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序
言

「
あ
る
国
民
お
よ
び
あ
る
時
代
が
、
自
由
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る

か
、
そ
れ
が
最
初
の
問
い
で
あ
る
。
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
彼
ら

の
支
配
者
を
暴
力
的
な
支
配
者
だ
と
し
て

N

暴
君
μ

と
呼
ぶ
の
か
:
:
:
そ

し
て
、
こ
の
時
、
国
民
た
ち
は
そ
の
暴
君
に
つ
い
て
い
か
な
る
形
態
の
抵

抗
を
知
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ぎ
の
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

す
る
答
え
は
、
い
わ
ば
、
あ
る
一
国
民
の
政
治
意
識
の
水
準
を
明
ら
か
に

す
る
。
:
:
:
す
な
わ
ち
、
あ
る
一
国
民
ま
た
は
あ
る
国
家
内
に
お
い
て
、

暴
政
と
暴
君
概
念
が
ど
れ
だ
け
活
性
化
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の

国
民
が
自
由
に
与
え
る
価
値
と
そ
の
国
民
の
自
由
一
般
に
対
す
る
観
念
が

(
l
)
 

明
ら
か
に
さ
れ
る
。
」

こ
の
引
用
文
は
、
一
九
三
六
年
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
大
学
に
提
出
さ
れ
た
中

世
後
期
の
暴
君
殺
害
論
に
関
す
る
博
士
学
位
論
文
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の

句
節
は
、
二

O
世
紀
末
に
東
欧
圏
で
起
こ
っ
た
共
産
独
裁
主
義
(
体
制
)

の
崩
壊
過
程
を
あ
た
か
も
予
言
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
東
欧
で
起
き

た
一
連
の
事
態
は
、
自
由
の
た
め
に
共
産
党
一
党
独
裁
に
対
す
る
国
民
の

抵
抗
権
の
発
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
の
チ
ャ
ウ

セ
ス
ク
は
、
暴
君
殺
害
と
し
て
処
刑
さ
れ
、
他
の
国
家
で
は
い
わ
ゆ
る
共

産
党
書
記
長
ら
は
す
べ
て
そ
の
座
を
追
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
共
産
党
打
倒

と
い
う
自
由
を
叫
ぶ
示
威
の
波
は
全
天
地
を
お
お
い
、
こ
の
国
民
的
な
抵

抗
に
よ
っ
て
共
産
党
独
裁
体
制
は
解
体
さ
れ
、
自
由
民
主
体
制
ま
た
は
社

会
民
主
体
制
へ
の
転
換
が
な
し
遂
げ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
人
類
史
上
、

抵
抗
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
こ
の
自
由
の
革
命
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
ぐ
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大
革
命
と
し
て
評
価
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
時
点
で
、
我
わ
れ
は

こ
の
偉
大
な
革
命
を
可
能
に
し
た
抵
抗
権
の
意
義
と
機
能
を
学
問
的
に
さ

ら
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

H

国
民
に
よ
る
抵
抗
は
決
し
て
反
乱
で

は
な
い
H

と
す
る
巴

E
q
の
言
葉
を
想
起
し
つ
つ
、
我
わ
れ
は
抵
抗
権

の
正
当
化
根
拠
を
法
哲
学
的
に
確
認
し
て
、
そ
の
憲
法
的
構
成
原
理
を
法

治
国
家
観
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

E 

法
治
国
家
憲
法
の
構
成
原
理
と
し
て
の
抵
抗
権

東アジア文化と近代法

抵
抗
権
は
、
法
治
国
家
憲
法
を
争
取
、
維
持
、
回
復
す
る
手
段
と
し
て

法
治
国
家
憲
法
の
構
成
原
理
を
成
し
て
い
る
。
抵
抗
権
は
、
ま
だ
法
治
国

家
憲
法
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
を
争
取
ず
る
た
め
の
手

段
と
し
て
、
法
治
国
家
憲
法
が
争
取
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
維

持
手
段
と
し
て
、
ま
た
法
治
国
家
憲
法
が
暴
君
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
と
こ

ろ
で
は
、
こ
れ
を
再
び
回
復
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
援
用
さ
れ
る
憲
法

的
制
度
で
あ
る
。

現
代
の
法
治
国
家
概
念
は
単
純
に
法
と
し
て
組
織
さ
れ
、
法
と
し
て
治

め
る
形
式
的
法
治
国
家
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
法
の
内
容
と
法
の
価

値
に
拘
束
さ
れ
る
実
質
的
法
治
国
家
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の

尊
厳
と
価
値
、
そ
し
て
人
権
を
尊
重
し
保
護
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す

る
法
治
国
家
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
現
代
の
自
由
民
主
主
義
法
治
国
家
憲

法
は
、
国
家
権
力
を
こ
の
よ
う
な
法
内
容
と
法
価
値
を
も
っ
て
拘
束
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
に
現
代
の
法
治
国
家
は
、
憲
法
上
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
を

設
け
て
い
る
。
権
力
分
立
制
度
、
憲
法
裁
判
制
度
、
弾
劾
制
度
、
議
会
制

度
、
選
挙
制
度
、
司
法
権
の
独
立
、
多
数
党
制
度
、
一
言
論
、
出
版
、
集
会
、

結
杜
の
自
由
、
表
現
、
批
判
、
反
対
、
一
不
威
の
自
由
な
ど
の
保
障
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
制
度
は
、
国
家
権
力
の
濫
用
を
防
止
す

る
た
め
の
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

N

制
度
化
さ
れ
た
抵
抗
権
μ

の
機
能

を
す
る
。
憲
法
上
の
制
度
が
ま
だ
準
備
さ
れ
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
準
備

さ
れ
て
い
て
も
憲
法
的
現
実
と
し
て
そ
の
規
範
力
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、

H

制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
抵
抗
権
u

は
援
用
で
き
な
い
。
穴
帥
呪

は
、
制
度
化
さ
れ
た
抵
抗
権
を

H

憲
法
内
的
抵
抗
。
(
百
門
司
祭
。
ロ
巴
Z

E
5
F『
者
互
角
的

g
口
ι)
と
い
い
、
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
抵
抗
権
を

H

憲

法
外
的
抵
抗
権
u

合同門

E
r
g
s
z
z
g島
市
『
名
目
己
巾
『
凹
円
山
口
品
)
と
よ
ん
で

(2) 

い
る
。
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憲
法
政
策
的
な
面
か
ら
み
る
と
、
最
小
限
四
段
階
に
わ
た
っ
て
援
用
で

き
る
抵
抗
権
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

川
法
と
し
て
国
家
権
力
を
制
限
す
る
法
治
国
家
原
則
一
般
(
同
定
宮
凹

B

回一一
mwmw

門印旬『目ロ
N
-
H
}

骨町巾『『白己司門)



料

間
憲
法
破
壊
の
前
段
階
で
法
治
国
家
憲
法
を
維
持
す
る
た
め
に
行
使
さ

れ
る
す
べ
て
の
抗
議
と
示
威
、
批
判
と
反
対
吉
司
吉
田
-
C
O
巴)

間
憲
法
破
壊
の
進
行
段
階
で
法
治
国
家
を
守
護
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ

る
憲
法
守
護
権
2
2
p
g
E
閥
的
帥
円
宮
門
N
『
巾
円
宮
)

凶
憲
法
破
壊
後
に
法
治
国
家
憲
法
を
回
復
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
抵

抗
権
(
4
5
ι
2
2
8
品
目
司
2
5

資

こ
の
よ
う
に
四
段
階
に
わ
た
っ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
行
使
さ
れ
る
抵
抗
権

の
機
能
と
目
標
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
治
国
家
憲
法
を
維

持
、
守
護
、
回
復
す
る
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
前
二
者
は
憲
法
内
的
抵

抗
権
ま
た
は
制
度
化
さ
れ
た
抵
抗
権
で
あ
り
、
後
二
者
は
憲
法
外
的
抵
抗

権
ま
た
は
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
抵
抗
権
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
相
互
補

完
的
な
力
学
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
内
的
抵
抗
権
が

機
能
を
正
し
く
発
揮
し
て
い
る
限
り
、
憲
法
外
的
抵
抗
権
は
作
用
す
る
余

地
は
な
く
、
逆
に
前
者
の
抵
抗
権
の
機
能
が
弱
化
な
い
し
喪
失
す
れ
ば
、

後
者
の
抵
抗
権
は
強
化
さ
れ
、
ま
た
は
発
動
さ
れ
る
。
両
者
の
関
係
は
、

あ
た
か
も
シ
ー
ソ
ー
の
よ
う
な
力
学
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
。
同
内
帥
包
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
抵
抗
権
と
法
治
国
家

は
、
相
互
に
力
学
的
な
原
則
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
法
治
国
家
の
水

位
が
下
が
れ
ば
、
抵
抗
権
の
水
位
は
上
が
る
。
憲
法
内
的
抵
抗
権
が
機
能

を
失
え
ば
、
憲
法
外
的
抵
抗
権
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
則
が

こ
の
よ
う
に
作
用
し
な
い
場
合
に
は
、
奴
隷
状
態
へ
の
道
が
開
か
れ
る
こ

(
3
)
 

と
に
な
る
。
」

こ
の
よ
う
に
憲
法
外
的
抵
抗
権
も
憲
法
内
的
抵
抗
権
と
同
様
に
、
法
治

国
家
憲
法
の
構
成
要
素
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
憲
法
破
壊

に
対
処
す
る
憲
法
守
護
な
い
し
憲
法
回
復
手
段
と
し
て
、
法
治
国
家
憲
法

の
内
在
的
構
成
原
理
で
あ
る
。
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類
型
と
抵
抗
状
況

(1) 

反
対
権
と
し
て
の
抵
抗
権
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法
治
国
家
は
、
憲
法
に
お
い
て
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
、
示
威
の

自
由
を
認
め
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
自
由
を
通
じ
て
、
国
民
は
国
政
を
批

判
、
抗
議
、
糾
弾
、
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
で

保
障
さ
れ
た
民
主
主
義
的
政
治
的
自
由
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
家
権
力
の
濫
用
を
防
止
で
き
、
そ
の
誤
用
が
是
正
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
は
予
防
的
抵
抗
権
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
予
防
的
抵

抗
権
は
法
治
国
家
の
抵
抗
権
を
前
提
に
、
そ
の
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本

格
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
内
的
抵
抗
権
に
属
す
る
。
こ
れ

は
、
お
も
に
全
面
罷
業
や
暴
力
的
闘
争
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
場
合
が

あ
る
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
民
主
国
家
に
お
け
る
「
反
対
権
と
し
て
の

抵
抗
権
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
と
、
憲
法
外
的
抵
抗
権
は
明
白
に
区
別
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
合
法
的
暴
力
と
非
合
法
的
暴
力

の
区
別
が
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
反
対
権
と
し
て

の
抵
抗
権
」
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
た
合
法
的
な
暴
力
行
為
で
あ
り
、
既
存

秩
序
の
合
法
性
と
正
統
性
を
否
認
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
現
存

憲
法
秩
序
の
保
障
の
も
と
で
、
そ
の
現
存
憲
法
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
そ
れ
を
否
認
し
た
り
、
あ
る
い
は
破
壊
す

る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
治
国
家
憲
法

内
で
保
障
さ
れ
た
批
判
的
示
威
権
や
反
対
権
を
行
使
し
な
が
ら
、
抵
抗
権

を
援
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
に
は
正
当
化
さ
れ
ず
自
己
矛
盾
で
あ

る。
Z
巴
【
田
町
『
円
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
説
得
力
を
も
っ
て
指
摘
し
て
い
る
。

「
法
治
国
家
内
で
の
合
法
的
な
反
対
権
と
、
不
法
国
家
に
対
抗
す
る
正
当

化
さ
れ
た
抵
抗
権
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
前
者
は
、
正
常
な
基
本
権

の
批
判
的
行
使
で
あ
り
、
後
者
は
、
人
権
と
市
民
権
へ
の
侵
害
が
極
端
な

場
合
に
、
こ
れ
を
防
御
す
る
最
後
の
手
段
と
し
て
援
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
反
対
権
は
、
そ
れ
自
身
が
合
法
的
で
あ
り
、
正
常
な
法
的
保
護
に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
抵
抗
権
そ
れ
自
体
に
対

す
る
特
殊
な
正
当
化
根
拠
を
除
け
ば
、
非
合
法
的
な
自
殺
行
為
で
あ
り
、

法
律
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
権
力
を
監
視
し
統
制
す
る
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
の
機
能
は
、
合
法
的
な
反
対
権
の
正
常
な
法
的
保
護
制
度
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
反
対
権
を
抵
抗
権
と
同
一
視
す
る
の
は
、
不
法
国
家
の
極
端

