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今　

井　

弘　

道

論
　
　
　
説

　

＊
本
稿
は
、
本
年
（
二
〇
一
三
年
）
六
月
二
日
（
日
）
に
六
通
賓
館
会
議
中
心
（
中
国
・
杭
州
市
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「『
走
向
世
界
的

中
国
法
哲
学
』
国
際
研
討
会
」（
主
催
：
浙
江
大
学
光
華
法
学
院
・
浙
江
大
学
法
理
研
究
所
）
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
、
厳

し
い
時
間
の
制
約
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
か
な
り
縮
約
し
て
報
告
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
縮
約
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

　

尚
、
こ
の
研
討
会
の
主
宰
者
で
あ
り
私
に
報
告
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
陳
林
林
浙
江
大
学
教
授
並
び
に
当
日
の
通
訳
を
し
て
下
さ
っ
た
畢
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瑩
浙
江
大
学
准
教
授
に
対
し
て
、
こ
の
場
を
借
り
て
あ
ら
た
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
の
報
告
は
、
二
〇
一
三
年
夏
学

期
の
浙
江
大
学
光
華
法
学
院
の
博
士
課
程
向
け
の
私
の
講
義
「
法
哲
学
前
沿
」（
中
国
語
の
「
前
沿
」
と
は
「
最
前
線
」
と
い
っ
た
意
味
。
因
み
に
、

こ
の
講
義
の
通
訳
も
畢
瑩
准
教
授
が
担
当
し
て
く
れ
た
）
の
一
部
を
こ
の
研
討
会
用
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
義
は
、
日
中
間
の
外
交

関
係
が
近
年
に
な
く
険
悪
な
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
院
生
や
学
生
─
─
単
位
に
な
ら
な
い
の
に
院
生
に
劣
ら
ぬ
熱
心
さ
で
参
加
し
て

く
れ
た
学
生
─
─
の
真
剣
な
眼
差
し
を
見
つ
め
な
が
ら
の
講
義
と
、
そ
の
後
の
昼
食
を
囲
ん
で
の
「
招
待
所
」
で
の
日
本
語
・
中
国
語
・
英
語
を

織
り
交
ぜ
て
の
歓
談
は
、
そ
の
険
悪
さ
が
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
無
条
件
に
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
将
来
の
中
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
領

域
で
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
の
諸
君
の
洗
練
さ
れ
た
社
交
と
会
話
の
セ
ン
ス
に
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
私
は
、
こ
の
記
録
を
、
そ

の
院
生
・
学
生
諸
君
と
の
思
い
出
と
将
来
の
諸
君
た
ち
の
中
国
と
に
捧
げ
た
い
。

　

一
．
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
「
普
遍
史
」
的
な
意
味
を
も
つ
近
代
文
化
と
近
代
資
本
主
義
が
成
立
し
た
が
、
他

面
で
ア
ジ
ア
に
は
そ
れ
は
成
立
し
な
い
、
と
し（

１
）た

。
そ
し
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
資
本
主
義
不
成
立
の
根
拠
を
示
す
た
め
に
、『
儒
教
と

道
教
』
や
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
』
な
ど
の
宗
教
社
会
的
研
究
を
行
っ
た
。
こ
こ
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
西
洋
と
東
洋
の
比
較
社
会
文
化
研

究
の
焦
点
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
在
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
・
市
場
経
済
の
発
展
は
め
ざ
ま
し
く
、
今
や
東
ア
ジ
ア
は
、
世
界
最
大
の
経
済

地
域
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
多
く
を
言
う
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
一
部
の
人
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
不
可
能
性
の

議
論
は
破
綻
し
た
、
少
な
く
と
も
時
代
に
追
い
越
さ
れ
た
、
と
の
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、『
儒
教
の
倫
理

と
資
本
主
義
の
精
神
』
と
い
っ
た
問
題
設
定
が
行
わ
れ
さ
え
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
儒
教
資
本
主
義
論
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
不
可
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能
性
論
」
な
る
議
論
の
す
べ
て
が
間
違
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
確
か
に
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
否
定
的
議
論
を
、事
実
を
も
っ
て
反
証
し
た
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
議
論
に
は
、

依
然
と
し
て
重
要
な
問
題
が
存
在
し
て
い
て
、
安
易
な
「
克
服
」
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

し
か
も
、
更
に
立
ち
入
っ
て
言
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
（
あ
る
い
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
に
お
け

る
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
）
資
本
主
義
の
成
立
不
可
能
性
論
」
と
い
う
よ
う
に
概
括
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
実
は
、
極
め
て
重
大
な

問
題
を
含
ん
だ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
理
解
に
立
脚
し
た
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
の
点
を
正
確
に
押
さ
え
直
す
な
ら
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
は
、
現

在
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
と
展
開
、
そ
し
て
発
展
に
ま
つ
わ
る
問
題
性
を
発
見
し
て
い
く
上
で
、
極
め
て
重
要
な
示
唆
を

与
え
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
、
ま
た
そ
こ
か
ら
現
代
資
本
主
義
を
新
た
に
捉
え
返
す
視
角
が
可
能
に
も
な
る
、
と
も
言
え
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
不
可
能
性
論
」
は
、
そ
れ
を
現
代
の
問
題
群
の
中
に
お

い
て
ひ
と
ひ
ね
り
し
て
捉
え
返
す
限
り
は
、
間
違
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
か
、
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
は
決
し
て
言
え
な
い

の
で
あ
る
。

　

本
報
告
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
批
判
的
に
継
承
す
る
こ
と
の
重
要
性
と
い
う
主
張
を
掲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

げ
な
が
ら

0

0

0

0

、
現
代
東
ア
ジ
ア
の
資
本
主
義
の
発
展
を
瞥
見
し
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
現
代
法
哲
学
の
課
題
を
考
察

し
て
み
た
い
、
と
思
う
。

　

二
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
東
西
の
比
較
研
究
の
最
重
要
な
論
点
の
一
つ
に
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
う
い
う
議
論
が
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市

形
成
─
─
例
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
─
─
は
、
誓
約
集
団
形
成
・
兄
弟
盟
約
締
結
─
─
つ
ま
り
は
、
同
一
氏
族
に
属
さ
な
い
者
が
ヴ
ォ

ラ
ン
タ
リ
ー
な
誓
約
を
通
し
て
「
仲
間Genosse

」
に
な
る
と
い
う
誓
約
・
盟
約
─
─
を
通
し
て
行
わ
れ
た
が
、
東
洋
に
お
け
る
都
市
は
、
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こ
の
よ
う
な
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
方
法
を
通
し
て
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
や
中
国
な
ど
の
東
洋
の
都

市
は
、
上
か
ら
の
官
僚
主
義
的
な
方
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
議
論
で
あ（

２
）る

。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
都
市
形
成
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
形
成
・
国
家
形
成
の
核
心
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
誓
約
集
団
形
成
・
兄

