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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
（H
arold J. Laski: 1893 -1950

）
の
前
半
期
（
一
九
三
一
年
ま
で
）
の
政

治
思
想
に
焦
点
を
当
て
、
彼
が
多
元
的
国
家
論
と
い
う
理
論
枠
組
み
を
採
用
す
る
こ
と
の
意
図

0

0

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
多

元
的
国
家
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
分
析
を
施
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
彼
が
多
元
的
国

家
論
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
政
治
世
界
を
観
察
し
た
の
か
は
い
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
結
果
、
彼
の
政
治
思
想
の
中
心
的
価
値

た
る
「
自
由
」
概
念
と
こ
の
多
元
的
国
家
論
と
の
関
係
も
い
ま
だ
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。

　
ラ
ス
キ
研
究
に
お
け
る
こ
の
不
満
足
な
状
況
は
、
彼
の
死
後
に
発
表
さ
れ
た
初
め
て
の
包
括
的
ラ
ス
キ
研
究
で
あ
る
ハ
ー
バ
ー
ト
・

デ
ィ
ー
ン
の
著
作
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
（The Political Ideas of H

arold J. Laski

）』
が
及
ぼ
し
た
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
デ
ィ
ー
ン
は
ラ
ス
キ
の
前
半
期
の
思
想
を
「
多
元
論
」
の
時
期
（
一
九
一
四
―
一
九
二
四
年
。
以
下
、「
初
期
」
と
呼
ぶ
）
と

「
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
」
の
時
期
（
一
九
二
五
―
一
九
三
一
年
。
以
下
、「
中
期
」
と
呼
ぶ
）
と
に
分
け
、
そ
れ
ら
の
間
の
理
論
的
断
絶
を
強
調 

す（
1
）る。
な
る
ほ
ど
主
に
主
権
論
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
に
従
事
し
た
初
期
の
著
作
群
と
、
政
治
制
度
に
関
す
る
具
体
的
構
想
に
ま
で
言
及

し
た
中
期
の
著
作
群
と
を
分
け
て
論
じ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
適
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
デ
ィ
ー
ン
は
こ
の
よ

う
な
区
別
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
初
期
と
中
期
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
政
治
理
論
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
重
大
な
過
ち
を
犯
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
初
期
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
主
権
論
に
対
す
る
攻
撃
を
、
そ
の
ま
ま
「
国
家
の
最
高
権
力
を
除
去
す
る
た
め
の
彼
の
計（
2
）画」

と
取
り
違
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
で
は
、
制
度
論
が
前
面
に
出
て
く
る
中
期
の
著
作
に
お
い
て
も

主
権
論
批
判
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
以
後
の
ラ
ス
キ
研
究
も
基
本
的
に
は

デ
ィ
ー
ン
の
こ
の
よ
う
な
初
期
―
中
期
断
絶
テ
ー
ゼ
を
抜
け
出
て
い
な（
3
）い。
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こ
の
誤
解
は
、
ラ
ス
キ
本
人
が
明
確
に
区
別
し
て
い
た
「
法
的
な
（legal

）」
見
方
と
「
道
徳
的
な
（m

oral

）」
見
方
を
混
同
し
て
し

ま
っ
た
結
果
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
第
二
章
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
誤
解
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
初
期
ラ
ス
キ

の
主
権
論
に
お
け
る
「
法
的
」
と
「
道
徳
的
」
と
い
う
二
つ
の
厳
密
に
区
別
さ
れ
た
視
点
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
彼
が
主
権
を
「
道
徳
的

正
し
さ
（m

oral right

）」
の
観
点
か
ら
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
理
由
に
つ
い
て
論
じ
る
。
次
に
第
三
章
で
は
、
中
期
に
視

点
を
移
し
、
ラ
ス
キ
の
自
由
論
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
彼
の
「
自
由
」
概
念
の
「
気
風
（atm

osphere

）」
と
し
て
の
側
面
が
強
調

さ
れ
て
お
り
、「
自
由
」
の
そ
の
よ
う
な
側
面
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
多
元
的
国
家
論
と
「
自
由
」
と
の
関
係
が
理
解
さ
れ

る
。
最
後
に
第
四
章
で
は
、
中
期
ラ
ス
キ
の
国
家
論
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
初
期
か
ら
中
期
へ
の
思
想
的
変
遷
の
根
拠
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
調
整
権
威
（co-ordinating authority

）」
と
し
て
の
国
家
と
い
う
考
え
方
が
、
実
は
初
期
に
お
け
る
国
家
の

「
法
的
」
観
察
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
一
方
で
中
期
に
至
っ
て
も
ラ
ス
キ
が
「
道
徳
的
」
観
点
か
ら
国
家
を
他
の
集
団

と
同
列
に
捉
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
初
期
―
中
期
断
絶
テ
ー
ゼ
を
論
駁
し
た
い
。

二
　
初
期
ラ
ス
キ
の
主
権
論

　
ラ
ス
キ
は
マ
ギ
ル
大
学
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
歴
史
学
を
受
け
持
つ
教
師
と
し
て
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
そ
し
て
こ
の

間
に
、
主
権
概
念
に
関
す
る
歴
史
的
論
考
を
中
心
と
す
る
三
つ
の
論
文
集

―
い
わ
ゆ
る
「
主
権
三
部
作
」

―
を
刊
行
し
た
。
そ
こ
で

は
絶
対
的
で
永
続
的
な
権
力
た
る
「
主
権
」
概
念
を
歴
史
的
な
観
点
か
ら
相
対
化
す
る
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
初
期
ラ

ス
キ
の
主
権
論
に
深
く
立
ち
入
っ
て
い
く
前
に
、
本
稿
が
反
論
を
加
え
よ
う
と
す
る
「
初
期
―
中
期
断
絶
テ
ー
ゼ
」
の
内
容
を
確
認
し
て

お
こ
う
。

　
従
来
の
ラ
ス
キ
研
究
者
た
ち
は
、
ラ
ス
キ
の
初
期
と
中
期
の
理
論
的
断
絶
を
、
彼
の
政
治
理
論
に
お
け
る
国
家
の
位
置
づ
け
の
変
容
に
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見
出
す
。
す
な
わ
ち
初
期
に
お
い
て
は
、
国
家
は
他
の
集
団
と
完
全
に
同
等
の
地
位

0

0

0

0

0

に
置
か
れ
て
い
る
が
、
中
期
に
至
っ
て
国
家
は
他
の

集
団
に
優
越
す
る

0

0

0

0

特
別
な
地
位
を
与
え
ら
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
デ
ィ
ー
ン
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ラ
ス
キ
は
前

期
に
お
い
て
は
「
国
家
は
他
の
結
合
社
会
と
対
等
な
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
期
に
は
国
家
は
「
社
会
的
な
ア
ー

チ
の
か
な
め
石
」、「
共
同
社
会
に
お
け
る
統
合
調
整
の
要
因
」、
そ
し
て
「
社
会
の
根
本
的
な
道
具
的
手
段
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
、
と
い
わ
れ（
4
）る。

　
ま
た
小
笠
原
欣
幸
も
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。「
多
元
的
国
家
論
の
ラ
ス
キ
と
〔
中
期
の
〕『
政
治
学
大
綱
』
の
ラ
ス
キ
と
の
間
に

は
、
国
家
の
権
力
の
と
ら
え
方
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。『
政
治
学
大
綱
』
に
お
い
て
ラ
ス
キ
は
、
初
期
の
多
元
的
国
家
論
を
〝
修
正
〞
し
、

諸
団
体
や
個
人
に
対
す
る
国
家
の
優
越
を
承
認
す
る
に
至
っ
て
い
る
（〔
　
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
、
以
下
同（
5
）様）」。
こ
の
よ
う
に
国
家

を
あ
ら
ゆ
る
面
で

0

0

0

0

0

0

他
の
集
団
と
並
置
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
「
多
元
的
国
家
論
」、
他
方
で
国
家
を
再
分
配
の
道
具
と
し
て
積
極
的
に

使
っ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
「
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
」
と
し
て
、
彼
ら
は
ラ
ス
キ
の
初
期
と
中
期
の
思
想
を
分
断
す
る
。
だ
が
残
念

な
が
ら
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
ラ
ス
キ
の
国
家
に
関
す
る
「
法
的
」
観
察
と
「
道
徳
的
」
観
察
と
の
区
別
の
看
過
の
上
に
成
り
立
つ
誤
解
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。㈠

　
国
家
一
元
論
批
判

　
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
初
期
ラ
ス
キ
の
主
権
論
批
判
と
は
歴
史
的
観
点
か
ら
主
権
概
念
を
相
対
化
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
ラ
ス
キ
は
ト

ク
ヴ
ィ
ル
に
依
拠
し
つ
つ
、
自
身
の
根
本
的
な
問
題
意
識
を
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。

ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
人
間
は
必
要
な
制
度
と
こ
れ
ま
で
な
じ
ん
で
き
た
制
度
と
を
混
同
す
る
傾
向
を
ど
う
し
て
も
も
ち
が
ち
で
あ
る
と

力
説
し
た
の
は
、
賢
明
で
あ
っ
た
。（
…
…
）
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
政
治
思
想
や
法
思
想
の
研
究
者
は
重
要
で
あ
る
と
い
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わ
れ
て
い
る
理
論
に
つ
い
て
、
た
と
え
新
し
い
状
況
の
下
で
当
初
の
実
態
が
質
を
同
じ
く
し
て
い
な
が
ら
何
ら
か
の
異
な
っ
た
形
態
へ
と
変
化
し
て
い

る
と
き
で
も
検
討
を
加
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。（FS: 209

﹇
三
七（
6
）七﹈）

　
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
政
治
学
徒
が
従
事
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
現
在
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
の
歴
史
的
偶
然
性
を
暴
き
だ
し
、
そ
の

う
え
で
そ
の
よ
う
な
状
況
に
適
合
す
る
理
論
・
制
度
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
選
別
す
る
作
業
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら

法
学
者
と
哲
学
者
が
単
な
る
習
慣
と
必
要
な
も
の
を
混
同
し
て
き
た
歴
史
を
描
く
。

　
ま
ず
ラ
ス
キ
は
、
ボ
ダ
ン
や
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
ら
に
よ
る
政
治
の
法
学
的
解
釈
に
対
し
て
も
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
る
。「
法
律
家
は

お
そ
ら
く
必
然
的
に
、
正
し
さ
（right

）
で
は
な
く
権
利
（rights

）
に
関
心
を
示
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
根
源
と
い
う
問
題
、
す
な

わ
ち
究
極
的
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
拠
り
所
に
対
し
先
入
観
を
も
ち
、
そ
の
た
め
法
的
に
古
い
も
の
（the legally ancient

）
と
、
政
治
的
に

正
当
化
し
う
る
も
の
（the politically justifiable

）
と
を
、
不
当
に
混
同
し
が
ち
で
あ
っ
た
（
…
…
）」（FS: 233

﹇
三
九
六
﹈）。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
法
学
者
に
よ
る
両
者
の
混
同
を
通
じ
て
、「
す
べ
て
の
制
度
の
上
に
、
国
家
が
優
越
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
主
張
」（FS: 234

﹇
三
九
八
﹈）
た
る
国
家
一
元
論
が
形
成
さ
れ
た
。

　
た
だ
し
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
国
家
の
優
越
性
と
は
、
ま
だ
法
の
論
理
の
次
元
に
お
け
る
優
越
性
を
指
し
て
い
た
。
国
家
主
権
を

「
道
徳
的
に
」
正
し
い
も
の
と
み
な
す
国
家
一
元
論
は
哲
学
者
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
法
律
家
の
し
た
こ
と
は
、
哲

学
者
に
よ
る
道
徳
的
上
部
構
造
の
た
め
に
、
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
家
一
元
論
が
論
理
（logic

）
の
次
元
か
ら
、
倫
理

（ethics

）
の
次
元
へ
と
高
め
ら
れ
た
の
は
、
哲
学
者
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
国
家
の
権
利
（rights

）
が
正
し
さ
（right

）
の
問
題

と
な
っ
た
。
国
家
主
権
は
、
道
徳
的
な
絶
対
性
（m

oral preem
inence

）
に
ま
で
浄
化
さ
れ
た
」（FS: 234-5

﹇
三
九
八
﹈）。
法
学
者
に
よ
っ

て
提
唱
さ
れ
た
主
権
理
論
は
、
い
ま
や
道
徳
的
次
元
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
国
家
意
志
は
法
的
に
正
し
い
だ
け
で
な
く
、
道
徳
的

