
立
法
論
も(
そ
れ
自
体
す
で
に
法
概
念
な
の
だ
か
ら)

い
わ
ば
社
会
契
約
論
の
同
義
反
覆
で
し
か
な
い
。

立
法
の
内
容
ば
す
で
に
契
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
立
法
の
任
務
は
、
た
だ
社
会
契
約
と
い
う
意
志
関
係
卩
同
意
の
関
係
を
、
法
律
に
よ

(

2)

っ
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
権
利
が
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

」

主
権
論
は
、
社
会
本
質
論
と
立
法
論
と
の
つ
な
ぎ
目
の
位
置
に
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
む
し
ろ
社
会
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る「

一
般
意
志」

(

3

)

 

a

の
絶
対
性
の
再
確
認
に
す
ぎ
な
い
。「

主
権
と
は
一
般
意
志
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い」

か
ら
で
あ
る
。

主
権
の
不
可
譲
性(

第
一
章)

、
そ
の
不
可
分
性(

第
二
章)

、
そ
の
不
可
謬
性(

第
三
章)

の
主
張
は
す
べ
て
一
般
意
志
の
絶
対
性
の
延
長
に
す 

ぎ
な
い
。

■ 

.
 
■
 

ン

だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
第
一
篇
に
は
み
ら
れ
な
い
新
し
い
配
慮
が
あ
る
。
そ
れ
は
同
，

一

の
社
会
契
約
の
内
容
が
、
立
法
の
視

点
か
ら
眺
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
%-
と
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
契
約
と
い
う
意
志
関
係
を
安
定
さ
せ
、
定
着
さ
せ
ょ 

う
と
.い
う
立
場
が
と
ら
れ
て
い
：る
た
め
に
、
こ
の
原
契
約
の
前
.提
や
内
容
を
破
壊
し
ょ
う
と
し
て
た
え
ず
侵
入
し
て
.く
る
い
く
つ
か
の
要
因
に
対 

す
る
配
慮
が
払
わ
れ
て
.い
る
か
ら
で
あ
る
。
立
法
の
立
場
は
、
原
契
約
の
有
効
性
、
，そ
の
.絶
対
性
：を
擅
乱
す
る
諸
要
因
を
排
除
す
る
立
場
で
あ 

る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
'保
守
的
な
立
場
と
'な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ル
•ソ
ー
の
中
に「

殳」

資
本
主
義
的
側
面
を
み
い
だ
す
の
は
主 

と
し
て
こ
こ
に
お
い
て
で
あ
る
。
.

,

:

 

:

.

ル
ソ
ー
は
商
品
社
会
の
均
衡
と
.安
定
と
■を
、
立
法
に
ょ
っ
て
保
証
.し
ょ
う
と
す
る
。

「

あ
ら
ゆ
る
立
法
体
系
の
目
的
で
あ
：る
べ
■き
、

す
べ
て
の

人
々
の
最
大
.の
福
祉
と
は
、
ま
さ
.に
何
か
ら
な
り
た
つ
て
い
る
か
を
考
究
し
て
み
る
と
、：

そ
れ
は
自
由
と
：平
等
と
の
ニ
つ
の
.主
要
.な
対
象
に
帰
着

す
る
こ
と
が
わ
か
る
.。
,な
に
ゆ
え
'に
自
由
か
。
個
人
の
隸
属
は
い
ず
れ
も
国
家
と
い
，う
政
治
体
か
ら
、.，
そ

れ

だ

け.の：力
が
奪
い
.と
ら
れ
る
こ
と
に 

■ 

>
 

(

4

)

な
る
か
ら

。.な
に
ゆ
え
に
平
等
か
。
自
由
.は
平
等
な
し
.に
は
存
続
し
え
な
い
か
ら

。

」

.商
品
社
会
に
お
け
る
諸
商
品
の
、，
し
た
が.

っ
て
諸
商
品
所
有

者
間
の
安
定
的
均
衡
.は
、
人
間
の
自
由
と
、.
自
由
を
保
証
す
る
第
一I.

の
.原
理
た
る
平
等
の
保
持
.に
あ
る
。'
 

そ
し
て
平
等
を
保
証
す
る
も
の
が
一
応 

(

5

)

 

•

「

労
働
，に
ょ
.る
所
有」

.
を
含
意
ず
る
ょ
う
な
、「

所
有
権J

に
あ
る
と
す
れ
ば
、
立
法
の
目
的
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
原
契
約
の
成
果
た
る
、
自
由
、
平 

等
、
所
有
、
を
、
そ
：の
当
初
の
内
容
、
そ
の
当
初
の
.完
全
.さ
に
お
い
て
維
持
•
確
保
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
こ
で
づ
ぎ
に
、
.一
体
ど
ん
：な
事
情
が
こ
れ
ら
諸
原
理
：を
：浸
蝕
.し
：、
.そ
1,
て
結
局
原
契
約
の
有
効
性
を
破
壤 

て
い
る
と
考
え
ら
れ 

て
一
い
る
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ノ 

'

.
:
r
'.
.,

ル
ソ
ー
は
た
え
ず
か
れ
に
と
.っ
て
奎
上
の
も
の
で
あ
る
原
契
約
に
た
ぢ
か
え
る
。
す
で
'̂
く
り
か
え
1>
た
：.と
お
；り
、
社
会
形
成
の
必
要
は「

倜 

々
人
の
利
害
の
.対
立』

か
，ら
生
ま
れ
、
契
約
成
立
の
条
件
は
.
.

「

.そ
の
，同
じ
利
害
の一:

致J..

に
も
.と
.づ
.く
^
前̂
々
'節
に
の
べ
た
と
お
り
、
契
約
成
立
；
 

の
第
一
：の
条
件
は
、；.何
ょ
.り
も
自
己
保
存
、
：す
な
^>
ち
個
人
的
利
益
：の
操
1£
で
な
け
'れ
ば
.な
ら
な
い
。
：自
3
保
存
の
た
め
に
、
自
己
を
、
自
己
を 

ふ
：く
め
.た

--
-
般
者
の
.意
志
.に
従
属
さ
'せ
る
.こ
と
、
こ
れ
が
ル
ソ
ー
の
い
う
社
会
契
約
で
あ
り
、
こ
の
一
般
者
が
主
権
者
で
•あ
り
、
そ
し
て
こ
こ
に 

.

ル
ソ
ー. 「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 

一.〇
一，

(

九111

五)



. 

(

6)

. 

. 

i 

, 

1

〇
ニ 

(

九
三
六)

〔
利
益
と
正
義
と
.の
'み
ご
^:
な

--
致
が
^
る

-0
‘ 

.

V
.で
は
.ぐ
こ
の
契
約
..に
も
と
づ
く
私
益
と
，
一
般
意
志
.と
：の
_

.
こ
の
.占
ハ.に
間
し
，
特
に
童
要
な
の
-は
：.
.
.

「

一
般
意
志
は
：誤

ぎ

と

：が
あ
：る
か
J
Vと
題
さ
れ
る
第
三
.寧
で
あ
：る
。

そ
こ
で
ル
ソ

i
は

「

一：盤

u

心
志 

は
、
.つ
，
ね

に

公

再

で

あ

る

ば

か

り

I

く
、
.つ
ね
.

I
け
の
利
益
を
嚮
V
て
い
.る」

、が
、：
そ
H

f
か
か
わ
ら
ず
、
人
民
は「

し
ば
し
ば
あ
ざ 

む
か
れ
る
こ
と
が
あ
る」

と
の
べ
'

K

い
る
。
こ
の
と
き
一
般
意
志
に
と
っ
て
か
わ
る
の
は「

全
体
意
志」

で
あ
る
。

.「

全
体
意
志」

：
と
は
、
.

.一
般
塞
心
が
共
通
の
利
益
の
み
に
心
を
も
.ち
い
る
'の
.

1
与

：「

私
的
利
益
をこ

..

こ
ろ
が
け
る」

も
の
で
あ
り
、
し
た 

が
.っ
て
個
人
の
意
志
た
'る

「

特

殊

•章

志

の

合

計

に

す

ぎ

な

い

*-
0

'

，

:
.
.
で
は
.、
理
論
的
に
ど
う
し
：て
そ
う
い
う
こ
七
が
お
こ
る
の
：か
：。.

.

；

.
ル
ソ
丨
は
そ
の
稂
S

、
徒
党
な
い
し
.、
部
分
社
会
の
発
生
に
.み
い
だ
し
て
い
る
。「

徒
党」

s

r

i

l、「

部
分
的
結
社」

I

f
 
I

I
 

p
a
r
t
i
l
s
、

「

部
分
的
社
会」

家

.

|

|

,せ
|

£
6

8
の
成
1乂
こ
そ
は
、
.社

: #
と
社
会
契
約
、
：
お
ょ
び
ー
般
意
志
の
最
大
の
敵
で
あ
り
、

そ
れ 

ら
の
完
全
さ
の
最
大
の
版
壊
者
で
あ
：る
。，「

と
こ
，ろ
が〔
政
治
体
之
い
う
f

訳
注〕

.大
結
社
の
犠
牲
に
お
い
て
幾
多
の
部
分
的
結
社
が
、
つ
ま
り
徒 

党
が
で
き
あ
が
る
と
、
こ
れ
ら
の
結
社
の
お
の
お
の
の
意
志
は
、
，
’そ
の
成
員
に
た
い
し
て
は
'
一.般
的
で
，
国
家
に
対
し
て
は
特
殊
的
と
な
る
。

」
「

こ 

れ
ら
.の
結
社
の
一
つ
が
他
の
.す
べ
て
の
結
社
：を
压
倒
す
る
ほ
ど
大
き
く
な
れ
ば
.
.；
：
.
.も
は
や
一
.般

塞

心

，は

存

在

し

な

.
Xな
り
、ノ
勝
利
を
お
さ
め
た 

意
見
は
，
た
ん
m

,

寶
に
す
ぎ
な
い
の
で
I

。

」
「

だ
か
ら
、

|

_
豪
十
分
に
表
明
さ
れ
る
た
め
に
は
、
屋

q

中
に
部
分
的 

社
会
が
存
在
せ
ず
、
各
市
民
が
各
自
の
立
場
で
し
か
意
見
を
'の
.ベ
な
い
ょ
う
に
す
る
..こ
.と
が
肝
要
で
あ(

M
C」

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
徒
党
あ
る
い
は
部
分
的
社
会
は
政
治
的
勢
カ
と
し
.て
‘現
象
し
て
い
る
が
、
.こ
の
ょ
う
な
勢
カ(

以
下
セ
ク
ト
と
い
う) 

形
成
の
根
本
麗
は
、.
い
ぜ
ん
、
共
同
の
利
益
に
，優
_

る
ょ
う
な
利
益
集
団
の
発
生
に
も
と
.め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
は
、自
由
な
人
間
の
間
に
、平

等

歡

裳

彭

.匕

.

4

か
g

客
か
す

(
こ
の
.秦

丨.岭

ば
な
ら
な
ぃ
。

)

ル
ソ
ー
は
い
つ
で
も
法
的
関
係=

意
志
関
係
を
ま
ず
問
題
に
す
る
け
れ
ど
も
、
か
れ
は
、
そ
の
意
志
関
係
が
実
は
利
害
関
係=

経 

済
的
隊
係
と
き
り
は
な
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
ぬ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
特
殊
意
志
は
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
た
え
ず
共
同
の
利
益
に
優
越
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。

「

実
際
、
各
個
、
丈
、
人 

間
と
し
て
は
、
市
民
と
し
て
も
っ
て
い
る
一
般
意
志
と
反
対
の
、
ま
た
は
、
.そ
れ
と
異
な
っ
た
特
殊
意
志
.を
も
つ
こ
と
も
あ
り
う
る
。
か
れ
の
個 

人
的
な
利
益
は
、
共
同
の
利
益
と
は
ま
っ
た
く
趣
を
異
に
し
た
話
し
方
を
か
れ
に
向
っ
て
す
る
ご
と
も
あ
り
う(

M
。

」
. 

..

ど
ん
な
風
に
興
っ
た
話
し
方
を
す
る
の
か
。
.「

特
殊
意
志
は
そ
の
.性
質
上
、
不
公
平
に
向
か
.い
、
.ー'般
意
志
は
平
等
に
向
5 3」

.と

.ル
ソ
ー
は
い 

っ
て
い
る
。

■

さ
て
、
，至
上
の
原
契
約
を
脅
威
に
さ
ら
す
も
の
が
政
治
的
.セ
タ
ト
の
形
成
で
あ
り
、
政
治
的
セ
タ
ト
を
形
成
さ
せ
る
も
の
が
、..個
人
的
利
益
の 

優
越
、
そ
の
不
平
等
へ
の
傾
斜
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
立
法
の
と
る
べ
き
道
は
た
だ
一
つ
、
す
な
わ
ち
、
富
の
不
平
等
の
防
止
の
ほ
か
は
な
い
。
そ 

し
て
、
.こ
こ
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
ル
ソ
ー
の「

反」

資
本
主
義
的
傾
向
を
み
い
だ
す
。
か
れ
は
経
済
的
平
等
な
く
し
て
は
政
治
的
平
等
も
保
持 

さ
れ
な
い
こ
と
を
み
ぬ
い
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
ル
ソ
ー
の
場
合
、
不
平
等
は
ま
ず
権
利
の
不
平
等
と
し
て
現
象
す
る
が
、
実
は
そ
れ
は
利
害
の
不
平
等=

経
済
的
不
平
等
に
も
，と
づ 

い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
形
成
さ
れ
る
徒
党
は
政
治
的
党
派
で
あ
.る
と
同
時
'に
！！
.済
的
党
派
、
す
な
.わ
ち
歴
史
的
な
目
で
み
れ
ば
、'(

す
で
に 

契
約
社
会
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら)

そ
れ
は「

階
級」

■以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
不
平
等
論
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
ら
れ
て
.い
る
。

-1
強
と
弱
と
い
う
ニ
つ
の
言
葉
は
暧
昧
で
あ
る
。

所
有
あ
る
い
は
先
占
の
権 

利
の
設
定
と
、
政
治
的
支
配
権
の
設
定
と
の
間
に
み
い
だ
さ
れ
る
中
間
領
域
に
お
い
.て
ば
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
意
味
は
貧
と
富
と
い
う〗

ー
語
に
よ 

•°
て
い
っ
そ
う
よ
く
い
い
現
わ
さ
れ
る
。

」

こ
こ
で
は
政
治
的
支
配
が
、
_経
済
的
富
に
よ
'っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
ら
え
ら
れ 

て
ぃ
る
。

.

.
 

.

ル
ソー

「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
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本
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.1

〇
四

(

九
三
八)

.
ル
ソ
I
は
ま
だ
、
階
級
を
階
級
と
し
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。
階
級
は
同
時
に
政
治
的
な
支
配
従
属
の
関
係
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

か
'
が
権 

力
関
係
を
経
籠
係
か
ら
讓
づ
け
た
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
権
カ
麗
書
と
の
ー
ー
重
構
造
の
中
で
と
ら
な：

所
有
と
富
の
平
等
を
主
張
し
た

こ 

と
が
、
か
れ
を
資
本=

労
働
関
係
の
.発
展
に
反
対
さ
せ
る
。
.そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
，•

.か
れ
の「

部
分
的
社
会」

批
判
の
靈

の

中

に

、

資

本

主

 

•義
批
判
の
侧
面
を
析
出
す
る
こ
と
‘が
で
き
る
”
平
等
な
契
約
関
係
を
歡
ト
^

’
か
徒
党
“
セ
ク
ト
の
発
生
は
、
歴
史
的
に
か
っ
、

理
論
的 

に
、
資
本==

労
働
関
係
し
か
あ
り
え
な
い
。

ル
ソ
I
は
社
会
の
危
機
を
っ
ぎ
の
よ
う
I

が
い
て
い
る
。「

社
含
き
ず
な
が
ゆ
る
み
は
じ
め
、
.国
家
が
衰
え
は
じ
め
る
と
、

ま
た
、

個
人 

W
な
ネ
害
が
A
識
さ
れ
*

s!