弟
盟
約
締
結
と
い
っ
た
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
手
法
に
注
視
す
る
こ
の
議
論
は
、い
く
つ
か
の
留
保
を
し
て
お
け
ば
、近
代
の
ホ
ッ
ブ
ス
、ロ
ッ

ク
、ル
ソ
ー
な
ど
の
社
会
契
約
論
を
も
包
摂
し
う
る
意
味
を
も
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
誓
約
集
団
形
成
の
手
法
に
よ
る
西
洋
の
都
市
形
成
理
解
は
、
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
形
成
や
社
会
契
約
論
的
国
家

形
成
論
の
伝
統
を
も
た
な
い
東
洋
の
社
会
形
成
の
あ
り
方
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
対
照
的
な
特
質
を
シ
ャ
ー
プ
に
衝
く
も
の
で
あ
る
、
と
も
言

え
る
わ
け
で
あ
る
。

　

無
論
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
都
市
が
誓
約
集
団
形
成
的
な
手
法
で
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

こ
の
議
論
は
、
理
念
型
的
（idealtypisch
）
な
議
論
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
了
解
し
た
上
で
見
る
な
ら
、
こ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
議
論
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
射
程
を
も
っ
た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

例
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
以
降
の
議
論
で
現
代
の
法
哲
学
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
議
論
に
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
ユ
ル
ゲ

ン
・
ハ
バ
ー
マ
ス
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
が
あ
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
は
、
社
会
契
約
論
を
通

し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
誓
約
集
団
的
ポ
リ
ス
形
成
の
伝
統
に
ま
で
遡
及
し
て
い
く
も
の
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
に
は
、
む
し
ろ
ポ
リ
ス
的
実
践
が
直
接
に
息
づ
い
て
さ
え
い（

３
）る

。

　

近
年
、日
本
に
お
い
て
で
あ
れ
、中
国
に
お
い
て
で
あ
れ
、こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
に
大
き
な
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
関
心
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
者
の
直
接
的
な
意
識
が
ど
う
で
あ
れ
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
市
民
社
会
」
の
伝
統
の
不
在
─
─
と
り
わ

け
、「
政
治
社
会
と
し
て
の
市
民
社（

４
）会

」
の
伝
統
の
不
在
─
─
に
つ
い
て
の
反
省
的
意
識
と
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
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こ
の
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
バ
ー
マ
ス
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り

自
体
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
上
述
の
議
論
と
無
関
係
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

無
論
、
そ
の
よ
う
な
議
論
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
自
由
主
義
と
の
関
係
如
何
、
と
い
う
問
題
を
立
て
た
と
き
に
は
、
そ
こ
に
あ
ら
た
め
て
重
大

な
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
‥
‥
。

　

三
、エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、中
国
な
ど
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
都
市
の
多
く
は
、ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
形
成
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
都
市
は
、
い
ず
れ
も
河
岸
上
に
花
開
い
た
文
明
の
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
河
岸
文
明
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
繰
り
返
し
言
っ
て
い
る

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
河
川
の
治
水
・
潅
漑
施
設
の
建
設
と
、
そ
れ
へ
の
人
民
の
徴
発
・
動
員
等
々
の
マ
ネ
ッ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
官
僚
機

構
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
官
僚
機
構
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
マ
ネ
ッ
ジ
メ
ン
ト
の
遂
行
の
中
で
成
長
し
発
展
し

た
の
で
あ
っ
た
。
王
の
軍
隊
も
そ
の
中
で
発
達
し
た
。
王
の
軍
隊
の
遂
行
す
る
戦
争
の
目
的
の
多
く
は
、
こ
の
治
水
・
潅
漑
施
設
の
工
事
に

動
員
す
る
た
め
の
人
間
狩
り
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
軍
隊
を
発
達
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
工
事
の
完
成
後
は
、
掠
奪
さ
れ
工
事

に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
捕
囚
た
ち
は
、
新
た
に
耕
作
可
能
と
な
っ
た
土
地
で
の
耕
作
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
官
僚
と
軍
隊

が
居
を
定
め
る
新
た
な
都
市
の
形
成
と
発
展
に
つ
な
が
っ
た
。

　

こ
う
し
て
大
河
川
の
治
水
潅
漑
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
増
大
し
た
農
業
生
産
力
の
上
に
成
立
し
た
都
市
は
、
ま
た
そ
こ
で
の
諸
々
の
社
会
シ

ス
テ
ム
も
、
西
洋
の
都
市
と
は
違
っ
て
、
人
々
の
誓
約
集
団
形
成
・
兄
弟
盟
約
締
結
な
ど
の
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
経
路
を
取
っ
て
成
立
し
た

も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
上
か
ら
の
官
僚
制
的
な
手
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
そ
こ
に
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
社
会

形
成
の
萌
芽
が
あ
ら
た
に
発
生
す
る
場
合
が
な
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
見
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
上
か
ら
の
社

会
形
成
を
危
険
に
陥
れ
る
も
の
と
し
て
、
抑
圧
さ
れ
圧
殺
さ
れ
、
少
な
く
と
も
大
き
く
制
約
さ
れ
た
。
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
最
古
の
官
僚
制
は
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
成
立
し
た
、
中
国
で
も
官
僚
制
は
大
き
く
発
展
し
た
、
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、『
支
配
の
社
会
学
』
に
お
け
る
官
僚
制
の
歴
史
的
分
析
で
は
、
こ
の
二
国
に
特
別
の
注
意
を
払
っ
て
い（

５
）る

。
そ
の
分
析
は
、
そ
れ
が
、

誓
約
集
団
形
成
的
な
社
会
的
思
考
様
式
─
─
社
会
契
約
論
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
思
考
様
式
─
─
と
は
対
立
的

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
執
拗
に
強
調
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
東
西
比
較
文
化
論
の
焦
点
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
の
対
照
を
、
少
な

く
と
も
一
つ
の
、
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
誓
約
集
団
的･

兄
弟
盟
約
的
都
市
形

成
と
い
う
視
点
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
的
視
点
の
位
置
を
も
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
比
較
論
が
重
要
な
現
代
的
意
味
を
も
つ
こ
と

を
自
覚
し
た
上
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、『
経
済
と
社
会
』
に
収
め
ら
れ
た
一
連
の
諸
論
考
を
執
筆
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

四
、
と
こ
ろ
で
、
誓
約
集
団
形
成
・
兄
弟
盟
約
締
結
と
い
う
よ
う
な
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
経
路
を
取
っ
て
社
会
形
成
を
行
う
た
め
に
は
、

血
統
に
ま
つ
わ
る
観
念
や
伝
統
の
神
聖
性
に
関
わ
る
観
念
が
ブ
レ
イ
ク
・
ス
ル
ー
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
そ
れ
が
も
つ
意
味

が
、
都
市
形
成
・
社
会
形
成
と
の
関
係
に
お
い
て
、
大
き
く
相
対
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

逆
に
、
治
水
・
潅
漑
工
事
の
成
果
を
通
し
て
急
速
に
─
─
言
わ
ば
一
足
飛
び
に
─
─
一
元
的
権
力
が
成
立
・
発
展
し
、
上
か
ら
の
官
僚
制