に
も
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
哲
学
者
」
た
ち
の
思
惑
に
反
し
て
、
こ
の
国
家
一
元
論
が
「
わ
れ
わ
れ
に
印
象
づ
け
る
こ
と
は
、
法
的
正
し
さ

（legal right

）
と
道
徳
的
正
し
さ
（m

oral right

）
の
間
に
存
在
す
る
大
き
な
不
一
致
で
あ
る
」（AM

S: 4 （
7
）

2

）。
そ
し
て
ラ
ス
キ
は
、
国
家
の

優
越
性
を
法
的
側
面
の
み
な
ら
ず
道
徳
的
側
面
に
ま
で
拡
大
し
て
解
釈
す
る
国
家
一
元
論
者
の
主
権
理
論
を
批
判
し
、
国
家
主
権
を
論
ず

る
際
の
法
的
正
し
さ
と
道
徳
的
正
し
さ
と
の
区
別
を
要
請
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
批
判
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
政
治
の
哲
学
的
解
釈
が
孕
む
次
の
よ
う
な
限
界
で
あ
る
。「
国
家
の
理
想
や
形
態
が
、

こ
の
立
場
に
お
け
る
討
議
の
主
要
な
内
容
で
あ
っ
た
。（
…
…
）
少
な
く
と
も
政
治
に
関
し
て
、
哲
学
は
空
間
と
時
間
と
い
う
範
疇
に
は

ほ
と
ん
ど
考
慮
を
払
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（FS: 232-3

﹇
三
九
六
﹈）。
こ
こ
で
「
政
治
の
哲
学
的
解
釈
」
と
し
て
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
の
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ボ
ザ
ン
ケ
な
ど
の
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
（British Idealism

）
で
あ（
8
）る。
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
と
は
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
研
究
し
受
容
し
た
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
家
と
共
同
体
全
体
と
を
同
一
視
し
、
国
家
意
志
は
共
通

善
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
え
道
徳
的
に
正
し
い
と
す
る
国
家
一
元
論
を
支
持
す
る
点
で
、
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
と
敵
対
す
る
政
治

思
想
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
社
会
の
一
般
意
志
を
体
現
す
る
た
め
の
必
然
的
な
機
関
で
あ
っ
て
、
歴
史
と
は
無
関
係
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
と
は
、
国
家
を
、
そ
れ
が
国
家
と
い
う
名
の
下
に
歴
史
的
に
行
っ
て
き

た
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
共
通
善
を
満
た
す
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
だ
け
か
ら
評
価
し
正
当
化
す
る
点
に
お
い
て
、「
空

間
と
時
間
と
い
う
範
疇
」
を
考
慮
に
入
れ
な
い
哲
学
的
国
家
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
学
派
の
主
張
す
る
国
家
一
元
論
に
対
し
て
、
ラ
ス
キ
の
支
持
す
る
「
多
元
的
国
家
論
」
と
は
、

正
当
な
行
為
以
外
、
す
べ
て
の
主
権
を
究
極
的
に
は
否
定
す
る
と
い
う
単
純
な
理
由
に
よ
っ
て
、
法
律
が
主
権
者
の
命
令
で
あ
る
と
の
み
説
明
さ
れ
う

る
と
い
う
考
え
方
を
否
定
す
る
。（
…
…
）
そ
れ
ゆ
え
個
人
は
ひ
と
り
で
、
あ
る
い
は
他
の
者
と
と
も
に
意
志
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
古
典
的
概
念
に
お
け
る
国
家
主
権
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
で
あ
る
。
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そ
れ
は
国
家
の
行
為
を
（
…
…
）
他
の
結
社
の
行
為
と
、
道
徳
的
に
は
対
等
の
地
位
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
判
断
に
ま
さ
に
道
徳
的
な

内
容
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
し
に
本
来
も
つ
力
を
与
え
る
の
で
あ
る
。（FS: 244-5

﹇
四
〇
六
﹈）

　
こ
の
よ
う
に
彼
は
国
家
の
超
越
性
を
説
く
一
元
論
の
立
場
に
反
対
し
て
、
個
々
人
が
国
家
行
動
の
内
容
を
吟
味
し
評
価
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
国
家
を
他
の
集
団
と
同
等
の
地
位
に
置
く
多
元
論
の
立
場
を
支
持
す
る
。

　
た
だ
し
こ
こ
で
彼
が
国
家
を
他
の
集
団
と
並
列
す
る
際
、「
道
徳
的
」
側
面
に
限
定
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
他
方
で
彼
は
法
的
観
点
か
ら
も
国
家
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
法
的
観
点
か
ら
見
た
国
家
は
他
の
集
団
と
は

異
な
る
特
別
な
側
面
を
有
す
る
。
法
的
観
点
と
道
徳
的
観
点
の
区
別
に
着
目
す
れ
ば
、
ラ
ス
キ
が
国
家
の
「
法
的
」
優
越
性
を
初
期
の
時

点
か
ら
す
で
に
認
め
て
い
る
こ
と
が
、
次
の
一
節
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
法
的
に
は
（legally

）、
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
は
権
力
を
無
制

限
に
行
使
し
う
る
機
関
が
存
在
す
る
こ
と
を
誰
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
合
法
性
（legality

）
は
論
理
上
の
仮
説
以
外
の
も
の

で
は
な
い
」（FS: 236

﹇
三
九
九
﹈）。
こ
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
は
、
一
方
で
「
道
徳
的
な
」
観
点
か
ら
政
治
を
観
察
す
る
こ
と
を
要
請
し
な
が

ら
も
、
他
方
で
政
治
社
会
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
国
家
の
「
法
的
」
優
越
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
国
家
の
優

越
性
は
、
国
家
が
備
え
る
強
制
装
置
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
い
か
な
る
政
府
で
あ
れ
、
自
ら
進
ん
で
従
お
う
と
し
な
い
国
民

か
ら
も
、
し
ば
し
ば
服
従
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
」。

　
し
か
し
他
方
で
そ
の
よ
う
な
国
家
の
優
越
性
が
、
被
治
者
の
側
の
惰
性
的
服
従
に
よ
っ
て
も
安
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
側
面
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
、
ラ
ス
キ
は
批
判
的
に
指
摘
す
る
。「（
…
…
）
多
数
の
人
々
は
服
従
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
の
で
、
一
般
的
に
い
っ
て
、

彼
ら
の
服
従
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
処
罰
に
よ
る
制
裁
が
ほ
と
ん
ど
必
要
な
い
。
少
な
く
と
も
民
主
主
義
国
家
の
政
府
に
と
っ
て
、
不

服
従
が
場
合
に
よ
っ
て
は
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
仮
定
に
立
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
必
要
で
あ
る
」（FS: 215

﹇
三

八
二
﹈）。
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こ
の
よ
う
な
大
衆
の
盲
目
的
服
従
に
対
す
る
ラ
ス
キ
の
批
判
は
、
彼
の
多
元
的
国
家
論
と
自
由
論
と
の
間
の
連
関
を
見
る
う
え
で
重
要

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
被
治
者
の
消
極
的
で
受
動
的
な
態
度
は
、
国
家
の
優
越
性
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
国
家
一
元
論
を
可
能
な
ら
し

め
て
い
る
要
因
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
あ
る
法
と
道
徳
の
同
一
視
と
い
う
態
度
か
ら
は
自
由
な
市
民
は
生
じ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
法
と
道
徳
を
区
別
す
る
こ
と
は
ラ
ス
キ
の
自
由
論
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
彼
は
法
と
道
徳
の
区
別
と
自
由
と
の
関
係
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
由
の
概
念
は
、
政
治
に
お
い
て
正
し
い
こ
と
（right

）
の
実
現
を
獲
得
す
る
闘
争
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
法
（law

）
と
道
徳
（m

orals

）
と
の

境
界
が
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
警
告
し
て
お
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
よ
う
に
警
告
さ
れ
る
必
要
が
大
い
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
由
の
概
念
は
、
人
間
の
究
極
の
個
性
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
法
律
に
よ
っ
て
恒
久
的
な
安
定
を
得
よ
う
と
す
る
制
度
で
は
、
そ
の
た
め
の
余
地
を
何

ら
発
見
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。（FS: 7-8
﹇
三
五
七
﹈）

　
そ
れ
ゆ
え
法
と
道
徳
と
を
厳
格
に
区
別
し
、
道
徳
的
な
観
点
か
ら
国
家
と
他
の
集
団
と
を
同
等
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
多
元
的
国
家
論

を
受
け
入
れ
、
国
家
の
正
当
性
を
そ
の
行
動
の
結
果
に
対
す
る
個
々
人
の
道
徳
的
判
断
に
よ
っ
て
常
に
批
判
的
に
吟
味
し
つ
づ
け
て
い
く

態
度
を
と
る
こ
と
は
、
個
人
の
自
由
を
守
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
市
民
と
し
て
の
個
人
の
義
務
で
す
ら
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
国
家
の
政
策
が
究
極
的
に
決
定
さ
れ
る
際
の
手
段
の
部
分
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
の
行
為
の
基
礎
を
検

討
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
側
に
お
け
る
道
徳
的
な
義
務
と
な
る
。
政
治
に
お
い
て
最
も
罪
悪
な
こ
と
は
、
重
要
な
決
定
に
対
し
、
思

慮
な
く
黙
従
す
る
こ
と
で
あ
る
」（FS: 245

﹇
四
〇
六
﹈）。
逆
に
国
家
主
権
の
行
使
の
基
礎
を
検
討
せ
ず
に
、
そ
れ
が
主
権
者
の
命
令
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
法
的
に
正
当
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
道
徳
的
に
も
正
当
化
す
る
国
家
一
元
論
を
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
由
の

放
棄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
由
と
は
国
家
一
元
論
者
が
言
う
よ
う
な
「
真
の
自
我
」
を
体
現
し
て
い
る
国
家
に
服
従
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
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「
不
断
に
自
発
性
の
機
会
が
存
在
す
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
逆
に
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
「
国
家
一
元
論
を
唱
え
る
こ
と
が
究
極
的

に
意
味
す
る
の
は
、
大
衆
か
ら
こ
の
よ
う
な
自
由
を
彼
ら
の
支
配
者
に
譲
り
渡
す
こ
と
で
あ
る
」（FS: 239

﹇
四
〇
二
﹈）。

　
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
国
家
主
権
を
法
的
正
し
さ
の
観
点
に
限
っ
て
観
察
し
、
国
家
の
権
力
を
無
制
約
な
も
の
と
し
て
考
え
る
法
的
主
権
理

論
の
立
場
、
ま
し
て
や
そ
の
理
論
を
前
提
と
し
て
さ
ら
に
法
的
正
し
さ
を
道
徳
的
正
し
さ
と
混
同
す
る
国
家
一
元
論
の
立
場
を
と
る
こ
と

は
、
市
民
か
ら
自
由
の
本
質
た
る
「
自
発
性
」
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
る
政
治
論
に
抗

し
て
、
ラ
ス
キ
は
政
治
学
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
確
立
を
目
指
す
。
国
家
行
動
は
、「
そ
れ
ら
を
実
行
に
移
す
た
め
の
権
限
が
与
え
ら
れ

て
い
る
権
威
か
ら
発
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
確
か
に
法
的
に
正
当
（legally valid

）
だ
ろ
う
。
し
か
し
政
治
学
の
学
徒
は
そ

こ
で
止
ま
る
べ
き
で
は
な
い
。
法
的
正
し
さ
（legal right

）
を
単
に
声
に
出
せ
ば
政
治
的
判
断
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
」

（AM
S: 35

）。

　
そ
し
て
そ
の
政
治
学
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
た
る
多
元
的
国
家
論
と
は
、
国
家
の
果
た
す
べ
き
目
的
に
関
す
る
理
念
で
は
な
く
、
国
家
が

現
に
果
た
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
歴
史
的
に
果
た
し
て
き
た
機
能
に
着
目
す
る
「
機
能
主
義
（functionalism

）」
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に

よ
り
可
能
と
な
る
。

目
的
（purpose

）
に
関
す
る
知
識
が
い
く
ら
重
要
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
な
の
が
機
能
（function