し

I
く
っ
も
の
徒
党
が
、
大

い

な

る

籠U

影
響
を
お
よ
ぼ
し
は
じ
め
る
と
、
共
同
の
利
益
は
そ
こ
な
わ
'
 
反
1 

者
を
み
い
だ
す
よ
う
に
I

。

っ
.ま
り
投
票
に
お
い
て
、
も
は
や
貪
一
致
が
多
く
み
ら
れ
る
と
V

こ
と
は
な
く
な
り
、

一
般
意
f

も
よ
や 

全
員
の
意
志
で
は
な
く
な
る
。

」

. 

.

「

き
わ
め
て
い
や
し
い
利
害
が
、
.
あ
っ
か
ま
し
く
も
公
共
.の
福
祉
と
い
う
神
聖
な
名
前
で
身
を
飾
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
の
と
き
に
は
、

一
愛

意
志
は
沈
黙
を
守
る
よ
う
に
な
る
。

」

何
と
す
る
ど
い
指
摘
で
は
.な
い
が
。

(

だ
が
こ
こ
で
の
政
治
的
民
主
主
，義
と
、
経
済
的
民
主
主
義
の
混
在
、
混
同
に 

注
意)

、
か
く
て
ル
ソ
ー
は
窗
分
的
社
会
の
発
生
を
極
力
防
止
し
よ
う
と
.す
る
。
か
れ
は
社
会
を
構
成
す
る
諸
単
位=

諸

個

人

が

、

可

能

な

か

ぎ

り

# '
昏 

的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
べ
き
こ
と
を
義
し
、
そ
の
よ
う
に
立
法
の
精
神
を
規
定
す
る
。
か
れ
は
市
民
社
会
の
中
に
セ
タ
ト
が
I

階

級

が

丨 

発

生

す

る

こ

.
と

を

何

よ

り

.も
忌
む
。
階
級
分
化
は
社
会
の
中
に
政
治
党
派
を
生
じ
さ
.せ
る
が
故
に
、
立
法
に
よ
.
っ
.て
阻
止
さ

^
ね
ば
な
ら

^

、
0

.

 

貧
富
の
別
と
富
の
集
中
と
は
、
原
契
約
に
お
け
る
諸
個
人
の
等
質
性
を
破
壊
す
る
が
ゆ
え
1

撃
さ
れ
る
。
し
.か
り
、

か
れ
は
資
本
主
義
の
発
展 

に
必
然
が
に
随
伴
す
る
階
級
分
化
を
拒
否
す
る
の
で
.あ
る
。
ル
ソ
J

の
い
う「

最
初
の
約
束」

"

社
会
契
約
が
、

商
品
関
係
の
法
的
表
現
で
あ
る 

と
す
れ
ば
ノ
ソ
ー
は
ま
さ
に
' 一
方
で
商
品
社
会
の
法
的
確
立(

約
束
.だ
.け
に
基
礎
を
.お
く
社
会
の
.確
立
',
-
'-U
た
が
っ
て
身
分
関
係
の
排
除)

..を
要
求
し
.

た
と
同
時
に
、
そ
の
同
じ
論
理
に
よ
っ
て
、
商
品
の
資
本
へ
の
転
化
を
阻
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

商
品
社
会
に
お
け
る
富
の
不
平
等
の
発
生
の
抑
止
は
、
、万
人
が
単
純
商
品
生
産
者
と
.し
•て
の
等
質
的
な
地
位
.に

と

、->
:
ま

る

べ

き

こ

と

の

主

張

を
 

意
味
す
る
。

:.
'■
; - 

'

.•.

ル
ソ
ー
の
生
き
た
.時
代
は
絶
対
主
義
の
時
代
で
あ
り(

L
か
し
一
方
.で
農
業
の
：資
.本
主
義
化
は
進

す̂

る

)

、

か
れ
自
身
封
建
制
と
資
本
主
義
と
の 

概
念
上
の
区
別
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ル
ソ
ー
の
主
観
的
意
図
と
し
て
は
、
資
本
主
義
批
判
よ
り
は
、.
ど
ち
ら
か
と
い
え
.ば
封
建
制
批
判 

に
そ
の
重
点
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
.は
で
き
る
0
だ
が
、：
こ
の
批
判
の
丸
は
両
刃
の
剣
.で
あ
り
、
.客
観
.的
に
は
A
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
目
で
み
れ
-
 

ば)

■そ
れ
は
た
だ
ち
に
資
本
主
義
的
階
級
対
立
の
批
判
に
転
化
す
る
。

.

.
i
'
.
i
.

-:

そ
し
て
い
ま
や
こ
と
で
と
.く
に
は
.っ
き
り
さ
せ
る
べ
き
こ
.と
.は
、
.
ル
.ソ
ー
.の
..

「

反」

.

.資
本
主
義
.と
.は
、
'社
会
体
'制
と
.し
て
の
資
本
主
義
に
対
す 

る
反
対
で
は
な
く
、
生
産
関
係
と
し
て
の
資
本
主
義
に
対
ず
る
反
対
で
お
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
：
，
 

•

元
来
、「

資
本
主
義」

な
る
概
念
に
は
ニ
重
の
意
味
が
存
す
る
こ
と
に
注
意
す
ベ
き
で
お
る
。
：
一：つ
の
.意
味
は「

絶
対
主
義
の
下
に
お
け
る
資 

本
制
生
産
の
発
展」

と
い
う
風
に
わ
れ
わ
れ
が
用
い
る
と
こ
ろ
の
、
純
粋
に
経
済
的
諸
関
係
と
し
て
の
、
'-
-
!資
本
主
義」

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
：
 

経
済
制
度
と
し
て
€>
,資
本
主
義
は
、
封
建
社
会
の
下
で
も
，、
あ
る
い
は
、
.
.社
会
主
義
体
制
の
下
で
さ
え
も
.、
：存
在
し
う
る
。
':
'

も
う
.一
つ
の「

資
本
主
義」

と
は
何
か
。
こ
の
.よ
う
な
経
済
制
度
が
、
：
一
般
化
し
た
：と
き
、
そ
れ
は
：

「

体
制」

と
し
て
、
法
的
，•
政
治
的
な
確 

認
を
要
求
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
確
認
が
実
現
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
ば「

体
制」

.
と
し
て
の「

資
本
主
義J

'

の
成
立
で
あ
り
、
封
建
制 

の
下
で
成
長
す
る
資
本
主
義
.で
は
な
く
て
.、
封
建
制
や
、',
'
'社
会
主
義
に
対
.立
す
る
し
、：：
そ
れ
に
と
っ
て
代
る
上
部
構
造
と
し
て
の「

資
本
主
義」 

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
商
品
交
換
の
社
会
を
前
提
と
.す
る
の
で
あ
る
が
ら
、
商
品
交
換
者
同
士
の：「

法
の
前
で
の」

自
由
•
平
等
を
宣
言
す
る
，
 

だ
か
ら
、
こ
の
意
味
で
の「

資
本
主
義」

と
は
、
何
よ
.り
も
ま
ず
法
2-
則
.で
の
諸
人
格
の
自
由
.
.平
等
と
、
所
有
権
の
確
立
を
意
味
す
る
も
の
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
政
治
的
.に
は
、
議
会
民
主
主
義
、
多
数
決
原
理
の
採
用
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
憲
法
の
制
定
等
々
と

結
び
つ
く
で
あ 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 

1〇
五



ろ
う
。

—i
o
六 

1

0)

. 

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

. •■.

.

.

. 

- 

.

.

.

. 

-

ク
れ
ゆ
え
に 

'こ
の
面
で
の
'「

資
本
主
義」

に
注
目
す
る
人
々
は
、'
:逆
に
、
と
の
面
だ
け
を
.
.

「

資
本
主
義」

.の
個
性
、

し
、
 

“
主
義」

と
.
®墨

,

な
い
し
i

決
原
理
、
自

由

襄

.一
I

 

I

す
る
の
で
f

か
く
し
^

f

.
と
は
の
ベ
す
し
て
、「

自
由
主
義」

と
の
.ベ
た
り
す
る
ノ「

資
本
主
義」

' 
の
経
済
的
内
容
は
無
視
さ
れ
る
。
，(

わ
れ
嘗
こ
こ
で
、

資
木
產
と
議
会
制
民
主
主
義
と
の
結
合
は
は
た
し
て
必
然
的
で
あ
る
の
か
、
■と
い
う
.高
 

-

卜
と
H

い
ま
こ
の
点
に
固
執
す
る
理
由
は
、
.
素

塵

」

を
.こ
の
ょ
I

I

の

豪

に

お
い
て
理
解
し
な
い
：か
ぎ
り
、

ル
ソ
丨
こ
お 

.け
“

X

I

的
性
格
と「

反」
^

^
 

 ̂

.. 

I

f

 

1

^
お
そ
ら
く
I

I

旨 

て
あ
る
.
.ル
ソ
|
が
、
栗
主
義
を
確
立
さ
せ
る
.と
同
時
に
.そ
線
反
対
し
た
：
、

I

と

一
義
的
に
の
べ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

そ
し
て
、

 ̂

 ̂

- 

X

1

1

^

,

「

資
本
主
義」

'
に
対
し
て 

お
そ
ら
く
こ
の
二
重
の
.視
点
を
欠
い
.て
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ヶ
ネ
丨
は
、

生

儘

度

と

し

て

の「

資
本
主 

f

h

l
力
を
注
'い
だ
が
、
体
制
と
し
て
は
絶
対
主
義
を
篇
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ル
ソ
丨

は
、
等
価
交
換
の
原
理
さ
え
覺
す
る
こ 

と
1

力

t

体
希
と
し
て
の「

資
本
主
義」

“

上
麗
造
と
し
て
の
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
国
f

の
原
理
上
の
確
立
に
力
を
つ
く
し
,」

。

.っ
r

u
J T
r

丨
は
だ
れ
ょ
り
も
I

制
の
I

と
市
民
社
含
体
制
的
確
立
を
主
張
し
た
。
.
こ
の
点
で
か
れ
は
ブ
5

ョ
ァ
的
性
格
を
も 

¥

h

l p
n

、
商
品
社
会
が
必
然
的
に
生
|

そ
の
経
済
的
内
容
に
反
対
し
た
。

っ
ま
り
、
階
級
分
化
と
、
富
と
貧
困
と
の
両 

極
に
ォ
け
る
f

に
反
対
し
た
。
人
間
が
自
由
な
ま
ま
で
、
他
人
の
奴
隸
と
な
る
こ
と
に
：(

す
な
わ
ち
、

労
働
力
の
商
品
化
の
過
程
こ

)

号

し

こ

。
. 

法
の
前
で
自
由
と
平
I

I

さ
れ
な
が
ら
、
経

済

社

含

中

I

由
で
も
平
等
で
も
な
く
 

1

」

と
に
反
対
し
た
の

2

る
。

-

^

1

体
制
と
し
て
の
、
I

国
家
と
し
て
の「

資
本
主
義」

と
、
経

靈

と

し

て

の

「

資

そ
れ
ゆ
え
、
ル
ソ
ー
の
.「

反」

，
資
本
主
義
は
、
封
建
体
制
の
立
場
か
ら
め
.「

反」

資
本
主
義
で
は
な
く
、
社
会
体
制
と
む
て
の
資
本
主
義
を
前 

提
に
し
た
上
で
の
、
自
凼
な
小
生
産
者
の
立
場
か
ら
す
る
、
経
済
制
度
と
.し
で
の
.資
本
主
義
へ
の
皮
対
な
の
.で
あ(

奶
。
わ
れ
わ
れ
は
ル
ソ
ー
に
お 

け

る「

反」

資
本
主
義
を
こ
の
よ
ぅ
に
規
定
す
る
。

.

か
く
.し
て
、
ル
ソ
ー
を
'%
.っ
と
も
士
水
.わ
れ
に
近
づ
け
る
も
.の
は
、；
人
間
が
政
、治
的
に
も
経
済
的
.に
も
等
質
な
.も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
真
の 

民
主
主
義
は
存
在
し
な
い
と
い
ぅ
考
え
で
あ
る
。
.
.
.
：

:

/

富
の
世
界=

経
済
社
会
の
中
に
人
間
の
等
質
性=

平
等
が
失
わ
れ
れ
ば
、> 
も
は
や
人
間
に
自
由
.は
保
証
さ
れ
な
く
な
る
と
い
ぅ
考
え
こ
そ
、
ル 

ソ
ー
を
現
代
に
意
義
あ
ら
し
め
、
.か
れ
を
マ
ル
ク
ス
へ
と
つ
な
げ
る
。
民
主
主
義
と
；は
、
そ
し
て
自
由
と
は
、
多
数
決
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
ぅ 

物
祌
化
し
た
現
代
の
政
治
的
民
主
主
義
の
理
念
。
.
い
な
理
念
そ
.の
も
の
の
喪
失
。

.
ル
ソ
ー
は
単
な
る
法
の
前
で
の
平
等
の
虚
構
を
み
ぬ
い
.て
い
る
。

「

惡
い
政
府
の
も
と
•で
は
、

こ
の
よ
5
,な
平
等
は
み
か
け
倒
し
で
あ
り
、
空 

想
的
な
‘も
の
だ
。そ
れ
は
貧
乏
人
を
困
窮
の
中
に
、金
持
ち
を
そ
の
横
領
の
中
に
維
持
す
る
だ
け
に
し
か
役
立
た
な
，い
。
実
際
に
は
法
律
は
つ
ね
に 

『

持
て
る
者』

に
有
利
で
、『

持
た
ざ
る
者』

.に
は
有
害
で
あ
る
。
.
だ
か
ら
社
会
状
態
と
い
ぅ
も
の
も
、

す
べ
て
の
人
々
が
何
も
の
か
を
も
ち
、
 

そ
の
中
の
だ
れ
も
持
ち
す
ぎ
て
い
な
い
間
だ
け
、
人
間
'に
と
'っ
て
有
利
で
あ
る
に
す
ぎ
な
U)

。

」 

：
:
:
. ,■

で
は
、
.ル
ソ
ー
と
わ
れ
わ
れ
を
へ
だ
て
る
も
の
は
何
か
。
第
.一
.に
、
ル
.ソ
ー
は
こ
.の
弊
害
を「

悪
.い
政
府」

の
た
め
で
あ
る
と
考
え
、
.
し
た
が 

っ

て

立

法

と

、

政

治

：に
，よ

っ

て

(

理
性
国
家
に
よ
っ
て)

解
決
で
き
る
'と
思
っ
.た
。
だ
.が
わ
れ
わ
れ
は
理
性
国
家
そ
れ
自
体
を
も
虚
構
と
考
え
る
。
 

第
二
に
、
ル
シ
ー
は
方
人
が
同
じ
よ
う
に
所
有
し
、

し
か
：も
だ
れ
も
所
有
し
す
ぎ
.る
こ
と
が
な
い
よ
ぅ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
莶
本
的 

等
質
性=

平
等
を
、
し
た
が
，っ
て
自
由
を
確
保
し
よ
ぅ
と
し
た
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
万
人
が
何
物
も
所
有
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ 

れ
ゆ
え
に
す
べ
て
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
保
証
し
よ
ぅ
と
す
る
。

そ
し
て
こ
の
ニ
点
が
、
ル
ソ
ー
と
マ
ル
ク
ス
の
ち
が
い
で
あ
る
。
 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 
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ル
ソ
丨
は
、
.社
含

中

に

.

