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は
じ
め
に

一
九
七
二
年
、
ロ
パ

l
ト
・

E
・
シ
ヤ
ル
ホ
ウ
プ
は
建
国
期
ア
メ
リ
カ

思
想
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
興
味
深
い
解
釈
を
提
示
し
た
。

彼
の
「
共
和
主
義
統
合
へ
向
か
っ
て
」
と
い
う
論
文
は
、
そ
れ
ま
で
の
ジ

ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
焦
点
を
あ
て
た
解
釈
に
代
わ
り
、
共
和
主
義
の
伝
統
を

強
調
す
る
解
釈
が
建
国
期
ア
メ
リ
カ
理
解
の
新
た
な
枠
組
と
な
り
つ
つ
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
思
想
の
ロ
ッ
ク
的
解
釈
か
ら

(l) 

共
和
主
義
的
解
釈
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
更
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
思
想
史
に
お
け
る
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
移
行
は
、
パ
ラ

ダ
イ
ム
転
換
が
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
古
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
立
す

る
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
シ
ヤ
ル
ホ
ウ
プ
の
同
論
文
は
、

そ
れ
ま
で
の
研
究
を
振
り
返
り
、
ア
メ
リ
カ
思
想
の
分
野
に
お
け
る
パ
ラ

ダ
イ
ム
転
換
過
程
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
ま
で
は
、

ロ
ッ
ク
の
理
論
が
革
命
期
ア
メ
リ
カ
人
の
政
治
観
に
多
大
な
影
響
力
を
有

し
て
い
た
と
す
る
解
釈
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
戦
後
に
は
、

ロ
ッ
ク
以
外
の
思
想
、
た
と
え
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
急
進
派
の
思
想
で
あ

る
と
か
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
チ
ソ
ン
と
い
っ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思

想
の
影
響
を
指
摘
す
る
研
究
が
徐
々
に
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し

て
一
九
六

0
年
代
に
は
、
建
国
期
に
お
け
る
共
和
主
義
の
影
響
力
を
指
摘

す
る
研
究
が
進
み
、
こ
こ
に
共
和
主
義
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
史
解
釈
が
新
た

な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
シ
ヤ
ル
ホ
ウ
プ
は
、
先
行
業
績
の
動
向
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

こ
の
共
和
主
義
解
釈
が
建
国
期
の
ア
メ
リ
カ
理
解
に
新
た
な
光
を
投
じ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
続
く
一
九
七

0
年
代
・

八
0
年
代
は
、
彼
の
予
測
に
反
し
共
和
主
義
解
釈
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
め
ぐ
っ

て
激
し
い
議
論
が
戦
わ
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
思
想
史
の
分
野
に
限

る
も
の
で
は
な
く
、
法
学
や
法
哲
学
、
社
会
史
、
女
性
史
、
南
部
史
と
い



っ
た
ア
メ
リ
カ
研
究
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
ま
で
論
争
を
引
き
起
こ
す
こ

(2) 

と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
共
和
主
義
解
釈
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
定
着

す
る
ど
こ
ろ
か
、
反
対
に
共
和
主
義
解
釈
と
自
由
主
義
解
釈
と
の
論
争
を

導
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
「
共
和
主
義
解
釈
対
自
由
主
義
解
釈
」
と
は
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
代
表
す
る
研
究
を
手
が
か
り

と
し
な
が
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
考
察
対
象
を

建
国
期
ア
メ
リ
カ
の
思
想
の
分
野
に
限
定
し
て
論
争
の
経
緯
を
紹
介
す
る

と
と
も
に
、
二
つ
の
解
釈
の
対
立
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
「
自
由
」
の
解

(
3
)
 

釈
の
相
違
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

自
由
主
義
解
釈

共和主義と自由主義

ア
メ
リ
カ
思
想
の
自
由
主
義
解
釈
と
は
、
ア
メ
リ
カ
思
想
の
形
成
・
発

展
に
お
い
て
、
種
々
の
思
想
の
な
か
で
も
特
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
影
響

を
強
調
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、
の
ち
に
ロ
ッ
ク
以
外
の
思
想
の
影
響
力
が

指
摘
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
そ
の
支
配
的
地
位
を
失
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ

れ
ま
で
の
解
釈
は
ま
さ
に
「
ロ
ッ
ク
の
他
な
し
」

(
F
2
Z
2
育
児
Z
Z白

(
4
)
 

E
E
)
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
自
由
主
義
解
釈
は
ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
の
特
徴
を
ロ
ッ

ク
的
思
想
と
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
ロ
ッ
ク

的
思
想
」
の
内
容
は
一
見
し
て
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ロ

ッ
ク
の
主
張
の
ど
の
面
を
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
思
想
の
特
徴
と
す
る
の
か
が

明
確
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
「
ロ
ッ
ク
的
」
な
る
も
の
を
め
ぐ

る
解
釈
の
相
違
が
、
自
由
主
義
共
和
主
義
論
争
を
構
成
す
る
一
つ
の
要

素
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
自
由
主
義
解
釈
を
代

表
す
る
こ
つ
の
研
究
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
の
思
想
が
い

か
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

(
ニ
ヵ
l
ル
・
ベ
ァ
カ

I
『
独
立
宣
言
ー
ー
l
t
政
治
思
想
史
の
一
研
究
』

ア
メ
リ
カ
革
命
の
思
想
的
淵
源
を
ロ
ッ
ク
の
思
想
に
求
め
た
代
表
的
研

(
5
)
 

究
の
一
つ
が
ベ
ッ
カ

l
の
『
独
立
宣
言
』
(
一
九
二
二
年
)
で
あ
る
。
同

書
は
、
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
起
草
に
か
か
る
独
立
宣
言
の
各
草
案

の
文
一
言
を
実
証
的
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
表
明
さ
れ

(
6
)
 

た
思
想
が
何
に
由
来
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
本
稿
の
視

角
か
ら
ベ
ッ
カ

l
の
『
宣
言
』
が
問
題
と
な
る
の
は
、
以
下
の
三
つ
の
点

に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
「
独
立
宣
言
」
に
表
明
さ
れ
た
思
想

が
「
自
然
権
思
想
」
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
第
二

に
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
人
が
自
然
権
思
想
を
「
当
然
の
こ
と
と
し

て
」
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
独
立
宣
言
」
に
表
明
さ
れ
た

北法45(3・187)473
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自
然
権
思
想
が
、
た
ん
に
起
草
者
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
思
想
の
み
な
ら
ず
、

当
時
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
指
導
者
間
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
思
想
を

反
映
し
て
い
た
と
み
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
の
点
が
自
由
主
義

共
和
主
義
論
争
に
最
も
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
革
命
期
の
ア
メ

リ
カ
人
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
思
想
家
の
な
か
で
、
特
に
ロ
ッ
ク
を
中
心
に

す
え
て
議
論
し
て
い
る
。
ベ

7

カ
l
は
、
「
大
概
の
ア
メ
リ
カ
人
は
ロ
ッ

ク
の
作
品
を
一
種
の
政
治
的
福
音
と
し
て
吸
収
し
て
い
た
し
、
独
立
宣
言

は
、
そ
の
形
体
に
お
い
て
も
、
そ
の
修
辞
に
お
い
て
も
、
ロ
ッ
ク
の
統
治

(
7
)
 

論
第
二
論
文
の
い
く
つ
か
の
文
章
に
き
わ
め
て
近
い
」
と
い
う
判
断
を
下

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
然
権
思
想
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
ロ
ッ

ク
の
思
想
が
革
命
期
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な

理
解
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ
ッ
カ

l
の
『
宣
言
』
は
革
命
期
の
政
治
思

想
の
全
体
を
考
察
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
議
論
は
あ
く
ま

で
も
「
独
立
宣
言
」
に
表
明
さ
れ
た
思
想
的
内
容
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら

得
ら
れ
た
結
論
を
も
と
に
当
時
の
思
想
状
況
を
類
推
し
た
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
書
が
「
独
立
宣
言
」
公
布
当
時
の
ロ

y
ク
の
影
響
を

重
視
し
、
植
民
地
が
『
統
治
論
』
で
展
開
さ
れ
た
自
然
法
の
下
で
の
自
由
・

平
等
の
思
想
を
受
容
し
て
い
た
と
し
た
こ
と
は
、
ロ
ソ
ク
以
外
の
思
想
家

の
影
響
を
指
摘
す
る
ほ
か
の
歴
史
家
た
ち
の
批
判
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
、
革
命
期
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
と
自
然
権
思
想
の
影
響
力
に
疑
問
を
差

し
は
さ
む
個
別
的
研
究
業
績
は
、
や
が
て
大
き
く
共
和
主
義
解
釈
に
合
流

し
て
い
く
が
、
そ
れ
ま
で
は
こ
の
「
ロ
ッ
ク
の
他
な
し
」
と
い
う
状
況
が

続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

北法45(3・188)474

(
一
一
)
ル
イ
ス
・
ハ

l
ツ
『
ア
メ
リ
カ
自
由
主
義
の
伝
統
』

一
九
五

0
年
代
前
半
に
は
、
植
民
地
人
の
思
想
形
成
に
最
も
影
響
を
及

ぼ
し
た
の
は
ロ
ッ
ク
で
あ
る
と
す
る
ベ
ッ
カ

l
の
見
解
に
対
し
、
ロ
ッ
ク

以
外
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
思
想
の
影
響
を
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
程
度
の
進

(8) 

展
を
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
流
れ
に
逆
行

す
る
か
の
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
と
「
自
由
主
義
」
と
を
あ
ら
た
め
て
強
調
す

る
重
要
な
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
ル
イ
ス
・
ハ

l
ツ
の
『
ア
メ
リ
カ
に
お

(
9
)
 

け
る
自
由
主
義
の
伝
統
』
(
一
九
五
五
年
)
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
ヨ
ー

ロ
ァ
パ
と
比
較
し
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
は
旧
世
界
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
封

建
的
、
宗
教
的
圧
迫
の
伝
統
を
も
た
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
す
る
。

ア
メ
リ
カ
は
ト
ソ
ク
ヴ
ィ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
い
わ
ば
「
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
平
等
」
な
社
会
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
は
じ
め
か
ら
自
由
主
義

社
会
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
こ
で
は
「
自
由
主
義
」
は
一
種
の
「
自
然
現

象
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
自
然
現
象
」
と
し
て
の
「
自
由
主
義
」
は
、

建
国
時
の
貴
族
主
義
者
と
民
主
主
義
者
と
の
対
立
や
、
南
北
戦
争
、
一
九



世
紀
末
の
革
新
主
義
運
動
と
い
っ
た
深
刻
な
危
機
を
経
験
し
な
が
ら
も
、

決
し
て
そ
の
存
在
を
根
本
か
ら
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結

果
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
自
由
主
義
」
は
、
他
の
思
想
を
排
除
す
る
「
絶

対
的
自
由
主
義
」
(
白
宮
♀
丘
町

-
g
m
E
Z
B
)
と
化
し
、
つ
い
に
冷
戦
期
に

お
い
て
「
反
米
」
「
反
共
」
の
名
の
も
と
、
「
自
由
主
義
」
以
外
の
思
想
を

弾
圧
す
る
自
由
抑
圧
の
力
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
歴
史
の
逆
説
す
ら
生
ま
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

共和主義と自由主義

ハ
l
ツ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
思
想
の
伝
統
が
、
自
由
主
義
、
し
か
も

古
典
的
ロ
ッ
ク
的
な
意
味
の
自
由
主
義
の
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
点
で
、
ベ
ッ
カ
!
と
同
じ
解
釈
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
両
者
を
同
じ
自
由
主
義
の
文
脈
で
語
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
点

を
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
ハ

l
ツ
の
考
察
は
ベ
ッ

ヵ
ー
や
後
述
の
共
和
主
義
解
釈
研
究
の
い
ず
れ
よ
り
も
広
く
、
建
国
期
か

ら
一
九
三

0
年
代
の
ニ
ュ

1
・
デ
ィ

l
ル
ま
で
を
射
程
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
ハ

l
ツ
の
研
究
は
狭
い
意
味
で
の
建
国
期
思
想
研
究
で
は
な
い
。

第
二
に
、
ハ

l
ツ
と
ベ
ッ
カ
!
と
で
は
、
思
想
史
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

異
な
っ
て
い
る
。
ベ

y

カ
l
や
共
和
主
義
解
釈
の
目
的
は
い
ず
れ
も
、

「
独
立
宣
言
」
や
一
七
・
一
八
世
紀
の
植
民
地
人
の
書
簡
や
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
新
聞
記
事
か
ら
当
時
の
ア
メ
リ
カ
人
が
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
思