）
に
関
す
る
知
識
で

あ
る
。
例
え
ば
国
家
は
、
そ
の
成
員
に
対
し
て
は
、
本
質
的
に
は
巨
大
な
公
共
事
業
団
体
で
あ
る
。（
…
…
）
わ
れ
わ
れ
が
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
国
家
が
何
を
し
よ
う
と
す
る
か
で
は
な
く
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
国
家
が
そ
の
名
に
お
い
て
何
を
し
て
き
た
か
で
あ
る
。（AM

S: 31

）

　
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ラ
ス
キ
は
政
治
学
を
歴
史
に
基
づ
か
せ
よ
う
と
し
、
歴
史
的
観
点
か
ら
国
家
が
一
公
共
事
業
団
体
と
し

て
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
も
の
と
判
断
す
る
。
多
元
的
国
家
論
は
、
国
家
を
一
般
意
志
を
体
現
す
る
と
い
う
理
念
的
目
的
の
面
か
ら
は
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判
断
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
国
家
の
行
動
を
積
極
的
に
吟
味
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
生
じ
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え

そ
の
立
場
の
採
用
は
自
由
の
放
棄
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
で
多
元
的
国
家
論
の
採
用
は
自
由
に
と
っ
て
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
十
分
条
件
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
現
代
の
民
主
主
義
国
家
に

お
け
る
大
衆
に
は
「
思
慮
な
き
服
従
」
の
傾
向
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
は
自
由
論
と
の
関
連
に
お
い
て
、
初
期
に
お
け
る

「
権
力
配
分
」
論
に
つ
い
て
論
じ
る
。

㈡
　
権
力
配
分
論

　
ラ
ス
キ
の
現
代
社
会
に
関
す
る
分
析
に
含
意
さ
れ
た
問
題
意
識
は
、
彼
の
法
的
主
権
論
批
判
と
同
様
、
初
期
と
中
期
に
共
通
し
て
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
自
身
の
自
由
論
を
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
か
ら
始
め
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
人
々
が
政
府
に
服
従
す
る
の
か

を
知
り
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
大
多
数
の
人
々
が
少
数
の
一
部
に
自
発
的
に
隷
属
す
る
と
い
う
衝
撃
的
事
実
を
説
明
す
る
要
因
を
知
り
た
い

の
で
あ
る
」（AM

S: 32

）。
ラ
ス
キ
の
思
想
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
治
者
と
被
治
者
の
不
一
致
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
治
者

に
対
す
る
被
治
者
の
服
従
の
要
因
を
彼
は
「
国
家
が
人
々
の
惰
性
（inertia

）
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
の
中
に
見
出
す

（AM
S: 33

）。
こ
の
よ
う
な
被
治
者
の
惰
性
的
服
従
傾
向
こ
そ
、
現
代
民
主
主
義
国
家
を
支
え
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
、
ラ
ス
キ

も
正
し
く
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
秩
序
は
守
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
被
治
者
の
欲
求
が
平
等
に
満

た
さ
れ
う
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
望
み
え
な
い
と
彼
は
考
え
る
。
そ
れ
で
は
い
か
な
る
方
策
に
よ
っ
て
彼
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
で
き

る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
彼
は
政
治
制
度
と
そ
の
下
で
生
活
す
る
人
々
の
精
神
と
の
密
接
な
関
係
に
着
目
し
た
。
彼
は
ま
ず
中
央
集
権
的
な
制
度
を
も
つ

国
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
察
す
る
。「
つ
ま
り
、
そ
の
大
部
分
が
単
一
の
政
治
的
中
心
に
集
中
し
て
い
る
権
力
は
、
そ
の
結
果
に
対

し
て
無
頓
着
な
人
種
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
る
程
度
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
問
題
の
根
本
に
横
た
わ
る
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
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は
、
あ
る
国
家
に
お
け
る
自
由
（the liberty of a state

）
は
大
い
に
権
力
の
状
況
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
単
純
な
理
由
か
ら
重
要
な
こ

と
で
あ
る
」（AM

S: 73

）。
こ
こ
で
は
す
で
に
、
中
期
に
お
い
て
「
経
験
」
の
概
念
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
ラ
ス
キ
の
自
由
論
の
萌

芽
が
見
出
さ
れ
る
。
権
力
の
中
央
へ
の
過
度
な
集
中
は
、
被
治
者
を
政
治
権
力
の
行
使
か
ら
遠
く
隔
て
る
た
め
、
や
が
て
被
治
者
か
ら
自

発
性
を
奪
う
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
被
治
者
が
自
発
性
を
も
ち
自
由
を
保
持
す
る
た
め
に
「
わ
れ
わ
れ
が
大
い
に
必
要
と
し
て
い
る
も
の
は
、
自
発
性
の
重
要
性
に
つ
い
て

の
認
識
を
失
わ
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
国
家
の
構
成
が
階
層
的
で
な
く
調
和
的
で
あ
り
、
い
わ
ば
主
権
が
機
能
を
基
礎

に
し
て
分
割
さ
れ
て
い
る
（partitioned

）」
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
権
力
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
権
力
を
配
分
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
そ
個
人
の
自
発
性
は
高
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
権
力
を
配
分
す
る
（division of pow

er

）
方
が
、
権
力
を
集
積
す
る

（its accum
ulation

）
よ
り
も
、
責
任
に
対
し
人
々
を
敏
感
に
す
る
か
ら
で
あ
る
」（FS: 241

﹇
四
〇
三
﹈）。

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
ス
キ
は
初
期
の
著
作
に
お
い
て
、
国
家
主
権
を
論
じ
る
際
に
法
的
観
点
と
道
徳
的
観
点
を
厳
密
に
区
別

す
る
こ
と
を
要
請
し
、
法
的
正
し
さ
の
観
点
か
ら
見
た
国
家
主
権
と
は
、
単
に
国
内
法
を
縛
る
法
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
の
論
理
的

な
仮
説
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
道
徳
的
な
正
し
さ
と
取
り
違
え
る
国
家
一
元
論
の
立
場
を
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

ラ
ス
キ
は
、
道
徳
的
観
点
か
ら
国
家
を
諸
集
団
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
多
元
的
国
家
論
を
採
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
法
と
道
徳
の
区
別
が

必
要
不
可
欠
な
の
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
被
治
者
は
治
者
の
命
令
を
す
べ
て
道
徳
的
に
も
正
し
い
も
の
と
し
て
無
条
件
的
に
受
け
入
れ
る

こ
と
と
な
り
、
政
府
の
行
動
の
良
し
悪
し
を
自
発
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
結
果
と
し
て
個
人
の
自
由
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
目
的
で
は
な
く
機
能
に
着
目
す
る
態
度
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
ラ
ス
キ
は
政
治
学
を
歴

史
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
、
国
家
を
そ
れ
が
歴
史
的
に
果
た
し
て
き
た
機
能
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
を
要
請
す
る
だ
け
で
は
被
治
者
の
態
度
は
変
わ
ら
な
い
。
国
家
行
動
の
結
果
に
注
目
す
る
自
発
的
な
態
度
を
涵
養
す
る
た
め
に
は
権

力
の
広
範
な
配
分
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
多
元
的
国
家
論
と
自
由
の
関
係
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
次
章
で
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は
中
期
ラ
ス
キ
の
自
由
論
を
見
て
い
く
。

三
　
中
期
ラ
ス
キ
の
自
由
論

　
一
九
二
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
し
た
ラ
ス
キ
は
グ
レ
ア
ム
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
後
任
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ

ミ
ッ
ク
ス
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）
の
政
治
科
学
講
座
の
講
師
を
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
就
任
に
あ
た
っ
て
Ｌ
Ｓ
Ｅ
に
捧
げ
ら
れ
た
の
が
、
彼

の
主
著
と
さ
れ
て
い
る
『
政
治
学
大
綱
』
で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
の
著
作
と
一
九
三
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
近
代
国
家
に
お
け
る
自
由
』

と
い
う
中
期
ラ
ス
キ
の
二
つ
の
主
要
著
作
に
依
拠
し
て
彼
の
自
由
論
を
検
討
す
る
。

㈠
　
自
由
論

　
ラ
ス
キ
は
ま
ず
「
自
由
」
概
念
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
自
由
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
間
が
最
善
の
自
己
と
な
る
機
会
（the 

opportunity to be their best selves

）
を
も
つ
よ
う
な
気
風
（atm

osphere

）
を
熱
心
に
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
」（G

P: 142

﹇
二
一（
9
）一﹈）。

こ
の
一
節
に
は
ラ
ス
キ
に
独
特
な
「
気
風
」
と
し
て
の
「
自
由
」
概
念
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
自
由
を
人
格
の
実
現
と
し
て

捉
え
る
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
に
親
和
性
を
も
ち
う
る
側
面
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
期
同
様
、
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義

批
判
が
中
期
に
も
思
想
的
背
景
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
個
人
の
人
格
を
「
真
の
自
我
」
と
そ
う

で
な
い
部
分
と
に
分
け
、
前
者
を
国
家
意
志
が
体
現
す
る
理
性
目
的
の
中
に
見
出
だ
す
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
に
対
し
て
、「
真
の
自
由
の

理
論
は
理
想
主
義
の
前
提
の
全
面
的
否
定
の
上
に
樹
立
さ
れ
る
」
と
力
強
く
宣
言
す
る
。

真
の
自
我
と
は
、
社
会
の
各
人
に
共
通
す
る
一
定
の
理
性
目
的
の
体
系
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
人
格
の
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一
体
性
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
真
の
自
我
と
は
、
私
の
存
在
と
行
動
と
の
す
べ
て
で
あ
る
。（
…
…
）
要
す
る
に
私
の
全
存
在
の
一
部
を

特
に
真
実
の
自
分
と
し
て
抽
象
す
る
や
り
方
は
、
私
の
経
験
の
真
実
性
を
否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
私
自
身
を
他
人
の
目
的
の
た
め
に
手
段
化
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
状
態
が
何
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
自
由
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。（LM

S: 58

﹇
六
）
10
（

四
﹈）

　
自
我
を
分
裂
さ
せ
、
理
性
目
的
の
体
系
の
表
れ
た
る
国
家
意
志
へ
の
服
従
の
中
に
自
由
を
見
出
す
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
は
、
ラ
ス
キ
の

個
人
主
義
的
な
自
由
観
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
ス
キ
は
、
個
人
人
格
の
全
体
性
に
基
づ
き
、
諸
個
人

の
経
験
か
ら
形
成
さ
れ
た
意
志
は
ど
こ
ま
で
も
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
政
治
学
の
出
発
点
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
信
条
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
唱
え
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
受
容
で
あ
）
11
（

る
。
ラ
ス
キ
は

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
「
多
元
的
世
界
」
論
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
住
む
世
界
は
、
統
一
的
な
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ

て
く
る
よ
う
な
一
元
的
な
世
界
（universe
）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
多
元
的
世
界
（m

ultiverse

）
で
あ
り
、
そ
こ
に
体
現
さ
れ
る
も
の
は
、

不
可
避
的
な
相
違
を
も
っ
た
異
種
の
経
験
、
常
に
異
な
っ
て
解
釈
さ
れ
る
経
験
で
あ
る
」（LM

S: 90

﹇
一
〇
四
﹈）。
事
実
は
異
な
っ
た
経

験
を
も
つ
諸
個
人
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
真
理
は
一
元
的
な
も
の
で
は
な
く
多
元
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
他
者
の
命
令
に
無
条
件
的
に
服
従
す
る
こ
と
は
自
己
の
経
験
に
基
づ
い
て
事
実
を
解
釈
す
る
自
由
を
放
棄
す
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。「
自
己
の
経
験
は
自
己
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
経
験
を
基
礎
と
し
て
確
立
さ
れ
た
意
志
も
ま
た
独
自
の
も
の
だ
と
い

う
こ
と
が
他
者
と
の
分
離
の
帰
結
で
あ
る
。
自
己
の
経
験
を
捨
て
て
他
者
の
経
験
に
従
属
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
格
の
放
棄
で
あ
る
」

（LM
S: 61

﹇
六
八
﹈）。
つ
ま
り
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
人
格
の
実
現
た
る
自
由
と
は
他
者
の
経
験
に
よ
っ
て
代
替
し
え
な
い
自
己
の
経
験
に
基