「

部
分
社
会
x

=
階
級)

.が
発
生
す
る
こ
と
.を
拒
む
。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
と
ど
ま
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、

「

自
由」

を
保
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
の
だ
。

す
で
に
ル
ソ 

丨
は
不
平
等
論
の
中
で
い
っ
て
い
る
。

r

プ
丨
フH

ン
ド
ル
フ
は
い
う
。
.ひ
と
_.が
合
意
お
よ
び
契
約
に
よ
っ
て
そ
の
財
産
を
，他

人

屋

す

る

の 

と
ま
た
く
同
じ
よ
う
に
、
ひ
と
は
そ
の
I

f

だ
れ
か
の
た
め
I

季
る
こ
と
も
.で
き
る
と
。
こ
れ
は
思
う
に
、
非
常
に
ま
ず
い
推
理
で 

あ
る
な
せ
な
ら
、
第
一
に
、
私
1

渡
す
る
財
g

g

l

無
縁
の
も
の
と
な
り
、
そ
れ
S

用
は
私
に
は
何
の
麗
も
な
い
か
ら
。
し
か 

C L
、
U
の
自
由
を
ひ
と
が
濫
用
し
な
..い
と
い
う
こ
と
は
私
に
と
っ
て
.重
要
で
あ
る
。，
.丨

I

、
所
有
権
は
.ま
っ
た
く
合
意
に
基
き
、
人
間
の
拙 

度
で
あ
る
か
ら
、
何
び
と
も
思
い
の
ま
ま
に
自
^

の
も
っ
て
，い
る
物
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
生
命
や
自
由
と
い
う
よ
う
な
、
 ̂

I

本
質
的
な
贈
り
物
に
関
し
て
I

し
で
は
な
い
。

」
そ
し
て
社
会
契
約
論
S

い
て
も
、
自
分
が
主
張
す
る
I

」

が
絶
対
的
な
意
味
の
も 

のi

は
な
し
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ「

富
に
関
し
て
は
、
い
か
.I

.市

民

も

.
他

の

市

民

を

買

え

る

ほ

ど

に

裕

福

で

は

な
く
、

ま
た
：い
か
な
る
市
民 

も
身
を
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
貧
乏
I

っ
そ
は
蒙
な
い
と
V

こ
と
：の
.意
味
に
解
f
 

た
し
か
に
、
こ

' -
^

' 5
自
由
1

命
の
.、.
契
約
に
よ
る
放
棄
や
、

「

身
を
売
る」

と
V

こ
と
は
、

労
働
力
の
販
売
を
意
味
す
る
も
の
I
 

な
く
ル
ソ
丨
の
主
観
的
產
と
し
て
は
、
人
格
そ
の
も
の
の
販
売
な
い
.し
従
属
、
奴
隸
や
_

の

囊

|

し
て
い
る
と
み
る
ベ
き
で
S

 

う
た
力
力
れ
の
積
極
的
主
張
が
一
応「

労
働
に
も
と
づ
く
所
有」

を
め
ざ
す
、
等
質
的
な
小
所
有
者
社
会
の
確
立
に
あ
っ
た
と
す
れ
文
、
こ 

_ 

-
張
力
r
時
-

F

と
所
有
と
の
*
離̂
労
働
力
の
商
品
化
、
.人
間
がc

i

由
な
ま
ま
で
し
か
も「

身
を
売
る」

と
V

馨
的
関
係
の
発
生
へ

の
批
！

！

る
！

注
意
す
ベ
！

る
。

？

.1

の
I

と
、I

力

の

顯

層

た
し
力
し
そ
れ
ゆ
え
に
契
約
関
係
を
前
提
に
し
た
上
で
.の
、
人
間
め
.自
分
自
身
の
戚
売(
労
働
力
の
販
売)

.を
も
、
奴
隸
や
農
奴
に
対
し
て
と

同
じ
や
り
方
で
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
れ
は
こ
こ
で
不
透
徹
で
は
あ
っ
た
が
勞
働
と
所
有
の
分
離
に
反
対
す
る
：で
あ
ろ
う
。

(

し
か
し
、
 

こ
こ
で
も「

労
働
に
よ
る
所
有」

よ
り
も「

契
約
に
よ
る
所
有」

'
.が
、
.
ル
ソ
ー
の
原
理
で
あ
っ
た
こ
.と
を
想
起
し
、

'留
保
を
：.つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。「

労
勒
に
よ
る 

所
有」

.が
原
理
的
に
確
立
さ
れ
て
い
れ
ば
、：「

新H 

ロ
ィ
ー
ズ

」

で
の
ヴ
ォ
ル
.マ
ー
ル
家
に
お
け
る
よ
う
に
、

事
実
上
の
労
資
関
係
が
理
想
化
さ
れ
.て
画
か
れ
る
こ 

と
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「

契
約
に
よ
る
所
有」

が
原
理
で
あ
る
か
ち
こ
そ
、
労
資
関
係
も
ま
た
契
約
関
係
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
を
批
判
し
う
る
.視
钗
は
そ
こ 

に
は
み
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

)

'

■

 

...
 

' 

,
 

.. 

. 

.

 

.

 
.

 

■

 

'

 

.

 
:
.
.

と
こ
ろ
で
I
人
間
の
第1

の
尊
厳
、
第
一
の
前
提
た
る「

自
由」

を
.疎
外
す
る
，も
•の
は
、
そ
れ
ゆ
え
.に
不
平
等
の
発
生
で
あ
り
.，

一
方
の
極
で 

の
富
の
蓄
積
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
見
よ
う
。
，

.

か
れ
は
民
主
政
体(

と
い
っ
て
も
そ
れ
は
主
権
の
所
在
に
か
か
わ
る
概
念
で
は
な
く
、
単
な
る
行
政
府
の
形
態
-.
統
治
者
の
数
の
問
題
に
解
消
さ
れ
て
い
る
。
 

な
ぜ
な
ら
ル
.ソ
ー
の
社
会
'は
最
初
か
ら
定
義
に
よ
っ
て
民
主
主
義
社
会
な
.の
だ
か
ら)

め
条
件
を
■四
.つ
^
げ
て
い
る(

§
、
そ
の
第
三
に
お
：い
て
、
-1
地
立
や 

財
産
の
点
で
お
お
い
に
平
等
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
う
な
っ
て
，
い
な
く
て
は
、
権
利
や
権
威
の
平
等
は
永
続
き
す
る
.こ
と
が
で
き
な
い
だ 

ろ
う
。

」

と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
四
の
条
件
は
、.「

奢
侈
が
少
な
い
か
、

ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
こ
と
1-
.が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
.な
ぜ
な 

ら
、

「

奢
侈
は
富
の
結
果
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
富
を
必
要
と
す
る
も
の
.で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
：で
.あ
る
か
ら
。...V.

奢
多
尤
遊
隋
な
生
活
と
慶 

栄
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
姐
国
を
売
る
。
そ
れ
は
、
国
家
か
ら
そ
の
市
民
を
す
べ
て
奪
い
，去
ら
.て
、
あ
る
者
を
他
の
者
に
屈
従
さ
せ
、
す
べ
て 

の
者
を
偏
見
f
e従
わ
せ
る
。

」 

/

こ
こ
で
確
認
す
べ
き
点
は
や
は
り
第
一
に
、
人
間
に
お
け
る
支
配
従
属
の
関
係
卩
権
利
と
権
威
の
不
平
等
.が
、
経
済
外
的
強
制
に
よ
っ
て
で
は 

な
く
、
'経
済
的
富
の
不
平
等
に
も
と
づ
い
て
.い
る
ど
い
う
認
識
'で
あ
り
、
第
一
一
に
富
の
蓄
積
を
、
奢
侈
の
原
因
と
し
て
し
か
理
解
し
て
い
な
い
こ 

-

と
で
あ
る
。
富
の
蓄
積
は
、「

遊
惰
な
生
活」

：之

「

虚
栄
心」

お
よ
び
、：.人
間
.の
他
者
へ
の「

屈
従」

.
の
基
盤
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

,
と
く
に
第
一
一
の
点
.に
間
し
て
い
え
ば
、
ル
ソ
ー
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
人
間
の
第
一
の
原
理
、
社
^
^
約
の
箏
一
の
条
件
が「

自
己
保
存」

で
あ
り
、
 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 
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f
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 の 

人
の
i

構
わ
な
い
'
I

こ
そ
’
す

i

人
が
，
1

1

4

の
結
果
と
し
て
、

理
H

u

r -
r

f
他

I

I

I

:
謙

,

る|

“

|

|

、
ォ
I 
ト
‘

ス 

I

 
し
た
.が
っ 

i

h

l !
;

:

:

、
r

f l

る

と

昼

、
f

 

f

 

I

f

 

I

f

 

l

i

l

p

て
h

y

i

i

f

s
を
意
味
す 

こ

「

そ

会

5

は
頭
の
中
だ
け
で
存
在
し
う
る
空
中
楼
閣
で
、
実
際
に
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
人
も
あ
る
。
し
か
し
、
平
等 

1 <
? 1

W

せ
め
て
1

と
り
し
ま
る
こ
！

も
し
て
は
な
ら
な
ぃ
こ
と
に
な
る
で
ぁ
ろ
う
か
。
事
物
の
！

L

n
等
” 

積
の
^

”

“

“て
ぁ
る
1

こ
そ
立
法
の
カ
は
つ
ね
に
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
を
志
向
す
べ
き
な
の
で
ぁ
沾
。

」

？

？

」

こ
で
、
身
s

'

て
-,

な
力
ろ
I

そ
し
て
根
底
的
に
.は
わ
れ
わ
れ
は
.出
発
点
に
お
け
る
ル
ソ
丨
の
二
重
の
人
間
観(

星
保
存
と

憐
憫
と
の)

を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

「

政

農

済

論」

で
は
、
か
れ
は
相
続
財
産
制
度
の
廃
止
と
、
租
税
の
累
進
化
に
よ
っ
.て
、
財
産
分
配
の
平
等
を
た
も
つ
工
夫
を
.し
て
い
^

)

。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
何
か
。
ル
ソ
丨
は
く
り
か
え
し
、
私
的
利
益
が
社
会
形
成
の
原
因
で
あ
り
条
件
で
も
I

と
の
べ
て 

き
た
。
し
か
し
同
時
に
か
れ
は「

自
己
保
存」

.
を
、
私
益
追
求
が
こ
え
て
は
な
ら
な
い
限
界
と
も
し
た
の
で
あ
る
。
富
も
所
有
も
、

自
己
保
存
に
'
 

必
要
な
も
の
と
い
う
限
界
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
限
度
を
こ
I

と
き
、
富
の
蓄
積
は
、
抽
象
化
さ
れ
、
終
着
点
を
見
失
っ
て
そ
れ
自
体 

自
己
目
的
と
化
す
る
。

そ
し
て
そ
の
と
き
、

人
間
の
第
一
の
原
理
た
る
自
己
愛
は
'、

呪
う
べ
き
虚
栄
心(amour p

r
o
p
r
e
)

と
化
す
る
の
だ
。
不 

平
等
論
に
お
い
て
か
..れ

は「

貪
婪
な
野
心
、
自
分
の
あ
る
程
度
の
財
産
を
増
そ
う
と
い
う
熱
心
が
、
真
の
欲
望
か
ら
で
は
な
く
む
し
.ろ
他
、
を
凌
，
 

篤
し
よ
う
と
い
う
目
的
か
ら

.
秘
め
ら
れ
た
嫉
妬」

を
、
す
な
わ
ち「

虚
栄
心」

を
呼
び
さ
ま
す
と
の
べ
て
、
る
。

こ
の
こ
と
の
意
味
は
何
か
。
そ
れ
は
単
純
商
品
生
産
に
お
い
て
は
、
商
品
の
生
産
が
生
産
者
相
互
の
直
接
的
、
具
体
的
な
欲
望
の
充
足
に
か
ぎ 

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
商
品
交
換
の
両
極
に
は
、
そ
れ
.ぞ
れ
限
ら
れ
た
具
体
的
必
要
が
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
交
換
が
お
こ
な
わ
X 

る
の
は
欲
望
を
み
た
し
生
命
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
交
換
の
目
的
が
抽
象
化
さ
れ
、
.し
た
が
っ
て
無
限
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
.い
。
 

す
な
わ
ち
、
ル
ソ
ー
は
私
益
の
追
求
が
自
己
保
存
の
限
度
内
に
と
ど
ま
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、：
そ
の
抽
象
化
、
無
限
化
、

自 

己
目
的
化
を
阻
止
し
.よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
の
資
本
へ
の
転
化
を
阻
も
う
と
す
る
論
理
を
、
裡
に
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
い
わ
.ゆ
る「

資
本
主
義
の
精
神」

で
は
な
い
の
だ
。
..

こ
こ
で
も
、
.
ル
ソ
ー
は
富
を
資
本
と
し
て
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
'「

虚
栄
心」

を
利
潤
追
求
の
精
神
と
し
て
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
極
大 

化
精
扪
と
し
て
は
と
ら
え
名
こ
と
が
で
き
な
い
。.
.そ
れ
.は
奢

侈

や

、

遊

惰

な

生

活

.
の

手

段

と

し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
.い
。
丁
度
、
自
由
の
：
 

放
棄
が
、
労
働
力
の
販
売
.で

は

な

く

、

.奴
_
そ
f

Q
:と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
た
复
そ
う
で
あ
る
と
し
て 

も
、(

ぃ
な
、
そ
う
.で
ぁ
る
ゅ
ぇ
に)

，ル
シ
丨
が
し
た
よ
う
に
、
.商
品
閨
係
、
等
質
的
な
個
人
の4

、

き
齔
？

か

.い

ぎ

.

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 

一

一

一

(

九
四
五)
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な
い
。
。
か
れ
のI

、
そ
の
人
I

出
I
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ほ
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I
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し
た
合
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l

i

な
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i

l
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前
提
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な
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H
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ノ
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自
由
は
、
そ
れ

ゆ
えi

 

J

r
.の
系
譜
を
つ
ぐ
も
の
で
あ
り
、

か

の

有

名

な

定

義

i

家
に
お
い

1

、
す 

すf

会

に

お

い

，

自I

た
I

べ
き
こ
と
i

i

欲
す
べ
I

る
こ
I

 

》

P

I

ぬ
と
V
う
こ
と
に
存
す
る
の
み
で
あ
る
。

」

I

と
い
う
定
義
を
ひ
き
つ
い
で
い
る
。
ル
ソ
ふ
よ
う
に
、
社
会
の
本
質
を
法
自

y

志

篇

"
讓

康

と

し

て

と

I

f

、自
由
と
.は
、
I

が
そ
I

る
と
I

 

I

之

と

^
^

契
I

以

外

篇

(

た
と
I

I

益

)

讓

I

る
こ
と
、I

、

ま
I

関
I

る
す
I

I

凄

^

が
で
き
る
権
利
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
ル
ソ
丨
の
市
民
的
自
由
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
.モ
ン
テ
ス
キ
ュ
丨
は
つ
づ
け
て
つ
ぎ
の
よ 

う
に
ル
ソ
-
皇
感
を
与
え
て
い
る
。

「

I

と
は
法
の
許
す
す
べ
て
の
こ
と
を
な
す
権
利
で
あ
り
、

か
り
に
あ
る
市
民
が
法
の
禁
ず
る
こ
と
を 

な
す
を
§5
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
も
は
や
自
由
を
持
た
な
い
こ
と
.に
な
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
他
人
も
ま
.っ
た
く
同
様
に
こ
の
権
力
を
持
つ
で
あ 

ろ
う
力
ら
。

」

5」

.で
も
わ
れ
わ
れ
は
、
ル
ソ
I

Q確
立
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
資

本

主

證

含

形
式=

法
関
係
で
あ
っ
て
、

そ
の
内
容
"
経 

済
的
傲
成
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
:

注
T

H

^
o ^
b

M会
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る「

集
合
体」

は

I

固』

と

か『

政
治
体』

と
い
う
•名
を
も
つ
。

」

と
い
っ
て
い
る
。

o

l

f

p. 

m

i

d

p

#
し
は
す
、へ
て
法
律
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
固
を
、
そ
の
政
治
形
態
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
共
和
国
と
よ
ぶ
。

」

と
い
う
。Contrat,

(

2) 

Contrat, p. 

