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は
じ
め
に

本
稿
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
国
家
の
目
的
を
『
市
民
論
』
第
一
三
章
に
よ
っ
て
考
察
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
国
家
は
、
法
人
国
家
で
あ

り
、
こ
の
法
人
が
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ス
キ
ナ
ー
に
よ
る
と
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は
国
家
法
人
説
を
自
覚
的
に
説
い
た
最
初
の
理
論
家
で
あ
り
、
そ
の
理
論
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
一
六
章
に
お
い
て
完

成
す
る
（
１
）
。
し
か
し
、
法
人
国
家
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
『
法
の
原
理
』『
市
民
論
』『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
大
筋
で

大
き
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
こ
の
法
人
が
設
立
さ
れ
る
目
的
、
言
い
換
え
る
と
、
国
家
が
法
人
と
し
て
追
求
す
べ
き
政
策
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
あ

ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
対
照
的
な
見
解
を
挙
げ
て
お
く
。

フ
ッ
ド
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
国
家
の
目
的
な
い
し
政
策
を
道
徳
的
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
国
家
学
上
の
公
共

的
問
題
で
は
な
く
、
国
家
権
力
を
担
う
自
然
人
の
良
心
な
い
し
道
徳
上
の
義
務
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
国
家
の
機
能
は
、

人
為
的
人
格
の
機
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
高
権
力
者
は
人
為
的
義
務
を
も
っ
て
い
な
い
。
最
高
権
力
者
の
義
務
は
、
単
数
な
い
し
複
数

の
自
然
的
人
格
の
道
徳
的
義
務
で
あ
る
（
２
）
。」「
自
然
人
と
し
て
最
高
権
力
者
も
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
人
間
と
同
様
に
、
神
の
意
思
に
み
ず
か

ら
の
意
思
を
従
わ
せ
る
義
務
を
負
う
（
３
）
。」
結
局
、
法
人
と
し
て
の
国
家
は
、
固
有
の
目
的
を
も
た
ず
、「
政
策
は
、
経
済
政
策
を
含
め
、
国

家
哲
学
の
射
程
に
は
入
ら
な
い
（
４
）
。」

国
家
の
目
的
は
、
最
高
権
力
者
の
「
職
務
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
あ
っ
て
は
最
高
権
力
者
を
法
的
に
拘
束
す
る
実
定
法
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
職
務
」
は
、
政
権
担
当
者
の
「
道
徳
的
」
義
務
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
政
策
論
を
自
然
人
の
道

二
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徳
的
義
務
論
に
還
元
す
る
フ
ッ
ド
の
議
論
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
に
は
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述

の
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
征
服
に
よ
る
国
家
の
目
的
が
論
じ
ら
れ
、
政
策
が
征
服
者
個
人
の
意
図
に
還
元
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

法
人
国
家
で
あ
る
以
上
、征
服
者
と
い
え
ど
も
ひ
と
つ
の
機
関
で
あ
っ
て
、そ
こ
で
立
案
さ
れ
る
政
策
は
国
家
全
体
の
利
益
に
か
か
わ
る
。

ま
た
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
に
お
い
て
「
自
然
法
」
は
、
理
論
的
命
題
と
し
て
政
策
の
合
理
性
を
検
証
す
る
基
準
で
あ
っ
て
、
政
策
が

国
家
哲
学
上
の
一
部
門
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
国
家
の
目
的
・
政
策
に
国
家
哲
学
上
の
意
義
を
認
め
、
そ
れ
を
展
望
す
る
が
、
そ
の
見
方

に
は
偏
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
社
会
が
存
在
す
る
の
は
、
善
き
生
活
の
達
成
を
試
み
る
た
め
で
な
く
、
生
命
を
維
持
す
る
た
め

で
あ
る
」、「
共
通
善
は
、
道
徳
的
な
善
で
あ
れ
、
経
済
的
な
善
で
あ
れ
、
社
会
の
主
要
な
目
的
で
は
な
く
、
生
命
維
持
の
手
段
に
す
ぎ
な

い
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
の
単
な
る
存
在
だ
け
が
政
策
課
題
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
５
）
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ

に
お
け
る
法
人
国
家
の
形
成
過
程
、
と
く
に
、「
万
人
戦
争
」
の
回
避
と
い
う
テ
ー
マ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
の
記
述
も
ま
た
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
を
主
要
な
対
象
に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、

説
得
性
を
も
ち
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
人
国
家
の
設
立
目
的
に
つ
い
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
前
記
三
著
の
あ
い
だ
に
一
貫
性
は

な
く
、
と
り
わ
け
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
は
、『
法
の
原
理
』
お
よ
び
『
市
民
論
』
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
構
成
を
も
つ
。
と
く
に
、『
法

の
原
理
』
第
二
八
章
で
は
、
明
示
的
に
、
国
家
の
よ
り
善
き
存
在
に
政
策
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
上
記
三
著
の
該
当
箇
所
を
比
較
し
、
つ
づ
い
て
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
に
お
け
る
法
人
の
目
的
を
分
析

す
る
。
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一

『
市
民
論
』
第
一
三
章
の
特
色

『
市
民
論
』（
一
六
四
二
年
）
は
、「
古
来
の
国
制
」
が
破
綻
し
、
内
戦
勃
発
の
直
後
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
新
た
な
国
家
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
を
示
す
意
図
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
法
人
国
家
の
形
成
過
程
と
は
別
に
、
国
家
の
目
的
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
少
々
奥

ま
っ
た
と
こ
ろ
、
第
一
三
章
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
直
前
の
第
一
二
章
は
国
家
解
体
の
原
因
を
扱
い
、
そ
こ
ま
で
が
国
家
の
誕
生
か
ら

死
滅
ま
で
を
原
因
・
結
果
の
観
点
か
ら
記
述
し
た
部
分
で
あ
る
。
第
一
三
章
で
法
人
国
家
の
目
的
が
展
望
さ
れ
、
つ
づ
く
第
一
四
章
で
そ

の
目
的
追
求
の
手
段
と
な
る
法
律
が
分
析
さ
れ
る
。

�
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
と
の
比
較

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』（
一
六
五
一
年
）
第
三
〇
章
は
、
そ
の
表
題
お
よ
び
配
置
と
い
う
点
で
『
市
民
論
』
第
一
三
章
と
似
て
い
る
が
、

中
身
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
る
。
一
六
五
一
年
に
は
す
で
に
国
王
の
処
刑
、
貴
族
院
の
廃
止
と
い
う
か
た
ち
で
内
戦
は
一
応
収
束
し
、
統

治
権
力
は
ラ
ム
プ
議
会
に
握
ら
れ
て
い
た
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
の
構
成
は
、
新
し
い
国
家
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
提
示
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ラ
ム
プ
議
会
へ
の
助
言
と
い
っ

た
趣
で
あ
り
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
と
は
ま
っ
た
く
違
う
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。『
市
民
論
』
第
一
三
章
は
、
政
策
分
野
を
四
つ

に
区
分
し
て
論
じ
る
の
に
対
し
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
は
、「
主
権
を
保
持
す
る
」
と
い
う
政
策
以
前
の
と
こ
ろ
か
ら
説
き
起

こ
す
。

こ
の
よ
う
に
構
成
が
変
わ
っ
た
理
由
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
そ
の
も
の
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

四
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い
つ
の
時
代
に
も
、
合�

法�

的�

な�

主�

権�

者�

の�

権�

力�

を�

暴�

力�

に�

よ�

っ�

て�

蹴�

散�

ら�

し�

た�

者�

は
、
自
分
が
そ
の
主
権
者
の
座
に
落
ち
着
く
ま
で
、

ど
の
よ
う
な
称
号
を
名
乗
る
べ
き
か
に
つ
い
て
そ
の
工
夫
に
い
つ
も
頭
を
悩
ま
せ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
を
迎
え
入
れ
る

人
々
に
羞
恥
心
を
味
わ
わ
せ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
主
権
者
の
権
力
の
使
用
を
許
す
よ
く
知
ら
れ
た
権
利
を
な
に
か
ひ
と
つ
持
っ
て

い
る
こ
と
は
、大
い
に
人
心
を
集
め
る
資
質
で
あ
っ
て
、こ
れ
を
も
っ
て
い
る
者
が
臣
民
の
心
を
自
分
の
ほ
う
に
転
じ
さ
せ
る
に
は
、

国
内
に
向
け
て
は
、
自
ら
の
家
族
の
絶
対
的
支
配
者
と
し
て
力
を
示
し
、
敵
地
に
あ
っ
て
は
、
相
手
の
軍
隊
を
四
散
さ
せ
る
一
撃
を

加
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
ほ
か
に
何
も
い
ら
な
い
（
６
）
。（
傍
点
は
引
用
者
）

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
は
、
設
立
に
よ
る
国
家
に
お
い
て
主
権
者
が
果
た
す
義
務
で
は
な
く
、
主
と
し
て
は
、
征
服
に
よ
る

国
家
に
お
い
て
主
権
者
が
果
た
す
義
務
を
論
じ
て
い
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る
「
臣
民
の
自
由
」
の
扱
い
に
つ
い
て
、「
そ
の

〈
自
由
〉
は
、〈
設
立
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
た
、〈
征
服
〉
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
お
い
て
も
主
張

さ
れ
た
〈
自
由
〉
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
こ
に
お
い
て
強
く
強
調
さ
れ
て
い
た
」
（
７
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇

章
の
主
権
者
の
義
務
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

た
し
か
に
、
内
容
の
項
目
に
つ
い
て
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
と
『
市
民
論
』
の
あ
い
だ
に
共
通
点
も
あ
る
（
た
と
え
ば
、
裁
判
の
公

正
、
課
税
の
平
等
な
ど
）。
し
か
し
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
で
は
、
政
策
実
行
の
手
段
と
し
て
、「
法
律
」
に
よ
る
強
制
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
学
理
や
垂
範
」
に
よ
る
教
化
が
前
面
に
出
さ
れ
、
ま
た
、
ス
タ
ッ
フ
（
政
治
上
の
忠
告
者
と
軍
事
上
の
指
揮
官
）
の
適

格
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
に
は
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
王
位
と
貴
族
院

が
廃
止
さ
れ
た
状
況
下
で
、
従
来
の
法
律
と
い
う
形
式
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
、
ラ
ム
プ
議
会
体
制
に
お
い
て
審
議
・
執
行
に
あ
た
る

ホッブズ『市民論』第一三章における政策あるいは国家の目的（山本）
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有
為
の
人
員
が
著
し
く
不
足
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
８
）
。

こ
れ
に
対
し
て
『
市
民
論
』
第
一
三
章
は
、
設
立
に
よ
る
国
家
に
お
い
て
主
権
者
が
果
た
す
義
務
に
力
点
を
置
く
。

人
間
は
設
計
に
よ
っ
て
国
家
を
打
ち
立
て
、
そ
こ
に
進
ん
で
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
人
間
の
境
遇
が
許
す
限
り
喜
び
に
満

ち
た
生
活
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
類
型
に
属
す
る
国
家
に
あ
っ
て
、
権
限
を
行
使
す
る
立
場
に
い
る
も
の
は
、
立
法
を
通
じ

て
、
単
に
市
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
良
き
物
を
豊
富
に
供
給
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
が
生
活
を
楽
し
む
た
め
に
必
要
な
良
き
物

に
つ
い
て
も
豊
富
に
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
場
合
、（
最
高
権
力
を
委
ね
た
人
た
ち
の
信
頼
を
踏

み
に
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
）、
自�

然�

法�

に�

違�

反�

し�

て�

行�

動�

し�

て�

い�

る�

こ
と
に
な
る
（
９
）
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
４

）（
傍
点
は
引
用
者
）

も
っ
と
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
あ
と
「
武
力
に
よ
っ
て
権
力
を
掌
握
し
た
者
の
場
合
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
、「
単
に
臣
民
の
生
存

に
必
要
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
臣
民
が
強
力
に
な
る
た
め
の
物
を
得
る
よ
う
手
配
す
る
こ
と
を
顧
み
な
い
と
す
れ
ば
、
征�

服�

者�

は�

自�

ら�

の�

目�

的�

・�

企�

図�

に�

反�

し�

て�

行�

動�

し�

て�

い�

る�

こ
と
に
な
ろ
う
。」（
傍
点
は
引
用
者
）と
い
う
。
し
か
し
、
第
一
三
章
の
記
述
は
、
随
所
で「
自

然
法
」
に
照
ら
し
て
主
権
者
の
義
務
を
確
認
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
征
服
者
の
目
的
・
企
図
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
。『
市
民
論
』
は
、
人

間
の
普
遍
的
属
性
で
あ
る
「
自
然
本
性
」
に
基
づ
い
て
立
論
す
る
と
冒
頭
で
宣
言
し
て
い
る
が
（D

C
,
C
hap.１

,§
１

）、『
市
民
論
』
第

一
三
章
が「
自
然
法
」と
い
う
普
遍
的
な
原
理
を
尺
度
に
し
て
い
る
こ
と
も
、
同
書
全
体
の
趣
旨
に
合
致
す
る
（
１０
）
。
な
お
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ

て
自
然
法
は
、
法
的
妥
当
性
の
根
拠
で
は
も
と
よ
り
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
は
道
徳
規
範
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
理
論
的
命
題
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
両
箇
所
の
違
い
を
あ
げ
る
な
ら
、「
戦
争
」
へ
の
評
価
が
あ
る
。『
市
民
論
』
第
一
三
章
で
は
、
経
済
的
繁
栄
の
手
段
と
し

て
戦
争
は
戒
め
ら
れ
て
い
る
が
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
で
は
そ
の
記
述
は
削
除
さ
れ
、
人
口
過
剰
の
場
合
に
は
「
最
後
の
解

六
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決
手
段
」
な
が
ら
、
戦
争
が
認
め
ら
れ
た
（
１１
）
。
こ
の
点
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
が
、
武
力
征
服
に
よ
る
国
家
の
義
務
を
扱
っ

て
い
る
こ
と
の
証
左
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、『
市
民
論
』
は
「
市
民
が
生
活
を
楽
し
む
た
め
に
必
要
な
良
き
物
に
つ
い
て
も
豊
富
に
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
自
然
権
を
市
民
に
認
め
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
と
ら
え
て
、『
市
民
論
』
で
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
と
は
異

な
り
、
立
法
府
の
権
威
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
立
論
さ
れ
て
お
ら
ず
、
理
論
的
不
備
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
１２
）
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
理
論
的
不
備
は
、
主
権
の
絶
対
性
を
理
論
づ
け
る
箇
所
、
つ
ま
り
、
国
家
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
扱
う
因
果
論
の
問

題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
策
論
、
つ
ま
り
、
統
治
技
術
に
よ
る
利
益
の
維
持
発
展
を
扱
う
目
的
論
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
議

論
の
位
相
の
違
い
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
後
述
）。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
不
備
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
市
民
論
』
第

一
三
章
は
、
主
権
の
絶
対
性
を
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
た
し
か
に
、
人
間
の
う
ち
で
最
高
権
力
を
も
つ
者
は
、
適
切
な

意
味
で
法
と
呼
ば
れ
る
人
間
の
意
思
に
服
従
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
上
な
い
権
力
を
持
ち
な
が
ら
他
者
に
服
従

す
る
こ
と
は
論
理
的
に
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。」（D

C
,
C
hap.１３

,§
２

）。
他
方
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
の
政
策
論
は
、

上
述
の
よ
う
に
、
ラ
ム
プ
議
会
を
念
頭
に
置
き
、
征
服
に
よ
る
国
家
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
征
服
者
の
地
位
の
保
全
が
前
面

に
出
て
、
市
民
の
権
利
保
障
は
政
策
課
題
と
し
て
後
退
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
立
法
府
の
絶
対
性
を
強
め
て
い
る
印
象

を
与
え
る
。

�
『
法
の
原
理
』
第
二
八
章
と
の
比
較

と
こ
ろ
で
、『
法
の
原
理
』（
一
六
四
〇
年
）
に
も
、
政
策
を
論
じ
た
『
市
民
論
』
第
一
三
章
に
該
当
す
る
箇
所
が
あ
る
。『
法
の
原
理
』

第
二
八
章
は
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
が
政
策
を
四
つ
の
項
目
に
分
類
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
や
は
り
四
つ
の
項
目
を
立
て
て
い
る
。

ホッブズ『市民論』第一三章における政策あるいは国家の目的（山本）

２１６（３１８）

七



だ
が
、
そ
の
立
て
方
は
違
っ
て
い
る
。『
法
の
原
理
』
で
は
、
�
人
口
増
加
、
�
生
活
の
利
便
、
�
行
政
警
察
（
治
安
維
持
）、
�
防
衛
と