想
の
起
源
を
史
料
に
そ
く
し
て
実
証
的
に
特
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ

ハ
l
ツ
の
場
合
、
史
料
の
実
証
的
分
析
を
目
的
と
は
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
ハ

l
ツ
は
革
命
の
思
想
的
起
源
そ
れ
自
体
の
究
明
を
目

的
と
し
た
の
で
は
な
く
、
松
本
礼
二
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
自

由
主
義
が
人
民
の
共
通
の
信
仰
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
い
た
る
ア
メ
リ
カ

の
特
殊
歴
史
的
な
条
件
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
こ
の
条
件
が
本
質
的
に

は
革
命
以
来
い
さ
さ
か
も
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に
注
意
を
促
す

(
叩
)

こ
と
に
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ベ
ッ
カ

l
や
共
和
主
義
学
派
と
は
方
法
や
目
的
を
異
に
す

る
と
は
い
え
、
ハ

l
ツ
は
建
国
以
来
、
自
由
主
義
と
ロ
ッ
ク
と
が
ア
メ
リ

カ
の
政
治
観
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
を
提
示
し
た
。
そ

の
点
で
彼
を
自
由
主
義
解
釈
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
異
論
は
な
か

ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
ク
や
自
由
主
義
以
外
の
思
想
の
影
響
を
強
調

す
る
の
が
次
に
述
べ
る
共
和
主
義
解
釈
で
あ
る
。

に
対
し
て
、

共
和
主
義
解
釈

(
日
)

一
九
五

0
年
代
の
新
保
守
主
義
史
家
に
対
し
て
、

六
0
年
代
に
入
る
と
古
典
的
共
和
政
体
を
理
想
と
す
る
共
和
主
義
思
想
や

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
カ
ン
ト
リ
ー
派
、
「
反
対
派
」
の
思
想
を
強
調
す
る
研

究
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
登
場
す
る
。
や
が
て
そ
れ
ら
の
研
究
か
ら
、
共
和
主
義

北法45(3・189)475
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解
釈
が
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

立
場
を
代
表
す
る
の
が
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
イ
リ
ン
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ウ
ツ

(ロ)

ド、

J

・
G
・
A
・
ポ
コ
ッ
ク
で
あ
る
。

こ
の
三
人
は
、
建
国
期
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
和
主
義
の
影
響
力
を
自

由
主
義
の
そ
れ
よ
り
も
強
調
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

三
人
は
じ
つ
は
ロ
ッ
ク
の
影
響
力
に
つ
い
て
も
、
ま
た
植
民
地
独
立
に
つ

い
て
も
、
異
な
っ
た
評
価
を
下
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ベ
イ
リ
ン
、

ウ
ッ
ド
、
ポ
コ
ッ
ク
の
共
和
主
義
解
釈
を
比
較
し
、
彼
ら
の
間
の
相
違
点

を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
彼
ら
と
自
由
主
義
解
釈
派
と
の
根
本
的
な
争

点
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
以
下
三
つ

の
研
究
は
、
議
論
の
射
程
距
離
に
違
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ベ
イ
リ
ン

は
植
民
地
人
を
独
立
に
向
か
わ
せ
た
思
想
的
起
源
の
探
求
を
焦
点
と
し
て

い
る
の
に
対
し
、
ポ
コ
ッ
ク
は
一
八
世
紀
全
体
を
通
じ
て
支
配
的
で
あ
っ

た
思
想
の
考
察
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
視
点
を
三
者

の
特
徴
(
他
二
者
と
の
相
違
点
)
の
比
較
と
革
命
期
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

ロ
ッ
ク
の
思
想
的
影
響
力
を
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
の
二

点
に
絞
っ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
こ
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
イ
リ
ン
『
ア
メ
リ
カ
革
命
の
思
想
的
起
源
』

バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
イ
リ
ン
の
『
ア
メ
リ
カ
革
命
の
思
想
的
起
源
』
(
一

九
六
七
年
)
は
、
植
民
地
人
を
イ
ギ
リ
ス
本
国
か
ら
の
独
立
へ
と
向
か
わ

せ
た
の
は
い
か
な
る
思
想
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
当
時
の
ア
メ

リ
カ
思
想
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
研
究
の
画
期
的
性
格
は
、
そ
れ

が
建
国
期
の
ご
く
一
部
の
著
名
な
政
治
指
導
者
の
言
論
を
も
と
に
論
を
進

め
る
の
で
は
な
く
、
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
論
説
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
説
法
、

詩
、
私
信
の
丹
念
な
渉
猟
を
も
と
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
そ
れ
は
、
ジ
エ
フ
7

ソ
ン
の
「
独
立
宣
言
」
の
み
を
考
祭
の
対
象
と

し
て
植
民
地
に
お
け
る
支
配
的
思
想
を
論
じ
た
ベ
ッ
カ
!
の
『
独
立
宣
言
』

ゃ
、
思
想
形
成
の
土
壌
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
比
較
し
て
概
括
的
に
論
じ
た

ハ
1
ツ
の
『
自
由
主
義
の
伝
統
』
と
比
べ
、
歴
史
学
的
実
証
性
の
レ
ヴ
ェ

ル
は
は
る
か
に
吉
岡
い
。

史
料
編
纂
作
業
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
か
ら
、
ベ
イ

リ
ン
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
植
民
地
人
は
独
立
を
宣
言
す
る
に
至

る
ま
で
に
、
ロ
ッ
ク
な
ど
の
啓
蒙
主
義
の
伝
統
ば
か
り
で
な
く
、
古
典
古

代
、
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム
、
コ
モ
ン
・
ロ
!
の
伝
統
も
受
け
継
ぎ
、
さ
ら

に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
草
命
と
そ
れ
に
続
く
共
和
政
時
代
の
政
治
思
想
の
影
響

を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
諸
起
源
の
な
か
で
最
も
影
響
力
が
大
き
か

っ
た
の
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
反
対
派
」
「
カ
ン
ト
リ
ー
派
」
の
思
想

で
あ
る
。
権
力
整
断
に
よ
り
堕
落
し
た
イ
ギ
リ
ス
内
閑
と
腐
敗
し
私
利
私

欲
を
追
求
す
る
議
会
と
を
批
判
し
た
「
カ
ン
ト
リ
ー
派
」
の
主
張
こ
そ
、
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ま
さ
に
一
七
六
三
年
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
植
民
地
統
制
が
強
化
さ
れ
、

植
民
地
人
が
享
受
し
て
い
た
自
由
が
脅
か
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
植
民
地
の
状

(U) 

況
に
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
う
ち
出
す
に
あ
た
り
、
ベ
イ
リ
ン
は
「
カ
ン
ト
リ
ー

派
」
の
主
張
の
な
か
に
も
、
自
然
権
思
想
や
社
会
契
約
論
、
混
合
政
体
に

よ
る
自
由
の
保
障
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か

し
彼
は
、
自
由
主
義
解
釈
派
が
強
調
す
る
そ
れ
ら
の
側
面
を
重
視
し
な
い
。

ベ
イ
リ
ン
が
特
に
着
目
す
る
の
は
、
「
カ
ン
ト
リ
ー
派
」
の
主
張
に
見
ら

れ
る
、
権
力
の
腐
敗
に
対
す
る
憂
慮
で
あ
り
、
そ
の
腐
敗
の
拡
大
が
も
た

ら
す
徳
の
喪
失
に
対
す
る
「
恐
怖
心
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
恐
怖
心
」

や
「
腐
敗
」
は
、
同
書
第
三
章
の
「
権
力
と
自
由
」
に
お
い
て
詳
し
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
ベ
イ
リ
ン
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
も
と

に
集
中
が
進
み
、
腐
敗
し
つ
つ
あ
る
権
力
に
対
し
、
「
自
由
」
を
保
持
す

べ
き
こ
と
を
説
い
た
「
カ
ン
ト
リ
ー
派
」
の
思
想
が
、
植
民
地
人
に
受
け

入
れ
ら
れ
、
そ
う
し
た
「
腐
敗
」
や
自
由
に
対
す
る
「
策
略
」
の
存
在
が

現
実
的
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
独
立
へ
と
立
ち
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
と

み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
思
想
家
の
影
響
力
を
カ
ン

ト
リ
ー
派
の
思
想
よ
り
強
調
す
る
点
に
関
し
て
は
、
ベ
イ
リ
ン
の
議
論
は

ウ
ッ
ド
や
ポ
コ

y
ク
の
議
論
と
大
差
は
な
い
。
し
か
し
、
ウ
ッ
ド
と
ポ
コ

ツ
ク
は
、
「
カ
ン
ト
リ
ー
派
」
の
主
張
の
な
か
で
も
腐
敗
に
対
す
る
「
徳
」

の
擁
護
や
私
益
に
対
す
る
「
公
益
」
の
優
位
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
植
民

地
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
彼
ら
を
独
立
U
理
想
的
共
和
政
体
の
樹
立
へ
と

い
ざ
な
っ
た
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ベ
イ
リ
ン
の
場
合
は
「
権

力
」
と
「
自
由
」
と
の
対
抗
関
係
を
主
軸
と
し
て
、
植
民
地
人
が
寸
腐
敗
」

を
恐
れ
、
権
力
集
中
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
「
自
由
」
を
保
持
す
べ
く
独

立
し
た
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ベ
イ
リ
ン
の
解
釈
は

権
力
に
対
抗
す
る
自
由
を
強
調
す
る
点
で
自
由
強
調
型
共
和
主
義
解
釈
で

あ
り
、
ウ
ッ
ド
や
ポ
コ
ッ
ク
の
そ
れ
は
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
強

調
型
共
和
主
義
解
釈
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ロ
ッ
ク
の
影
響
力
の
評
価
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
イ
リ
ン

は
独
立
に
至
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
植
民
地
人
が
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら

れ
る
思
想
的
淵
源
を
複
数
指
摘
し
、
そ
の
な
か
に
ロ
ッ
ク
の
自
然
権
思
想

(
U
)
 

や
社
会
契
約
思
想
が
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
の
影

響
力
は
、
思
想
的
淵
源
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
ベ

ッ
カ

i
や
ハ

l
ッ
、
ま
た
ジ
ョ
イ
ス
・
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
ら
の
い
わ
ば
新
自

(
日
)

由
主
義
解
釈
学
派
と
比
較
し
た
場
合
に
は
そ
の
重
要
性
は
相
対
的
に
低
く

評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
共
和
主
義
解
釈
派
の
ウ
y
ド

や
ポ
コ
ッ
ク
と
比
較
し
た
場
合
に
は
、
彼
女
ら
よ
り
も
ロ
ッ
ク
の
思
想
的

(
日
)

影
響
力
を
評
価
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ベ
イ

リ
ン
が
ロ
ッ
ク
の
思
想
を
諸
起
源
の
一
つ
に
数
え
る
と
き
に
は
、
ロ
ッ
ク

の
社
会
契
約
論
と
自
然
権
思
想
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
新
自
由
主

義
解
釈
派
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
ロ
ッ
ク
の
自
然
権
思
想
を
基
礎
と
す
る

近
代
的
な
個
人
主
義
的
自
由
主
義
を
指
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
は
た
だ
ち
に
啓
蒙
思
想
の
な
か
の
個
人
主
義
的

要
素
を
ベ
イ
リ
ン
が
否
定
し
た
も
の
と
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
新
自
由
主
義
解
釈
派
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
の
思
想
と
個
人
的
・
経
済

的
自
由
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
が
革
命
時
に
大
き
な
思
想
的
影
響
力
を
も
っ

て
い
た
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ベ
イ
リ
ン
は
ロ
ッ
ク
の

思
想
を
一
つ
の
起
源
と
し
て
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
植
民
地
人

に
及
ぼ
し
た
影
響
の
内
容
に
つ
い
て
は
新
自
由
主
義
解
釈
派
と
評
価
を
異

に
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ベ
イ
リ
ン
は
腐
敗
し
た
権
力
に
対
し
て
植
民
地
人
が
自

由
を
保
持
す
べ
く
独
立
し
た
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
自
由
」
は
、

個
人
主
義
的
自
由
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
解
釈
は
、
ア
メ
リ
カ
の
思
想
的

淵
源
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義
思
想
の
影
響
力
を
過
小
評
価
す
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
や
が
て
新
自
由
主
義
解
釈
派
の
批
判
を
招
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
二
)
ゴ
ー
ド
ン
・
ウ
ッ
ド
『
ア
メ
リ
カ
共
和
国
の
創
造
』