3
7
0 0

.
趴 
ニ
ニ 
四
員
。
 

•
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600
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1
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。
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u
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で
あ
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あ
る
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?) 

Contrat, pp. .37112 .

訳
一
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七
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八
頁
。
.

(

9
1

)

致
W

O I」

設
立
す
る
こ
と
を
必
要
な
ら
し
め
た
も
の
が
、
個
々
人
の
利
害
の
対
立
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
.可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
そ
の
同
じ
利
害
の

(

10) 

Contrat, p.. 3
6
3
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訳
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〇
九
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。
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あ
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。

」
Discours sur T
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300
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四
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 p. 25
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ル
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ブ
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い
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フ
ラ
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け
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資
本
主
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傾
向
も
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こ
の
よ
う
に
理
解
す
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こ
と
f
で
き
る 

し

ま
た
こ
の
よ
う
な
意
味
.で
の
.み
、
語
る
こ
と
に
す
る
。

1 6) 
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第
五
章
.
土
地
所
有
権
を
め
ぐ
る
ル
ソ
ー
の
反
封
建
制
と「

反」

資
本
主
義 

理
論
の
次
元
で
い
え
ば
、
ル
ソ
ー
は
社
会
契
約
論
に
お
い
て
，は
、
法
の
理
論
の
一
般
性
、
.抽
象
性
の
中
で
発
言
し
て
い
る
の
は
た
し
か
で
あ

る
ク
自
由
•
平
等

•
所
有
と
は
、

商
品
関
係
一
般
の
法
学
的
抽
象
で
あ
り
、
特
定
の
商
品
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
讓
実
の
上 

で
、
そ
の
展
開
に
あ
た
り
、
ル
ソ
ー
の
思
想
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
が
.「

土
地」

所
有
の
問
題
で
あ
.っ
た
こ
と
太
指
摘 

し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
か
れ
は
契
約
論
第
一
篇
の
最
後
の
章
で
、
契
約
一
般
の
論
議
か
ら
，、
い

さ

さ

か

へ
と
妯
豸
の
產
か
ら
は
う
け
と 

れ
る)

土
地
所
有
の

問
題
を
提
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
不
平
等
論
で
は
、
第
二
部
の
冒
頭
に
"
土
地
所
有
こ
そ
が
政
治
社
会
の
発
端
で
あ
る
こ
と 

力
の
へ
ら
れ
て
お
り
、「

コ
ル
シ
ヵ
憲
法
草
案」

の
中
で
か
く
も
生
き
生
き
と
独
立
自
営
の
小
土
地
所
有
農
民
の
社
会
を
え
が
き
.だ
し
て
い
る
こ
.
 

と
も
ま
た
、
そ
れ
を
十
分
に
証
明
す
る
。
か
れ
の
社
会
批
判
の
対
極
に
は
つ
ね
に
理
想
化
さ
れ
た
ロ
ー
マ
初
期
の
農
民
的
土
地
所
有
が
対
置
さ
れ 

て
い
る
の
も
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
獲
の
上
か
ら
い
え
ば
、
ル
ソ
丨
の
.時
代
に
お
い
て
はr 
土
地
が
も
っ
と
も
重
要
な
財
産
形
態
で
あ
っ
た
か(

«b
3)」

、「

土
地
所
有 

が
私
的
所
有
の
原
始
的
で
尊
敬
す
ベ
き
形
態
ど
み
な
さ
れ)」

て
い
た
が
ら
で
あ
る
が
、
歴
史
の
論
理
に
て
ら
し
て
い
え
ば
、
商
品
交
換
の
発
展
に 

と
も
な
う
土
地
所
有
の
形
態
転
化
こ
そ
^

_

経
済
学
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
で
い
え
ば
地
代
形
態
の
転
化
こ
そ——

封
建
社
会
か
ら
資
本
主
義
社
会
へ
の 

移
行
に
さ
い
し
て
核
心
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。.
土
地
の
商
品
化
す
な
わ
ち
、；
元
来
労
働
生
産
物
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
価
値 

を
も
た
な
い「

土
地」

が
そ
れ
自
体「

商
品」

の
姿
態
を
と
る
こ
と
：こ
：そ
、

一
方
で
は
封
建
的
土
地
所
有
を
最
終
的
に
解
体
さ
せ
る
も
の
で
あ 

り
そ
し
て
同
時
に
他
方
で
は
、
本
来
封
建
的
な
も
の
で
あ
る
土
地
所
有
を
資
本
の
論
理
に
従
属
さ
せ
る
出
発
点
と
な
る
の
'で
あ
る
。

「

封
建
制 

的
生
産
様
式
は
土
地
所
有
を
、

一
方
で
は
、
支
配
卩
隸
厲
諸
関
係
か
ら
す
っ
か
り
解
き
放
し
、
他
方
で
は
、
労
働
条
件
と
し
て
の
土
地
を
土
地
所 

有
お
ょ
び
土
地
所
有
者…
…

か
ら
全
く
分
離
す
る
の
で
あ(

び
。

」

ル
ソ
ー
が
土
地
所
有
を
契
約
関
係
一
般
の
原
理
に
包
摂
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
根
本
的
に
か
れ
が
土
地
を
商
品
と
し
て
把
握
し
ょ
う
と 

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
ま
た
、

ル
ソ
ー
の
土
地
所
有
論
は
、
そ
の
反
資
本
主
義
的
性
格
を
指
摘
す
る
以
前 

に

ま
ず
基
本
的
に
封
建
制
批
判
と
し
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
は
、
土
地
を
そ
の
封
建
的
な
、.
身
分
的
な
所
有
形
態
か
ら
純
粋 

ル
ソ
I「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 

一
一
五

(

九
四
九)



課
に
ょ
る
所
有
へ
と
解
放
し
ょ
う
と
す
る
の
2

り
、'
.そ
の
前
提
と
な
.

…

"
篇

_

|

|

一
般
の
.法
的
i

中
i

ぇ
！

す
る
i

r
 

o

r

り

と

は

議

I

な
い
ま
ま
I

。「

法
律
的
證
そ
の
も
の
は
、
土
地
所
有
者
が
土
地
を
処
置
し
う
る
の
,
各
： 

力
I

の
商
品
を
I

し
う
る
の
と
同
じ
だ
；と
い
I

」

と
以
外
に
は
何
も
豪
し〜

)

。

」 

”

f
l

し
i

な
っ
た
が
、
.ル
ソ
l

i

所
I

う
。
參

不

I

で
は
i

i

U

ゝ
;

墨

露

の

も

の

屋

I

と
拳

I

な
い
。

」
「

I

ら
、

I

造

野
地)
を
自
分
の
も
I

る
I

は
、i

は
そ
I

以
外
の
f

 

I

し
て
I

る

ら

な

い

|

あ
る
。
i

に
，
そ
f

 

I

地
の
I

物

署

る

I

与
え
、
従
っ
i

か
く
て
f

—

与
え
る
念
は
ひ
と
り
労
働
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
持
続
的
な
所
有
を
造
り
だ
い
■
 

だ
し
^
。

」

"

る」

土

を

m

に
由
来
す
f

の
と
S

る
一
つ
の
新
し
い
證
の
権
利
、
す
な
わ
ち
所
有
権
を
蒙

ク」
」

で
I
n
す
べ
f

ハ
は
第
一
に
.
土
地
の
生
産
物
と
、•
土
地
そ
の
も
の
と
を
区
別
し
、
土
地
自
体
は「

自
分
で
造
ら
な
か
っ」

こ

も

の

」

e 

1

1

方

塵

f

 

m

l

.

い
る
。

露

I

露

囊

で

な

ご

V

議

だ

け

肇

等

論

の

第
一
の
-
^「

一
般
に
あ
る
土
地
に
た
い
す
る
先
占
権
が
正
当
な
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
次
の
諸
条
件
が
必
要
で
あ
る
。

第
一
に
、
そ
の

土
地
に
ま
だ
だ
れ
も
住
ん
で
い
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
生
，計
の
た
め
に
必
要
な
量
だ
け
し
か
占
有
し
な
い
こ
と
。
第
三
に
、

空
虚
な
儀
式
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
労
働
と
耕
作
に
よ
っ
て
こ
れ
を
占
有
す
る
こ
と
。
こ
の
第
三
の
も
の
は
、
法
律
上
の
證
が
な
い
場
合
に
も
、
第
三
者
が
尊
重
す 

べ
き
所
有
の
唯
一
の
し
る
し
で
あ
る
。」

. 

,

第
二
の1

1
)
「

先
占
権
は
、
強
者
の
権
利
よ
り
は
客
観
的
な
権
利
で
あ
る
が
、

所
有
権
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
で
な
く
1

、

ま
ん
と
う
D

I 

と
は
な
ら
な
い
。」 

'•

色

の

H

つ
I
て
あ
る
則
貨
が
、
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
本
来
の
商
品
で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
労
働
生
産
物
で
な
け
，て 

は
な
ら
な
い
。

一
商
品
を
生
産
す
る
私
的
な
労
働
が
、
そ
の
ま
ま
社
会
的
露
の
ニ
翼
を
に
な
う
も
の
で
あ
る
が
f

に
こ

そ
、
そ
れ
は
交
換
さ 

彳
る
ネ
会
が
に

■

と
さ
れ
て
^
る
物
財
と
し
て
商
品
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
商
品
所
有
者
た
ち
が
、
自
由
、
平
等
と
な
ら
ん
で

、

. 

所
有
と
V

契
約
1

1
関
f

と
り
結
ぶ
以
前
，

商
品
は
何
よ
り
も
ま
|

|

産
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約

関
係
の
内
容
は
、

商 

丨
の
の
労
丨
ハ
ン
.産
物
と
し
て
も
つ
厲
过
に
よ
っ
て
.

す
で
に
与
え
ら
.れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
社
会
に
お
け
る
所
有
の

概
念
は(

労
働
力
の 

商
"
i

よ
っ
て
、
そ
れ
が
反
対
物
に
転
化
す
る
ま
で
は)

、.人
間
と
物
と
の「

労
働」

を
媒
介
と
す
る
直
接
の
結
合
関
係
裏
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

と
し
ろ
ヵ
兄
の
ノ
ソ
の
叙
^
は
士
地
と
土
地
生
産
物
の
所
有
の
権
原
を
、
と
も
に
労
働
に
も
と
づ
か
せ
て
い
る
。

封
建
的
土
地
所
有
が
、
 

い
さ
さ
か
も
所
有
者
の
耕
作
労
働
に
も
と
づ
く
も
の
で
.な
い

こ
と
が
も
し

農

で

あ

る

と
す
る
な
ら
ば
、

ル
ソ
丨
の
こ
の
.よ
う
な

主
I

、
右
に 

の
べ
た
商
品
所
有
の
、
原
理
に
な
ら
っ

て
、：
土
地
所
有
を
も
養

し

.
よ

う

と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
を
支
配
"
従
厲
の

た
の
で
あ
る

。

•
 

.

第
一I 

f

l

に
つ
い
て
。

か
れ
は
こ
の
よ
う
に
、

一
方
.で
所
有
の
權
利
を
す
-で
.に
労
働
に
も
と
，づ

け

な

が

ら

(

と
く
に
不
平
等
論
に
お
ぃ
て
そ 

ル
ソ
丨「

社
会
契
約
論」

.の
理
馨
造
と
資
本
囊(

下) 

ニ
.七

(

九Mi).



う
で
あ
る)

し
か
も
は
っ
き
り
と
、

か
つ
一
般
的
に「

労
働
に
よ
る
所
有」

'を
う

ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
■の
で
あ
る
。
そ

ま

な
ぜ
か
。
と
く
に 

I

契
約
論
で
は
、「

労
働
に
よ
る
先
占
権」

を

十
分
に
は
っ
き
り

う
ち
だ
し
な
が
ら
、
し

か

も

「

契
約
に

よ
る
所

有」

を

^

^

な

も

の
と
し 

た
。
そ
れ
は
、

が
れ
の
思
考
の
中
心
に
あ
っ
た
も
の
が
、
本
来
労
働
の
生
.

I
で
は
な
い
さ
I

土
地
商
品
I

っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ 

る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
の
関
心
が
、
労
働
生
産
物
で
な
い
も
の
を
'「

労
働
に
よ
る
所
有」

の
原
理
n
商
品
社
会
の
原
理
に
つ
つ
み
こ
む

と

こ

ろ

こ
 

け

:
!か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は

「

露

に

よ
る
所
有」

と

「

契
約
に
よ
る
所
有」

と
の
、

奇
妙
な
二
元
論
I

そ
し
て
前
者
に
対
す
る
I
 

の
S

I

1

る

そ
し
2

れ
が
、
理
論
的
に
は
、
か
れ
の
思
考
が
法
関
係
か
ら
経
済
的
関
係
へ
と
深
化
す
る
こ
と
を
I

I

た

こ

ち

が

い
な
い
。
そ
、I

土
l

i
で
は
な
く
、
労
塑
産
物
と
し
.て
i

pn
'
一
 

般
か
ら
出
発
太
f

歲

I

商
品
の
法
的
関
係
に
と
ど
ま
ら

づ根底的に劣輝によって規

i

f
.れ
る
.と
こ
ろ
の
、
経
済
学
的
諸
関
係
に
ま
で
到
達
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

•

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
と
同
じ

よ

う

な

一

.：
ポ'ル
ソ
丨
の

二
元
的
な
戸
惑
い
を
工
，
、
丨
ル
の
中
で
も
み
い
だ
す
。
か

5

つ
ね
こ
、
も
っ

と

も
尊
敬
す
、5

 

I
と

も

蒙

的

塵

s

f

;
る

と

產

急

ベ

て

い

る

が

、
し
f

り

I

量

一

般

の

I

;

も
つ
手
工

桊
労
側
に
た
い
す
る
高
い
評
価
が
そ
れ
と
同
.
に
顔
を
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
..

