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一
　
は
じ
め
に

　
一
九
五
〇
年
三
月
二
四
日
、
二
○
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
ハ
ロ
ル
ド
・
Ｊ
・
ラ
ス
キ
は
、
五
六
年
と
い
う
決
し

て
長
く
な
い
そ
の
生
涯
に
幕
を
閉
じ
た
。
か
つ
て
は
Ｌ
Ｓ
Ｅ
の
政
治
学
講
座
担
当
教
授
お
よ
び
労
働
党
全
国
執
行
委
員
会
委
員
長
と
し
て

学
界
・
政
界
の
双
方
に
対
し
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
持
っ
た
彼
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
晩
年
は
決
し
て
華
々
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

彼
は
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
直
後
、
自
身
を
「
暴
力
革
命
論
者
」
と
し
て
報
道
し
た
新
聞
社
を
相
手
取
り
名
誉
棄
損
裁
判
を
起
こ
し
た
が

こ
れ
に
敗
訴
し
、
経
済
的
に
困
窮
し
た
晩
年
を
送
っ
た
。
ま
た
彼
は
自
ら
の
理
想
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
強
硬
な
姿
勢
が
災
い
し
て
、

チ
ャ
ー
チ
ル
、
ア
ト
リ
ー
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
い
っ
た
政
界
の
大
物
た
ち
か
ら
鼻
つ
ま
み
者
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け

た
。
彼
の
悪
評
は
学
界
に
ま
で
及
ん
だ
。
い
わ
ゆ
る
「
主
権
三
部
作
」
や
『
政
治
学
大
綱
』
な
ど
の
体
系
的
な
著
作
を
出
版
し
た
と
さ
れ

る
前
期
の
「
多
元
的
国
家
論
」
の
唱
道
者
と
し
て
の
評
価
に
比
べ
て
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
し
た
こ
と
も

相
俟
っ
て
「
政
治
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
屋
」
な
ど
と
揶
揄
さ
れ
、
時
局
に
左
右
さ
れ
て
自
分
の
意
見
や
立
場
を
次
々
に
変
え
る
政
治
的
風
見
鶏

と
見
な
さ
れ
て
い（
1
）た。

　
ラ
ス
キ
の
生
前
に
彼
を
そ
の
よ
う
な
悪
評
か
ら
救
い
出
そ
う
と
試
み
た
の
が
丸
山
眞
男
で
あ
っ
た
。
彼
は
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
を
多
元

論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
時
代
に
分
け
そ
の
変
遷
と
矛
盾
を
非
難
す
る
立
場
に
抗
し
て
、
い
ち
早
く
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
に
お
け
る
一
貫
性

を
主
張
し
た
論
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
彼
は
と
り
わ
け
ラ
ス
キ
の
晩
年
の
二
つ
の
著
作
（『
現
代
革
命
の
省
察
』
と
『
信
仰
・
理
性
・
文
明
』）

に
関
す
る
書
評
的
エ
ッ
セ
イ
を
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
残
し
て
い
る
が
、
両
者
の
中
で
ラ
ス
キ
が
多
元
的
国
家
論
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階

級
国
家
観
へ
と
「
政
治
的
立
場
」
を
「
転
回
」
し
た
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
「
変
化
を
規
定
す
る
不
変
な
も
の
」、
言
い
換
え
れ
ば
、
彼

の
心
情
を
規
定
し
て
い
る
「
エ
ト
ス
」
の
存
在
を
指
摘
し
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
紙
幅
の
制
約
に
よ
り
「
も
は
や
こ
の
問
題
に
詳
し
く
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立
ち
入
る
余
裕
が
な
い
」
と
断
っ
た
上
で
、
そ
の
こ
と
を
「
個
人
の
内
的
価
値
に
対
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
政
治
権
力
に
対
す
る
リ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ア
リ
ズ
ム

0

0

0

0

と
が
一
貫
し
て
彼
の
判
断
の
規
準
と
な
っ
て
い
る
」
と
簡
潔
に
表
現
す
る
こ
と
で
自
身
の
評
論
を
結
ん
で
い（
2
）る。

　
だ
が
丸
山
の
こ
の
よ
う
な
試
み
も
む
な
し
く
、
ラ
ス
キ
の
死
後
以
来
、
彼
の
政
治
思
想
の
一
貫
性
に
対
す
る
関
心
は
薄
れ
、
も
っ
ぱ
ら

そ
の
思
想
的
変
遷
と
矛
盾
が
注
目
の
的
、
あ
る
い
は
所
与
の
前
提
に
す
ら
な
っ
て
い
っ
た
。
今
や
ラ
ス
キ
は
変
遷
と
矛
盾
に
満
ち
た
思
想

家
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
ラ
ス
キ
評
価
を
決
定
づ
け
た
の
が
一
九
五
五
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
ハ
ー
バ
ー

ト
・
Ａ
・
デ
ィ
ー
ン
に
よ
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ー
ン
は
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
を
一
九
一
四
―
二
四
年
の
「
多
元
論
」
の
時
代
、

一
九
二
五
―
三
一
年
の
「
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
」
の
時
代
、
さ
ら
に
そ
れ
以
降
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
」
の
時
代
を
一
九
三
二
―

三
九
年
、
一
九
四
〇
―
四
五
年
、
一
九
四
六
―
五
〇
年
の
三
つ
の
時
代
に
分
け
、
彼
の
生
涯
を
計
五
つ
の
時
代
に
区
分
し
、
ラ
ス
キ
の
著

作
か
ら
の
膨
大
な
引
用
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
政
治
理
論
の
論
理
的
破
綻
や
時
代
相
互
間
の
諸
矛
盾
を
糾
弾
し（
3
）た。

の

ち
に
ラ
ス
キ
の
伝
記
的
研
究
を
著
し
た
マ
イ
ケ
ル
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
デ
ィ
ー
ン
の
ラ
ス
キ
研
究
が
「
冷
戦
」
と
い
う
特
殊
な
政
治
的
状
況

下
で
西
側
の
視
点
か
ら
書
か
れ
た
党
派
的
著
作
で
あ
る
と
述
べ
て
い（
4
）る。

し
か
し
そ
の
彼
で
さ
え
、
デ
ィ
ー
ン
の
強
調
し
た
ラ
ス
キ
の
多

元
論
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
変
化
を
よ
り
緩
慢
な
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
た
に
す
ぎ
ず
、
両
者
の
時
代
間
の
論
理
的
な
整
合
性
を
示
す

に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
を
含
む
多
く
の
研
究
者
が
、
デ
ィ
ー
ン
の
徹
底
し
た
ラ
ス
キ
批
判
と
ラ
ス
キ
政
治
思
想
の
解
体
に
違

和
感
を
表
明
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
デ
ィ
ー
ン
の
提
示
し
た
変
遷
テ
ー
ゼ
を
踏
襲
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
の
生
涯
を
い
く
つ
も
の
時
代
に
分
断
す
る
デ
ィ
ー
ン
の
解
釈
が
ラ
ス
キ
研
究
に
お
け
る
規
準
と
し
て
の
地
位
を
確

固
た
る
も
の
と
す
る
に
つ
れ
て
、
い
よ
い
よ
彼
の
後
期
（
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
以
後
）
の
著
作
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況

の
中
、
先
陣
を
切
っ
て
ラ
ス
キ
の
後
期
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
、
さ
ら
に
彼
の
書
簡
や
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
な
ど
広
範
に
わ
た
る
資
料
か

ら
晩
年
の
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
の
全
貌
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
画
期
的
研
究
が
、
一
九
八
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
小
笠
原
欣
幸
の
著
作

で
あ
っ
た
。
小
笠
原
は
特
に
「
既
存
の
政
治
体
制
に
取
っ
て
代
わ
り
得
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
（
対
案
）
の
思
想
」
に
着
目
し
、
ラ
ス
キ
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の
政
治
思
想
の
発
展
を
晩
年
の
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
に
結
実
す
る
も
の
と
し
て
跡
づ
け（
5
）た。
だ
が
こ
う
し
た
目
的
の
た
め
、
彼
は
ラ

ス
キ
晩
年
の
政
治
思
想
の
も
う
一
つ
の
側
面
た
る
「
計
画
民
主
主
義
」
論
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
特
に
ラ
ス
キ
が
晩
年
に
示
し
た
「
計
画
民
主
主
義
」
と
い
う
具
体
的
制
度
構
想
に
お
け
る
「
計
画
社
会
」
と
「
自
由
」

の
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
。
同
じ
く
晩
年
の
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
の
豊
富
さ
に
比
し
て
、「
計
画
民
主
主

義
」
論
を
「
自
由
」
概
念
と
の
関
係
で
論
じ
て
い
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
両
者
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
数
少
な
い

例
の
一
つ
が
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ム
の
ラ
ス
キ
研
究
で
あ
る
。
ラ
ム
は
ラ
ス
キ
に
お
け
る
自
由
、
平
等
、
民
主
主
義
の
三
者
の
関
係
を
「
平
等

な
く
し
て
民
主
的
統
治
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
民
主
的
統
治
な
く
し
て
自
由
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
図
式
で
表
現
し
た
上
で
、「
計

画
民
主
主
義
」
が
抱
え
る
「
社
会
的
統
制
が
人
格
を
抑
圧
す
る
効
果
を
持
つ
よ
う
な
画
一
性
を
招
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
問
題
」

に
ラ
ス
キ
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
処
方
箋
と
し
て
の
「
不
服
従
」（nonconform

ity

）
を
強
調
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
点
で
き
わ
め
て
正
確
な
ラ
ス
キ
理
解
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
『
現
代
革
命
の
省
察
』
の
よ
う
な
晩
年
の
主
要
著
作
ば
か
り
で

な
く
、
計
画
社
会
に
お
け
る
自
由
に
つ
い
て
論
じ
た
政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
目
を
配
っ
て
お
り
、
ラ
ス
キ
が
晩
年
に
お
い
て
も
「
分

権
化
」
を
重
視
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
彼
の
思
想
的
一
貫
性
に
も
注
意
を
払
っ
て
い（
6
）る。
た
だ
し
ラ
ム
の
研
究
も
ま
た
、
そ
の

分
権
化
が
ラ
ス
キ
の
自
由
概
念
と
い
か
な
る
関
わ
り
を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
点
、
ま
た
ラ
ス
キ
特
有
の
「
計
画
」
概
念
に

立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
て
い
な
い
点
で
不
満
が
残
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
ラ
ス
キ
の
「
計
画
」
概
念
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し
た
上
で
、
彼
が
晩
年
に
展
開
し
た
計
画
社
会
に
お
け
る
自
由
を

め
ぐ
る
議
論
が
、
彼
が
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
取
り
組
ん
だ
積
極
的
国
家
と
市
民
の
自
発
性
の
間
の
緊
張
関
係
の
問
題
と
関
連
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
章
で
は
一
九
四
〇
年
代
以
前
、
す
な
わ
ち
「
計
画
民
主
主
義
」
論
が
ラ
ス
キ
の
著
作
に
登
場
す
る
前

の
彼
の
政
治
思
想
を
、
彼
独
自
の
自
由
論
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階
級
国
家
観
の
受
容
以
前
と
そ
れ
以
降
と
の

連
続
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
四
〇
年
代
に
な
っ
て
現
わ
れ
た
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
を
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
議
論
と
の
連
続
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性
の
下
で
捉
え
直
し
、
最
後
に
ラ
ス
キ
の
「
計
画
民
主
主
義
」
論
を
彼
の
政
治
思
想
の
発
展
の
中
に
位
置
づ
け
た
い
。

二
　
多
元
的
国
家
論
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階
級
国
家
観
へ

㈠
　
多
元
的
国
家
論
と
権
力
の
広
範
な
分
配

　
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
が
一
九
三
一
年
を
境
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
で
は
そ
れ
以
前
の
時
代
は

一
様
に
多
元
的
国
家
論
の
時
代
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
と
も
限
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
前
述
の
通
り
、
デ
ィ
ー
ン

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
論
者
が
一
九
二
五
年
に
別
の
変
化
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
ラ
ス
キ
の
主
著
と
言
わ
れ
て
い
る

『
政
治
学
大
綱
』
の
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
こ
の
年
は
、「
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
」
や
「
修
正
多
元
主
義
」
な
ど
表
現
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
ラ
ス

キ
が
そ
れ
ま
で
の
純
粋
な
多
元
的
国
家
論
に
修
正
を
加
え
た
年
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
五
年

以
前
に
出
版
さ
れ
た
著
作
（
特
に
主
権
三
部
作
）
に
お
い
て
は
国
家
と
他
の
集
団
が
同
等
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
一
九

二
五
年
以
降
の
著
作
に
お
い
て
は
国
家
が
他
の
集
団
に
対
し
て
優
越
す
る
特
別
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い（
7
）う。