な
っ
て
い
る
。『
市
民
論
』
で
は
、
�
防
衛
、
�
行
政
警
察
、
�
経
済
（
国
富
の
増
大
）、
�
法
的
自
由
の
保
障
と
な
っ
て
い
る
。

『
法
の
原
理
』
第
二
八
章
の
特
色
は
、
政
策
目
標
に
「
人
口
増
加
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
点
、
お
よ
び
、
政
策
の
配
列
が
『
市
民
論
』
の
場

合
と
逆
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
見
ら
れ
る
。
�
人
口
増
加
の
内
実
は
、
生
殖
行
為
の
管
理
、
い
い
か
え
る
と
、
生
殖
の
場
と
し
て
の

家
族
の
制
度
化
で
あ
る
。
政
策
の
配
列
に
つ
い
て
は
、『
法
の
原
理
』で
は
、
人
々
の
豊
か
な
生
活
を
実
現
す
る
政
策
か
ら
始
め
ら
れ
、
人
々

の
最
低
限
の
生
存
条
件
に
説
き
及
ん
で
い
る
が
、『
市
民
論
』の
行
論
は
、
こ
れ
と
逆
で
あ
る
。
こ
の
配
列
を
踏
ま
え
る
と
、『
法
の
原
理
』

の
�
人
口
増
加
は
、
人
々
の
豊
か
な
生
活
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
そ
れ
は
、
人
々
の「
改
善
」（im

provem
ent

）

に
か
か
わ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
１３
）
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
実
現
す
る
政
策
と
し
て
家
族
の
制
度
化
が
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

家
族
の
制
度
化
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
場
合
、
合
法
的
な
婚
姻
契
約
を
法
律
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、『
法
の
原
理
』で
は
、
様
々

な
婚
姻
契
約
の
例
示
が
あ
る
（
１４
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
合
法
的
な
婚
姻
契
約
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
殖
行
為
を
管
理
す
る
の
で
あ
る

が
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
管
理
が
人
口
増
加
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
主

権
者
の
権
威
を
有
す
る
者
が
、
自
然
の
有
益
な
使
用
に
反
す
る
よ
う
な
生
殖
行
為
を
禁
じ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
女
性
を
手
当
た
り
し

だ
い
に
利
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
な
か
っ
た
り
、
一
妻
多
夫
を
禁
じ
な
か
っ
た
り
、
し
か
る
べ
き
範
囲
の
血
族
・
親
族
同
士
の
結
婚
を
禁
じ

な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
然
法
に
反
す
る
」
（
１５
）
。

こ
こ
に
お
い
て
「
自
然
の
有
益
な
使
用
」
と
は
、
女
性
の
生
殖
能
力
の
保
全
・
管
理
を
意
味
す
る
が
、
こ
う
し
た
保
全
・
管
理
を
法
律

に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
で
、
自
然
の
生
産
力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
然
の
管
理
に
よ
る
自
然
の
利

用
と
い
う
発
想
は
、「
技
術
の
目
的
は
利
益
で
あ
る
」（the

end
of
artis

profit
）
と
い
う
基
本
命
題
と
し
て
表
現
さ
れ
る
（
１６
）
。
ち
な
み
に
、
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こ
の
命
題
は
『
市
民
論
』
に
も
見
ら
れ
る
。「
水
は
四
方
を
堤
防
で
囲
ま
れ
る
と
よ
ど
み
腐
敗
す
る
。
逆
に
ま
っ
た
く
堰
き
止
め
な
け
れ

ば
、
水
は
四
方
に
流
れ
出
す
。
つ
ま
り
、
水
は
多
く
の
出
口
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
自
由
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
市
民
に

つ
い
て
も
言
え
る
。
…
…
」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１５

）

こ
れ
に
対
し
て
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
で
は
、
人
口
増
加
と
い
う
政
策
目
標
は
取
り
下
げ
ら
れ
、
人
口
増
加
は
そ
れ
自
体
と
し
て
追

求
さ
れ
る
政
策
で
は
な
く
な
り
、む
し
ろ
、そ
れ
は
必
ず
し
も
良
き
生
活
を
も
た
ら
さ
な
い
と
さ
え
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
市
民
論
』
で
は
、
人
口
増
加
は
つ
ぎ
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
。

海
洋
上
の
島
に
建
て
ら
れ
た
国
家
で
、
居
住
に
必
要
な
だ
け
の
土
地
し
か
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
国
家
が
富
裕
に
な
る
に
は
、
農

業
や
漁
業
に
頼
ら
な
く
と
も
、
交
易
と
手
工
業
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
島
国
が
ほ
か
に
住
め
る
領

土
を
も
っ
て
い
る
場
合
、
人�

口�

が�

従�

前�

ど�

お�

り�

で�

あ�

れ�

ば�

、
従
前
よ
り
も
豊
か
に
な
り
、
人�

口�

が�

増�

加�

し�

て�

も�

従
来
ど
お
り
の
豊
か

さ
を
維
持
で
き
る
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
１４

）（
傍
点
は
引
用
者
）

こ
こ
で
は
、
人
口
増
加
は
そ
れ
自
体
で
豊
か
さ
の
原
因
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
人
口
が
増
加
せ
ず
、
社
会
全
体
の
富
が
増
え
れ
ば
、

一
人
当
た
り
の
豊
か
さ
は
従
前
よ
り
も
大
き
く
な
る
。
逆
に
、
社
会
全
体
の
富
が
一
定
で
あ
れ
ば
、
人
口
増
加
に
よ
っ
て
一
人
当
た
り
の

豊
か
さ
は
従
前
よ
り
も
小
さ
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
口
増
加
は
、
良
き
生
活
を
も
た
ら
す
単
独
の
原
因
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、『
市
民
論
』
で
は
、
良
き
生
活
を
も
た
ら
す
原
因
は
、「
交
易
と
手
工
業
」
の
発
展
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
１７
）
。「
交
易
と

手
工
業
」
の
推
進
は
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
が
掲
げ
る
四
つ
の
政
策
目
標
、
�
防
衛
、
�
行
政
警
察
、
�
経
済
、
�
法
的
自
由
の
保
障

の
う
ち
、
�
の
細
目
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ホッブズ『市民論』第一三章における政策あるいは国家の目的（山本）

２１４（３１６）

九



他
方
、『
法
の
原
理
』第
二
八
章
で
は
、『
市
民
論
』第
一
三
章
の
政
策
目
標
の
�
経
済
と
�
法
的
自
由
の
保
障
が
、「
生
活
の
利
便
」（the

com
m
odity

of
living

）
と
し
て
一
く
く
り
に
さ
れ
て
い
る
。『
法
の
原
理
』
に
お
い
て
「
生
活
の
利
便
」
は
、
人
口
増
加
に
次
ぐ
政
策
課

題
で
あ
り
、「
自
由
と
富
」
を
不
可
欠
の
条
件
と
す
る
と
い
わ
れ
る
。
人
々
に
「
富
」
を
獲
得
さ
せ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
は
、
産
業
の

整
備
、
労
働
の
確
保
調
達
、
倹
約
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
１８
）
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、「
交
易
と
手
工
業
」
の
意
義
は
特
筆
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
意
義
が
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
交
易
と
手
工
業
」
が
天
然
資
源
へ
の
直
接
的
な
働
き
か
け
と
は
違
う
非
自
然
的
な
労
働
に
よ
る
、

と
い
う
理
解
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
上
記
の
よ
う
に
、『
法
の
原
理
』
第
二
八
章
で
は
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
に
お
け
る
�
法
的
自
由
の
保
障
が
独
立
の
項
目
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
の
意
味
も
大
き
い
。『
法
の
原
理
』
に
お
い
て
、
自
由
は
、
国
家
権
力
の
不
在
と
い
う
「
事
実
」
で
あ
っ

て
、「
権
利
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。「
自
由
」
と
は
、「
国
家
の
福
利
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
こ
と
を
除
き
、
自
然
的
自
由
が

制
限
さ
れ
て
い
な
い
状
態
」
で
あ
る
（
１９
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
市
民
論
』
で
は
、「
自
由
は
、
実
定
法
の
許
可
に
よ
っ
て
手
付
か
ず
の
ま
ま
市

民
に
残
さ
れ
て
い
る
自
然
権
の
一
部
分
で
あ
る
。」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１５

）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
自
由
を
法
的
権
利
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
立
法
府
や
裁
判
所
の
理
解
に
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
法

の
原
理
』
第
二
八
章
で
は
、
裁
判
所
は
、
権
利
保
障
と
い
う
文
脈
で
は
な
く
、
行
政
警
察
の
細
目
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
お

そ
ら
く
イ
ン
ズ
・
オ
ヴ
・
コ
ー
ト
な
ど
を
念
頭
に
お
い
て
裁
判
官
・
法
律
家
の
同
業
組
織
が
言
及
さ
れ
、
そ
の
独
立
性
が
警
戒
さ
れ
て
い

る
（
２０
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
市
民
論
』
で
は
、
罪
刑
法
定
主
義
が
強
調
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
所
有
権
の
確
立
に
つ
い
て
、『
法
の
原
理
』
第
二
八
章
は
、
行
政
警
察
の
項
目
で
論
じ
る
が
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
に
そ
の

議
論
は
な
い
。『
法
の
原
理
』
の
趣
旨
は
、
私
的
所
有
権
を
確
立
し
な
け
れ
ば
、
紛
争
の
原
因
に
な
り
、
治
安
維
持
の
観
点
か
ら
望
ま
し

く
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
〇
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国
内
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
算
段
し
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
非
常
に
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
騒
擾

を
も
た
ら
す
い
く
つ
か
の
原
因
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
と
し
て
、
各
臣
民
に
は
そ
の
所
有
、
す
な
わ
ち
、
他
か
ら
区
別

さ
れ
た
土
地
と
動
産
を
整
然
と
呈
示
し
て
、
各
人
が
働
き
か
け
て
み
ず
か
ら
の
勤
労
か
ら
得
ら
れ
る
便
益
を
も
て
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
﹇
排
他
的
所
有
﹈
が
な
け
れ
ば
、
人
間
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ロ
ト
の
牧
夫
が
や
っ
た
よ
う
に
相
互

に
争
う
だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
共
通
の
便
益
の
で
き
る
だ
け
多
く
を
侵
害
し
不
正
に
使
用
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
紛
争

と
騒
擾
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
高
い
（
２１
）
。（﹇

﹈
内
は
引
用
者
）

こ
の
議
論
は
『
市
民
論
』
で
は
政
策
論
か
ら
は
削
除
さ
れ
、
法
人
国
家
の
設
立
理
論
の
ほ
う
に
移
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
有

財
産
制
が
国
家
の
存
在
そ
の
も
の
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
基
本
的
制
度
で
あ
っ
て
、
政
策
に
よ
っ
て
採
否
を
左
右
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

国
家
が
設
計
・
樹
立
さ
れ
る
ま
で
、
す
べ
て
の
も
の
は
す
べ
て
の
人
に
属
す
る
。
そ
こ
に
は
自
分
自
身
の
も
の
と
呼
べ
る
よ
う
な
も

の
は
何
も
な
い
。
他
人
も
自
分
と
対
等
の
権
利
に
よ
り
、
同
じ
も
の
に
対
し
て
自
分
の
も
の
だ
と
主
張
し
う
る
の
で
あ
る
。（
と
い

う
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
共
有
さ
れ
て
い
る
場
合
、
一
人
の
人
に
固
有
の
も
の
は
存
在
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
）。
以
上
か
ら
、

私�

有�

財�

産�

と�

国�

家�

は�

、�

同�

時�

に�

そ�

の�

姿�

を�

現�

し�

た�

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。（D

C
,
C
hap.６

,§
１５

）（
傍
点
は
引
用
者
）

�

共
通
点
―
―「
人
民
の
安
全
」salus

p
o
p
uli

以
上
の
よ
う
に
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
の
構
成
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
お
よ
び
『
法
の
原
理
』
の
該
当
箇
所
と
比
較
し
て
み
る
と
、

ホッブズ『市民論』第一三章における政策あるいは国家の目的（山本）
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国
家
の
と
る
べ
き
政
策
を
も
っ
と
も
包
括
的
か
つ
整
然
と
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』第
三
〇
章
は
、

武
力
征
服
に
よ
る
国
家
の
政
策
論
で
あ
り
、
市
民
の
法
的
権
利
の
保
障
よ
り
も
、
主
権
者
自
身
の
地
位
の
保
全
が
焦
眉
の
急
で
あ
り
、
よ

り
豊
か
な
生
活
の
展
望
は
主
要
な
目
的
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
契
約
に
よ
っ
て
設
立

さ
れ
る
国
家
の
政
策
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
政
策
が
人
間
の
自
然
本
性
と
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
理
論
的
命
題
の
自
然
法
に
照
ら

し
て
そ
の
合
理
性
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
法
の
原
理
』
第
二
八
章
は
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
と
外
見
的
に
は
似
た
行
論
で
あ
る

が
、
経
済
発
展
の
原
因
お
よ
び
私
有
財
産
制
の
位
置
づ
け
、
ま
た
、
法
的
権
利
の
保
障
と
い
う
点
で
、
未
整
理
の
感
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
三
著
の
該
当
箇
所
に
は
共
通
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
目
的
論
的
な
摂
理
の
思
想
を
背
景
に
（
次
章
�
参
照
）、
国
家

の
な
す
べ
き
政
策
が
、「
人
民
の
安
全salus

populi

は
最
高
の
法
で
あ
る
」と
い
う
古
典
古
代
の
観
念
か
ら
導
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
人
民
の
安
全
」
の
観
念
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
共
和
制
の
も
と
で
使
用
さ
れ
た
が
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
国
王
に
対
す
る

議
会
権
力
を
正
当
化
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
ス
キ
ナ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
観
念
は
、
一
六
四
二
年
三
月
の
民
兵
条
令
を
正
当
化
す
る
根

拠
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
令
に
よ
り
議
会
は
軍
の
指
揮
権
を
国
王
か
ら
�
奪
し
た
が
、
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
国
王
の

裁
可
を
得
ら
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
議
会
と
し
て
は
国
王
の
裁
可
の
無
い
両
院
だ
け
の
決
定
が
法
律
と
し
て
妥
当
す
る
と
主

張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
こ
の
観
念
が
用
い
ら
れ
た
。
議
会
は
、
最
高
法
に
よ
っ
て
「
人
民
の
安
全
」
を
図
る
義

務
を
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
２２
）
。

し
か
し
、「
人
民
の
安
全
」
は
、
国
王
大
権
を
正
当
化
す
る
役
割
も
果
た
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
民
主
政
に
あ
っ
て
は
た
し
か
に
人
民
の

最
高
権
力
の
安
定
が
最
高
の
法
で
あ
る
が
、
君
主
政
に
あ
っ
て
は
国
王
の
最
高
権
力
の
安
定
が
最
高
の
法
な
の
で
あ
る
」
（
２３
）
。
実
際
、
国
王

も
、「
人
民
の
安
全
」
を
実
行
す
る
責
任
を
、
神
に
対
し
て
の
み
負
う
と
い
う
限
定
つ
き
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
（
２４
）
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
両
義
的
な
観
念
は
、
こ
の
最
高
法
の
下
位
規
範
の
適
用
に
よ
っ
て
不
都
合
な
結
果
が
生
じ
る
場
合
に
、
そ
の
適
用

一
二
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を
免
除
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
最
高
法
は
、
個
別
の
状
況
に
応
じ
て
、
結
果
の
良
し
悪
し
を
考
慮
す
る
裁
量
、

ま
た
、
そ
の
裁
量
を
行
使
す
る
「
慎
慮
」
あ
る
い
は
「
エ
ク
ィ
テ
ィ
」
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
、
結
果
の
良
さ
に
よ
っ
て
裁
量
を
正
当
化

す
る
帰
結
主
義
的
な
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
が
行
使
さ
れ
る
の
は
、
価
値
中
立
的
な
分
野
に
限
ら
れ
た
（
２５
）
。
つ
ぎ
の
ヘ
ン
リ
・
パ
ー
カ
ー
の
議

論
は
、
こ
の
帰
結
主
義
的
な
用
例
で
あ
る
。

人
間
の
法
の
う
ち
最
高
の
法
は
、
人
民
の
安
全salus
populi

で
あ
る
。
こ
の
法
を
前
に
し
て
全
て
の
法
は
ほ
と
ん
ど
停
止
し
、
神

は
、
人
民
の
安
全
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
御
自
ら
の
多
く
の
法
の
適
用
を
免
除
す
る
。
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
が
必

要
性
と
呼
ぶ
鉄
の
法
そ
れ
自
体
、
こ
の
法
に
仕
え
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
国
民
が
亡
ぶ
よ
り
は
む
し
ろ
、
ど

ん
な
こ
と
で
も
、
必
要
な
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
必
要
性
に
よ
っ
て
適
法
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で