，

「

と
こ
ろ
て
人
£

生
活
物
資
を
供
給
す
る
と
と
が
で
塞
す
ベ
て
の
仕
事
の
中
で
、
も
っ
と
I

然
の
状
態
に
近
い
の
は
手
を
つ
か
う
労 

働
だ
。
あ
ら
ゆ
る
身
分
の
中
で
、
運
命
と
人
間
と
か
ら
も
っ
と
も
独
立
し
て
い
る
の
は
職
人
の
身
分
だ
。

職
人
は
8

i

s

け
に
依
存
し
て 

し
る
職
人
は
自
由
た
つ
ま
り
_

は
そ
の
：̂
作
地
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
、.収
穫
は
他
人
の
.手
で
処
分
さ
れ
る
。

敵

や

.
碧

や

強

大

な

隣

人

や
 

訴
訟
が
、
農
民
の
手
か
ら
I

f

り
あ
？

|

あ
る
。

：
..：(

そ

拿

I

い
て)

.
：
：
.
そ

れ

に

し

て

も

農

I

人
間
の

い
I

し

そ

れ

は

金

い

条

i

i

中
で
い
ち
ば
ん
I

蒙

I

f

た
い
ち
ば
ん
高
貴
な

職
業
だ
。」

ル
ソ
丨
は
、

一
方
で
自
分
の
労
働
に
よ
つ
て
自
分
の
商
品
を
生
産
す
る
人
間(

職
人)

こ
そ
、

も
っ
と
_も
自
由
な
人
間
で
あ
、る
と
の
ベ
、

そ
れ

に
対
比
し
て
不
合
理
な
権
力
関
係
に
よ
っ
て
生
産
物
を
収
奪
さ
れ
る
農
民
を「

奴
識」

と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
他
方
で
は
、
農
業
が
も 

っAJ

も

「

墓
本
的
な
職
業」

で
あ
る
こ
と
を
断
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
ル
ソ
ー
は
、
現
実
に
は
い
ま
、
農
民
が
奴
隸
の
状
態
へ
お
と 

し
め
ら
れ
て
1
る
農
業
を
職
人
と
同
じ
よ
う
に「

自
由」

に
し
、
同
じ
よ
う
に「

独
立」

に
し
、
同
じ
よ
う
に「

自
分
の
労
働
だ
け
^
依
存」 

す
る
よ
う
解
放
し
た
い
の
だ
。
同
じ
よ
う
に「

も
っ
と
も
自
然
の
状
態
に
近
い」

も
の
に
し
た
い
の
で
あ
る
。「

そ
の
耕
地
に
し
ば
り
つ
け
ら 

る
こ
と
な
く
、
そ
の
収
獲
が「

他
人
の
手
で
.処
分
さ
れ
る」

と
と
も
な
く
1
王
侯
や
隣
人
や
訴
訟
が
か
れ
の
手
か
ら「

そ
の
畠
を
と
り
あ
げ
る
こ 

と」

の
な
い
状
態
を
つ
く
り
た
い
の
で
あ
る
。
.

ル
ソ
ー
は
労
側
一
般
が
す
べ
て
の
社
会
の
基
盤
で
あ
り
、

労
働
が
人
間
の
生
命
、
.自
由
、

お
よ
び
独
立
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す 

る
。「

し
か
し
社
会
に
あ
っ
て
は
、

人
間
は
必
然
的
に
.他
人
の
犠
牲
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
.か
れ
は
そ
の
生
活
費
を
労
働
に
よ
っ 

て
返
さ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
例
外
は
な
い
。
だ
か
ら
、■
働
く
こ
と
は
社
会
的
人
間
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
義
務
だ
。

金
持
ち
で
も 

貧
乏
人
で
も
.強
い
者
で
も
弱
い
者
で
も
、
遊
ん
で
暮
ら
し
て
い
る
市
民
：は
み
ん
な
恶
者
だ)

。

」

同
時
代
人
ヶ
ネ
1Q

経
済
表
が
純
生
産
物
の
生
産 

.
^
級
か
ら
地
主
|^
級
へ
の
移
行
を
論
証
ぬ
き
の「

自
然
秩
序」

と
し
た
の
に
比
較
す
る
と
、
す
る
ど
い
対
比
を
な
す
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ

の
よ
う
に
か
れ
は
社
会
の
物
質
的
生
活
の
根
源
を
労
働
と
し
て
把
握
し
た
。
し
か
し
、
か
れ
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
は
、
い
ぜ
ん
こ
の
労

働
 

と
生
産
者
一
般
の
関
係(

自
由
、
独
立
、
所
有)

で
は
な
く
、
や

は

.̂
.農
耕
労
働
と
、：
農
民
の
関
係
、
そ
し
て
土
地
所
有
の
関
係
で
あ
っ
た
。
少
く 

と
も
、
こ
の
問
題
を
ぬ
き
に
し
て
は
、

一
切
の
も
の
を
一
般
的
に
解
決
し
た
と
語
る
こ
と
は

か
れ
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
契
約
論 

に
お
い
て
か
れ
が
出
し
て
い
る
解
答
は
、
土
地
の
、
耕
作
と
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
土
地
を
そ
の
特
殊
•な
本
性
が
ゆ
る
す 

か
ぎ
り
で
、

fs
j
品

一

般

.の

論

理

の

中

に

つ

つ

み

こ

む

こ
と

，

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(

コ
ル

シ
ヵ
憲
法
草
案
で
か
れ
は
土
地
の
相
続
制
を
否
認
し
て
い
か
01
ー

こ
れ
は
、
土
地
の
現
実
に
お
け
る
商
品
化
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
思
想
の
上
で
土
地
所
有
を
.

「

支
配
卩
従
厲
諸
関
係
か
ら
す
っ
か
り
解
き
放

」 

と
う
と
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で

も
わ
れ
わ
れ
は
、
ル
ソ
ー
の
思
想
の
封
建
制
批
判
の
面
を
第
.一
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論

」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義

(

下〕 

ー
ー
ー
九S
五
三)



し
t

ま
た
同
時
に
、
I

所
有
に
た
い
す
る

そ
の
経
済
的
理
解
、
す
な
わ
ち
、

「

労
働
に
ょ 

じ
く
、
資
本
主
義
批
判
へ
と
転
化
す
る
'の
を
み
な
'い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。き

で

I

ソ
i

所
有
と
耕
作
I

と

の

襄

馨

は

、：農
I

け
る
I

崖

の

前

f

 

示
す
。
な
ぜ
な
ら
、
土
地 

に
I

す

る

樂

家

f

と
.へ
の
農
村
労
働
者
の
P

.

S

?
る
か
ら
で
あ
る
。
t

い

也

i

'

..
J

c

ょ
ひ
I

を
利
S
 

す
る
。
そ
れ
は
共
同
所
有
地
の
囲
い
込
み
を
否
定
す
る
。
I

I

て
、
生
産
；
：
■

H

n

l l
r

の

攀

I

 

こ
1

つ
て
近
代
。
m

 

i

l

l

 

I

Iし
、
.露

た

げ

、そ
の

ょ

顏

：麵

主人だ
と產す
ること
が

l

i

s

ル
.m

u

ぅ
.

足を
踏み
こん
だだ
けで
、た
だち
にそ
の土
地の
 

注 

,

?■
?一
 

1

と題
され
てい
る。

c

l

,
 

P.365

.
訳三一
頁。

f
 
l
i
o
n 

l
r la Corse, pp. 
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919
丨920, 

93011.

K
.

.
具

 

p
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0
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(

パ

「

土 t

の 
一
I

f

て

い

違

は

、
交
f

っ
て
、
等
f

 
I

I

昼

.f

る
。
.し
t

l

l

l

i
こ
入

な
土
地
；:あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
か
れ
が
な
す
か
も
し
れ
な
い
、
土
地
の
赠
与
と
遗
贈
と
は
、
一
-r

効
U
 

の

反

映

つ

方

で

相

I

I

し
て
い
る
。
こ
れ
は
土
地
そ
の
も
の
の』

^

(

14) 

K. M
a
r
x
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第六章ルソ

f
と分割
地農民
の存在
構造

 

•

.

舞

て

牙

れ

わ

试

一

」

a
会
契
約
諸
の
理
論
構
造
を
分
析
し(

第
四
章)

、
そ
れ
が
ま
さ
に
商
品
交
換
に
お
け
る
経
済
的
醫
係
の
去
表
象 

に
ほ
力
な
ら
な
し
こ
と
を
霧
し
た(

第

豪)

。
こ
の
よ
う
に
社
会
契
約
論
に
お
け
る
ル
ソ
丨
.の
本
質
が
、
蒙

的

に

.ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
も
の
で 

あ
る
と
し
て
.規
定
で
き
る
と
し
て
も
そ
れ
ヵ
汉
し
て
フ
ル
ジ
ョ
ァ
的
な
も
の
一
般
で
は
な
く
、
：同
時
に
.そ
の
反
面
、
資
本
主
義
批
判
の
性
格
を 

r

市
び
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
た(

f
ハ
章)

。
そ
し
て
さ
い
ご
に
、
ル
.ソ
丨
は
つ
ね
に
契
約
関
係
一
般
、
立
法
一
般
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら 

4

力
れ
の
心
の
中
心
に
位
置
を
占
め
て
い
る
最
大
の
問
題
が
：、「

土
地
所
有」

.で
あ
っ
た
こ
と
：を
.明
ら
か
に
し
た(

第
七
章)

。

こ

れ

ら

，の

点

、 

そ
し
て
何
よ
り
も
こ
の
最
後
の
点
が
一
般
的

•
抽
象
的
法
理
論
と
し
て
の
社
会
契
約
論
を
、
さ
ら
に
一
層
具
体
的
な
M'
忘

■

た
ら
し
め
る
。
 

ク
れ
は
ぁ
象
の
次
元
を
一
段
具
体
的
な
も
の
に
す
タ
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
も
ル
ソ_

を
一
.層
、
露

0'
4
か
理
解
す
べ
き
で
あ
.ろ
う
。
 

マ
ル
ク
ス
は
、
本
源
的
蓄
積
に
関
す
る
章
の
さ
い
ご
の
節
で
つ
ぎ
.の
よ
う
に
の
ベ
て
い
る
パ「

労
雪
が
自
分
の
生
産
手
段
を
私
有
す

る
こ
と 

ル
ソ
丨「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
衰(

下) 

ニ
ニ 

.(

九
五
五)



、
 

三
ニ 

(

九
五
六)

は
小
経
営
の
基
礎
で
あ
り
、
小
経
営
ば
、
社
会
的
生
産
、
お
よ
び
労
働
者
自
身
の
自
由
な
個
性
、
.の
発
展
の
た
め
の
一
必
要
条
件
で
あ
る
。
た
し 

か
に
こ
の
生
産
様
式
は
奴
隸
讳
農
奴
银
、
お
よ
び
そ
の
他
の
従
属
諸
関
係
の
内
部
に
も
実
存
し
は
す
る
。•
だ
が
、
そ
れ
が
繁
栄
し
、
そ
の
全 

精
力
を
発
揮
し
適
当
な
古
,#
.的
形
態
を
と
る
の
は
、
労
働
者
が
自
分
自
身
か
使
斯
ヤ
る
労
勝
务
ル
の
——

農
民
な
ら
ば
政
が
耕
転
す
る
1̂
の
、
 

手H

業
な
ら
ば
彼
が
老
巧
者
と
し
て
取
扱
う
用
具
の
I

S'
由

な

，

を

务

た

る

場

合

の

み

で

あ

(

W
。

」

と
こ
ろ
で
、
生
産
者
が
自
分
の
労
働
条
件
の「

自
由
な
私
有
者」

と
な
る
と
い
う
規
定
は
、

「

小
経
営」

.と
い
う
一
般
的
な
経
営
形
態
を
、
よ 

り
特
殊
歴
史
的
に
、
具
体
的
に
確
定
し
よ
う
と
す
る
規
定
で
あ
り
、.
そ
の
よ
う
な
小
経
営
は
、
歴
史
の
中
で
は
録
建
制
の
解
体
の
^
果
と
し
て
、
 

そ
し
て
過
渡
的
な
も
の
と
し
て
の
み
存
在
し
う
る
。
そ
れ
が
過
渡
的
で
あ
る
の
は
、I

方

で

、
.
封

建

制

打

破

の

主
要
な
一
つ
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
 

資
本
主
義
の
矿
提
条
件
を
つ
く
り
な
が
ら
、
他
方
で
ば「

£
の
生
産
様
式
は
、
±'
地
そ
の
他
の
生
産
手
段
の
分
散
を
内
蔵
す
る」

か
ら
で
あ
る
。
 

す
な
わ
ち「

そ
れ
は
、
生
産
手
段
の
集
中
を
排
除
す
る
の
と
同
様
に
、
同
じ
生
産
過
程
の
内
部
に
お
け
る
協
業
や
分
業
、
自
然
に
た
い
す
る
社
会 

的
な
支
配
や
調
整
右
会
的
生
産
力
の
自
由
な
発
展
を
も
排
除
す
る
。
そ
れ
は
、
生
産
お
よ
び
社
会
.の
狭
腿
な
自
然
発
生
的
限
界
と
の
み
調
和
し 

う
る
。

」

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
社
会
的
生
産
力
の
よ
り
高
度
の
発
展
形
態
で
あ
る
資
本
制
的
生
産
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
克 

服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
過
渡
的
な
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
が
商
品
交
换
一
般
の
法
表
象
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
か
れ
は
封
建
的
諸
関
係
の
中
で
、
自
己
に
適
合
的(

自
然
な
！)

な
社 

会
の
形
式
を
模
索
し
て
い
る
小
商
品
生
産
者
一
般
の
立
場
を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
と
く
に
一
な
い
し
数
個
の
階
層
の
手
工
業
者
あ
る
い
は 

農
民
の
特
殊
利
害
を
の
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
.そ
の
点
で
か
れ
の
思
想
の
一
般
的
性
格
は
確
認
し
て
お
.く
要
が
あ
る
。

だ
が
、
前
節
に
の
べ
た
と
お
り
、
か
れ
の
関
心
の
核
心
が
、
土
地
所
有
で
あ
り
、
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
問
題
が
か 

れ
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
も
の
と
な
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
も
う
一
歩
、
歴
史
の
中
の
ル
ソ
ー
の
位
置
に
接
近
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

土
地
を
労
働
生
産
物
と
同
じ
商
品
と
し
て
包
括
し
た
時
代
、
し
か
も
こ
の
こ
と
が
一
切
の
間
題
の
核
心
で
あ
る
よ
う
な
立
場
、
し
か
も
他
方
で

は
資
本
制
生
産
の
よ
り
一
層
の
展
開
を
否
定
す
る
立
場
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の「

分
割
地 

農
民」

(parzellenbauer)

に
の
み
み
い
'だ
す
。

ル
ソ
ー
の
思
想
.は
、

先
取
り
さ
れ
た
分
割
地
農
民
の
理
念
を
中
核
と
す
る
小
商
品
生
産
者
の
思 

E
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。(

そ
れ
ゆ
え
.
.貧
農1

般
や
d
if
c
一.般
の
思
想
で
は
な
-
 ̂)

も
ち
ろ
ん
、

分
割
地
農
民
は
ル
ソ
ー
が
生
き
た
絶
対
主
義
の
時
代
.に
は
ま
だ
存
在
し
な
い
。

「

自
営
農
民
の
自
由
な
分
割
地
所
有
と
い
う
こ
の 

形
態
は
、
支
1!
妁
で
正
常
な
形
態
と
し
て
は
、

一
方
で
は
、
古
典
的
古
代
の
最
良
時
代
に
お
け
る
社
会
の
経
済
的
基
礎
を
な
す
が
、
他
方
で
は
わ

C
4)

れ
わ
れ
は
こ
れ
を
、
近
代
諸
国
民
の
も
と
で
は
、
封
建
制
的
土
地
所
有
の
解
消
か
ら
生
ず
る
諸
形
態
の
一
つ
と
し
て
見
出
す」

か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
成
立
す
る
広
汎
な
分
割
地
所
有
は
、

す
で
に
そ
の
-.
原
型
1-
な
い
し
は「

基
体」

を

、

絶
対
主
義(

経
済
体 

制
と
し
て
は
封
建
制)

末
期
.の
い
わ
ゆ
る
農
民
的
土
地
所
有(propri

蒙

.

p
a
ysanne)

の
中
に
も
っ
て
い
る
。

こ
.こ
に
お
い
て
は
、

土
地
保
有
権
は 

事
突
上
の
所
有
権
と
ひ
と
し
い
も
の
に
な
り
、

そ
の
保
有
す
る
土
地
を
、

上
級
所
有
権
の
.存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
由
に
売
買
、

交
換
、

相
続 

(

土
地
の
商
品
化
！)

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
農
民
的
土
地
所
有
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
、(

そ
れ
と
は
正
反
対
の
方
向
で)

ド
イ
ッ
に
比
し
て
の
、
フ 

ラ
ン
ス
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ル
チ
ス
キ
ー
以
来
基
本
的
に
は
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ル
チ
ス
キー