ラ
ス
キ
は
「
フ
ェ

ビ
ア
ン
主
義
」
の
時
代
に
至
っ
て
初
め
て
、
国
家
の
積
極
的
行
動
に
よ
る
経
済
的
再
分
配
を
認
め
た
と
い
う
の
だ
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
に
お
け
る
互
い
に
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
重
要
な
観
点
に
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
い
な

い
。
そ
れ
は
「
法
学
的
な
」（legal

）
観
点
と
「
道
徳
的
な
」（m

oral
）
観
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
一
方
で
、
法
学
的
な
観
点
か
ら

は
法
の
上
で
の
優
越
性
（
主
権
）
と
そ
れ
を
現
実
に
お
い
て
裏
づ
け
て
い
る
強
制
力
の
所
有
に
国
家
の
独
自
性
を
見
出
し
て
い
る
。
だ
が

他
方
で
、
道
徳
的
観
点
か
ら
は
、
被
治
者
の
忠
誠
を
必
要
と
す
る
点
に
お
い
て
、
国
家
は
他
の
集
団
と
同
等
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
複
眼
的
な
視
点
は
一
九
二
五
年
以
前
と
以
後
と
を
問
わ
ず
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ（
8
）る。



法学政治学論究　第113号（2017.6）

40

　
こ
の
よ
う
な
区
別
に
基
づ
い
て
、
ラ
ス
キ
は
主
に
初
期
主
権
三
部
作
に
お
い
て
徹
底
的
に
主
権
概
念
お
よ
び
一
元
的
国
家
論
に
対
す
る

批
判
を
行
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
主
権
概
念
は
ボ
ダ
ン
や
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
な
ど
の
法
学
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
純
法
学
的
な
概
念

と
し
て
出
発
し
た
。
そ
れ
ら
の
法
学
者
は
政
治
学
者
が
考
慮
す
べ
き
「
正
し
さ
」（right

）
の
問
題
を
棚
上
げ
に
し
、
実
定
法
上
の
「
権

利
」（rights
）
の
問
題
に
の
み
関
心
を
示
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
主
権
概
念
も
ま
た
、
こ
の
時
点
で
は
単
に
法
の
論
理
の
上
で
の
国
家

の
優
越
性
を
表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（FS:233 -4

﹇
三
九
六
―
八
﹈）。

　
し
か
し
な
が
ら
、
の
ち
の
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
哲
学
者
は
、
こ
の
純
法
学
的
な
国
家
の
優
越
性
の
主
張
を
道
徳
的
な
次
元
に

ま
で
昇
華
し
、
国
家
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

他
の
集
団
に
優
越
す
る
と
い
う
一
元
的
国
家
論
を
完
成
さ
せ
た
（FS:234 -5

﹇
三
九
八
﹈）。

多
元
的
国
家
論
の
標
的
は
、
そ
の
よ
う
な
国
家
論
を
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
受
容
し
た
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
や
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ボ
ザ
ン
ケ
ら

の
イ
ギ
リ
ス
観
念
論
者
（British idealist

）
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
多
く
の
論
者
が
ラ
ス
キ
の
「
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
」
と
見
な
し
て
い
る
、

他
の
集
団
に
対
す
る
国
家
の
絶
対
的

0

0

0

優
越
性
の
主
張
は
、
む
し
ろ
反
対
に
ラ
ス
キ
の
論
敵
が
陥
っ
て
い
た
法
と
道
徳
の
混
同

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
彼
の
多
元
的
国
家
論
は
、
単
に
国
家
と
他
の
集
団
を
同
等
の
地
位
に
置
く
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
法
学
的

側
面
と
道
徳
的
側
面
を
厳
格
に
区
別
し
、
そ
の
上
で
国
家
行
動
を
他
の
集
団
に
関
し
て
と
同
様
に
道
徳
的
観
点
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
を
要

請
す
る
も
の
で
あ
っ（
9
）た。

　
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
吟
味
が
必
要
な
の
か
。
そ
の
主
張
は
ラ
ス
キ
の
独
特
な
自
由
論
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
は
自
由
の

概
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
由
の
概
念
と
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
と
道
徳
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
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る
。（FS:7 -8

﹇
三
五
七
﹈）

こ
の
文
章
に
は
ラ
ス
キ
の
特
徴
的
な
自
由
概
念
の
諸
要
素
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
ラ
ス
キ
の
自
由
概
念
は
前
述
の
多
元
的
国
家
論
、

す
な
わ
ち
法
と
道
徳
の
区
別
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
区
別
の
下
、
道
徳
的
価
値
を
実
現
す
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
の
自

由
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
ラ
ス
キ
は
法
律
の
よ
う
な
静
態
的
な
も
の
に
よ
っ
て
は
決
し
て
自
由
は
完
全
に
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

と
考
え
、「
不
断
に
自
発
性
の
機
会
が
存
在
す
る
こ
と
」
に
自
由
の
本
質
を
見
出
す
。
そ
し
て
、
ラ
ス
キ
が
イ
ギ
リ
ス
観
念
論
か
ら
「
人

格
的
自
我
の
実
現
」
と
し
て
の
積
極
的
自
由
概
念
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
も
の
）
10
（

の
、
こ
の
自
己
実
現
の
主
体
は
、

国
家

0

0

は
も
と
よ
り
そ
れ
以
外
の
集
団

0

0

で
す
ら
な
い
。
自
由
の
究
極
的
単
位
は
個
人

0

0

で
あ
り
、
自
由
は
個
人
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
の
で

あ
）
11
（

る
。
要
す
る
に
、
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
の
自
由
と
は
、
自
発
的
な
個
人
が
法
と
道
徳
の
峻
別
に
基
づ
き
、
不
断
に
国
家
行
動
を
吟
味
す
る

機
会
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に
「
一
元
的
国
家
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
﹈）。

　
だ
が
、
実
際
に
こ
う
し
た
自
由
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
た
だ
多
元
的
国
家
論
を
唱
え
る
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ラ
ス

キ
は
、
政
治
制
度
と
そ
の
下
で
生
活
す
る
人
び
と
の
精
神
と
の
間
に
あ
る
密
接
な
関
係
に
着
目
す
る
。
彼
は
ま
ず
、「
大
多
数
の
人
び
と

が
少
数
の
一
部
に
自
発
的
に
隷
属
す
る
と
い
う
衝
撃
的
事
実
」
を
自
身
の
政
治
理
論
の
出
発
点
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
説
明
す
る
要
因

を
、「
国
家
が
人
び
と
の
惰
性
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
に
見
出
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
権
力
が
過
度
に
集
中
し
て
い
る
政

治
体
制
は
、
権
力
行
使
の
帰
結
に
対
し
て
無
頓
着
な
人
間
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
国
家
権
力
は
、
権
力
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
被

治
者
の
自
発
性
を
奪
い
、
反
対
意
見
の
芽
を
摘
み
、
支
配
を
円
滑
に
行
お
う
と
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
権
力
の
赴

く
ま
ま
に
任
せ
て
お
い
て
は
ラ
ス
キ
の
言
う
意
味
で
の
個
人
の
自
発
性
と
し
て
の
自
由
が
維
持
さ
れ
よ
う
は
ず
も
な
い
（AM

S:32 -

3,73

）。
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そ
こ
で
彼
は
「
権
力
の
広
範
な
分
配
」
を
提
案
す
る
。
権
力
を
集
中
さ
せ
る
の
で
な
く
、
広
く
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
個
人
は

国
家
行
動
の
結
果
に
対
し
て
敏
感
に
な
り
、
自
発
性
の
気
風
は
維
持
さ
れ
う
る
（FS:241

﹇
四
〇
三
﹈）。
こ
の
「
権
力
の
広
範
な
分
配
」

と
は
、
単
に
十
九
世
紀
以
来
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
漸
進
的
に
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
普
通
選
挙
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
民
主
主
義
的
諸
制
度

を
完
成
さ
せ
る
こ
と
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
は
あ
た
か
も
政
府
の
下
す
あ
ら
ゆ
る
決
断
が
人
民
の
意
志
に

基
づ
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
「
危
険
な
催
眠
剤
」
と
し
て
作
用
し
う
る
（AM

S:70

）。
近
代
国
家
の
規
模
に
お
い
て
民
主
主
義

は
代
表
制
の
形
態
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
の
代
表
制
は
決
し
て
完
全
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
真
理
の
多
元
性
を
主
張
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
多
元
的
宇
宙
観
を
継
承
し
、
あ
る
個
人
の
経
験
は
他
者
の
そ
れ
に

よ
っ
て
代
替
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
ら
の
政
治
哲
学
の
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
12
（
る
。
し
た
が
っ
て
治
者
と
被
治
者
の
不
一
致
は

い
か
な
る
政
治
形
態
に
お
い
て
も
動
か
し
難
い
事
実
で
あ
り
、
国
家
の
命
令
に
対
し
て
盲
目
的
に
服
従
す
る
こ
と
は
政
治
的
な
罪
悪
で
あ

る
。
反
対
に
国
家
行
動
が
個
人
の
良
心
と
齟
齬
を
来
す
場
合
に
は
反
対
の
声
を
上
げ
国
家
に
過
ち
を
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
市
民
の
義
務
で

あ
る
（FS:245

﹇
四
〇
六
﹈;

G
P:96

﹇
上
巻
、
一
四
七
―
八
﹈）。
能
動
的
な
市
民
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
国
家
行
動
の
吟
味
の
み
が
国
家
行
動

を
人
民
の
意
志
に
基
づ
い
た
も
の
に
し
う
る
と
ラ
ス
キ
は
考
え
た
の
だ
。

　「
権
力
の
広
範
な
分
配
」
は
そ
う
い
っ
た
市
民
の
自
発
性
を
涵
養
す
る
た
め
の
処
方
箋
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
は

政
治
的
諸
制
度
を
再
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
精
神
も
あ
る
程
度
変
革
し
う
る
と
考
え
た
（G

P:215

﹇
上
巻
、
三
〇
五
﹈）。
中
央

集
権
的
な
国
家
の
被
治
者
は
権
力
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
や
が
て
は
考
え
る
こ
と
を
や
め
、
市
民
た
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
権
力
は
地
域
的
・
機
能
的
に
分
割
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
分
権
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
自
由
に
対
す
る
熾
烈
な

関
心
が
生
ま
れ
て
く
る
と
ラ
ス
キ
は
言
う
（LM

S:81

﹇
九
三
﹈）。
そ
し
て
国
家
行
動
の
積
極
的
な
精
査
を
通
じ
て
、
他
の
何
物
に
も
代
え

難
い
個
人
の
経
験
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
良
心
か
ら
個
人
が
国
家
行
動
に
同
意
を
与
え
る
と
き
、
初
め
て
国
家
に
服
従
す
る
こ
と
が
個

人
の
自
由
と
両
立
し
う
る
の
で
あ
る
。
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㈡
　
階
級
な
き
社
会
と
二
つ
の
革
命

　
ラ
ス
キ
が
マ
ル
ク
ス
を
受
容
し
た
の
は
一
九
三
一
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ラ
ス
キ
研
究
に
お
い
て
は
一
般
に
そ
の
要
因

と
な
っ
た
出
来
事
が
三
つ
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
は
イ
ギ
リ
ス
を
襲
っ
た
世
界
恐
慌
の
波
に
対
処
す
べ
く
一
九
三
一
年
八
月
二
五

日
に
成
立
し
た
ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
率
い
る
挙
国
政
府
と
そ
れ
に
伴
う
ラ
ス
キ
の
労
働
党
に
対
す
る
失
望
、
第
二
は
ア
メ
リ
カ
大

統
領
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
対
す
る
資
本
家
階
級
か
ら
の
激
し
い
反
発
、
第
三
は
一
九
三
三
年

の
ナ
チ
ス
政
権
掌
握
に
象
徴
さ
れ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
世
界
的
勃
興
で
あ
）
13
（
る
。
こ
れ
ら
の
事
象
が
ラ
ス
キ
の
思
想
的
発
展
に
及
ぼ
し
た
多
大

な
る
影
響
は
無
視
し
え
な
い
。
し
か
し
ラ
ス
キ
が
一
九
三
〇
年
以
前
に
も
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
た
び
た
び
言
及
し
、
し
か
も
そ
れ
を
自
身

の
議
論
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
意
味
深
長
で
あ
る
。

　
ラ
ス
キ
は
一
九
三
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
近
代
国
家
に
お
け
る
自
由
』
の
中
で
、「
国
家
形
態
の
如
何
を
問
わ
ず
、
政
治
権
力
は
事
実

上
経
済
力
の
所
有
者
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
ご
と
き
人
び
と
の
い
ず
れ
も
が

当
然
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（LM

S:52

﹇
五
六
﹈）。
経
済
力
と
政
治
権
力
の
結
び
つ
き
は
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
以

前
か
ら
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
の
理
論
的
前
提
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
ラ
ス
キ
は
「
富
め
る
人
び
と
と
貧
し
い
人
び
と
は
実
際
に
お
い
て