(
4
)
 

な
状
況
を
法
治
国
家
の
中
に
引
き
込
む
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
」

こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
概
念
を
混
同
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
混
同
に
よ
っ
て
、
不
法
国
家
の
非
正
常
な
状

況
を
法
治
国
家
の
中
に
引
き
込
み
、
抵
抗
権
の
行
使
を
日
常
化
さ
せ
て
し

ま
え
ば
、
正
常
な
状
況
に
お
い
て
、
暴
力
が
乱
舞
す
る
と
い
う
無
政
府
状

態
が
出
現
す
る
恐
れ
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
非
民
主
的
な
体
制
転
覆
を

も
く
ろ
む
革
命
分
子
ら
に
よ
っ
て
、
法
治
国
家
憲
法
そ
れ
自
体
を
破
壊
す

る
愚
行
を
犯
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
「
法
治
国
家
内
に
お
け
る
抵
抗

北法44(6・445)1857
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権
」
は
、
「
不
法
国
家
内
に
お
け
る
反
対
権
」
と
同
じ
よ
う
に
、
矛
盾
す

る
概
念
で
あ
る
。
不
法
国
家
に
お
い
て
現
実
的
に
反
対
権
が
許
容
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
得
な
い
よ
う
に
、
法
治
国
家
内
で
は
抵
抗
権
が
許
容
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

資

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抵
抗
権
の
発
動
を
こ
の
よ
う
に
不
法
国
家
内

に
局
限
し
た
場
合
は
、
お
よ
そ
そ
の
実
効
性
が
期
待
さ
れ
な
い
と
い
う
理

由
か
ら
、
そ
れ
を
法
治
国
家
内
に
引
き
込
む
こ
と
を
期
待
す
る
人
び
と
も

(5) 

少
な
く
な
い
。

す
な
わ
ち
、
い
っ
た
ん
独
裁
政
権
が
確
立
さ
れ
、
弾
圧
が
は
じ
ま
っ
た

場
合
に
は
、
い
か
な
る
国
民
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
体
制
を
抵
抗
を
も
っ
て

排
除
で
き
る
可
能
性
は
少
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
っ
と
も
効
果
的

な
抵
抗
は
、
独
裁
政
権
が
確
立
さ
れ
る
以
前
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
警
告
は
根
拠
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
独
裁
政
権
が
確
立
さ
れ
、
抵
抗
す
る
こ
と
が
す
で
に
事
実
上
不
可
能

に
な
る
ま
で
、
な
ぜ
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は

F
R
Z
の

言
葉
を
借
り
る
と
「
国
民
が
ま
ず
奴
隷
に
な
っ
た
後
、
彼
ら
の
自
由
の
た

め
に
闘
争
す
る
よ
う
命
ず
る
の
と
同
様
な
も
の
で
、
ま
た
彼
ら
を
鎖
で
つ

(6) 

な
い
で
お
い
て
自
由
に
行
動
す
る
よ
う
に
命
ず
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
」

し
た
が
っ
て
、
独
裁
政
権
が
確
立
す
る
前
に
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
至
ら

な
い
よ
う
に
日
常
的
に
窓
口
同

Z
F
Z
、
小
さ
な

(rEε
、
部
分
的
な

(宮『
t
巾
-
-
)
抵
抗
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
で
あ
る
。

不
法
国
家
に
お
い
て
、
成
功
の
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
抵
抗
権
よ

り
も
、
法
治
国
家
内
に
お
け
る
こ
の
予
防
的
抵
抗
の
方
が
い
か
に
効
果
的

で
、
ま
た
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
、
我
わ
れ
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
批
判
権
や
反
対
権
の
行
使
で
あ
っ
て
、
抵
抗
権
の
行
使
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
抵
抗
権
と
反
対
権
の
関
係
を
み
る
場
合
、
抵
抗
権
は
、

反
対
し
批
判
す
る
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
自
由
を
得
る
た

め
に
闘
争
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
反
対
権
は
、
そ
の
よ
う
な
自
由
が
あ
る

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
抵
抗
状
態
が
現

わ
れ
な
い
よ
う
に
予
防
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
反
対
と

批
判
が
許
さ
れ
な
い
全
体
主
義
国
家
は
、
つ
ね
に
抵
抗
状
況
下
に
あ
る
が
、

そ
れ
が
許
容
さ
れ
る
自
由
な
民
主
主
義
国
家
は
、
け
っ
し
て
抵
抗
状
況
に

お
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
正
確
に
い
え
ば
、
反
対
状
況
と
批
判
状
況
下
に

の
み
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
対
と
批
判
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
、

あ
え
て
抵
抗
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

北法44(6・446)1858

間
憲
法
守
護
権
と
し
て
の
抵
抗
権

ド
イ
ツ
憲
法
二

O
条
四
項
は
、
寸
憲
法
守
護
権
と
し
て
の
抵
抗
権
」
を

規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
秩
序
(
自
由
民
主
主
義
憲
法
秩
序
)

を
排
除
し
よ
う
と
試
み
る
す
べ
て
の
者
に
ク
い
て
、
他
に
救
済
手
段
が
不
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可
能
な
場
合
に
、
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
国
民
は
抵
抗
す
る
権
利
を
も
っ
」
。

こ
の
抵
抗
権
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
革
命
に
よ
る
纂
奪
に
対
応
す
る
抵
抗

権
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
目
的
は
自
由
民
主
主
義
の
憲
法
秩
序
を
守
護
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
憲
法
守
護
権
な
い
し
憲
法
緊
急
救
済
権
と
し
て
の

抵
抗
権
は
、
暴
力
に
対
抗
す
る
抵
抗
権
で
は
な
い
。
ク
ー
デ
タ
ー
や
革
命

に
よ
っ
て
国
家
権
力
の
作
用
が
排
除
さ
れ
て
い
る
権
力
真
空
状
態
が
、
こ

こ
に
お
け
る
抵
抗
状
況
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
抵
抗

し
よ
う
と
す
る
国
民
は
け
っ
し
て
自
己
の
人
権
や
市
民
権
を
防
御
す
る
た

め
に
抵
抗
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
緊
急
権
(
印

g
巳∞ロ
2
2与
円
)
に
該
当

(7) 

す
る
抵
抗
権
を
行
使
す
る
た
め
で
あ
る
。
憲
法
体
制
を
纂
奪
か
ら
守
護
す

る
責
任
は
、
本
来
、
国
家
に
あ
る
も
の
で
、
国
民
に
あ
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
国
家
憲
法
も
、
自
己
の
存
立
を
否
認
す
る
よ
う

な
革
命
に
対
し
て
、
無
防
備
状
態
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国

家
は
自
己
の
存
立
の
た
め
緊
急
権
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
不
意
の
奇

襲
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
緊
急
権
を
行
使
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
、
国

家
に
代
っ
て
国
民
が
憲
法
守
護
の
緊
急
援
助
に
出
て
く
る
よ
う
呼
び
か
け

(8) 

る
こ
と
が
第
二

O
条
四
項
の
趣
旨
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
の
抵
抗
は
特
異
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
反
対
権

と
同
じ
よ
う
に
法
治
国
家
内
に
位
置
す
る
の
で
も
な
く
、
本
来
の
意
味
で

の
抵
抗
権
と
同
様
に
不
法
国
家
に
位
置
す
る
の
で
も
な
く
、
こ
の
両
者
の

中
間
に
位
置
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
治
国
家
憲
法
は
、
そ
の
よ
う
な
状

態
に
お
い
て
、
憲
法
の
機
能
が
完
全
に
麻
埠
し
た
と
は
い
っ
て
も
、
ま
だ

不
法
国
家
憲
法
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ク
ー
デ
タ
ー
や
革
命
が
成
功
し
て
も
失
敗
し
て
も
、
い
っ
た
ん
無
政
府
状

態
が
克
服
さ
れ
、
新
し
い
政
府
が
生
ず
る
と
、
そ
の
抵
抗
状
態
は
終
わ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
政
府
が
不
法
国
家
と
し
て
入
っ
て
く

る
と
す
れ
ば
、
暴
政
に
対
す
る
抵
抗
状
況
が
ふ
た
た
び
現
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
暴
政
に
対
抗
す
る
抵
抗
権
と
纂
奪
に
対
処
す
る
抵
抗
権
は
、
こ
の

よ
う
に
他
の
対
象
を
前
提
に
し
て
い
る
。
前
者
の
保
護
法
益
は
直
接
的
に

人
聞
の
基
本
権
(
の
E
E
Z
S
S
で
あ
る
が
、
後
者
の
そ
れ
は
間
接
的
で
、

そ
の
人
間
の
基
本
権
を
保
護
す
る
基
本
秩
序
(
の
『

E
E
E
E口
問
)
で
あ
る
。

そ
の
基
本
秩
序
を
排
除
す
る
憲
法
破
壊
行
為
に
対
処
す
る
こ
と
が
憲
法
守

(
9
)
 

護
権
な
い
し
憲
法
緊
急
権
と
し
て
の
抵
抗
権
で
あ
る
。

憲
法
守
護
権
と
し
て
の
抵
抗
権
は
、
既
存
の
憲
法
秩
序
を
守
護
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
か
ら
み
て
保
守
的
安
D
E
Z三
2
2
e

な
も
の
で
あ
る
。
盟
副
島
内
円
N

尖
は
こ
の
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。
「
(
憲
法
守
護
権
と
し
て
の
)
抵
抗
権
は
、
憲
法
上
、
革
命
の
よ
う
に

既
存
の
法
秩
序
に
対
す
る
攻
撃
へ
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
防

御
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
抵
抗
の
モ
ラ
ル
は
、
憲
法
体
制
の
連
続

性
の
破
壊
、
実
質
的
意
味
で
の
法
破
壊
、
す
な
わ
ち
、
正
当
な
憲
法
状
態

北法44(6・447)1859
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の
死
滅
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
モ
ラ
ル
は
保
守

的
で
あ
る
。
抵
抗
に
お
い
て
既
存
の
憲
法
状
態
と
の
関
係
は
肯
定
的
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
抵
抗
は
憲
法
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
、
極
端
的
な
緊

急
状
況
下
で
そ
の
憲
法
を
守
護
す
る
た
め
の
最
後
の
手
段
と
し
て
な
さ
れ

(
刊
)

る
。
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
な
か
の
権
利
(
河
2
宮
田

-
-
q
F円
F
R
)
で
あ
る
。
」

こ
の
点
に
お
い
て
、
ま
た
暴
政
に
対
抗
す
る
抵
抗
権
が
、
そ
の
本
質
か
ら

み
て
革
命
的
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

資

間
人
権
と
し
て
の
抵
抗
権

フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
の
第
二
条
か
ら
、
我
わ
れ
は
人
権
と
し
て
の
抵

抗
権
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
す
べ
て
の
政
治
的
結
合
の
目
的
は
、

生
来
的
で
、
不
可
譲
の
人
権
を
保
護
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
自

由
権
と
所
有
権
と
安
全
権
、
そ
し
て
圧
政
に
対
す
る
抵
抗
権
で
あ
る
。
」

(
日
)

こ
こ
で
は
、
圧
政
に
対
す
る
抵
抗
権
を
人
権
と
し
て
宣
言
し
て
い
る
。
正

確
に
い
え
ば
、
「
人
権
を
保
護
す
る
た
め
の
人
権
」
を
い
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ド
イ
ツ
の
プ
レ

l
メ
ン

3
5
g
g
)
憲
法
第
一
九
条

は
「
憲
法
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
人
権
が
憲
法
に
反
し
て
公
権
力
に
よ
っ

て
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
各
人
は
当
然
に
抵
抗
す
る
権
利
と
義
務
を
有
す

(ロ)

る
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
人
権
と
し
て
の
抵
抗
権
は
、
憲
法
守
護
権
と
し
て
の
抵
抗
権
と
は

異
な
る
。
憲
法
守
護
権
と
し
て
の
抵
抗
権
は
、
国
家
の
客
観
的
な
憲
法
秩

序
に
対
す
る
攻
撃
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
権
と
し
て
の
抵
抗
権

は
人
間
の
主
観
的
な
権
利
に
対
す
る
侵
害
に
対
応
す
る
防
御
手
段
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
「
人
権
を
保
護
す
る
た
め
の
人
権
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

北法44(6・448)1860

元
来
、
人
権
の
保
護
責
任
は
国
家
の
法
秩
序
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
保
護
膜
で
あ
る
法
秩
序
が
国
家
権
力
の
濫
用
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て