以
後
、
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
を
特
徴
づ
け
る
小
農
経
営
の
一
般
性一

~

そ
れ
は
一
方
で
イ
ギ
リ
ス
流
の
資
本
主
義
的
な
大
借
地 

農
経
営
に
対
比
さ
れ
、
他
方
で
は
、
プ
ロ
シ
ャ
型
の
農
奴
労
働
に
も
と
づ
く
大
規
模
直
領
地
経
営
に
対
立
す
る——

は
、
㈠
地
域
差
の
分
析
に
よ 

^

㈡
大
土
地
経
営
と
の
対
抗
関
係
の
：̂
rf
7
に
よ
っ
て
、
.
よ
り
立
体
的
に
、
か
つ
、
は
る
か
に
動
的
に
分
析
さ
れ
、
多
少
の
差
は
あ
れ
相
対
化
さ 

れ
る
に
い
た
.っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
特
性
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
ル
ソ
ー
の
思
想
の
核
心
を
先
取
り
さ
れ
た
分
割
地
農
民
の
思
想
と
と
ら
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
観
念
上
の
操 

作
で
は
な
く
、
そ
の
実
体
、
す
な
•わ
ち
、
分
割
地
農
民
の「

基
体」

を
、
フ
ラ
ン
ス
の
皿
*
の
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な

農
民
的
土
地
所
有
は
、
布
実
上
の
、
土
地
の
商
品
化
を
さ
し

示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
上
に
課
せ
ら
れ
る
上
級
所 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 

一
二
三(

九
五
七)
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、
L 五
A)

れ
l

i

f

f

i

l

l 

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
分
割
地
農
民
の
I

と
し
て
の
達
的
土
地
所
有
の
実
在
が

検
証
さ
れ
る
と
す
れ
文
、

ル
チ
ス

キ

の

研
究
は
、

件
、
_

馨

、
美

匿

、

.と
く 
_

|

|

い

突
l

i

言

い

て

、

1

す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、

小
農
経
営
、が
上
か
ら
の
農
業
資
本
主
義
化
I

と
の
対
抗

関
係
の
中
^

る
フ
ラ
ン
ス
零
の
原
因
に
つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
農
民
の
、単
な
る「

貧
窮」

に
も
と
め
る
こ
と
は
セ
き
を
ハ
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

藝

春

て
、
霞

馨

？

た
と
i

な
い
か
ら
I

。
i

,

t

善

I

鬚

、
奮

の

「

権
利」

と
考
え
て
い
る
も
の
が
侵
害
さ
れ
た
と
感
ず
る
時
i

る
。
そ
の
侵
害
は
一
方
で
封
建
的
権
利
を
利
用
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
本
質
は
資
本
着 

的
な
も
の
で
き
S

I

へ
の
資
本
主
義
の
f

n

は
封
建
的
霧
利
に
乗
じ
て
行
わ
れ
、

そ
の
た
め
封
建
的
諸
権
利
を

一
層
堪
“ 

力
た
し
も
の
に
し
た」

と
し
て
も
、
他
方
で
は
小
経
営
は「

領
主
に
反
抗
し
て
蜂
起
し
た
の
み
で
な
く
、
ア
ン
シ
ア
ン
•
レ
ジ

I

ム
が
奪
、
冬
し 

め
た
共
I

諸
権
利
I

f

た
め
、
ア

ジ

…
レ
ジ
I

宣
言
し
I

商
業
の
I

を

掌

I

、
ま
l

l

w

け 

て
な
く
大
フ
ヱ
ル
ミ
エ
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
報
復
す
る
.た
め
に
蜂
起
し
た
の
で
ぁ
っ
#

」

f

r

ブ
ル)

r

民
衆
の
こ
う
し
た
激
し
、
感
I

窮
乏
I

I

い
。

そ
.i

民
が(

I

建
制
の
1

圧
し
ひ
I

、

一
 

謙

、
貴
篇
級
や
大
土
地
I

層
I

し

て

襲

し

；
:

レ
た
と
V

う
こ
と
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
0」

(

ル
チ
ス
キ

I

に
.よ
る
引
用
ノ 

グ
ネ
ぃ
& 

N

ン
シ
ア
ン
•
レ
シ
丨
ム
下
に
お
け
る
上
か
ら
の
農
業
資
本
產
に
対
抗
す
る

小

鐵

の

抗

争

の

中

分
铺
地
I

の
存
在
条

件

お

よ

び

制

限

つ

息

の

存

在

の

響

み

I

は

肇

で

ぁ

言

。
J

i

l

、
こ

れ

ら

證

昼

零

$

1

と
し
て
そ
し
て
ル
ソ
丨
の
思
想
は
百
科
全
書
派
や
重
農
主
義
と
の
抗
争
の
中
で
、
屋
さ
れ
た
の
で
I

。

)

と
こ
ろ
で
b
i
.わ
れ
丈
、
こ
の
f
 

関
す
る
経
済
史
家
I

研
究
が
、
.驚

、.
マ
ル
ク
ス
Q

I
地
農
民
Q

I
蹇

を

S

実
証
的
_

っ
け
る
こ
と
1

た
と
考
え
る
。

1

マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「

土
地
の
所
有
が
こ
：の
経
営
様
式
の
完
全
な
発
展
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、

用
具
の
所
有
が
手
工 

業
^
経
営
の
自
由
な
発
展
の
た
め
に
必
要
な
の
と
.同

様

で

あ

る

。

土

地

所

有

は

こ

.の

場

合

に

は
、
人
格
的
自
立
性
の
発
展
の
た
め
の
兹
礎
を

」

cc 

す
そ
れ
は
農
業
そ
の
も
の
の
発
展
の
た
め
に
は
、
必
要
な
一
通
過
点
で
あ
；̂
。

」

わ
れ
わ
れ
は
ル
ソ
丨
が
だ
れ
よ
り
も
強
く
、
人
格
的
自
立
を
尊 

m
し
た
こ
と
を
知
っ
で
い
る
し
、
ル
ソ
ー
の
思
想
が
も
つ
一
見
矛
盾
し
た
ニ
面
性
、
そ
の
反
資
本
主
義
的
な
側
面
の
存
在
は
、
分
割
地
農
民
な
い 

し
そ
の
基
体
と
し
て
の
i
営
農
民
が
も
つ
存
在
構
造
の「

一
一
律
背
反
的一

一

従
っ
て
過
渡(

_)」

性
格
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
ま
や

理 

解
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
資
本
'主
義
の
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
と

同
時
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
，

ル
フ
ェ
ー
フ
ル
の
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ー
反
資
本
主
義
的」

傾
向
と
は
こ
の
よ
.う
な
も
の
と
し
て
合
理
时
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き 

る
。
 

' 

.

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
過
渡
的
性
格
の
積
極
的
な
部
分
卩
封
建
制
の
解
消
に
つ
い
て
十
分
指
摘
し
た
し
、
そ
の
経
済
的
内
容
を
ず
で
に
土
地 

の
商
品
化
お
よ
び
土
地
生
産
物
の
一
定
の
部
分
の
商
品
化
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
。

つ
ぎ
に
そ
の
制
限
、
否
定
的
な
部
分
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ 

う
マ
ル
ク
ス
は
V

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
、土
地
所
有
を
崩
壞
さ
せ
る
諸
原
因
は
フ
土
地
所
有
の
制
限
を
示
ず
。

そ
の
諸
原
因
と
は
つ
ぎ 

の
も
の
で
あ
る
。
大
工
^
の̂
発
展
.

Q

結
果
た
る
、
土
地
所
有
の
正
常
的
補
足
を
な
す
農
村
的
家
内
工
業
の
絶
滅
。
こ
う
し
た
耕
作
の
も
と
に
お
か 

れ
た
土
地
の
if
次
的
な
疲
幣
と
吸
取
。
共
同
地
所
%•_

_

こ
れ
は
ど
こ
で
も
分
割
地
経
営
の
第
二
の
補
足
を
な
し
、
ま
た
こ
れ
の
み
が
分
割
地
経

踅
に
家
畜
の
飼
養
を
可
能
な
ら
し
め
る
-

-
の
、.；大
土
地
所
有
者
に
よ
る
横
奪
。
植
栽
地
経
営
と
し
て
営
ま
れ
る
か
、
資
本
制
的
に
営
ま
れ
る
か

.を
と
わ
ず
大
耕
作
の
货
争
。
農
業
上
の
諸
改
良——

こ
れ
は
一
方
で
は
土
地
生
産
物
の
価
格
の
下
落
を
.ま
ね
き
、
他
方
で
は
よ
り
大
き
な
投
資
と 

よ

り

豊

富

な

対

象

的

生

産

条

件

と

を

必

要

と

す

る

-
^
:
：
:
。

」

.
ル
チ
ス
キ
ー
は
フ
，ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
土
地
経
営
.の
困
難
の
理
由
を「

農
業
労
働
者
階
級
の
欠
如
、
.い
い
か
え
れ
ば
、
，15
1
分
自
身
の
土
地
を
耕 

作
し
、
生
活
資
料
の
補
い
を
.エ
業
に
求
め
.て
い
る
よ
.う
な
農
民
が
多
数
存
在
し
て
い
た
こ
^

」

つ
ま
り
、
戴

4
か
7>
を
と
小
経
営
の
結
合
の
た

ル
ソ
ー「

社
会
^
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 

一
 
五

(

九
i
九)



-

r

一
六
へ
九
六
0)

め
で
あ
る
こ
と
を
、
.当
時
の
諸
文
献
か
ら
證
し
て
い
る
。

マ
ル
ク
•
ブ
ロ
ッ
ク
は
農
業
草
命
の
二
つ
の
特
徴
と
し
て
、

「

共
同
利
用
の
、
か
つ 

て
支
配
し
て
い
た
地(

J M
に
お
け
る
漸
次
的
な
消
滅
と
、
技
術
革
新」

と
'を

あ

げ

て

い

る

が

.、

そ
の
進
展
が「

フ
ラ
ン
ス
ほ
ど
、
緩
慢
で
あ
っ
た
と 

こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な
い」

と
同
時
に
の
ベ
て
い
る
。
そ
し
て
ル
フ
r

ブ
ル
が
く
り
か
え
し
大
耕
作
に
つ
い
て
の
ベ
て
い
る
こ
と
も
す
で
に
指
筒 

し
た
と
お
り
で
^'
-
る
。

つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
あ
げ
た
分
割
地
経
営
を
否
定
す
る
四
つ
の
要
因
、
S

村
家
内
工
業
の
絶
滅
、
⑵
共
同
地
所
有
の
横
奪
、
㈢.V 

耕
作
の
競
争
、
蟹
業
上
の
技
術
革
新
、
' の
進
行
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
ィ
ギ
リ
ス
に
比
し
て
鐘
で
t

、強
力
な
抵
抗
に
遭
遇
し
た
こ
と
、
 

そ
し
て
そ
れ
が
分
割
地
農
民
の
広
沉
な
確
立
と
麗
が
あ
る
こ

と

、

が
経
済
史
家
に
ょ
I

実
露
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。

明
ら
か
に
、
.分

割

地

農

民

は

そ

.
の

存

在

構

造

か

ら

し
て
.こ
れ
ら
の
'要
因
に
反
対
す
る
だ
ろ
ぅ
。

「

分
割
地
所
有
は
そ
の
本
生
上
、

I

の
社
会

I

I

力
の
発
展
、
労
働
の
社
会
的
讓
態
、
I

Q

I
的
集
積
、
大
規
模
な
牧
畜
、
科
学
Q

i
的
応
用
を
排
除
&

」

と
マ
ル
ク
ス
丈 

一
般
的
に
の
ベ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は

こ
こ
に
ル
ソ
丨
の
思
想
の
型
を
、
ほ
と
ん
ど
完
全
£

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
土
地
所
有
の
具
体
性
の
次
元
で
い
え
ば
、
 

か
れ
は

一
方
で
土
地
の
耕
作
と
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
を
謹

し

、
徹
底
的
に
封
建
的
土
地
所
有
を
弾
劾
し
つ
つ
、
他
方
、
共
同
地
の
収
奪
に
反 

方
'す

る

力
れ
は

エ
ミ
丨
ル
に
お
い
て
手
工
業
を
賞
讃
し
、
そ
れ
が
人
格
の
発
展
，
人
間
の
自
由
に
資
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

か
k
は
技
荷
の 

発
展
に
人
間
I

I

托
さ
な
い
。
土
地
所
有
が
I

を
み
た
す
限
度
内
に
と
ど
ま
る
べ
き
こ
と
を
產

し

、
そ
れ
が
こ
の
限
界
直
失
っ

て
自 

己
目
的
化
す
る
の
を
拒
否
す
る
。

一
般
！
^

次
元
で

いえば、

か
れ
は
一
方
で
社
会
的
分
業
を
確
認
し
な
が(

ザ
し
か
も
生
産
者
が
独
立
の
生
産
者
と
し
て
と
ど
ま
る
べ
き
こ
と 

を
主
張
し
、
労
働
過
程
の
協
業
的
形
態
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
自
己
保
存
が
人
間
の
第
一
の
原
理
と
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
富
の
無
限
の
蓄 

職
が
表
侈
の
原
因
と
し
て
拒
否
さ
れ
る
。
か
れ
は
科
学
や
技
術
に
対
し
て
一
般
に
不
信
で
あ
る
。

か
く
し
て
ル
ソ
！
は
、
こ
れ
ら
資
本
抑
上
産
の

一
切
の
起
動
的
諸
要
因
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
ル
ソ
ー
の
思
想
を
、
そ
の
ニ
面
性
を
併
せ
て
、
ま
っ
た
く
合
理
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ 

る
。
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わ
れ
、
彼
ら
の
損
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な
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か
っ
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と
い
う
事
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は
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そ
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、
農
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の
土
地
が
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固
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あ
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す
る
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あ
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ブ
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彼
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体
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と
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す
な
わ
ち
前
資
本
主
義
的
な
経
済
的
•
社
会
的
様
式
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
。
単
に
惰
性
に
よ
る 
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め
ば
か
り
で
な
く
、
農
業
の
資
本
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が
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を
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だ
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今
日
の

フ
ラ
ン
ス
農
村
の
ィ
メ
ー
ジ-
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
小
土
地
所
有
の
国
だ
と
い
う
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
地
方
毎
に
き
わ
め

て
異
な
っ
た
比
率
で
は
あ
る
が
、
大
土
地
所
有
と
小
土
地
所
有
が
並
存
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る——

を
そ
の
多
様
性
と
基
本
的
特
徴
と
に
お
い
て
解
釈 

す
る
た
め
に
は
、.何
よ
り
も
ま
ず
一
五
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
い
た
る
フ
ラ
ン
ス
農
村
の
進
展
を
問
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

」

^
肖
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頁
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「

自
分
を
孤
立
し
た
存
在
と
み
な
し
、
.ま
っ
た
く
な
に
も
の
.に
も
と
ら
わ
h
ず
、
.自
分

だ̂'
で
こ

?;
?

3l i
p

I !
r

 
め
な
！

か

か
れ
は
ど
う
考
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
か

乏

こ

う

つ

ぶ

^
;の
、：̂

^

:

や
し
て
い
く
こ
と
に
ょ
っ
て
の
み
、
完
全
な
も
の
に
な
る
の
を
見
て
、

n
l
:
i 
騰

證

f

日
，p. 373. 

,
f卷
三
三一

貧

〗
：

l

人
s

働
者
に
一
つ
の
都
市
が
必
要
な
の
だ
。

」

E

l

; Oeuvres 

I

l

f
 

- 

.