は
二
つ
の
異
な
っ
た
国
民
で
あ
る
と
述
べ
た
あ
の
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の
天
才
的
洞
察
」
を
取
り
上
げ
、
生
活
環
境
が
か
け
離
れ
た
人
び
と
は

経
験
が
あ
ま
り
に
も
異
な
る
た
め
、
社
会
目
的
に
つ
い
て
も
一
致
し
え
な
い
と
断
ず
る
（LM

S:192

﹇
二
三
六
﹈）。
し
た
が
っ
て
、
支
配

者
と
被
支
配
者
に
分
断
さ
れ
た
社
会
た
る
国
家
に
お
い
て
は
、
一
定
程
度
の
経
済
的
平
等
が
実
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
法
秩
序
に
対
す

る
服
従
が
多
く
の
者
（
貧
者
）
に
と
っ
て
は
他
者
（
富
者
）
の
命
令
に
対
す
る
服
従
を
意
味
し
、
自
己
の
良
心
に
対
す
る
服
従
と
は
な
り

え
な
い
た
め
、
結
果
的
に
被
支
配
者
は
自
由
で
あ
る
と
は
言
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
一
九
三
〇
年
以
前
か
ら
す
で
に
経
済
的
平
等
を
実
現
す
べ
き
目
標
の
一
つ
と
し
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
一
九
三
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一
年
以
降
の
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
が
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
に
ま
っ
た
く
変
更
を
加
え
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
一
九
三
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
政
治
学
大
綱
』
に
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
序
文
「
国
家
論
の
危
機
」
に
お
い
て
、
ラ
ス
キ
自
身

が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
観
点
か
ら
多
元
的
国
家
論
に
関
す
る
自
己
批
判
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
今
や
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は

「
国
家
の
形
態
」
で
は
な
く
「
国
家
の
本
質
そ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
多
元
的
国
家
論
が
孕
ん
で
い
る
欠
点
を
次
の

よ
う
に
指
摘
す
る
。「
多
元
論
は
階
級
関
係
の
表
現
と
し
て
の
国
家
の
本
質
を
十
分
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
国
家
が
社
会
の
法
的
根

本
原
理
を
定
め
て
そ
れ
を
統
制
す
る
た
め
に
は
、
不
可
分
か
つ
他
の
何
者
に
も
責
任
を
負
わ
な
い
主
権
を
自
ら
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
主

張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
を
、
多
元
論
は
強
調
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。
な
る
ほ
ど
、
三
〇
年
代
以
前
の
ラ
ス
キ
は
法
学

的
観
点
か
ら
他
の
集
団
に
対
す
る
国
家
の
優
越
性
を
確
認
し
な
が
ら
も
、
道
徳
的
観
点
に
お
け
る
国
家
と
他
の
集
団
と
の
同
等
性
を
強
調

し
、
後
者
の
観
点
か
ら
国
家
行
動
を
他
の
集
団
行
動
に
関
し
て
と
同
様
に
吟
味
す
る
こ
と
を
市
民
に
要
請
し
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
市

民
の
能
動
的
な
態
度
を
可
能
に
す
る
政
治
形
態
と
し
て
権
力
の
広
範
な
分
配
を
提
案
し
た
が
、
こ
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
は
ま
ず
国

家
の
本
質
を
規
定
し
て
い
る
階
級
関
係
そ
の
も
の
を
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（CTS:ii, xi -ii

﹇
一

七
〇
、
一
八
六
﹈）。

　
た
だ
し
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階
級
国
家
観
の
受
容
は
多
元
的
国
家
論
の
放
棄
を
意
味
し
な
い
。
彼
は
多
元
的
国
家
論
と
階
級
国
家

観
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
多
元
論
の
目
的
は
よ
り
大
き
な
目
的
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
。（
…
…
）
も
し
国
家
が
不
可
避

的
に
生
産
手
段
を
所
有
す
る
階
級
の
道
具
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
多
元
論
者
の
目
標
は
階
級
な

き
社
会
を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
彼
は
続
け
る
。
階
級
関
係
が
除
去
さ
れ
た
あ
か
つ
き
に
は
、「
社
会
の
真

に
分
権
的
な
性
質
が
制
度
的
表
現
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
社
会
的
組
織
体
が
想
定
し
う
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
組
織
体
に

お
い
て
は
、
権
力
は
形
式
に
お
い
て
も
表
現
に
お
い
て
も
多
元
的
な
も
の
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
」（CTS:p. xii

﹇
一
八
七
―
一
八
八
﹈）。
ラ

ス
キ
は
一
九
二
七
年
の
労
働
争
議
お
よ
び
労
働
組
合
法
、
三
四
年
の
不
満
扇
動
防
止
法
、
三
六
年
の
公
共
秩
序
法
な
ど
の
成
立
を
目
に
す
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る
中
で
、
権
力
の
広
範
な
分
配
と
い
う
目
標
が
資
本
家
階
級
の
特
権
を
脅
か
す
も
の
と
見
な
さ
れ
る
や
、
資
本
家
階
級
は
国
家
権
力
を
用

い
て
こ
れ
を
抑
圧
し
阻
止
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
確
信
に
至
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
降
ラ
ス
キ
は
、
権
力
の
広
範
な
分
配
を
実
現

す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
、
階
級
な
き
社
会
を
実
現
す
る
方
法
を
も
同
時
に
模
索
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
階
級
な
き
社
会
と
い
う
目
標
は
ラ
ス
キ
の
政
治
理
念
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
第
一
段
階
の
目
標
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は

最
終
目
標
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
彼
の
マ
ル
ク
ス
批
判
の
中
に
も
表
れ
て
い
る
。「
マ
ル
ク
ス
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

な
要
素
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
彼
の
信
奉
者
た
ち
は
必
ず
し
も
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
は
い
な
い
。
彼
は
歴
史
的
過
程
を
は
な
は
だ

過
度
に
単
純
化
し
て
い
る
。
正
義
の
た
め
の
闘
争
は
階
級
な
き
社
会
の
創
設
に
よ
っ
て
終
り
は
し
な
い
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（M
FY:695

﹇
八

三
﹈
―
強
調
引
用
者
）。
こ
の
意
味
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
し
た
後
の
ラ
ス
キ
に
「
社
会
主
義
を
ほ
と
ん
ど
至
上
命
令
と
す
る
考
え
方

も
生
じ
た
」
と
す
る
解
釈
に
は
、
一
九
三
一
年
以
降
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
多
元
論
的
要
素
の
保
持
を
見
逃
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
）
14
（

る
。
階

級
な
き
社
会
の
創
設
の
後
の
第
二
段
階
に
お
け
る
問
題
こ
そ
、
ラ
ス
キ
が
生
涯
を
通
じ
て
探
究
し
続
け
た
課
題
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
今
や
そ
の
前
提
条
件
の
実
現
可
能
性
す
ら
絶
望
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
危
機
感
は
彼
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
分
析
に
も
表

れ
て
い
る
。
彼
は
資
本
主
義
の
発
展
段
階
を
「
膨
張
期
」
と
「
収
縮
期
」
と
に
分
け
る
。
資
本
家
階
級
が
労
働
者
階
級
の
要
求
に
対
し
て

譲
歩
す
る
余
裕
を
生
み
出
せ
る
ほ
ど
に
生
産
手
段
の
潜
在
力
が
発
揮
さ
れ
て
い
た
資
本
主
義
の
膨
張
期
に
お
い
て
は
、
要
求
は
民
主
主
義

の
枠
内
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
世
界
恐
慌
等
に
よ
り
資
本
主
義
が
そ
の
収
縮
期
に
入
る
や
い
な
や
、
資
本
家
階
級
は
態
度
を

一
変
し
て
国
家
の
強
制
力
を
駆
使
し
、
資
本
主
義
的
諸
制
度
を
維
持
す
べ
く
労
働
運
動
の
抑
圧
に
着
手
す
る
と
い
う
（STP:130 -1

﹇
九

七
―
八
﹈）。

　
第
一
次
世
界
大
戦
以
来
、
民
主
主
義
と
資
本
主
義
の
間
に
あ
る
こ
の
不
安
定
な
関
係
が
徐
々
に
露
呈
し
は
じ
め
て
い
た
。
ラ
ス
キ
に
よ

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
不
安
定
性
は
次
の
二
通
り
の
「
革
命
」
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
う
る
。
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こ
こ
で
は
た
だ
、
資
本
主
義
的
民
主
主
義
の
問
題
は

―
景
気
回
復
と
い
う
起
こ
り
そ
う
も
な
い
場
合
を
除
い
て
は

―
資
本
主
義
の
抑
圧
か
民
主
主

義
の
抑
圧
の
ど
ち
ら
か
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
足
り
る
。
前
者
は
経
済
革
命
を
、
後
者
は
政
治
革
命
を
意
味
す
る
。

前
者
は
生
産
手
段
の
私
有
に
代
え
て
、
共
有
制
を
採
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
変
革
に
よ
っ
て
当
然
、
社
会
に
お
い
て
ま
ず
階
級
関
係
の
変

化
が
、
次
い
で
他
の
あ
ら
ゆ
る
諸
関
係
の
変
化
が
起
こ
る
。（
…
…
）〔
他
方
で
〕
民
主
主
義
の
抑
圧
は
、
そ
の
よ
う
な
階
級
関
係
上
の
根
本
的
な
変
化

を
伴
わ
な
い
だ
ろ
う
。（STP:203

﹇
一
五
七
﹈）

後
者
の
「
政
治
革
命
」
は
「
反
革
命
」、
す
な
わ
ち
フ
ァ
シ
ス
ト
政
権
の
樹
立
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は

資
本
主
義
的
秩
序
の
保
存
の
た
め
に
資
本
家
階
級
が
国
家
権
力
と
結
託
し
て
民
主
主
義
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
体
制
で
あ
っ

た
。
彼
は
非
常
事
態
を
理
由
に
成
立
し
た
イ
ギ
リ
ス
挙
国
政
府
に
も
、
そ
れ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
独
裁
に
転
ず
る
潜
在
的
危
険
を
見
出
し
た

（SIC:468 -9

﹇
九
〇
―
一
﹈）。
こ
う
し
た
危
険
は
「
経
済
革
命
」
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
民

主
主
義
国
家
の
代
表
制
が
不
完
全
な
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
は
い
え
、
独
裁
制
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
被
治
者
の
個
人
的
経
験
が
政

治
的
決
断
に
反
映
さ
れ
る
望
み
が
薄
ま
り
、
自
発
的
同
意
に
基
づ
く
服
従
と
い
う
意
味
で
の
自
由
の
実
現
は
絶
望
的
な
も
の
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
の
革
命
論
は
、
彼
の
政
治
思
想
に
お
け
る
究
極
目
的
た
る
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
前
提
条
件

0

0

0

0

を

め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
。
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三
　「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論

㈠
　
好
機
と
し
て
の
第
二
次
世
界
大
戦

　
一
九
四
〇
年
代
の
ラ
ス
キ
の
政
治
理
論
が
言
及
さ
れ
る
際
に
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

革
命
論
か
ら
導
出
さ
れ
た
議
論
と
し
て
適
切
に
捉
え
う
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
と
言
っ
た
と
き
の
「
革
命
」
と
は

前
述
の
「
経
済
革
命
」
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
「
革
命
」
と
言
っ
た
と
き
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
「
暴
力
革
命
」
と
こ
の
概
念

は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
一
見
相
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
「
同
意
」
と
「
革
命
」
と
い
う
二
つ
の
語
が
結
合
し
う
る
の
は
ラ
ス

キ
の
こ
の
独
特
な
用
語
法
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
ス
キ
は
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
平
時
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
社
会
に
対
す
る
個
人
の
自
発
的
献
身
が
行

わ
れ
て
い
る
の
を
見
た
（FRC:12, 16 -7
﹇
六
、
一
二
―
三
﹈）。
小
笠
原
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
ラ
ス
キ
は
単
な
る
戦
友
意
識
の
高
揚
を
指
摘

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
軍
の
野
営
陣
地
な
ど
で
兵
士
た
ち
と
戦
争
の
目
的
に
つ
い
て
実
際
に
議
論
す
る
中
で
、
中
上
流
階
級
出
身

の
指
揮
官
が
労
働
者
階
級
出
身
の
兵
士
た
ち
と
共
に
死
を
賭
し
て
戦
地
に
赴
く
こ
と
を
通
じ
、
階
級
関
係
を
超
え
た
仲
間
意
識
が
醸
成
さ

れ
て
い
る
の
を
肌
で
感
じ
）
15
（

た
。
彼
は
戦
争
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
階
級
超
越
的
な
精
神
の
高
揚
を
好
機
と
捉
え
、

そ
こ
に
暴
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
資
本
家
階
級
の
同
意
の
下
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