あ
る
（
２６
）
。

で
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
「
人
民
の
安
全
」
の
用
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
法
人
と
し
て
の
国
家
を
論

じ
る
か
ら
、
こ
の
法
人
の
代
表
者
は
国
王
で
も
議
会
で
も
か
ま
わ
ず
、
そ
の
権
力
は
、
法
人
と
し
て
の
国
家
に
帰
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
人
民
の
安
全
」
の
両
義
性
は
、
法
人
理
論
に
適
合
的
で
あ
る
。

ま
た
、
法
人
の
権
力
行
使
は
、
単
に
最
高
法
に
合
致
す
る
と
い
う
適
法
性
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
利
益
を
も
た
ら
す
と
い

う
帰
結
主
義
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
る
。『
市
民
論
』
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
適
法
性
と
帰
結
主
義
を
結
び
付
け
て
い
る
。「
人
民
の
安
全

と
い
う
原
理
は
、
君
主
に
自
分
が
負
う
義
務
の
内
容
を
法
と
し
て
命
じ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
君
主
に
自
分
の
利
益
を
促
進
す
る
方
法

を
教
示
す
る
。」（D

C
,
C
hap.１３

,§
２

）。『
法
の
原
理
』も
、「
１．
最
高
権
力
を
も
つ
人
々
の
上
に
あ
る
法
、
２．

そ
の
人
々
の
義
務
、

ホッブズ『市民論』第一三章における政策あるいは国家の目的（山本）
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３．

そ
の
人
々
の
利
益
は
、
同
一
の
も
の
と
し
て
、
次
の
一
文
、Salus

populisuprem
a
lex

に
含
ま
れ
る
」
と
述
べ
る
（
２７
）
。

た
だ
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
帰
結
主
義
に
よ
る
国
家
権
力
の
正
当
化
は
、
価
値
中
立
的
な
分
野
に
限
ら
れ
な
い
。
ホ
ッ

ブ
ズ
は
、「
最
高
権
力
者
あ
る
い
は
一
国
の
最
高
権
力
の
代
行
者（
一
人
の
人
間
で
あ
る
か
複
数
の
人
間
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
）は
、

自
分
た
ち
が
市
民
の
永
遠
の
救
済
に
不
可
欠
だ
と
信
じ
る
礼
拝
に
つ
い
て
そ
の
教
理
と
実
践
を
徹
底
周
知
さ
せ
る
義
務
を
負
い
、
そ
れ
に

反
す
る
教
理
や
実
践
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
」（D

C
,
C
hap.１３

,§
５

）
と
い
う
こ
と
に
賛
成
し
、
信
仰
の
領
域
も
政
策
の
範
囲
に
含
ま

れ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
実
際
に
は
、『
市
民
論
』
は
、
世
俗
生
活
の
問
題
だ
け
を
扱
う
の
で
、
当
時
の
用
法
に
従
っ
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。

二

法
人
設
立
の
目
的
と
実
現
手
段
に
つ
い
て

国
家
と
い
う
法
人
の
設
立
目
的
は
何
か
。『
市
民
論
』
第
一
三
章
は
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
。
そ
こ
で
は
、
主
権
者
の
「
義
務
」
が
論

じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
義
務
」
論
の
内
実
は
、「
政
策
」
の
一
般
理
論
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
法
の
原
理
』
第
二
八
章
冒
頭
で
も
、
は
っ

き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
国
家
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
、
い
か
に
し
て
死
滅
し
う
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、
本
章
で

は
、
国
家
の
保
全
涵
養
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
政
策
に
立
ち
入
る
の
で
は
な
く
、
施
行
さ
れ

る
べ
き
政
策
の
一
般
的
項
目
を
ま
と
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
項
目
が
そ
ろ
う
と
こ
ろ
に
、
最
高
権
力
を
有
す
る
一
人

一
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な
い
し
複
数
の
人
間
が
負
う
義
務
は
成
り
立
つ
。
と
い
う
の
は
、
最
高
権
力
者
の
義
務
は
、
人
々
に
善
政
を
ほ
ど
こ
す
と
こ
ろ
に
成

立
す
る
か
ら
で
あ
る
（
２８
）
。

国
家
に
は
防
衛
や
警
察
の
よ
う
に
、
平
和
・
治
安
を
維
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
仕
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
国
家
と
い

う
法
人
自
体
が
、
た
く
さ
ん
の
富
を
得
て
、
そ
の
富
を
構
成
員
に
何
ら
か
の
仕
方
で
分
配
し
て
い
く
こ
と
も
法
人
国
家
の
重
要
な
仕
事
で

あ
る
。
で
は
、
ど
う
や
っ
て
国
富
を
増
大
さ
せ
る
の
か
。
そ
れ
が
経
済
政
策
で
あ
る
。
ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
法
人
国
家
の
経
済
政
策
の

前
提
と
し
て
「
無
害
の
自
由
」
の
保
障
を
あ
げ
て
い
る
（
後
述
）。
こ
れ
は
、
法
律
が
許
容
し
て
い
る
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
が
立
法
府
と

裁
判
所
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
、
市
民
は
安
心
し
て
経
済
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�

議
論
の
位
相
―
―
因
果
論
と
目
的
論

『
市
民
論
』
第
一
三
章
は
、
法
人
国
家
の
目
的
を
提
示
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
第
一
節
に
お
い
て
権
力
を
め
ぐ
る
権
利
と
使
用
（ius

et
exercitium

）
を
区
別
す
る
。
権
力
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
だ
れ
の
手
に
あ
る
か
―
―
国
家
権
力
を
所
有
す
る
権
利
者
は
だ
れ
か

―
―
と
い
う
の
は
、
第
一
二
章
ま
で
の
行
論
で
す
で
に
解
決
済
み
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
を
統
治
す
る
権
利
の
所
在
に
つ
い
て

の
因
果
的
説
明
で
あ
り
、
簡
単
に
い
え
ば
、
社
会
契
約
に
よ
る
法
人
国
家
の
形
成
論
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
う
え
で
つ
ぎ
に
、
こ

の
権
力
を
ど
の
よ
う
な
目
的
に
使
用
す
る
の
か
が
本
章
で
論
じ
ら
れ
る
。

こ
の
権
力
の
「
使
用
」
と
い
う
議
論
の
位
相
は
、
そ
れ
ま
で
の
因
果
論
の
位
相
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
の
違
い
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
現
代
の
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
少
し
努
力
を
要
す
る
。

こ
の
権
力
の
「
使
用
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
別
の
箇
所
で

ホッブズ『市民論』第一三章における政策あるいは国家の目的（山本）
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権
力
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
使
用
権
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、「
権
利
と
使
用
」
を
区
別
す
る
本
章

の
議
論
と
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

戦
争
の
剣
、
あ
る
い
は
、
正
義
の
剣
を
所�

有�

す�

る�

権�

利�

は
、
所
持
者
が
自
ら
の
判
断
に
従
っ
て
そ
の
剣
を
使�

用�

す�

る�

権�

利�

に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
剣
の
所
有
者
は
、
そ
れ
の
適�

正�

な�

使�

用�

を�

め�

ぐ�

っ�

て�

決�

定�

す�

る�

権�

限�

、
判
定
を
下
す
権
限
を
合
わ
せ
も
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
、
判
定
を
下
す
権
限
が
、
執
行
の
権
限
を
も
つ
人
と
は
別
の
人
に
握
ら
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
何
も
実
行
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
判
定
者
は
自
分
の
命
令
を
実
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
下
さ
れ
た
判

定
は
実
効
性
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。（D
C
,
C
hap.６

,§
８

）（
傍
点
は
引
用
者
）

一
六
四
二
年
六
月
に
議
会
が
出
し
た
『
提
案
十
九
条
』
は
、
こ
の
論
理
に
立
っ
て
い
る
（
２９
）
。
そ
こ
に
お
い
て
議
会
は
、
国
王
が
関
与
す
る

人
事
、
軍
事
、
婚
姻
な
ど
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
条
件
に
し
た
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
条
件
に
国
王
が
違
反
し
た
か
ど
う
か
を
判
定
す
る

権
限
も
議
会
に
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。『
提
案
十
九
条
』は
、
議
会
が
国
王
に
執
行
権
を
委
任
す
る
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

国
王
は
、
み
ず
か
ら
の
行
政
が
固
有
の
権
利
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
を
「
古
来
の
国
制
」
に
求
め
、
議
会
と
の
委
任
関
係
を

否
定
し
た
。
つ
ま
り
、
国
王
は
、
議
会
か
ら
独
立
し
た
権
限
を
も
ち
、
単
な
る
執
行
機
関
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
結
局
、『
提
案

十
九
条
』
を
国
王
が
拒
否
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
内
戦
に
突
入
す
る
の
で
あ
る
が
、
権
力
の
所
有
権
と
使
用
（
執
行
）
権
を
分
離
す
る
こ

と
は
、
そ
う
い
う
危
険
を
は
ら
ん
で
い
た
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
、
注
意
深
く
、「
権
利
と
使
用
」
を
区
別
す
べ
き
だ
と
論
じ
た
。
そ
れ
は
、
所
有
す
る
権�

利�

と
使
用
す
る
権�

利�

と
い
う
区
別
で
は
な
い
。
権
利
の
内
容
と
し
て
は
所
有
と
使
用
を
一
つ
に
く
く
り
、「
権
利
問
題
」
と
は
別
の
「
事

一
六
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実
問
題
」
と
し
て
「
使
用
」
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
四
世
紀
の
清
貧
論
争
に
お
け
る
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
修
道
院
側
の
論
法
を

思
わ
せ
る
。
清
貧
を
説
く
修
道
院
と
い
え
ど
も
、
最
低
限
の
衣
食
住
は
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
物
を
権
利
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
は
清

貧
の
理
念
に
反
す
る
。
そ
こ
で
、
物
の
使
用
は
権
利
の
問
題
で
は
な
い
、
つ
ま
り
、「
い
か
な
る
使
用
の
権
利
あ
る
い
は
用
益
権
も
伴
わ

な
い
よ
う
な
事
実
と
し
て
の
単
純
な
使
用
」で
あ
る
と
し
て
、
最
低
限
の
必
要
物
を
使
用
し
つ
つ
、
無
所
有
の
清
貧
を
説
い
た
の
で
あ
る
（
３０
）
。

こ
の
論
理
を
使
え
ば
、
国
家
権
力
の
「
使
用
」
は
、
単
純
な
事
実
の
問
題
で
あ
り
、
使
用
者
が
権
利
者
と
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る

こ
と
は
論
理
的
に
は
あ
り
え
な
い
。
本
章
の
課
題
は
、
権
利
問
題
で
は
な
く
、
事
実
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
次
の
文
章
を
読

む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

権
限
の
所
有
と
そ
の
使
用
の
担
い
手
が
分
け
ら
れ
て
い
る
国
家
の
統
治
は
、
神
が
こ
の
世
を
統
治
す
る
通
常
の
や
り
方
に
似
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
万
物
の
第
一
位
を
占
め
る
動
因
と
し
て
、
第
二
位
以
下
の
諸
原
因
が
織
り
成
す
秩
序
を
媒
介
に
し
て
自
然
的

結
果
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
支
配
権
を
所
有
す
る
者
が
、
す
べ
て
の
判
断
、
諮
問
、
公
共
の
行
動
に
直
接
参
与

し
て
事
案
を
処
理
す
る
や
り
方
は
、
神
自
身
が
自
然
の
秩
序
に
反
し
て
で
も
、
万
物
に
直
接
に
そ
の
意
を
働
か
せ
る
対
応
の
仕
方
に

相
当
す
る
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
１

）

権
力
を
所
有
す
る
権
利
が
神
に
あ
る
か
ど
う
か
は
、
権
利
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
神
に
あ
る
こ
と
を
前
提
し
た
上
で
、
神
が
他
者
を
媒

介
に
し
て
間
接
的
に
み
ず
か
ら
の
「
目
的
」・「
意
図
」
を
実
現
す
る
の
が
、
自
然
的
過
程
で
あ
り
、
他
者
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
み
ず
か

ら
の
「
目
的
」
を
実
現
す
る
の
が
、
奇
跡
（
超
自
然
的
過
程
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
の
目
的
と
は
、
神
が
創
造
し
た
も
の
の
「
保

全
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
過
程
を
経
て
こ
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
か
は
権
利
問
題
で
は
な
く
、
事
実
問
題
で
あ
る
。

ホッブズ『市民論』第一三章における政策あるいは国家の目的（山本）

２０６（３０８）

一
七



こ
の
「
神
」
の
と
こ
ろ
に
「
国
家
」
を
代
入
す
る
と
、
国
家
の
目
的
と
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
が
課
題
に
な
る
。
国
家
に
お
け
る
目
的

と
は
、「
人
民
の
安
全
」（salus

populi

）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
目
的
の
実
現
が
「
自
然
的
過
程
」
を
経
る
か
否
か
は
、
個
々
の
国
家

に
よ
っ
て
異
な
る
事
実
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
で
実
際
の
政
治
に
携
わ
っ
て
い
る
専
門
家
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１

）。
し
か
し
、
お
よ
そ

国
家
で
あ
れ
ば
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
的
と
し
て
「
人
民
の
安
全
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
古
典
古
代
の
観
念
は
、
人
間
も
神

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
・
保
全
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
と
い
う
摂
理
の
思
想
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
権
利
問
題
と
事
実
問
題
を
区
別
す
る
文
脈
で
、
人
間
が
「
自
然
の
目
的
」
を
実
現
す
る
手
段
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
国
家
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
事
実
問
題
が
目
的
論
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
点
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
と
類
似
す

る
。

自
然
が
人
間
を
指
揮
し
て
こ
う
し
た
﹇
自
己
保
存
と
種
族
の
繁
殖
を
実
現
す
る
﹈
手
段
の
大
半
に
向
か
っ
て
進
ま
せ
る
方
法
は
、
誕

生
当
初
か
ら
備
わ
る
す
ぐ
さ
ま
に
働
く
本
能
で
あ
っ
た
。
飢
え
、
渇
き
、
両
性
を
結
合
す
る
情
念
、
楽
し
み
へ
の
愛
好
、
苦
痛
へ
の

戦
慄
、
こ
う
し
た
情
念
は
、
わ
た
し
た
ち
を
後
押
し
し
て
、
そ
う
い
う
手
段
を
ほ
か
で
も
な
い
手
段
そ
の
も
の
へ
の
関
心
か
ら
使
用

す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
。
も
と
よ
り
、
自
然
を
指
揮
す
る
偉
大
な
主
は
そ
う
し
た
手
段
に
よ
っ
て
恵
み
深
い
目
的
を
生
み
出
そ
う
と

意
図
し
た
が
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
目
的
を
生
み
出
す
傾
向
が
そ
の
手
段
に
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
る
か
、
全
然
考
え
も
し
な
い
で
手
段

を
用
い
る
。（﹇

﹈
は
引
用
者
に
よ
る
挿
入
（
３１
）
）
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法
の
一
般
性

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
人
民
の
安
全
は
最
高
の
法
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
に
は
帰
結
主
義
的
な
側
面
が
あ
り
、
ヘ
ン
リ
・
パ
ー
カ

ー
に
も
見
ら
れ
た
。
彼
は
議
会
絶
対
主
義
の
立
場
を
と
り
、
権
力
の
絶
対
性
を
説
く
点
で
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ー

カ
ー
の
議
論
は
、
結
局
、「
必
要
は
法
を
持
た
ず
」（N

ecessitas
non

habet
legem

）
と
い
う
結
論
に
い
た
る
（
３２
）
。「
一
国
民
が
亡
ぶ
よ
り
は

む
し
ろ
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
必
要
な
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
必
要
性
に
よ
っ
て
適
法
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
」

（
前
出
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
本
章
第
三
節
で
、
法
の
存
在
意
義
を
力
説
し
て
い
る
。
具
体
的
に
国
家
の
政
策
が
論
じ
ら
れ
る
の
に
先

立
っ
て
、
法
の
存
在
意
義
が
強
調
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
国
家
の
政
策
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

ホ
ッ
ブ
ズ
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
「
法
治
国
家
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
国
家
自
身
は
法
律
に
自
己
拘
束
さ
れ

な
い
し
、「
法
（
コ
モ
ン
・
ロ
ー
）
の
支
配
」
を
受
け
な
い
。

法
律
に
つ
い
て
は
第
一
四
章
で
別
途
論
じ
ら
れ
、
本
章
第
三
節
で
は
法
律
の
一
般
的
な
機
能
が
示
さ
れ
る
。「
適
切
な
法
律
」
は
、「
で

き
る
だ
け
多
く
の
市
民
の
福
利
を
、
し
か
も
で
き
る
だ
け
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
提
供
」
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
で
き
る
だ
け
多
く
の