終

章

ケ
•ネ
I
、，
デ
ィ
ド
ロ
、

ル
ソ
I

”

で
わ
れ
わ
れ
g

盡
論
家
と
し
て
の
ル
ソ
I
の塁
の本

I

、
ほぼ把握することがでと、
ル

 

代
精
利
と
の

麗

£

い
て
理
解
し
、

I

づ
け
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
 

t 

 ̂

f

.

と
こ
ろ
て
フ
ル
、シ
ョ
ア
社
会
"
市
民
社
会
の

生
理
学
と
し
て
の
経
済
学
の
典
型
を
い
ま
ア
ダ
ム

.

•

ス
ミ
ス
に
み
い
だ

^

^

わ
1

わ 

れ
は
そ
れ

I

て
い
る
一
二
つ

の
疆
的I

抽
出
I

と
f

i

ろ
う
。

そ

I

、
経
済
社
会
が
、

I

体

Uして
h律

性
、
自
己
法
則
性
を
も
つ
全
体
的
秩
序
で
あ
る
と
い
う
確
信
、.
自
分
自
身
を
再
生
産
す
る
オ
ー
ト
ノ
マ
ス
な
.^ '4

：
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

そ
の
㈡
は
、
-こ
の
よ
う
な
全
体
を
構
成
す
る
単
位
ま
た
は
基
体
と
..し
.て
の
.办
称
咖
ん
撕
於
の
設
定
で
あ
る
タ
-

そ
の
0
は
、
こ
の
よ
う
な
私
益
と
秩
序
の
予
定
調
和
の
前
提
と
し
て
、
人
間
を
す
べ
て
置
き
換
え
可
能
な
、
等
質
的
な
個
人
と
し
て
、
身
分
関 

係
か
ら
解
放
さ
れ
た
存
在
と

し
て
の
定
立
、
す
な
わ
ち
、
平
等
な
も
の
と
し
で
.の
定
立
で
あ
る
。(

ス
ミ
ス
.
に
：お
い
て
は
分
業
概
念
と
な
る

)

前
世
紀
の
諸
革
命
に
よ
っ
て
す
で
に
封
建
的
な
諸
関
係
を
基
本
的
に
否
定
し
た
ィ
ギ
リ
ス
で
は
、
す
'で
.に
、
市
民
社
会
の「

形
式」

(
法
の
前
で 

の
人
間
の
平
等)

.を
既
与
の
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
は
経
済
的
諸
関
係
を
覆
う
身
分
関
係
が
除
去
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
経
済
的 

諸
関
係
は
そ
の
も
の
と
し
て(

政
治
的
扮
装
を
と
る
こ
と
な
く)

現
わ
れ
る
。
社
会
的
諸
関
係
は
、
身
分
で
は
な
く
、

分
業
の
体
系
と
し
て
現
わ
れ 

る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
す
で
に
第
三
の
条
件
が
与
件
と
し
で
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

重
商
主
義
の
庇
護
の
も
と
.に
成
長
し
て
き
た(

分
業
の
真
実
の
に
な
い

手
た
る
.

)

産
業
資
本
は
、
い
ま
や
自
己
の
自
由
な
利
潤
追
求
行
為
の
中
に
、
 

産
業
社
会
全
体
の
予
定
調
和
を
、
つ
ま
り
価
格
体
系
、
.お

よ

び

産

業

体

系

の

安

定

的

均

衡

と

-?
:
の

自

律

的

な

再

生

産

を

確

信

す

る

ま

で

に

成
長
し 

て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
と
き
第
一
お
よ
び
第
二
の
条
件
は
.、
無
矛
盾
的
な
ア
ゥ
ト
ノ
ミ
ー
の
中
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
産
業
社
会
、
し
た
.
 

が

-?
て

経

済

的

諸

関

係

が

こ

の

よ

う

に

..自

己

完

結

的

•
自
律

的
な
秩
序
と
し
て
と
ら
え

.ら
れ
れ
ば
、

そ
の
前
提
た
る
市
民
社
会
の「

形
式」

、
す 

な
わ
ち
、
平
等
な
個
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
政
治
的
国
家
に
関
す
る
論
議
は
前
面
か
ら
後
退
す
る
で
あ
ろ
う
。
法
学
丨

政
治
学
に
代
っ
て
経
済
学
が 

前
面
に
出
る
。

ス
ミ
ス
に
お
い
て
政
治
的
国
家
の
姿
が
相
対
的
に
影
を
薄
く
し
、

「

夜
警
国
家」

：な
ど
と
語
ら
れ
る
の
.も
こ
.の
た
め
で
あ
る
。
経 

済
に
と
っ
て
法
や
国
家
は
い
ま
や「

与
件」

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
；

S.

自
明
の
前
提
な
の
だ
。

だ
が
、
大
革
命
前
夜
の
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
.て
は
、
身
分
関
係
を
中
心
と
す
る
支
配
卩
従
属
の
関
係
が
経
済
的
流
通
過
程
の「

与
件
•-
.と

な

っ
て
，
 

お
ヴ
、
.市
民
社
会
の「

形
式」

一
-

法
の
前
で
の
人
間
の
自
由
.
平
等——

は
こ
こ
で
は
前
提
さ
れ
え
ず
、
ま
.さ
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し 

て
、.
前
面
に
お
し
出
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
一
経
済
学
体
系
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
三
.つ
の
要
因
が
、
絶
対
主
義
下
の
フ
ラ
ン 

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 

一

ニ

九(

九
六
三)



ス
I

っ
て
は
分
裂
し
て
、
'い
く
つ
が
'‘の
自
然
法
的
体
系
.の
中
に
自
立
じ
：て
形
成
さ
れ
る

の

'を

わ

れ

わ

れ

は

ォ
ロ
f

で
つ
ぎ
.の
よ
I

の
べ
.て
い
.る
.。
”「

功
利
|
^

 ̂

「

自 

己
め
自
由
な
展
開
の
た
め
に
い
ま
な
お
I

し
.つ
ら
あ
|

フ
ン
ス
•
ブ
.ル
ジ
：ョ
ア
ジ
l

i
 

5
こ
の
こ
と
.が

「

か
れ
ら
の
I

か
ら
イ
ギ 

H

人

”
も
と
で
は
ま
だ
み
ら
れ
た
実
証
的
な
経
済
的
内
容
を
.き
さ

る

こ
と

に

も

な

っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
ば
あ
い
.に
一
つ
の
_

の
単
純
な 

藍
ナ
た
と
こ
ろ
の
理
論
が
ク
フ
ラ
ン
ス
人
の
ば
あ
い
に
は
一
：
つ
の
哲
学
体
系
と
な
る
。

」

そ
し
て(

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ゥ
ス
や
ド
レ
、、、
ッ
ク
な
ど
の)

哲 

I

I

て
：「

無
視
さ
れ
た
搾
取
説(

功
利
主
義
.：…

野
地)

の
内
容
は
、
ド
ル
、、ハ
ッ
ク
と
同
時
代
に
重
農
主
義
若
た
ち
に
よ
っ
て
蜃
さ
れ
、
 

体
系
化
さ
れ
た
。
し
か
し
か
れ
ら
の
_

に
.は
フ
ラ
ン
'スQ

未
発
展
な
経
済
的
関
係
f

 
I

,
っ
て
お
.り
、
土
地
所
有
を
主
眼
と
す
る
封
建
主 

義
ヵ
こ
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
ま
た
や
ぶ
ら
れ
で
.い
な
か
っ
た
。

」

つ
ま
り
ブ
ラ
：ン
ス

で
は
功
利
主
義
の
哲
学
が
、
そ
の
本
来
の
内
容
で
あ
る
経
済
学
と 

ま
だ
I

I

」

と
が
.で
き
ず
、

そ
の
分
離
の
匿
は
何
よ
I

、
：
.フ
ラX

K

に
お
け
る
絶
対
主
義
の
厳
存(

お
よ
び
、

I

I

る

資

本

唐 

の
未
発
展)

に
も
と
め
ら
れ
る
べ
ぎ
こ
と
が
こ
こ
.で
指
摘
さ
れ
て
い
る
.。
.

(

古
在
訳
.岩
波
文
庫
版
ニ
〇
三
丨
七
頁

)

で
は
こ
の
三
つ
の
要
因
は
ど
の
よ
ぅ
.に
分
離
し
、：
か
つ
現
わ
れ
て
い
る
か
。

■'

:

第
一
の
要
因
は
い
ぅ
ま
で
も
な
く
、
ヶ

す

の

経

雲

、
思
想
的
に
は
そ
の「

自
然
I

」

.

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
要
因
文
、
 

人
間
を「

幸
福
追
求
者」

と
し
て
基
本
的
に
と
ら
え
、
し
た
が
.っ
lr
歴
史
め
発
展
、
.人
間
性
の
籠
を
技
f

生
産
力
の
発
展
と

イ
コ

I

ル
な
も 

の
と
考
え
る
デ
イ
ド
ロ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
第
三
の
耍
因
は
い
1

で
も
な
く
、
ル
ソ
丨
が
具
現
す
る
.と
こ
ろ
で
あ
る
。

テ
イ
ト
口
に
つ
し
て
は
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
デ
イ
ド
ロ
は
、
ブ
ル
ジ
.ョ
ア
社
含
構
成
単
位
と
し
て
の
功
利
的
人
間
像 

の
設
定
に
貢
献
し
た
。
だ
が
、
デ
イ
ド

ロ

が

靈

す

る「

幸
福
追
求
者」

は
ま
、I

対
主
義Q

下
で
は
白
分
I

の
力
I

律
的
な
予
定
調
和
こ
'
 

、学
る
こ
と
で
き
す
経
済
学
で
は
ほ
と
ん
ど
重
農
主
義
に
鐘
す
る
，

3
、

追
随
し
な
い
と
き
に
は
重
農
主
義
を
分
配
論
"
政
策
論
で
緩
和 

L
よ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
.
私
益
の
追
求
者
は
、
ス
ミ
ス
の
よ
う
に
予
謹
和
を
予
定
し
え
ず
、
.絶
対
盡
の
前
で

た
じ
ろ
い
でい
る

。

ヶ
ネ
ー
の
自
然
的
秩
序
の
思
想
的
特
徴
を
そ
の
.

「

自
然
権
論」

に
み
れ
.ば
、
.

㈠
自
然
秩
序
を
明
確
に
経
済
的
秩
序
と
し
て
と
ら(

M
、
㈡
こ
H

を
、
政
治
社
会=

実
定
法
と
統
治
の
基
礎
と
し
て
.い
る
こ
と
で
あ(I)、

㈢
こ
の
発
見
さ
れ
た
社
会
的
再
生
産
の
過
程
を
、
人
間
.の
意
志
や
手
の
ふ

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的
な
、
そ
う
い
う
意
味
で
自
然
な
、(

し
た
が
っ
て
歴
史
を
排
除
し
た)

循
環
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ネ
ー
に
お
け
る

経
済
科
学
の
成
立
を
指
摘
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
科
学
が
、
他
方
で
人
間
の
意
志
の
介
入
を
遮
断
し
た
.と
こ
ろ
に

成
立
し
て
い
る

点
を
同
時

に
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
経
済
科
学
を
自
然
科
学
に
擬
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ

の「

自
然
法
思
想」

と
し
て
の
特
m
の
一
つ

が
あ
る
。
そ
れ
が
、「

神
が
制
定
し
た
諸
法
則」

の
一
つ
で
あ

り

、
.

「

正

し

くか
つ
完
全(

奶」

も
の
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
も
の
と
し

て「
自
然
1_

で
.あ
る
の
は
そ
れ
に
人
間
'力
参
与
で
き
す
し
た
が

.っ
て
歴
史
を
排
除
す
る
か
ら
で
あ
る
。

.ヶ
ネ
ー
が
.医
者
と
'し
て
.、

エ
.コ
■ノ
ミ
ー
•
ア
ニ
マ

f 
7
 

一

丨
ル
に
な
ぞ
ら
え
て
、

エ
コ
■ノ
ミー

 

•ポ
.リ
テ
ィ
ー
ク
を
創
造
し
た
の
.も
、
ま
た
、

こ
れ
ら
す
ベ
て
の
諸
法
則
を
、
神
が
判
定
し(

が)
「

至
高
法 

則」

と
し
た
の
も
、
そ
れ
は
ヶ
ネ
ー
の
経
済
科
学
が
歴
史
科
学
と
し
て
で
は
な
く
、
自
然
科
学
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

な
る
ほ
ど
ヶ
ネ
I
も
人
間
の
意
志
が
参
与
す
る
余
地
を
み
と
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
神
の
制
定
し
た
自
然
秩
序
そ
办
も
の
に
対
し
て
で
は 

な
く
、
そ
の
管
理
の
法
た
る
.

「

'実
定
法j

や

「

政
洽」

に
対
し
て
で
あ
る
。.
.ル
ソ
ー
.と
は
ま
さ
に
対
照
的
に
、
ヶ
ネ
ー
は
国
家
と
社
会
を
混
同
す 

る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
.「

峻
別」

し
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
ま
さ
に
人
間
の
意
志
の
介
入
を
、
政
治
の
次
元
に
限
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

「

あ 

ら
ゅ
る
人
間
の
権
力
は
、
神
に
ょ
っ
て
制
定
さ
れ
た
こ
の
至
高
法
則(

自
然
法)

に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ…

…

こ
の
法
則
は
、
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
の 

根
本
を
な
ナ
規
律
で
あ
る
。
な
ぜ
な
.ら
実
定
法
は
.、
明
ら
か
に
人
類
に
最
有
利
な
自
然
秩
序
に
関
す
る
管
理
の
法
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ(

M
。

」 

ヶ

ネ

ー

に

ょ

っ

て

(

等

価

交

換

に

も

と

づ

く

)

商
品
流
通
の
体
系
す
な
わ
ち
、
齡
済
社
会
が
そ
の
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
、
.経
済
社
会
ば
政
治
の 

蓝
礎
と
な
り
、
=経
済
学
は
政
治
学
の
前
提
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
ヶ
ネ
ー
の
功
績
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
と
の
経
済
社
会
に
は
人 

間
の
主
体
的
参
与
と
、
，
し
た
が
っ
て
歴
史
が
排
除
さ
れ
て
.お
り
、

そ
れ
ゆ
え
、

経
済
表(

範
式)

で

は

、.封
建
的
階
級
閨
係
が
自
然
秩
序
と
し 

て

、

自

明

の

〖「

前

提」

な

い

し.「

与
件
：1
と
し
て
、
'絶
対
化
さ
れ
で
い
る
.の
で
あ
，る
。
地
代
取
得
者
に
ょ
る
余
剰
生
産
物
の
取
得
は「

明
証」

に 

.

ル
ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下)

. 