ベ
イ
リ
ン
が
ア
メ
リ
カ
独
立
の
思
想
的
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
の
に
対
し
、
ウ
ッ
ド
の
『
創
造
』
は
ア
メ
リ
カ
建
国
の
思
想

的
背
景
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
大
著
の
主
眼
は
、

独
立
ま
で
に
植
民
地
人
が
受
容
し
て
い
た
思
想
の
な
か
で
最
も
影
響
力
を

有
し
て
い
た
の
が
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ホ
イ
ッ
グ
の
思
想
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
独
立
以
後
、
各
邦
が
ホ
イ
ッ
グ
の
思
想
に
も

と
づ
き
共
和
国
の
建
設
を
試
み
た
こ
と
を
論
証
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
同

書
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
ウ
ッ
ド
の
主
た
る
関
心
は
一
七
七
六
年

に
ア
メ
リ
カ
が
独
立
を
宣
言
し
て
か
ら
一
七
八
九
年
に
合
衆
国
憲
法
が
発

効
す
る
ま
で
の
期
間
に
あ
る
。
そ
の
反
面
で
、
独
立
宣
言
以
前
の
思
想
的

起
源
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ウ
ッ
ド
は
ベ
イ
リ
ン
と
ほ
ぼ
同
じ
立
場
に
立

っ
て
い
る
。
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ア
メ
リ
カ
草
命
の
思
想
的
起
源
に
つ
い
て
は
、
ウ
ソ
ド
と
ベ
イ
リ
ン
は

一
致
す
る
も
の
の
、
独
立
の
根
本
的
動
機
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
点

で
、
両
者
は
見
解
を
異
に
す
る
。
ベ
イ
リ
ン
に
と
っ
て
独
立
革
命
を
引
き

起
こ
し
た
動
機
は
、
腐
敗
し
た
権
力
に
よ
っ
て
自
由
の
存
立
が
脅
か
さ
れ

る
と
い
う
植
民
地
人
の
「
恐
怖
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ウ
ッ
ド
の
場

合
は
、
た
び
重
な
る
本
国
の
圧
制
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
が
危

機
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
植
民
地
人
が
、
ホ
イ
ッ
グ
が
理
想
と
し
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た
共
和
政
体
を
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
独
立
に

至
っ
た
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
ダ
ニ
エ
ル
・
ロ
ジ
ャ

i
ズ
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
ベ
イ
リ
ン
の
解
釈
は
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
独
立
は
腐
敗
し
た

本
国
政
府
に
対
す
る
嘆
き
や
失
望
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
点
で

「
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
解
釈
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ッ
ド
の
解
釈
は

理
想
の
政
体
樹
立
と
い
う
高
遁
な
精
神
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
点

(口)

で
「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
思
想
を
起
源
と
し
て
特
定
し
な
が
ら

も
、
そ
の
い
ず
れ
の
面
を
強
調
す
る
か
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
解
釈
の

違
い
は
、
建
国
期
ア
メ
リ
カ
の
「
共
和
主
義
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い

う
点
と
も
関
係
す
る
。
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
植
民
地
人
は
腐
敗
し
堕
落
し

て
し
ま
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
を
新
世
界
に
再
構
築
し
よ
う
と
試
み
る

が
、
そ
の
場
合
の
古
き
良
き
国
制
と
は
「
共
和
政
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

過
去
の
歴
史
が
説
く
よ
う
に
、
共
和
政
で
あ
る
だ
け
で
は
統
治
の
腐
敗
を

回
避
し
得
な
い
。
共
和
政
体
で
あ
り
つ
つ
偉
大
な
国
家
で
あ
り
続
け
る
こ

と
の
成
否
は
、
共
和
国
を
構
成
す
る
人
民
の
資
質
と
精
神
に
か
か
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
「
倹
約
、
勤
勉
、
中
庸
、
質
素
と
い
っ
た
質
実
剛
健
な
独

立
自
営
農
民
の
特
性
が
社
会
を
堅
固
に
す
る
」
も
の
と
考
え
ら
れ
、
逆
に

そ
う
し
た
特
性
と
対
立
す
る
よ
う
な
者
修
や
個
人
的
利
益
追
求
を
志
向
す

(
時
)

る
こ
と
は
社
会
を
堕
落
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
ベ
イ
リ
ン
の

「
起
源
」
に
お
い
て
は
「
権
力
」
と
「
自
由
」
と
の
対
立
が
主
軸
に
す
え

ら
れ
た
の
に
対
し
、
ウ
ッ
ド
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
急
進
的
ホ
イ
ッ
グ
」

が
理
想
と
し
た
共
和
政
を
独
立
後
の
各
邦
に
い
か
に
樹
立
す
る
か
、
い
い

か
え
れ
ば
私
利
私
欲
よ
り
も
公
益
を
優
先
す
る
、
有
徳
な
人
民
か
ら
な
る

理
想
的
共
和
政
体
樹
立
の
た
め
の
奮
闘
と
そ
の
挫
折
と
が
叙
述
の
中
心
を

な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
益
を
私
益
に
優
先
さ
せ
、
者
修
や
利
害
の
多

様
性
を
共
和
国
の
存
立
の
観
点
か
ら
否
定
す
る
思
想
が
支
配
的
で
あ
っ
た

と
す
る
ウ
y
ド
の
共
和
主
義
解
釈
は
、
個
人
主
義
的
思
想
が
存
在
す
る
余

地
を
認
め
な
い
た
め
、
や
は
り
の
ち
に
新
自
由
主
義
解
釈
学
派
か
ら
の
反

論
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

ロ
ッ
ク
の
影
響
力
に
話
を
移
す
な
ら
ば
、
ウ
ッ
ド
は
一
七
七
六
年
の
独

立
宣
言
以
前
の
ロ
ッ
ク
の
影
響
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ

と
は
同
書
が
、
一
七
七
六
年
以
降
を
考
察
対
象
の
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
草
命
期
植
民
地
人
の
一
言
説
に
お
い
て
「
急
進
的
ホ
イ
ッ
グ
」
の
思

想
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
基
本
的
な
前
提
と
し
て
い
る

こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
思
想
的
影
響

を
ウ
ソ
ド
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
一
七
七
六
年
以
降
、
植
民
地
側
が
君
主

政
を
否
定
し
、
新
た
な
統
治
体
制
を
樹
立
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
で
あ

る
。
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
反
英
抗
争
時
に
本
国
l
植
民
地
問
で
争
点
と
な

っ
て
い
た
の
は
、
帝
国
と
そ
の
植
民
地
の
関
係
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
が
『
統
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治
論
』
で
展
開
し
た
自
然
状
態
に
お
け
る
個
人
の
同
意
に
よ
る
社
会
の
構

築
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
論
が
ア
メ
リ
カ

人
に
と
っ
て
重
要
に
な
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
、

各
邦
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
一
種
の
自
然
状
態
と
も
い
え
る
状
況
が
発
生
し

た
と
き
で
あ
っ
た
。
「
本
国
と
の
論
争
や
植
民
地
の
政
治
が
、
変
転
す
る

危
機
的
状
態
を
経
験
し
た
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
人
は
新
た
に
形
成
さ
れ

つ
つ
あ
る
彼
ら
人
民
の
あ
い
だ
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
た
人
民
と
国
家
と

の
関
係
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
の
、
契
約
論
的
な
新
し
い
類
推
を
必
要

(
ぬ
)

と
し
た
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ウ
ッ
ド
の
『
創
造
』
は
植
民
地
を
独
立
へ
と
駆
り
立
て
た

思
想
的
影
響
力
の
な
か
の
社
会
契
約
思
想
の
影
響
力
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し

な
か
っ
た
が
、
ロ
ッ
ク
と
の
関
係
で
は
こ
こ
に
も
う
一
つ
、
未
決
の
問
題

が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
法
の
下
で
の
自
由
で
平
等
な
諸
個
人
と
い
う

観
念
は
、
は
た
し
て
革
命
前
に
植
民
地
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
独
立
革
命

の
推
進
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ア
ッ
プ
ル
ピ
ー

ら
の
新
自
・
問
主
義
解
釈
学
派
に
よ
る
共
和
主
義
解
釈
批
判
は
、
独
立
革
命

が
無
私
の
公
民
か
ら
な
る
失
わ
れ
た
共
和
国
再
興
の
た
め
に
戦
わ
れ
た
と

す
る
解
釈
に
立
つ
な
ら
ば
、
独
立
直
後
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
顕
著
に
み
ら

れ
る
個
人
主
義
、
物
質
主
義
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
利
益
政
治
の
存
在

(
初
)

を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
独
立
直
後
の
社
会
状

況
は
、
一
七
七
六
年
以
前
に
も
個
人
主
義
的
自
由
主
義
が
存
在
し
て
い
た

(
幻
)

と
解
し
て
は
じ
め
て
説
明
し
う
る
と
し
、
ウ
ッ
ド
や
ベ
イ
リ
ン
が
一
七
七

六
年
以
前
の
ロ
ッ
ク
の
影
響
力
を
過
小
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
異
議
を
唱

北法45(3・194)480

え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
自
由
主
義
解
釈
学
派
が
独
立
以
前
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
ロ
ッ
ク
の
思
想
的
影
響
力
を
問
題
に
す
る
と
き
、
彼
ら
は
自
由
で
平
等

な
個
人
に
立
脚
す
る
、
よ
り
近
代
的
な
意
味
の
「
自
由
」
や
自
由
主
義
を

指
し
て
い
る
。
こ
の
「
自
由
」
を
め
ぐ
る
共
和
主
義
解
釈
派
と
新
自
由
主

義
解
釈
派
の
認
識
の
ズ
レ
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
と

し
、
こ
こ
で
は
ロ
ッ
ク
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
個
人
主
義
的
自
由
主
義
の

影
響
力
を
ウ
ッ
ド
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
の
み
触
れ
て
お
き
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
腐
敗
し
た
本
国
と
の
対
抗
関
係
か
ら
ア
メ
リ
カ
諸
植

民
地
は
共
和
国
の
樹
立
を
目
標
に
掲
げ
る
こ
と
と
な
る
が
、
彼
ら
植
民
地

人
に
と
っ
て
共
和
国
建
設
は
、
君
主
の
首
を
は
ね
る
と
い
う
単
な
る
政
体

改
変
を
意
味
す
る
以
上
に
、
ア
メ
リ
カ
共
和
国
の
「
性
質
」
が
問
わ
れ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
急
進
的
ホ
イ
ッ
グ
が
理
想
と

す
る
共
和
政
体
で
は
、
君
主
・
貴
族
・
庶
民
が
牽
制
し
合
い
、
そ
の
牽
制
・

均
衡
に
よ
っ
て
自
由
が
擁
護
さ
れ
た
。
し
か
し
、
君
主
や
貴
族
な
き
後
の

一
階
層
社
会
に
お
い
て
衆
愚
政
や
無
政
府
状
態
に
陥
る
こ
と
な
く
、
共
和
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政
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
私
益
を
公
益
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
公
徳

GEE--円
三
ユ
ロ
巾
)
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

共
和
主
義
解
釈
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
共
和
国
の
命
運
に
と
っ
て
人
民

の
公
徳
の
存
在
が
重
要
で
、
そ
う
し
た
公
徳
重
視
の
姿
勢
が
植
民
地
人
の

あ
い
だ
に
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
彼
ら
が
「
自
由
」
を
口
に
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
私
益
追
求

の
自
由
」
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ア
ッ

プ
ル
ピ
ー
ら
が
い
う
よ
う
に
近
代
的
自
由
主
義
と
古
典
的
自
由
は
、
区
別

さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ウ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。
ア
メ
リ
カ
植
民
地
人
が
受
容
し
た
ホ
イ
ッ
グ
の
思
想
に
お
い
て

は
、
「
最
も
重
要
な
自
由
と
は
、
公
的
な
あ
る
い
は
政
治
的
な
自
由
で
あ
」

り
、
個
人
的
な
自
由
と
公
共
善
と
は
、
互
い
に
敵
対
し
合
う
も
の
で
は
な

く
、
共
存
可
能
な
(
『

2
8門
広
島
芝
も
の
で
あ
っ
た
。
本
国
か
ら
の
独

立
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
植
民
地
人
に
と
っ
て
、
シ
ヴ
ィ
ル
・
リ
バ
テ

ィ
と
は
「
政
治
体
あ
る
い
は
国
家
の
自
由
で
あ
り
、
個
人
的
な
そ
れ
で
は

な
か
っ
た
」
。
「
一
体
と
し
て
の
人
民
は
彼
ら
自
身
の
利
益
に
反
す
る
よ
う

な
利
益
を
追
求
し
た
り
は
せ
ず
、
一
般
的
な
福
祉
を
一
体
と
な
っ
て
要
望

す
る
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
公
的
な
自
由
と
個
人
的
な
自
由
と
の
聞
の