的
社
会
形
成
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、民
衆
の
中
の
氏
族
的
血
縁
的
観
念
や
呪
術
的
観
念
と
の
対
決
は
、必
ず
し
も
不
可
欠
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
観
念
は
、
自
覚
的
に
か
無
自
覚
的
に
温
存
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、「
血
統
カ
リ
ス
マ
」
と
い

う
よ
う
な
魔
術
的
観
念
を
否
定
し
て
い
く
西
欧
的
合
理
化
の
軌
道
と
、
そ
れ
を
温
存
し
独
自
の
観
念
に
発
展
さ
せ
て
い
く
イ
ン
ド
的
・
中
国

的
な
軌
道
が
分
岐
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
的
議
論
が
開
か
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
こ
の
点
に
立
ち
入
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
点
に
関
わ
る
議
論
が
単
に
孤
立
的
な
宗
教
的
次
元
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
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と
、
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
『
支
配
の
社
会
学
』、『
都
市
の
諸
類
型
』
等
の
議
論
と
内
在
的
に
関
連
し
あ
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
を
確
認

し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

　

五
、
時
間
的
に
制
限
さ
れ
た
報
告
で
は
、
大
幅
な
単
純
化
は
不
可
避
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
言
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
総

じ
て
西
洋
と
東
洋
の
社
会
形
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
比
較
論
を
、基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
『
都
市
の
類
型
学
』
に
お
け
る
議
論
に
最
も
尖
鋭
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
代
的
資
本
主
義
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
れ
の
特
質
を
、
自
由
な
契
約
関
係
・
市
場
関
係
と
、
そ
の
上

で
可
能
に
な
る
職
業
労
働
（Berufsarbeit

）
と
を
基
礎
に
し
て
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、と
見
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

こ
の
資
本
主
義
は
、
言
わ
ば
経
済
的
領
域
に
お
け
る
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
社
会
形
成
に
よ
る
成
果
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
資
本
主
義
の
発
展
は
、
自
生
的
な
経
路
を
辿
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
国
家
的
官
僚

制
の
保
護
下
で
離
陸
可
能
だ
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
、
そ
こ
か
ら
独
立
し
な
け
れ
ば
健
全
な
発
展
は
望
め
な
い
。
国
家
的
保
護
下
で
は
、

資
本
は
、
得
て
し
て
政
治
的
特
権
を
志
向
し
た
り
独
占
的
で
排
他
的
な
地
位
を
掌
握
し
た
り
し
てRente

の
獲
得
に
─
─
つ
ま
り rent-

seeking

に
─
─
向
か
う
頽
廃
的
な
行
動
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
る
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
脱
却
で
き
な
く
な
る
か
ら
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
か
ら
、

　

①
生
産
的
・
創
造
的
労
働
に
よ
る
利
得
の
獲
得
を
志
向
す
る
資
本
主
義
と

　

②
特
権
を
通
し
て
のrent-seeking

を
志
向
す
る
資
本
主
義

と
い
う
二
種
類
の
資
本
主
義
概
念
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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今
、
こ
のrent-seeking

の
言
葉
を
用
い
た
こ
と
は
、
や
や
唐
突
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、
急
い
で

一
言
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、Rente

（
英
：rent

）
／Rentenkapitalism

us

と
い
う
言
葉
を
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
頻
繁
に
用
い
て
い
る
。
こ
こ
に
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
資
本
主
義
論
に
つ
い
て
の
一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
込
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、Rente
と
は
、
新
た
な
価
値
の
創
造
な
し
に
、
政
治
的
・
社
会
的
な
権
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
そ
れ
と
の
癒
着
に
よ
っ
て
横
奪

さ
れ
る
利
得
の
こ
と
で
あ
る
。
市
場
を
前
提
に
し
て
言
え
ば
、
市
場
的
公
正
さ
を
逸
脱
し
た
形
で
獲
得
さ
れ
た
、
そ
の
意
味
で
正
当
性

（legitim
acy

）
を
も
た
な
い
利
得
で
あ
る
。
こ
のRente

と
い
う
語
は
、「
地
代
」
と
い
う
意
味
か
ら
派
生
し
た
も
の
だ
が
、「
地
代
」
も
、

そ
の
権
原
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
軍
事
的
征
服
─
─
と
い
う
広
い
意
味
で
の
政
治
的
権
力
─
─
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ

の
利
得
と
し
て
の
「
経
済
的
」
正
当
性
は
問
題
視
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
、
要
す
る
に
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
経
済
的
正
当
性
を
も
た

な
い
利
得
を
志
向
す
る
資
本
がRentenkapital
な
の
で
あ
る
。

　

ノ
ー
ベ
ル
賞
経
済
学
者
で
あ
る
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
（Joseph E. Stiglitz

）
は
、
こ
の
よ
う
なRente

（
英
：rent

）
追
求
的
行
動
を

rent-seeking

と
呼
ん
で
い（

６
）る

。
そ
し
て
、
例
え
ば
現
代
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
種
の
投
資
家
や
企
業
のCEO

、
一
部
の
富
裕
者
層
の
富
は
、

市
場
の
公
平
な
競
争
が
機
能
し
な
い
よ
う
に
政
治
的
に
操
作
さ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
立
脚
し
て
富
を
掻
き
集
め
る
と
い
うrent-seeking

の

結
果
で
あ
る
─
─
つ
ま
り
事
実
上
の
「
富
の
収
奪
」
で
あ
る
─
─
と
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
議
論
は
、
公
共
政
策
論
に
お
け
る

議
論
に
遡
及
す
る
の
だ
が
、こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、こ
のrent-seeking

と
い
う
現
代
英
語
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
のRente

、Rentenkapitalism
us

批
判
の
議
論
の
精
神
に
も
適
合
す
る
も
の
、
連
続
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
論
ず
る

場
合
に
は
、
は
な
は
だ
好
都
合
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
報
告
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
「Rentenkapitalism

us

とrent-

seeking capitalism

の
連
続
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
さ
し
あ
た
り
は
こ
の
点
を
指
し
て
い
る
。
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六
、
さ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
資
本
主
義
論
は
、
こ
の
よ
う
なrent-seeking

行
為
を
原
理
的
に
批
判
す
る
こ
と
を
一
つ
の
焦
点
に
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
職
業
労
働
と
は
「
人
類
の
物
質
的
財
貨
の
調
達
の
合
理（

７
）化

」
を
使
命
と
見
、
そ
の
合
理
性
を
阻
害
す
る
非
合

理
的
な
も
の
─
─
伝
統
的
偏
見
や
政
治
的
特
権
な
ど
─
─
と
闘
う
、
と
い
う
意
味
を
内
包
し
て
い
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
はrent-seeking

的
な

行
為
を
「
経
済
的
に
非
合
理
的
（w

irtschaftlich irrational

）
な
」
の
も
の
と
見
な
し
、Rentenkapitalism

us

を
「
非
合
理
的
資
本
主

義
（nichtrationaler K

apitalism
us

）」
と
も
呼
ん
で
い（

８
）た

。
先
に
二
種
類
の
資
本
主
義
概
念
が
得
ら
れ
る
と
い
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と