し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
人
間
は
自
ら
そ
の
保
護
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
が
人
権
と
し
て
の
抵
抗
権
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
抵
抗
権
は
、
法
秩
序
が
人
権
の
保
護
膜
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
法
治
国
家
で
は
行
使
さ
れ
る
余
地
は
な
く
、
法
秩
序
に
よ
る

保
護
が
完
全
に
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
不
法
国
家
色
ロ
「

2
宮

g
g主
に

お

い
て
の
み
生
ず
る
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

符

E
2島
常
に
よ
れ
ば
、
寸
抵
抗
権
が
生
ず
る
場
所
は
、
た
だ
不
法
国
家
だ

け
で
あ
っ
て
、
そ
の
不
法
国
家
は
、
人
聞
の
実
質
的
な
基
本
価
値
で
あ
る

自
由
、
平
等
、
社
会
的
責
任
を
尊
重
し
な
い
国
家
を
意
味
し
、
従
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
価
値
を
保
護
す
る
た
め
に
備
わ
っ
て
い
る
す
べ
て

の
形
式
的
な
責
任
原
則
な
ど
が
、
そ
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
国
家
を

(
日
)

意
味
す
る
。
」
こ
の
よ
う
な
立
場
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
の
判

決
に
お
い
て
も
、
抵
抗
権
の
行
使
は
不
法
国
家
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ



れ
は
実
質
的
な
人
間
の
基
本
価
値
が
憲
法
的
に
保
障
さ
れ
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
人
間
の
価
値
を
保
障
す
る
た
め
に
援
用
で
き
る
す
べ
て
の
形
式
的
な

手
段
が
ま
っ
た
く
作
用
し
な
い
か
、
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

人
間
の
価
値
が
直
接
的
に
国
家
の
怒
意
的
な
権
力
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
場

(
H
H
)
 

A
口
争
』
い
、
っ
。
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国
家
権
力
に
よ
っ
て
、
人
間
の
尊
厳
と
人
間
の
基
本
権
と
し
て
の
人
権

が
直
接
的
に
侵
害
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
学
者
は
「
限
界
状
況
」

(
日
)

(の

2
5
巴
E
E
C
口一の『
g
N
P
Z
)
と
も
い
い
、
時
に
は
「
極
端
的
な
非
常
状

(
国
)

況」

(
E
P
2
2
R
2
2
E
-
)
と
も
よ
び
、
あ
る
場
合
は
「
明
白
な
不
法
状
況
」

(
げ
)

(
司
副
=
〈
C

ロ
O
『
同

g
-
2
=
E岡
市
同
国

C
ロ
『
巾
円
宮
)
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
が
、
い
わ
ば
こ
の
抵
抗
権
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
「
抵
抗
状
況
」
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
け
る
抵
抗
状
況
と
は
、
形
式
的
に
は
法
治

国
家
憲
法
の
機
能
が
完
全
に
排
除
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
し
て
実
質
的
に

は
、
人
間
の
尊
厳
と
価
値
で
あ
る
人
権
が
侵
害
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
発
見
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
法
治
国
家
憲
法
の
保
護
壁
が
崩
れ
た
状
態
の
も
と
で
、

直
接
的
に
国
家
権
力
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
人
間
の
尊
厳
と
権
利

に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
不
法
国
家
に
対
抗
し
て
法
治
国

家
憲
法
を
奪
取
す
る
た
め
に
闘
争
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う

な
権
利
の
た
め
の
闘
争
を
、
我
わ
れ
は
「
人
権
と
し
て
の
抵
抗
権
」
と
い

い
、
そ
れ
は
す
で
に
一
七
八
九
年
の
『
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
』
第
二
条
に

明
文
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

人
権
と
し
て
の
抵
抗
権
は
、
そ
の
対
象
に
不
法
国
家
を
前
提
と
し
て
お

り
、
不
法
国
家
か
ら
出
発
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
性
質
は
革
命
的
(
『
中

〈

O
Z
Z
E円
)
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
憲
法
守
護
権
と
同
様
に
、
法

治
国
家
を
守
護
、
保
存
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

不
法
国
家
に
挑
戦
し
、
そ
の
体
制
を
崩
壊
さ
せ
、
新
た
に
法
治
国
家
憲
法

を
奪
取
す
る
方
向
を
指
向
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
巧

g
釘
巾
『
は
、
こ
の

点
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
寸
(
人
権
と
し
て
の
)
抵
抗
権

が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
は
必
然
的
に
不
法
を
排
除
し
、
新
し
い
法
を

創
造
す
る
た
め
既
存
の
法
秩
序
の
効
力
を
排
除
す
る
革
命
的
な
作
用
に
ほ

(
時
)

か
な
ら
な
い
。
」
ま
た
、
河
内
F

も
「
全
体
主
義
国
家
に
お
け
る
抵
抗
は
、

合
憲
的
秩
序
の
維
持
に
貢
献
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
変
革
を
試
み
る

も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
革
命
に
な
る
以
外
に
は
な
い
」
と
い
っ
て

(
悶
)

い
る
。し

か
し
、
こ
の
革
命
的
抵
抗
権
は
、
必
ず
し
も
革
命
の
概
念
と
一
致
す

る
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
革
命
は
、
こ
の
革
命
的
抵

抗
権
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
憲

法
の
領
域
で
既
存
秩
序
の
全
面
的
な
破
壊
行
為
が
革
命
で
あ
る
か
、
そ
れ

と
も
抵
抗
で
あ
る
か
を
見
わ
け
る
確
実
な
判
断
尺
度
が
従
来
な
か
っ
た
た

め
、
歴
史
上
は
、
抵
抗
権
の
行
使
を
革
命
と
し
て
の
落
印
を
押
す
場
合
も

北法44(6・449)1861
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あ
れ
ば
、
実
は
そ
の
反
対
に
、
革
命
と
し
て
行
な
わ
れ
た
国
家
転
覆
の
成

(
初
)

功
を
、
抵
抗
権
の
行
使
と
し
て
賛
美
し
た
場
合
も
み
ら
れ
た
。
形
式
的
に

現
わ
れ
る
現
象
か
ら
み
た
場
合
は
、
抵
抗
と
革
命
は
既
存
秩
序
を
否
認
す

る
と
い
う
点
で
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、

両
者
は
そ
う
し
た
形
式
上
の
共
通
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
の
お
の
異
な

る
前
提
と
目
標
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
革
命
は
、
そ
れ
ば
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
た
ん
に
権
力
政
治
的

な
動
機
で
あ
る
に
せ
よ
、
国
家
権
力
を
握
る
た
め
に
「
権
力
闘
争
」

吉
田
円

Z
E
Eる
が
そ
の
本
質
を
な
し
て
い
る
が
、
抵
抗
権
は
国
家
権
力

の
濫
用
を
牽
制
す
る
た
め
の
「
法
闘
争
」
(
伊
円

F
Z
E
E
E
に
関
係
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
と
も
に
暴
力
を
使
用
す
る
が
、
革
命
は
権
力
を

把
握
す
る
た
め
の
攻
撃
的
な
暴
力
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
抵
抗
権
は

(
幻
)

国
家
権
力
の
濫
用
に
対
す
る
防
御
的
な
暴
力
作
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

抵
抗
は
国
家
権
力
側
か
ら
の
攻
撃
を
前
提
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
の
に

対
し
、
革
命
は
そ
の
よ
う
な
前
提
を
も
っ
て
い
な
い
。
抵
抗
に
お
い
て
は
、

国
家
権
力
に
よ
る
人
権
に
対
す
る
弾
圧
と
非
人
間
的
暴
政
な
い
し
虐
政
に

対
す
る
紡
御
手
段
と
し
て
の
法
的
闘
争
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ

の
闘
争
に
よ
っ
て
奪
い
取
ら
れ
る
べ
き
秩
序
は
、
け
っ
し
て
革
命
と
同
じ

よ
う
な
何
等
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
た
社
会
秩

序
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
な
基
礎
に
立
脚
し
た
人

資

聞
社
会
の
基
本
秩
序
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
尊
厳
と
人
権
が
尊
重
さ
れ
、

保
護
さ
れ
る
人
間
ら
し
い
社
会
秩
序
で
あ
る
。
法
の
た
め
の
正
当
な
闘
争

と
し
て
の
抵
抗
は
、

ω-ERN岳
が
適
切
に
指
摘
し
た
と
お
り
「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
は
無
関
係
な
、
な
ん
ら
私
心
の
な
い
中
立
的
な
政
治
的
行
為
」

(
幻
)

で
あ
る
。

北法44(6・450)1862

こ
の
よ
う
な
観
点
で
見
る
か
ぎ
り
、
革
命
的
抵
抗
権
は
、
時
に
は
革
命

と
衝
突
す
る
反
革
命
に
も
な
り
得
る
。
い
わ
ば
、
革
命
に
よ
っ
て
新
た
に

確
立
さ
れ
た
あ
る
憲
法
体
制
が
、
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
の
な
い
フ
ァ
ッ

シ
ョ
(
体
制
)
や
独
裁
体
制
で
あ
る
場
合
、
革
命
的
抵
抗
権
は
、
こ
の
体

制
に
挑
戦
し
て
さ
ら
に
革
命
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
に

な
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
革
命
と
抵
抗
権
は
と
も
に
非
合
法
的
な
暴
力
を
も
っ
て
既
存

体
制
に
挑
戦
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
実
証
主
義
時
代
に
は
、
両
者
と
も

に
法
破
壊
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
正
当
性
が
否
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
以
後
、
法
実
証
主
義
が
支
配
し
た
時
代
の
形
式
的
な
法
治
国
家

観
は
、
抵
抗
権
を
法
と
国
家
の
本
質
に
反
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
抵
抗
権
は
法
治
国
家
の
概
念
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
法
治
国
家
で
は
永
遠
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
断
定
さ
れ
て
い

た。

O

〈・

2
2
E・
。
・
』
色
ヨ
巾
F
同
・
巧
三
月
旦
ミ
ロ
な
ど
は
、
こ
の
点
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
国
家
は
、
人
間
共
同
体
に
お
け
る
最
高
の
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権
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
上
に
立
つ
い
か
な
る
他
の
権
力
か
ら

も
演
縛
さ
れ
な
い
最
高
の
支
配
権
力
で
あ
る
。
こ
の
国
家
は
、
権
力
の
行

使
に
お
い
て
自
ら
の
法
規
範
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
支
配
権

力
は
法
の
内
に
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
支
配
権
力
の
作
用
は
、
も
っ

ぱ
ら
法
秩
序
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
国
家

が
法
治
国
家
(
河
2
F
Z
2由
主
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
の
国
家
は
こ

れ
を
超
え
た
抵
抗
権
と
い
う
も
の
を
認
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
抵
抗
権

と
い
う
も
の
は
、
国
家
の
支
配
権
力
の
維
持
を
法
的
に
放
棄
す
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
の
本
質
を
自
ら
放
棄
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
法
論
理
上
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
家
権
力
に
挑

戦
し
、
そ
れ
を
完
全
に
破
滅
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
権
利
を
承
認
す
る
こ

と
は
、
国
家
の
実
体
と
構
造
を
侵
害
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
の
と
同
じ
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現

代
国
家
で
は
法
論
理
上
、
抵
抗
権
が
生
ず
る
余
地
は
な
く
、
そ
れ
は
、
水
遠

(
お
)

に
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
世
紀
に
お
け
る
形
式

的
な
法
治
国
家
観
は
、
抵
抗
権
の
存
在
性
と
必
要
性
を
法
論
理
的
に
否
定

で
き
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
幻
に
す
ぎ
な
か
っ

た。、法

権実
力証
実主
証義
主が
義悪

量京
費時
ロ'J b 

里z
議き
威り

もき
雲と
でが
かで

げさ
れな
ばか
なつ

ら Tこ
なよ
かう

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
形
式
主
義
的
で
権
威
主
義
的
で
あ
る

法
律
観
と
国
家
観
は
、
国
家
の
任
務
を
人
間
価
値
を
尊
重
し
保
護
す
る
手

段
と
見
る
こ
と
な
く
、
た
ん
に
自
然
状
態
を
克
服
し
て
平
和
状
態
を
維
持

(M) 

す
る
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

国
家
観
で
は
、
国
家
の
目
的
を
人
間
の
目
的
よ
り
優
先
さ
せ
、
国
家
の
権

威
を
人
間
の
尊
重
よ
り
優
先
さ
せ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
家

の
権
力
は
最
高
の
権
力
と
し
て
、
国
民
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
得
な
い
絶
対