(n) 

矛
盾
・
対
立
な
ど
存
在
す
る
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

公
共
善
の
た
め
に
私
的
利
益
追
求
の
自
由
が
犠
牲
に
さ
れ
る
と
し
て
も
、

私
的
自
由
が
主
張
さ
れ
る
た
め
に
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
公
的
自
由
が
確

立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
論
法
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
自
由

の
矛
盾
・
対
立
は
顕
在
化
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ウ
ッ
ド
の
解
釈
を
踏
ま
え
た
う
え
で
ア
ッ
プ
ル
ビ

l
の
批
判

の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
植
民
地
独
立
以
前
に
個
人
主
義
的
自
由
主
義
に

裏
打
ち
き
れ
た
思
考
様
式
が
存
在
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
ウ
ッ

ド
の
『
創
造
』
の
中
に
も
若
干
の
言
及
が
み
ら
れ
、
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
ら
が

批
判
す
る
ほ
ど
個
人
主
義
的
思
考
の
存
在
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
い
る

(
お
)

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ア
ッ
プ
ル
ピ

1
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
彼
の

解
釈
で
は
私
益
よ
り
も
公
共
善
が
強
調
さ
れ
る
た
め
、
自
由
主
義
的
思
考

様
式
と
共
和
主
義
的
思
考
様
式
と
が
措
抗
し
つ
つ
並
存
し
て
い
た
と
い
う

解
釈
は
生
み
出
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
「
自
由
」
を
め
ぐ
る
二
つ
の

解
釈
の
対
立
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
が
近
代
的
な
自
由
主
義
的
思
考
様
式

の
影
響
力
を
ど
の
程
度
と
み
て
い
る
か
の
差
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
近
代
的
自
由
主
義
思
想
が
横
民
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

認
め
た
と
し
て
も
、
ア
ッ
プ
ル
ピ

l
の
議
論
に
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
。

ア
y
プ
ル
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
独
立
以
前
に
も
植
民
地
人
の
間
に
は
近
代
的

意
味
で
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
共
和
主
義
と
が
並
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
本
国
の
圧
制
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
、
「
自
由
」
を

北法45(3・195)481



研究ノート

獲
得
せ
ん
と
蜂
起
し
た
植
民
地
人
に
と
っ
て
、
は
た
し
て
そ
の
時
の
「
自

由
」
は
近
代
的
個
人
主
義
的
自
由
を
意
味
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

ウ
ァ
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
革
命
期
、
特
に
独
立
宣
言
発
布
に
至
る
一
、

二
年
は
植
民
地
人
の
公
共
性
重
視
の
姿
勢
が
最
も
高
揚
し
た
時
期
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
対
本
国
と
の
闘
争
関
係
に
お
い
て
「
植
民
地
の
自
由
」
こ
そ
が

目
標
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
的
な
意
味
で
の
生
産
・

所
有
に
関
わ
る
経
済
的
な
自
由
を
、
植
民
地
人
を
し
て
独
立
へ
と
推
し
進

め
た
複
数
の
思
想
的
衝
動
の
な
か
で
特
に
強
調
す
る
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
の
解

釈
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
ウ
ッ
ド
は
腐
敗
し
た
イ
ギ
リ
ス
本
国
か
ら
の
自
由
獲
得
と

い
う
、
シ
ヴ
イ
ル
・
リ
パ
テ
ィ
熱
が
最
も
高
揚
し
た
時
期
に
お
い
で
さ
え
、

近
代
的
個
人
的
な
自
由
の
欠
如
を
問
題
と
す
る
植
民
地
人
が
少
数
な
が
ら

い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
独
立
の
大
義
の
前
に
は
、

微
少
な
勢
力
に
す
ぎ
ず
、
人
民
の
私
的
利
益
志
向
は
ま
だ
潜
在
的
で
し
か

な
か
っ
た
。
独
立
宣
言
の
後
、
各
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
共
和
主
義
精
神
に
立

脚
し
た
邦
憲
法
制
定
が
進
め
ら
れ
、
理
想
と
さ
れ
た
共
和
政
が
船
出
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
和
政
を
宣
言
す
る
こ
と
は
、
た
だ
ち

に
理
想
的
な
公
的
市
民
を
創
出
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
現
実
の
邦
政

治
に
お
い
て
は
、
公
共
の
徳
が
失
わ
れ
、
同
質
で
あ
る
は
ず
の
社
会
の
中

で
異
な
る
利
害
と
利
害
が
ぶ
つ
か
円
あ
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
建

国
の
父
祖
た
ち
は
古
典
的
共
和
主
義
に
基
づ
く
政
治
を
断
念
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
ウ
ッ
ド
の
『
創
造
』
は
、
多
元
的
利
益
政
治
と

い
う
、
新
し
い
政
治
科
学
に
依
拠
す
る
現
実
政
治
の
展
開
を
予
定
し
た
連

邦
憲
法
の
制
定
を
も
っ
て
「
古
典
的
政
治
の
終
駕

(§:zoご
-821

(M) 

門印ご
)ozzn印
)
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ッ
ド
の
『
創
造
』
は
、
共
和
主
義
の
展
開
を
主
軸
と

し
た
建
国
史
解
釈
を
提
示
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ウ
ッ
ド
が
連
邦
憲
法

制
定
期
に
は
ア
メ
リ
カ
社
会
が
共
和
主
義
的
政
治
か
ら
最
終
的
に
脱
却
し

た
と
見
る
の
に
対
し
、
連
邦
憲
法
制
定
後
も
共
和
主
義
が
ア
メ
リ
カ
の
思

想
の
主
流
を
占
め
て
い
た
と
解
釈
す
る
の
が
、
次
に
考
察
す
る
ポ
コ
ッ
ク

で
あ
る
。
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(三
)
J
-
G
・
A
-
ポ
コ
ッ
ク
『
マ
キ
ャ
ヴ
エ
リ
ア
ン
・
モ
メ
ン
ト
』

ポ
コ
ッ
ク
の
『
マ
キ
ャ
ヴ
エ
リ
ア
ン
・
モ
メ
ン
ト
』
は
、
そ
の
副
題
が

示
す
よ
う
に
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
マ
キ
ャ
ヴ
エ
リ
の
思
想
が
大
西
洋
の
両
岸
、

す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
非
常
に
強
力
な
共
和
主
義
思

想
と
な
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
大
著
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
と
関
係
す

る
同
書
の
第
十
五
章
「
徳
の
ア
メ
リ
カ
化
」
を
取
り
上
げ
る
。

ポ
コ
ソ
ク
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
英
米
の
政
治
思
想
を
根
本
的
に
特
徴

づ
け
て
い
た
の
は
ホ
イ
ッ
グ
派
の
思
想
と
、
ミ
ル
ト
ン
、
シ
ド
ニ
ー
、
ボ
ー



リ
ン
グ
ブ
ロ

l
ク
と
い
っ
た
ネ
オ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
派
の
思
想
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
彼
ら
の
思
想
の
系
譜
を
時
代
を
遡
っ
て
探
求
し
て
み
る
な
ら
ば
、

古
典
古
代
の
ロ

1
マ
の
共
和
政
に
傾
倒
し
た
マ
キ
ャ
ヴ
エ
リ
に
ま
で
た
ど

り
つ
く
と
い
う
。
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ア
メ
リ
カ
思
想
の
淵
源
を
ミ
ル
ト
ン
、
シ
ド
ニ
ー
ら
に
求
め
る
点
に
お

い
て
、
ポ
コ
ッ
ク
と
ベ
イ
リ
ン
、
ウ
ッ
ド
と
の
あ
い
だ
に
違
い
は
な
い
。

し
か
し
、
ポ
コ
ッ
ク
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
の
共
和
主
義
解
釈
は
次

の
よ
う
な
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
共
和
主
義
思
想
伝
播
に

つ
い
て
の
彼
の
解
釈
が
、
他
の
い
ず
れ
の
共
和
主
義
史
家
よ
り
も
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
的
思
想
と
そ
の
「
系
譜
」

(25お
と
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ベ
イ
リ
ン
、
ウ
ッ
ド
も
一
八
世
紀

ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
の
淵
源
を
一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
思
想
に
求

め
て
は
い
る
が
、
ポ
コ
ッ
ク
の
場
合
、
一
七
・
一
八
世
紀
英
米
の
共
和
主

義
思
想
を
、
さ
ら
に
遡
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
系
譜
に
結
び
つ
け
る
点

が
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
ウ
ッ
ド
は
、
理
想
と
さ
れ
る
共
和
政
を
維
持
す
る
た
め
に
偶

人
は
私
益
を
公
益
に
譲
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
解
釈
し
た
が
、
ポ
コ
ッ

ク
の
解
釈
で
は
、
共
和
主
義
で
重
要
な
の
は
、
公
益
の
た
め
の
無
私
よ
り

も
、
公
民
的
資
質

(
2
5
2与
を
と
公
民
と
し
て
の
政
治
参
加
で
あ
っ

た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ポ
コ
ッ
ク
の
共
和
主
義
は
ベ
イ
リ
ン

や
ウ
ッ
ド
の
よ
う
な
共
和
主
義
の
「
規
制
的
」
な
側
面
で
は
な
く
、
「
自

(
お
)

己
実
現
」
に
励
む
公
民
像
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
特
徴
は
、
こ
の
点
に
ポ
コ
ッ
ク
の
特
異
性
が
最
も
よ
く
現
れ
、

か
つ
彼
に
対
す
る
批
判
が
最
も
集
中
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
徳
」
対
「
商
業
」

と
い
う
二
元
論
的
対
立
図
式
が
一
八
世
紀
全
般
を
理
解
す
る
際
に
有
効
で

あ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
一
八
世
紀
全
般
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ア
メ

リ
カ
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地
統
治
か
ら
反
英
抗
争
、
一
七
七

六
年
の
独
立
宣
言
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
の
各
邦
憲
法
制
定
、
そ
し
て
連

邦
憲
法
批
准
に
よ
る
大
陸
大
の
共
和
国
建
設
ま
で
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ポ
コ
ッ
ク
は
、
独
立
ま
で
の
一
、
二
年
を
頂
点
と
し
て
盛

り
上
が
っ
た
古
典
的
共
和
主
義
信
奉
の
気
運
が
、
そ
の
後
次
第
に
そ
の
熱

狂
度
を
失
っ
て
行
き
、
連
邦
憲
法
制
定
に
至
つ
て
は
古
典
古
代
を
理
想
と

す
る
共
和
政
治
が
放
棄
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
ウ
ッ
ド
に
反
論
し
、
腐
敗
を

も
た
ら
す
商
業
へ
の
反
感
、
い
い
か
え
れ
ば
「
徳
」
を
「
商
業
」
と
対
立

さ
せ
る
言
説
は
、
一
七
九

0
年
代
に
入
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
人
の
思
想
を
規

定
し
て
い
た
と
す
る
。

寸
徳
」
対
「
商
業
」
で
捉
え
る
ポ
コ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
ロ
ッ
ク
の
影

響
力
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
ベ
イ
リ
ン

は
ロ
ッ
ク
を
諸
思
想
の
う
ち
の
た
ん
な
る
ひ
と
つ
に
数
え
、
ウ
ッ
ド
は
過

小
評
価
し
た
。
し
か
し
、
ポ
コ
ッ
ク
は
や
や
強
引
な
、
否
定
と
も
受
け
取
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研究ノート

る
こ
と
の
で
き
る
評
価
を
ロ
ッ
ク
に
対
し
て
下
し
て
い
る
。
彼
は
、
ロ
ッ

ク
の
思
想
的
影
響
力
を
犠
牲
に
し
た
う
え
で
、
と
前
置
き
し
な
が
ら
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。
従
来
の
解
釈
は
、
独
立
革
命
時
の
ア
メ
リ
カ
に
み
ら

れ
た
契
約
思
想
や
自
然
状
態
へ
の
一
言
及
を
ロ
ッ
ク
と
結
び
つ
け
て
き
た
。

し
か
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
共
和
政
の
概
念
こ
そ
、
契
約
思
想
登
場
の
舞
台
を
準
備
し
た
の
で

あ
っ
て
、
ロ
ソ
ク
の
社
会
契
約
論
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
反
英
抗
争
時