彼
ら
の
特
権
を
廃
止
し
、
彼
の
言
う
「
経
済
革
命
」、
す
な
わ
ち
生
産

手
段
の
社
会
化
を
実
行
し
う
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　
反
対
に
ラ
ス
キ
が
恐
れ
た
の
は
、
二
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
が
一
次
大
戦
後
の
経
過
と
同
じ
轍
を
踏
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
栄
田
卓
弘
に

よ
れ
ば
、
一
次
大
戦
の
際
に
も
「
戦
時
社
会
主
義
」（W

ar Socialism

）
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
見
ら
れ
た
が
、
戦
争
が
終
わ
る
と
「
戦
前

へ
」（Before the W

ar

）
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
戦
時
中
に
見
ら
れ
た
経
済
的
統
制
の
動
き
は
払
拭
さ
れ
、
自
由
市
場
経
済
に
ほ
ぼ
復
帰
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し
て
し
ま
っ
）
16
（
た
。
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
こ
れ
と
同
じ
事
態
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
経
済
革
命
」
は
い
よ
い
よ
絶
望
的
な
も
の
と

な
る
。
と
い
う
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
し
て
以
来
、
戦
争
の
よ
う
な
非
常
事
態
を
除
い
て
は
、
資
本
家

階
級
は
生
産
手
段
の
社
会
化
の
要
請
に
対
し
て
は
国
家
の
強
制
力
に
頼
っ
て
こ
れ
を
阻
止
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
同

意
に
基
づ
く
平
和
的
な
社
会
主
義
経
済
へ
の
移
行
が
不
可
能
と
な
る
な
ら
ば
、
社
会
化
へ
の
道
は
自
ず
と
暴
力
革
命
に
限
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
ラ
ス
キ
は
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
の
必
要
を
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
る
後
述
の
「
計
画
社
会
」
に
お
け
る
自
由
に
関
係
す
る
。
彼
は
社
会
の
一
部
の
者
が
暴
力
的
手
段
に
訴
え
て
国
家
権
力
を
奪
取
す
る
こ

と
に
よ
り
計
画
社
会
を
樹
立
す
る
か
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
同
意
に
基
づ
い
て
計
画
社
会
を
実
現
す
る
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
当
然
後
者

の
方
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
そ
の
根
拠
は
初
期
か
ら
続
く
ラ
ス
キ
の
自
由
論
に
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
そ
の
多
元
的
国

家
論
に
お
い
て
、
法
と
道
徳
の
区
別
に
基
づ
き
国
家
行
動
を
逐
一
吟
味
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
批
判
の
声
を
上
げ
る
よ
う
な
能
動
的
な
市
民

像
を
要
請
し
た
。
諸
個
人
の
経
験
は
、
他
者
に
よ
っ
て
は
究
極
的
に
は
代
表
さ
れ
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
計
画
社
会
に
お
け
る
計
画
者
が
最

初
か
ら
万
人
に
と
っ
て
の
自
由
と
両
立
す
る
計
画
を
提
案
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
計
画
の
対
象
と
な
る
市
民
が
、
計

画
の
内
容
を
厳
し
い
目
で
精
査
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
計
画
の
内
容
は
漸
進
的
に
市
民
の
経
験
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
中

で
、
計
画
に
従
う
こ
と
が
自
己
の
良
心
に
従
う
こ
と
と
一
致
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
市
民
の
自
己
実
現
と
し
て
の
自
由
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
同
意
に
よ
る
革
命
」
を
通
じ
て
諸
個
人
を
計
画
に
関
与
さ
せ
る
結
果
と
し
て
、「
精
査
す
る
経
験
の
範
囲
が
広
く
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
、
政
府
は
よ
り
深
い
批
判
に
直
面
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
」（W

PRF:28

）。
こ
れ
に
対
し
て
暴
力
に
よ
る
革
命
は
、
一
般

市
民
を
計
画
か
ら
締
め
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。
暴
力
的
な
手
段
に
よ
る
社
会
主
義
経
済

の
実
現
は
、
そ
の
後
の
計
画
社
会
に
お
け
る
広
い
市
民
層
の
経
験
の
反
映
を
甚
だ
し
く
困
難
に
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
ラ
ス
キ
の
眼
に
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映
じ
た
の
で
あ
っ
た
。㈡

　
ロ
シ
ア
革
命
に
対
す
る
評
価

　
ラ
ス
キ
に
よ
る
ロ
シ
ア
革
命
評
価
も
初
期
か
ら
続
く
こ
う
し
た
自
由
論
の
観
点
か
ら
下
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ラ
ス
キ
は
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
・
ロ
シ
ア
に
お
け
る
社
会
主
義
革
命
に
た
び
た
び
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
）
17
（
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
の
評
価

基
準
は
ラ
ス
キ
が
初
期
か
ら
重
視
し
続
け
て
き
た
諸
価
値
に
置
か
れ
て
い
る
点
は
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
革
命

は
、
人
び
と
に
「
自
ら
の
生
活
を
支
配
し
う
る
希
望
」
を
も
た
ら
し
、「
畑
や
工
場
で
、
ま
た
軍
隊
や
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
で
権
力
行
使
の
責
任

を
学
ぶ
と
同
時
に
、
ま
た
新
政
権
の
統
治
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
政
府
に
対
す
る
関
心
を
抱
く
に
至
っ
た
労
働
者
や
農
民
と
い

う
新
し
い
社
会
層
を
自
分
た
ち
の
行
な
う
冒
険
の
仲
間
に
加
え
る
だ
け
の
洞
察
力
を
有
し
て
い
た
」
と
い
う
積
極
的
な
点
で
評
価
で
き
る

（RR:44 -5

﹇
上
巻
、
五
七
﹈）。
こ
れ
は
統
治
へ
の
関
与
を
通
じ
て
市
民
の
公
共
心
を
涵
養
す
る
と
い
う
初
期
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
を
そ
の

ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。
ま
た
ロ
シ
ア
革
命
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
不
可
分
な
も
の
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
た
経
済
的
な
富
と

政
治
的
権
力
の
関
係
を
切
り
離
し
、
富
の
獲
得
と
は
関
係
の
な
い
社
会
目
的
の
維
持
に
必
要
な
努
力
を
も
惹
起
し
た
と
い
う
（RR:51

﹇
上
巻
、
六
六
﹈）。
つ
ま
り
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
革
命
は
富
の
獲
得
を
倫
理
的
目
的
と
す
る
資
本
主
義
社
会
の
価
値
観
か
ら
人
び
と

を
解
放
し
た
と
い
う
消
極
的
な
点
に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
こ
れ
ら
の
評
価
が
、「
独
裁
の
必
要
は
単
に
過
渡
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
確
信
」、
す
な
わ
ち
「
所
有
の
社
会
化
が
確
立

さ
れ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
労
働
者
の
民
主
主
義
が
自
然
に
出
現
し
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
（RR:53

﹇
上
巻
、
七
〇
﹈）。
ラ
ス
キ
は
決
し
て
ロ
シ
ア
革
命
を
手
放
し
で
称
賛
し
た
の
で
は
な
い
。
小
笠
原
の
指
摘
す
る
よ

う
に
、
ラ
ス
キ
は
ロ
シ
ア
革
命
に
社
会
主
義
的
理
念
の
実
現
を
見
る
一
方
で
、
後
進
国
と
し
て
の
ロ
シ
ア
の
置
か
れ
た
特
殊
な
歴
史
的
事

情
も
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
長
き
に
わ
た
る
ツ
ァ
ー
リ
の
専
制
支
配
の
伝
統
な
ど
ロ
シ
ア
の
特
殊
事
情
か
ら
生
じ
た
ス
タ
ー
リ
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ン
の
独
裁
的
支
配
を
「
ロ
シ
ア
革
命
の
中
心
原
理
」
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
理
解
し
）
18
（
た
。
彼
は
こ
の
原
理
に
こ
そ
個
人
の
自
由
の
実
現
の
希

望
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、
独
裁
は
そ
れ
が
永
続
す
る
な
ら
ば
、
自
由
の
実
現
へ
の
方
途
を
永
久
に
閉
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を

非
難
し
た
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ラ
ス
キ
に
よ
る
ソ
連
評
価
は
、
戦
中
に
比
べ
い
っ
そ
う
手
厳
し
い
も
の
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
）
19
（
る
。
一
九
四
四
年

出
版
の
『
信
仰
・
理
性
・
文
明
』
の
続
編
と
し
て
戦
後
に
書
か
れ
た
ラ
ス
キ
の
遺
稿
『
岐
路
に
立
つ
現
代
』
に
お
い
て
彼
は
、
ソ
連
に
お

い
て
「
政
府
の
諸
政
策
に
対
す
る
組
織
的
な
反
抗
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
の
は
、
決
し
て
弾
圧
の
た
め
で
も
恐
怖
の
た
め
で
も
な
く
、

全
国
的
に
満
足
が
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
ソ
連
政
府
の
欺
瞞
を
「
知
的
道
徳
的
混
乱
」
と
し
て
暴
露
し
、

秘
密
警
察
に
よ
る
ソ
連
人
民
の
自
由
の
抑
圧
を
糾
弾
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（D

O
T:15 -6

﹇
四
―
五
﹈）。
こ
の
よ
う
な
ソ
連
に
対
す
る
批
判

も
ま
た
、
法
が
現
実
に
服
従
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
個
人
の
良
心
に
基
づ
く
服
従
、
す
な
わ
ち
自
由
が
あ
る
と
は
限
ら
な

い
と
す
る
徹
底
的
な
法
と
道
徳
と
の
分
離
と
い
う
初
期
か
ら
の
一
貫
性
を
示
し
て
い
る
（STP:81

﹇
五
六
―
七
）
20
（

﹈）。

　
た
だ
し
戦
後
に
な
っ
て
ラ
ス
キ
の
ソ
連
に
対
す
る
評
価
が
全
面
的
に
批
判
に
転
じ
た
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
同

書
の
中
で
彼
は
、「
形
式
的
服
従
を
拒
否
す
る
よ
う
な
集
産
主
義
を
要
求
す
る
」
態
度
を
ロ
シ
ア
人
の
精
神
の
中
に
見
出
し
、
こ
れ
を
称

賛
し
て
い
る
。「
要
す
る
に
、
ソ
連
の
精
神
に
は
抑
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
軽
視
す

る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
」（D

O
T:59

﹇
六
四
―
五
﹈）。
ソ
連
の
精
神
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
積
極
的
評
価
は
、
ラ
ス
キ
の
初
期
か
ら
の

「
思
慮
な
き
服
従
」
に
対
す
る
批
判
お
よ
び
市
民
に
よ
る
国
家
行
動
の
能
動
的
吟
味
の
要
請
と
連
続
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
集
産
主
義
の

実
現
も
決
し
て
彼
の
「
至
上
命
題
」
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
由
を
可
能
に
す
る
た
め
の
市
民
の
自
発
性
が
そ
の
前
提
と
な
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
で
見
て
き
た
些
か
過
剰
と
も
と
れ
る
よ
う
な
ソ
連
に
お
け
る
自
由
の
精
神
の
称
揚
は
、
ソ
連
社
会
の
事
実
認
識
に
関
す
る
誤
り
を

含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
）
21
（
る
。
な
る
ほ
ど
、
ソ
連
社
会
に
関
す
る
ラ
ス
キ
の
分
析
の
客
観
的
妥
当
性
は
疑
わ
し
さ
を
拭
い
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切
れ
な
い
。
だ
が
彼
は
ロ
シ
ア
の
置
か
れ
た
歴
史
的
背
景
に
よ
る
制
約
に
基
づ
き
一
定
の
留
保
を
付
し
な
が
ら
も
、
明
ら
か
に
彼
の
理
想

と
す
る
社
会
像
や
個
人
の
精
神
的
態
度
が
ソ
連
に
お
い
て
部
分
的
に
実
現
し
て
い
る
の
を
見
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
の
ソ
連
観
を

彼
の
政
治
的
理
念
が
投
影
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
よ
り
正
確
な
ラ
ス
キ
理
解
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

㈢
　
政
治
的
民
主
主
義
と
社
会
的
民
主
主
義

　
ラ
ス
キ
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
に
社
会
主
義
社
会
の
理
想
像
を
見
出
す
一
方
で
、
西
側
諸
国
の
資
本
主
義
社
会
を
論
ず
る
に
あ
た
っ

て
は
、
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の
言
葉
を
繰
り
返
し
引
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
今
日
で
は
も
は
や
自
由
市
場
経
済
が
一
般
大

衆
に
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
信
じ
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
大
戦
間
の
二
〇
年
が
証
明
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
ご
く
限
ら

れ
た
少
数
者
に
は
過
度
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
、
残
り
の
多
数
者
に
対
し
て
は
過
度
の
貧
困
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
そ
し

て
こ
の
対
照
は
、
か
つ
て
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
社
会
の
中
に
、
滅
多
に
同
じ
言
語
を
話
さ
ず
、
ま
た
滅
多
に
共
通