的
な
権
威
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
こ
れ
に
挑
戦
す
る
こ
と
は
国

家
自
体
を
破
壊
す
る
反
国
家
的
な
行
為
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
実
証
主
義
的
思
考
に
よ
る
と
、
い
か
な
る
暴
力
的
実
力
行
使
が
革

命
で
あ
る
の
か
、
抵
抗
で
あ
る
の
か
は
何
の
意
味
も
も
た
な
い
。
そ
れ
ら

は
、
す
べ
て
法
破
壊
行
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
合
法
化
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
他
面
、
成
功
し
た
革
命
は
非
合
法
的
で
な
い

も
の
に
擬
制
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
ま
で
も
あ

り
得
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
成
功
し
た
革
命
者
は
、
最
高
の
国
家
権
力
を
所

持
す
る
こ
と
に
な
り
、
事
実
の
規
範
力
(
ロ
ミ
ヨ

E
Z
F白

同
片
品

g
F
r
l

r円

Fg)
に
よ
っ
て
、
主
権
者
と
し
て
新
た
な
法
秩
序
を
創
設
し
、
そ
れ

(
お
)

を
実
現
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
革
命
と

抵
抗
権
は
、
そ
れ
が
成
功
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
抵
抗
が

成
功
す
れ
ば
革
命
に
な
り
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
非
合
法
的

北法44(6・451)1863 
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で
あ
る
が
、
事
実
の
規
範
力
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、
そ
の
抵
抗
が
成
功

し
得
な
い
場
合
は
、
そ
れ
は
反
乱
や
反
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
正
し
く
は
な
い
。
抵
抗
権
の
行
使
は
、
人
権

を
保
護
す
る
た
め
の
人
権
の
行
使
と
し
て
、
そ
れ
が
成
功
し
た
か
失
敗
し

た
か
に
よ
っ
て
評
価
が
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
正

当
防
衛
が
失
敗
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
的
意
味
で
正
当
防
衛
権
と
し

て
の
評
価
が
否
定
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
両
者
の
区
別
は
、
む
し

ろ
、
そ
の
正
当
化
根
拠
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
両
者
は
と
も
に
非
合
法
的

な
実
力
行
使
で
は
あ
る
が
、
抵
抗
権
は
、
そ
の
正
当
化
根
拠
を
超
実
定
的

法
、
す
な
わ
ち
自
然
法
に
見
い
だ
す
。
し
か
し
、
革
命
は
そ
う
し
た
根
拠

を
も
っ
て
い
な
い
。
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
こ
こ
で
い
う
「
革

命
」
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
革
命
的
抵
抗
権
」
が
成
功
し
た
場

合
で
あ
る
。
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ュ

1
ム
を
打
倒
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
法

的
正
当
化
根
拠
は
、
自
由
と
平
等
と
人
道
主
義
を
そ
の
理
念
と
す
る
近
世

の
啓
蒙
的
自
然
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
で
実
定
化
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
革
命
を
可
能
に
し
た
「
革
命
的
抵
抗
権
」
を
、
第
二
条

に
お
い
て
「
人
権
」
と
し
て
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
我
わ
れ
の
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
革
命
と
抵
抗
権
の
区
別
は
明
白
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
と
人
権

を
侵
害
す
る
不
法
国
家
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
そ
れ
が
成
功
し

よ
う
と
失
敗
し
よ
う
と
抵
抗
権
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
反
対
に
、

資

人
間
の
尊
厳
と
人
権
を
尊
重
し
、
保
護
す
る
法
治
国
家
を
排
除
し
よ
う
と

す
る
試
み
は
、
革
命
で
あ
り
反
乱
で
あ
っ
て
、
反
逆
な
の
で
あ
る
。
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料

町

抵
抗
権
の
組
織
化
と
規
範
化
の
限
界

資

憲
法
外
的
抵
抗
権
は
、
法
的
領
域
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
初
め
て
始
ま
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
使
は
法
的
に
統
制
が
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
は

カ
と
力
が
ぶ
つ
か
り
合
う
自
然
状
態
の
世
界
で
あ
り
、
法
的
に
規
律
さ
れ

た
法
状
態
の
世
界
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
わ
れ
は
、
国
家
権
力
の
濫

用
を
防
止
す
る
最
後
の
手
段
と
し
て
抵
抗
権
の
必
要
性
を
認
め
な
が
ら

も
、
そ
の
行
使
が
無
統
制
性
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
正
当
性
が
否
認
さ
れ

る
こ
と
を
す
で
に
穴
恒
三
か
ら
見
い
だ
し
て
い
る

o
F百
円
に
よ
る
と
、
二

つ
の
種
類
の
自
然
状
態
が
あ
る
。
一
つ
は
不
正
義
の
自
然
状
態
(
日

E
g

吉
弘

5)
で
、
も
う
一
つ
は
無
法
の
自
然
状
態
(
日

g
g
ニ5
5凹
〈
担
円
ロ
ロ
印
)

で
あ
る
。
彼
が
抵
抗
権
を
否
認
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
後
者
の
無
政
府

自
然
状
態
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
暴
力
に
対
す
る
抵
抗
」
よ
り
「
暴

力
を
通
じ
た
抵
抗
」
を
そ
の
理
由
に
し
て
い
る
。
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
国
民
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
。
そ
の
暴
君
を
除
去
す
る
こ

と
は
不
法
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
方
式
を
も
っ
て
国
民
が
彼
ら
の
権
利
を
求
め
る
こ
と
は
、
臣

(
お
)

下
の
位
置
か
ら
す
れ
ば
、
ひ
ど
い
不
法
で
あ
る
。
」
「
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ

う
な
国
民
の
抵
抗
権
を
(
格
率
を
受
け
入
れ
る
な
ら
)
す
べ
て
の
法
的
憲

法
は
不
安
定
に
な
り
、
す
べ
て
の
法
が
最
小
限
の
効
力
で
さ
え
も
つ
こ
と

(
幻
)

の
で
き
な
い
完
全
に
無
法
の
自
然
状
態
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
」

E
E
が
抵
抗
権
を
否
認
し
た
こ
と
は
、
暴
君
に
よ
る
弾
圧
よ
り
も
、
こ

れ
に
抵
抗
す
る
さ
い
に
生
ず
る
無
政
府
状
態
を
も
っ
と
恐
れ
た
か
ら
で
あ

る。
H
J
〉

G
E
5
8
も
穴
恒
三
と
同
じ
観
点
か
ら
抵
抗
権
を
否
認
し
て
い
る
。

「
国
民
の
多
数
が
暴
政
に
よ
っ
て
受
け
る
害
悪
よ
り
、
も
っ
と
大
き
な
苦

痛
と
害
悪
を
、
そ
の
抵
抗
の
渦
巻
き
の
中
で
受
け
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
暴

(
お
)

政
に
対
し
て
は
無
秩
序
に
攻
撃
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
そ
う
し
た
抵
抗
権
の
行
使
を
一
定
の

秩
序
の
も
と
で
行
な
い
得
る
方
法
は
な
い
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
抵
抗

権
の
組
織
化
と
規
範
化
の
問
題
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
ず
、
憲
法
史
的
に
み
た
場
合
、
抵
抗
権
が
憲
法
上
の
制
度
と
し
て

し
だ
い
に
転
化
す
る
こ
と
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
く
は
な
い
。
す
べ
て
の

法
治
国
家
的
・
民
主
主
義
的
制
度
、
た
と
え
ば
、
基
本
権
保
障
制
度
、
権

力
分
立
制
度
、
行
政
裁
判
ま
た
は
憲
法
裁
判
制
度
、
憲
法
訴
願
制
度
、
国

民
投
票
制
度
、
多
数
政
党
制
度
、
議
会
制
度
な
ど
は
、
数
世
紀
に
わ
た
る

政
治
闘
争
を
通
じ
て
確
立
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
抵
抗
権
の
形
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
抵
抗
権
の
憲
法
史
的
発
展
は
、
報
復
的
抵
抗
権
(
『
岳
『
24

巴
〈

R
t司王
2
2自
己
)
か
ら
予
防
的
抵
抗
権
(
匂
B
Z
E
2
2
4司
王
ミ
∞
窓
口
ι)

に
転
化
し
て
い
く
過
程
を
現
わ
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
暴
力

北法44(6・454)1866



東アジア文化と近代法

の
法
手
続
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
手
続
で
転
化

さ
れ
た
憲
法
上
の
制
度
は
、
組
織
化
さ
れ
法
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
抵
抗

権
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
前
国
家
的
な
抵
抗
権
を
、
こ
の
よ
う
に

国
家
的
な
憲
法
制
度
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
と
く
に
わ
。
ロ
品
D
R
Z
-
ヨS
Z
ら
は
、
そ
う
し
た
試
み
を
積
極
的
に

(
m
U
)
 

行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
組
織
化
と
規
範
化
に
は
、
限
界
が
あ
る
こ
と
を

見
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
組
織
化
と
規
範
化
は
、
憲
法
上
の

法
的
な
支
配
が
で
き
る
限
界
内
で
の
み
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
憲
法

的
に
統
制
不
可
能
な
領
域
は
、
憲
法
的
に
組
織
化
で
き
な
い
。
纂
奪
に
対

応
す
る
憲
法
守
護
権
と
し
て
の
抵
抗
権
や
、
暴
政
に
対
応
す
る
人
権
と
し

て
の
抵
抗
権
は
、
憲
法
外
的
抵
抗
権
の
行
使
と
し
て
組
織
化
の
限
界
外
に

お
い
で
あ
る
。
者
。
百
戸
品
。
『
同
町
一
か
「
現
代
の
立
憲
国
家
は
、
抵
抗
権
を
一

切
彼
の
法
体
系
内
に
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
抵
抗
権
の
存
在
可
能
性

は
完
全
に
排
除
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
抵
抗
権
は
、
水
遠
に
消
え
去
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
抵
抗
権
の
法
的
基
礎
は
現
代
立
憲
国

(
鈎
)

家
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
抵
抗
権
の
む
こ
う
に
あ
る
国
家
の
組
織
化
可

能
性
の
限
界
が
認
識
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
抵
抗
権
の
む
こ
う
に
あ

る
国
家
組
織
は
す
で
に
制
度
化
さ
れ
た
抵
抗
権
(
吉
田
仲

F
E
E
S
-
5
5
A
q

当

E
2氏
自
己
)
と
し
て
憲
法
的
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
抵
抗
権
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
抵
抗
権
の
行
使
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
性
質
上
組
織
化
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
も
し
組
織
化
し
得
る
と
し
て
も

無
意
味
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
抵
抗
状
況
下
に
お
い
て
は
、
憲
法
の
規
範

的
統
制
力
は
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
規
範
的
統
制
力
を
喪
失
し

た
空
間
を
法
的
に
組
織
化
す
る
こ
と
は
、
ま
る
で
不
可
能
な
こ
と
を
可
能

に
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
と
同
様
に
、
無
謀
で
あ
り
無
意
味
で
あ
る
。
抵

抗
権
の
組
織
化
可
能
性
の
限
界
は
、
ま
さ
に
抵
抗
権
の
規
範
化
可
能
性
の

限
界
を
描
い
て
く
れ
て
い
る
。
今
日
、
現
代
国
家
の
憲
法
の
な
か
に
は
、

抵
抗
権
の
条
文
を
お
き
明
文
化
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に

す
べ
て
の
国
民
は
抵
抗
状
況
の
も
と
で
抵
抗
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
宣
言
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
抵
抗
自
体
を
い
か
に
す
べ
き
で
あ
る
か

を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
抵
抗
状
況
を
誰
が
判
断
し
、
抵
抗
の

方
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
抵
抗
は
い
つ
か
ら
始
め
て
、
い
つ

終
わ
る
の
か
を
詳
し
く
法
的
に
規
律
し
た
憲
法
は
、
未
だ
か
つ
て
ど
こ
に

も
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
れ
は
自
然
状
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
状
態
自
体
を
法
で

規
律
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
に
抵

抗
権
の
条
文
を
お
く
こ
と
は
、
た
ん
に
宣
言
的
意
味
を
も
つ
だ
け
で
あ
っ

(
剖
)

て
、
抵
抗
行
為
を
直
接
規
律
す
る
構
成
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

我
わ
れ
は
憲
法
の
な
か
に
抵
抗
権
の
条
文
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
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か
し
、
憲
法
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
組
織
化
し
規
範
化
す
る
こ
と
は
不
可
能

(
認
)