づ
い
て
事
実
に
判
断
を
下
し
行
動
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ィ
ー
ン
は
こ
の
よ
う
な
ラ
ス
キ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
基
づ
い
た
「
真
の
自
我
」
論
を
見
落
と
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
デ
ィ
ー
ン
は
、
ラ
ス
キ
が
「
真
実
の
自
我
を
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
努
力
の
共
通
目
的
と
す
る
理
想
主
義
者
の
概
念
を
捨
て
て
は
い
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る
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
べ
き
も
の
を
ま
っ
た
く
提
出
」
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ラ
ス
キ
の
議
論
は
「
根
本
的
に
不
十
分
で
あ
る
」
と
批

判
す
）
12
（

る
。

　
し
か
し
ラ
ス
キ
の
強
調
す
る
個
人
の
経
験
の
独
自
性
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
我
の

本
質
」
の
無
規
定
性
こ
そ
が
彼
の
理
論
的
帰
結
で
あ
り
、
そ
れ
が
デ
ィ
ー
ン
の
批
判
す
る
よ
う
な
欠
点
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ラ
ス
キ
本
人
の
信
じ
る
「
自
我
」
の
理
想
像
を
『
大
綱
』
の
読
者
に
押
し
つ
け
る
こ
と
は
、
読
者
に
他
者
の
経
験
へ
の
隷
従
を

強
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
か
ら
だ
。
彼
の
理
想
主
義
批
判
の
根
底
に
は
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
「
経
験
」
論
が
存
す
る
こ
と
が
見
逃

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
は
他
者
の
経
験
に
従
属
す
る
こ
と
を
自
由
と
は
認
め
な
い
。
市
民
の
自
由
は
彼
に
と
っ
て
、
時
に
は
秩
序
を
犠
牲

に
し
て
で
も
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
自
ら
の
道
徳
的
確
信
に
従
っ
て
行
動
し
え
な
い
な
ら
ば
、
人
々
は
自
由
だ
と
は
感
じ
な
い

だ
ろ
う
。
服
従
し
な
い
権
利
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
無
秩
序
状
態
を
招
来
す
る
こ
と
だ
と
彼
ら
に
言
っ
て
も
無
駄
で
あ
る
。
主
義
を
捨

て
て
秩
序
を
守
る
よ
り
は
、
主
義
に
生
き
て
無
秩
序
を
と
る
こ
と
を
、
自
己
の
深
奥
な
体
験
に
照
ら
し
て
決
定
し
た
人
々
の
例
は
い
つ
の

時
代
に
も
事
欠
か
な
い
」（LM
S: 89

﹇
一
〇
二
﹈）。

　
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
ラ
ス
キ
が
無
秩
序
状
態
を
奨
励
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
彼
は
内
乱
状
態
に
あ
る
国
家
の
下

に
お
け
る
自
由
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
内
乱
に
際
し
て
、
言
論
の
自
由
を
要
求
す
る
こ
と
は
空
理
空
論
で
あ
る
こ
と
を
私
は

直
ち
に
認
め
る
。
理
由
は
単
純
で
あ
る
。
こ
の
要
求
を
い
さ
さ
か
で
も
顧
慮
し
よ
う
と
す
る
者
は
一
人
も
い
な
い
か
ら
で
、
元
来
、
暴
力

と
自
由
と
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
矛
盾
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
」（LM

S: 114
﹇
一
三
四
﹈）。
政
治
的
秩
序
が
安
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
個
人
の

自
由
の
条
件
た
る
立
憲
的
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
秩
序
は
自
由
の
た
め
の
前
提
条
件
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
個
人
は
自
身
の
自
由
を
守
る
た
め
に
法
に
服
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
ラ
ス
キ
の
個
人
主
義
的
な
自
由
論
と
法
律
へ
の
服
従
と
は

い
か
に
し
て
両
立
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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自
由
と
法
の
両
立
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
「
動
態
的
思
考
」
に
影
響
を
受
け
た
個
人
主
義
的
法
理
論
に
よ
っ
て
可
能
と
な
）
13
（
る
。
ラ

ス
キ
は
法
律
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
極
言
す
れ
ば
、
法
律
は
個
人
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
初
め
て
出
来
上
が
る
。
こ
う
し
て
、

立
法
政
策
の
要
諦
は
利
害
関
係
者
た
る
人
々
の
同
意
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
」（LM

S: 90

﹇
一
〇
三
﹈）。
こ
の
よ
う
な
法
の
正
当
性
を

個
々
人
の
同
意
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
企
て
の
底
流
に
も
、
彼
の
理
想
主
義
学
派
に
対
す
る
批
判
が
一
貫
し
て
い
る
。
理
想
主
義
学
派

は
法
を
主
権
者
の
命
令
と
み
な
し
、
そ
れ
を
主
権
者
の
命
令
で
あ
る
が
ゆ
え
に
道
徳
的
に
も
正
し
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は

第
二
章
で
す
で
に
見
た
。
ラ
ス
キ
は
こ
れ
に
対
し
、
法
の
正
当
性
の
基
準
を
あ
く
ま
で
も
個
々
人
の
中
に
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
が

個
々
人
の
そ
の
時
々
の
独
自
の
経
験
に
基
づ
い
た
判
断
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
に
正
し
い
も
の
に
も
不
正
な
も
の
に
も
な
り
う
る
と
い
う
動

態
的
な
法
理
論
を
提
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
法
理
論
に
対
す
る
典
型
的
な
批
判
が
次
の
デ
ィ
ー
ン
の
一
節
に
表
れ
て
い
る
。「
何
で
も
す
る
こ
と
が
で
き
、

し
か
も
万
事
秤
に
か
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
何
事
も
事
実
上
は
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
）
14
（
う
」。
つ
ま

り
す
べ
て
の
政
治
的
決
断
を
個
々
人
の
同
意
の
上
に
基
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
全
会
一
致
以
外
は
認
め
ら
れ
ず
、
結
果
と
し
て
大

部
分
の
政
治
的
決
断
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
批
判
の
主
旨
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
説
明
は
ラ
ス
キ
の
い

う
「
同
意
」
が
政
治
的
決
断
と
の
関
係
で
果
た
す
役
割
を
正
し
く
捉
え
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
に
と
っ
て
の
政
治
的
決
断
と
は
政

府
（
治
者
）
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
所
与
の
条
件
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
市
民
（
被
治
者
）
の
側
が
そ
の
決
断
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
ず
に
、

個
々
の
経
験
に
照
ら
し
て
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
の
い
う
個
々
人
の
道
徳
的
判
断
と
は
、
こ
れ
か
ら
な
さ
れ
る
国
家
行
動
の
基

盤
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
な
さ
れ
た
国
家
行
動
に
対
し
て
下
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
市
民
が

政
府
の
行
動
に
対
し
て
不
断
の
監
視
を
行
う
こ
と
が
習
慣
化
す
れ
ば
、
政
府
も
自
ず
と
責
任
感
を
も
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
と
彼
は

考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
右
の
よ
う
な
デ
ィ
ー
ン
の
危
惧
は
、
ラ
ス
キ
の
政
治
理
論
か
ら
は
生
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
個
人
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
は
秩
序
が
安
定
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
権
利
が
法
律
の
上
で
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
ラ
ス
キ
は
「
権
利
」
概
念
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
権
利
と
は
実
際
に
は
、
い
か
な
る
人
も
一
般
に
そ
れ
が
な
く
て
は
、
最

善
の
自
己
と
は
な
り
え
な
い
よ
う
な
社
会
生
活
の
諸
条
件
で
あ
る
」（G

P: 91

﹇
一
四
〇
﹈）。
た
だ
し
そ
れ
は
現
存
の
法
律
に
よ
っ
て
「
権

利
」
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
で
は
な
い
。「
権
利
が
権
利
た
る
の
は
、
そ
れ
が
国
家
の
奉
仕
し
よ
う
と
し
て
い
る
〔
個
人

の
自
己
実
現
と
い
う
〕
目
的
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
に
現
存
す
る
法
的
権
利
に
反
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
と
い
う
の
は
、

あ
る
秩
序
が
現
存
の
事
実
に
基
づ
い
て
は
弁
護
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
特
権
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
か
ら
で
あ

る
」（G

P: 92

﹇
一
四
一
﹈）。
そ
れ
ゆ
え
国
家
が
正
当
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
そ
れ
が
法
律
に
よ
っ
て
自
由
の
た
め
に
市
民
に
平
等
に
認

め
ら
れ
る
べ
き
権
利
を
保
障
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
ラ
ス
キ
の
自
由
論
は
法
律
上
の
権
利
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
の
出
発
点
が
他
の
も
の
に
よ
っ
て

代
替
し
え
な
い
個
々
人
の
経
験
の
独
自
性
で
あ
る
以
上
、
代
表
制
は
完
全
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
た
め
、
代
表
者
と
し
て
の
治
者
が
被

治
者
の
経
験
か
ら
は
か
け
離
れ
た
政
治
的
決
断
を
下
す
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
ス
キ
は
自
由
の
「
精
神
」
と
し
て
の

側
面
を
強
調
す
る
。

ま
ず
第
一
に
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
権
利
と
は
た
だ
単
に
あ
る
い
は
多
分
に
文
書
の
問
題
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
色
蒼
然
た
る
羊
皮
紙
は
、
疑
い
も
な
く
大
い
に
権
利
に
神
聖
さ
を
加
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
そ
の
実
現
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
…
…
）
市
民
の
最
も
真
実
の
擁
護
者
た
る
も
の
は
、
法
の
文
句
で
は
な
く
て
、
市
民
の
誇
り
高
い
精
神
で
あ
る
。（G

P: 103-4

﹇
一
五
六
―
七
﹈）

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
市
民
の
誇
り
高
い
精
神
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
初
期
か
ら
ラ
ス
キ
が
主
張
し
続
け
て

き
た
と
こ
ろ
の
、「
思
慮
な
き
服
従
」
の
反
対
物
と
し
て
の
「
自
発
性
」
で
あ
る
。
市
民
は
自
由
た
る
た
め
に
、
国
家
行
動
を
自
身
の
良

心
に
照
ら
し
て
吟
味
し
正
し
い
方
向
へ
と
導
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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私
の
義
務
は
、
公
益
が
当
然
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
の
市
民
権
（citizenship

）
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
う
し
た
承
認

が
拒
ま
れ
た
際
に
、
承
認
さ
せ
る
よ
う
に
自
分
の
方
で
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）
し
た
が
っ
て
国
家
に
対
す
る
私
の
義
務
と
は
、
と
り
わ
け

現
実
の
国
家
が
奉
仕
し
よ
う
と
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
想
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
。
か
く
て
事
情
に
よ
っ
て
は
、
権
利
へ
の
要
求
が
正
当
だ
と
さ

れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
国
家
に
反
抗
す
る
こ
と
が
義
務
と
な
る
場
合
も
あ
る
。（G
P: 96

﹇
一
四
七
―
八
﹈）

　
個
々
人
は
自
身
の
自
由
の
た
め
に
、
国
家
が
誤
っ
た
方
向
に
進
も
う
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に
批
判
す
る
勇
気
を
も
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
個
々
人
が
そ
の
よ
う
な
勇
気
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
社
会
に
自
由
の
「
気
風
（atm

osphere

）」
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
る
。「
立
憲
制
度
は
自
由
に
不
可
欠
で
は
あ
る
と
思
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
も
単
な
る
か
た
ち
だ
け
で
は
人
を
自
由
に
す
る
も
の

で
は
な
い
。
さ
ら
に
進
ん
で
私
は
社
会
組
織
が
ど
ん
な
か
た
ち
を
と
る
に
せ
よ
、
自
由
の
本
質
は
、
人
々
の
間
に
あ
る
無
形
の
気
風
の
表

れ
で
あ
る
と
結
論
し
た
い
」（LM

S: 64
﹇
七
二
﹈）。
こ
の
よ
う
な
気
風
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
処
方
箋
が
、「
権
力
の
広
範
な
配
分
」
で
あ
る
。
次
に
多
元
的
国
家
論
と
自
由
を
つ
な
ぐ
彼
の
権
力
論
を
見
て
い
く
。

㈡
　
権
力
論

　
ラ
ス
キ
の
政
治
理
論
に
お
い
て
、「
自
由
」
論
と
対
を
な
す
議
論
と
し
て
重
要
な
の
が
「
権
力
」
論
で
あ
る
。
自
由
が
究
極
的
価
値
と

し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
自
由
を
守
る
た
め
の
政
治
秩
序
が
必
要
と
な
る
た
め
、
政
治
社
会
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
の
権