の
も
の
の
見
方
を
持
た
な
い
よ
う
な
二
つ
の
国
民
を
生
じ
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
」（FRC:19

﹇
一
七
﹈）。

　
こ
の
よ
う
な
富
者
と
貧
者
の
経
験
の
不
一
致
は
、
不
可
避
的
に
民
主
主
義
体
制
に
お
け
る
諸
個
人
の
自
由
を
不
可
能
な
も
の
と
し
て
し

ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
初
期
か
ら
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
国
家
に
お
け
る
民
主
主
義
は
選
挙
に
基
づ
く
寡
頭
政
の
形
態
を
と
ら
ざ

る
を
え
ず
、
経
済
的
な
富
と
政
治
的
権
力
の
結
び
つ
き
に
よ
り
当
然
治
者
に
は
富
者
が
、
被
治
者
に
は
貧
者
が
割
り
当
て
ら
れ
、
し
た

が
っ
て
貧
者
は
「
他
者
」
の
経
験
に
従
属
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
自
由
を
自
己
自
身
の
良
心
へ
の
従
属
と
見
る
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
そ
の

よ
う
な
状
況
は
自
由
と
は
呼
び
難
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
ス
キ
は
経
済
的
平
等
を
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
自
由
の
条
件
と
す
る
。

な
ぜ
な
ら
経
済
的
格
差
が
国
民
を
「
二
つ
の
国
民
」
へ
と
分
け
隔
て
て
し
ま
う
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
寡
頭
政
た
る
近
代
民
主
主
義

は
多
く
の
者
に
と
っ
て
他
律
の
状
態
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ラ
ス
キ
は
達
成
す
べ
き
目
標
を
、「
政
治
的
民
主
主
義
」
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、「
社
会
的
民
主
主
義
」
と
表
現
し
て
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い
る
。
彼
は
自
国
の
現
状
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。「
一
九
四
〇
年
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
政
治
的
民
主
主
義
の

諸
形
式
は
ご
く
部
分
的
に
し
か
社
会
的
民
主
主
義
の
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
」（RR:132

﹇
上
巻
、
一
八
五
﹈）。
資
本
家

階
級
は
民
主
主
義
の
原
則
が
経
済
の
領
域
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
民
主
主

義
の
原
則
の
不
徹
底
が
「
多
数
者
の
政
治
的
主
権
と
特
権
階
級
の
経
済
的
主
権
と
の
矛
盾
」
と
い
う
事
態
、
す
な
わ
ち
政
治
に
お
け
る
平

等
と
経
済
に
お
け
る
不
平
等
と
い
う
非
対
称
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
（RR:33 -4

﹇
上
巻
、
四
〇
―
一
﹈）。

　
つ
ま
り
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、「
民
主
主
義
」
と
は
単
に
政
治
制
度
上
の
問
題
に
還
元
し
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
お
よ
そ
民
主
的

社
会
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
社
会
の
統
治
形
式
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
の
成
員
の
精
神
的
相
互
関
係
の
問
題
で
も
あ
る
。
民

主
的
社
会
に
お
い
て
は
、
市
民
に
対
す
る
為
政
者
の
実
効
性
の
あ
る
責
任
が
暴
力
に
よ
ら
ず
に
不
断
に
遂
行
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（RR:164

﹇
下
巻
、
四
﹈）。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
民
主
主
義
を
「
形
式
的
」
な
も
の
か
ら
「
実
質
的
」
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
経

済
的
平
等
と
い
う
前
提
条
件
が
ま
ず
は
整
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（CP:106

）。
彼
は
政
治
的
民
主
主
義
の
諸
制
度
を
う

ま
く
機
能
さ
せ
る
に
は
、
社
会
的
民
主
主
義
の
実
現
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
前
述
の
通
り
、
代
議
制
民

主
主
義
に
お
け
る
自
由
は
社
会
な
い
し
経
済
の
領
域
に
お
け
る
個
人
間
の
対
等
な
関
係
を
も
っ
て
初
め
て
実
現
し
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、
社
会
の
領
域
に
お
い
て
も
民
主
主
義
を
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
体
制
は
、
四
〇
年
代
に
な
っ
て
彼

の
議
論
に
初
め
て
登
場
し
た
も
う
一
つ
の
主
題
で
あ
る
「
計
画
民
主
主
義
」
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。
次
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
計
画
社

会
の
下
で
個
人
の
自
由
が
い
か
に
維
持
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
ラ
ス
キ
の
議
論
を
詳
ら
か
に
し
て
い
く
。
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四
　「
計
画
民
主
主
義
」
論

㈠
　「
計
画
」
と
は
何
か

　
計
画
社
会
に
お
け
る
自
由
と
い
う
問
題
関
心
自
体
は
何
も
ラ
ス
キ
独
自
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
下
に
お
け
る
戦
時

社
会
主
義
の
実
現
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
に
端
を
発
す
る
世
界
恐
慌
へ
の
対
処
に
あ
た
り
、
す
で
に
三
〇
年
代
か
ら
様
々
な
分
野
に
お
い
て

こ
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
り
学
者
た
ち
が
議
論
を
戦
わ
せ
て
い
た
。
ラ
ス
キ
は
社
会
主
義
者
と
し
て
当
然
計
画
社
会
を
推
進
す
る
立
場
に
立
っ

た
わ
け
だ
が
、
彼
に
と
っ
て
の
主
要
な
論
敵
は
エ
リ
ー
・
ア
レ
ヴ
ィ
や
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ー
ゼ
ス
な
ど
の
論
客
と
並
ん
で
、

渡
米
中
か
ら
彼
と
も
親
交
が
あ
っ
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
で
あ
っ
た
。
リ
ッ
プ
マ
ン
は
一
九
三
七
年
の
『
良
い
社
会
』
の
中
で
、

戦
時
の
み
な
ら
ず
平
時
に
お
い
て
も
計
画
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
ル
イ
ス
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
ら
の
論
者
に
向
け
て
、
平
時
に
お
け
る

計
画
は
権
威
主
義
体
制
を
必
然
的
に
伴
い
、
合
理
的
な
社
会
の
構
想
は
非
合
理
的
な
専
制
に
帰
着
す
る
と
い
う
逆
説
を
論
証
し
よ
う
と
し

て
い
）
22
（

る
。

　
四
〇
年
代
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
ラ
ス
キ
の
「
計
画
民
主
主
義
」
論
は
、
こ
う
い
っ
た
批
判
に
対
す
る
計
画
社
会
論
者
の
側
か
ら
の
応

答
で
あ
っ
た
。
彼
の
同
時
代
人
で
計
画
社
会
の
擁
護
を
行
っ
た
者
の
中
に
は
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
逃
れ
、
ラ
ス
キ
が
そ
の

ロ
ン
ド
ン
大
学
で
の
講
師
就
任
を
手
助
け
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
生
ま
れ
の
社
会
学
者
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
や
、
優
れ
た
ロ
シ
ア
革
命
史
研

究
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
ラ
ス
キ
に
対
す
る
批
判
が
噴
出
し
た
彼
の
死
後
に
お
い
て
も
彼
の
業
績
に
対
し
て
好
意
的
な
態
度
を
示
し
た
歴
史

家
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
な
ど
が
い
）
23
（

た
。
彼
ら
は
少
し
ず
つ
立
場
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
平
時
に
お
い
て
計
画
と
民
主
主
義
を
両
立
さ
せ
る
こ
と

は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
自
ら
の
世
代
の
使
命
で
あ
る
と
い
う
信
念
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

Ｌ
Ｓ
Ｅ
で
ラ
ス
キ
の
同
僚
と
し
て
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
Ｆ
・
Ａ
・
ハ
イ
エ
ク
も
ラ
ス
キ
の
議
論
を
批
判
し
て
お
り
、
計
画
社
会
の
是
非
を
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め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
双
方
の
立
場
か
ら
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
で
は
、
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
「
計
画
」（plan

）
と
は
一
体
何
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
「
計
画
」
概
念
に
つ
い
て
論
じ
る
際

に
、
そ
れ
の
意
味
す
る
範
囲
の
広
さ
に
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
が
批
判
の
槍
玉
に
挙
げ
た
リ
ッ
プ
マ
ン
が
こ
の
言
葉
を

使
う
際
、
彼
が
意
味
し
た
の
は
「
計
画
経
済
」（planned econom

y

）
で
あ
っ
）
24
（
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
計
画
批
判
は
も
っ
ぱ
ら
、
多
様
な

個
人
の
消
費
欲
求
を
中
央
政
府
が
計
画
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ラ
ス
キ
の
「
計
画
」
概
念
の
内
容

は
、
計
画
経
済
が
通
常
意
味
す
る
労
働
と
資
源
配
分
の
国
家
に
よ
る
統
制
（
そ
れ
ら
は
戦
時
に
お
い
て
は
徴
兵
と
配
給
と
な
っ
て
現
わ
れ
）
25
（
る
）

と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
彼
は
「
計
画
」
に
基
づ
く
社
会
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
計
画
社
会
と
は
、
枢
要
な
経
済
的
統

制
が
私
人
の
手
か
ら
共
同
体
の
手
に
渡
る
こ
と
を
意
味
す
る
」（CP:121

）。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ス
キ
は
「
計
画
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て

市
場
経
済
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
干
渉
一
般
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
化
に
よ
っ
て
彼
は
自
身
の
初
期
か
ら
の
問

題
関
心
、
い
や
、
も
っ
と
言
え
ば
十
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
観
念
論
者
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
以
来
連
綿
と
続
く
、
積
極
的
国
家
と
個
人

の
自
由
と
の
両
立
を
め
ぐ
る
問
題
関
心
と
、
こ
の
「
計
画
民
主
主
義
」
論
を
接
続
し
た
の
で
あ
）
26
（

る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
計
画
」
の
目
的
は
、
三
〇
年
代
の
ラ
ス
キ
の
著
作
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
社
会
主
義
社

会
の
実
現
に
よ
る
個
人
の
生
活
条
件
や
諸
個
人
間
の
経
済
的
平
等
の
保
障
に
留
ま
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
計
画
の
「
目
的
は
、
社
会
主

義
国
家
の
建
設
と
関
係
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
現
在
わ
れ
わ
れ
の
間
に
存
在
し
、
戦
争
勃
発
以

前
に
お
い
て
す
で
に
権
威
を
伸
張
し
決
意
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
反
革
命
勢
力
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
民
主
主
義
を
守
ろ
う
と
す
る

目
的
で
あ
る
」。
仮
に
社
会
主
義
革
命
が
成
就
し
た
と
し
て
も
、
政
治
的
民
主
主
義
の
諸
制
度
、
そ
し
て
そ
れ
を
必
要
条
件
と
す
る
個
人

の
自
由
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
政
治
的
民
主
主
義
が
経
済
的
独
占
の
支
配
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
経
済
的
独
占
が
政
治
的
民
主
主
義
の
支
配
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
」（RR:310

﹇
下
巻
、
二
一
四
﹈）。
前
者
の
状
況
に
お
い

て
は
、
形
式
的
な
政
治
的
民
主
主
義
が
市
場
経
済
の
統
制
の
上
に
築
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
実
質
的
な
社
会
的
民
主
主
義
を
伴
っ
た
か
た
ち
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で
現
れ
、
社
会
的
な
平
等
を
条
件
と
し
て
公
共
心
が
発
達
し
個
人
の
自
由
が
守
ら
れ
う
る
の
に
対
し
、
後
者
の
状
況
に
お
い
て
は
、
国
民

が
富
者
と
貧
者
と
に
二
分
さ
れ
、
多
数
者
に
対
す
る
少
数
者
の
思
慮
な
き
服
従
が
外
形
的
な
民
主
的
諸
制
度
の
虚
飾
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ

れ
る
。
民
主
主
義
は
計
画
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
実
質
的
な
も
の
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
た
だ
単
に
社
会
を
計
画
の
原
理
に
基
づ
か
せ
る
だ
け
で
は
個
人
の
自
由
は
保
障
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
計
画
そ
の
も
の
は

中
立
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
の
目
的
如
何
に
よ
っ
て
は
民
主
的
に
も
非
民
主
的
に
も
運
用
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。「
イ
タ
リ
ア
と
ド
イ

ツ
に
お
け
る
計
画
は
特
権
を
持
つ
少
数
者
へ
の
奉
仕
に
利
用
さ
れ
、
ソ
連
に
お
け
る
計
画
は
大
衆
へ
の
奉
仕
に
利
用
さ
れ
て
き
た
」

（RR:167

﹇
下
巻
、
八
﹈）。
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
資
本
主
義
の
収
縮
期
に
既
存
の
階
級
関
係
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
の
下
、
労
働
市
場
に
対

す
る
国
家
干
渉
の
増
大
を
通
じ
て
大
衆
を
動
員
す
る
こ
と
の
で
き
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
ま
た
、
ソ
連
共
産
主
義
と
同
様
に
計
画
社
会
の
一
形