で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
回
目
ロ
ロ
片
足
F
E

の
つ
ぎ
の
言
葉
に
よ
く
表
わ
れ
て
い

る
。
「
力
と
力
が
向
い
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
憲
法
の
現
実
は
麻
宿
博

さ
れ
て
い
る
。
憲
法
は
こ
の
板
端
な
場
合
を
見
逃
し
は
し
な
い
が
、
そ
う

で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
詳
し
く
規
範
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

憲
法
は
こ
の
よ
う
な
極
端
な
場
合
を
で
き
る
限
り
減
ら
し
、
ま
た
こ
の
よ

う
な
場
合
の
自
然
的
危
険
性
を
で
き
る
限
り
減
少
し
よ
う
と
努
力
す
る
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
緊
急
事
態
が
起
き
、
規
範
に
よ
っ
て

統
制
で
き
な
い
自
然
力
が
支
配
す
る
よ
う
な
時
は
、
憲
法
も
そ
の
支
配
力

の
限
界
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
も
っ
ぱ
ら
よ
り
高
い

倫
理
法
則
だ
け
が
精
神
的
な
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
精
神
的

な
力
だ
け
が
暴
力
の
上
に
位
し
て
そ
の
暴
力
を
緩
和
さ
せ
審
判
す
る
こ
と

(
お
)

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
抵
抗
権
の
規
範
化
に
限
界
が
あ
る
こ

と
を
よ
く
認
識
さ
せ
て
く
れ
て
い
る
。

実
定
憲
法
の
作
用
が
終
わ
る
と
こ
ろ
に
初
め
て
新
た
に
起
こ
る
抵
抗
権

を
、
法
規
範
で
実
定
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
矛
盾
で
あ
る
。

憲
法
の
規
範
力
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
抵
抗
権
の
た
め
に
も
、
規
範
化

で
き
る
領
域
と
規
範
化
で
き
な
い
領
域
と
が
明
白
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と

は
、
む
し
ろ
望
ま
し
く
、
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抵
抗
権
の

領
域
を
憲
法
的
に
実
効
性
が
あ
る
よ
う
に
作
れ
る
の
で
あ
る
。
尽
世
間
巾
『

資

の
つ
ぎ
の
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
「
抵
抗
自

体
を
憲
法
内
へ
引
き
入
れ
て
構
成
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
憲

法
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
抵
抗
の
た
め
で
も
そ
う
で
あ
る
。
抵
抗
が
そ

の
道
徳
的
価
値
や
そ
の
正
当
化
の
可
能
性
を
喪
失
し
な
い
た
め
に
、
そ
の

基
本
的
な
特
性
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
抵
抗
は
、
そ
の
本
質
上
、
道
徳

的
な
人
格
が
究
極
的
に
良
心
の
強
制
に
お
い
て
源
泉
的
に
決
起
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
抵
抗
の
性
質
は
、
そ
れ
を
制
度
化
し
た
り
、
規
範

化
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
。
道
徳
的
人
格
の
最
後
の
固
有

な
決
断
と
し
て
の
抵
抗
は
、
そ
れ
が
立
つ
べ
き
位
置
を
必
然
的
に
憲
法
と

(
泊
)

法
律
と
国
家
の
外
に
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
」
こ
の
よ
う
に
、
抵
抗
権
が

立
起
す
べ
き
場
所
が
法
律
と
国
家
の
領
域
の
な
か
に
お
か
れ
ず
、
そ
の
外

に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
定
法
で
は
な
い
自
然
法

の
世
界
や
国
家
倫
理
の
も
と
で
起
き
る
に
相
違
な
い
。
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東アジア文化と近代法

V 

抵
抗
権
の
正
当
化
根
拠
と
抵
抗
権
論

川
孟
子
の
抵
抗
権
論
(
易
姓
革
命
論
)

人
類
史
上
、
抵
抗
権
論
を
最
初
に
展
開
し
た
者
は
、
お
そ
ら
く
孟
子
で

あ
ろ
う
。
彼
の
抵
抗
権
論
(
い
わ
ゆ
る
易
姓
革
命
論
)
は
、
民
本
主
義
王

道
主
義
に
も
と

ε

つ
い
た
国
家
倫
理
に
根
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
民
本
主
義

と
い
う
の
は
、
国
家
の
権
力
が
人
民
か
ら
生
ま
れ
、
ま
た
人
民
の
た
め
行

使
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
王
道
主
義
は
先
王
之
道
に
従
っ

て
仁
政
と
徳
治
を
行
な
う
こ
と
を
い
う
。
国
家
哲
学
的
に
み
る
と
、
前
者

は
統
治
権
獲
得
の
倫
理
的
な
正
当
化
根
拠
で
あ
り
、
後
者
は
統
治
権
行
使

の
倫
理
的
な
正
当
化
根
拠
で
あ
る
。

孟
子
は
「
人
民
が
も
っ
と
も
重
要
で
、
土
地
と
神
と
穀
物
の
神
で
あ
る

(
お
)

社
稜
は
こ
れ
に
次
ぎ
、
君
主
は
も
っ
と
も
軽
い
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に

孟
子
が
人
民
を
も
っ
と
も
大
切
な
位
置
に
お
い
た
こ
と
は
、
彼
の
道
徳
的

人
間
観
に
由
来
す
る
も
の
で
、
国
家
は
人
間
の
道
徳
的
本
性
(
仁
、
義
、

札
、
智
)
を
尊
重
し
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
る
。
人
間

価
債
の
実
現
が
国
家
の
目
的
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
目
的
を
遂
行
す
る
た

め
の
手
段
が
君
主
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
民
為
責
、
社
稜
次
元
、
君
為
軽
」

(
民
を
貴
し
と
な
す
、
社
稜
こ
れ
に
次
ぎ
、
君
を
軽
し
と
な
す
)
と
い
っ

た
の
で
あ
る
。

孟
子
に
お
け
る
統
治
権
者
は
天
子
で
あ
り
、
そ
の
天
子
は
天
命
を
受
け

て
統
治
権
を
獲
得
す
る
。
こ
れ
は
形
式
的
に
は
王
権
天
授
説
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
が
、
実
質
的
に
は
王
権
民
授
説
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
が
天

の
代
わ
り
に
王
を
受
け
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
孟
子
は
、

彼
の
弟
子
高
章
と
の
問
答
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
高
章
が
尋
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ね
た
O

H

亮
帝
が
天
下
を
舜
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は

事
実
で
す
か
J

孟
子
が
答
え
た
。
H

違
う
。
天
子
は
天
下
を
他
人
に
与
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
0

0

高
章
が
ま
た
尋
ね
た
。

H

そ
れ
で
は
舜
が
支
配
し

て
い
た
天
下
は
、
誰
が
与
え
た
の
で
す
か
J

H
天
が
与
え
た
の
で
あ
る
:
・

:
・
。
品
目
む
か
し
、
発
帝
が
天
に
推
薦
さ
れ
た
と
き
、
天
が
こ
れ
を
受
け
入

れ
、
舜
を
民
衆
の
前
に
公
に
紹
介
し
、
人
民
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で

(
お
)

あ
る
。
μ

」
こ
の
対
話
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
天
子
が
天
命
を
受
け
る
こ
と

は
民
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
は
無
言
で
た
だ
人
民
を

通
し
て
語
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
民
意
は
天
意
で
あ
り
、
天
心
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
子
の
統
治
権
は
、
名
目
上
天
か
ら
与
え
ら
れ
て
は

い
る
が
、
実
質
的
に
は
人
民
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
孟
子
に
お
け
る
支
配
者
の
統
治
権
は
、
人
民
か
ら
生
ず
る
も
の
で
、
そ

れ
は
今
日
の
民
主
主
義
に
お
け
る
国
民
主
権
論
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。

天
子
の
得
天
下
が
天
命
の
代
わ
り
に
民
意
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
と
、
天
子
の
先
天
下
も
天
命
の
代
わ
り
に
民
意
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
。
国
民
が
抵
抗

権
を
通
し
た
易
姓
革
命
の
主
体
に
な
り
得
る
根
拠
は
、
誠
に
こ
の
よ
う
な

民
本
主
義
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
孟
子
に
お
け
る
統
治
権
行
使
の
論
理
的
な
正
当
化
は
王
道
主

義
に
あ
る
。
王
道
主
義
と
は
先
王
之
道
に
従
う
仁
政
と
徳
治
を
指
す
。
す

資

な
わ
ち
「
道
徳
を
も
っ
て
仁
政
を
行
な
う
者
が
王
者
で
あ
る
。
」
反
対
に
、

「
権
力
を
も
っ
て
暴
政
を
行
な
う
者
が
覇
者
で
あ
る
。
」
王
道
で
は
人
民
は

政
治
の
目
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
覇
道
で
は
逆
に
人
民
が
政
治
の
手
段
に

転
落
し
て
い
る
。
孟
子
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
実
力
を
侍
み

仁
義
の
名
を
借
り
て
征
伐
を
行
な
う
も
の
は
、
諸
候
の
覇
者
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
。
覇
者
と
称
せ
ら
れ
る
に
は
、
必
ず
国
力
の
強
大
に
依
存
す
る
。

道
徳
的
な
力
を
侍
み
仁
義
を
行
な
う
も
の
は
、
天
下
を
帰
服
さ
せ
、
王
者

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
王
者
は
必
ず
し
も
強
大
な
国
家
を

基
礎
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
段
の
湯
王
は
わ
ず
か
に
七
十
里
四
方
の
国

に
拠
り
、
周
の
文
王
は
わ
ず
か
百
里
四
方
の
国
に
拠
り
、
と
も
に
仁
政
を

行
な
っ
て
天
下
を
帰
服
さ
せ
た
。
実
力
を
も
っ
て
人
を
服
従
さ
せ
る
も
の

は
、
心
か
ら
人
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
対
抗
す
る
だ
け
の
力
が

不
足
し
て
い
る
か
ら
、
止
む
を
得
ず
服
従
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
道
徳

的
な
感
化
力
に
よ
っ
て
人
を
服
従
さ
せ
れ
ば
、
人
び
と
は
心
か
ら
悦
ん
で

(
幻
)

誠
意
を
も
っ
て
服
従
す
る
。
L

こ
の
よ
う
に
孟
子
に
お
け
る
統
治
権
行
使

の
論
理
的
正
当
化
は
、
仁
政
と
徳
治
に
よ
る
王
道
主
義
に
あ
る
。
反
面
、

覇
者
主
義
は
、
権
力
と
武
力
を
も
っ
て
統
治
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
論
理

的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
天
命
を
変

え
る
革
命
が
問
題
に
な
る
の
は
、
孟
子
の
国
家
観
に
と
っ
て
当
然
の
成
り

行
き
で
あ
る
。
孟
子
は
、
治
者
が
王
道
に
よ
る
仁
政
を
行
な
わ
ず
、
覇
道

北法44(6・458)1870
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に
よ
る
暴
政
と
虐
政
を
行
な
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
除
去
す

べ
き
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
除
去
の
方
法
に
は
二
つ
あ
り
、

一
つ
は
「
主
君
に
大
過
失
が
あ
っ
た
と
す
る
。
諌
言
申
し
上
げ
、
い
く
ら

繰
り
返
し
申
し
上
げ
て
も
聞
き
と
ど
け
ら
れ
な
い
と
き
は
、
主
君
の
退
位

(
お
)

を
行
な
う
」
と
い
う
。
二
つ
に
は
暴
君
を
殺
害
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
斉

国
の
宣
王
が
孟
子
に
尋
ね
た
。

H

殻
の
湯
王
は
、
夏
王
朝
の
築
王
を
放
逐

し
て
天
下
を
取
り
、
周
の
武
王
は
、
段
王
期
の
対
王
を
討
伐
し
て
天
下
を

取
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
歴
史
上
の
事
実
な
の
で
す
か
O

H

孟
子
は
答
え
た

O

H

そ
う
い
う
こ
と
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
は
い
る
o
u
m
そ
れ
な
ら
臣
下
と
し

て
君
主
を
殺
し
た
て
ま
つ
る
こ
と
は
、
是
認
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
J

孟
子
は
答
え
た
。
万
仁
の
徳
を
破
壊
す
る
人
を
賊
と
い
い
、
正
義
を
破
壊

す
る
人
を
残
と
い
う
。
残
・
賊
の
罪
を
犯
し
た
人
は
も
は
や
君
主
で
は
な

く
、
一
夫
、
つ
ま
り
た
ん
な
る
一
人
の
民
と
な
っ
て
し
ま
う
。
私
は
武
王

が
一
夫
の
材
を
討
ち
殺
し
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
君
主
で
あ
る
討
を
殺
し

(ω) 