力
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
権
力
と
自
由
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
人
格

を
絶
え
ず
表
現
す
る
余
地
を
一
般
の
人
々
に
も
は
っ
き
り
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
必
要
な
自
由
と
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
権
力
と
の
間
に
バ 

ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
」（LM

S: 49

﹇
五
三
﹈）。
こ
の
よ
う
に
彼
に
と
っ
て
は
自
由
と
権
力
の
均
衡
関
係
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
権
力
は
現
実
の
国
家
に
お
い
て
は
い
か
な
る
か
た
ち
で
行
使
さ
れ
て
い
る
の
か
。
彼
に
よ
れ
ば
政
治
権
力
を
行
使
す
る
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国
家
と
は
社
会
全
体
を
指
す
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
法
的
に
正
当
な
権
力
を
与
え
ら
れ
た
少
数
者
の
集
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
国
家
意
志
と
は
、
決
定
を
な
す
法
的
権
力
を
委
ね
ら
れ
た
少
数
の
人
々
が
到
達
す
る
決
定
で
あ
る
」（G

P: 35

﹇
六
五
﹈）。
こ
の
よ
う
に

中
期
に
お
い
て
も
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
国
家
と
は
命
令
を
下
す
少
数
者
た
る
治
者
と
そ
れ
に
従
う
多
数
者
た
る
被
治
者
に
分
か
た
れ
た
領
土

的
社
会
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
歴
史
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
彼
の
政
治
学
の
出
発
点
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。

「
歴
史
的
に
い
っ
て
、
国
家
に
つ
い
て
予
言
で
き
る
唯
一
の
こ
と
は
、
国
家
が
い
つ
も
、
比
較
的
少
数
の
者
へ
の
膨
大
な
大
衆
の
服
従
と

い
う
異
常
な
現
象
を
示
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（G
P: 21

﹇
四
七
﹈）。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
傾
向
は
、
治
者
と
被
治
者
の
双
方
の
性
質
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
政
治
的
権
力
、
す
な
わ
ち
治
者
の
側
の

性
質
に
関
し
て
は
、
ラ
ス
キ
は
ア
ク
ト
ン
卿
に
代
表
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
自
由
主
義
的
権
力
観
を
採
用
す
る
。
ラ
ス
キ
は
権
力

の
拡
張
的
傾
向
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
権
力
に
は
隙
さ
え
あ
れ
ば
、
絶
え
ず
そ
れ
が
及
ぶ
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
傾
向

が
あ
る
か
ら
、
自
由
の
侵
略
に
は
抵
抗
を
も
っ
て
応
え
る
こ
と
が
大
切
だ
」（LM

S: 81

﹇
九
二
―
三
﹈）。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
拡
張
的
な

傾
向
に
加
え
て
、
治
者
は
自
ら
の
統
治
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、
市
民
か
ら
抵
抗
の
勇
気
を
奪
い
去
り
、
市
民
の
間
に
あ
る
自
由
の
気
風

を
雲
散
霧
消
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
厳
し
い
制
限
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。

自
ら
の
経
験
に
即
し
て
考
え
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
人
々
は
、
や
が
て
お
よ
そ
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
や
め
て
し
ま
う
。
考
え
る
こ
と
を
や

め
た
人
々
は
、
同
時
に
、
お
よ
そ
本
当
の
意
味
で
の
市
民
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
い
さ
さ
か
も
吟
味
す
る
こ
と
な
く
た
だ

命
じ
ら
れ
る
ま
ま
に
服
従
す
る
無
気
力
な
命
令
の
受
領
者
と
化
す
。
そ
し
て
彼
ら
の
無
気
力
は
、
権
力
者
の
行
動
に
誤
っ
た
自
信
の
光
彩
を
添
え
、
沈

黙
は
同
意
と
取
り
違
え
ら
れ
る
。（LM

S: 108

﹇
一
二
七
―
八
﹈）

　
こ
の
一
節
に
は
彼
の
問
題
意
識
が
明
白
に
表
れ
て
い
る
。
彼
は
自
身
の
政
治
学
に
お
い
て
、
政
治
的
統
一
を
構
成
す
る
原
理
や
、
統
治
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が
そ
れ
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
原
理
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
ら
の
経
験
に
即
し
て
主

体
的
に
考
え
る
「
市
民
」
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
そ
し
て
国
家
行
動
に
市
民
の
積
極
的
同
意
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
正
当
な

も
の
と
す
る
よ
う
な
社
会
が
い
か
に
し
て
可
能
か
、
と
い
う
の
が
彼
の
政
治
学
が
探
究
す
べ
き
問
題
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
も
「
少
数
者

の
意
志
へ
の
多
数
者
の
思
慮
な
き
服
従
」
を
い
か
に
し
て
打
開
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
彼
の
最
優
先
の
課
題
で
あ
っ
）
15
（
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
現
代
社
会
の
特
徴
は
、
権
力
が
思
慮
な
き
服
従
を
つ
く
り
出
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
加
え
て
、
人
間
の
本
性
的

特
質
に
立
脚
し
て
い
る
点
で
根
深
い
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
本
来
的
に
政
治
的
動
物
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
想
定
に
反
し
て
、

大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
生
活
の
連
関
は
、
私
的
連
関
で
あ
る
。
彼
ら
は
隣
人
た
ち
を
意
識
し
て
い
る
が
、
隣
人
た
ち
こ
そ
実
は
全
世
界

な
の
だ
と
い
う
基
本
的
事
実
を
把
握
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
彼
ら
は
滅
多
に
検
討
し
た
こ
と
も
な
い
諸
制
度
の
意
志
に
従
っ
て
、
自
分
た
ち
の
意

志
を
決
め
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
意
志
を
調
べ
て
み
て
、
自
分
た
ち
の
意
志
を
そ
れ
ら
に
合
理
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
し
な
い
。
彼
ら
は
惰
性
か
ら

政
府
の
命
令
に
服
従
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
抵
抗
す
ら
、
代
わ
り
の
も
の
を
確
保
す
る
た
め
の
合
理
的
欲
求
で
は
な
く
、
盲
目
的
憤
怒
で
あ
る
場
合
が

多
す
ぎ
る
。（G

P: 19

﹇
四
四
﹈）

　
こ
の
よ
う
に
現
代
社
会
に
お
け
る
個
人
は
公
的
意
識
を
欠
い
て
お
り
、
彼
ら
は
狭
い
個
人
的
利
害
の
領
域
に
頑
固
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い

る
（G

P: 42

﹇
七
四
﹈）。
彼
に
と
っ
て
政
治
的
無
関
心
と
は
、
人
間
個
人
に
も
と
も
と
備
わ
っ
た
性
質
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
彼
は
政
治
制
度
の
変
革
に
よ
っ
て
人
間
の
精
神
的
傾
向
を
あ
る
程
度
望
ま
し
い
方
向
に
導
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
信
条
こ
そ
、
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
を
根
底
で
支
え
て
い
る
核
心
部
分
で
あ
る
。
彼
は
政
治
制
度
と
市
民
の
精

神
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
社
会
を
支
配
す
る
諸
制
度
を
再
組
織
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
社
会
の

利
己
主
義
や
怠
慢
を
廃
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
人
々
の
精
神
が
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
性
格
へ
と
向
か
う
よ
う
諸
制
度
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を
再
組
織
す
る
こ
と
は
で
き
る
」（G

P: 215

﹇
三
〇
五
﹈）。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
彼
の
初
期
か
ら
続
く
「
権
力
配
分
」
論
が
展
開
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
彼
は
中
期
の
著
作
に
お
い
て
も
、
権
力
の
広
範
な
配
分
を
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
政
治
的
無
関
心
の
傾
向
に
対
す
る
打
開
策
を
次
の
よ

う
に
提
示
し
て
い
る
。「
概
し
て
権
力
が
国
内
に
広
範
に
配
分
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
分
権
化
が
進
む
ほ
ど
、
自
由
へ
の
熾
烈

な
関
心
が
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
」（LM

S: 81

﹇
九
三
﹈）。
こ
れ
に
対
し
て
中
央
集
権
制
は
治
者
が
被
治
者
か
ら
自
発
性
を
奪
う

こ
と
を
容
易
に
す
る
制
度
と
み
な
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
こ
こ
で
「
権
力
の
配
分
（distribution of pow
er

）」
と
「
権
力
分
立
（separation of pow

ers

）」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
市
民
の
自
発
的
精
神
の
涵
養
の
た
め
に
は
、
権
力
分
立
は
必
要
で
は
な
い
と
考
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
権
力
分
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
市
民
の
自
発
的
精
神
の
た
め
の
「
必
要
な
保
護
は
、
ロ
ッ
ク

と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
が
自
由
の
鍵
だ
と
考
え
た
権
力
分
立
の
中
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。（
…
…
）
権
力
分
立
は
、
各
権
力
が
そ
の
分
を

超
え
て
不
当
に
拡
大
す
る
の
を
阻
止
し
は
す
る
が
、
割
り
当
て
ら
れ
た
権
力
の
内
容
や
範
囲
を
決
め
る
も
の
で
は
な
い
」（G

P: 104

﹇
一

五
七
﹈）。
こ
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
の
自
由
論
の
市
民
の
自
発
的
精
神
と
し
て
の
側
面
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
権
力
分
立
と
は
国
家
、
す

な
わ
ち
治
者
の
内
部
で
の
権
力
同
士
の
抑
制
・
均
衡
の
原
理
で
あ
っ
て
、
市
民
の
自
発
性
の
涵
養
に
は
何
ら
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

彼
は
あ
く
ま
で
も
権
力
を
広
範
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
に
権
力
を
身
近
な
も
の
と
感
じ
さ
せ
、
そ
の
結
果
彼
ら
が
国
家
行
動
の

結
果
に
対
し
て
も
興
味
を
も
つ
こ
と
に
期
待
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
見
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ー
ン
に
よ
る
ラ
ス
キ
の
自
由
論
批
判
は
論
理
の
飛
躍
に
基
づ
い
て
お
り
、
ラ
ス
キ
の
権

力
配
分
論
を
権
力
論
の
側
面
か
ら
し
か
見
て
お
ら
ず
、
自
由
論
の
精
神
的
側
面
を
見
逃
し
て
い
る
。
デ
ィ
ー
ン
は
ラ
ス
キ
の
権
力
配
分
論

を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。「
彼
は
権
力
が
集
中
排
除
の
様
々
な
工
夫
に
よ
っ
て
人
々
の
間
に
分
け
ら
れ
、
分
割
さ
れ
、
対
抗
さ
せ

ら
れ
、
広
く
投
げ
散
ら
か
さ
れ
る
の
が
見
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
個
人
や
集
団
の
市
民
的
・
経
済
的
・
社
会
的
権
利
が
権
力
行
使
者
の
侵
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害
か
ら
守
ら
れ
る
の
に
ち
が
い
な
い
と
、
思
い
た
い
の
で
あ
）
16
（
る
」。
し
か
し
権
力
同
士
が
「
対
抗
さ
せ
ら
れ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
抑
制
さ

れ
る
の
は
権
力
の
拡
張
的
傾
向
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
権
力
行
使
の
内
容
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
市
民
の
経
験
を
考
慮
に
入
れ
た
も
の
で
あ

る
か
否
か
、
あ
る
い
は
市
民
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
し
な
い
。
ラ
ス
キ
は
た
と
え
権
力
の
配
分
が
推
進
さ
れ

た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
権
力
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
自
由
の
気
風
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
権
利
が
自
ず
と
守
ら
れ
る
と

は
考
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
デ
ィ
ー
ン
に
よ
る
批
判
は
、
権
力
の
広
範
な
配
分
に
よ
っ
て
市
民
の
積
極
的
な
精
神
を
涵
養
す
る

と
い
う
ラ
ス
キ
の
目
的
を
見
落
と
し
た
誤
解
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
ラ
ス
キ
の
自
由
概
念
の
「
気
風
」
と
し
て
の
側
面
に
関
し
て
は
一
切
触

れ
ず
、
な
ぜ
権
力
の
配
分
が
権
利
の
保
護
に
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
問
い
に
も
答
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
「
権
力
の
広
範
な
配
分
」
と
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、

個
々
の
政
治
的
問
題
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
各
々
の
領
域
の
経
験
を
動
員
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
地
方
分

権
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
彼
は
中
央
集
権
的
な
政
治
制
度
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
必
ず
し
も
中
央
に
関