で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
資
本
主
義
の
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
合
理
的
な
官
僚
制
の
必
要
を
承
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
官
僚
制
は
、
誓
約
集
団
的

社
会
形
成
の
原
理
に
対
立
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
い
わ
ばRentenkapitalism

us

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
り
う
る
も
の
、

な
り
が
ち
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
官
僚
に
よ
る
─
─
つ
ま
り
、
法
や
政
策
を
通
し
て
の
─
─
市
場
操
作
がRentenkapital

に
と
っ
て
の

Rente

の
確
保
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
同
時
に
官
僚
の
権
力
の
強
化
に
も
な
り
、
利
権
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は

直
ち
に
了
解
さ
れ
よ
う
。

　

こ
う
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
資
本
主
義
論
は
、「
合
理
的
な
官
僚
制
」
の
必
要
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
承
認
し
た
上
で
、

「Rentenkapitalism
us

」
と
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
「
官
僚
制
」
─
─
非
合
理
的
に
機
能
す
る
「
官
僚
制
」
─
─
と
は
徹
底
的
に
闘

お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
官
僚
制
と
癒
着
し
たRente
志
向
の
資
本
主
義
は
、
非
合
理
的
経
済
を
蔓
延
さ
せ
て
社
会
を
頽
廃
に
追
い

や
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
官
僚
制
の
承
認
は
、
官
僚
制
が
内
包
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
傾
向
と
闘
い
、
官
僚
制

を
「
合
理
的
資
本
主
義
」
と
そ
の
市
場
関
係
の
合
理
的
展
開
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
能
に
限
定
す
る
必
要
性
を
大
い
に
強
調
し
た
上
で
の
、
言

わ
ば
条
件
付
き
承
認
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
資
本
の
非
合
理
化
と
官
僚
制
の
非
合
理
化
を
監
視
し
統
制
す
る
機
能

を
は
た
す
べ
き
議
会
の
機
能
を
重
視
し
、
更
に
は
そ
の
議
会
を
統
制
す
る
機
能
を
も
つ
政
治
的
市
民
の
成
熟
し
た
政
治
行
動
に
、
そ
し
て
普
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通
選
挙
権
に
、
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。
上
の
諸
力
の
緊
張
関
係
に
最
終
的
な
決
済
を
与
え
る
も
の
の
権
力
基
盤
は
こ
こ
に
置
か
れ
る

べ
き
だ
、
そ
う
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
機
構
改
革
論
の
多
く
は
、
こ
の
論
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
は
、
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
の
議
論
を
、
よ
り
シ
ャ
ー
プ
な
形
で
先
取
り
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

七
、「
人
類
の
物
質
的
財
貨
の
調
達
の
合
理
化
」
を
使
命
と
心
得
、
そ
の
合
理
性
を
阻
害
す
る
も
の
と
闘
う
職
業
労
働
は
、
生
産
過
程
の

分
業
と
協
業
関
係
の
組
織
的
再
編
成
と
技
術
的
合
理
化
を
─
─
要
す
る
に
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
─
─
不
断
に
追
求
す
る
と
い
う

論
理
を
内
在
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。Rentenkapitalism

us

に
お
け
るrent-seeking

行
為
が
何
よ
り
も
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
こ

の
生
産
機
構
と
生
産
過
程
に
お
け
る
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
に
眼
を
向
け
ず
、
政
治
的
・
社
会
的
な
権
力
構
造
と
癒
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
他
者
に
帰
属
す
る
べ
き
利
得
の
取
り
分
を
収
奪
す
る
こ
と
に
力
を
傾
注
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
端
的
な
現
代
的
な
一
例
に
、
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
に
対
す
る
対
応
の
問
題
が
あ
る
。
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
が
一
つ
の
重
大
な
公
害
源

と
し
て
問
題
化
さ
れ
た
と
き
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
は
、
二
つ
の
対
応
が
可
能
で
あ
っ
た
。
第
一
は
、
排
気
ガ
ス
の
減
少
・
希
薄
化
を
可
能

に
す
る
技
術
の
開
発
に
対
す
る
研
究
投
資
へ
の
拡
大
、第
二
は
、そ
の
問
題
の
政
治
問
題
化
を
押
さ
え
込
む
た
め
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
や
法
律
家
、

そ
し
て
政
治
家
へ
の
投
資
の
拡
大
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
問
題
の
発
生
を
生
産
機
構
と
生
産
過
程
に
お
け
る
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
に

向
か
う
契
機
と
す
る
か
、
政
治
志
向
的
な
行
動
を
取
る
契
機
と
す
る
か
の
分
岐
が
あ
る
。
後
者
の
選
択
は
、
権
力
と
癒
着
す
る
こ
と
を
通
し

て
公
共
財
と
し
て
の
環
境
コ
ス
ト
に
対
す
る
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ド
の
「
権
利
」
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
、rent-seeking

的
行
為
の
一
種
だ
、

い
や
そ
れ
よ
り
も
悪
質
な
、
環
境
と
い
う
公
共
財
の
掠
奪
だ
、
と
言
い
う
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
なrent-seeking

行
為
は
、
政
治
的
・
行
政
的
権
力
の
腐
敗
と
、
既
存
の
非
合
理
な
権
力
や
暴
力
の
温
存
に
つ
な
が
る
。
無
論
、

そ
れ
は
、
本
来
的
な
市
場
の
ル
ー
ル
を
大
き
く
歪
曲
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
現
れ
方
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
こ
の
種
の
問
題



現代東アジア問題とマックス・ ヴェーバー

北法64（5・11）1591

は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
眼
前
に
既
に
姿
を
現
し
て
い
た
。
そ
れ
を
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
資
本
主
義
の
合
理
性
の
自
己
否
定
と
そ
の
こ
と
に
よ
る

正
当
性
を
も
た
な
い
非
合
理
的
資
本
主
義
へ
の
変
質
に
関
わ
る
深
刻
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。

　

こ
れ
に
反
し
て
、「
合
理
的
資
本
主
義
」
は
、
公
正
な
「
市
場
機
会M

arktchance

」
と
そ
こ
に
お
け
る
「
大
量
的
・
大
衆
的
な
販
路
や
、

大
量
的
・
大
衆
的
な
る
欲
望
充
足
の
機
会
」に
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、「
合
理
的
資
本
主
義
」は
、公
正
な「
市
場
」と
そ
の
ル
ー

ル
と
密
接
な
相
互
関
係
、
相
互
促
進
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
生
産
過
程
の
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
、

現
代
的
に
言
え
ば
、
新
た
な
機
能
を
も
っ
た
商
品
を
広
く
購
買
可
能
な
価
格
で
販
売
し
う
る
開
発
力
を
も
た
ら（