市
民
」
と
い
う
場
合
、「
あ
の
人
こ
の
人
と
い
っ
た
具
体
的
個
人
と
し
て
の
市
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
最
高
権
力
者
が
そ
の
資
格
に

お
い
て
市
民
の
身
の
安
全
を
図
る
手
段
は
、
法
律
に
よ
る
し
か
な
く
、
そ
の
法
律
は
、
普
遍
的
性
格
の
も
の
」
だ
と
い
う
。
要
す
る
に
、

法
は
一
般
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

法
が
一
般
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
は
、
立
法
に
当
た
っ
て
個
別
の
事
情
を
斟
酌
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
法
律
の
内
容
に
つ
い
て
差
別
を
禁
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
の
平
等
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
不
平

等
な
法
律
も
ま
た
、
法
律
と
し
て
妥
当
す
る
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
論
じ
る
。「
現
在
み
ら
れ
る
、
富
、
権
力
、
門
地
の
不
平
等
は
、
実
定
法
に

ホッブズ『市民論』第一三章における政策あるいは国家の目的（山本）

２０４（３０６）

一
九



よ
っ
て
発
生
し
た
」（D

C
,
C
hap.３

,§
１３

）。
そ
の
実
定
法
が
、
法
的
妥
当
性
を
も
つ
要
件
は
、
立
法
者
が
だ
れ
で
あ
る
か
が
認
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
立
法
の
内
容
が
公
布
と
解
釈
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
二
点
で
あ
る
（D

C
,
C
hap.１４

,§
１１

－１３

）。

立
法
の
実
質
的
内
容
が
善
良
で
あ
る
こ
と
は
、
法
律
と
し
て
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
妥
当
性
と
は
関
係
が
な
い
。

法
の
一
般
性
は
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
立
法
と
裁
判
の
機
能
分
離
を
論
じ
る
根
拠
で
あ
る
。
立
法
府

は
個
別
具
体
的
な
事
例
を
念
頭
に
お
い
て
法
を
作
っ
て
は
な
ら
な
い
。
個
別
の
事
例
に
対
し
て
法
を
解
釈
・
適
用
す
る
の
は
裁
判
所
で
あ

る
。
こ
の
役
割
分
担
が
う
ま
く
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
法
治
国
家
の
ひ
と
つ
の
条
件
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
も
、
法
の
一
般
性
が
こ
の
よ
う
な

権
力
の
機
能
分
化
を
帰
結
す
る
と
認
識
し
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
い
う
よ
う
に
、
な
る
べ
く
多
く
の
個
別
事
例
を
包
含
す
る
一
般
的
な
法

を
作
ろ
う
と
す
れ
ば
、
広
い
外
延
の
言
葉
遣
い
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
の
内
容
を
正
確
に
「
知
る
」
に
は
解
釈
が
不
可
欠
で
あ

る
。
法
の
認
識
は
、
法
的
妥
当
性
の
一
要
件
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
こ
に
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
危
惧
す
る
自
由
な
法
解
釈
が
お
こ
な
わ
れ

る
余
地
が
あ
る
。
自
由
に
法
を
解
釈
す
る
裁
判
所
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
立
法
府
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
で
は
、
法
の
一
般
性
の
帰
結
と
し

て
こ
う
し
た
自
由
な
法
解
釈
が
避
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
は
、
本
章
の
最
終

節
に
あ
る
。

�

政
策
の
分
野

国
家
が
法
人
と
し
て
追
求
す
べ
き
目
的
、
政
策
を
論
じ
る
際
に
ど
の
よ
う
な
分
野
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
そ
の
分
野
の

区
分
方
法
と
し
て
ふ
た
つ
の
や
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
人
々
の
幸
福
に
不
可
欠
な
も
の
（
必
需
品
）
と
、
そ
の
幸
福
に
不

可
欠
で
は
な
い
が
生
活
を
快
適
に
す
る
も
の
（
便
宜
品
）
と
い
う
区
別
で
あ
る
（
第
四
節
）。

も
う
ひ
と
つ
の
区
分
は
、
現
世
の
幸
福
に
資
す
る
も
の
と
、
来
世
の
幸
福
に
資
す
る
も
の
と
い
う
区
別
で
あ
る
（
第
五
節
）。
だ
が
、

二
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こ
の
区
別
に
基
づ
い
て
、
政
策
を
論
じ
る
こ
と
は
あ
え
て
し
な
い
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
述
べ
る
。
来
世
の
幸
福
と
は
、
宗
教
的
な
救
済
で
あ
る

が
、
そ
の
た
め
の
要
件
は
何
か
と
い
う
教
義
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
は
、
主
教
戦
争
の
原
因
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、

三
十
年
戦
争
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
立
場
と
も
関
係
す
る
。
そ
ん
な
現
実
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
問
題
を
扱
う
余
裕
が
ホ
ッ
ブ

ズ
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
本
章
で
論
じ
ら
れ
る
政
策
は
、
第
一
の
区
分
に
応
じ
た
世
俗
の
幸
福
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
幸
福
は
、
国
家
が
、「
立
法
を

通
じ
て
、
単
に
市
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
良
き
物
を
豊
富
に
供
給
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
が
生
活
を
楽
し
む
た
め
に
必
要
な
良
き
物

に
つ
い
て
も
豊
富
に
供
給
す
る
」（D

C
,
C
hap.１３

,§
４

）
と
い
う
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。

本
稿
第
一
章
�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
こ
こ
で
問
題
に
す
る
政
策
は
、「
設
計
に
よ
っ
て
」
打
ち
立
て
ら
れ
た
国
家
の
そ
れ

で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
タ
イ
プ
の
国
家
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
獲
得
に
よ
っ
て
」
打
ち
立
て
ら
れ
た
国
家
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
「
自
然
的

国
家
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
原
因
は
、
実
力
に
よ
る
征
服
戦
争
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章

の
論
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
一
方
、「
設
計
に
よ
っ
て
」
と
は
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
政
権
担
当
者
を
創
立
す
る
方
法
を

意
味
す
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
国
家
に
お
い
て
採
ら
れ
る
べ
き
政
策
の
議
論
で
は
、
国
家
を
自
主
的
に
形
成
し
た
人
間
の
自
然
本
性
と
そ
こ

か
ら
導
出
さ
れ
る
自
然
法
が
参
照
さ
れ
る
。

さ
て
、
生
活
に
不
可
欠
な
も
の
と
便
利
な
も
の
と
い
う
区
別
に
従
い
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
さ
ら
に
こ
れ
を
細
分
す
る
。
ま
ず
、
生
活
に
不
可

欠
な
も
の
と
し
て
、
�
外
敵
か
ら
の
防
衛
、
�
国
内
平
和
の
維
持
が
挙
げ
ら
れ
る
。
生
活
に
便
利
な
も
の
と
し
て
、
�
公
共
の
安
全
保
障

と
両
立
す
る
限
り
に
お
け
る
富
の
獲
得
、
�
法
的
に
許
さ
れ
る
行
動
の
自
由
を
完
全
に
享
受
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
単
純

化
し
て
い
う
と
、
�
防
衛
、
�
行
政
警
察
、
�
経
済
、
�
法
的
自
由
の
保
障
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
野
を
扱
う
学
問
は
、
の
ち
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
「
自
然
法
学
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、「
実
定
法
の
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シ
ス
テ
ム
は
、
自
然
法
学
の
シ
ス
テ
ム
に
多
少
な
り
と
も
近
づ
こ
う
と
す
る
不
完
全
な
試
み
」
（
３３
）
で
あ
る
と
し
て
、
自
然
法
学
を
構
想
し
た
。

そ
れ
は
、
司
法
、
治
政
（
商
品
価
格
の
低
廉
、
治
安
、
衛
生
）、
歳
入
、
軍
事
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
学
問

の
先
行
者
の
ひ
と
り
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
（
３４
）
。

三

政
策
の
各
論

�

防

衛

本
章
第
七
節
と
第
八
節
の
テ
ー
マ
は
防
衛
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
防
衛
の
あ
り
方
と
し
て
、
先
制
攻
撃
あ
る
い
は
征
服
に
は
否
定
的

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
リ
ス
ク
が
高
す
ぎ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
法
人
国
家
レ
ベ
ル
の
議
論
は
、
個
人
レ
ベ
ル
の
自
然
状

態
の
記
述
に
も
通
じ
る
。「
張
り
合
っ
て
い
る
当
事
者
が
平
等
で
あ
る
た
め
、
勝
利
に
よ
っ
て
決
着
の
付
く
こ
と
が
あ
り
得
な
い
戦
争
は
、

そ
の
本
質
上
、
永
続
的
で
あ
る
。
勝
利
し
た
ま
さ
に
そ
の
人
が
、
常
時
危
険
に
脅
か
さ
れ
、
最
強
の
者
で
す
ら
生
き
延
び
て
天
寿
を
全
う

す
る
の
は
奇
跡
に
等
し
い
の
で
あ
る
。」（D

C
,
C
hap.１

,§
１３

）。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
想
は
、
軍
事
力
に
よ
る
膨
張
主
義
で
は
な
く
、
勤
労

に
よ
る
産
業
立
国
で
あ
る
（
後
述
）。

国
家
の
防
衛
が
必
要
な
の
は
、
国
家
間
の
関
係
が
「
自
然
状
態
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
個
人
と
個
人
の
関
係
と
し
て
の
自
然
状
態
は
社
会

契
約
に
よ
っ
て
解
消
す
る
が
、
国
際
関
係
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
争
状
態
で
あ
り
、
一
九
世
紀
末
に「
金
と
兵
と
は
、

有
る
道
理
を
保
護
す
る
の
物
に
あ
ら
ず
し
て
、
無
き
道
理
を
造
る
の
器
械
な
り
」
と
評
さ
れ
た
国
際
関
係
で
あ
る
（
３５
）
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
状
態
に
お
け
る
国
家
の
防
衛
は
、
自
然
権
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
自
然
権
の
主
体
は
自
然
人
だ
け
で
は
な
く
、

二
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法
人
た
る
国
家
も
ま
た
そ
の
主
体
で
あ
る
。
国
家
の
自
然
権
も
、
そ
れ
が
「
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
」
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
状
態

の
個
人
は
、
自
己
保
存
を
図
る
目
的
で
そ
の
自
然
権
を
移
譲
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
で
移
譲
さ
れ
た
権
利
が
、
国
家
の
自
然
権

た
る
防
衛
の
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
に
由
来
す
る
が
、
法
人
と
し
て
の
国
家
に
帰
属
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、
国
家
固
有
の
権
利

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

国
家
が
相
互
に
対
し
て
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
自
然
状
態
、
つ
ま
り
、
敵
意
を
抱
い
た
状
態
で
あ
る
。
国
家
間
の
戦
争
が
終
わ
っ

た
場
合
で
も
、
そ
れ
は
平
和
で
は
な
く
、
一
時
的
な
休
戦
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
間
、
戦
争
の
当
事
国
は
相
手
国
の
動
き

と
態
度
を
凝
視
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
安
全
を
評
価
す
る
基
準
は
、
合
意
で
は
な
く
、
相
手
国
の
力
と
計
略
を
知
ら
せ
る
情
報

で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
恐
怖
心
を
抱
い
て
も
正
当
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
有
効
な
合
意
は
生
ま

れ
な
い
（
第
二
章
一
一
節
）。
こ
の
事
実
に
照
ら
す
な
ら
、
相
手
国
に
対
し
て
警
戒
を
怠
ら
な
い
こ
と
は
自
然
権
に
よ
っ
て
正
当
化

さ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
国
家
の
防
衛
に
と
っ
て
第
一
に
必
要
な
こ
と
は
、
秘
密
情
報
を
集
め
る
者
が
い
て
、
国
家
に
危
害
を
加
え
る

能
力
の
あ
る
者
の
計
略
と
動
き
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
前
も
っ
て
予
測
す
る
こ
と
で
あ
る
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
７

）

ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
と
、
機
密
情
報
は
、「
政
治
的
視
覚
」
が
は
た
ら
く
た
め
の
「
光
」
で
あ
る
。
国
際
政
治
の
世
界
が
暗
闇
で
あ
る
と

し
て
も
、
何
と
か
光
を
見
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
。「
政
治
的
視
覚
」
は
、
法
人
国
家
の
目
で
あ
り
、
自
然
人
の
「
自
然
的
視
覚
」
に
相

当
す
る
。
ま
た
、
機
密
情
報
は
、
蜘
蛛
の
糸
に
も
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の「
糸
」は
国
外
だ
け
に
張
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
蜘
蛛
の
糸
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
上
も
な
く
上
質
の
糸
が
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
広
が
り
、
糸
の
く
ぼ
み
に
潜
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む
蜘
蛛
に
外
部
の
運
動
を
伝
え
る
。
蜘
蛛
は
糸
を
張
り
巡
ら
さ
な
い
で
は
、
姿
を
現
す
時
機
お
よ
び
接
近
し
て
い
く
方
向
を
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
最
高
権
力
者
は
、
秘
密
情
報
の
収
集
機
関
な
し
に
、
臣
民
の
防
衛
の
た
め
に
必
要
な
命
令
を
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
７

）

と
こ
ろ
で
、『
法
の
原
理
』
の
国
防
論
で
は
情
報
の
収
集
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
不
必
要
な
戦
争
を
し
な
い
と

い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

戦
争
を
そ
れ
自
体
と
し
て
好
む
国
家
あ
る
い
は
君
主
の
動
機
は
、
野
心
、
虚
栄
心
に
ほ
か
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
隣
国
か
ら
こ
う
む
っ

た
些
細
な
権
利
侵
害
や
不
面
目
に
対
し
て
こ
と
ご
と
く
問
責
し
報
復
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
う
し
た
国
や
君
主
が
自

ら
を
破
滅
さ
せ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
の
運
勢
が
、
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
以
上
に
良
い
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
（
３６
）
。

こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
戦
争
は
、「
戦
争
そ
れ
自
体
」
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
富
の
増
大
を
目
的
と
し
て

行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
国
富
の
増
大
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
戦
争
に
つ
い
て
は
、『
市
民
論
』
で
否
定
的
に
触
れ
ら
れ
る
が
、

戦
争
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
戦
争
の
記
述
は
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。『
市
民
論
』
の
国
防
論
が
情
報
収
集
の
重
要
性
を
強
調
す
る
よ
う

に
、
国
防
は
、
合
理
的
な
計
算
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
運
勢
の
良
し
悪
し
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
国
の
政
府
が
野
心
や
虚
栄
心
か
ら

戦
争
を
起
こ
し
、
そ
れ
で
も
ま
だ
滅
亡
し
な
い
で
い
る
の
は
運
が
良
か
っ
た
だ
け
だ
。
こ
れ
は
戦
争
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
政
治
家

の
野
心
や
虚
栄
心
か
ら
場
当
た
り
的
に
予
算
化
さ
れ
る
事
業
は
、
そ
も
そ
も
ま
じ
め
な
政
策
論
に
耐
え
得
な
い
。

戦
争
に
は
情
報
の
ほ
か
に
、
お
金
と
兵
隊
が
必
要
で
あ
る
。
市
民
を
強
制
し
て
武
装
さ
せ
、
戦
費
を
供
出
さ
せ
な
け
れ
ば
、
戦
争
は
遂
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行
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
兵
隊
の
招
集
に
触
れ
て
い
な
い
。
誰
が
兵
士
と
し
て
戦
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
当
時
の
内

戦
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。

兵
士
を
招
集
す
る
権
限
は
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
争
の
剣
」
に
当
然
含
ま
れ
、
国
家
の
本
質
に
属
す
る
。「
戦
争
の
剣
と
正
義
の
剣
と
い
う

両
剣
は
、
ま
さ
に
国
家
の
本
質
上
、
必
然
的
に
、
最
高
権
力
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。」（D

C
,
C
hap.６

,§
７

）。
こ
れ
に
対
し
て
、

兵
士
の
招
集
方
法
は
、
政
策
に
よ
っ
て
変
わ
り
う
る
（
３７
）
。『
市
民
論
』
出
版
の
前
月
、
民
兵
条
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
民
兵
は
、
平
時
は
各

自
の
生
業
を
営
み
、
戦
時
に
臨
時
の
兵
隊
と
し
て
編
成
さ
れ
る
。
民
兵
制
は
、
非
常
時
に
か
ぎ
り
、
一
定
以
上
の
有
産
市
民
す
べ
て
に
戦

う
義
務
を
課
す
も
の
で
、
職
業
的
軍
人
か
ら
な
る
常
備
軍
と
は
違
っ
た
制
度
で
あ
る
。
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
民
兵
は
、「
中
央
権
力
に

対
す
る
地
方
権
力
の
対
抗
手
段
と
し
て
の
軍
事
力
」
で
あ
っ
た
（
３８
）
。
こ
れ
が
、
内
戦
に
お
い
て
議
会
軍
を
構
成
す
る
。
他
方
、
国
王
軍
は
、