連
す
る
問
題
ば
か
り
で
は
な
い
。
社
会
の
一
部
に
だ
け
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
問
題
を
中
央
政
府
の
決
定
に
委
ね
る
こ
と
は
、
社
会
の
そ

の
部
分
に
お
け
る
責
任
感
と
創
意
の
習
慣
と
を
破
壊
す
る
結
果
と
な
る
」（LM

S: 85

﹇
九
七
―
八
﹈）。
地
方
の
問
題
に
対
し
て
中
央
政
府

が
決
断
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
が
地
方
の
経
験
か
ら
し
て
受
け
入
れ
え
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
地
方
の
人
々

の
自
発
性
を
涵
養
す
る
た
め
に
は
、
地
方
自
治
体
の
決
定
し
う
る
部
分
は
広
い
方
が
望
ま
し
い
。
た
だ
し
中
央
と
地
方
と
の
境
界
線
は
普

遍
的
に
画
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。「
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
、
社
会
集
団
に
属
す
る
も
の
と
国
家
に
属
す
る
も
の
、
中
央

政
府
の
活
動
領
域
と
地
方
自
治
の
領
域
等
の
間
に
う
ま
く
境
界
線
を
引
く
よ
う
な
確
固
と
し
た
原
則
が
存
在
す
る
と
私
は
言
う
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
唯
一
の
接
近
の
仕
方
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
以
外
に
あ
り
え
な
い
」（LM

S: 82

﹇
九
三
―
四
﹈）。

つ
ま
り
こ
の
境
界
線
も
そ
の
歴
史
的
状
況
に
よ
っ
て
常
に
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
歴
史
の
中
で
果
た
す
機
能
に
よ
っ
て
、
個

人
か
ら
道
徳
的
な
正
当
性
を
与
え
ら
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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ま
た
教
会
や
労
働
組
合
な
ど
の
機
能
団
体
の
も
つ
権
利
の
増
大
も
、
権
力
配
分
の
一
形
態
で
あ
る
。
彼
は
国
家
に
お
い
て
機
能
団
体
の

果
た
し
う
る
役
割
を
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。「
結
社
（associations

）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
危
険
が
伴
う
と
し
て
も
、
し
か

し
、
そ
れ
は
人
間
人
格
の
決
定
的
な
表
現
で
あ
り
、
そ
の
表
現
が
人
間
の
本
性
に
根
ざ
す
点
で
、
国
家
自
体
と
毫
も
変
わ
り
が
な
い
。
個

人
に
何
ら
拘
束
な
く
、
自
由
に
同
志
を
糾
合
し
て
利
害
関
心
を
同
じ
く
す
る
領
域
で
協
働
の
行
動
に
出
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
自
由
の
真
髄

を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
」（LM

S: 123

﹇
一
四
六
﹈）。
こ
の
よ
う
に
彼
は
結
社
、
す
な
わ
ち
機
能
団
体
の
形
成
を
人
格
の
実
現
の
基
本
的

な
形
態
と
し
て
捉
え
、
結
社
の
自
由
を
擁
護
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
機
能
団
体
と
国
家
を
、
個
人
人
格
の
実
現
と
い
う
究
極
目
標
に
従
属
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
並
置
し
て
い
る
が
、
彼
は
同
時

に
国
家
の
独
自
性
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
彼
は
両
者
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
説
く
。

彼
が
属
す
る
も
の
に
は
、
家
族
、
友
人
、
教
会
、
結
社
、
労
働
組
合
、
企
業
者
連
合
等
が
あ
り
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
国
家
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
国
家

以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
所
属
は
ほ
ぼ
自
由
で
あ
る
。（
…
…
）
し
か
し
彼
は
国
家
の
一
員
た
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。（
…
…
）
国
家

だ
け
は
、
命
令
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
個
人
に
対
し
て
強
制
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
国
家
は
法
律
を
制
定
し
、
国
民
は
法
的
強
制
に

よ
っ
て
法
律
に
服
従
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（LM

S: 62
﹇
六
九
―
七
〇
﹈）

　
こ
の
一
節
か
ら
初
期
か
ら
の
道
徳
的
正
し
さ
と
法
的
正
し
さ
の
区
別
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
従

来
の
ラ
ス
キ
研
究
に
お
け
る
初
期
―
中
期
断
絶
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
は
、
中
期
に
お
け
る
国
家
の
他
の
集
団
に
対
す
る
優
越
性
が
そ
の
根
拠

と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
中
期
に
お
い
て
も
国
家
は
道
徳
的
に
は
他
の
集
団
と
同
様
、
そ
の
成
員
の
欲
求
に
応
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
忠
誠
を
勝
ち
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
所
属
が
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
ま
さ
に
法
的
観
点
か
ら
、
他
の
集
団

の
国
家
に
対
す
る
道
徳
的
優
位
さ
え
推
論
し
う
る
の
で
あ
）
17
（
る
。
集
団
の
生
活
は
個
人
に
よ
っ
て
「
熟
慮
の
の
ち
選
ば
れ
た
道
で
あ
る
か
ら
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し
ば
し
ば
大
い
に
彼
に
は
特
別
の
正
当
性
が
あ
り
、
彼
が
切
実
に
感
じ
明
白
に
心
安
ら
か
に
感
じ
ら
れ
る
伝
統
を
形
成
す
る
。
し
た
が
っ

て
そ
れ
ら
が
彼
の
存
在
の
根
元
に
発
す
る
忠
誠
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
」（G

P: 257

﹇
三
六
〇
―
一
﹈）。
集
団
へ
の
帰
属
は

自
発
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
家
に
比
し
て
個
人
の
忠
誠
を
勝
ち
得
や
す
く
、
ま
た
個
人
の
人
格
の
完
成
の
た
め
の
必
要
の
声
に
応
え
や

す
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
ラ
ス
キ
は
国
家
以
外
の
集
団
を
決
し
て
手
放
し
で
称
賛
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
集
団
の
潜
在
的
排
他
性
を
次
の
よ
う

に
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。

集
団
は
民
族
国
家
と
同
じ
よ
う
に
自
己
防
衛
の
手
段
と
し
て
排
他
性
に
陥
り
や
す
く
、
他
の
団
体
の
伝
統
を
自
己
の
伝
統
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
こ
と

を
好
む
よ
う
に
な
る
。（
…
…
）
そ
れ
は
自
己
の
部
分
的
善
を
善
そ
の
も
の
と
主
張
し
、
自
己
の
一
片
の
真
理
を
全
真
理
と
主
張
し
、
特
に
他
の
集
団

と
の
衝
突
の
瞬
間
に
は
そ
れ
自
身
の
解
決
に
代
わ
る
解
決
を
成
員
が
考
え
る
の
を
許
さ
ず
、
そ
の
指
導
者
た
ち
は
国
家
の
支
配
者
た
ち
と
同
様
、
成
員

全
般
の
目
的
や
利
害
と
は
別
の

―
し
ば
し
ば
反
対
の

―
目
的
や
利
害
を
助
長
す
る
傾
向
が
あ
る
だ
ろ
う
。（G

P: 257

﹇
三
六
一
﹈）

　
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
は
政
治
学
の
出
発
点
は
あ
く
ま
で
も
個
人
で
あ
り
集
団
で
は
な
い
。
国
家
と
同
様
に
集
団
も
ま
た
、
個
人
の
忠
誠
を

吸
収
し
つ
く
す
も
の
で
は
な
く
、
個
人
人
格
を
部
分
的
に
表
現
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（G

P: 256

﹇
三
六
〇
﹈）。
こ
の
よ
う
に

個
人
を
集
団
に
還
元
し
え
な
い
と
考
え
る
点
で
、
彼
の
思
想
は
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
の
「
第
二
の
開
花
」
期
を
代
表
す
る
理
論
家
で
あ
る

Ｇ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
（G. D. H

. Cole: 1889 -19

）
18
（59

）
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
コ
ー
ル
の
自
由
論
に
お
い
て
は
市
民
の
主
体
性
が
問
題
と

な
る
こ
と
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
各
団
体
が
個
人
に
対
し
て
社
会
的
機
能
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
要
求
し
か
も
た
な
い
よ
う

な
「
機
能
制
度
」
に
基
づ
く
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
ー
ル
の
考
え
る
「
個
人
的
自
由
の
最
善
の
保
障
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態

の
団
体
に
お
い
て
、
選
ば
れ
た
者
や
役
員
が
そ
の
代
表
的
機
能
を
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
企
図
を
鋭
く
批
判
す
る
油
断
の
な
い
民
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主
主
義
が
存
在
す
る
こ
と
に
あ
）
19
（
る
」。
そ
し
て
こ
の
「
油
断
の
な
い
民
主
主
義
」
を
実
現
す
る
の
は
「
団
体
の
多
数
を
も
っ
て
構
成
さ
れ

る
社
会
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ラ
ス
キ
が
問
題
に
し
た
よ
う
な
市
民
の
自
発
性
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
な
関
心
は
な
い
。
コ
ー
ル
に
お
い

て
は
団
体
の
自
由
が
個
人
の
自
由
と
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
多
元
論
者
と
し
て
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
二
人
で
あ 

る
）
20
（
が
、
コ
ー
ル
の
立
場
は
、
結
社
の
負
の
側
面
に
対
し
て
自
覚
的
で
あ
る
ラ
ス
キ
の
立
場
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
コ
ー
ル
と
ラ
ス
キ
の
立
場
を
多
元
論
と
し
て
ま
と
め
て
論
じ
る
こ
と
に
は
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
の
個
人
主
義
的
な
意

図
を
見
失
う
危
険
が
潜
ん
で
い
る
。
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
の
独
自
性
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
主
張
の
制
度
論
的
帰
結
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
背
景
に
あ
る
問
題
意
識
や
多
元
的
世
界
観
な
ど
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
コ
ー
ル
と
の
相
違
点
が
さ
ら

に
浮
き
彫
り
に
な
る
の
が
次
章
で
取
り
上
げ
る
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
に
お
け
る
国
家
の
役
割
で
あ
る
。
次
章
で
は
初
期
に
お
け
る
国

家
の
法
的
観
察
が
中
期
の
調
整
権
威
と
し
て
の
国
家
観
に
い
か
に
し
て
接
続
し
て
い
る
か
を
論
じ
、
他
方
で
道
徳
的
観
点
か
ら
の
国
家
と

他
の
集
団
と
の
同
一
視
が
中
期
に
お
い
て
も
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
が
「
思
慮
な
き
服
従
」
批
判
を
い
か
な
る
関
係
を
有

す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

四
　
中
期
ラ
ス
キ
の
国
家
論

　
ラ
ス
キ
の
国
家
論
に
お
い
て
「
調
整
権
威
（co-ordinating authority
）」
と
い
う
用
語
は
、
確
か
に
『
政
治
学
大
綱
』
に
お
い
て
初
め

て
使
わ
れ
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
国
家
が
他
の
集
団
の
活
動
に
介
入
す
る
機
能
を
指
し
て
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
国
家
に
関
す
る
彼
の
見
解
は
、
初
期
に
お
け
る
国
家
の
法
的
観
察
の
延
長
上
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
彼
は
個
人
の
自
由
の
観
点
か
ら
国
家
に
よ
る
介
入
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。「
個
人
自
由
の
視
点
に
立
て
ば
、
国
家
の
干
渉
が
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少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
国
家
に
関
係
す
る
各
人
に
と
っ
て
好
都
合
な
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
様
に
国
家
が
あ
る
程
度
の
統

制
権
を
も
つ
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
」（LM

S: 123

﹇
一
四
六
﹈）。
こ
こ
で
彼
は
国
家
の
他
の
集
団
に
対
す
る
統
制
権
を
認
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
で
国
家
と
他
の
集
団
は
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
区
別
は
個
人
を
三
つ
の
側
面
に
分
け
る
別
の
観
点

か
ら
も
説
明
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
市
民
は
三
つ
の
政
治
的
立
場
を
有
す
る
。「
ま
ず
第
一
に
人
間
自
身
、
最
後
ま
で
同
化
さ
れ
な
い

人
間
が
存
在
す
る
」（G

P: 247

﹇
三
四
八
﹈）。
こ
れ
は
彼
が
自
由
論
の
中
で
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
代
替
し
え