９
）す

。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の

「
合
理
的
資
本
主
義
」
の
働
き
の
内
に
こ
そ
、
本
来
の
意
味
で
の
社
会
発
展
の
条
件
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。

　

八
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、揺
籃
期
の
資
本
主
義
を
こ
の
よ
う
な
合
理
的
な
社
会
経
済
的
組
織
に
仕
上
げ
て
い
く
と
い
う
課
題
こ
そ
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
末
期
以
來
残
さ
れ
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
合
理
的
資
本
主
義
へ
の
発
展
の
途
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ

ば
、
近
代
以
前
に
お
い
て
は
閉
ざ
さ
れ
て
い

）
（1
（

た
。
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
、「
合
理
的
資
本
主
義
」

の
主
体
的
な
条
件
の
側
面
か
ら
解
明
し
た
の
が
、『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
で
あ
っ
た
。

　
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
の
中
に
、「
ド
イ
ツ
の
成
り
上
が
り
の
資
本
家
家
族
」
が
「
世
襲
財
産
と
名
目

貴
族
と
い
う
安
全
港
に
到
着
す
る
や
、息
子
を
大
学
や
官
庁
に
勤
務
さ
せ
、そ
の
息
子
は
自
分
の
出
自
を
忘
れ
よ
う
と
努
力
」
し
は
じ
め
る
。

こ
れ
は
珍
し
く
も
な
い
光
景
だ
が
、そ
れ
は
「
亜
流
者
流
の
頽
廃
的
産
物
」
だ
、と
辛
辣
に
皮
肉
っ
て
い
る
文
章
が
あ

）
（（
（

る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、

こ
こ
で
、
資
本
主
義
を
財
産
形
成
の
手
段
と
し
て
し
か
見
ず
、
そ
の
財
産
が
生
み
出
すRente

を
基
礎
に
し
て
結
局
は
怠
惰
な
伝
統
主
義

的
生
活
様
式
に
回
帰
し
て
い
く
と
い
う
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
が
、
社
会
の
革
新
を
放
置
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
頽
落
さ
せ
、
社
会
的
衰
退
を
惹

起
す
る
重
大
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
風
潮
と
対
決
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
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な
「
成
り
上
が
り
者
」
が
獲
得
す
る
「
世
襲
財
産
と
名
目
貴
族
」
は
、rent-seeking behavior

と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
い
わ
ば
「
世
襲
財
産
と
名
目
貴
族-seeking behavior

」
は
、現
代
の
ア
メ
リ
カ
の
い
わ
ゆ
る
「
富
裕
層
」
の
中
に
露
骨
に
現
れ
て
い
る
。

日
本
で
も
そ
の
傾
向
は
模
倣
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、し
ば
し
ば
市
民
的
意
識
、市
民
的
階
級
意
識
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
頽
落
に
向
か
う
伝
統
志
向
的
」
で
「
貴
族
」
主
義
的
で
、「
非
市
民
的
」
な
精
神
に
批
判
的
に
対
置
さ
れ
た
も
の
な

の
で
あ
っ
た
。

　

九
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、近
代
資
本
主
義
を
分
析
す
る
一
方
で
、繰
り
返
し
古
代
の
経
済
史
・
農
業
史
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
、
誓
約
集
団
的
手
法
を
通
し
て
成
立
し
た
ポ
リ
ス
的
政
治
体
制
が
、
同
時
に
「
古
代
資
本
主
義
」
的
経
済
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、そ
の
場
合
に
も
、古
代
資
本
主
義
に
お
け
る
「
資
本
主
義
的
企
業
者kapitalistischer U

nternehm
er

」
と
「
資

本
レ
ン
テ
寄
生
者K

apitalrentner

（
＝rent-seeker

－

今
井
）」
と
の
区
別
は
、
ハ
ッ
キ
リ
と
貫
徹
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

）
（1
（

る
。

　

し
か
し
、
こ
の
場
合
の
古
代
資
本
主
義
の
「
企
業
者
」
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
を
例
に
と
っ
て
言
え
ば
、
自
由
な
市
民
に
軽
蔑
さ
れ
な
が
ら
、

基
本
的
に
は
、Rente

の
獲
得
を
相
対
的
に
合
理
的
な
形
で
追
求
す
る
商
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
自
由
な
市
民
と
は
、
ほ
と
ん
ど

の
時
間
を
ス
ポ
ー
ツ
を
含
め
た
軍
事
訓
練
を
行
う
の
で
な
け
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
に
広
場
で
語
り
あ
う
こ
と
に
時
間
を
費
や
し
、
奴

隷
を
働
か
せ
て
そ
れ
で
生
活
を
支
え
て
い
るRentner

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

古
代
民
主
主
義
も
、
こ
う
し
て
経
済
的
に
見
れ
ば
、
所
詮
は
政
治
的
チ
ャ
ン
ス
に
寄
生
す
る
資
本
主
義
（
＝<political chance>-

oriented capitalism

）
を
抱
え
込
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
全
体
は
、<political chance>-oriented

─
─
あ
る
い
は
む
し
ろ<m

ilitary 

chance> oriented

─
─
で
は
あ
る
が
、
古
代
資
本
主
義

0

0

0

0

と
も
言
え
な
い
、
奴
隷
が
も
た
ら
すRente

に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ポ
リ
ス
の
民
主
主
義
はrent-seeker

た
る
〈
政
治
人
＝hom

o politicus

〉
た
ち
の
民
主
主
義
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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だ
が
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
に
言
う
「
資
本
主
義
」
と
は
、こ
れ
と
は
違
っ
て
「
西

洋
に
独
自
な
近
代
の
合
理
的
経
営
的
資
本
主
義
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
中
国
、
印
度
、
バ
ビ
ロ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
、
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
三
〇
〇
〇
年
来
世
界
の
各
地
に
み
ら
れ
た
高
利
貸
、
軍
需
品
調
達
業
者
、
官
職
＝
徴
税
の
請
負
業
者
、
大

商
人
や
大
金
融
業
者
た
ち
の
資
本
主

）
（1
（

義
」
と
さ
れ
る
非
合
理
的
資
本
主
義
＝Rentenkapitalism

us

と
は
原
理
的
に
異
質
な
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
指
摘
は
、
こ
の
よ
う
な
古
代
民
主
主
義
へ
の
批
判
を
含
め
た
、Rentenkapitalism

us

批
判
、rent-seeking 

behavior

批
判
の
総
括
的
な
表
明
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

十
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、「
西
洋
に
独
自
な
近
代
の
合
理
的
経
営
的
資
本
主
義
」
が
成
立
し
た
の
は
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
エ
ー

ト
ス
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
資
本
主
義
も
、
実
は
こ
のrent-seeking behavior

に
立
脚
す
るRentenkapitalism

us

と
は

全
く
無
縁
と
は
言
え
ず
、
そ
れ
へ
の
転
落
の
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
─
─
こ
の
問
題
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
職
業
労
働
」

の
結
果
と
し
て
の
「
富
の
獲
得
」
を
労
働
の
「
自
己
目
的
」
に
転
換
さ
せ
て
い
た
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
功
利
主
義
の
う
ち
に