態
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
計
画
社
会
へ
の
分
類
は
、
三
〇
年
代
か
ら
の
彼
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
観
の
変
遷
と
対
応
し
て
い
る
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
三
〇
年
代
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
し
た
彼
は
、
資
本
主
義
の
危
機
の
時
代
に
資
本
家
階
級
が
国
家
権
力
と
結
託

し
て
労
働
運
動
を
強
制
力
に
よ
っ
て
抑
え
込
む
と
い
う
事
態
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
本
質
を
見
出
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
も
っ
ぱ
ら
民
衆
を
抑
圧

す
る
一
方
的
な
「
力
」
の
側
面
か
ら
論
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、
四
〇
年
代
に
入
り
、
今
や
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
を
、

「
そ
れ
が
支
配
す
る
に
至
る
い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
根
本
の
階
級
関
係
を
乱
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
を
彼
ら
が
指
摘
し
て
い
る

こ
と
は
正
し
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
感
情
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
衆
運
動
を
組
織
で
き
た
点

を
見
逃
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
自
身
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
観
に
も
修
正
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
（RR:88

﹇
上
巻
、
一
一
九
―
二
）
27
（

一
﹈）。

　
こ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
再
定
式
化
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
ラ
ス
キ
の
理
想
と
す
る
社
会
像
と
の
距
離
を
危
険
な
ま
で
に
縮
め
た
。
こ

の
こ
と
が
含
意
す
る
三
つ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
つ
目
は
、
計
画
社
会
は
階
級
な
き
社
会
と
い
う
前
提
条
件
の
上
に
打
ち

立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
二
つ
目
は
、
計
画
は
政
治
的
民
主
主
義
の
否
定
（
フ
ァ
シ
ズ
ム
）
で
は
な
く
、
政
治
的
民
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主
主
義
と
結
び
つ
い
た
も
の
（
す
な
わ
ち
計
画
民
主
主
義
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
三
つ
目
の
含
意
が

特
に
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
計
画
社
会
は
個
人
の
自
由
を
否
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
ス
キ

は
決
し
て
計
画
社
会
が
自
ず
と
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
し
、
事
実
、
計
画
社
会
の
反
対
者
が
こ
ぞ
っ

て
批
判
し
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
点
で
あ
っ
た
。
ラ
ス
キ
は
こ
れ
ら
の
批
判
に
答
え
る
た
め
、
計
画
の
目
的
を
人
民
の
意
志
に
基
づ
か
せ
る
、

す
な
わ
ち
計
画
社
会
の
下
で
個
人
の
自
由
を
実
現
す
る
方
途
に
関
す
る
議
論
へ
と
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

㈡
　
計
画
民
主
主
義
に
お
け
る
自
由

　
経
済
的
自
由
主
義
者
を
中
心
と
す
る
ラ
ス
キ
の
主
要
な
論
敵
た
ち
は
、
計
画
社
会
は
本
質
的
に
自
由
と
相
容
れ
な
い
体
制
で
あ
る
と
し

て
こ
れ
を
激
し
く
論
難
し
た
。
例
え
ば
リ
ッ
プ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
平
時
に
お
け
る
計
画
生
産
は
人
民
の
多
様
な
欲
求
に
対
処
す
る
困
難
を

伴
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
社
会
に
お
い
て
は
、
人
民
に
必
要
な
も
の
を
人
民
に
代
わ
っ
て
決
定
す
る
一
元
的
な
機
関
が
必
要
と
な
る
た

め
、
臣
民
に
と
っ
て
の
善
を
知
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
独
裁
者
に
よ
る
「
慈
恵
的
専
制
」
に
行
き
着
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
）
28
（

う
。
ま
た
ハ

イ
エ
ク
は
、
市
場
に
お
け
る
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
あ
る
個
人
の
価
値
尺
度
は
社
会
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
の
一
部

分
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
単
一
の
計
画
者
に
よ
る
社
会
全
体
の
価
値
配
分
の
決
定
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
計
画
を
議
会
に
お
け
る
討
論

に
よ
っ
て
決
定
し
よ
う
と
し
て
も
合
意
を
形
成
し
え
な
い
た
め
、
議
会
の
機
能
不
全
と
い
う
問
題
が
不
可
避
的
に
生
じ
る
と
述
べ
）
29
（

た
。
両

者
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
市
場
に
お
け
る
諸
個
人
の
多
様
な
消
費
欲
求
を
個
人
に
代
わ
っ
て
計
画
者
が
判
断
す
る
こ
と
は
、
個
人
の

自
由
に
対
す
る
抑
圧
を
招
来
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
重
大
な
誤
解
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
ラ
ス
キ
ら
の
計
画
社
会
論
者

が
意
味
す
る
「
計
画
」
は
い
わ
ゆ
る
「
計
画
経
済
」
と
完
全
に
符
合
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
生
産
の
全
体
的
な

0

0

0

0

計
画
化

を
意
図
し
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
リ
ッ
プ
マ
ン
は
計
画
社
会
が
す
べ
て
を

0

0

0

0

計
画
す
る
こ
と
に
よ
り
自
由
な
消
費
の
余
地
が
な
く
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な
り
、
ま
た
職
業
選
択
の
自
由
も
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
懸
念
し
て
い
）
30
（
る
。
ハ
イ
エ
ク
も
ま
た
、「
国
家
が
全0

生
産
手
段
を
統
制
す
る

よ
う
な
共
同
活
動
部
門
」
の
も
た
ら
す
影
響
が
、
や
が
て
は
全
社
会
シ
ス
テ
ム
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
危
険
性
を
強
調
し
）
31
（

た
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
警
告
は
計
画
社
会
論
者
の
構
想
す
る
社
会
像
に
は
必
ず
し
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ー
は
リ
ッ
プ
マ
ン

が
懸
念
す
る
よ
う
な
「
労
働
管
理
権
は
日
常
用
い
ら
れ
る
道
具
で
は
な
く
、
自
発
的
方
法
が
失
敗
し
た
場
合
の
究
極
の
刺
激
と
し
て
取
っ

て
お
く
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
ま
た
他
方
で
「
重
要

0

0

産
業
部
門
の
国
有
化
」
の
支
持
を
表
明
し
て
い
）
32
（

る
。
ま
た
マ
ン
ハ
イ
ム
は
自
身

の
構
想
す
る
民
主
的
計
画
の
立
場
か
ら
、「
独
裁
制
は
す
べ
て
に
干
渉
す
る
こ
と
が
計
画
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
い
う
点
を
批
判
）
33
（

し
、
む
し
ろ
計
画
社
会
に
お
い
て
は
、「
完
全
な
活
動
の
自
由
が
可
能
な
領
域
と
、
規
制
さ
れ
る
諸
領
域
を
支
配

す
る
規
則
に
対
す
る
民
主
主
義
的
統
制
と
が
明
確
に
限
定
さ
れ
る
点
に
自
由
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
）
34
（
る
。

　
た
だ
し
ラ
ス
キ
は
こ
の
よ
う
な
計
画
が
対
象
と
す
る
領
域
の
限
定
性
を
前
提
す
る
に
加
え
て
（RR:306

﹇
下
巻
、
二
一
〇
﹈）、
計
画
さ

れ
ざ
る
市
場
経
済
に
基
づ
く
社
会
に
お
け
る
自
由
と
計
画
民
主
主
義
に
お
け
る
自
由
と
の
間
に
質
的
な
差
異
を
見
出
し
た
。
彼
は
前
者
を

「
消
極
的
自
由
」、
後
者
を
「
積
極
的
自
由
」
と
表
現
し
て
い
る
（CP:112

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
リ
ッ
プ
マ
ン
の
自
由
概
念
は
消
費
活
動
に

お
け
る
選
択
の
幅
を
意
味
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、「
そ
れ
は
浪
費
を
行
な
い
う
る
力
が
成
功
者
た
る
証
拠
と
見
な
さ
れ
る
社
会
に
よ
っ
て

要
求
さ
れ
る
贅
沢
の
規
準
を
示
す
単
な
る
指
標
に
す
ぎ
な
い
」（RR:341

﹇
下
巻
、
二
五
八
﹈）。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
由
は
当
然
、
経

済
に
対
す
る
国
家
干
渉
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
好
ま
し
い
と
す
る
よ
う
な
消
極
的
性
質
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
多

数
者
の
犠
牲
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
え
な
い
少
数
者
に
と
っ
て
の
自
由
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
経
済
的
な
領
域
に
お
け
る
諸

個
人
の
機
会
の
平
等
と
し
て
出
発
し
た
自
由
競
争
の
原
理
に
基
づ
く
資
本
主
義
は
、
競
争
が
進
む
に
つ
れ
て
徐
々
に
企
業
の
カ
ル
テ
ル
や

ト
ラ
ス
ト
の
支
配
す
る
独
占
資
本
主
義
へ
と
姿
を
変
え
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
自
由
競
争
の
結
果

は
競
争
を
破
壊
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
）
35
（

た
。
こ
う
し
た
経
済
史
観
は
計
画
社
会
論
者
の
間
で
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
）
36
（

が
、
当
時
の
イ
ギ

リ
ス
が
い
か
な
る
社
会
的
段
階
に
立
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
特
に
そ
の
後
の
発
展
段
階
を
表
す
用
語
法
を
め
ぐ
っ
て
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微
妙
に
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。

　
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
由
競
争
原
理
に
基
づ
く
資
本
主
義
経
済
か
ら
様
々
な
社
会
問
題
が
生
じ
、
そ
の
欠
陥
が
明
ら
か
と
な
っ
た
今
、

「
十
九
世
紀
の
自
由
放
任
の
資
本
主
義
を
去
っ
て
移
り
ゆ
く
道
と
し
て
は
、〈
福
祉
国
家
〉、〈
社
会
奉
仕
国
家
〉（social service state

）、

ま
た
単
に
〈
社
会
主
義
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
社
会
的
経
済
的
秩
序
以
外
に
な
い
」。
そ
し
て
彼
は
「
社
会
主
義
を
目
的
と
す
る
計
画
」
だ

け
が
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
道
で
あ
る
と
断
じ
て
い
）
37
（

る
。
こ
の
よ
う
に
カ
ー
に
お
い
て
は
、「
社
会
奉
仕
国
家
」
と
「
計
画
」
と
が
結
び

つ
き
う
る
観
念
と
し
て
登
場
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ラ
ス
キ
は
こ
の
二
つ
の
語
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
彼
は
労
働
党
が
政
権
を
担
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
よ
う
な
社
会

的
事
情
を
考
慮
し
て
、「
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
一
九
〇
六
年
以
前
の
時
代
の
消
極
的
国
家
か
ら
社
会
奉
仕
国
家
へ
と
移
行
し
た
」
と

結
論
づ
け
る
。
た
だ
し
彼
は
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
国
家
は
社
会
奉
仕
国
家
で
あ
る
。
だ
が
一
貫
し
た
原
理
に
よ
っ

て
そ
の
性
格
を
形
づ
く
る
目
論
見
が
時
々
し
か
存
在
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
単
純
な
理
由
に
よ
り
、
そ
れ
は
と
て
も
計
画
社
会
と
は
言

え
な
い
」（W

PRF:24 -5

）。
こ
こ
で
い
う
社
会
奉
仕
国
家
と
は
、
国
家
が
基
幹
産
業
の
統
制
権
を
手
に
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
計
画

で
は
な
く
、
国
家
の
支
配
階
級
た
る
資
本
家
の
裁
量
に
よ
る
譲
歩
に
経
済
的
な
不
平
等
の
是
正
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
国
家
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
家
は
ま
た
、
実
質
的
な
意
味
に
お
け
る
民
主
主
義
の
達
成
の
妨
げ
と
な
る
。「
社
会
奉
仕
は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
お
け
る

富
者
の
支
払
う
富
裕
税
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
社
会
の
構
造
に
関
す
る
問
題
に
対
す
る
大
衆
の
惰
性
的
な
無
関
心
を
維
持
し
て

い
る
。
と
い
う
の
は
、
大
衆
に
そ
の
吟
味
を
促
す
こ
と
は
常
に
危
険
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」（FRC:28

﹇
三
一
﹈）。
治
者
た
る
資
本
家

階
級
は
あ
く
ま
で
も
資
本
主
義
の
枠
内
で
譲
歩
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
被
治
者
の
公
的
関
心
を
弱
体
化
し
、
自
ら
の
支
配
体
制
を
盤
石
な

も
の
に
し
よ
う
と
努
め
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
奉
仕
国
家
に
お
け
る
個
人
の
自
由
は
ま
す
ま
す
望
み
の
薄
い
も
の
と
な
る
。

　
ま
た
ラ
ス
キ
は
社
会
奉
仕
国
家
の
経
済
形
態
と
そ
れ
に
伴
う
支
配
者
の
行
動
の
傾
向
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
下
で
の
被
支
配
者
の
精
神
的