貴
族
や
有
力
者
の
封
建
的
主
従
関
係
に
基
づ
く
軍
事
力
で
あ
り
、
装
備
と
経
験
に
お
い
て
議
会
軍
に
勝
っ
て
い
た
（
３９
）
。
一
六
四
五
年
、
議
会

は
形
勢
の
不
利
に
対
処
す
る
た
め
、
傭
兵
軍
の
組
織
を
命
じ
た
。
こ
れ
が
ニ
ュ
ー
モ
デ
ル
軍
で
あ
り
、
ネ
イ
ス
ビ
ィ
で
大
勝
利
し
た
が
、

民
兵
制
を
形
骸
化
し
た
と
い
わ
れ
る
（
４０
）
。

軍
事
費
に
つ
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
意
見
は
、
臨
時
で
は
な
く
常
時
の
予
算
化
が
必
要
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
念
頭
に
は
、

船
舶
税
の
問
題
が
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
は
臨
時
課
税
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
船
舶
税
を
頻
繁
に
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
税
不
払

い
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
（
４１
）
。「
人
々
の
財
布
の
紐
は
固
い
。
人
間
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
、
い
っ
た
ん
自
分
の
手
に
入
っ
た
も
の
は
断

固
と
し
て
自
分
の
私
有
財
産
と
み
な
し
、
そ
れ
の
ほ
ん
の
一
部
を
共
同
体
に
支
払
う
よ
う
強
制
さ
れ
る
だ
け
で
も
侵
害
を
被
っ
た
と
思
う

も
の
で
あ
る
。」（D

C
,
C
hap.１３

,§
８

）

ホ
ッ
ブ
ズ
の
立
論
で
は
、
私
有
財
産
は
不
可
侵
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
法
律
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。

そ
の
法
律
は
、
法
人
国
家
の
意
思
で
あ
っ
て
、
個
々
の
構
成
員
の
意
向
と
は
独
立
に
存
在
す
る
命
令
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ホ
ッ
ブ
ズ
の
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立
論
は
、「
法
律
の
留
保
」
は
あ
る
に
せ
よ
、
自
然
状
態
で
あ
る
国
際
関
係
に
お
い
て
国
家
の
機
動
力
を
高
め
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
私
有
財
産
権
を
法
律
の
所
産
で
は
な
く
、
自
然
の
恵
み
あ
る
い
は
自
然
に
働
き
か
け
た
人
間
の
労
働
の
成
果
で
あ
る

と
考
え
る
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
私
有
財
産
権
は
国
家
に
先
行
し
て
存
在
し
、
実
定
法
で
は
な
く
自
然
法
に
よ
っ
て
正

当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
財
産
は
不
可
侵
で
あ
る
。「
財
布
の
紐
が
固
い
」
理
由
の
ひ
と
つ
は
そ
こ
に
あ
る
。

そ
し
て
「
財
布
の
紐
が
固
い
」
と
は
、
政
府
に
簡
単
に
は
戦
争
を
さ
せ
な
い
こ
と
が
市
民
に
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
４２
）
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
第
八
節
の
末
尾
で
国
防
の
観
点
か
ら
外
国
人
の
取
り
締
ま
り
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
外
国
人
」
は
ど
う
い
う

人
た
ち
だ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
状
態
は
、
国
家
以
前
の
状
態
で
あ
る
か
ら
、
無
国
籍
の
状
態
で
あ
る
。
で
は
、
国
家
が
形
成
さ
れ
た

後
、
国
籍
を
も
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
流
に
い
う
と
、
社
会
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
逆
に
、
外
国
人
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
契
約
を
結
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
契
約
の
中
心
に
は
、
私
刑
の
禁
止
が
あ
る
。
社
会
契
約

の
外
側
に
い
る
人
た
ち
は
私
刑
の
権
利
を
留
保
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
君
主
は
、
自
ら
が
恐
怖
を
感
じ
る
外
国
人
の
力
を

暴
力
あ
る
い
は
詭
計
に
よ
っ
て
弱
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る
。
そ
の
精
神
は
、
外
患
誘
致
罪
に
見
ら
れ
る

も
の
と
同
質
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
契
約
論
的
な
非
歴
史
的
国
家
観
は
、
後
退
し
て

い
っ
た
。
国
民
国
家
は
同
じ
歴
史
に
よ
っ
て
分
ち
が
た
く
結
ば
れ
た
共
同
体
だ
と
い
う
民
族
主
義
が
強
く
な
っ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
。

�

行
政
警
察

国
内
の
平
和
、
治
安
を
維
持
す
る
政
策
と
し
て
、
高
等
教
育
の
管
理
（
第
九
節
）、
税
制
の
公
平
性
（
第
一
〇－

一
一
節
）、
党
派
の
監

視
（
第
一
二－

一
三
節
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
私
刑
の
禁
止
、
つ
ま
り
、
国
家
に
よ
る
刑
罰
権
の
独
占
を
前
提
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、「
国
家
の
本
質
上
、
必
然
的
に
、
最
高
権
力
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。」（D

C
,
C
hap.６

,§
７

）。
刑
罰
権
に
よ

二
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る
犯
罪
の
取
り
締
ま
り
は
、
い
わ
ゆ
る
司
法
警
察
の
機
能
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
司
法
警
察
は
、
国
家
の
存
在
に
直
接
か

か
わ
り
選
択
の
余
地
が
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
法
人
国
家
の
形
成
過
程
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
行
政
警

察
で
あ
り
、
犯
罪
の
取
り
締
ま
り
以
外
の
方
法
に
よ
る
治
安
維
持
で
あ
る
。

�

高
等
教
育
の
管
理

本
章
第
九
節
で「
意
見
」を
管
理
せ
よ
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、
思
想
の
統
制
、
言
論
の
自
由
の
制
限
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

「
意
見
」
の
根
底
性
と
教
育
の
効
果
に
つ
い
て
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
解
が
あ
る
。「
お
よ
そ
意
志
に
基
づ
く
行
為
は
、
あ
る
原
動
力
か
ら
生

じ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
意
志
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
意
志
は
、
行
為
を
実
行
な
い
し
差
し
控
え
る
と
い
う
か

た
ち
で
抱
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
善
悪
に
つ
い
て
各
人
が
抱
く
意
見
に
依
拠
し
て
い
る
。」（D

C
,
C
hap.６

,§
１１

）。「
教
育
に
よ
っ
て
長

い
時
間
を
か
け
て
獲
得
さ
れ
る
意
見
は
習
慣
と
し
て
身
に
つ
い
て
い
る
の
で
、
実
力
に
よ
っ
て
急
激
に
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
意
見
は
や
は
り
時
間
と
教
育
に
よ
っ
て
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
（
４３
）
。

こ
こ
で
管
理
さ
れ
る
べ
き
意
見
と
は
、『
法
の
原
理
』
が
列
挙
す
る
よ
う
に
、「
自
然
法
、
国
家
の
属
性
、
法
一
般
の
本
質
」
に
つ
い
て

の
意
見
で
あ
る
（
４４
）
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
「
真
の
教
義
」
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
反
政
府
的
な
行
動
を
正
当
化
し

た
り
、
そ
う
し
た
行
動
へ
の
権
利
を
主
張
し
た
り
す
る
よ
う
に
見
え
る
あ
ら
ゆ
る
意
見
を
人
々
の
良
心
か
ら
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
こ
と
（
４５
）
」
が

必
要
だ
と
い
う
。

意
見
の
根
底
に
あ
る
の
は
教
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
平
和
を
破
壊
す
る
元
凶
で
あ
る
。「
そ
れ
は
、
最
も
熾
烈
な
戦
争
が
、
同
一
宗
教

内
で
の
セ
ク
ト
の
対
立
・
同
一
国
内
で
の
党
派
の
違
い
か
ら
発
生
す
る
と
い
う
事
実
に
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
々
が
、
教
理
あ
る
い

は
政
策
を
め
ぐ
っ
て
衝
突
す
る
。」（D

C
,
C
hap.１

,§
５

）。
で
は
、
そ
の
教
義
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
。
そ
の
有
力
な
源
泉
の
ひ
と
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つ
が
大
学
で
あ
る
。
大
学
は
、
主
権
国
家
が
登
場
す
る
よ
り
も
数
世
紀
前
か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
た
自
治
団
体
で
あ
る
。
大
学
は
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
長
ら
く
聖
職
者
を
養
成
す
る
機
関
で
あ
っ
た
。
世
俗
の
国
家
権
力
の
絶
対
性
を
説
く
ホ
ッ
ブ
ズ
が
こ
う
し
た
自
律
性
を

保
つ
中
間
団
体
を
批
判
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

こ
う
し
た
誤
り
を
無
教
育
な
人
た
ち
に
媒
介
す
る
の
は
説
教
者
だ
け
で
は
な
い
。
学
問
的
探
求
に
時
間
を
割
け
る
ほ
ど
恵
ま
れ
た
人

た
ち
、
あ
る
い
は
、
青
年
期
に
大
学
で
教
え
ら
れ
た
誤
り
を
今
度
は
自
分
た
ち
が
教
師
と
な
っ
て
受
け
売
り
す
る
人
た
ち
も
ま
た
、

日
常
の
会
話
を
通
じ
て
誤
り
を
媒
介
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
も
真
な
り
で
、
健
全
な
教
理
を
導
入
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
大
学
か

ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
理
論
の
基
礎
が
真
理
で
あ
る
限
り
、
ま
た
真
理
と
し
て
論
証
さ
れ
る
限
り
、
大
学
こ
そ
、
そ

の
基
礎
を
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所
で
あ
る
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
９

）

『
法
の
原
理
』
で
も
、
大
学
教
育
の
あ
り
か
た
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
名
指
し
さ
れ
て
い
る
。

上
記
の
意
見
は
、
私
的
な
教
示
、
公
的
な
教
示
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
教
示
を
す
る
者
た
ち
が
受
け
入
れ
た
意
見
の
根

底
に
あ
る
論
拠
や
原
理
は
、
彼
ら
が
大
学
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ほ
か
の
著
者
た
ち
の
学
説
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
道
徳
学
と

政
治
学
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
は
、
論
証
を
も
っ
て
は
何
も
語
ら
ず
、
た
だ
、
民
主
政
に
酔
い
し
れ
て
、
み
ず
か
ら
の
意
見

を
言
葉
巧
み
な
詭
弁
に
よ
っ
て
そ
れ
と
な
く
教
え
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
（
４６
）
。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
「
真
の
教
義
」
と
は
「
科
学
」
で
あ
る
。「
科
学
」
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
区
別
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る

二
八
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の
か
。
本
節
に
は
、
そ
の
点
へ
の
言
及
が
あ
る
。
学
識
の
真
理
性
は
命
題
の
正
し
さ
に
あ
り
、
そ
の
命
題
は
言
葉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

そ
の
言
葉
は
事
物
を
指
示
す
る
か
ら
、
言
葉
が
事
物
の
本
性
を
と
ら
え
た
明
晰
な
表
現
で
あ
る
と
き
、
そ
の
命
題
は
真
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
演
繹
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
真
で
あ
る
。
こ
れ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
解
で
あ
る
。
で
は
、
事
物
の
本
性
の
解
明
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
対
象
の
分
析
と
総
合
で
あ
り
、『
市
民
論
』
の
序
文
で
は
、
国
家
と
機
械
時
計
と
の
類
比
に
よ
っ
て
言
及

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
析
と
総
合
の
方
法
に
つ
い
て
は
『
物
体
論
』
が
詳
し
い
。

な
お
、『
法
の
原
理
』
で
は
、「
青
年
の
心
は
白
紙
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
教
え
で
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
４７
）
」
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
、『
市
民
論
』
の
「
理
論
に
毎
日
触
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
誤
っ
た
理
論
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
つ
ぼ
か
ら

無
作
為
に
選
び
出
し
た
言
葉
の
札
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
作
っ
た
命
題
の
よ
う
に
、
皆
目
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
面
は
支
持

さ
れ
る
。」（D

C
,
C
hap.１３

,§
９

）
と
い
う
記
述
の
背
後
に
あ
る
。

�

税
の
公
平
性

第
一
〇
節
の
テ
ー
マ
は
課
税
で
あ
る
（
４８
）
。
こ
の
問
題
は
多
面
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
出
の
船
舶
税
と
い
う
形
で
防
衛
問
題
と
も
絡
み
、

ま
た
、
国
民
の
不
満
の
原
因
と
な
っ
て
政
情
を
不
安
定
に
す
る
。
一
般
的
に
は
、
国
家
の
収
入
が
な
け
れ
ば
、
予
算
は
立
て
ら
れ
ず
、
予

算
の
裏
づ
け
の
な
い
政
策
は
画
�
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
課
税
は
国
家
の
根
幹
に
か
か
わ
る
財
政
の
問
題
で
も
あ
る
。

税
金
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
平
和
の
購
入
代
金
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
平
に
課
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
民
が
社
会
に
供
与
す
る
資
産
は
、
市
民
が
平
和
の
購
入
に
あ
て
る
対
価
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
平
等
に
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平
和
を
享
受
す
る
市
民
は
、
国
家
に
対
し
て
平
等
な
負
担
を
、
金
銭
あ
る
い
は
労
役
と
い
う
か
た
ち
で
払
う
べ
き
だ
と
い
う
論
理
で

あ
る
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
１０

）

で
は
、
負
担
の
平
等
を
は
か
る
方
法
は
な
に
か
。
そ
れ
は
一
種
の
消
費
税
で
あ
る
。
そ
の
論
理
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
所
得
増
大

の
機
会
と
し
て
平
和
を
多
用
し
た
人
は
、
た
し
か
に
自
分
の
た
め
に
働
い
た
が
、
国
家
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
国
富
の
増
大
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
国
家
が
提
供
す
る
平
和
に
対
し
て
、
国
富
の
増
大
と
い
う
か
た
ち
で
貢
献
し
て
お
り
、
平
和
の
利
用
に
対
価

が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
所
得
の
低
い
人
は
、
国
富
の
増
大
に
相
対
的
に
貢
献
し
て
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
そ
れ
だ
け
平
和
を
利
用

し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
多
く
の
支
払
い
を
要
求
さ
れ
な
い
。

他
方
、
消
費
拡
大
の
機
会
と
し
て
平
和
を
多
用
し
た
人
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
倹
約
は
国
富
の
維
持
に
つ
な
が
る

が
、
消
費
は
国
富
の
減
少
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
消
費
拡
大
の
機
会
と
し
て
平
和
を
多
用
し
た
人
は
、
享
受
し
た
平
和

に
見
合
う
だ
け
の
対
価
を
払
う
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
富
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
へ
の
懲
罰
的
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
（
４９
）
。
こ
う
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
解
の
基
礎
に
は
、
国
富
は
財
貨
の
多
さ
で
あ
り
、
消
費
は
そ
れ
を
減
ら
す
か
ら
悪
で
あ
る
と

い
う
考
え
が
あ
る
（
５０
）
。

と
こ
ろ
で
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』第
三
〇
章
が
税
負
担
比
率
を
論
じ
る
手
法
は
、『
市
民
論
』第
一
三
章
と
は
か
な
り
ち
が
っ
て
い
る
。

『
市
民
論
』で
は
、
所
得
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
与
件
の
も
と
で
、
消
費
に
応
じ
た
国
家
経
費
の
負
担
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
の
与
件
は
、
金
持
ち
の
命
も
貧
者
の
命
も
同
じ
値
段
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
保
障
す
る
費
用
も
同
一
で
あ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、「
多
く
労
働
し
、
労
働
の
成
果
を
貯
蓄
し
、
わ
ず
か
し
か
消
費
し
な
い
人
が
、
怠
慢
に
暮
ら
し
、
わ
ず
か

し
か
稼
が
ず
、
収
入
の
全
部
を
蕩
尽
す
る
人
よ
り
も
多
く
課
税
さ
れ
る
の
は
、
両
者
が
国
家
か
ら
平
等
な
保
護
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
考
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え
る
と
、
不
合
理
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
（
５１
）
。
だ
か
ら
、
消
費
税
を
導
入
す
れ
ば
、「
私
人
の
贅
沢
な
浪
費
に
よ
っ
て
国
家
財
政
が
詐
取
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
」
（
５２
）
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
、
所
得
が
似
通
っ
た
勤
労
市
民
で
は
な
く
、
金
持
ち
と
貧
者
で
あ

り
、
ま
た
、
怠
慢
な
浪
費
者
と
堅
実
な
労
働
者
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
共
通
点
は
、
命
を
一
つ
持
つ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
も
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
三
〇
章
が
社
会
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
同
格
市
民
の
国
家
で
は
な
く
、
勝
者
と
敗
者
が
歴
然
と
し
て