て
し
ま
っ
た
と
は
聞
い
て
い
な
い
。
こ

孟
子
の
こ
う
し
た
易
姓
革
命
論
は
、
統
治
者
が
自
分
の
権
力
を
濫
用
し

て
暴
政
や
虐
政
を
行
な
え
ば
、
彼
は
す
で
に
王
で
は
な
く
、
普
通
の
匹
夫

に
す
ぎ
な
い
者
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
を
除
去
し
た
り
、
殺

害
す
る
こ
と
は
、
反
逆
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
易
姓
革

命
思
想
は
、
非
人
道
的
な
統
治
を
す
る
暴
君
を
易
位
し
、
殺
害
す
る
抵
抗

権
を
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
仁
政
を
通
じ
て
、
人
間
価
値
を

尊
重
す
べ
き
こ
と
が
国
家
の
道
徳
性
の
要
請
に
根
拠
し
て
い
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
孟
子
に
お
け
る
抵
抗
権
は
、
国
家
倫
理
に
根
拠
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

問

豆
-gロ
の
抵
抗
権
論

イ
ギ
リ
ス
の
有
名
な
抵
抗
権
論
者
』
・

510ロ
は
、
彼
の
著
書
」
宮

叶

g
E
5
0町
田
内
百
四
回
自
己
玄
白
間
四
回
丹
『
曲
門
司
回
(

H

A

凶
品
∞
¥
ゆ
)
ョ
に
お
い
て
、
「
す
べ

て
の
人
間
は
神
の
像
で
あ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
す

べ
て
の
創
造
物
の
上
に
立
つ
特
権
に
よ
り
、
服
従
す
る
た
め
で
は
な
く
、

(ω) 

命
令
す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
人
間
は
自
由
権
と
支
配
権
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
う
人
間
学

的
根
本
前
提
が
、
彼
の
国
家
哲
学
と
抵
抗
権
論
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る
。

国
各

σ
g
と
同
様
に
、

E
P
S
も
ま
た
国
家
の
発
生
に
関
す
る
彼
の
説
明

に
お
い
て
、
「
自
然
状
態
に
お
け
る
人
聞
は
、
(
ア
ダ
ム
の
堕
落
を
原
因
と

し
て
人
間
は
)
自
分
た
ち
の
間
で
悪
事
、
暴
力
を
行
な
う
ま
で
に
堕
落
し

た
結
果
、
こ
う
し
た
悪
の
道
は
自
分
た
ち
す
べ
て
の
破
滅
に
至
る
こ
と
を

予
見
し
、
相
互
の
侵
害
を
互
い
に
規
制
す
る
た
め
盟
約
を
結
び
、
こ
の
盟

約
を
破
っ
た
り
、
反
対
し
た
り
す
る
者
に
対
し
、
一
致
し
て
互
い
を
守
る

よ
う
同
意
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
都
市
、
町
お
よ
び
国
家
が
生
ま

北法44(6・459)1871
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(ω) 

れ
た
」
と
す
る
。
社
会
契
約
を
通
じ
た
国
家
の
発
生
は
こ
の
よ
う
な
人
々

の
聞
の
平
和
な
共
存
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
自
己
保
存
の
必
要
性
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

E
Z
S
は
、
国
家
発
生
に
続
い
て
政
府
を
構
成
し
、
統
治
権
を
発
生

さ
せ
る
根
拠
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
安
寧
と
秩
序

の
た
め
、
ま
た
自
分
に
だ
け
都
合
の
よ
い
判
事
と
な
ら
な
い
た
め
、
人
聞

は
知
恵
と
高
潔
さ
に
お
い
て
、
他
に
ま
さ
る
一
人
あ
る
い
は
彼
と
同
等
向

質
で
あ
る
複
数
の
人
び
と
に
、
人
間
各
人
に
、
ま
た
す
べ
て
の
人
に
、
本

来
的
か
つ
生
得
的
に
存
す
る
自
衛
と
自
己
保
全
の
権
威
と
力
を
、
委
託
・

派
生
的
に
手
渡
し
た
の
で
あ
り
、
前
者
が
王
と
呼
ば
れ
、
後
者
が
首
長
と

(
位
)

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
こ
う
し
て
み
る
と
、
彼
ら
が
移
譲
さ
れ
た
い

わ
ゆ
る
統
治
権
、
す
な
わ
ち
、
国
家
権
力
と
い
う
も
の
は
、
じ
つ
は
、
自

然
状
態
に
お
い
て
各
個
人
が
も
っ
て
い
た
自
己
防
御
権
と
自
己
保
存
権
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
支
配
者
の
統
治
権
は
、
そ
の
本

質
上
、
法
に
従
っ
て
人
聞
を
保
護
す
る
こ
と
以
外
に
他
に
目
的
を
も
つ
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
は
続
け
て
い
う
。
「
な
ぜ
一
人
の
人
が
権

利
に
よ
っ
て
、
自
分
と
同
じ
自
由
な
人
び
と
の
上
に
立
っ
て
権
威
を
行
使

で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
よ
く
考
え
る
人
に
と
っ
て
は
、
先
に
述
べ

(
刊
日
)

た
目
的
以
外
の
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」

こ
う
し
て
冨

E
S
は
、
そ
の
よ
う
な
移
譲
さ
れ
た
国
家
権
力
が
本
来

資

の
目
的
と
は
異
な
る
目
的
の
た
め
に
濫
用
さ
れ
る
危
険
が
つ
ね
に
あ
る
こ

と
を
認
め
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
試
練
か
ら
人
び
と

は
い
か
な
る
人
に
も
権
力
を
委
ね
る
こ
と
の
危
険
を
知
り
、
自
分
た
ち
を

治
め
る
よ
う
選
ん
だ
人
の
権
威
を
制
限
す
る
法
を
、
全
員
に
よ
る
制
定
が

同
意
だ
け
に
よ
る
か
は
と
も
か
く
、
考
え
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

権
力
濫
用
の
支
配
は
も
は
や
許
さ
れ
ず
、
人
間
の
過
ち
ゃ
弱
点
か
ら
可
能

な
か
ぎ
り
離
れ
て
い
る
法
と
理
性
が
そ
れ
に
か
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で

(ω) 

あ
る
」
。
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E
Eロ
の
こ
う
し
た
「
法
の
支
配
」
の
思
想
は
、
彼
の
国
家
論
の
最

初
の
前
提
、
つ
ま
り
人
聞
は
自
由
に
生
ま
れ
、
服
従
の
た
め
で
は
な
く
、

支
配
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
命
題
を
、
国
家
生
活
の
現
実
に
お

い
て
も
実
現
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
国
民
と
し
て
国

家
の
中
に
お
い
て
も
自
由
な
存
在
で
残
り
得
る
た
め
に
、
支
配
者
の
法
律

(
何
日
)

へ
の
拘
束
を
厳
し
く
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
律
へ
の
拘
束
か
ら
離
れ
て
、
恋
意
で
は
じ
め
る
者
が
「
暴

君
」
(
↓
三
宮
口
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
暴
君
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義

す
る
。
「
暴
君
と
は
、
法
も
公
共
の
利
益
も
無
視
し
て
、
た
だ
自
分
の
徒

(
必
)

党
の
た
め
に
の
み
支
配
す
る
者
で
あ
る
」
と
い
う
。
暴
君
の
権
力
は
、
無

制
限
に
大
き
く
、
そ
の
程
度
と
限
界
を
知
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
そ
の
よ

う
な
制
限
の
な
い
無
限
定
の
権
力
は
、
不
正
義
と
弾
圧
、
殺
人
と
拷
問
、



強
奪
と
抑
圧
な
ど
を
も
っ
て
国
民
を
苦
し
め
、
国
を
地
獄
死
さ
せ
て
し
ま

う
。
よ
い
正
義
の
王
が
幸
福
と
善
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
と
同
様
に
、

暴
君
は
災
怨
と
不
幸
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
正
義
の
王
が
国
父
で
あ

る
な
ら
ば
、
暴
君
は
国
の
公
敵
で
あ
る
。
古
来
、
こ
の
よ
う
な
国
の
公
敵

を
王
位
か
ら
引
き
下
し
、
殺
害
す
る
こ
と
を
正
当
か
つ
不
可
欠
な
こ
と
で

(U) 

あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
、
決
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
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さ
ま
ロ
に
、
人
間
の
自
由
権
の
他
に
も
う
一
つ
の
普
遍
的
な
国
民
の
権

利
と
し
て
、
暴
君
に
対
す
る
抵
抗
権
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
必
然
性
を
聞

い
て
み
よ
う
。
支
配
者
が
暴
君
に
代
わ
っ
て
人
間
の
自
由
を
抑
圧
し
、
そ

の
尊
厳
を
剥
奪
す
る
よ
う
な
場
合
、
「
為
政
者
の
支
配
は
、
本
源
的
か
っ

生
得
的
に
自
分
の
利
益
の
た
め
で
は
な
く
、
人
民
に
対
す
る
み
ず
か
ら
の

権
威
を
保
有
し
て
い
る
以
上
、
人
民
は
最
善
と
考
え
る
場
合
は
い
つ
で
も
、

生
得
の
自
由
人
が
有
す
る
自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
、
王
を
選
ぶ
こ
と
も
拒

否
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
任
に
つ
か
せ
る
こ
と
も
、
ま
た
た
と
え
暴
君

(
必
)

で
な
く
て
も
王
廃
位
を
行
な
う
こ
と
も
す
べ
て
で
き
る
。
」
豆
一
円
。
ロ
は
、

こ
こ
で
は
私
人
に
よ
る
暴
君
殺
害
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
公
的
機

関
に
よ
っ
て
裁
判
を
経
た
の
ち
処
刑
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
例
と
し
て
、
一
六
四
九
年
、
国
王
カ

l
ル
I
世
が
市
民
の
自
由

と
宗
教
の
自
由
を
弾
圧
し
た
と
し
て
、
議
会
に
お
い
て
死
刑
の
宣
告
を
受

(ω) 

け
、
処
刑
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。

同

F
D
n
r
m
の
抵
抗
権
論

F
C
円
宮
は
、
彼
の
著
書
ε
吋
耳
O

吋同・

2
己
凹
巾
印
え
の

2
2
g
g
z
z
。(

)
)
3

に

お
い
て
、
社
会
契
約
に
も
と
づ
い
た
抵
抗
権
論
を
論
理
整
然
と
展
開
し
た
。

彼
の
理
論
は
、
他
の
社
会
契
約
論
者
ら
と
は
少
し
異
な
っ
て
お
り
、
自
然

状
態
を
「
理
性
の
自
然
法
が
支
配
す
る
完
全
な
自
由
と
平
等
の
状
態
」
と

仮
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
理
性
は
、
す
べ
て
の
人
は
生
命
、
身
体
、

(
印
)

自
由
、
財
産
を
他
人
か
ら
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
L

か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
理
性
的
自
然
法
は
す
べ
て
の
人
に
対
し
、

他
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
こ
の
自
然
法
の
効
力
を
保
障
す
る
公

的
権
力
機
構
が
ま
だ
備
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
自
然
法
の
執
行
は
各

自
の
手
の
な
か
に
委
ね
て
お
く
し
か
な
い
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
各
自
は

自
然
法
を
破
壊
し
た
者
に
対
し
て
判
決
を
下
し
、
彼
を
処
罰
す
る
制
裁
権

(
日
)

を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
自
が
制
裁
権
を
も
っ
て
い

る
か
ぎ
り
、
互
い
に
暴
力
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ば
戦
争
状
態

が
惹
起
さ
れ
、
そ
れ
は
、
二
度
は
じ
ま
る
と
継
続
さ
れ
る
し
か
仕
方
が
な

(
臼
)

い
と
い
う
。
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こ
の
よ
う
な
戦
争
状
態
に
終
止
符
を
打
っ
て
、
す
べ
て
の
人
聞
の
自
己

保
存
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
彼
ら
は
社
会
契
約
を
締
結
し
て
、
戦
争
状
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態
か
ら
脱
皮
し
て
市
民
社
会
へ
と
入
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
さ
い
、
締
結

さ
れ
る
社
会
契
約
の
形
式
は
、
各
自
の
自
己
保
存
権
と
制
裁
権
を
社
会
に

移
す
こ
と
へ
の
合
意
で
あ
り
、
そ
の
社
会
契
約
の
目
的
は
、
各
自
の
生
命
、

身
体
、
自
由
、
財
産
に
対
す
る
安
全
の
確
保
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社

会
へ
移
さ
れ
た
自
己
保
存
権
と
制
裁
権
は
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
立
法
権
と