態
度
を
も
問
題
に
し
て
い
る
。
彼
は
先
に
引
用
し
た
社
会
奉
仕
国
家
と
計
画
社
会
を
区
別
し
た
文
章
の
後
段
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
わ
れ
わ
れ
は
未
だ
に
、
本
質
的
に
は
獲
得
社
会
で
あ
る
」（W

PRF:25

）。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
獲
得
社
会
」（acquisitive 

society

）
と
い
う
語
は
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
Ｒ
・
Ｈ
・
ト
ー
ニ
ー
が
同
名
の
著
作
に
お
い
て
提
示
し
た
概
念
で
あ
る
が
、
彼
が
獲
得
社
会

の
原
理
を
批
判
し
、
自
身
の
理
想
と
し
て
は
、
富
を
獲
得
す
る
「
権
利
」
で
は
な
く
社
会
に
奉
仕
す
る
「
機
能
」
に
基
づ
く
「
機
能
社

会
」（Functional Society

）
を
対
置
し
た
の
に
対
し
）
38
（
て
、
ラ
ス
キ
は
も
っ
ぱ
ら
獲
得
社
会
の
原
理
が
持
つ
倫
理
的
側
面
を
問
題
視
し
、
そ

れ
を
計
画
社
会
に
お
け
る
積
極
的
自
由
と
対
比
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
獲
得
社
会
の
原
理
は
経
済
的
成
功
を
称
賛
の
的

に
し
、
貧
困
を
道
徳
的
劣
等
の
証
左
と
見
な
す
独
自
の
倫
理
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
道
徳
的
価
値
が
経
済
的
価
値
の
中
に
併
吞

さ
れ
、
真
・
善
・
美
の
ご
と
き
無
形
の
価
値
が
物
質
的
な
富
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
て
い
る
（RR:326 -8

﹇
下
巻
、
二
三

七
―
四
〇
﹈）。
こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
、
持
た
ざ
る
者
は
自
ら
の
公
的
性
質
を
放
棄
し
、
個
人
的
関
係
の
う
ち
に
沈
潜
し
、
型
に
は

ま
っ
た
日
々
の
生
活
の
う
ち
に
安
寧
を
見
出
す
（RR:30

﹇
上
巻
、
三
五
﹈）。

こ
の
巨
大
社
会
に
お
い
て
自
由
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
手
段
の
一
つ
は
、
個
人
人
格
の
自
我
や
唯
一
性
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
ほ
ど
完
全
に
従
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）
彼
ら
に
と
っ
て
〔
自
由
の
〕
譲
渡
は
安
寧
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
自
分
は
自
由
だ
、
な
ぜ

な
ら
自
分
は
個
性
を
完
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
社
会
的
責
務
を
放
棄
し
た
の
だ
か
ら
、
と
考
え
る
。（D

O
T:83

﹇
九
六
﹈）

だ
が
以
上
の
ご
と
き
逃
避
は
、
積
極
的
自
由
は
も
ち
ろ
ん
、
消
極
的
自
由
も
結
果
的
に
保
障
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
態
度

こ
そ
ヒ
ト
ラ
ー
や
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
率
い
る
少
数
者
が
反
革
命
を
成
就
さ
せ
、
そ
の
後
も
権
力
を
維
持
し
え
た
際
の
土
台
と
な
っ
た
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
計
画
社
会
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
積
極
的
自
由
の
観
念
は
「
国
家
権
力
か
ら
の
干
渉
の
不
在
で
は
な
く
、
国
家

権
力
が
そ
れ
を
組
織
す
る
の
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
機
会
の
創
出
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」。
な
ぜ
な
ら
「
干
渉
の
不
在
は
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少
数
者
の
自
由
を
意
味
」
し
、「
機
会
の
創
出
は
多
数
者
の
自
由
を
意
味
す
る
」
か
ら
で
あ
る
（CP:115

）。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
機

会
の
創
出
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
自
由
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。「
真
の
意
味
で
自
由
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の

一
人
ひ
と
り
が
持
っ
て
い
る
個
性
を
解
放
し
、
個
性
の
抑
圧
に
よ
っ
て
は
維
持
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
社
会
的
、
経
済
的
秩
序
を
妨
げ
て
い

る
障
害
物
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ
る
」（D

O
T:84

﹇
九
八
﹈）。
し
た
が
っ
て
、
経
済
秩
序
に
対
す
る
国
家
干
渉
が
個
人
の
自
由
の
必
要
条

件
で
あ
る
こ
と
を
、
ラ
ス
キ
は
晩
年
の
自
由
論
の
中
で
強
調
し
た
。

　
だ
が
、
そ
れ
は
自
由
の
十
分
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
三
〇
年
代
に
入
っ
て
新
た
に
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
階
級
な
き
社

会
」
を
実
現
し
た
と
し
て
も
、
彼
が
そ
の
初
期
か
ら
論
じ
続
け
た
「
権
力
の
広
範
な
分
配
」
と
い
う
次
な
る
目
標
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
単
に
所
有
を
個
人
の
手
か
ら
公
の
手
に
渡
し
、
次
い
で
生
産
過
程
を
計
画
化
し
よ
う
と
す
る
だ
け

で
は
こ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
計
画
は
少
数
者
の
た
め
に
利
用
さ
れ
う
る
。
そ
れ
を
阻
止
し
、
計
画
を
人
民
の
意
志
に

従
属
さ
せ
う
る
の
は
、
被
治
者
の
側
に
お
け
る
創
意
と
自
発
性
を
喚
起
し
、
国
家
行
動
に
対
す
る
不
断
の
吟
味
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
制

度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
制
度
構
想
と
し
て
晩
年
の
ラ
ス
キ
が
提
案
し
た
の
は
、「
分
権
化
」（decentralisation

）

と
い
う
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
標
語
的
装
い
を
得
た
も
の
の
、
彼
が
か
ね
て
よ
り
「
権
力
の
広
範
な
分
配
」
と
い
う
言
葉
で
一
貫
し
て
表
現
し

て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
各
労
働
者
は
彼
ら
が
生
産
者
と
し
て
そ
の
一
部
分
に
参
加
す
る
計
画
の
目
的
と
手
段
と
を
定
め
る
際
に
、
そ
の
努
力
の
程
度
に
応
じ
て
協

力
す
る
こ
と
が
で
き
、
消
費
者
な
い
し
市
民
と
し
て
は
、
こ
の
計
画
の
運
用
の
結
果
を
身
を
も
っ
て
経
験
し
た
者
と
し
て
、
そ
の
運
用
の
当
否
の
判
断

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
生
産
の
側
に
お
い
て
も
消
費
の
側
に
お
い
て
も
分
権
化
さ
れ
た
諮
問
機
構
を
意
味

す
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
に
お
け
る
所
有
の
形
態
を
変
え
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
、
そ
れ
ら
を
民
主
化
す
る
こ
と
も
必
須
で
あ
る
。（D

O
T:89

﹇
一
〇
四
﹈）
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持
続
的
創
意
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
の
創
出
に
積
極
的
に
参
画
し
、
ま
た
政
府
の
下
す
決
定
に
自
発
的
な
同
意
を
与
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、

市
民
は
人
格
の
実
現
と
し
て
の
自
由
を
手
に
し
え
な
い
（CP:123 -4

）。
制
度
的
変
革
に
よ
っ
て
市
民
の
主
体
性
を
涵
養
し
よ
う
と
す
る

こ
う
し
た
ラ
ス
キ
の
構
想
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
少
数
者
の
民
主
主
義
」
の
伝
統
に
期
待
し
て
エ
リ
ー
ト
教
育
の
重
要
性
を
説
き
、

大
衆
の
激
情
を
操
作
す
る
技
術
に
大
き
な
役
割
を
与
え
た
マ
ン
ハ
イ
）
39
（
ム
や
、
人
間
の
非
合
理
性
を
自
覚
し
つ
つ
理
性
を
よ
り
完
全
な
も
の

に
し
て
い
く
こ
と
を
提
言
し
な
が
ら
も
、
特
に
具
体
的
解
決
策
を
示
す
こ
と
な
く
歴
史
家
と
し
て
の
禁
欲
的
態
度
を
守
っ
た
カ
ー
の
計
画

社
会
）
40
（
論
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
さ
て
、
以
上
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ラ
ス
キ
の
計
画
民
主
主
義
論
が
受
け
う
る
（
そ
し
て
実
際
に
受
け
て
き
た
）
一
つ
の
批

判
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
批
判
は
「
要
す
る
に
、
計
画
経
済
の
諸
目
的
を
人
民
の
決
断
に
依
拠
さ
せ
う
る
方
法
は
存
在
し
な

い
」
と
い
う
リ
ッ
プ
マ
ン
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
）
41
（

る
。
ハ
イ
エ
ク
は
よ
り
直
接
的
に
ラ
ス
キ
の
名
前
を
挙
げ
、
諸
個
人
の
ニ
ー
ズ
の
多

様
性
に
基
づ
き
、
民
主
的
手
続
き
に
則
っ
て
一
元
的
な
計
画
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
示
し
）
42
（
た
。
ま
た
ラ
ス
キ
研
究
の
第
一
人

者
で
あ
る
デ
ィ
ー
ン
さ
え
も
、
個
人
の
多
様
性
を
前
提
と
し
つ
つ
も
法
を
個
人
の
同
意
に
基
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
ラ
ス
キ
の
自
由
論
を
批

判
し
て
、「
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
う
」
と
述
べ
）
43
（
た
。

　
だ
が
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
そ
も
そ
も
ラ
ス
キ
が
代
議
制
民
主
主
義
へ
の
懐
疑
を
出
発
点
と
し
て
自
ら
の
政
治
理
論
を
構
築
し
た
こ
と
を

看
過
し
て
い
る
。
彼
の
理
論
的
前
提
は
治
者
と
被
治
者
の
不
一
致
で
あ
っ
た
。
彼
は
各
職
能
団
体
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
る
委
員
会
を

も
っ
て
現
に
存
在
す
る
議
会
に
代
替
し
よ
う
と
す
る
ギ
ル
ド
社
会
主
義
を
批
判
し
て
、
代
わ
り
に
諮
問
機
関
を
提
案
す
る
文
脈
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。「
国
家
の
政
府
に
決
定
す
る
こ
と
は
任
せ
て
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

専
門
家
に
助
言
を
求
め
る
こ
と
だ
け
を
強
制
す
る
と
い
う
考
え

は
、
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
よ
う
に
機
能
団
体
に
権
力
を
賦
与
す
る
制
度
よ
り
も
好
ま
し
い
」（G

P:82

﹇
上
巻
、
一
二
五
﹈
―
強
調
引
用
者
）。

こ
の
よ
う
に
治
者
た
る
国
家
に
よ
る
政
治
的
決
断
と
被
治
者
た
る
市
民
に
よ
る
道
徳
的
判
断
の
プ
ロ
セ
ス
を
分
離
し
、
前
者
が
基
づ
く
べ
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き
原
理
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
構
造
的
変
革
に
よ
る
後
者
の
変
容
を
構
想
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
の
独
創

性
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
デ
ィ
ー
ン
に
よ
る
批
判
は
む
し
ろ
、「
共
同
活
動
は
、
個
々
の
考
え
が
一
致
す
る
場
合
に
の
み
限
定
さ
れ
る

べ
き
だ
」
と
す
る
ハ
イ
エ
ク
に
こ
そ
当
て
は
ま
る
こ
と
が
分
か
）
44
（
る
。
集
団
決
定
の
過
程
に
お
い
て
人
間
の
多
様
性
ば
か
り
を
強
調
す
る
と
、

一
切
の
国
家
行
動
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
人
間
が
個
性
を
発
揮
し
う
る
た
め
に
も
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
行
動
は
必
要
不
可

欠
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
は
個
人
と
国
家
の
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
が
最
も
先
鋭
化
し
た
か
た
ち
で
現
れ
た
四
〇
年
代
の
計
画
民
主
主
義
を
め
ぐ

る
議
論
の
中
で
、
国
家
に
よ
る
決
断
と
そ
れ
に
対
す
る
市
民
に
よ
る
不
断
の
吟
味
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
通
じ
て
国
家
行
動
を
次
第
に

市
民
の
意
志
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
い
く
と
い
う
彼
独
自
の
動
態
的
な
自
由
論
を
彫
琢
し
た
の
で
あ
っ
た
。

五
　
お
わ
り
に

　
こ
こ
ま
で
、「
権
力
の
広
範
な
分
配
」
を
軸
と
す
る
ラ
ス
キ
の
初
期
自
由
論
が
、
晩
年
の
「
計
画
民
主
主
義
」
論
に
結
実
し
て
い
く
過

程
を
概
観
し
て
き
た
。
ラ
ス
キ
研
究
者
を
含
む
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
彼
の
思
想
的
変
遷
の
過
度
な
強
調
と
は
裏
腹
に
、

そ
こ
に
は
国
家
に
よ
る
積
極
的
干
渉
と
個
人
の
自
由
の
調
和
を
め
ぐ
る
理
論
的
関
心
の
一
貫
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
他
方