い
る
征
服
国
家
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

�

党
派
の
監
視

第
一
二
節
で
は
、「
従
順
な
市
民
を
支
援
し
、
党
派
を
好
む
市
民
を
力
の
限
り
弾
圧
す
る
こ
と
…
…
に
よ
ら
ず
し
て
、
国
家
公
共
の
権

力
も
、
市
民
の
平
穏
も
、
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
述
べ
ら
れ
、
つ
づ
く
第
一
三
節
で
以
下
の
よ
う
に
、
党
派
と
は
何
か
が
分

析
さ
れ
て
い
る
。

党
派
と
い
う
語
に
よ
っ
て
私
が
意
味
す
る
の
は
、
最
高
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
単
独
な
い
し
複
数
の
者
か
ら
承
認
さ
れ
て
い
な
い
一

群
の
市
民
で
あ
り
、
そ
れ
は
相
互
の
合
意
に
よ
っ
て
結
合
す
る
場
合
と
、
一
人
の
権
力
に
よ
っ
て
結
束
す
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
党
派
は
、
国�

家�

の�

内�

部�

に�

あ�

る�

国�

家�

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
国
家
が
自
然
状
態
に
お
い
て
人
間
の
合
一
に
よ
っ
て
発
生
す

る
よ
う
に
、
党
派
も
ま
た
市
民
同
士
の
新
た
な
合
一
に
よ
っ
て
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
に
服
従
す

る
義
務
を
相
互
に
負
う
一
群
の
市
民
は
、
そ
の
外
国
人
が
君
主
で
あ
ろ
う
と
一
介
の
市
民
で
あ
ろ
う
と
、
党
派
で
あ
る
。
ま
た
、
一

群
の
市
民
が
、国
家
権
力
を
掌
握
す
る
者
を
含
む
す
べ
て
の
人
間
に
対
し
、自
衛
を
目
的
と
し
て
相
互
に
合
意
し
同
盟
を
結
ぶ
場
合
、

党
派
で
あ
る
。
人
気
も
ま
た
、
そ
れ
が
軍
事
力
を
動
か
す
原
動
力
に
達
す
る
な
ら
ば
、
党
派
を
含
意
す
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
人
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質
そ
の
他
の
形
で
担
保
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
は
党
派
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
過
剰
な
私
財
も
党
派
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
す

べ
て
も
の
は
金
銭
に
ひ
ざ
ま
ず
く
か
ら
で
あ
る
。（
傍
点
は
引
用
者
）（D
C
,
C
hap.１３

,§
１３

）

こ
の
よ
う
な
党
派
の
詳
細
な
分
析
は
、『
市
民
論
』
だ
け
に
見
ら
れ
る
。『
法
の
原
理
』
は
、
短
期
議
会
の
解
散
直
後
の
著
作
で
あ
る
。

短
期
議
会
は
、
主
教
戦
争
の
戦
費
調
達
の
た
め
、
十
一
年
の
親
政
の
の
ち
に
開
か
れ
た
が
、
国
王
と
議
会
は
決
裂
し
、
三
週
間
で
解
散
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
段
階
で
は
「
古
来
の
国
制
」
の
枠
組
み
は
ま
だ
存
在
し
て
い
た
。
一
方
、『
市
民
論
』
の
出
版
は
、「
民
兵
条
令
」
の

可
決
直
後
で
あ
る
。
民
兵
条
令
は
、
軍
の
統
帥
権
を
国
王
か
ら
議
会
に
移
管
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
国
王
は
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
禁
じ
る

布
告
を
出
し
た
。
ど
ち
ら
の
指
示
が
本
当
の
妥
当
性
を
有
す
る
「
法
」
な
の
か
。
こ
う
し
た
緊
迫
し
た
状
況
が
「
国
家
の
内
部
に
あ
る
国

家
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
時
点
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
「
過
剰
な
私
財
」
を
投
入
さ
れ
た
議
会
が
勝

利
し
て
い
た
（
５３
）
。『
市
民
論
』
で
危
惧
さ
れ
て
い
た
党
派
は
、
す
で
に
軍
事
力
に
よ
っ
て
主
権
者
の
座
に
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

�

経

済

第
一
四
節
以
降
は
、
単
に
生
き
延
び
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
よ
く
」
生
き
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
、
つ
ま
り
、
市
民
の
生
存
に

必
要
な
も
の
を
確
保
す
る
政
策
で
は
な
く
、
市
民
が
よ
り
豊
か
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
政
策
が
論
じ
ら
れ
る
。

さ
て
、
第
一
四
節
で
は
、
国
富
の
増
大
を
目
的
と
す
る
政
策
が
提
示
さ
れ
る
。
国
富
が
増
大
す
る
に
は
、
市
民
が
�
勤
勉
で
あ
り
、
�

倹
約
を
し
、
�
天
然
資
源
が
開
発
さ
れ
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ふ
た
つ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
国
富
増
大
の

手
段
と
し
て
戦
争
が
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
�
の
要
素
、
言
い
換
え
る
と
、
�
の
開
発
と
は
区
別
さ
れ

る
純
然
た
る
「
労
働
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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ま
ず
、
ホ
ッ
ブ
ズ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
争
が
一
種
の
経
済
活
動
で
あ
っ
た
時
代
が
あ
る
。

古
代
社
会
に
は
、
略
奪
に
よ
る
生
計
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
生
活
様
式
が
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
一
種
の
生
業
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
社
会
状
況
で
は
、
略
奪
に
よ
る
生
計
は
、
そ
れ
が
勇
敢
に
実
行
さ
れ
、
残
酷
に
な
ら
な
い
限
り
、
自
然
法
に
違
反
せ
ず
、
ま
た
、

称
賛
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
ら
の
略
奪
は
ほ
と
ん
ど
の
物
に
及
ん
だ
が
、
人
命
と
耕
作
用
の
牛
・
農
具
に
は
手
を
触
れ

な
い
と
い
う
の
が
流
儀
で
あ
っ
た
。（D

C
,
C
hap.５

,§
２

）

し
か
し
、
も
は
や
略
奪
経
済
の
時
代
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
国
際
関
係
は
自
然
状
態
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
相
手
を
滅
ぼ
す
力
量
を

も
つ
と
い
う
意
味
で
、
各
国
は
平
等
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
下
で
戦
争
を
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。「
利
益
を
得
る
手
段
と
し
て

み
た
場
合
、
軍
事
活
動
は
、
賭
け
事
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
」、「
多
く
の
場
合
、
人
の
財
産
を
減
少
さ
せ
、
成
功
を
も
た
ら
す
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１４

）。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
膨
張
主
義
を
否
定
す
る
。
軍
事
活
動
は
生
き
延
び
る
た
め
の
ぎ
り
ぎ
り
の
手
段

で
あ
っ
て
も
、「
よ
く
」
生
き
る
手
段
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
膨
張
主
義
を
採
ら
な
い
で
国
富
を
増
大
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
注
目
す
べ
き
は
、「
海
洋
上
の
島
に
建
て
ら
れ
た

国
家
で
、
居
住
に
必
要
な
だ
け
の
土
地
し
か
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
国
家
が
富
裕
に
な
る
に
は
、
農
業
や
漁
業
に
頼
ら
な
く
と
も
、
交

易
と
手
工
業
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１４

）
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
自
然
を
直
接
に
相
手
に
す
る
労
働
で
は
な
く
、
商
工

業
に
お
け
る
非
自
然
的
な
労
働
が
国
富
増
大
の
原
因
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、「
航
海
技
術
」「
工
業
技
術
」

「
数
学
的
知
識
」
が
列
挙
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
航
海
技
術
は
、
大
航
海
時
代
以
降
、
香
辛
料
の
貿
易
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
経
済
政
策
の
前
提
に
は
、
私
有
財
産
制
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
法
人
国
家
の
存
在
そ
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の
も
の
に
組
み
込
ま
れ
た
基
本
的
な
制
度
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
制
度
は
、
法
人
国
家
の
設
立
当
初
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
経
済
的
発
展
の
ス
タ
ー
ト
地

点
に
お
け
る
権
利
の
当
初
配
分
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
そ
の
後
の
経
済
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

法
人
国
家
は
、
以
下
の
よ
う
な
社
会
契
約
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
。

各
人
が
そ
の
身
を
保
存
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
こ
と
は
、
各
自
が
あ
る
種
の
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
っ
た
く
同
様
に
、

各
自
は
わ
が
身
の
保
存
の
た
め
に
、
あ
る
種
の
権
利
を
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
身
柄
を
防
衛
す
る
権
利
、
大
気
、

水
、
そ
の
他
生
存
に
不
可
欠
な
す
べ
て
の
も
の
を
享
有
す
る
権
利
を
手
元
に
お
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
平
和
に

入
っ
て
い
く
人
間
は
、
多
く
の
共
有
の
権
利
を
手
元
に
置
く
一
方
で
、
多
く
の
個
人
的
な
権
利
を
獲
得
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
以
下
の

よ
う
に
指
令
す
る
第
九
の
自
然
法
が
導
か
れ
る
。「
各
自
が
わ
が
身
の
た
め
に
請
求
す
る
権
利
は
、
こ
れ
を
す
べ
て
自
分
以
外
の
人

に
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
も
し
こ
れ
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
前
節
で
承
認
さ
れ
た
平
等
を
空
言
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
社
会
に
入
っ
て
い
く
に
あ
た
り
平
等
を
承
認
す
る
と
は
、
人
間
が
社
会
に
入
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
、
平
等
な
権
利

を
認
め
る
こ
と
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。（D

C
,
C
hap.３

,§
１４

）

こ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
国
家
設
立
時
の
当
初
配
分
は
平
等
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
契
約
は
、
同
等
の
条
件
で

結
ば
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
手
元
に
留
保
し
た
権
利
は
平
等
で
あ
る
。

だ
が
、
国
家
の
設
立
当
初
は
平
等
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
在
は
そ
う
で
は
な
い
。
経
済
的
格
差
は
努
力
に
よ
っ
て
も
偶
然
に
よ
っ
て
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も
、
立
法
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
、
市
場
取
引
や
贈
与
な
ど
、
な
ん
ら
権
利
侵
害
を
と
も
な
わ
な
い
、「
無
害
の
自

由
」（
次
節
参
照
）
の
行
使
に
よ
っ
て
格
差
は
生
じ
る
。

私
有
財
産
の
売
却
に
お
い
て
こ
れ
と
引
き
換
え
に
得
ら
れ
る
最
高
の
価
格
で
売
る
場
合
、
買
い
手
に
対
し
て
何
の
権
利
侵
害
も
加
え

ら
れ
て
い
な
い
。
買
い
手
は
そ
の
品
物
を
得
た
い
と
望
み
、
購
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
有
財
産
の
一
部
を
人
に
与

え
る
場
合
、
そ
の
人
が
他
人
よ
り
も
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
過
分
な
分
け
前
を
与
え
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
与
え
ら
れ

る
も
の
に
つ
い
て
同
意
が
あ
る
以
上
、
誰
に
対
し
て
も
権
利
侵
害
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。（D

C
,
C
hap.３

,§
６

）

そ
こ
で
問
題
は
、
当
初
配
分
の
平
等
の
回
復
、
経
済
的
格
差
の
解
消
が
政
策
課
題
に
な
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
こ
ま

で
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
は
、
救
貧
が
国
家
政
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
５４
）
。
し
か

し
、
伝
統
的
に
は
救
貧
は
教
会
の
仕
事
で
あ
り
、
そ
れ
を
国
家
が
行
う
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
貧
困
が
、
た
と
え
自
分
自
身
の
浪
費
あ
る
い
は
怠
惰
か
ら
生
ま
れ
た
結
果
で
あ
っ
て
も
、
貧
困
は
国
家
の
統
治
者
の
落

ち
度
に
よ
る
と
さ
れ
、
自
分
た
ち
は
課
税
に
よ
っ
て
押
さ
え
つ
け
ら
れ
、
搾
り
取
ら
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１０

）

と
述
べ
て
い
る
が
、
貧
困
は
基
本
的
に
自
己
責
任
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
が
挙
示
す
る
慈
善

も
、
不
測
の
事
態
な
ど
自
分
の
責
任
に
よ
ら
ず
し
て
自
活
不
能
に
陥
っ
た
人
が
対
象
な
の
で
あ
る
。

�

無
害
の
自
由lib

ertas
inno
xia

の
保
障

第
一
五
節
か
ら
三
つ
の
節
に
わ
た
っ
て
「
無
害
の
自
由
」（libertas

innoxia
）
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
最
高
権
力
者
に
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よ
っ
て
命
令
も
禁
止
も
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
に
つ
い
て
」
の
各
人
の
裁
量
の
自
由
で
あ
り
、
私
的
所
有
権
と
は
別
の
種
類
の
法
的
権
利
で

あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
市
民
の
一
挙
手
一
動
足
が
こ
と
ご
と
く
法
律
の
規
制
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
た
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
、
市
民
の

活
動
の
多
様
性
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
高
権
力
者
が
命
じ
た
り
禁
じ
た
り
し
て
い
な
い
事
柄
は
ほ
と

ん
ど
無
数
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１５

）
と
い
う
か
ら
、「
無
害
の
自
由
」
は
、
行
動
の
選
択
に
か
か
わ
る
。

一
方
、
所
有
権
は
、
物
に
対
す
る
排
他
的
支
配
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
市
民
論
』
第
一
三
章
は
、『
法
の
原
理
』
第

二
八
章
と
は
異
な
り
、
所
有
権
の
扱
い
を
政
策
論
か
ら
は
ず
し
て
い
た
（
５５
）
。

こ
の
「
無
害
の
自
由
」
は
、
前
節
で
論
じ
ら
れ
た
「
労
働
」
と
そ
の
成
果
で
あ
る
「
国
富
」
の
前
提
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
経
済
活
動
を

自
由
に
行
う
権
利
で
あ
る
。『
法
の
原
理
』
第
二
八
章
で
こ
の
自
由
は
、「
人
間
が
場
所
か
ら
場
所
へ
と
快
適
な
通
行
を
許
さ
れ
、
ま
た
、

捕
囚
・
幽
閉
さ
れ
て
必
要
物
資
の
運
搬
が
困
難
に
な
っ
た
り
、
ま
っ
た
く
そ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
（
５６
）
」
と
表
現
さ
れ

て
い
る
。『
市
民
論
』
で
は
、
そ
れ
が
法
的
権
利
と
し
て
理
解
さ
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

自
由
は
、
実
定
法
の
許
可
に
よ
っ
て
手
つ
か
ず
の
ま
ま
市
民
に
残
さ
れ
て
い
る
自
然
権
の
一
部
分
で
あ
る
。
水
は
四
方
を
堤
防
で
囲

ま
れ
る
と
よ
ど
み
腐
敗
す
る
。
逆
に
ま
っ
た
く
堰
き
止
め
な
け
れ
ば
、
水
は
四
方
に
流
れ
出
す
。
つ
ま
り
、
水
は
多
く
の
出
口
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
だ
け
自
由
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
市
民
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
市
民
は
法
律
の
命
令
に
よ
る
以
外
何
も

し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
主
体
性
を
一
切
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
、
ま
っ
た
く
法
律
に
よ
る
規
制
が
な
い

場
合
に
は
市
民
は
放
埓
に
流
れ
て
健
康
を
害
す
る
で
あ
ろ
う
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
１５

）

こ
こ
に
は
、『
法
の
原
理
』
で
語
ら
れ
て
い
た
「
人
間
の
快
適
な
通
行
」・「
必
要
物
資
の
運
搬
」
は
言
及
さ
れ
な
い
が
、
そ
う
い
う
こ
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と
が
ら
を
含
む
一
般
名
称
と
し
て
「
無
害
の
自
由
」
が
自
然
の
権
利
の
一
部
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
す
で
に
述
べ

た
売
買
や
贈
与
の
自
由
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

人
間
の
快
適
な
通
行
と
必
要
物
資
の
運
搬
が
、「
無
害
の
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
論
じ
て
い
る
。

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、『
自
由
海
論
』
第
五
章
「
東
イ
ン
ド
諸
島
へ
行
く
ま
で
の
海
と
、
そ
の
海
を
航
行
す
る
権
利
と
は
、
先
占
（
占
有
）
に

よ
っ
て
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
独
占
と
は
な
ら
な
い
。」
に
お
い
て
、「
国
民
全
体
の
も
の
で
あ
れ
、
個
々
の
人
間
の
も
の
で
あ
れ
、
と
に

か
く
、
私
有
の
財
産
と
な
っ
た
土
地
に
お
い
て
さ
え
も
、
も
ち
ろ
ん
武
装
す
る
こ
と
な
く
か
つ
無
害
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
通
過