な
い
経
験
を
も
つ
個
人
で
あ
り
、
彼
の
政
治
学
の
究
極
的
単
位
で
あ
る
。「
第
二
に
結
社
形
成
的
動
物
と
し
て
の
人
間
が
存
在
す
る
」

（G
P: 247

﹇
三
四
九
﹈）。
人
間
は
個
人
の
活
動
で
は
満
た
し
え
な
い
と
感
じ
ら
れ
た
必
要
の
表
現
と
し
て
、
集
団
を
形
成
す
る
（G

P: 255

﹇
三
五
九
﹈）。
そ
れ
は
教
会
や
労
働
組
合
、
圧
力
団
体
な
ど
様
々
な
か
た
ち
を
と
り
う
る
。「
第
三
の
側
面
に
お
い
て
は
、
国
家
は
、
全
体

と
し
て
の
社
会
の
生
活
が
方
向
づ
け
ら
れ
る
一
般
原
則
を
設
定
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
国
家
は
行
為
の
最
終
統
一
で
は
な
く
必
要
統
一

を
つ
く
り
つ
つ
あ
っ
て
、
行
為
の
中
に
最
小
限
の
調
整
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
国
家
は
近
代
世
界
で
は
何
よ
り
も
、
前
述
し
た
第
二

の
側
面
と
第
三
の
側
面
と
の
調
和
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
」（G

P: 248

﹇
三
四
九
﹈）。
こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
彼
の
「
調
整
権
威
」
と

し
て
の
国
家
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
領
域
的
社
会
と
し
て
諸
集
団
を
包
摂
す
る
国
家
は
、
例
え
ば
集
団
が
個
人
の
自
由
を
侵
害
し
よ
う
と

す
る
際
に
は
、
集
団
に
活
動
に
介
入
す
る
権
利
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
彼
に
と
っ
て
こ
の
「
調
整
権
威
」
と
し
て
の
国
家
と
い
う
考
え
は
、
彼
の
政
治
思
想
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
実
現
さ
れ
る
べ
き
当

為
命
題
と
い
う
よ
り
は
、
歴
史
的
観
点
か
ら
の
現
状
分
析
と
し
て
理
解
さ
れ
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
彼
は
機
能
主
義
的
権
利
論
に
よ
っ

て
、
国
家
の
調
整
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
文
脈
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
こ
と
は
国

家
が
現
在
に
お
い
て
共
同
社
会
内
の
調
整
要
因
（co-ordinating factor

）
と
し
て
占
め
て
い
る
位
置
か
ら
、
国
家
を
引
き
下
ろ
す
こ
と
で

は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
調
整
力
（pow

er of co-ordination

）
を
行
使
す
る
道
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
」（G

P: 98

﹇
一
四
九
﹈）。

こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
国
家
は
必
然
的
に
諸
集
団
の
調
整
権
威
と
し
て
の
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
念
で
は
な
く
、
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そ
れ
が
歴
史
的
に
調
整
権
力
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
初
期
に
お
い
て
法
的
側
面
か
ら
他
の
団
体

と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
観
察
さ
れ
た
国
家
と
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
も
調
整
権
威
に
よ
っ
て
ど

の
よ
う
に
他
の
集
団
の
活
動
を
制
限
す
る
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
国
家
が
そ
の
権
限
を
逸
脱
す
る
こ
と
を
い
か
に
し
て
防
ぎ
う
る
か
と

い
う
問
題
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
彼
は
調
整
権
威
と
し
て
の
国
家
に
対
す
る
制
限
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
。
こ
こ
で
彼
の
コ
ー
ル
批
判
を
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
徹
頭
徹
尾
個
人
主
義
的
な
態
度
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
コ
ー
ル
の
理
論
的
帰
結
を
次
の
よ
う
に
批

判
的
に
要
約
し
て
い
る
。
コ
ー
ル
は
「
社
会
を
機
能
の
集
団
と
見
て
、
そ
う
い
う
機
能
が
代
表
を
出
す
間
接
機
関
が
最
終
調
整
権
力
で
あ

る
と
考
え
よ
う
と
す
る
」（G

P: 265

﹇
三
七
二
﹈）。
コ
ー
ル
は
各
機
能
集
団
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
を
選
出
し
、
そ
れ
ら
の
代
表
者
た
ち

が
議
会
を
構
成
し
国
家
を
運
営
す
る
こ
と
を
通
じ
て
個
人
の
自
由
が
守
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
ラ
ス
キ
は
こ
の
見
解
に
対
し

て
、「
私
が
市
民
と
し
て
完
全
に
代
表
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
技
師
や
医
者
や
大
工
と
し
て
完
全
に
代
表
さ
れ
え
な
い
こ

と
も
事
実
で
あ
る
」
と
反
論
を
加
え
る
（G

P: 266

﹇
三
七
二
﹈）。
彼
に
と
っ
て
は
機
能
団
体
で
す
ら
、
国
家
と
同
様
に
、
あ
く
ま
で
も
個

人
人
格
を
部
分
的
に
表
現
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
個
人
人
格
は
団
体
に
汲
み
つ
く
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
調
整
権
威
と
し
て

の
国
家
を
導
い
て
い
く
要
因
も
、
機
能
団
体
で
は
な
く
、
市
民
の
自
発
性
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
市
民
の
自
発
的
参
加
に
よ
る
個
人
の
経
験
の
国
家
行
動
へ
の
動
員
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
る
の
が
、
中
期
に

お
け
る
制
度
論
の
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
の
「
諮
問
機
関
（the organs of reference

）」
で
あ
る
。
政
府
に
意
見
す
る
た
め
の
機
関
と

し
て
組
織
さ
れ
る
こ
の
諮
問
機
関
は
、
彼
の
議
論
の
前
提
に
あ
る
代
表
制
の
欠
陥
を
補
う
も
の
と
し
て
提
案
さ
れ
る
。
彼
は
権
力
分
立
論

を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
政
府
を
責
任
的
に
す
る
た
め
に
は
権
力
を
分
割
す
る
必
要
は
な
い
。
本
質
的
な
こ
と
は
、
そ
の
権

力
が
一
歩
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諮
問
機
関
を
条
理
整
然
た
る
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」（G

P: 81

﹇
一
二
四
﹈）。
諮
問
機
関
は
、
調

整
権
威
と
し
て
の
国
家
の
行
動
の
指
針
と
し
て
個
人
の
経
験
を
動
員
す
る
た
め
の
媒
体
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
こ
の
よ
う
な
機
関
が
あ
く
ま
で
も
諮
問
機
関
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
期
に
お
け
る
国
家
と
他
の
集
団
と
の
区
別
の
点
か

ら
も
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
こ
こ
で
も
コ
ー
ル
の
ギ
ル
ド
社
会
主
義
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
国
家
の

政
府
に
決
定
す
る
こ
と
は
任
せ
て
お
い
て
協
議
す
る
こ
と
だ
け
は
強
制
す
る
と
い
う
考
え
は
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
に
お
け
る
よ
う
に
機
能

団
体
に
権
力
を
付
与
す
る
制
度
よ
り
も
好
ま
し
い
」（G

P: 82

﹇
一
二
五
﹈）。
こ
こ
で
も
中
央
政
治
に
関
す
る
決
定
を
下
す
の
は
あ
く
ま
で

も
国
家
で
あ
る
と
い
う
前
提
は
ラ
ス
キ
の
中
に
維
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
方
向
づ
け
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
の
み
、
諮
問
機
関
は
構
想

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ー
ル
批
判
の
中
に
は
、
彼
の
悲
観
的
な
権
力
観
が
潜
ん
で
い
る
。「
ギ
ル
ド
の
役
員
は
大
臣
が
な
り
が
ち

で
あ
る
よ
う
に
官
僚
的
保
守
主
義
に
な
り
が
ち
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
現
在
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
選
挙
人
と
の
接
触
を
失
う
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
多
数
決
原
理
に
固
着
す
る
同
じ
危
険
が
あ
る
だ
ろ
う
」（G

P: 82

﹇
一
二
六
﹈）。
こ
の
よ
う
な
統
治
者
に
関
す
る
批
判
的
な
視
座

か
ら
、
彼
独
自
の
「
気
風
」
と
し
て
の
自
由
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
時
に
、
彼
が
初
期
だ
け
で
な
く
中
期
で
も
、
国
家
を
他
の
集
団
と
同
一
視
し
て
い
る
側
面
が
存
す
る
こ
と
は
見
逃
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
彼
は
こ
こ
で
も
明
確
に
法
と
道
徳
を
区
別
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
わ
れ
わ
れ
を
拘
束
す
る
真
の
力
は
、
政
府
に
服
従

す
る
法
的
義
務
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
正
義
と
み
な
す
も
の
に
従
う
道
徳
的
義
務
で
あ
る
」（G

P: 63

﹇
一
〇
一
―
二
﹈）。
こ
の
こ
と

を
確
認
し
た
う
え
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
国
家
と
他
の
集
団
と
を
並
置
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
「
他
の
集
団
、
す
な
わ
ち
教
会
、
労
働

組
合
、
そ
の
他
と
同
じ
よ
う
に
一
つ
の
集
団
で
あ
る
。
そ
れ
が
他
の
も
の
と
異
な
る
の
は
、
そ
の
領
土
の
範
囲
内
に
住
む
す
べ
て
の
人
に

成
員
た
る
こ
と
を
強
制
す
る
点
と
、
最
後
の
手
段
と
し
て
は
そ
れ
は
服
従
者
に
義
務
を
強
制
し
う
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
道
徳
的
性

格
は
他
の
ど
う
い
う
結
社
の
そ
れ
と
も
寸
分
違
わ
な
い
」（G

P: 37
﹇
六
七
―
八
﹈）。
こ
の
よ
う
に
道
徳
的
観
点
か
ら
は
、
中
期
に
お
い
て

も
国
家
と
他
の
集
団
は
対
等
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
法
的
」・「
道
徳
的
」
と
い
う
ラ
ス
キ
の
複

眼
的
な
基
準
を
無
視
し
て
国
家
の
役
割
の
変
容
に
よ
っ
て
彼
の
思
想
的
変
遷
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
中
期
に
お
い
て
登
場
し
た
「
調
整
権
威
と
し
て
の
国
家
」
と
い
う
観
念
は
、
初
期
か
ら
続
く
国
家
の
法
的
側
面
の
表
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現
で
あ
り
、
道
徳
的
観
点
か
ら
見
た
国
家
は
依
然
と
し
て
労
働
組
合
や
教
会
な
ど
と
同
様
、
個
人
の
属
す
る
集
団
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
初
期
―
中
期
断
絶
テ
ー
ゼ
は
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
に
お
け
る
法
と
道
徳
の
区
別
の
重
要
性
を
看
過
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
。
そ
し
て
国
家
の
法
的
側
面
と
は
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
は
所
与
の
条
件
と
し
て
観
察
さ
れ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
国
家
を
与
え
ら
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
現
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
国
家
の
諸
機
関
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
れ
ら
は
国
家
の
目
指

す
目
的
の
た
め
に
ど
う
い
う
か
た
ち
で
作
用
す
る
か
、
に
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（G

P: 55

﹇
九
二
﹈）。
国
家
が
歴
史
的
に
果
た
し

て
き
た
調
整
権
威
と
し
て
の
役
割
を
無
視
し
て
政
治
理
論
は
構
築
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
権
力
を
い
か
に
し
て
個
人
の
自
由
に
資
す
る

も
の
に
す
る
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
彼
の
自
由
論
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
多
元
的
国
家
論
な
の
で
あ
る
。

五
　
ま
と
め

　
こ
こ
ま
で
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
と
自
由
論
に
着
目
し
て
彼
の
政
治
理
論
を
見
る
こ
と
を
通
じ
て
、
初
期
と
中
期
の
思
想
的
一
貫
性

を
示
そ
う
と
し
て
き
た
。
初
期
と
中
期
の
著
作
を
比
べ
た
と
き
に
、
議
論
の
重
点
の
差
異
は
確
か
に
存
す
る
。
初
期
著
作
の
主
眼
は
法
的

主
権
理
論
お
よ
び
国
家
一
元
論
に
対
す
る
批
判
に
あ
り
、
他
方
で
中
期
の
著
作
は
彼
の
自
由
論
の
世
界
観
的
基
礎
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
具
体
的
な
制
度
論
に
ま
で
議
論
が
及
ん
で
い
る
点
で
、
テ
ー
マ
に
関
す
る
若
干
の
違
い
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
問
題
意
識
は
初
期
か
ら
一
貫
し
て
現
代
社
会
に
お
け
る
大
衆
の
思
慮
な
き