の
植
民
地
人
が
抱
い
て
い
た
「
慨
嘆

f
z自
邑
ご
も
、
共
和
主
義
の

腐
敗
に
対
す
る
嫌
忌
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
共
和
国
の

建
設
は
、
自
然
状
態
へ
の
安
易
な
回
帰
の
観
点
か
ら
推
進
さ
れ
た
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ポ
コ

y

ク
は
、
植
民
地
人
に
と
っ
て
抵
抗
と
独
立

は
、
商
業
が
も
た
ら
す
腐
敗
と
徳
と
が
対
峠
し
、
指
抗
し
あ
う
な
か
の
ア

ム
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
で
矛
盾
し
た
契
機

(
g
o
B
g円
)
を
構
成
す
る
も
の
と

(
お
)

し
て
理
解
さ
れ
た
と
論
じ
る
。

ロ
ァ
ク
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ポ
コ
ッ
ク
自
身
、
あ
ら

か
じ
め
「
ロ
ッ
ク
を
過
小
評
価
す
る
犠
牲
の
上
に
」
と
断
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
彼
の
ロ
ッ
ク
評
価
は
従
来
の
ア
メ
リ
カ
思
想
の
ロ
ッ
ク
解
釈
に
一

石
を
投
じ
る
こ
と
に
熱
心
な
あ
ま
り
、
「
ロ
ッ
ク
の
他
な
し
」
に
代
わ
る
「
共

和
主
義
の
他
な
し
」
と
い
う
行
き
過
ぎ
た
解
釈
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
共
和
主
義
解
釈
派
と
一
般
に
総
称
さ
れ

る
三
人
の
研
究
は
、
対
象
と
す
る
時
代
や
「
共
和
主
義
」
の
解
釈
、
さ
ら

に
自
由
主
義
に
対
す
る
共
和
主
義
思
想
の
影
響
力
重
視
の
程
度
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
建
国
期
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
和

主
義
思
想
に
多
く
の
光
を
あ
て
、
そ
の
結
果
ロ
ッ
ク
の
影
響
力
を
重
視
し

な
い
点
で
は
少
な
く
と
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ロ
ッ
ク
的
自
由
主

義
の
軽
視
、
あ
る
い
は
無
視
に
対
し
、
そ
の
復
権
を
唱
え
る
立
場
が
登
場

す
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
共
和
主
義
|
新
自
由
主
義
論
争
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。
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自
由
主
義
の
復
権

(
ニ
ジ
ョ
イ
ス
・
ア
ッ
プ
ル
ビ

l

「
ア
メ
リ
カ
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
社
会
的
諸
起
源
L

ア
ッ
プ
ル
ピ

1
は
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
反
対
派
」
「
急
進

的
ホ
イ
ッ
グ
派
」
の
思
想
こ
そ
が
ア
メ
リ
カ
植
民
地
を
独
立
へ
と
駆
り
立

て
た
思
想
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
に
対
し
、
異
議
を
唱
え
た
ひ
と
り
で
あ

る
。
彼
女
の
「
ア
メ
リ
カ
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
社
会
的
諸
起
源
」
と
題

す
る
論
文
は
、
一
八
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

単
一
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
支
配
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
古
典
的
共
和
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主
義
と
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
自
由
主
義
的
経
済
思
想
の
二
つ
が
対

立
し
な
が
ら
並
存
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
新
し
い
。
彼
女
は
、

革
命
期
の
植
民
地
人
の
思
想
が
共
和
主
義
の
圧
倒
的
影
響
下
に
あ
っ
た
と

す
る
と
、
独
立
直
後
か
ら
顕
著
で
あ
っ
た
個
人
主
義
、
物
質
的
繁
栄
志
向
、

利
益
集
凶
政
治
の
存
在
を
説
明
で
き
な
い
と
し
て
、
複
数
の
思
想
が
存
在

し
て
い
た
と
解
釈
す
る
よ
う
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

同
論
文
は
、
ベ
イ
リ
ン
や
ウ
ッ
ド
、
ポ
コ
ァ
ク
ら
が
思
想
的
淵
源
と
し

た
「
反
対
派
」
が
置
か
れ
て
い
た
当
時
の
政
治
状
況
や
政
敵
と
の
論
争
点

の
再
検
討
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
ウ
ォ
ル
ポ

l
ル
政
権
と
在
野
派
と
の
論
争
は
、
た
ん
に
古
典
古

代
の
追
慕
(
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
い
う
と
こ
ろ
の
「
ノ
ス
タ
ル

デ
イ
ツ
ク
な
」
思
想
)
の
み
を
軸
と
し
て
戦
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
政

権
派
に
よ
る
国
策
と
し
て
の
商
業
拡
大
の
可
否
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一

面
で
こ
の
場
合
の
「
反
商
業
的
」
立
場
は
、
共
和
主
義
的
な
「
徳
」
対
「
商

業
」
と
い
う
一
言
説
に
依
拠
し
た
も
の
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
こ

こ
で
ア
ッ
プ
ル
ピ

l
が
重
視
す
る
の
は
、
在
野
派
と
政
権
派
の
論
争
が
、

た
ん
な
る
商
業
従
事
の
可
否
を
め
ぐ
る
も
の
で
は
な
く
、
政
府
が
自
然
調

和
的
市
場
経
済
に
不
当
に
介
入
す
る
こ
と
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
点
で
あ
る
。
彼
女
は
、
「
反
商
業
的
」
な
古
典
古
代
的
共
和
主
義
思
想

か
ら
は
、
市
場
の
自
律
性
を
前
提
と
し
た
議
論
は
導
き
出
さ
れ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
市
場
経
済
の
発
展
と
い
う
現
状
を
認
め
た
う
え
で
、
政
府
の
商

業
関
与
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
を
問
題
と
す
る
と
い
う
思
考
様
式
は
、
一

七
世
紀
の
自
由
主
義
的
社
会
経
済
思
想
に
そ
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
が
で

(
幻
)

き
る
と
一
耐
じ
る
。

そ
れ
で
は
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
ら
が
強
調
す
る
一
七
世
紀
の
経
済
思
想
の
特

徴
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
彼
ら
の
説
く
自
然
調
和

的
市
場
モ
デ
ル
と
は
、
自
然
の
社
会
秩
序
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
社
会
像
の
背
景
に
は
、
人
間
は
だ
れ
し
も
、
合
理
的
に
判
断
を
下
し

う
る
と
い
う
人
間
の
認
識
と
、
さ
ら
に
自
然
的
社
会
秩
序
に
お
い
て
は
自

発
的
・
自
律
的
な
個
人
が
互
い
に
交
流
し
合
う
と
い
う
個
人
認
識
と
が
存

在
す
る
。
つ
ま
り
、
共
和
主
義
に
お
い
て
は
「
私
」
に
対
し
て
「
公
」
が

優
位
し
た
が
、
経
済
思
想
に
お
い
て
は
「
合
理
的
」
で
「
自
律
的
」
な
個

人
が
肯
定
的
・
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
経
済
発
展
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
繁
栄
は
「
私
益
追
求
」

に
つ
い
て
も
新
た
な
認
識
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
古
典

的
共
和
主
義
に
お
い
て
は
、
徳
と
英
知
と
を
身
に
つ
け
た
公
民
が
、
私
益

を
投
じ
、
公
益
の
増
進
に
励
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
私
益
も
満

た
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
経
済
思
想
家
の
理
論
で
は
、
共
和
主
義

思
想
が
否
定
し
た
「
野
心
」
「
欲
望
」
「
生
活
向
上
意
欲
」
が
肯
定
さ
れ
、

(
叩
品
)

私
益
追
求
と
そ
の
充
足
に
よ
る
自
己
実
現
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
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れ
は
ま
さ
に
「
私
益
」
に
対
す
る
イ
メ
イ
ジ
の
大
転
換
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
本
国
の
思
想
状
況
は
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
に
と
っ
て
も
、

無
縁
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
世
紀
初
め
に
は
ア
メ
リ
カ
植
民
地
も

本
国
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
政
策
の
下
、
経
済
的
繁
栄
を
実
際
に
享
受
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
植
民
地
内
部
の
政
治
状
況
に
目
を
転
じ
て

み
る
な
ら
ば
、
高
級
官
吏
が
自
ら
の
利
益
に
適
う
よ
う
な
施
策
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
人
々
に
明
ら
か
と
な
る
に
つ
れ
、
恭
順
の
政
治
の
基
礎
を
な

す
、
社
会
上
層
に
対
す
る
人
び
と
の
信
頼
も
揺
る
ぎ
始
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
う
し
た
経
済
発
展
と
社
会
構
造
の
動
揺
が
現
実
に
進
む
な
か
、
植

民
地
に
お
い
て
も
私
益
追
求
を
肯
定
し
、
勤
勉
と
節
制
に
裏
打
ち
き
れ
た

(
却
)

社
会
的
地
位
上
昇
を
求
め
る
主
張
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
世

紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
思
想
状
況
と
同
じ
く
、
こ
う
し
た
私
益
肯
定
や
社

会
的
地
位
上
昇
容
認
と
い
っ
た
思
考
は
、
公
益
を
重
視
し
、
変
化
を
否
定

す
る
古
典
古
代
を
理
想
と
す
る
共
和
主
義
思
想
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
。

ア
ッ
プ
ル
ピ

l
の
共
和
主
義
解
釈
批
判
の
要
諦
は
、
共
和
主
義
思
想
以
外

の
思
想
が
一
八
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
メ
リ
カ
植
民
地
に
お
い
て
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ア
ッ
プ
ル
ピ

l
の
議
論
の
重
要
性
は
、
彼
女
が
単
に
ア
メ
リ
カ
革
命
思

想
の
思
想
的
淵
源
を
よ
り
広
く
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
女
の
指
摘
は
、
私
益
肯
定
を
前
提
と
す
る
社
会
的
上

昇
志
向
の
蔓
延
に
対
す
る
態
度
が
、
ジ
エ
ン
ト
リ
の
よ
う
な
植
民
地
社
会

の
上
層
に
属
す
る
人
び
と
と
貿
易
商
や
職
工
、
小
売
商
な
ど
の
中
・
下
層

に
属
す
る
人
び
と
と
で
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
ア

ッ
プ
ル
ビ
ー
は
共
和
主
義
解
釈
が
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
植
民
地

内
部
に
お
け
る
「
階
層
」
と
い
う
点
に
着
目
し
、
植
民
地
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
階
層
が
「
無
私
」
を
美
徳
と
す
る
共
和
主
義
思
想
を
遵
奉
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
た
し

か
に
植
民
地
の
中
で
も
高
等
教
育
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
社
会
上
層
の
ジ
エ

ン
ト
リ
の
あ
い
だ
で
は
、
古
典
教
育
の
影
響
が
強
く
、
そ
れ
ゆ
え
反
英
抗

争
の
際
に
彼
ら
の
理
論
的
支
柱
を
な
し
た
の
は
、
本
国
の
「
腐
敗
」
に
ア

メ
リ
カ
の
「
徳
」
を
対
置
す
る
共
和
主
義
思
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
非

特
権
層
に
と
っ
て
本
国
政
府
に
よ
る
植
民
地
経
済
の
統
制
は
、
腐
敗
よ
り
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も
ま
ず
植
民
地
の
繁
栄
に
対
す
る
干
渉
・
妨
害
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
近
代
的
自
由
主
義
に
依
拠
し
つ
つ
独
立
運
動
に
コ
ミ
ッ
ト

し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
が
社
会
の
上
層
と
中
・
下
層
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
古
典
的

共
和
主
義
と
近
代
的
自
由
主
義
と
を
結
び
付
け
て
解
釈
し
て
い
る
点
は
議

論
の
余
地
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
植
民
地
ア
メ
リ

カ
に
複
数
の
思
想
が
並
存
し
、
階
層
分
化
も
か
な
り
進
行
し
て
い
た
と
す



る
指
摘
は
、
あ
た
か
も
植
民
地
人
が
一
つ
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
あ
ら
ゆ

る
階
層
が
全
く
同
じ
理
想
を
掲
げ
て
独
立
へ
と
向
か
っ
た
か
の
よ
う
な
印

象
を
想
起
さ
せ
る
共
和
主
義
解
釈
の
弱
点
を
的
確
に
突
い
た
と
い
え
る
。

(
二
)
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
「
共
和
主
義
解
釈
再
考
」

ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
が
一
九
八
二
年
に
発
表
し
た
「
共
和
主

(
初
)

義
解
釈
再
考
L

も
、
ア
ソ
プ
ル
ピ

i
同
様
、
基
本
的
に
ロ
ッ
ク
や
社
会
急

進
主
義
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
、
共
和
主
義
解
釈
に
よ
っ
て