は
、
ち
ょ
う
ど
河
か
ら
水
を
飲
む
こ
と
が
禁
止
さ
れ
え
な
い
の
と
同
様
に
、
い
か
な
る
民
族
に
属
す
る
人
間
に
対
し
て
も
、
正
当
に
禁
止

さ
れ
え
な
い
」
と
述
べ
、
つ
づ
け
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
諸
民
族
は
、
…
…
そ
の
使
用
に
よ
っ
て
、
所
有
者
の
地
位
が
す
こ
し
も
害

せ
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
使
用
の
権
利
を
、
保
有
し
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
（
５７
）
。
海
が
だ
れ
か
に
占
有
さ
れ
て
い
る
場
合
で

す
ら
、
無
害
の
通
行
は
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
海
が
だ
れ
に
も
占
有
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
認
め
ら
れ
る
。
前
者
の
場

合
は
、
占
有
者
の
地
位
・
権
限
に
と
っ
て
無
害
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
、
海
は
共
有
物
あ
る
い
は
公
共
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
無
害

の
通
過
（innoxius

transitus

）
は
、「
人
類
社
会
の
法
に
よ
っ
て
」
正
当
で
あ
る
（
５８
）
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
国
際
法
上
の
無
害
通
航
権
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
論
理
は
、
法
人
国
家
の
内
部
に
お
け
る
「
無
害

の
自
由
」
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
は
、「
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
す
べ
て
の
人
の
権
利
」
と
も
い
わ
れ
る
自
然
権
の
一
部
で
あ
り
、

共
有
物
を
使
用
す
る
権
利
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
共
有
物
が
政
府
に
管
理
さ
れ
る
公
共
物
だ
と
し
て
も
、
無
害
の
自
由
は
、
政
府
の
管
理

権
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
先
に
あ
げ
た
水
と
市
民
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
即
し
て
考
え
る
と
、
法
人
国
家
は
、
水
（
市
民
）
を
管
理
す

る
権
限
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
管
理
の
た
め
の
水
路
設
置
（
立
法
）
は
あ
る
程
度
に
と
ど
め
、
水
（
市
民
）
は
、
部
分
的
な
が
ら
、
自

然
の
ま
ま
に
お
か
れ
る
。
そ
の
と
き
、
水
（
市
民
）
は
、
自
由
に
流
通
（
移
動
）
す
る
。
も
と
よ
り
、
ど
の
ぐ
ら
い
水
路
（
法
律
）
を
作
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る
か
と
い
う
の
は
一
種
の
技
術
で
あ
っ
て
、
治
水
技
術
も
立
法
技
術
も
、「
技
術
の
目
的
は
利
益
で
あ
る
」（
前
出
）と
い
う
原
理
に
従
う
。

さ
て
、「
無
害
の
自
由
」
は
、
三
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
困
難
に
陥
る
。
立
法
の
過
剰
、
罪
刑
法
定
主
義
の
無
視
、
裁
判
所
の
機
能
不
全

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
法
律
に
か
か
わ
る
問
題
な
の
で
、
以
下
の
議
論
の
前
提
と
し
て
必
要
な
限
り
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
法
理
論
を
述
べ
て

お
く
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
法
的
妥
当
性
を
も
つ
法
は
い
わ
ゆ
る
実
定
法
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
人
国
家
の
命
令
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
権
利
分
配
に
か
か
わ
る
法
」
と
「
処
罰
に
か
か
わ
る
法
」
か
ら
な
る
。「
各
人
に
と
っ
て
い
か
な
る
作
為
な
い
し
不
作
為
が
適
法
で
あ
り
、

ま
た
、
違
法
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る
の
が
権
利
分
配
に
か
か
わ
る
法
で
あ
る
。
一
方
、
処
罰
に
か
か
わ
る
国
の
実
定
法
は
、
法
に
背
く
人

間
に
科
す
べ
き
刑
を
規
定
す
る
法
で
あ
る
。」（D

C
,
C
hap.１４

,§
６

）
そ
し
て
、
こ
の
ふ
た
つ
の
法
は
、
実
定
法
を
構
成
す
る
不
可
分
の

要
素
で
あ
っ
て
、
異
な
る
ふ
た
つ
の
種
類
で
は
な
く
、
前
者
の
名
宛
人
は
、
す
べ
て
の
市
民
、
後
者
の
名
宛
人
は
、
公
職
者
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
（D

C
,
C
hap.１４

,§
７

）。

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
第
一
五
節
で
は
、
す
べ
て
の
市
民
を
名
宛
人
と
す
る
権
利
分
配
に
か
か
わ
る
実
定
法
が
問
題
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

容
易
に
想
い
出
せ
る
数
以
上
の
法
律
が
あ
っ
て
、
理
性
そ
れ
自
体
が
禁
ず
る
以
上
に
多
く
の
事
柄
を
法
律
が
禁
じ
て
い
る
場
合
、
悪

意
は
ま
っ
た
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
わ
な
に
捕
ま
る
よ
う
に
し
て
法
律
を
破
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
必
ず
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
無
害
の
自
由
と
は
相
容
れ
な
い
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
１５

）

立
法
の
過
剰
は
、
法
律
の
不
知
を
招
く
。
法
律
の
内
容
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
の
制
定
者
を
知
る
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
法

律
を
有
効
な
も
の
に
す
る
要
件
で
あ
る
。
立
法
の
過
剰
は
、
そ
の
要
件
の
ひ
と
つ
を
無
効
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
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で
は
、
ど
の
程
度
、
法
律
に
よ
っ
て
人
間
の
行
動
を
規
制
す
れ
ば
、
市
民
は
効
果
的
に
自
由
を
享
受
で
き
る
の
か
。
そ
の
規
準
は
、「
市

民
と
国
家
の
福
利
」と
い
わ
れ
る
。
過
剰
な
立
法
を
避
け
て
の
び
の
び
と
市
民
を
活
動
さ
せ
て
そ
の
成
果
を
享
受
せ
し
め
、
同
時
に
ま
た
、

過
剰
な
自
由
に
よ
っ
て
市
民
相
互
の
衝
突
や
退
廃
が
起
き
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
六
節
で
は
、
い
わ
ゆ
る
罪
刑
法
定
主
義
、「
市
民
が
事
前
に
知
り
得
、
予
見
で
き
る
制
裁
の
ほ
か
に
は
恐
怖
が
ま
っ
た
く
な
い
と

い
う
こ
と
」
が
、
市
民
の
自
由
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
（
５９
）
。
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
処
罰
に
か
か
わ
る
実
定
法
の
あ

り
か
た
で
あ
り
、
立
法
技
術
上
の
問
題
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ふ
た
つ
の
場
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
当
該
行
為
は
権
利
分
配
に
か
か
わ

る
法
律
に
反
す
る
が
、
�
制
裁
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
有
罪
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
、
�
制
裁
は
規
定
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
が
制
裁
に
よ
っ
て
被
る
損
害
を
上
回
る
場
合
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
立
法
技
術
上
の
欠
陥
・
不
備
で
あ
る
。
�
の
場
合
に
、
刑
の
重
さ
が
犯
罪
を
抑
止
す
る
の
に
足
り
な
か
っ
た
と
事

後
に
気
づ
き
、
規
定
よ
り
も
重
い
刑
を
科
す
と
す
れ
ば
、「
立
法
者
は
他
人
﹇
被
告
人
﹈
を
身
代
わ
り
に
し
て
自
分
自
身
が
犯
し
た
過
ち

を
処
罰
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
罪
刑
法
定
主
義
を
支
持
す
る
理
由
は
、
な
ん
ら
か
の
立
憲
主
義
的
原
理
で

は
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
国
家
権
力
の
絶
対
性
と
両
立
す
る
か
た
ち
で
、
し
か
も
、
国
家
権
力
の
自
己
拘
束
性
を
予
定
し
な
い
で
罪
刑
法

定
主
義
を
説
く
。
そ
の
た
め
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
法
を
破
る
こ
と
で
自
分
の
享
受
す
る
善
が
、
現
状
よ
り
も
大
き
く
な
る
よ
う
に
見
え
、

あ
る
い
は
、
自
分
の
被
る
害
悪
が
、
現
状
よ
り
も
小
さ
く
な
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
、
人
間
は
つ
ね
に
法
を
破
ろ
う
と
決
意
す
る
。」（D

C
,

C
hap.５

,§
１

）
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
、
い
わ
ゆ
る
心
理
強
制
説
を
論
じ
る
。

処
罰
の
目
的
は
人
間
の
意
思
を
力
ず
く
で
押
し
切
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
意
思
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
制
裁
の

内
容
を
確
定
し
た
人
間
が
か
く
あ
る
べ
し
と
望
ん
だ
と
お
り
に
人
間
の
意
思
を
矯
正
す
る
こ
と
が
処
罰
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
と
こ
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ろ
で
、
秤
量
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
取
り
か
か
ろ
う
と
す
る
行
為
の
長
所
と
短
所
を
（
天
秤
の
上
に
載
せ
て
す
る
よ
う
に
）
量
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
比
較
的
重
い
と
判
断
さ
れ
た
事
項
が
、
そ
れ
自
身
の
自
然
的
傾
向
に
よ
っ
て
必
然
的
に
形
と
な
っ
て

現
れ
る
。
仮
に
、
立
法
者
が
あ
る
犯
罪
に
科
し
た
制
裁
が
軽
す
ぎ
て
、
恐
怖
が
貪
欲
に
比
べ
て
軽
く
考
量
さ
れ
る
な
ら
ば
、
立
法
者

で
あ
る
最
高
権
力
者
に
は
、
貪
欲
が
処
罰
の
恐
怖
よ
り
重
く
衡
量
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
。（D

C
,
C
hap.１３

,§
１６

）

�
の
場
合
の
議
論
は
、
す
こ
し
込
み
入
っ
て
い
る
。
刑
が
ま
っ
た
く
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、「
公
共
の
利
益
」
を
規
準
に
し
て
刑

を
科
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
�
の
場
合
と
論
理
が
一
貫
し
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、

「
権
利
分
配
に
か
か
わ
る
法
」
と
「
処
罰
に
か
か
わ
る
法
」
と
は
法
を
構
成
す
る
不
可
分
の
要
素
で
あ
り
、
何
ら
か
の
制
裁
が
あ
る
と
い

う
推
定
が
は
た
ら
く
。
そ
し
て
、
刑
の
規
定
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
苦
痛
の
限
界
を
無
視
し
た
」
刑
が
科
さ
れ
る
と
い
う

推
定
が
は
た
ら
く
。
た
だ
し
、
い
っ
た
ん
何
ら
か
の
刑
を
規
定
す
る
と
、
こ
の
推
定
の
余
地
は
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
推
定
が
は
た

ら
く
限
り
は
、
裁
量
に
よ
っ
て
処
罰
し
て
も
、
そ
の
程
度
が
少
な
く
と
も
「
苦
痛
の
限
界
」
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

裁
量
に
よ
る
処
罰
を
禁
止
す
る
実
定
憲
法
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
体
系
に
は
存
在
し
な
い
が
、
政
策
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
自
然
法
は

あ
る
。「
実
定
法
に
服
さ
な
い
地
位
に
あ
る
最
高
権
力
者
に
対
し
て
自
然
法
が
教
示
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
報
復
お
よ
び
処
罰
に
際
し
て
は
、

す
で
に
犯
し
た
過
去
の
悪
事
で
は
な
く
、
未
来
の
福
利
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
裁
量
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
場
合
、公
共

の
利
益
以
外
の
基
準
を
用
い
る
こ
と
は
自
然
法
違
反
で
あ
る
。」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１６

）。「
未
来
の
福
利
」、「
公
共
の
利
益
」
と
は
、

主
と
し
て
犯
罪
の
抑
止
に
よ
る
治
安
の
維
持
で
あ
る
。
ま
た
、
い
っ
た
ん
、
裁
量
に
よ
っ
て
科
さ
れ
た
刑
は
、
形
式
的
正
義
の
要
請
に
基

づ
き
、「
そ
の
次
か
ら
は
最
初
の
違
反
者
の
処
罰
に
準
じ
て
制
裁
が
定
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
（
と
い
う
の
は
、
自
然
的
衡
平
は
、
同
一

の
違
反
者
は
同
一
の
制
裁
を
受
け
る
べ
し
と
教
示
す
る
か
ら
で
あ
る
）。」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１６

）
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第
一
七
節
で
は
、
司
法
に
よ
る
権
利
保
障
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
る
。
本
節
の
冒
頭
で
「
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
利
を
恐
怖
な

し
に
享
受
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
、
市
民
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
無
害
の
自
由
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
（
６０
）」
と
い
わ
れ
る
。「
法
律
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
利
」
と
は
、
こ
こ
で
は
所
有
権
を
指
す
が
、
で
は
、
そ
れ
の
安
全
な
享
受
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
無
害
の
自
由

と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
」
の
か
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。「
賄
賂
、
圧
力
、
憐
憫
」
に
よ
っ
て
起
こ
る
裁
判
官
の
不

当
な
判
決
は
、「
悪
人
に
不
処
罰
の
期
待
を
抱
か
せ
」、
す
る
と
強
盗
、
窃
盗
が
横
行
し
、「
権
利
分
配
に
か
か
わ
る
法
」が
撹
乱
さ
れ
、「
自

然
状
態
」
が
再
び
現
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、「
無
害
の
自
由
」（
具
体
的
に
は
、
商
行
為
や
人
や
物
の
移
動
）
も
、
そ
の
前
提
で
あ
る
私
有

財
産
制
と
と
も
に
、
崩
壊
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
相
互
に
意
思
疎
通
を
自
由
に
図
り
、
あ
ち
こ
ち
移
動
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
く

な
る
。」（D

C
,
C
hap.１３

,§
１７

）
要
す
る
に
、
こ
こ
の
立
論
は
、
裁
判
官
の
不
正
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
法
人
国
家
の
設
立
と
不
可
分
の

私
的
所
有
権
な
い
し
そ
れ
を
支
え
る
権
利
分
配
に
か
か
わ
る
法
が
侵
害
さ
れ
、こ
の
こ
と
を
仲
立
ち
と
し
て
、無
害
の
自
由
が
な
く
な
る
。

こ
れ
が
、
所
有
権
と
無
害
の
自
由
の
「
密
接
な
か
か
わ
り
」
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
所
有
権
に
せ
よ
、
無
害
の
自
由
に
せ
よ
、
お
よ
そ
法
的
権
利
を
保
障
す
る
機
関
と
し
て
裁
判
所
が
う
ま
く
機
能
し
な

け
れ
ば
、
人
は
自
分
の
権
利
を
守
る
た
め
に
別
の
方
法
に
訴
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、『
法
の
原
理
』
も
、「
人
々
は
、
裁
判
官
の

不
正
義
に
よ
っ
て
苦
汁
を
な
め
、
わ
が
手
に
よ
っ
て
報
復
す
る
企
て
に
乗
り
出
し
、
共
通
の
平
和
を
乱
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
６１
）
。

で
は
、
裁
判
所
自
身
の
不
正
義
は
い
か
に
し
て
矯
正
さ
れ
る
か
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
は
か
つ
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
に
対
し
、
親
裁

を
否
定
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
陛
下
は
こ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
法
を
ご
存
知
な
く
、
臣
民
の
生
命
、
相
続
、
動
産
、
不
動
産

に
関
す
る
訴
訟
事
件
は
、
自
然
的
理
性
で
な
く
、
人
為
的
理
性
、
す
な
わ
ち
、
法
が
下
す
判
断
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
相
応
し
い

の
で
あ
り
、
そ
の
法
と
は
、
こ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
長
い
学
習
と
経
験
を
要
す
る
産
物
で
あ
っ
て
、
こ
の

法
は
臣
民
の
訴
訟
事
件
を
裁
く
た
め
の
、
ま
た
、
陛
下
を
安
全
と
平
和
の
内
に
お
守
り
す
る
黄
金
の
基
準
・
尺
度
な
の
で
あ
る
」
（
６２
）
。
要
す
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る
に
、
法
的
権
利
を
市
民
に
保
障
し
、
ま
た
同
時
に
、
共
通
の
平
和
を
維
持
す
る
の
は
、「
人
為
的
理
性
」＝

コ
モ
ン
・
ロ
ー
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
親
裁
を
肯
定
し
た
上
、
さ
ら
に
、
通
常
裁
判
所
の
独
立
性
を
否
定
す
る
。
最
高
権
力
者
は
「
司
法
自
体

を
自
ら
直
接
に
実
践
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、自
分
が
任
命
し
た
裁
判
官
が
司
法
を
実
践
す
る
よ
う
制
裁
を
用
い
て
強
制
す
べ
き
で
あ
る
」。