で
、
道
徳
的
価
値
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
の
政
治
を
法
か
ら

0

0

0

分
離
す
る
と
い
う
根
本
的
態
度
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、
晩
年
に
お
い
て
は

と
り
わ
け
政
治
の
経
済
か
ら
の

0

0

0

0

0

自
律
性
が
新
た
な
主
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。
彼
に
対
す
る
批
判
の
多
く
は
治
者
と
被
治
者
の
不
一
致

と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
彼
の
自
由
論
の
独
創
性
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
彼
の
政
治
思
想
に
積
極
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
す

る
論
者
も
し
ば
し
ば
階
級
な
き
社
会
の
実
現
と
権
力
の
広
範
な
分
配
と
い
う
彼
の
段
階
的
な
二
つ
の
目
標
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
を

混
同
し
て
い
）
45
（
た
。
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ラ
ス
キ
が
晩
年
に
身
を
投
じ
た
「
計
画
」
と
「
自
由
」
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
は
、
ソ
連
の
崩
壊
に
よ
り
「
計
画
経
済
」
の
失
敗
が
実
証
さ
れ
た
と
広
く
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
ラ
ス
キ
の
「
計
画
」
概
念
が
経
済
的
な
領
域
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
積
極
的
国
家
と
そ
の
下
に
お
け
る
市
民
の
精
神
的
態

度
と
い
う
よ
り
抽
象
的
な
政
治
的
問
題
に
接
続
し
う
る
広
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
今
、
彼
を
取
り
巻
く
計
画

社
会
論
争
に
対
す
る
目
を
一
切
閉
ざ
し
て
し
ま
う
こ
と
は
少
な
か
ら
ぬ
損
失
で
あ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
家
の
肥
大
化
と
市
民

の
政
治
的
無
関
心
の
問
題
が
そ
れ
ぞ
れ
顕
在
化
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
ラ
ス
キ
の
「
計
画
民
主
主
義
」
論
は
再
び
検
討
に
付
さ
れ
る

価
値
の
あ
る
議
論
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
付
記
〕
本
論
文
は
平
成
二
八
年
度
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

・
ラ
ス
キ
の
著
作
に
関
し
て
は
、
以
下
に
示
す
略
号
を
用
い
、
本
文
中
の
（
　
）
内
に
参
照
頁
数
を
記
し
た
。
ま
た
、
邦
訳
の
該
当
頁
数
は
﹇
　
﹈
内

に
記
し
た
。
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訳
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ

の
政
治
思
想
』
法
律
文
化
社
、
一
九
七
七
年
）. 

な
お
、
以
下
邦
訳
の
あ
る
外
国
語
文
献
か
ら
の
引
用
は
適
宜
訳
を
変
更
し
て
い
る
。

（
4
）  M
ichael N

ew
m
an, H

arold Laski: A
 Political Biography, M

erlin Press, 2009 ﹇1993

﹈, pp. xiv -v.

（
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
、
特
に
「
は
じ
め
に
」
を
参
照
。

（
6
）  Peter Lam

b, H
arold Laski: Problem

s of D
em
ocracy, the Sovereign State, and International Society, Palgrave M

acm
illan, 

2004, pp. 69, 85 -6, 88.
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（
7
）  

例
え
ば
、D

eane, The Political Ideas, p. 79

（
邦
訳
、
八
一
頁
）. 

小
笠
原
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
』
二
〇
頁
。
大
井
赤
亥
「
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
な
ど
。

（
8
）  
一
九
二
五
年
以
前
に
国
家
の
特
別
な
地
位
を
認
め
て
い
る
記
述
と
し
て
は
、
例
え
ば
、（FS: 236, 244 -5 

﹇
三
九
九
、
四
〇
六
﹈）
を
参
照
。

反
対
に
一
九
二
五
年
以
降
に
お
い
て
国
家
と
他
の
集
団
の
同
等
な
地
位
を
認
め
て
い
る
記
述
と
し
て
は
、（LM

S: 62, 123

﹇
六
九
―
七
〇
﹈）
を

参
照
。

（
9
）  

こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
観
念
論
批
判
は
「
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
」
の
時
代
を
超
え
て
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
（STP: 56

﹇
三
五
﹈）。

（
10
）  D

eane, The Political Ideas, pp. 44 -5

（
邦
訳
、
四
四
―
五
頁
）.

（
11
）  

こ
の
点
で
ラ
ス
キ
は
、
同
じ
く
多
元
的
国
家
論
者
と
し
て
分
類
さ
れ
る
Ｇ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
と
は
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。
コ
ー
ル
は
集
団

の
自
由
と
個
人
の
自
由
と
を
連
続
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ラ
ス
キ
は
、
と
き
に
は
集
団
が
個
人
の
自
由
を
抑
圧
し
う
る

こ
と
に
も
警
告
を
発
し
て
い
る
。
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
梅
澤
佑
介
「
思
慮
な
き
服
従
へ
の
警
鐘

―
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家

論
を
め
ぐ
っ
て
」、『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
六
号
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
三
三
三
―
四
頁
を
参
照
。

（
12
）  

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
ラ
ス
キ
の
思
想
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
関
し
て
は
、
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
が
詳
し
い
。

（
13
）  

例
え
ば
、
丸
山
「
ラ
ス
キ
の
ロ
シ
ア
革
命
観
と
そ
の
推
移
」
二
四
〇
―
二
頁
を
参
照
。

（
14
）  

栄
田
卓
弘
『
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
展
開
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
、
三
一
九
、
三
四
〇
頁
。

（
15
）  

小
笠
原
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
』
一
六
三
頁
。

（
16
）  

栄
田
『
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
展
開
』
三
二
六
頁
。

（
17
）  

栄
田
『
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
展
開
』
三
一
七
頁
。

（
18
）  

小
笠
原
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
』
一
六
七
―
九
頁
。

（
19
）  

例
え
ば
、
栄
田
『
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
展
開
』
三
三
四
―
九
頁
を
参
照
。

（
20
）  

梅
澤
佑
介
「
市
民
の
義
務
と
し
て
の
反
乱

―
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
に
よ
る
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
の
批
判
的
継
承
」、『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』

第
三
九
号
、
二
〇
一
六
年
、
四
三
―
五
頁
を
参
照
。
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（
21
）  

栄
田
『
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
の
展
開
』
三
一
九
頁
。

（
22
）  W

alter Lippm
ann, The G

ood Society, Little, Brow
n, 1937, pp. 91, 105.

（
23
）  

ラ
ス
キ
に
対
す
る
カ
ー
の
好
意
的
評
価
に
関
し
て
は
、E. H

. Carr, 

‘Harold Laski

’, 1953, in From
 N
apoleon to Stalin and O

ther Es-
says, M

acm
illan, 1980, pp. 170 -6

（
鈴
木
博
信
訳
「
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
」、『
ナ
ポ
レ
オ
ン
か
ら
ス
タ
ー
リ
ン
へ

―
現
代
史
エ
ッ
セ
イ
集
』

岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
二
二
三
―
三
二
頁
）
を
参
照
。

（
24
）  Lippm

ann, The G
ood Society, p. 99.

（
25
）  Lippm

ann, The G
ood Society, pp. 101 -3.

（
26
）  

ラ
ス
キ
に
対
す
る
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
の
思
想
的
影
響
を
考
察
し
た
研
究
と
し
て
は
、
梅
澤
「
市
民
の
義
務
と
し
て
の
反
乱
」
を
参
照
。

（
27
）  

な
お
、
近
年
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
も
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
資
本
家
階
級
と
国
家
権
力
の
結
託
に
還
元
す
る
説
明
は
「
下
か
ら
の
」
フ
ァ

シ
ズ
ム
運
動
を
無
視
し
た
過
度
な
単
純
化
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
資
本
家
階
級
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
受
益
者
で
あ
り
、
い
く

つ
か
の
局
面
で
は
そ
れ
に
積
極
的
に
加
担
し
た
と
い
う
事
実
自
体
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
山
口
定
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、

二
九
八
―
三
〇
〇
頁
。

（
28
）  Lippm

ann, The G
ood Society, pp. 96 -7, 104 -5.

（
29
）  F. A.  H

ayek, The Road to Serfdom
, The U

niversity of Chicago Press, 1994 

﹇1944

﹈, pp. 65 -6, 69 -70

（
西
山
千
明
訳
『
隷
属
へ

の
道
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
八
年
、
七
三
―
四
、
七
七
―
八
頁
）.

（
30
）  Lippm

ann, The G
ood Society, pp. 101 -3.

（
31
）  H

ayek, The Road to Serfdom
, p. 68

（
邦
訳
、
七
六
頁
）. 

強
調
引
用
者
。

（
32
）  E. H

. Carr, The N
ew Society, M

acm
illan, 1951, pp. 55, 59

（
清
水
幾
太
郎
訳
『
新
し
い
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
、
八
一
―
三
、

八
八
頁
）. 

強
調
引
用
者
。

（
33
）  Karl M

annheim
, M
an and Society in an A

ge of Reconstruction: Studies in M
odern Social Structure, Routledge &

 Kegan 
Paul, 1940, p. 14

（
福
武
直
訳
『
変
革
期
に
お
け
る
人
間
と
社
会
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
二
年
、
一
六
頁
）. 

強
調
引
用
者
。

（
34
）  M

annheim
, M
an and Society, p. 371

（
邦
訳
、
四
五
一
頁
）.

（
35
）  Carr, The N

ew Society, p. 26

（
邦
訳
、
三
九
頁
）.

（
36
）  RRT: 306

﹇
下
巻
、
二
〇
九
﹈; Karl M

annheim
, Freedom

, Power, and D
em
ocratic Planning, Routledge &

 Kegan Paul, 1951, p. 
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11

（
池
田
秀
男
訳
『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
未
來
社
、
一
九
七
一
年
、
三
九
頁
）.

（
37
）  Carr, The N

ew Society, p. 38

（
邦
訳
、
五
六
―
七
頁
）.

（
38
）  R. H

. Taw
ney, The A

cquisitive Society, H
arcourt, Brace, 1920, pp. 28 -30

（
関
嘉
彦
訳
「
獲
得
社
会
」、『
世
界
思
想
教
養
全
集
　
一

七
　
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
思
想
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
三
年
、
三
一
五
―
六
頁
）.

（
39
）  D

avid Kettler, Volker M
eja, N

ico Stehr, Karl M
annheim

, Ellis H
orw
ood, 1984, pp. 137 -8, 147

（
石
塚
省
二
訳
『
カ
ー
ル
・
マ
ン

ハ
イ
ム

―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
社
会
思
想
家
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
五
、
二
二
○
頁
）.

（
40
）  Carr, The N

ew Society, pp. 79, 106

（
邦
訳
、
一
一
六
、
一
五
五
頁
）.

（
41
）  Lippm

ann, The G
ood Society, p. 103.

（
42
）  H

ayek, The Road to Serfdom
, pp. 70 -1

（
邦
訳
、
七
八
―
九
頁
）.

（
43
）  D

eane, The Political Ideas, p. 40

（
邦
訳
、
四
一
頁
）.

（
44
）  H

ayek, The Road to Serfdom
, p. 67

（
邦
訳
、
七
四
―
五
頁
）.

（
45
）  

例
え
ば
、
毛
利
智
は
ラ
ス
キ
晩
年
の
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
論
を
、
彼
の
思
想
に
一
貫
し
て
流
れ
る
「
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ズ
ム
」
と
「
ア
ナ
ー

キ
ー
の
潜
勢
力
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
相
克
と
し
て
描
い
た
が
、
前
者
は
同
意
に
よ
る
革
命
、
す
な
わ
ち
階
級
な
き
社
会
を
実
行
す
る
に
あ

た
っ
て
利
用
し
う
る
と
考
え
た
二
次
大
戦
下
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
精
神
的
態
度
で
あ
っ
た
一
方
、
後
者
は
階
級
な
き
社
会
が
実
現
し
た
後
で
分

権
化
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
べ
き
市
民
の
主
体
的
な
態
度
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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
。
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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

所
属
学
会
　
　
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
、
政
治
思
想
学
会

専
攻
領
域
　
　
政
治
思
想
史

主
要
著
作
　
　 「
市
民
の
義
務
と
し
て
の
反
乱

―
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
に
よ
る
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー

ン
の
批
判
的
継
承
」『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』
第
三
九
号
（
二
〇
一
六
年
）

　
　
　
　
　
　 「「
三
〇
年
代
」
に
お
け
る
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
「
思
慮
な
き
服
従
」
論
の
展

開

―
マ
ル
ク
ス
主
義
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
〇
号

（
二
〇
一
四
年
）

　
　
　
　
　
　 「
思
慮
な
き
服
従
へ
の
警
鐘

―
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
を
め
ぐ
っ

て
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
六
号
（
二
〇
一
三
年
）