0

0

0

0

服
従
と
い
う
現
象
に
あ
っ
た
。
主
に

初
期
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
国
家
一
元
論
批
判
は
国
家
を
そ
の
目
的
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
歴
史
の
中
で
果
た
し
て
き
た
役
割
の

観
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
的
に
は
そ
れ
を
他
の
集
団
と
同
じ
地
平
に
お
く
も
の
で
あ
っ
た
。
中
期
に
お
い
て
は
彼
は
自
身

の
自
由
論
を
多
元
的
世
界
観
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
、
権
力
の
広
範
な
配
分
に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
個
人
が
自
由
に
な
り
う
る
か
を
考
察

し
た
。
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、
思
慮
な
き
服
従
を
打
破
し
、
市
民
の
自
発
性
を
涵
養
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
理
論
的
・
制
度
的
構
想
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で
あ
っ
た
。

　
近
年
に
至
る
ま
）
21
（

で
、
従
来
の
ラ
ス
キ
研
究
は
、
彼
が
初
期
か
ら
中
期
ま
で
一
貫
し
て
国
家
が
「
与
え
ら
れ
た
」
状
態
か
ら
思
考
を
出
発

さ
せ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
多
元
的
国
家
論
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
な
ぜ
個
人
は
自
由
に
な
り
う
る
の
か
と
い
う
点
を
軽
視
し

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ず
と
初
期
と
中
期
の
一
貫
性
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

一
人
の
思
想
家
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
政
治
理
論
の
理
論
的
・
制
度
的
帰
結
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
中
の
究
極
的
価
値
を
理

論
や
制
度
論
に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
点
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）  H

erbert A. D
eane, The Political Ideas of H

arold J. Laski, Archon, 1972, p. 8.

〔
野
村
博
訳
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
』

法
律
文
化
社
、
一
九
七
七
年
、
七
頁
〕。
た
だ
し
以
下
、
邦
訳
の
あ
る
文
献
に
関
し
て
は
、
訳
語
を
適
宜
変
更
し
て
い
る
。

（
2
）  D

eane, The Political Ideas, p. 47.

〔
四
七
頁
〕。

（
3
）  

初
期
―
中
期
断
絶
テ
ー
ゼ
を
踏
襲
し
て
い
る
代
表
的
な
ラ
ス
キ
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
、Bernard Zylstra, From

 Pluralism
 to Collecti- 

vism
: The D

evelopm
ent of H

arold Laski
’s Political Thought, Royal Van G

orcum
 Ltd., 1970; M

ichael N
ew
m
an, H

arold Laski: A
 

Political Biography, M
erlin Press Ltd., 2009
な
ど
が
あ
る
。
他
に
も
注
で
挙
げ
た
ラ
ス
キ
研
究
は
す
べ
て
こ
の
断
絶
テ
ー
ゼ
の
立
場
を

と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
初
期
と
中
期
の
連
続
性
を
主
張
す
る
例
外
的
な
立
場
を
と
る
研
究
と
し
て
、
毛
利
智
「
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
社

会
変
革
論

―
議
会
主
義
と
革
命
主
義
の
は
ざ
ま
で
」『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
四
三
〇
―
四
六
五
頁
が
あ
る
が
、
彼
の

主
眼
は
ラ
ス
キ
思
想
に
お
け
る
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
の
発
展
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
こ
の
連
続
性
の
内
容
に
つ
い
て
は
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
毛
利
と
本
稿
の
見
解
の
違
い
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
4
）  D
eane, The Political Ideas, p. 79.

〔
八
一
頁
〕。

（
5
）  

小
笠
原
欣
幸
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ

―
政
治
に
挑
ん
だ
政
治
学
者
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
年
、
二
〇
頁
。

（
6
）  

ラ
ス
キ
か
ら
の
引
用
は
量
が
多
い
た
め
、
参
照
箇
所
は
文
中
で
示
す
。（FS: 209

﹇
三
七
七
﹈）
は
、H

arold J. Laski, The Foundation of 
Sovereignty and O

ther Essays, Routledge, 1997, p. 209.

〔
辻
清
明
訳
「
主
権
の
基
礎
」『
世
界
の
名
著
　
七
二
　
バ
ジ
ョ
ッ
ト 

ラ
ス
キ 

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
』
中
央
公
論
新
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
七
七
頁
〕、
を
表
す
。
以
下
同
様
の
形
式
。
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（
7
）  

（AM
S: 42

）
は
、Laski, A

uthority in the M
odern State, Routledge, 1997, p. 42

を
表
す
。
以
下
、
同
様
の
形
式
。

（
8
）  

ラ
ス
キ
が
批
判
す
る
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
者
と
し
て
は
、
前
期
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
を
代
表
す
る
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
よ
り
も
、
後
期
を
代
表

す
る
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ボ
ザ
ン
ケ
の
名
前
が
挙
が
る
こ
と
が
多
い
。
両
者
の
違
い
を
強
調
し
た
研
究
と
し
て
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
『
理
性

と
革
命
』
桝
田
啓
三
郎
ほ
か
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
、
四
三
五
―
四
四
六
頁
が
あ
る
。

（
9
）  
（G

P: 142

﹇
二
一
一
﹈）
は
、Laski, A

 G
ram
m
ar of Politics, Routledge, 1997, p. 142.

〔
日
高
明
三
ほ
か
訳
『
政
治
学
大
綱
（
上
）』
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
五
二
年
、
二
一
一
頁
〕
を
表
す
。
以
下
、
同
様
の
形
式
。

（
10
）  

（LM
S: 58

﹇
六
四
﹈）
は
、Laski, Liberty in the M

odern State, G
eorge Allen &

 U
nw
in Ltd., 1948, p. 58.

〔
飯
坂
良
明
訳
『
近
代
国

家
に
お
け
る
自
由
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
六
四
頁
〕
を
表
す
。
以
下
同
様
の
形
式
。

（
11
）  

ラ
ス
キ
に
よ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
受
容
を
考
察
し
た
論
文
と
し
て
、Jo-Anne Claire Pem

berton, 

‘Jam
es and the Ear-

ly Laski: The Am
biguous Legacy of Pragm

atism

’, History of Political Thought, Vol. 19 （2

）, 1998, pp. 264 -292; 

桾
沢
栄
一
「
Ｈ
・ 

Ｊ
・
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想

―
初
期
作
品
の
『
主
権
三
部
作
』
を
中
心
に
」『
埼
玉
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
号
、
一
九
九
二
年
、
三
九
― 

六
一
頁
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
ラ
ス
キ
に
対
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
影
響
は
な
い
と
考
え
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
ン
シ
マ
ン
の
よ
う
な
立
場

も
あ
る
が
（D

avid Runcim
an, Pluralism

 and the Personality of the State, Cam
bridge U

niversity Press, 1997, pp. 177 -194

）、
こ

の
議
論
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
に
は
多
元
的
国
家
論
の
系
譜
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
れ
に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
る
。

（
12
）  D

eane, The Political Ideas, p. 107.
〔
一
〇
七
頁
〕。

（
13
）  

桾
沢
「
Ｈ
・ 

Ｊ
・
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
」
四
四
頁
。

（
14
）  D

eane, The Political Ideas, p. 40.

〔
四
一
頁
〕。

（
15
）  

こ
れ
に
対
し
て
毛
利
は
ラ
ス
キ
の
思
想
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。「
ラ
ス
キ
は
、
人
類
全
体
の
福
祉
を
内
包
す
る
〝
社
会
的
な
善
〞
を
構
想

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
が
保
障
す
る
社
会
秩
序
を
正
当
化
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
社
会
秩
序
の
根
底
に
、
国
家
の
絶
え
間
な
い
変
革

を
求
め
、
も
し
も
国
家
に
よ
る
統
治
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、
い
つ
で
も
蜂
起
す
る
よ
う
な
流
動
的
な
ア
ナ
ー
キ
ー
の
潜
勢
力
を
想
定
す
る

0

0

0

0

の
で
あ

る
」（「
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
社
会
変
革
論
」
四
四
七
頁
、
傍
点
引
用
者
）。
こ
の
よ
う
に
毛
利
は
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
を
ア
ナ
ー
キ
ー
と
コ
ン

フ
ォ
ー
ミ
ズ
ム
と
の
せ
め
ぎ
合
い
と
し
て
捉
え
る
。
し
か
し
前
者
に
関
し
て
は
、
ラ
ス
キ
の
思
想
に
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ズ
ム
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
「
思
慮
な
き
服
従
」
に
対
す
る
根
本
的
な
問
題
意
識
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
危
険
が
生
ず
る
。
ま
た
後
者
に
関
し
て
は
、

ラ
ス
キ
は
ア
ナ
ー
キ
ー
を
想
定
す
る

0

0

0

0

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
権
力
の
広
範
な
配
分
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
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（
16
）  D

eane, The Political Ideas, p. 16.

〔
一
六
頁
〕。

（
17
）  

ラ
ス
キ
の
こ
の
よ
う
な
主
張
を
「
結
社
形
成
的
（associative

）
な
自
由
主
義
」
と
い
う
一
つ
の
政
治
理
論
へ
と
敷
衍
し
た
解
釈
と
し
て
、
杉

田
敦
「
全
体
性
・
多
元
性
・
開
放
性
」『
境
界
線
の
政
治
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
三
六
―
四
四
頁
が
あ
る
。

（
18
）  
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
お
け
る
コ
ー
ル
の
活
躍
に
つ
い
て
は
、
光
永
雅
明
「
社
会
主
義
運
動
の
結
社

―
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
」『
結
社
の
世
界
史
　

四
　
結
社
の
イ
ギ
リ
ス
史

―
ク
ラ
ブ
か
ら
帝
国
ま
で
』
川
北
稔
編
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
〇
―
一
六
二
頁
を
参
照
。

（
19
）  G. D. H

. Cole, Social Theory, M
ethuen &

 Co. Ltd., 1923, p. 191.

〔
野
田
福
雄
訳
「
社
会
理
論
」『
世
界
思
想
教
養
全
集
　
一
七
　
イ

ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
思
想
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
三
年
、
二
八
二
頁
〕。

（
20
）  

例
え
ば
杉
田
は
、
コ
ー
ル
と
ラ
ス
キ
を
「
集
団
理
論
」
の
論
客
と
し
て
分
類
し
、
そ
れ
を
「
多
元
性
」
を
個
人
の
レ
ベ
ル
で
実
現
し
よ
う
と
す

る
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
理
論
と
対
置
し
、「
多
元
性
」
を
集
団
の
レ
ベ
ル
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
理
論
と
し
て
説
明
し
て
い
る
（
杉
田
敦
「
人
間
性
と

政
治

―
グ
レ
ア
ム
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
政
治
理
論
（
下
）」『
思
想
』
第
七
四
一
号
、
一
九
八
六
年
、
一
三
六
頁
）。

（
21
）  

近
年
の
ラ
ス
キ
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
大
井
赤
亥
は
、
ラ
ス
キ
以
前
の
多
元
的
国
家
論
者
た
ち
が
国
家
の
「
特
定
の
指
標
」
を
認
め
て
い
た
と

し
た
う
え
で
、「
そ
れ
に
対
し
、
団
体
の
実
在
性
に
よ
っ
て
国
家
の
全
能
的
権
力
を
否
定
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
個
人
を
政
治
社
会
の
基
礎
単
位

と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
団
体
と
国
家
と
の
完
全
な
る
同
資
格
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ま
で
議
論
を
進
展
さ
せ
、
多
元
的
国
家
論
に
一
つ
の
終
着
点
を
も

た
ら
し
た
の
が
ラ
ス
キ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
大
井
「
初
期
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
〝
多
元
的
国
家
論
〞
を
め
ぐ
る
再
検
討

―
教
会
論
と

労
働
組
合
論
の
位
相
」『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
二
年
、
二
五
九
頁
、
傍
点
引
用
者
）。
こ
の
点
で
大
井
も
デ
ィ
ー
ン
の
初
期
中
期

断
絶
テ
ー
ゼ
を
抜
け
出
て
い
な
い
。

梅
澤
　
佑
介
（
う
め
ざ
わ
　
ゆ
う
す
け
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
専
攻
領
域
　
　
政
治
思
想
史