執
行
権
に
転
換
さ
れ
た
後
も
、
本
質
的
な
内
容
に
は
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ

ろ
が
な
い
た
め
、
契
約
目
的
と
異
な
る
他
の
目
的
を
、
国
家
権
力
は
も
つ

こ
と
が
で
き
な
い
-
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

H
b
n
r巾
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
政
治
上
の
権
力
は
、
だ
れ
も
が
自
然
の
状
態
で
も
っ
て
い
た

権
力
を
社
会
の
手
の
な
か
に
引
き
渡
し
、
社
会
の
な
か
で
は
支
配
者
の
手

に
引
き
渡
し
た
も
の
で
あ
る
。
支
配
者
は
社
会
の
手
で
社
会
の
上
に
据
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
権
力
は
社
会
の
人
び

と
の
利
益
と
彼
ら
の
所
有
権
の
保
存
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
、
信
頼
が
あ
る
:
:
:
こ
の
権
力
が
自
然
状
態
で
誰
も
の
手
中
に
あ
る

時
の
目
的
と
尺
度
は
、
彼
の
社
会
の
全
員
、
言
い
換
え
れ
ば
、
全
人
類
一

般
を
保
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ji---
こ
の
社
会
の
成
員
の
生
命
、

自
由
、
資
産
を
保
有
す
る
外
に
、
何
の
目
的
な
い
し
尺
度
も
も
た
な
い
も

(
日
)

の
で
あ
る
:
:
:
」

し
か
し
、
政
府
が
こ
の
よ
う
な
契
約
目
的
に
反
し
て
権
力
を
濫
用
し
、

国
民
の
自
由
を
弾
圧
し
、
そ
の
生
命
、
身
体
、
財
産
を
侵
害
す
る
よ
う
な

資

場
合
に
は
、

政
府
は
解
体
さ
れ
、

契
約
は
無
効
と
な
り
、

し
た
が
っ
て
契

北法44(6・462)1874

約
時
に
移
さ
れ
た
自
然
権
は
、

再
び
国
民
の
手
中
に
立
ち
返
り
、

そ
れ
は

な(今
る旦度
。は

抵
抗
権

転
化
し

国
民
自
ら
が
自
己
保
護
を
主
張
す
る
よ
う
に

こ
の
抵
抗
権
は
、
宮
市
宮
に
よ
れ
ば
、
「
反
乱
に
対
す
る
最
善
の
保
護

手
段
で
あ
り
、
こ
の
反
乱
を
悶
止
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
適
切
な
手
段
で

あ
る
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
は
市
民
社
会
へ
入
る
さ
い
暴
力
を

放
棄
し
て
法
律
を
作
っ
た
が
、
そ
の
法
律
を
破
壊
し
暴
力
を
登
場
さ
せ
た

の
は
政
府
の
側
で
あ
る
た
め
、
政
府
は
戦
争
状
態
を
再
び
暴
力
を
登
場
さ

せ
再
発
さ
せ
た
張
本
人
と
し
て
、
反
乱
者

(Ziz--同
2
・
再
び
戦
争
を

起
こ
さ
せ
る
者
)
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
戦
争
状
態
を
再
発
さ

せ
た
責
任
は
、
法
防
御
者
で
あ
る
国
民
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
法
破
壊
者

(
日
)

で
あ
る
国
家
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

F
2
r
は
、
社
会
契
約
の
論
理
に
よ

っ
て
権
力
を
濫
用
し
た
国
家
を
む
し
ろ
反
乱
者
と
し
て
み
て
、
抵
抗
し
た

国
民
を
正
当
な
権
利
の
守
護
者
に
み
て
い
る
。
結
局
、
宮
口
宵
に
お
け
る

抵
抗
権
の
正
当
化
根
拠
は
、
人
間
の
自
己
保
存
と
い
う
自
然
権
の
な
か
に

お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

凶
月
。
=
∞
∞

gz
の
抵
抗
権
論

-
g
g
z
E
は
、
彼
の
社
会
契
約
論
の
冒
頭
に
「
人
間
は
自
由
に
生
ま
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れ
た
。
し
か
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
」
と
い
っ

(
白
山
)

て
い
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
命
題
と
と
も
に
、
彼
は
彼
の
国
家
論
と
抵
抗
権

論
を
社
会
契
約
に
関
連
づ
け
て
展
開
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

河
口
巴
回
目

g
E
の
説
明
に
よ
る
と
、
自
然
状
態
に
い
る
人
聞
は
、
自
然
か

ら
自
己
保
存
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
自
然
的
自
由
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
自
然
状
態
で
は
、
す
べ
て
の
人
び
と
に
自
然
的
自
由
が

与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
身
体
的
、
精
神
的
不
平
等
性
に
よ
っ
て
、

弱
者
に
は
自
己
保
存
の
手
段
と
し
て
無
用
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
各
自
の

自
然
的
自
由
の
衝
突
に
よ
っ
て
戦
争
状
態
は
続
く
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は

長
く
続
け
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
人
聞
が
彼
の
生
活
様
式
を
変
え
な
い

(
m
M
)
 

限
り
、
人
類
は
滅
亡
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
聞
は
生
活
様
式
を
変
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
?
m
o
g忠
告
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
契
約
を
通
じ
て
国
家
を
創
設

し
、
法
秩
序
を
確
立
す
る
道
し
か
な
い
。
彼
の
社
会
契
約
は
、
社
会
構
成

員
全
員
が
彼
ら
の
自
然
的
自
由
を
完
全
に
放
棄
し
て
、
そ
れ
を
国
家
へ
移

す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
構
成
員
全
体
が
身
体
的
、

精
神
的
不
平
等
性
に
よ
っ
て
、
事
実
上
不
平
等
な
自
然
的
自
由
を
す
べ
て

放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
万
人
は
平
等
な
状
態
に
お
か
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
占
…
に
つ
い
て
、
見
。
=
印
日

g
z
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ

て
い
る
の
「
基
本
契
約
は
、
自
然
的
平
等
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
反
対
に
、
自
然
が
時
と
し
て
人
間
の
あ
い
だ
に
持
込
む
肉
体
的
不
平

等
に
代
え
て
、
道
徳
上
お
よ
び
法
律
上
の
平
等
を
打
ち
建
て
る
と
い
う
こ

と
、
ま
た
人
間
は
、
ま
た
人
間
は
、
体
力
や
天
分
に
お
い
て
は
不
平
等
で

あ
り
う
る
が
、
約
束
に
よ
っ
て
、
ま
た
権
利
に
よ
っ
て
す
べ
て
平
等
に

(
犯
)

な
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
契
約
は
権
利
不
平
等
の
自
然
状
態
を
権

利
平
等
の
市
民
状
態
に
変
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
契
約
締
結
時
に
各
自

が
自
然
的
自
由
を
放
棄
ま
た
は
移
し
た
と
し
て
も
何
ら
損
を
す
る
こ
と
が

な
く
、
む
し
ろ
有
利
な
交
換
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

ぎ
5
児

E
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
「
社
会
契
約
に
お
い
て
、
個
々

人
の
側
に
な
ん
ら
か
の
放
棄
が
本
当
に
行
な
わ
れ
る
と
見
る
の
は
ま
っ
た

く
の
誤
り
で
あ
り
、
彼
ら
の
状
態
は
、
こ
の
契
約
の
結
果
、
前
よ
り
も
現

実
的
に
好
ま
し
い
も
の
と
な
り
、
何
も
の
か
を
譲
渡
し
た
ど
こ
ろ
か
、
有

利
な
交
換
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
不
確
か
で

一
時
し
の
ぎ
の
生
活
様
式
を
も
っ
と
よ
い
、
も
っ
と
確
実
な
生
活
様
式
に

取
り
換
え
、
自
然
的
独
立
を
自
由
と
取
り
換
え
、
他
人
を
害
し
う
る
能
力

を
自
分
自
身
の
安
全
と
取
り
換
え
、
他
人
に
よ
っ
て
打
ち
負
か
さ
れ
る
お

そ
れ
の
あ
る
自
分
の
実
力
を
、
社
会
の
結
合
が
不
可
侵
の
も
の
と
す
る
権

(
臼
)

利
と
取
り
か
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
」

-ND5忠
臣
に
お
け
る
社
会
契
約
を
通
じ
て
人
間
が
得
る
利
益
は
、
こ

の
よ
う
な
市
民
的
自
由
の
み
な
ら
ず
道
徳
的
自
由
も
同
時
に
得
る
こ
と
で

北法44(6・463)1875



料

あ
る
。
市
民
的
自
由
は
、
自
己
保
存
条
件
に
関
係
し
て
い
る
が
、
道
徳
的

自
由
は
自
己
発
展
条
件
に
関
係
し
て
い
る
。
人
間
は
道
徳
的
自
由
を
駆
使

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
理
性
的
な
存
在
に
作
り
あ
げ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
啓
蒙
と
い
う
が
、
こ
の
啓
蒙
を
可
能
に
す
る
の
が
道
徳

的
な
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
啓
蒙
主
義
哲
学
者
と
し
て
の
ぎ

54

お
E
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
間
を
真
に
自
ら
の
主
人
た

ら
し
め
る
唯
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
自
由
を
社
会
状
態
に
お
い

て
獲
得
す
る
も
の
の
な
か
に
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

欲
望
だ
け
に
か
り
た
て
ら
れ
る
の
は
奴
隷
状
態
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
課
し

(ω) 

た
法
に
従
う
こ
と
が
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、

人
間
は
い
ま
だ
道
徳
化
さ
れ
て
い
な
い
制
限
さ
れ
た
動
物
と
し
て
、
動
物

的
法
則
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
し
か
な
い
が
、
社
会
契
約
を
通
じ
て
市
民

状
態
に
入
っ
て
か
ら
は
、
人
間
は
一
つ
の
道
徳
的
存
在
と
し
て
理
性
の
法

則
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
社
会
契
約

に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
己
保
存
条
件
と
自
己
発
展
条
件
を
同
時
に
得
た
わ

け
で
あ
る
。
前
者
は
市
民
的
自
由
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
後
者
は
道
徳
的
自

由
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
人
聞
は
人
間
ら
し
く
生
き
て
行
け
る
条
件
の
基
礎

を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
ら
し
く
生
活
で
き
る
条
件
の
基
礎
は
、
国
家
権
力
の
濫

用
に
よ
っ
て
つ
ね
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
河

D
5
M
g
E
に
よ
れ
ば
国
家
権

資

力
の
濫
用
に
は
二
つ
の
形
態
が
あ
る
。
一
つ
は
暴
政
百
三
田
口
口
2
)
で、

も
う
一
つ
は
纂
奪

(
C
E『喝さ
o
ロ
)
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
、
統
治
者
が

法
律
に
よ
っ
て
統
治
せ
ず
に
自
己
の
恋
意
に
よ
っ
て
治
め
る
場
合
で
あ

り
、
後
者
の
場
合
は
、
法
律
に
従
っ
て
統
治
権
を
獲
得
せ
ず
に
、
非
合
法

(
臼
)

的
な
方
法
で
王
権
を
手
に
入
れ
る
場
合
で
あ
る
。

-N05認
さ
に
と
っ
て

は
、
い
づ
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
時
の
社
会
契
約
は
無
効
に
な
り
、

国
家
は
解
体
さ
れ
る
。
国
家
が
解
体
さ
れ
る
と
自
然
状
態
が
も
ど
り
、
各

自
は
彼
ら
の
自
然
権
を
獲
得
し
、
そ
れ
は
抵
抗
権
に
変
わ
る
。
こ
の
点
を

問
。

5
忠
告
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
統
治
者
が
、
も
は
や
法
律

に
従
っ
て
国
を
治
め
な
い
で
、
主
権
を
纂
奪
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
さ

い
、
著
し
い
変
化
が
起
こ
る
が
、
そ
れ
は
政
府
が
縮
小
す
る
の
で
は
な
く

て
、
国
家
が
縮
小
す
る
、
と
い
う
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
意
味

す
る
も
の
は
、
大
き
な
国
家
が
解
体
し
、
そ
の
な
か
に
別
の
国
家
が
形
成

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
政
府
の
構
成
員
だ
け
か
ら
成
り
立
っ
て

い
て
、
そ
の
外
側
の
人
民
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
彼
ら
の
支
配
者
、
倦
主

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
国
家
が
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
政
府
が
主
権
を
纂
奪
し
た
瞬
間
に
、
社
会
契
約
は
破

棄
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
一
般
市
民
は
す
べ
て
、
そ
の
自
然

(
幻
)