見
て
い
た
─
─
。
そ
の
意
識
に
は
、
他
者
の
労
働
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
労
働
を
自
己
に
と
っ
て
の
利
得
の
源
泉
と
み
る
発
想
が
潜

在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
や
が
て
「
新
た
な
る
賦
役
国
家
」
へ
の
推
進
力
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、『
古
代
農
業
事
情
』
な
ど
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
よ
り
は
一
歩
進
ん
で
は
い
る
が
本
質
的
に
は
同
質
の
も
の
に
と
ど
ま
る
ロ
ー

マ
的
「
古
代
資
本
主
義
」
を
分
析
し
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
帝
国
が
遂
に
は
エ
ジ
プ
ト
類
似
の
官
僚
制
と
賦
役
制
を
抱
え
込
み
な
が
ら
衰
亡
し
て

い
っ
た
様
相
を
描
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
、
遂
に
は
「
ア
ジ
ア
的
復
古
」
を
成
し
遂
げ
て
し
ま
っ

）
（1
（

た
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
「
ア
ジ
ア
的
復
古
」
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
の
歴
史
的
認
識
へ
の
情
熱
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

近
代
資
本
主
義
に
対
す
る
危
機
感
に
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
強
力
な
官
僚
制
を
伴
っ
た
ド
イ
ツ
資
本
主
義
は
─
─
い
や
、
官
僚
制
を
自
ら
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に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
し
、
ま
たrent-seeking behavior

の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
す
べ
て
の
現
代
資
本
主
義
は
─
─
、
実
は
、

総
体
と
し
て
こ
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
「
ア
ジ
ア
的
復
古
」
へ
の
道
を
あ
ら
た
め
て
歩
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
胸

底
か
ら
去
る
こ
と
の
な
い
根
源
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
危
惧
は
、
既
に
『
ロ
シ
ア
革
命
論
』
第
一
論
文
の
次
の
一
節
に

よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
「
ア
メ
リ
カ
の
「
慈
恵
的
封
建
制
」（benevolent feudalism

）
と
い
い
、
ド
イ
ツ
の
い
わ
ゆ
る
「
福
利
厚
生
施
設
」

（W
ohlfahrteinrichtungen

）
と
い
い
、更
に
は
ロ
シ
ア
の
工
場
基
本
法
（Fabrikverfassung

）
と
い
い
（
こ
こ
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、

高
度
資
本
主
義
の
諸
様
相
を
概
括
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

－

今
井
）、
い
た
る
と
こ
ろ
で
新
た
な
隷
従
の
檻
（das Gehäuse für die 

neue H
örigkeit

）
が
す
で
に
出
来
あ
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
あ
と
は
も
う
大
衆
の
収
容
を
待
つ
だ
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
技
術
的-

経
済
的
「
進
歩
」
の
テ
ン
ポ
が
鈍
化
し
て
、「
レ
ン
テ
」
の
伸
び
が
「
収
益
」
の
伸
び
を
上
回
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

と
並
行
し
て
、「
自
由
な
」
土
地
も
、「
自
由
な
」
市
場
も
、
次
第
に
姿
を
消
す
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
結
局
、
大
衆
は

「
す
ご
す
ご
と
」
そ
の
檻
へ
入
っ
て
行
く
ほ
か
は
な
く
な
る
わ
け
で
あ

）
（1
（

る
」。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
あ
る
意
味
で
は
、「
ア
ジ
ア
停
滞
論
」
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
「
普
遍
史
」
的
な
意
味
を
も
つ

近
代
文
化
と
近
代
資
本
主
義
が
成
立
し
た
が
、
他
面
で
ア
ジ
ア
に
は
そ
れ
は
成
立
し
な
い
と
し
て
い
た
以
上
、
こ
の
こ
と
は
否
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
他
面
で
同
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
展
は
、
近
代
資
本
主
義
がRentenkapitalism

us

へ

と
変
質
し
て
い
く
中
で
、
や
が
て
停
滞
に
陥
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
ア
ジ
ア
的
復
古
」
を
帰
結
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
て
も
い
た
の
で
あ
っ
た
。
近
代
的
資
本
主
義
は
、「
新
た
な
る
賦
役
国
家
」
＝
（「
新
た
な
隷
従
の
檻
（das Gehäuse für die neue 
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H
örigkeit

」）
へ
と
帰
結
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
「
ア
ジ
ア
停
滞
論
」
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
ア
ジ
ア
的
復
古
論
」」
と
は
、
こ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
同
じ
事
態
の
異
な
っ
た
地
域
に
お
け
る

発
現
─
─
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
に
お
け
る
発
現
─
─
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の
、『
ロ
シ
ア
革
命
論
』
以

降
の
問
題
は
、ま
さ
し
く
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
頽
落
と
停
滞
、そ
し
て
「
ア
ジ
ア
的
復
古
」
の
問
題
は
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ

て
は
、実
は
、な
に
よ
り
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
停
滞
」
の
問
題
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
、『
古
代
農
業
事
情
』
の
結
論
部
分
に
お
い
て
、
こ
う
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「（
現
代
に
お
け
る

－

今
井
）
社
会
の
官
僚
化
は
い
つ
か
資
本
主
義
を
抑
圧
す
る
も
の
と
な
る
…
…
。
…
…
そ
の
時
に
は
、《
組
織
的

秩
序
》
が
《
自
由
な
競
争
に
立
脚
し
た
生
産A

narchie der Produktion

》
に
代
位
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
の
秩
序
は
、
ロ
ー

マ
帝
政
時
代
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
か
つ
て
の
エ
ジ
プ
ト
王
国
の
組
織
的
原
理
と
似
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

）
（1
（

う
」。

　

こ
の
文
章
は
、
先
の
『
ロ
シ
ア
革
命
論
』
の
文
章
と
い
わ
ば
連
動
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
新
秩
序
ド
イ
ツ
の
議
会
と
政
府
」
に
お

け
る
次
の
文
章
を
重
ね
て
み
れ
ば
明
ら
か
と
な
る
。

　
「「
官
僚
制
的
組
織
」
と
い
う
「
生
き
た
機
械
」
は
、
工
場
で
労
働
者
を
支
配
し
て
い
る
「
あ
の
死
ん
だ
機
械
」
と
手
を
結
ん
で
、「
未

来
の
隷
従
の
檻
（das Gehäuse jener H

örigkeit der Zukunft
）
を
つ
く
り
出
す
働
き
を
し
て
い
る
」。
だ
か
ら
、「
も
し
も
…
…

合
理
的
な
、
官
僚
に
よ
る
行
政
と
事
務
処
理
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
、
懸
案
諸
問
題
の
解
決
方
法
を
決
定
す
る
さ
い
の
、
唯
一
究
極
の

価
値
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
、
多
分
い
つ
の
日
か
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
国
家
の
土
民
の
よ
う
に
、
力
な
く
あ
の
隷
従
に
順
応
せ

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

0

0

0

0

0

0

0
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ざ
る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
（1
（