過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
論
文
は
自

由
主
義
と
共
和
主
義
の
影
響
力
の
程
度
を
比
較
し
、
そ
の
強
弱
を
測
定
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
議
論
の
焦
点
を
よ
り
絞
り
込
ん
で
、
共
和

主
義
解
釈
派
、
な
か
で
も
ポ
コ
ッ
ク
の
『
マ
キ
ャ
ヴ
エ
リ
ア
ン
・
モ
メ
ン

ト
』
の
基
本
的
主
張
|
|
一
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
共
和
主
義
思
想

が
ア
メ
リ
カ
人
の
一
言
説
を
規
定
し
て
い
た
と
す
る
主
張
ー
ー
を
批
判
し

た
の
で
あ
る
。

共和主義と自由主義

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ポ
コ
ッ
ク
は
一
七
九

0
年
代
の
フ
エ
デ
ラ
リ

ス
ツ
と
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
ズ
の
論
争
も
、
基
本
的
に
は
「
商
業
」
の
是
非
を

め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
八
世
紀
末
に
い
た
っ
て
も
な
お
、

コ
l
ト
対
カ
ン
ト
リ
ー
と
い
う
対
立
図
式
が
政
治
的
議
論
の
デ
ィ
ス
コ
ー

ス
を
規
定
す
る
枠
組
と
し
て
働
い
て
い
た
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ク

ラ
ム
ニ
ッ
ク
は
、
次
の
三
点
か
ら
反
論
を
試
み
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
第
一

に
、
一
七
六

0
年
代
に
も
、
す
で
に
「
課
税
L

や
「
代
表
制
」
と
い
っ
た

「
カ
ン
ト
リ
ー
対
コ

l
ト
」
の
枠
組
を
も
っ
て
し
て
は
解
決
で
き
な
い
問

題
が
人
々
の
議
論
の
対
象
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
す
べ

て
の
争
点
が
「
徳
」
対
「
商
業
」
と
い
っ
た
共
和
主
義
思
想
に
基
づ
い
て

議
論
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

被
治
者
の
同
意
に
基
づ
く
課
税
や
公
平
で
平
等
な
代
表
選
出
、
さ
ら
に
権

限
受
託
者
背
信
時
の
人
民
の
革
命
権
な
ど
の
問
題
は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
の
権
利
に
基
づ
い
て
回
顧
的
に
議
論
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
自
然
権
に
基
づ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ロ
ッ
ク

(
訂
)

の
思
想
の
影
響
力
が
大
き
く
反
映
し
て
い
た
と
い
う
。

第
二
に
、
彼
は
議
論
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
同
じ
「
腐
敗
」
や
「
徳
」

と
い
っ
た
概
念
の
内
容
も
、
一
人
世
紀
の
前
半
と
後
半
と
で
は
変
化
し
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
腐
敗
」

と
は
、
公
益
を
顧
み
ず
私
益
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
混
合
政
体

の
機
能
不
全
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
権
限
の
集
中
を
指
し
た
の
に
対
し
、

一
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
「
腐
敗
」
は
「
怠
惰
」
「
放
蕩
」
「
非
生
産
性
」

「
無
能
」
を
意
味
し
、
腐
敗
し
た
政
治
制
度
と
は
「
能
力
の
な
い
人
聞
が

(
詑
)

公
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
」
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
「
有
徳
」

の
内
容
も
「
政
治
的
動
物
で
あ
る
」
こ
と
や
「
公
益
に
対
し
私
益
を
犠
牲

北法45(3・201)487
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をに
意す
味る
すこ
ると
よ 」

うで
には
なな
てコ ¥ 

て
「

し、 語台

た勉
ので
であ
あ00る
るどこ
。と

-， 

生
産
的
で
あ
る

と
」

第
三
に
、
「
有
徳
な
カ
ン
ト
リ
ー
思
想
」
対
「
腐
敗
し
た
コ

l
ト
思
想
」

と
い
う
図
式
を
強
力
に
押
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
階
層
対
立
が
隠
蔽

(
鈍
)

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
ポ
コ
ッ
ク
ら
共
和
主
義
解
釈
か
ら

は
、
「
反
商
業
」
を
唱
え
る
勢
力
が
あ
た
か
も
全
く
利
害
を
一
に
し
て
い

た
か
の
よ
う
な
印
象
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
公
益
の
尊
重
が
私

益
の
充
足
に
つ
な
が
る
と
す
る
共
和
主
義
に
お
い
て
は
、
利
害
の
多
様
性

は
否
定
さ
れ
、
社
会
の
均
質
性
が
共
和
政
体
存
立
の
要
件
と
な
る
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
共
和
主
義
の
理
想
と
一
八
世
紀
の
現
実
は
合
致
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
一
八
世
紀

後
半
、
す
な
わ
ち
各
邦
政
府
内
で
は
急
進
派
と
保
守
派
が
対
立
し
、
全
国

レ
ヴ
ェ
ル
で
は
連
邦
憲
法
制
定
派
と
反
対
派
が
対
立
す
る
の
と
並
行
し
て
、

「
貴
族
主
義
的
」
「
資
本
主
義
的
」
あ
る
い
は
「
封
建
的
」
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

的
」
と
い
っ
た
、
階
層
分
化
を
前
提
と
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
急
進
派
の
い
う
共
和
政
と
、

彼
ら
に
よ
っ
て
貴
族
主
義
者
と
批
判
さ
れ
た
人
び
と
の
い
う
共
和
政
と
は

同
一
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
徳
」
対
「
腐

敗
L

の
構
図
に
お
い
て
は
、
両
者
が
と
も
に
有
徳
な
公
民
か
ら
な
る
共
和

政
を
支
持
し
て
い
た
と
い
う
点
だ
け
か
ら
、
彼
ら
を
共
通
項
に
く
く
り
い

れ
て
し
ま
う
点
を
、
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
の
指
摘
は
、
共
和
主
義
の
言
説
が
一
八
世
紀
を
通
じ
て

支
配
的
で
あ
っ
た
と
す
る
ポ
コ
ッ
ク
の
見
解
に
対
す
る
反
証
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
の
批
判
が
、
一
八
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
共
和
主
義
思
想
の
影
響
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
の
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
は
「
徳
」
や
「
腐

敗
」
と
い
っ
た
共
和
主
義
思
想
の
鍵
概
念
が
一
八
世
紀
後
半
の
言
説
か
ら

姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
依
然
、

人
び
と
の
言
説
の
中
に
存
在
し
た
。
が
、
そ
う
し
た
表
面
上
は
同
じ
概
念

も
実
は
そ
の
中
身
を
変
え
、
「
私
益
追
求
」
と
寸
徳
」
は
も
は
や
か
な
ら

ず
し
も
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ク
ラ
ム
ニ
ツ

ク
は
共
和
主
義
思
想
の
影
響
力
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
ポ

コ
ッ
ク
ら
共
和
主
義
解
釈
が
概
念
の
変
容
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
点
を

批
判
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
や
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
の
共
和
主
義
批
判
は
、
シ
ヤ
ル
ホ
ウ

プ
が
仮
定
し
た
よ
う
に
共
和
主
義
解
釈
の
「
統
合
」
が
定
着
し
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
。
い
わ
ゆ
る
共
和
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
形
成
以
後
も
、
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
共
和
主
義
思
想
の
影
響
力
、
あ
る
い
は
自
然
権
思
想
、
社

会
契
約
思
想
の
重
要
性
が
争
点
と
な
っ
て
議
論
が
戦
わ
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
新
自
由
主
義
解
釈
に
よ
る
共
和
主
義
批
判
は
、
た
ん
に
二
つ
の
思

北法45(3・202)488



想
の
優
劣
の
問
題
を
指
摘
し
た
も
の
だ
け
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
。
ア
ッ
プ
ル
ビ

l
に
代
表
さ
れ
る
新
自
由
主
義
解
釈
学
派
は
、
ア
メ

リ
カ
社
会
内
部
の
対
立
の
契
機
が
軽
視
さ
れ
、
か
つ
て
の
ロ
ッ
ク
的
解
釈

に
代
わ
り
、
共
和
主
義
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
状
況
を

批
判
し
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
歴
史
を
「
抽
象
画
的
」
に
「
理

念
化
」
し
て
解
釈
す
る
共
和
主
義
解
釈
に
対
す
る
批
判
と
い
う
側
面
を
共

(
お
)

和
主
義
自
由
主
義
論
争
は
含
む
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び

共和主義と自由主義

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ベ
イ
リ
ン
、
ウ
ッ
ド
、
ポ
コ
ッ
ク
ら

の
共
和
主
義
解
釈
は
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
対
し
て

ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
や
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
ら
の
新
自
由
主
義
強
調
派
が
共
和
主
義

解
釈
の
修
正
を
求
め
、
こ
こ
に
共
和
主
義
解
釈
と
自
由
主
義
解
釈
が
並
立

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
注
意
す
べ
き
は
、
新
自
由
主
義
解

釈
派
は
共
和
主
義
解
釈
に
修
正
を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
説
く
共

和
主
義
思
想
の
影
響
力
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
共
和
主
義
対
自
由
主
義
」
論
争
の
眼
目
も
、
ア

メ
リ
カ
の
思
想
的
起
源
を
共
和
主
義
と
自
由
主
義
の
い
ず
れ
か
一
方
を
二

者
択
一
的
に
選
定
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
思

想
的
起
源
へ
の
目
配
り
の
必
要
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

新
自
由
主
義
解
釈
派
が
提
示
し
た
、
共
和
主
義
と
自
由
主
義
の
「
並
存
」

は
、
共
和
主
義
解
釈
派
の
ひ
と
り
で
あ
る
ベ
イ
リ
ン
に
よ
っ
て
も
支
持
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ベ
イ
リ
ン
は
、
一
九
九
二
年
に
出
さ
れ
た
『
思
想

的
起
源
』
増
補
版
序
文
の
な
か
で
、
自
ら
が
共
和
主
義
解
釈
派
の
一
人
と

目
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
自
分
は
、
ア

メ
リ
カ
の
指
導
者
た
ち
の
思
想
を
描
き
出
す
に
あ
た
り
、
彼
ら
を
一
面
的

に
「
シ
ヴ
イ
ツ
ク
・
ヒ
ュ

l
マ
ニ
ス
ツ
」
と
し
て
は
解
釈
し
な
か
っ
た
と

述
べ
、
さ
ら
に
、
「
革
命
の
指
導
者
た
ち
は
、
「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ

1
マ

ニ
ス
ツ
』
で
も
あ
り
、
ま
た
『
リ
ベ
ラ
ル
ズ
』
で
も
あ
り
、
た
だ
異
な
っ

た
時
期
と
異
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
強
調
を
し
て
い
た
」
と

(
お
)

し
た
の
だ
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
身
の
解
釈
に
対
す
る
誤
解
を
正

す
と
と
も
に
、
基
本
的
に
は
新
自
由
主
義
解
釈
の
見
解
に
同
意
を
与
え
た

も
の
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ベ
イ
リ
ン
の
一
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
共
和
主
義
対
自
由
主
義
」

論
争
は
、
共
和
主
義
思
想
と
自
由
主
義
思
想
の
「
並
存
」
と
い
う
一
応
の

決
着
を
見
る
に
至
っ
た
が
、
は
た
し
て
二
つ
の
思
想
が
対
立
し
な
が
ら
並

存
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
も
ち
ろ

ん
、
自
由
主
義
解
釈
派
は
「
個
人
主
義
的
自
由
」

北法45(3・203)489

や

「
個
人
性
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(
-
E
E
E田
口
々
)
」
、
「
経
済
的
自
由
」
を
強
調
す
る
点
で
共
和
主
義
解

釈
派
と
対
立
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
い
う
「
個
人
性
」
や
「
自
由
」
は

そ
も
そ
も
古
典
的
共
和
主
義
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
的
共
和
主
義
と
無
縁

な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
結
び
と
し
て
、
以
下
で
は
革
命
の
指
導
者
た
ち

は
「
シ
ヴ
イ
ツ
ク
・
ヒ
ュ

l
マ
ニ
ス
ツ
で
あ
り
リ
ベ
ラ
ル
ズ
で
も
あ
っ
た
」

と
い
う
ベ
イ
リ
ン
の
指
摘
を
手
が
か
り
に
、
共
和
主
義
と
自
由
主
義
の
親

和
性
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
人
が
書
物
を
通
じ
て
受
容

し
た
共
和
主
義
思
想
、
す
な
わ
ち
古
典
古
代
の
共
和
政
体
の
復
興
を
め
ざ

す
共
和
主
義
に
お
い
て
は
、
「
私
益
」
は
「
公
益
」
の
た
め
に
犠
牲
に
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
の
「
自
由
」
と
は
自
ら
望
む