.
一
三一

(

九
六
五)



: 

ニm
i

(

九
六
六)

よ
っ
て
論
証
ざ
れ
る
こ
•と
な
く
等
価
交
換
の
法
則
と
は
無
関
係
に

.「

設

定」

さ

，ユ
る
。

ル
ソ
丨
I

っ
..て
は
、
す
で
に
み
た
と
.f

、
社
会
とir

家
と
が
簡
さ
れ
、
社
会
は
っ
ね
に
そ
の
意
志
関
係
"
法
表
象
に

次

て

考

察
さ

‘れ 

て
い
る
た
め
に
、
.経
済
社
会
が
そ
の
も
の
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
.だ
が
、
社
会
を
一
.
つ

の

人

間

の

意

產

係

の

全
体
と
み
た

q
 

ゆ
え
に
.、
ル
ソ
I
は
そ
こ
に(

ヶ
f

と
は
ま
さ
に
逆
に)

封
建
制
と
.い
う「

与
件」

の
中
で
の
商
品
謹
の
実
態
把
握
で
は
な
く
、
商
I

f
 

自
己
を
貫
徹
す
る
た
め
の
社
会
の「

形
式」

を
、
前
提
条
件
を
、
商
品
に
と
っ
て
本
来
的
な「

与
件」

の
設
I

主
張
し
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ 

ろ
で
経
済
社
会
に
.お
い
て—
し
た
が0

て
経
済
学
に
お
.い
て—

与
件
を
謹
す
る
の
は
つ
ね
に
人
間
で
あ
り
、

か
か
る
も
の
と
し
て
の
与
件 

そ
の
も
の
の
震
を
包
学
る
の
は
歴
史
で
あ
る
。(

こ
の
と
き
讓
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
も
は
や「

与
件」

と
い
う
形
式
論
理
の
言
葉
I

は
ま
ら
な 

い
。
歴
史
の
展
開
そ
の
も
の
を
合
理
的
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
■

法
が
必
要
.と
な
ろ
う
。)

ル
ソ
丨
は
か
く
し
て
市

民
社
含

生

理

学

を創
る
こ
と
は
で
き
な
か
づ
た
が
、
.
一
方
で

(

商
品
本
来
の
属
性
た
る)

.人
間
の
H

#'
と
I
 

認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て

、

市

民

社

含

生

理

学
=

経

，済

学

の

成

立

条

件

を

確
立
し
、
他
方
で
は
自
然
.「

法」

を
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史 

の

覺

ベ
.一

歩
を
す
す
め
た
。
ル
.ソ
丨
は
社

会

理

論

.を
神
と
自
然
が
ら
解
放
し
て
、
.
歴
史
科
学
へ
と

近
づ
け
た

の
で
あ
る
。

.

.

.

そ
れ
ゆ
え
経
済
学
の
確
立
者
た
る
，ヶ

ネ
丨

を
そ
の
弱
点
に
お
い
て
も
.
っ
.と
.も
よ
.く
.批
判
し
う
る

の
は
ル
ソ
!

で
あ
る
、

自
然
ぜ
ん
た
い
の
う

ち
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
I

f

力
と
v

f

念

の

含

い

.て
人
'

る
I

、
そ
れ
は
な
ん
ら
か
の

正
し
い
観
^
^
^

精
神
に
も
た
ら
す
こ
と
，に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
は
、『

普
遍
的
な
力』

『
必
然
的
な
運
動』

と
い
う
よ
.

I
漠
然
と
し
た
こ
と
ば
で
な
ん
ら
が
の

こ
と
を
言
っ
て
し
る
つ
も
り
で
I

る
力

そ
れ
は
せ
ん
ぜ
ん
.な
に
も
.い
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な(

1>
1)

。

」
「

人
間
は
、
能
動
的
で
自
由
.で
あ
る
な

ら
、
自

分

で

行

ほ

る

。
人
間
が
自
由
に
行

f

こ
と
は
す
べ
て
摂
理
に
よ
っ
I

め
ら
れ
た
.体
系
の
中
に
は
い
ら
な
.い
し
、
摂
理
の
せ
い
に
す 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

J

J Q

よ
う
k
み
て
く

る

と

ケ

个

テ

ィ

.ト

ロ

ル
ソ
I
Q
三
人
め
思
蒙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
こ
そ
ち
が
え
、
す
べ
て
商
品
社
会
の
三
，つ
.

の
遊
本
的
局
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
形
態
の
中
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
，こ
の
点
で
、
こ
れ
ら
三
人
の
思
想
家
に
尤
共
通
の
ブ
ル
ジ
ョ 

ア
的
签
盤
を
み
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
違
点
の
分
析
は
以
後
、
こ
の
共
通
基
盤
の
前
提
の
上
で
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
諸
階 

級
に
よ
る
諸
革
命
の
複
合
体
で
あ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
思
想
は
、
こ
れ
ら
諸
思
想
家
の
、
諸
思
想
的
要
因
の
複
合
体
と
み
る
べ
き
で
あ 

る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が「

ブ
ル
ュ
ー
メ
ー
ル
十
八
日

」

で
指
摘
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
小
農
民
の
広
汎
な
確
立(

そ
れ
は
歴
史
の
進
展
に
対
し
、
 

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
お
い
て
は
英
雄
的
な
も
の
と
し
て
、
ル
イ
•ボ
ナ
パ
ル
ト
に
お
い
て
は
喜
劇
的
な
も
の
、資
本
主
義
の
展
開
に
と
っ
て
の
重
石
と
し
て
現
わ
れ
る)

を 

も
た
ら
し
た
も
の
.、
ま
た
ル
フ
ヱ
ー
ヴ
ル
が
、.「

農
民
の
革
命」

の
中
に
見
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
革

命

の「

反
資
本
主
義
的
性
格」

な
る
も
の
、
要 

す
る
に
、
資
本
主
義
の
展
開
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
的
個
性
を
な
す
も
の
は
、
社
会
経
済
史
的
.に
は
分
割
地
農
民
.

(

お
よ
び
、
そ
れ
と
結
合
す
る
小
商 

ロ

E

生
産
者)

の
広
汎
.な
確
立
に
.基
く
も
の
で
あ
り
、
思
想
史
的
に
は
、
ル
ソ
ー
的
思
想
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
る
。(

完)

注(

1)
「

ほ
と
ん
ど」

と
い
う
意
味
は
、

デ
ィ
ド
ロ
は
の
ち
に「

ガ
リ
ア

ニ
の
擁
護」

に
よ
っ
て
、

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
穀
物
自
由
貿
易
論
を
批
判
す
る
か
ら

で
あ
る
。Apologie pour Galiani, 

(La pen^e, 

n
。
55: 

mai-juin, 

1954.)

(

2)

小
場
瀬
卓
三『

デ
ィ
ド
ロ
研
究
.
上
.

」

白
水
社
三
五
ニ
ー
五
頁
、
三
八
ー
頁
。

(

3) 

®
ヶ
ネ
ー
は
ま
ず
ホ
ッ
ブ
ネ
の
批
判
か
ら
は
じ
.め
る
。
力
の
権
利
：

=

抽
象
的
な
政
治
的
権
利
に
か
え
て
、
.具
体
的
な
経
済
的
権
利
を
う
ち
た
.て
よ

う

と

す 

る
。「

し
か
し
万
人
の
万
物
.に
対
す
る
自
然
権
と
い
う
抽
象
的
観
念
の
空
虚
さ
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
自
然
的
秩
序
そ
の
も
の
に
従
う
た
め
に
は
、

む
し
ろ
こ 

の
人
間
の
自
然
権
の
範
囲
を
ば
、
人
間
の
享
楽
を
可
能
な
ら
し
め
る
諸
物
.に
還
元
.す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

」
「

人
間
の
万
物
に
対
す
る
権

利

と

い
う
こ

と

は

観
念
的 

な
も
の
に
す
ぎ
な
い
0

」
「

各
々
の
人
間
の
'自
然
権
と
い
う
も
の
は
、
現
実
に
お
い
て
は
、
人
間
が
労
働
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
部
分
に
限
ら
れ
る
0

」

啕
.
f
.

nay; L
e

 droit naturel. Oeuvres economiques-et philosophiques de F. 

Quesnay, 

publics par A. Oncken, 

1
8
800
, 

^
co
g
l
y 島
津
亮
ニ 

•

^
山
泉
訳
、
有
斐
閣
、
第
三
分
冊
、
六
四—

五
頁
、
⑥

つ
ぎ
に
ヶ
ネ
ー
は
す
す
ん
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「

社
会
の
基
礎
は
人
間
の
生
存
と
、
人
間 

を
守
る
べ
き
力
に
不
可
欠
な
富
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
ば
王
国
の
土
地
か
ら
生
ず
る
富
の
規
則
的
な
年
々
の
再
生
産
と
分
配
の
秩
序
に
背
離
す
る
豸

 ̂

法
の
制
定
'を
助
成
す
る
も
の
.は
、
た
だ
無
知
あ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。

」

こ
こ
に
自
然
法
が
、
富
の
秩
序
と
し
て
成
立
し
た
。
.経
済
表
と
自
然
権
論
と
は
必
然
的
な 

関
係
に
あ
る
。P

.
M
Q
i
n
a
y
;

 

ibid., P
/
3
7
6
.

訳
同
分
冊
七
九
頁
。
 

.

ル
.ソ
ー「

社
会
契
約
論」

の
理
論
構
造
と
資
本
主
義(

下) 

ニ
ニ
三
.(

九
六
七)



一
三
.四

-5
L
六
八)

.

(
A
.
ヶ
ネ
丨
は
自
然
法
を
物
理
的
p

f

f
な
自
然
秩
序
と
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の道
徳
的
I

I

な
秩
序
へ
"
人

に
分
け
：、
，
.つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「

あ
ら
ゆ
る
人
間
の
権
力
は
、
神
に
.よ
：
っ
て
制
定
.さ

れ

た

こ

の

醫

篇

に

従

わ

ね

ば

な
ら
ぬ
。

.

…
…

と
の

法
則
丈

あ
ら
.f

実
定
法
の
根
本I

す
規
律
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
実
定
法
は
、
明
ら
、か
_に
人
類
に
最
も
有
利
な
自
然
的
秩
序
に
関
す
る
管
理
の
法
に
す
か

5( 

で
あ
る
。

」
.

Ibid, P. 375.

訳
同
七
七
頁
。

 

I

(

5)

平
田
清
明.

「
経
済
科
学
の
創
造

」

岩
波
書
店
、
こ
の
著
書
の
ヶ
ネ
丨
と
ル
ソ
丨
の
対
比
の
し
か
た
は
、
.基
本
的
に
は
正
し
、，
と

、’っ
て
ミ
と
思
う
。
レ 

ソ
丨
と
U

ふ

、
革
命
主
義
と
保
守
主
義
と
い
I

純
な
対
比
で
は
理
解
さ
れ
な
い
。
こ
め
よ
う
な
と
ら
え
方
は
|

、_重
農
主
義
を「

封i

反
動」

と
；;

H

む 

そ
れ 

f 

I
L
P
t

こ
の
よ
う
に
ル
ソ
-
と
ヶ
ネ
1
を
、
商
品
関
係
の
把
握
と
い
1

で
同
じ
路
線
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
は
そ
れ
I

と
し
C

I」

、
が
、

そ
の
,
H

 
ニ

人
の
思
想
上
お
よ
び
視
点
の
差
を
ぬ
り
つ
ぶ
す
こ
と
の
危
険
は
議
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
.
Hル
ソ_

.
法
表
象
、
ヶ
ネ
丨
.
経
済
的
謹
係
、

3
レ
ノ
，丨

の
意
志
に
も
と
づ
く
契
約
社
含
成
立
、
ヶ
ネ
丨
•
人
間
の
意
I

超
え
た
神
の
秩
序
、
5

ソ
！

歴
史
の
一
定
段
階
で
の
契
約
成
立
、

n

t
 

•

不
在
永
久
不
易
の
神
の
秩
序

0
\

(

6) 

F
.

のuesnay; 

ibid., p. 371.

訳
六
九
頁
。

(

7
、Mirabeau; 

Eloge fundbre de M. Frangois Quesnay, 

J
. 

7.

/-
~
8

) 

*
l2 .
g souverains 
パ F

.

4Duesnay; 

ibid., p. 375.
訳
七
七
頁
。

 

,

(
0
0

平
田
淸
明
贫
馨
一
二
五
頁
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
ヶ
ネ
丨
が
社
会
を
そ
の
法
表
象
に
お
い
て
で
は
な
く
、
経
済
的
秩
序
と
し
て
明
確
に
把
蜜
し
た
こ 

と
か
ら
す
ぐ
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
 

{

(

10) 

F

•
の in

a
y
;

 

ibid., 

P
.

 375.

訳
七
七
頁
。

(

u) 

Emile, oeuvre

TO
e
wけ
。
§ 

H
<!
p 

訳
中
巻
一
三
八
頁

*

(

12) 

Ibid., p. 

167.

訳
中
巻
一
五
一
頁
。

料

日
本
に
お
け
る
ゴ
ド
ウ

イ
ン
研
究
史(

続)

資
一
マ
ル
サ
ス
の
紹
介

ニ

福
田
徳
三 

三

河

上

蕺

_

四

土

田

杏

村(

以
上
五
九
卷
三
号

)

五
無
政
府
主
義
思
想
史
研
究

(

五
九
卷
六
号)

六
人
口
論
史
研
究(

以
上
本
号) 

-

i
ハ
人
口
論
史
研
究

前
回
に
記
し
た
ょ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
研
究
の
水
準
は
全
体 

に
低
い
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
、
特
に
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
対
す
る
関
心
が
乏
し
い 

理
由
と
し
て
は
、
直
接
行
動
の
，原
於
を
求
め
た
日
本
の
ア
ナ
キ
ス
ト
に
と
っ
て 

ゴ
ド
.ウ
ィ
ン
.の
思
想
は
全
く
木
適
当
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
ま
た
先
進
国 

の
ア
ナ
キ
.ス
ト
自
身
、が
、
た
と
え
ば
プ
ル
ド
ン
や
'、ハ
ク
I 
二
シ
は
ゴ
ド
ウ
イ
ン 

に
つ
い
て
の
知
識
を
ほ
と
ん
、ど
持
た
ず
、
，.ま
た
彼
を
高
く
評
価
し
た
ク
ロ
ボ
ト 

キ
ン
も
、
彼
に
影
響
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、.
そ
の
思
想
が
形
驼
さ
れ
た 

の
ち
に
彼
と
め
類
似
性
を
知
つ
た
に
す
ぎ
な
い
，の
で
、
ゴ
ド
ウ

イ

ン
研
究
を
•怠 

日
本
に
お
け
る
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
史(

続)

つ
て
い
_た
と
い
う
こ
と
が
考
え
-ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、.
ア
ナ
キ
ズ
ム
..研
究
に
お 

け
る
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
論
は
、
断
片
的
な
概
説
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

:

こ
れ
に
^

して、
日
本
に
お
い
て
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
対
す
る
認
識
が
比
較
的
進 

ん
で
い
た
の
は
、
マ
ル
：サ
ス
研
究
を
中
心
と
す
る
人
口
論
史
研
究
の
分
野
で
あ 

っ
た
。
.前
々
回
の
冒
頭
で
触
れ
た
ょ
う
に
、
わ
が
国
で
は
経
済
学
史
研
究
の
水 

準
が
高
く
、
，そ
の
中
で
も
近
代
国
家
形
成
期
に
お
け
る

人
口
論
の
重
要
性
は
早 

く
か
ら
認
識
さ
れ
て
.マ
ル
サ
ス
が
紹
介
さ
れ
、
し
か
も
マ
.ル
サ
ス
は
そ
の「

人 

P
の
原
理」

に
お
.い
て'
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
を
ぞ
の
第
一
の
論
敵
と
し
て
正
而
か
ら 

攻
撃
を
加
え
て
い
た
た
め
、

人
口
論
史
研
究
に
お
い
て
は
、
他
の
分
野
以
上
に 

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
：対
す
る
関
心
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

氺 

* 

*

マ
ル
サ
ス
の「

人
口
の
原
理」

が
明
治
初
期
に
紹
介
さ
れ
て
の
ち
、
大
正
に 

入
っ
て
一
九

1

六
年(

大
正
五.年)

、
マ
ル
サ
ス
生
誕
百
五
十
年
ひ
春
を
迎
え
、
 

京
都
法
科
大
学
は
そ
の
記
念
講
演
会
を
催
し
、
そ
の
内
容
を「

経
済
論
叢」 

(

第
二
巻
第
五
号

)

.
に
苒
録
し
た
。
そ
れ
は
、ま
る
さ
す
先
生
略
伝(

内
田
銀
蔵)

、
 

ま
る
さ
す
人
口
論
要
領(

河
上
肇)

、.ま
る
さ
す
人
口
論
ノ
研
究
方
法
ニ
就
イ
テ

ニ
ー一

五

(

九
六
九)