的
自
由
の
状
態
に
権
利
は
立
ち
も
ど
っ
た
こ
と
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
」

北法44(6・464)1876
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註(
お
)
孟
子
、
童
心
章
句
下
十
四
一
「
民
為
貴
、
社
稜
次
之
、
君
為
軽
」

『
人
類
の
知
的
遺
産
』

9
・
「
孟
子
」
、
貝
塚
茂
樹
(
一
九
八
五
年
、

講
談
社
)
二
三
九
頁
参
照
。

(
お
)
孟
子
、
高
章
句
上
五
一
「
寓
章
目
、
発
以
天
下
奥
舜
、
有
諸
、
孟

子
日
、
否
、
天
子
不
能
以
天
下
奥
人
、
日
、
然
則
舜
有
天
下
也
、

執
輿
之
、
:
:
:
昔
者
、
嘉
薦
舜
於
天
受
之
、
暴
之
於
民
而
民
受
之
」
。

寓
章
臼
く
、
「
煽
は
珂
下
を
以
て
舜
に
与
う
、
と
。
諸
あ
り
や
」
。

孟
子
日
く
、
「
否
、
天
子
は
天
下
を
以
て
人
に
与
う
る
こ
と
能
わ
ず
、

と
」
。
「
然
ば
則
ち
舜
の
天
下
を
有
つ
や
、
執
か
こ
れ
を
与
え
し
」
。

日
く
「
天
こ
れ
を
与
う
、
と
。
昔
者
、
奏
、
舜
を
天
に
薦
め
て
こ

れ
を
受
く
。
こ
れ
を
民
に
暴
わ
し
て
民
こ
れ
を
受
く
、
と
」
。
『
人

類
の
知
的
遺
産
』
(
前
掲
)
一
一
一
一
一
八
頁
参
照
。

(
幻
)
孟
子
、
公
孫
丑
章
句
上
三
一
「
以
力
俄
者
覇
、
覇
必
有
大
圏
、
以

徳
行
仁
者
王
、
湯
以
七
十
皇
、
文
王
以
百
里
、
以
力
服
入
者
、
非

心
服
也
、
力
不
婚
也
、
以
徳
服
入
者
、
中
心
悦
而
誠
服
也
」
。
孟
子

日
く
、
「
力
を
以
て
仁
を
俵
る
者
は
覇
た
り
、
覇
は
必
ず
大
国
を
有

っ
。
徳
を
以
て
仁
を
行
う
者
は
王
た
り
。
王
は
大
を
待
た
ず
、
湯

は
七
十
里
を
以
て
し
、
文
王
は
百
里
を
以
て
す
。
力
を
以
て
人
を

服
す
る
者
は
、
心
服
に
非
ざ
る
な
り
。
力
贈
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
徳

を
以
て
人
を
服
す
る
者
は
、
中
心
悦
ん
で
誠
に
服
す
る
な
り
、
と
」
。

『
世
界
古
典
文
学
全
集
』
問
・
金
谷
治
・
湯
浅
幸
孫
・
日
原
利
国
・

加
地
伸
行
(
一
九
七
一
年
、
筑
摩
書
房
)
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
お
)
孟
子
、
高
章
章
句
下
九
一
「
君
有
大
過
、
則
諌
、
反
覆
之
而
不
聴
、

則
易
位
」
。
孟
子
日
く
、
「
君
、
大
過
あ
れ
ば
則
ち
諌
む
。
こ
れ
を

反
復
し
て
聴
か
ざ
れ
ば
則
ち
位
を
易
う
と
」
。
『
人
類
の
知
的
遺
産
』

9
・
(
前
掲
)
二
五
一
頁
参
照
。

(
却
)
孟
子
、
梁
恵
王
章
句
下
八
一
「
斉
宣
王
問
日
、
湯
放
築
、
武
王
伐

材
、
有
諸
、
孟
子
釘
目
、
於
傍
有
之
、
日
、
臣
試
其
君
可
乎
、
目
、

賊
仁
者
謂
之
賊
、
賊
義
者
謂
之
残
、
残
賊
之
人
、
謂
之
一
夫
、
開

諒
一
夫
材
突
、
未
聞
紙
君
也
」
。
斉
の
宣
王
問
い
て
日
く
、
「
湯
、

枇
棋
を
放
ち
、
武
王
、
対
を
伐
て
る
こ
と
、
諸
あ
り
や
」
。
孟
子
対
え

て
日
く
、
「
俸
に
こ
れ
あ
り
」
。
日
く
、
「
臣
に
し
て
そ
の
君
を
殺
す
、

可
な
ら
ん
か
」
。
日
く
、
「
仁
を
賊
な
う
者
こ
れ
を
賊
と
謂
ぃ
、
義

を
賊
な
う
者
こ
れ
を
残
と
調
う
。
残
賊
の
人
は
、
こ
れ
を
一
夫
と

謂
う
。
一
夫
叫
利
す
る
を
聞
け
る
も
、
未
だ
君
を
試
せ
る
を
聞
か
ざ

る
な
り
」
。
『
人
類
の
知
的
遺
産
』

9
・
(
前
掲
)
一

O
一
頁
参
照
。

(
組
)
』
・
玄
ロ
ぢ
ロ
・
↓
F
巾
叶
内
ロ
ロ
『
巾
O
問
問

5
岡
田
田
口
品
呂
田
四
回
日
可
巳
2
・
5
一
、
『

F
m

者
。
『
宵
目
。
同
』
。

E
ロ
窓
口

g
p
〈

D
-
E
B巾
印

(
z
g弓
J
E『
}
向
。

c
Z
B
U
E
C
E

2
5
q
-
J
2日
)
呂
ω
N
曽
田
】
∞
・
「
為
政
者
在
位
論
」
原
田
純
訳
・
一
編

『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
理
念
|
|
ミ
ル
ト
ン
論
文
集

i
|』
(
一
九
七

六
年
、
小
学
館
)
二
六
六
頁
参
照
。

(

叫

)

』

E-zp
由・白・

0
・・
u
・
∞
-
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
理
念

l
l
ミ
ル

ト
ン
論
文
集
l
|
』
(
前
掲
)
二
六
六
頁
参
照
。

(

必

)

』

EPC戸
田
・
同

0
・
唱
。
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
理
念
|
l
ミ
ル

ト
ン
論
文
集

i
!』
(
前
掲
)
一
一
六
六
頁
参
照
。
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結

三五
ロロ

東アジア文化と近代法

我
わ
れ
は
如
上
に
お
い
て
啓
蒙
主
義
時
代
の
抵
抗
権
論
を
み
て
き
た
。

こ
こ
で
我
わ
れ
が
得
る
結
論
は
、
人
間
の
自
己
保
護
権
と
国
家
権
力
と
抵

抗
権
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
同
質
的
な
権
利
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
抵
抗
権
を
法
哲
学
的
に
究
明
し
よ
う
と
試
み
る
者
に
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
。
抵
抗
権
は
、
社
会
契
約
論
者
た
ち
に
と
っ
て
、
自
然

状
態
に
お
い
て
人
間
が
も
っ
自
己
保
護
権
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
自
己
保
護
権
は
、
人
間
の
自
己
保
存
権
と
自
己
発
展
権
か
ら
演

縛
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
国
家
権
力
と
い
う
も
の
は
、
市
民
状
態

に
お
い
て
国
家
が
も
っ
人
間
保
護
権
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
は

社
会
契
約
を
結
ぶ
さ
い
、
人
聞
が
国
家
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
国

家
権
力
は
市
民
状
態
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
、
再
び
人
間
に
も
ど
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
国
家
権
力
な
く
し
て
は
市
民
状
態
に
お

い
て
人
聞
を
保
護
す
る
権
利
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
国
家
権
力
の
存
在
と
権
威
は
、
そ
れ
が
人
間
を
保
護
で
き
る

場
合
に
限
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
権
力
が
す
で
に
人
聞
を
保

護
で
き
な
い
場
合
、
ま
た
は
保
護
を
求
め
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
国
家
権

力
は
再
び
も
と
の
所
有
者
に
戻
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
人
間
は
無
保
護
状
態
に
お
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
返
還
さ
れ
た
国
家
権
力
が
、
自
然
状
態
に
お
い
て
人
間

が
も
っ
自
己
保
護
権
と
し
て
の
抵
抗
権
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
人

間
は
こ
の
抵
抗
権
を
も
っ
て
直
接
的
に
自
己
を
保
護
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
た
だ
間
接
的
に
自
己
を
保
護
し
得
る
保
護
権
を
創
造
し
、
そ
の
保
護

権
の
も
と
で
保
護
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
新
し
く
創
造
さ
れ
た
保
護

権
は
、
国
家
権
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
抵
抗
権
と
国
家

権
力
は
、
等
し
い
人
間
保
護
権
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
そ
れ
が

位
置
す
る
と
こ
ろ
が
違
う
だ
け
で
あ
る
。
抵
抗
権
は
自
然
状
態
に
お
け
る

保
護
権
で
あ
り
、
国
家
権
力
は
市
民
状
態
に
お
け
る
保
護
権
で
あ
る
。

国
家
権
力
と
抵
抗
権
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
暴
力
で
あ
る
。
暴
力
そ

れ
自
体
は
法
的
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
国
家
権
力
が
法
的
に

正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
を
保
護
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
同
様
に
抵
抗
権
も
人
聞
を
保
護
す
る
機
能
を
も
つ
こ
と
に
よ

っ
て
法
的
に
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
抵
抗
権
も
国

家
権
力
と
同
じ
よ
う
に
、
正
当
化
さ
れ
た
暴
力
な
の
で
あ
る
。

人
間
は
自
然
状
態
の
暴
力
を
克
服
す
る
た
め
に
国
家
権
力
と
い
う
も
の
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料

を
作
り
出
し
た
が
、
今
度
は
そ
の
国
家
権
力
の
暴
力
を
克
服
す
る
た
め
、

抵
抗
権
を
援
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
今
日
、
地
球
上
に
あ
る

多
く
の
国
家
が
、
い
ま
だ
に
抵
抗
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す

る
と
、
抵
抗
権
の
潜
在
的
支
配
領
域
は
い
ま
だ
に
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

人
間
の
尊
厳
と
価
値
を
尊
重
し
、
保
護
す
る
法
治
国
家
が
、
こ
の
地
球
上

に
い
く
つ
あ
る
か
を
数
え
て
み
よ
う
。
し
か
し
、
人
聞
の
自
由
に
つ
い
て

の
意
識
な
し
に
は
、
抵
抗
権
は
け
っ
し
て
実
現
さ
れ
な
い
。
こ
の
論
文
の

冒
頭
で
引
用
さ
れ
た
文
句
が
ま
さ
に
こ
の
点
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
あ
る
一
国
民
お
よ
び
あ
る
一
時
代
が
、
自
由
と
い
う
も

の
を
ど
う
考
え
る
か
、
そ
れ
が
最
初
の
問
い
で
あ
る
。
」
国
民
の
自
由
意

識
が
い
ま
だ
に
芽
生
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
抵
抗
権
も
ま
だ
深
い
眠

り
に
あ
る
。
し
か
し
、
人
権
意
'
識
と
自
由
意
識
が
成
熟
す
る
よ
う
に
な
る

に
は
、
我
わ
れ
の
人
類
は
、
ま
だ
長
い
時
聞
が
必
要
で
あ
る
。

7
現
代
は

す
で
に
啓
蒙
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
か
μ

と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
な
ら

ば
、
そ
の
答
え
は
、

H

否
、
ー
ー
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
、
啓
蒙
の
時
代

(
侃
)

で
あ
る
0
4

」
二

O
O年
前
に
阿
曽
去
が
述
べ
た
言
葉
は
、
今
日
の
我
わ
れ

の
時
代
に
も
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
「
民
衆

み
ず
か
ら
啓
蒙
す
る
こ
と
の
方
が
、
む
し
ろ
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ

(
似
)

か
、
彼
ら
に
自
由
を
許
し
さ
え
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
必
歪
で
あ
る
」
と
、

同
包
は
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
か
ら
自
由
を
奪
う
国

資

家
が
存
在
す
る
限
り
、
人
聞
の
啓
蒙
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

時
に
、
人
間
の
啓
蒙
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
自
由
を
奪
う
国
家

を
抵
抗
権
を
も
っ
て
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
啓
蒙
に
つ
い

て
抵
抗
権
が
も
っ
意
義
を
、
我
わ
れ
は
こ
こ
で
も
う
一
度
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

北j去44(6・468)1880
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こ
の
論
文
は
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韓
民
国
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高
麗
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挙
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法
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論
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れ
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の
で
あ
る
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