と
こ
ろ
を
追
求
す
る
「
自
由
」
で
は
な
か
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
「
放
縦

(
E
S
E
-
0
5
E
g
)
」
と
結
び
つ
く
個
人
的
な
自
由
は
共
和
国
の
存
立
と

引
換
に
放
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
古
典

的
共
和
主
義
思
想
は
た
し
か
に
植
民
地
人
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
か
し
、

は
た
し
て
彼
ら
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
共
和
主
義
思
想
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け

入
れ
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
古
典
古
代
的
な
共
和
政
を
完
全
な
姿
の
ま
ま

復
興
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
机
上
で
知
る
古
典

的
共
和
主
義
と
、
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
の
影
響
を
受
け
て
形
成

さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
独
自
の
共
和
主
義
と
の
聞
に
は
少
な
か
ら
ざ
る
ズ
レ
が

存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
ズ
レ
に
つ
い
て
は
、
個
人
的
自
由
と
公
的
(
政
治
的
)
自

由
に
関
す
る
ウ
ッ
ド
の
説
明
の
中
に
示
唆
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
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ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、

一
七
七
五
年
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

M
-
ス
ミ
ス
の
一
言
葉

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
輩
命
の
指
導
者
の
あ
い
だ
に
も
、
経
済

的
自
由
に
対
す
る
ア
ム
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
が
存
在
し
て
い
た
。
古
典

的
共
和
主
義
の
影
響
を
受
け
た
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
富
の
追
求
」
「
富
の
蓄

積
」
は
「
公
益
」
を
顧
み
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
「
富
」
の

獲
得
を
-
認
め
る
こ
と
は
共
和
主
義
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
だ
と
す
れ
ば
勤
労
に
よ
り
財
産
を
得
、
節
制
に
よ
り
財
産
を
蓄
積
す

る
こ
と
も
否
定
さ
れ
る
の
か
。
勤
勉
に
よ
る
財
産
所
有
も
、
節
約
に
よ
る

富
の
蓄
積
も
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
共
和
国
と
い
う

理
想
の
た
め
に
は
「
個
人
的
な
自
由
」
は
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

自
由
の
一
部
を
成
す
財
産
所
有
ま
で
禁
じ
る
こ
と
は
、
自
由
そ
の
も
の
を

危
殆
に
お
と
し
い
れ
る
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
が
存
在
し
た

(
幻
)

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
典
的
共
和
主
義
思
想
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た

植
民
地
人
も
、
そ
う
し
た
思
想
に
も
と
づ
く
理
想
的
国
制
が
古
典
古
代
の

姿
の
ま
ま
再
現
可
能
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
疑
問
も
、
本
国
か
ら
独
立
し
、

共
和
国
を
建
設
す
る
と
い
う
大
義
の
前
に
は
、
微
力
な
も
の
で
し
か
な
か



っ
た
。
本
国
に
対
し
て
「
自
由
」
を
保
持
す
る
と
い
っ
た
場
合
の
「
自
由
L

と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
植
民
地
の
、
す
な
わ
ち
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
自
由
で

あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
そ
こ
で
は
経
済
的
な
自
由
と
結
び
つ
く
個
人
的
な

自
由
は
前
面
に
出
て
こ
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
共
和
主
義
解
釈
で
は
、
個
人

性
、
個
人
的
自
由
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
を
自
由
主
義
を

強
調
す
る
立
場
の
歴
史
家
は
批
判
す
る
。
し
か
し
、
革
命
期
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
共
和
主
義
が
、
自
由
主
義
解
釈
、
共
和
主
義
解
釈
の
い
ず
れ
も
が

前
提
と
す
る
ほ
ど
に
は
古
典
的
な
共
和
主
義
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

す
る
と
‘
個
人
性
・
個
人
的
自
由
は
、
後
者
の
強
調
す
る
ア
メ
リ
カ
的
共

和
主
義
の
な
か
に
す
で
に
包
含
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
で
て
く
る
の
で
あ

る。

共和主義と自由主義

最
後
に
、
共
和
主
義
自
由
主
義
論
争
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
、

「
自
由
」
「
共
和
国
」
「
徳
」
「
腐
敗
」
と
い
っ
た
概
念
の
変
容
に
つ
い
て

触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
概
念
変
容
の
指
摘
は
論
争
の
結
果
得
ら
れ
た
収

穫
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
共
和
主
義
解
釈
が
ア
メ
リ
カ
思
想

と
古
典
古
代
思
想
と
の
継
続
性
・
類
似
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
時
代
状

況
や
概
念
の
変
容
に
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
概
念
変

容
に
対
す
る
注
意
を
促
し
た
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
独

立
に
際
し
で
も
、
ま
た
各
邦
憲
法
制
定
に
際
し
で
も
、
さ
ら
に
一
八
世
紀

末
の
連
邦
憲
法
制
定
期
に
お
い
て
も
、
文
言
の
上
で
は
、
「
共
和
政
」
あ

る
い
は
「
共
和
主
義
的
で
あ
る
こ
と
」
は
選
択
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
鍵
概
念
も
実
は
状
況
に
応
じ
て
そ
の
内
容
を

変
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
、
新
自
由
主
義
解
釈
の
批
判
か
ら
明
ら
か
に
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

共
和
主
義
解
釈
が
ア
メ
リ
カ
思
想
に
お
け
る
古
典
的
共
和
主
義
の
影
響

を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
重
要
な
指
摘
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
八
世
紀
全
体
を
共
和
主
義
思
想
で
語
る
こ
と
は
、
異
な
っ
た
状
況
に
お

け
る
異
な
っ
た
争
点
の
存
在
を
暖
味
に
す
る
。
今
や
共
和
主
義
|
自
由
主

義
論
争
は
「
リ
ベ
ラ
ル
か
つ
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
」
と
い
う
帰
結
に
落
ち
着
き

つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
研
究
は
、
概
念
内
容
の
変
化
に
留
意
し
つ

つ
、
い
か
な
る
共
和
政
体
が
現
実
に
構
築
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
、

(
お
)

歴
史
学
的
に
明
ら
か
に
す
る
方
向
に
進
ん
で
き
て
い
る
と
い
え
る
。

註(
1
)
問
。

σ巾
『

門

開

ωEZMC℃
P
J
c
g
E
血

児

8
E
F
E
n
s
r
z
z巴回一

叶
町
巾
開
田
巾
円
四
魚
川
口
円
巾

D
同
白
ロ
己
ロ
【
同
巾
「
印
丹
田
口
品
目
口
問
。
『
児
巾
匂

EU--nm凶
口
広
田
田
口

〉
宮
内
司
呂
田
口
百
三
O
『H
C
m
『
若
宮
山
〉
建
主
S
苦
言
弘
ミ
自
q
c
E
S之、.

N
m
w
Q
白
ロ
-
H
m
w
叶

N
)
・
司
司
品
∞
∞
。

(
2
)
例
え
ば
、

E
な

h
白
君
、
皇
室
ミ
は
一
九
八
八
年
の
七
月
号
で
共
和

主
義
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
五
年
に
は
と
芝
3
S
S

C
E
5る
が
、
翌
八
六
年
に
は
ま
』
音
書
白
ミ
ミ
白

q
C
5
5る
が
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同
じ
く
共
和
主
義
特
集
号
を
発
行
し
て
い
る
。
思
想
史
以
外
の
分

野
に
お
け
る
共
和
主
義
自
由
主
義
論
争
に
つ
い
て
は
、

U
E
F巾
}

斗
河
口
乱
闘
巾
「
P

E

H

N

巾司
Eσ
ご門担ロ
Z
B
一
寸
『
巾
わ
印
『
町
巾
『

O
]「

E
n
oロ円巾℃
F
3

h
s
h
ヨ
ミ
ミ
.
h
苦
肉
苫
円
き
虫
色
。
タ
ゴ
山

Q
E巾
同
双
山
N
)
-
U
℃
・
=
ー

ω
∞
を

参
照
。

(
3
)

ア
メ
リ
カ
史
学
史
に
つ
い
て
は
、
有
賀
貞
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
ア
メ
リ
カ
革
命
史
研
究
の
展
開
」
『
ア
メ
リ
カ
革
命
』
(
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
)
に
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
期

の
政
治
思
想
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
武
「
〈
英
国
草
命
〉
一
七
七
六

年
1
1
1
思
想
史
的
独
立
革
命
論
の
た
め
に
」
阿
部
斉
他
編
『
ア
メ

リ
カ
独
立
革
命
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
)
に
多
く
を

負
っ
て
い
る
。

(
4
)
盟
国
一
吉
宮
・

E

河
内
宮

Z
H
n
2
3
E
F巾印目的・
3

U
・品川戸

(
5
)
の
恒
三
円
、
.
∞

R
r
mタ
コ

尽

U
R
E
S
H
H
S
H
O
¥
h
a
e
v
s
k
h宮町内
-
K
A

九円同豆、

§
円
旨
司
恩
師
円
。
q

A

¥

』
uaH円H円
三
位
向
白
白

(
Z
2弓
d

へO「
F
H
φ
N
N
-
『
2
・
a
-

H
m
X
N
)
 

(
6
)
な
お
、
ベ
ッ
カ

l
以
後
の
「
独
立
宣
言
」
の
思
想
研
究
に
つ
い

て
は
斎
藤
虞
「
『
独
立
宣
言
』
研
究
史
素
描
」
阿
部
斉
他
編
『
ア
メ

リ
カ
独
立
革
命
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
)
所
収
を
参

nロ
N
O

(
7
)

∞R
Zク
U
R
E
S
H
N
2
0・℃
-
N斗・

(
8
)
∞
E
ロ
5
事
ε
河
内
司

EU--gロ
ω百
円
宮
内
回
一
日
・

2

(
9
)
F
2
Z
出
血
ユ
タ
コ

z
と
ど
苦
』
守
主
主
主
吉
弘
書
偽

3
3・
h
z
h
s町内ポ

HZhミ
5

H

A

¥

与
遣
さ
円
室
、
。
之
江
町
白
目
吋
骨
量

h
p円
包
言
内

HFぬ
河
内
せ
ミ
ミ
H
喜

(ZmA宅
J

円
。
『
}
?
[
]
戸
市
山
印
印
]
]
戸
市
W

匂同)・

(
叩
)
松
本
礼
二
「
共
和
主
義
・
自
由
主
義
・
利
益
政
治
」
ア
メ
リ
カ

研
究
ク
l
ル
セ
ミ
ナ
ー
第
八
集
、
小
川
晃
一
・
片
山
厚
編
『
ア
メ

リ
カ
憲
法
の
神
話
と
現
実
』
(
木
鐸
社
、
一
九
八
九
年
)
、
一
一
一
一
一
一
頁
。

(
日
)
ア
メ
リ
カ
史
学
史
に
お
け
る
新
保
守
主
義
学
派
と
は
、
先
行
す

る
革
新
主
義
学
派
に
反
論
す
る
形
で
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。
革

新
主
義
学
派
が
地
域
的
、
あ
る
い
は
経
済
的
対
立
の
観
点
か
ら
ア

メ
リ
カ
史
を
解
釈
す
る
の
に
対
し
、
ハ

l
ツ
に
代
表
さ
れ
る
新
保

守
主
義
史
家
は
、
一
致
や
一
貫
性
|
|
ハ

1
ツ
で
あ
れ
ば
自
由
主

義
思
想
の
基
底
性
ー
ー
を
主
張
し
た
こ
と
か
ら
コ
ン
セ
ン
サ
ス
学

派
と
も
称
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
有
賀
、
前
掲
書
参
照
。

(
ロ
)
∞

3
白

E
F
-
-予
言
内
容
号
昔
日
目
安
也
君
。
¥
寄
与
華
僑
号
室

尽
き
ε
5
3
(
P呂
町
吋
広
岡
市
・
冨
即
日
目
・

5
雪
-
開
口
-
白
石
巾
品
開

E
r
g
-

E
S
)
・
。

c
E
S
ω
・
者

c
c
p
言
内
向
芯
忌
喜
久

H
p
h
h苦
S
S
a
p
-

3
ち
な
門
司
』
1
1
G
l
~
u
J由
U

Y

(

Z

巾当

J円。『
-
P
]
戸
市
出
。
。
)
・
」
の
〉
・
旬
。
円
。
円

-r

g-n
ミ

R
P
Sミ
s
s
-
h
s
s
hミ・

3
ミ
室
町
室
町

P
R
H
R白
』
叫
4
P
E
h
P
E
a
k

円百芯

b
E
S円
札
円
勾
雨
宮
室
内
白
苫
守
主
主
室
(
司
コ
ロ
円
巾
円
。
ロ
-
Z
」・・同市
W

斗
印
)