「
必
要
な
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
通
常
裁
判
所
の
裁
判
官
を
査
問
す
る
特
別
裁
判
所
を
設
置
す
べ
き
で
あ
る
」。
ち
な
み
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
関
連
し
て
、「
慣
習
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
法
を
構
成
す
る
独
立
の
要
素
た
り
得
な
い
」
と
し
、「
最
高
権
力
者
が
当
該

意
見
の
内
容
が
慣
習
に
な
る
こ
と
を
許
可
し
た
」
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（D

C
,
C
hap.１４

,§
１５

）。『
市
民

論
』
出
版
の
時
点
で
、
ク
ッ
ク
は
す
で
に
な
く
、
も
う
ひ
と
り
の
リ
ー
ダ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
ピ
ム
も
翌
年
に
他
界
し
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を

基
底
に
お
い
た
「
古
来
の
国
制
」
論
は
名
実
と
も
に
消
え
た
。

お
わ
り
に

『
市
民
論
』
の
序
文
に
は
、
祖
国
の
危
機
に
応
答
す
る
た
め
、
構
想
中
の
哲
学
体
系
の
う
ち
、
政
治
に
か
か
わ
る
部
分
を
先
行
出
版
す

る
と
あ
る
。『
市
民
論
』
は
、
ポ
ス
ト
「
古
来
の
国
制
」
の
国
家
像
を
呈
示
す
る
も
の
だ
っ
た
。
も
は
や
歴
史
的
伝
統
に
よ
っ
て
国
家
を

基
礎
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
」
と
い
っ
た
特
定
の
人
民
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」

と
い
う
特
定
の
国
家
を
超
え
て
通
用
す
る
普
遍
的
理
論
を
構
想
し
た
。
そ
れ
が
、
社
会
契
約
に
よ
る
法
人
国
家
の
設
立
、
お
よ
び
、
そ
の

目
的
に
関
す
る
理
論
で
あ
っ
た
。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
法
人
国
家
の
設
立
目
的
を
全
体
的
に
見
て
み
る
と
、
日
本
の
明
治
以
降
の
国
家
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
も
よ
く
似
て
い
る

四
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と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
日
本
で
も
内
戦
を
経
て
新
し
い
国
家
像
が
求
め
ら
れ
、
明
治
政
府
は
天
皇
中
心
の
民
族
国
家
を
目
標
と
し
て
掲

げ
た
。
憲
法
制
定
時
に
は
民
間
か
ら
植
木
枝
盛
の
急
進
的
な
案
も
出
て
く
る
が
、
天
皇
中
心
の
民
族
国
家
と
い
う
政
府
の
既
定
路
線
は
不

動
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
法
人
国
家
の
設
立
目
的
は
似
て
い
て
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
描
い
た
そ
の
設
立
過
程
は
、
民
族
国
家
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
は

不
適
合
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
明
治
の
邦
訳
に
は
、
自
然
状
態
か
ら
社
会
契
約
へ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
割

愛
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
美
濃
部
達
吉
の
国
家
法
人
説
も
、
社
会
契
約
論
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
り
、
国
家
有
機
体
説
と
結
び
つ
く
（
６３
）
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
示
し
た
法
人
国
家
の
目
的
の
全
体
像
は
、
日
本
の
近
代
の
み
な
ら
ず
現
代
に
も
お
お
む
ね
当
て

は
ま
る
。
わ
た
し
た
ち
の
国
家
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
か
ら
す
っ
か
り
抜
け
出
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
１
）Q

.Skinner

（２００９

）Visions
ofPolitics:

H
obbes

and
C
ivilScience,

C
am
bridge

U
.P.,

pp.１３
－１４
.

（
２
）F.C

.H
ood

（１９６４

）The
D
ivine

Politics
ofThom

as
H
obbes:

An
Interpretation

ofLeviathan,
O
xford

U
.P.,

p.２０９
.

（
３
）Ibid.,

p.２１１
.

（
４
）Ibid.,

p.２２４
.

（
５
）M

.M
.G
oldsm

ith

（１９６６

）H
obbes’s

Science
ofPolitics,

C
olum

bia
U
.P.,

p.２０６
.

（
６
）Thom

as
H
obbes

（２０００

）Leviathan,
edited

by
R
.Tuck,

C
am
bridge

U
.P.,２４４

.

（
７
）
鈴
木
朝
生
『
主
権
・
神
法
・
自
由：

ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
思
想
と
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
』（
一
九
九
四
年
）
木
鐸
社
、
二
九
七
ペ
ー
ジ
。

（
８
）
松
村
赳
、
富
田
虎
男
編
著
『
英
米
史
辞
典
』（
二
〇
〇
〇
年
）
研
究
社
、R

um
p
Parliam

ent

の
項
、
六
五
四－

五
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
『
市
民
論
』
の
訳
は
、H

obbes

（１９９８

）O
n
the

C
itizen,

edited
by
R
.Tuck

and
M
.Silverthorne,

C
am
bridge

U
.P.

を
基
本
に
し
て
い
る
が
、
邦

訳
も
適
宜
参
照
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
『
市
民
論
』（
本
田
裕
志
訳
、
二
〇
〇
八
年
）
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。『
市
民
論
』
の
引
用
は
、
本
文
中
に
（D

C
,
C
hap.

１３
,§
４

）
の
よ
う
に
表
記
す
る
。
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（
１０
）
こ
の
よ
う
な
学
問
的
態
度
を
理
由
と
し
て
『
市
民
論
』
を
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
よ
り
も
高
く
評
価
す
る
意
見
も
あ
る
。Thom

as
H
obbes

（２００４

）D
e

C
ive,

ed.H
.W
arrender,

editor’s
Introduction,

O
xford

U
.P.,

pp.２９
－３０
.

（
１１
）H

obbes,
supra

note６
,
p.２３９

.

（
１２
）A

.P.M
artinich

（１９９６

）A
H
obbes

D
ictionary,

B
lackw

ell,
p.２８５

.

（
１３
）
『
法
の
原
理
』
は
、
モ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
版
第
４
巻
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。The

English
W
orks

of
Thom

as
H
obbes,

edited
by
W
illiam

M
olesw

orth,
Second

R
eprint,

vol.４
,
p.２１５

.

（
１４
）Ibid.,

pp.１５６
－７
.

（
１５
）Ibid.,

p.２１５
.

（
１６
）Ibid.,

p.２１３
.

（
１７
）
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
、
島
の
例
を
用
い
て
経
済
発
展
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
人
口
増
加
が
生
産
様
式
を
変
化
さ
せ
、
産
業
の
発
展
を
促
す
。
そ
の

発
展
の
プ
ロ
セ
ス
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
無
人
島
の
男
女
は
、
豊
か
な
自
然
を
ま
え
に
、
野
獣
を
追
っ
た
り
木
の
み
を
採
集
し
た
り
と
い
っ
た

生
活
を
す
る
。
し
か
し
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
狩
猟
は
不
安
定
で
あ
る
か
ら
、
獲
物
を
生
け
捕
り
に
し
て
そ
れ
を
飼
い
慣
ら
し
て
増
や
し
、
牧
畜
の
時
代

を
迎
え
る
。
し
か
し
も
っ
と
人
口
が
多
く
な
る
と
、
農
耕
が
採
用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
農
作
物
を
栽
培
す
る
か
に
つ
い
て
分
業
化
が
始
ま
る
。
こ
の
分
業

化
は
剰
余
物
を
生
み
だ
し
、
そ
れ
を
交
換
す
る
こ
と
で
よ
り
快
適
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
や
が
て
、
商
工
業
の
時
代
が
到

来
す
る
。A

dam
Sm
ith

（１９８２

）Lectures
on
Jurisprudence,

Liberty
C
lassics,

pp.１４
－１６
.

（
１８
）H

obbes,
supra

note１３
,
p.２１５

.

（
１９
）Ibid.,

p.２１５
.

（
２０
）Ibid.,

p.２１７
－８
.

（the
syndication

of
judges

and
other

m
agistrates

）

（
２１
）Ibid.,

p.２１６
.

（
２２
）Q

.Skinner

（２００２

）“C
lassicalliberty,

R
enaissance

translation
and

the
English

civilw
ar”,

in
his
Visions

ofPolitics,
vol.２

,
C
am
bridge

U
.P.,

p.３２６
.

（
２３
）E.V

allance

（２００９

）“The
dangers

of
prudence

:
salus

populi
suprem

a
lex,

R
obert

Sanderson,
and

the
‘C
ase

of
the

Liturgy’”,２３
Renaissance

Studies,
no.４

,
p.５４１

.

（
２４
）Skinner,

supra
note２２

,
p.３３３

.
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（
２５
）V

allance,
supra

note２３
,
pp.５４１

,５４３
.

（
２６
）M

ichaelLobban

（２００７

）A
H
istory

ofthe
Philosophy

ofLaw
in
the
C
om
m
on
Law

W
orld,

1600
－1900

,
Springer,

p.７５
.

（
２７
）H

obbes,
supra

note１３
,
p.２１４

.

（
２８
）Ibid.,

p.２１３
.

（
２９
）J.P.K

enyon
ed.

（１９９３

）The
StuartC

onstitution
2
ndedition,

C
am
bridge

U
.P.,

pp.２２２
－２２６

.

（
３０
）B

.Tierney
（１９９７

）The
Idea

ofN
aturalRights,

W
illiam

B
.Eerdm

ans
Publishing

C
o.,
C
hap.V

I,
pp.１３１

－１６９
.

な
お
、
本
稿
三
�
「
無
害
の

自
由
」
は
、
法
的
権
利
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
事
実
問
題
で
は
な
い
が
（『
法
の
原
理
』
で
は
事
実
問
題
で
あ
る
）、「
無
害
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

権
利
同
士
の
衝
突
は
起
こ
ら
な
い
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

（
３１
）A

dam
Sm
ith

（１９８４
）The

Theory
ofM

oralSentim
ents,

Liberty
Fund,

pp.７７
－７８
.

（
３２
）Lobban,

supra
note２６

,
pp.７４

－７７
.

（
３３
）Sm

ith,
supra

note３１
,
p.３４０

.

（
３４
）Sm

ith,
supra

note１７
,
p.３９８

.

（
３５
）
『
福
澤
諭
吉
著
作
集
第
８
巻
』（
二
〇
〇
三
年
）
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
３６
）H

obbes,
supra

note１３
,
p.２２０

.

（
３７
）
拙
著
で
は
、
国
防
の
権
限
の
本
質
性
と
そ
れ
を
前
提
に
し
て
展
開
さ
れ
る
国
防
政
策
の
議
論
の
位
相
を
明
確
に
区
別
し
な
い
誤
り
を
犯
し
て
い
た
の

で
、
こ
の
点
を
訂
正
す
る
。
山
本
陽
一
『
立
憲
主
義
の
法
思
想
』（
二
〇
一
〇
年
）
成
文
堂
、
九
ペ
ー
ジ
。

（
３８
）
『
歴
史
学
事
典

７

戦
争
と
外
交
』（
加
藤
友
康
編
、
一
九
九
九
年
）
弘
文
堂
、
六
八
五
ペ
ー
ジ
。

（
３９
）
浜
林
正
夫
『
増
補
版

イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
史
』（
一
九
八
五
年
）
未
来
社
、
一
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
４０
）
歴
史
学
事
典
・
前
掲
注
�
六
八
五－

六
ペ
ー
ジ
。

（
４１
）M

artinich,
supra

note１２
,
p.２３６

.

（
４２
）
「
人
民
は
つ
ね
に
財
布
を
も
ち
、
人
民
の
代
表
が
議
会
に
お
い
て
同
意
し
な
い
か
ぎ
り
、
一
銭
た
り
と
も
国
王
か
ら
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
王
権
を
抑
制
・
制
限
し
、
宮
廷
の
は
な
は
だ
し
い
放
蕩
・
不
節
制
を
妨
げ
、
君
主
を
質
素
に
し
、
無
用
の
戦
争
を
防
止
し
た
の

で
あ
る
。」G

.Law
son

（１９９６

）An
Exam

ination
ofthe

PoliticalPartofM
r.H

obbs
H
is
Leviathan,

R
outledge/Thoem

m
es
Press,

p.１３２
.

原
典

は
一
六
五
七
年
刊
。
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（
４３
）H

obbes,
supra

note１３
,
p.２１９

.
（
４４
）Ibid.,

p.２１９
.

（
４５
）Ibid.,

p.２１８
.

（
４６
）Ibid.,

p.２１９
.

（
４７
）Ibid.,

p.２１９
.

（
４８
）
山
本
・
前
掲
注
�
一
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
４９
）D

.Jackson
（１９７３
）“Thom

as
H
obbes’

Theory
of
Taxation”,２１

PoliticalStudies,
no.２

,
p.１７７

.

（
５０
）Ibid.,

p.１７７
.

金
銀
の
貯
蓄
が
国
富
の
増
大
で
あ
る
と
い
う
議
論
に
つ
い
てH

obbes,
supra

note６
,
p.１７４

.

（
５１
）H

obbes,
ibid.,

pp.２３８
－９
.

（
５２
）Ibid.,

p.２３９
.

（
５３
）
ロ
ウ
ス
ン
に
よ
る
と
、
ロ
ン
ド
ン
は
議
会
の
た
め
に
人
と
金
を
出
し
て
支
援
し
た
が
、
自
ら
の
利
益
を
図
る
た
め
の
条
件
を
つ
け
、
そ
れ
を
断
れ
な
い

議
会
か
ら
す
る
と
、
ロ
ン
ド
ン
の
申
し
出
は
命
令
も
同
然
で
あ
っ
た
。Law

son,
supra

note４２
,
p.１４２

.

（
５４
）
こ
の
点
を
と
ら
え
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
策
論
に
福
祉
国
家
へ
の
指
向
が
あ
る
と
論
じ
、
そ
の
論
拠
を
自
然
法
に
求
め
る
の
が
、J.W

.Seam
an

（１９９０

）

“H
obbes

on
Public

C
harity

&
the
Prevention

of
Idleness:

A
LiberalC

ase
for
W
elfare”,２３

Polity,
pp.１０５

－１２６
.

（
５５
）
拙
著
で
は
、
こ
の
区
別
を
し
て
お
ら
ず
、
本
章
一
五
節
の
「
実
定
法
の
許
可
に
よ
っ
て
手
つ
か
ず
の
ま
ま
市
民
に
残
さ
れ
て
い
る
自
然
権
の
一
部
分
」

を
、
実
定
法
に
よ
っ
て
「
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
権
利
」
が
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
誤
り
を
犯
し
、「
無
害
の
自
由
」
の
固
有
性
に
つ
い

て
も
無
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
訂
正
す
る
。
山
本
・
前
掲
注
�
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
５６
）H

obbes,
supra

note１３
,
p.２１５

.

（
５７
）
伊
藤
不
二
男
『
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
自
由
海
論
』（
昭
和
五
九
年
）
有
斐
閣
、
二
四
二
ペ
ー
ジ
。

（
５８
）
伊
藤
・
前
掲
書
、
二
二
、
二
〇
五
ペ
ー
ジ
。

（
５９
）
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
二
七
章
は
、
犯
罪
訴
追
の
免
除
理
由
を
列
挙
す
る
な
か
で
、
そ
の
ひ
と
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
「
事
後
立
法
」
を
挙
げ
て
い
る
。

H
obbes,

supra
note６

,
p.２０３

.

（
６０
）
タ
ッ
ク
の
英
語
訳
で
は
「
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
利
」
つ
ま
り
、
所
有
権
が
、「
市
民
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
無
害
の
自
由
の
も
う
一
つ
の
構

成
要
素
で
あ
る
」
と
な
っ
て
お
り
（H

obbes,
supra

note９
,
p.１５２

.

）、
邦
訳
で
は
所
有
権
の
享
受
が
、「
市
民
に
と
っ
て
必
要
な
無
害
な
権
利
に
属
し
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て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
（
ホ
ッ
ブ
ズ
・
前
掲
注
�
二
六
五
ペ
ー
ジ
）。
原
文
は
、ad

innoxiam
&
necessariam

ciuibus
liberatem

pertinet

で
あ
る
。

H
obbes,

supra
note１０

,
p.２０４

.

い
ず
れ
の
訳
で
も
、
所
有
権
も
ま
た
無
害
の
自
由
の
ひ
と
つ
の
形
態
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
本
文
で
述
べ
た
理
由
か
ら
、
こ
れ
ら
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６１
）H

obbes,
supra

note１３
,
p.２１７

.

（
６２
）K

enyon,
supra

note２９
,
p.８１

.

（
６３
）
長
尾
龍
一
「
美
濃
部
達
吉
の
法
哲
学
」『
日
本
憲
法
思
想
史
』（
一
九
九
六
年
）
所
収
、
一
八
四－

五
ペ
ー
ジ
。（

や
ま
も
と
・
よ
う
い
ち

法
学
部
教
授
）
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