。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の
問
題
が
、
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
エ
ジ
プ
ト
化
」
と
い
う
形
で
の
「
ア
ジ
ア
的
復
古
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ

れ
ら
の
文
章
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
は
重
要
な
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
。「
ア
ジ
ア
停
滞
論
」
と
は
、
実
は
「
ア
ジ

0

0

ア
と
い
う
地
域

0

0

0

0

0

0

」
に
関
わ
る
地
理
関
係
的
な
概
念
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
際
に
は
、
近
代
資
本
主
義
そ
れ
自

体
の
停
滞
に
関
わ
る
普
遍
的
な
問
題
と
言
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
。つ
ま
り
、伝
統
主
義
の
墨
守（
＝「
ア
ジ
ア
停
滞
」）、伝
統
主
義
の
突
破（
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
「
近
代
」
化
）、
そ
し
て
伝
統
主
義
へ
の
回
帰
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
ア
ジ
ア
的
復
古
」）
と
い
う
歴
史
的
循
環
の
可
能
性
に
関
わ
る

問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
そ
れ
を
や
や
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
仕
方
で
地
理
関
係
的
概
念
と
し
て
考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
るrent-seeking capitalism

の
問
題
化
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
起
源
の
近
代
資
本
主
義
の
「
停
滞
」・「
ア
ジ
ア
的
復
古
」
の
兆
候
を
ハ
ッ
キ
リ
と
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の

よ
う
な
危
機
意
識
は
既
にJ.S.

ミ
ル
に
は
っ
き
り
と
抱
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
頽
落
と
停
滞
、
そ
し
て
「
ア
ジ
ア
的
復
古
」
の
問
題
は
、
ア
ジ
ア
の
問
題
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、と
り
わ
け
高
度
資
本
主
義
下
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。だ
か
ら
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
ア
ジ
ア
停
滞
論
」

を
地
理
関
係
的
な
も
の
と
見
る
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
考
え
方
を
、
実
際
に
は
一
歩
超
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、

こ
の
点
を
、
明
確
に
整
理
し
て
論
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
。

　

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、上
の
引
用
文
に
示
さ
れ
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
は
、「
ア
ジ
ア
停
滞
論
」の
問
題
に
即
し
て
の
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の「
ア

ジ
ア
的
復
古
」
と
し
て
現
れ
た
危
機
の
問
題
─
─
ロ
ー
マ
帝
国
の
エ
ジ
プ
ト
化
に
類
似
の
、
現
代
資
本
主
義
の
ロ
ー
マ
帝
国
化
か
ら
ひ
い
て

は
エ
ジ
プ
ト
王
国
化
に
至
る
と
い
う
危
機
の
問
題
─
─
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、ヴ
ェ
ー
バ
ー
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は
、モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
─
─
ロ
ー
マ
帝
国
の
オ
リ
エ
ン
ト
化
を
通
し
て
の
衰
退
を
印
象
的
な
筆
致
で
描
き
出
し
た『
ロ
ー
マ
盛
衰
原
因
論
』

を
執
筆
し
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
主
義
を
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
に
擬
し
た
『
法
の
精
神
』
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
─
─
継

承
す
る
社
会
思
想
家
で
あ
っ
た
。ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ま
た
、上
で
示
唆
し
た
こ
と
だ
が
、次
の
よ
う
言
うJ.S.

ミ
ル
の
延
長
上
に
立
っ
て
も
い
た
。

　
「
一
国
民
を
進
歩
に
向
け
て
誘
導
す
る
の
に
最
も
有
効
な
統
治
形
態
も
、
そ
の
次
の
段
階
の
進
歩
を
妨
害
…
…
し
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
。
…
…
エ
ジ
プ
ト
の
階
層
制
度
や
中
国
の
家
父
長
制
的
専
制
政
治
は
、
エ
ジ
プ
ト
人
や
中
国
人
を
彼
ら
が
到
達
し
た
文
明
段
階
に

ま
で
引
き
上
げ
る
た
め
に
は
極
め
て
適
当
な
手
段
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
エ
ジ
プ
ト
人
も
中
国
人
も
、
進
歩
の
そ
の
段
階
に
到
達
す
る

と
、
精
神
的
自
由
と
個
性
が
欠
け
て
い
た
た
め
に
、
永
久
的
に
停
滞
し
て
し
ま
っ
た

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

。
精
神
的
自
由
と
個
性
と
は
改
善
の
必
要
条
件
で

あ
る
が
（
こ
れ
がJ.S.

ミ
ル
の
『
自
由
論
』
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
！

－

今
井
）、
彼
ら
を
前
進
さ
せ
た
制
度
は
、
こ
れ
の
獲
得
を
不
可

能
に
し
て
し
ま
っ

）
（1
（

た
」。

　

こ
の
よ
う
に
言
うJ.S.

ミ
ル
に
と
っ
て
も
、「
ア
ジ
ア
停
滞
論
」
の
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
ア
ジ
ア
的
復
古
」
へ
向
か
う
危
機
状
況

─
─J.S.

ミ
ル
に
と
っ
て
は
、
具
体
的
に
は
産
業
革
命
後
の
「
大
衆
の
氾
濫
」
と
「
大
衆
の
専
制
」
の
問
題
が
そ
の
危
機
状
況
を
表
現
し
て

い
た
。
単
な
る
物
質
主
義
的
な
幸
福
の
次
元
で
成
立
す
る
快
楽
最
大
化
主
義
的
功
利
主
義
の
問
題
も
、
そ
の
「
大
衆
の
専
制
」
の
問
題
の
形

を
変
え
た
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
─
─
か
ら
見
つ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
停
滞
」
の
問

題
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
支
配
の
社
会
学
』
に
お
け
る
官
僚
制
の
歴
史
的
分
析
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
特
に
エ
ジ
プ
ト
と
中
国
に
大
き
な
注
意
を

払
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
的
分
析
が
近
代
と
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
に
直
結
し
て
い
た
こ
と
も
、
以
上
の
よ
う
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に
考
え
て
く
れ
ば
、
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
エ
ジ
プ
ト
や
中
国
の
家
産
官
僚
制
分
析
は
、
ま
た
、
こ
のJ.S.