(
日
)
回
白

F
q
p
k
h
q
H
a
S
H』
0
3
h
H
S
F
匂・印

N・

(
H
)

』
『

E
K
J
℃

N
4

(
日
)
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
や
ク
ラ
ム
ニ
ッ
ク
ら
の
立
場
は
「
自
由
主
義
解

釈
派
」
あ
る
い
は
「
共
和
主
義
解
釈
批
判
派
」
と
し
て
言
及
さ
れ

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
ア
ッ
プ
ル
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共和主義と自由主義

ピ
ー
ら
は
単
に
ロ
ッ
ク
的
自
由
主
義
を
再
強
調
す
る
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
ベ
ッ
カ
ー
や
ハ

l
ツ
ら
と
区
別
す
る

た
め
「
新
自
由
主
義
解
釈
派
」
と
い
う
名
称
を
使
用
し
た
。
な
お
、

ピ

l
タ

l
・
オ
ウ
ヌ
フ
は
最
近
の
論
文
の
中
で
、
ア
ッ
プ
ル
ピ
ー

の
立
場
を
指
し
て
「
新
自
由
主
義

(
d
g
-
5
2恒
三
」
と
い
う
語

を
用
い
て
い
る
。
同
》
巾
丹
市
『

ω

O
ロロ戸

E

、口同巾凶円

Fozz，

r町内
2
8
p
z

S
Hと
S
き

白

E
-
h白
e
e
sミ
ミ
予
印
(
)
3
2
5
m
v
ω
Y
H
v
u
a
A
山口ー。
3
・

巾
印
司
・
℃
-
∞
寸
。

(
凶
)
ウ
ッ
ド
の
場
合
、
独
立
革
命
時
の
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
楠
民

地
と
の
聞
の
争
点
は
、
帝
国
対
植
民
地
の
関
係
で
あ
っ
た
た
め
、

ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
論
は
独
立
以
前
に
は
あ
ま
り
接
点
を
持
た
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
の
契
約
論
が
意
味
を
持
つ
の
は
、

む
し
ろ
一
七
七
六
年
に
独
立
を
宣
言
し
て
か
ら
後
、
各
植
民
地
が

政
府
を
構
築
す
る
と
き
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ポ
コ
ッ
ク
の
場
合
に
は
、

ア
メ
リ
カ
の
思
想
的
伝
統
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
影
響
力
の
軽
減
に

や
や
熱
が
入
っ
て
い
る
た
め
、
ロ
ッ
ク
の
思
想
的
影
響
を
否
定
し

て
い
る
。
当

8
P
守
S
宮
戸
司

N
∞
ω
一
2
2円
F
ミ白円
p
s
e
G
S
s

hhミ
ミ
ミ
e
h
F
V
(
〈
-
g
?
司
印
お
な
お
、
ベ
イ
リ
ン
、
ウ
ッ
ド
、

ポ
コ
ッ
ク
の
共
和
主
義
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
問
。
仏
間

ma-

-d巾℃
5
2
2
5
2
H
H
3
を
参
照
。

(
口
)
問
。
己
岡
町
『
P
E
河巾
U
E
U
-
-
円白ロ
z
g
¥
.
℃
H
m
v

な
お
、
ロ
ジ
ャ

l
ズ
は
「
ベ

シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
を
ウ
ッ
ド
と
ポ
コ
ッ
ク
の
共
和

主
義
解
釈
を
比
較
す
る
際
に
用
い
て
い
る
が
、
ベ
イ
リ
ン
も
腐
敗

に
対
す
る
恐
怖
か
ら
ア
メ
リ
カ
植
民
地
が
独
立
し
た
と
す
る
点
で
、

ポ
コ
ッ
ク
と
同
じ
く
「
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
解
釈
に
属
す
る

と
い
え
る
。

(
国
)
君
。
。

p
n
S尽
き
・
司

-S-

(叩)』『
~
X
t
・-℃
-
N
∞
ω
・

(

却

)

』

C
可
円
巾
〉
司
自
己
巾
σ
F
.
4
F巾
∞
。
門
戸
白
目
。
ユ
包
ロ
目
。
同
〉
呂
町
『
山
内
向
凶
ロ
河
中

〈

C
E
P
O
B
ミ

z
g
Z
羽
・
3
H
S
3ミ
ミ
与
さ
至
宝
固
定

3
・
主

(沼恒『口
F

E
叶∞)・

3
・。
ω
印・印∞

-a?同】・
ωω
叶・

(幻)』守札弘司自)田市町

hE

(
包
)
者

c
c
p
n苫
白
な
き
・
官
・

2
・

(
お
)
』
守
礼
子
百
四
)
⑦
品
ふ
印
ウ
ッ
ド
は
一
七
七
五
年
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

M
・
ス
ミ
ス
の
言
葉
を
引
い
て
、
八
ム
共
善
の
た
め
に
は
私
益
追
求

の
自
由
が
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
複
雑
な
感
情

が
革
命
指
導
者
た
ち
の
聞
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。

(
出
)
『
守
礼
子

n
z
x
a〈
・
な
お
、
ウ
ッ
ド
は
そ
の
後
の
論
文
「
徳
の
喪
失

と
私
益
の
興
隆
」
に
お
い
て
こ
の
見
解
を
改
め
、
一
七
九

0
年
代

に
お
い
て
も
共
和
主
義
解
釈
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
。
。
「

【

HCロ
∞
.
巧
CC【

H
-
J
E
2
3
Z
自
己

U
Z
5
Z
2
2
E口
市
帥
印
回
口
円

Z

F-mwE口
問
。
同
吾
巾
打
。
口
出
E
E
C
Cロ
¥
.
E
m
H
n
F即
『
門
日
∞
巾
巾
B
M
W
口
め
片
田
-
-
-

E
f
句
ミ
室

t
n
s志
号
、
恒
三
室
。
1
h
喜
朗
ミ
喜
四
円
リ
ミ
H

皇
室
町
札
皇
室
弘

、白書ミ
A
S
S
2ミ
5
S』
』
弘
幸
丘
町
、
(
己
・
。
同

zo--昨
F
n白『
o
-
5口
問
》
-

E
∞
斗
)
同
論
文
の
邦
訳
と
し
て
、
「
徳
の
喪
失
と
私
益
の
興
隆
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研究ノート

(
中
野
勝
郎
訳
)

|
|
連
邦
憲
法
制
定
を
め
ぐ
る
私
益
と
無
私
」

小
川
・
片
山
編
、
前
掲
書
所
収
。

(
お
)
河
口
ι同巾『
p
.
d巾℃
=σ-FE口同的自¥.℃
H
m
w
-

(部

)
2
2円F
ミ白町、
:
s
h
s
s
h
h屯
善
幸
町
-

H

】・

2
印・

(
幻
)
〉
U
U
Z
U】〉

E
ω
o三
巴

O
ユ
包
ロ
凶
¥
.
-
y
m
w

品。・

(
お
)
』
『
乞
h
M
-

℃
・
匂
仏
ム

(
却
)
与
広
・
・
司
匂
印
ω
な
お
、
ア
ッ
プ
ル
ピ

1
は
、
社
会
の
下
層
に
よ

る
平
等
な
配
慮
要
求
は
篤
信
と
よ
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

は
た
し
て
そ
う
し
た
思
想
が
宗
教
的
信
条
に
由
来
す
る
も
の
か
世

俗
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
由
来
す
る
も
の
か
の
判
断
は
難
し
い
と

し
て
い
る
。

(
却
)
目
印
白
血
円
穴
『
白
g
ロ戸内
F
.扇舟司ロ
σロ
円
白
ロ
河
内
三
回
5
ロ
Z
E
閉
山
市
〈

j
H
M
F
R
門
戸
ョ

へ山苦ミ
H.S3
同
礼
的
同
ミ
礼
町
三
河
き
札
、
E-
∞叶

C
E
口町
H
m
w
m山
N
)

・℃℃・。
N
m
w
G
品

(訂
)
H
E
t
-
-
℃

め

ω印

(

詑

)

』

守

H
t
・
-
司
旬
。
。
0
・。
H

(
お
)
』
「
乞
弘
・
刀
・
。
。
N

・

(
M
A
)
H
E
R
N
-
u
・。
ω印

(
お
)
こ
の
「
抽
象
画
的
理
念
化
」
と
い
う
比
聡
は
斎
藤
氏
に
よ
る
。

斎
藤
虞
『
ア
メ
リ
カ
草
命
史
研
究
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

二
年
)
、
四
六

O
頁
。
斎
藤
氏
は
共
和
主
義
解
釈
と
社
会
史
学
の
歴

史
解
釈
を
除
え
て
、
前
者
を
「
抽
象
画
的
理
念
化
」
、
後
者
を
「
細

密
面
的
具
象
化
」
と
し
て
い
る
。

(
お
)
回
巳
q
p
尽
き
な
h
R
B
H
0
3
h
g
p
℃
ご

(
幻
)
ぎ

o
c
p
n
S円

H
S・
3
2
i
g・

(
お
)
た
と
え
ば
、
寸

R
2
2
回白

--h百円
こ
の
〉
司

0
8円
}
P
E
F
-
n
-室
-

円
も
宮
丘
町
宮
s
h同
室
礼
町
芝
町
富
的
丘
町
誌
な
き

(
C
5
5
2
5、
司
『
巾
国
的
。
『

目ハ田口回目的・

5
∞
∞
)
一
中
野
勝
郎
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
体
制
の
確
立
』
(
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
)
。
前
者
は
、
一
八
世
紀
の
前
半
と

後
半
と
で
は
、
「
主
権
」
「
自
由
」
「
共
和
政
」
「
民
主
政
」
「
国
制
/

憲
法
」
と
い
っ
た
概
念
の
内
容
が
異
な
る
と
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の

よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
論
文
集
で
あ
る
。

後
者
は
、
「
反
共
和
主
義
的
」
政
策
を
推
進
し
た
と
さ
れ
る
初
代
財

務
長
官
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ

1
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
も
、
彼
独
自
の
ア
メ
リ

カ
的
共
和
政
の
実
現
を
構
想
し
て
い
た
と
す
る
。
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[
付
記
]
本
稿
は
、
平
成
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金

究
員
奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
特
別
研
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In 1972， looking over the accumulation of the unconventional explicatio日1ll
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studies emphasizing the role of republicanism in the political discourse of the 

eighteenth century wou!d provide scholars with further insights. In his article号

Shalhope concisely delineates how historians before World War n were guided 
by John Locke and his natural rights philosophy. But from the 1940's on， a 

challenging interpretation was on the rise， and it seemed that the new 

perspective took over the precedent・s place. Shalhope named this shift 

“republican synthesis，" hoping that it would produce a deeper understanding of 

the American Revolution. 

Contrary to his expectations， the synthesis hardly engendered a new 

paradigm. Instead， it launched a fierce debate among historians about two 

guiding principles for interpreting early American history一一 republicanand 

liberal. Through recapitulating the debate， 1 will try to explain the major 

differences between the two lines of interpretation. 

Unlike the earlier studies， which contended that Locke's ideas dominated the 

colonists' mind， the new research focused on republicanism and civic humanism 

rather than Lockean liberalism. According to these republican revisionists， 

“republic" meant more than a form of government to the Americans in the 

eighteenth century. The revolutionaries adored the ancient republics and 

envisioned America as a recreation of them. In order to create and maintain a 

republic， people have to be virtuous， disinterested， and civic minded. Republican 

revisionists revealed how strongly and powerfully republicanism directed the 

mode of thinking in the early America 

Since the rise of this republican interpretation， the pendulum swung to the 

extreme where Locke's influence was utterly neglected. Here a counteraction 

occurred. Some started to reem phasize the Lockean pers uasion. These so-called 

neoliberal scholars， however， did not intend to reestablish Lockean hegemony 

Rather， their purpose was to rectify their opponent's unidimensional， idealistic， 

and class-free interpretation. 

Now， the republican-liberal dispute has tentatively settled in the middle 

ground. Thus allowing an influential scholar to say that the revolutionaries 

were “both‘civic humanists' and ‘liberals'， though with different emphases at 

different times and in different circumstances." While this statement leaves the 
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historical argument ambiguous， recent studies are entering a new stage where 

the major historical research concerns what kind of republic the colonists 

actually had in mind and tried to create in eighteenth century America. 
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