ミ
ル
の
議

論
と
も
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
継
承
す
る
だ
け
で
は
な
く
、『
自
由
論
』
と
『
代
議
制
統
治
論
』

のJ.S.
ミ
ル
を
継
承
す
る
思
想
家
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
は
、
こ
の
二
人
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
精
神
を

体
現
し
つ
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
主
義
的
価
値
を
体
現
し
た
市
民
社
会
の
危
機
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
社
会
の
危
機
の
中
で
、
彼
等
は
、
多
元
的
社
会
の
中
で
の
批
判
と
競
争
が
も
た
ら
す
緊
張
関
係
と
そ
の
緊
張
関

係
の
中
で
可
能
に
な
る
創
造
性
・
生
産
性
こ
そ
が
、
こ
の
危
機
を
超
え
る
可
能
性
を
提
示
す
る
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
た
─
─
念
の
た
め
に

言
っ
て
お
く
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
と
は
、
い
ち
早
く
展
開
さ
れ
た
一
元
論
的
権
力
批
判
＝
多
元
論
的
権
力
論
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
─
─
。

　

十
一
、東
ア
ジ
ア
の
経
済
は
、欧
米
の
経
済
に
追
い
つ
き
、今
そ
れ
を
追
い
越
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、東
ア
ジ
ア
は
、ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
不
可
能
性
論
な
る
も
の
を
克
服
し
た
。
そ
れ
は
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
。
確
か
に
一
応
は
こ
の
よ
う
に

言
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
以
上
で
見
て
き
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
資
本
主
義
は
、
国
家
的
官
僚
制
の

保
護
下
で
離
陸
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
か
らRentenkapitalism

us

と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
お
り
、そ
の
こ
と
に
お
い
て
、同
時
に
、

既
にRentenkapitalism

us

へ
の
変
質
を
遂
げ
て
い
た
資
本
主
義
に
追
い
つ
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
は
、
資
本
主
義
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
成
功
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
憂
慮
し
た
近

代
資
本
主
義
の
頽
落
と
い
う
問
題
圏
に
中
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
社
会
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
超
え
た
と
い
う
よ
り
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
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圏
に
入
り
こ
ん
だ
と
い
う
方
が
適
切
な
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
憂
慮
し
た
近
代
資
本
主
義
の
頽
落
の
問
題
は
、
今
や
わ
れ
わ
れ
東
ア
ジ

ア
の
問
題
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
の
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
節
度
を
失
っ
たrent-seeking behavior

と
そ
れ
を
ほ

と
ん
ど
統
制
し
得
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
レ
ン
ト
の
お
こ
ぼ
れ
をseeking

し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
政
治
に
対
す
る
批
判
的
分
析
が
、

わ
れ
わ
れ
ア
ジ
ア
人
に
と
っ
て
よ
そ
事
で
な
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
中
国
ま
で
、
歴
史
的
由
来

は
異
な
っ
て
い
て
も
、
ま
た
政
治
的
体
制
が
一
応
は
異
な
っ
て
い
て
も
─
─
従
っ
て
そ
の
こ
と
に
由
来
す
る
様
々
な
点
で
の
差
異
は
あ
る
に

し
て
も
─
─
、
今
や
原
理
的
に
は
同
一
のrent-seeking capitalism

の
中
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
、
等
し
く
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
が
言
っ
た
意
味
で
の
「
非
合
理
的
資
本
主
義
」
のRente

あ
さ
り
の
跳
梁
の
中
に
、
息
を
の
ん
で
立
ち
尽
く
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
超
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
代
に
適
合
的
な
形
で
、
批
判
的
に
継
承
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
東
ア
ジ
ア
に
近
代
資
本
主
義
が
成
立

す
る
た
め
の
様
々
な
阻
害
要
因
が
あ
る
こ
と
を
剔
抉
し
て
、
そ
こ
に
は
、
近
代
的
資
本
主
義
は
成
立
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
を
下
し

た
。
多
元
的

0

0

0

権
力
構
造
の
不
在
、
少
な
く
と
も
そ
れ
の
未
成
熟
、
従
っ
て
健
全
な
競
争
の
不
在
／
未
成
熟
、
巨
大
官
僚
制
の
存
在
と
そ
れ
の

非
合
理
的
な
行
動
、官
僚
に
よ
る
俸
禄
追
求
と
特
に
国
家
請
負
事
業
な
ど
で
典
型
的
に
見
ら
れ
た
レ
ン
テ
あ
さ
り
（rent-seeking

）
と
い
っ

た
問
題
を
剔
抉
し
、
解
決
の
方
向
を
指
し
示
す
筈
の
市
民
的
政
治
文
化
が
未
だ
未
成
熟
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
示
し
た
。

　

さ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
資
本
主
義
は
、
こ
の
よ
う
な
阻
害
要
因
の
残
存
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
に

と
っ
て
最
大
の
阻
害
要
因
で
あ
っ
た
政
治
権
力
が
、
む
し
ろ
資
本
主
義
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
自
己
の
権
力
基
盤
を
維
持
す
る
こ

と
が
却
っ
て
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
資
本
主
義
の
成
立
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
資
本
主
義
の
成
立
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
す
る
要
因
を
、
予
め
数
多
く
内
に
抱
え
込
む
と
い
う
事
態
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
東
ア
ジ
ア
の
資
本
主
義
は
、Rentenkapitalism

us

の
楽
園
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
も
言
え
る
わ
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け
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
の
資
本
主
義
形
成
の
一
世
紀
半
は
、
基
本
的
に
は
、
一
九
世
紀
中
葉
の
西ウ

ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト

欧
の
衝
撃
が
も
た
ら
し
た
持
続
的
な
危
機
の
中

に
あ
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
の
資
本
主
義
形
成
は
、
こ
の
持
続
的
な
緊
張
関
係
の
中
で
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
内

発
的
な
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
発
展
は
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
資
本
主
義
の

発
展
の
最
大
の
阻
害
要
因
で
あ
っ
た
政
治
権
力
が
、
資
本
主
義
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
自
己
の
権
力
基
盤
を
維
持
す
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
と
い
う
危
機
意
識
─
─
外
圧
が
喚
起
し
た
危
機
意
識
─
─
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
成
立
し
た
資
本
主

義
は
、
基
本
的
にpolitical-oriented

な
資
本
主
義
で
あ
っ
た
。

　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
経
済
の
巨
大
な
発
展
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
は
西
欧
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
こ
の
意
味
に

お
い
て
（
も
）、
資
本
主
義
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
資
本
主
義
は
、
基
本
的
にRentenkapitalism

us

、

political-oriented

で
、rent-seeking

な
資
本
主
義
な
の
で
あ
る
─
─
し
か
も
、そ
の
資
本
主
義
に
対
し
て
、社
会
主
義
と
い
う
カ
ー
ド
は
、

も
は
や
切
り
札
と
し
て
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
─
─
。
こ
の
資
本
主
義
は
、
念
の
た
め
に
言
っ
て
お

け
ば
、「
公
正
」
と
か
「
平
等
」
と
い
う
概
念
が
、
ひ
い
て
は
近
代
自
由
主
義
の
根
本
的
価
値
で
あ
っ
た
「
自
由
」
の
概
念
が
─
─
要
す
る

に
法
哲
学
の
学
問
と
し
て
の
存
在
意
味
に
関
わ
る
概
念
が
─
─
、
全
面
的
に
問
題
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
所
以
の
資
本
主
義
な
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
が
精
力
的
に
説
い
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
は
、
こ
の
問
題
局
面
に
即
し
て
批
判
的
に
継
承
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
法
哲
学
の

議
論
は
、
同
時
に
、
歴
史
的
・
社
会
的
・
政
治
的
局
面
と
も
深
い
接
点
を
確
保
し
な
が
ら
、
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
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