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デ

カ

ダ

ン

ト
な
社
会
に
お
け
る
統
合

(ー)

晃

)/1 

序

エとh

H問

あ
る
国
家
や
文
化
を
、
そ
の
全
体
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
に
お
い
て
、
「
上
昇
」
と
「
下
降
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
考
察
す
る
乙
と
は
極
め

Fう

て
困
難
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ア
ス
ペ
ク
ト
を
す
べ
て
認
識

一
つ
の
国
家
、

一
つ
の
文
化
は
数
多
く
の
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、

デカダントな社会における統合

し
つ
く
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
困
難
を
克
服
し
た
と
し
て
も
、
な
お
重
大
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
あ
る
一
つ
の

ア
ス
ペ
ク
ト
で
は
「
上
昇
」
が
み
ら
れ
な
が
ら
他
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
は
「
下
降
」
現
象
と
み
ら
れ
る
も
の
が
生
成
す
る
と
い
う
場
合
が
あ

こ
の
場
合
そ
の
国
家
を
全
体
と
し
て
は
い
か
に
評
価
す
べ

ヲ。。
こ
う
し
た
場
合
は
例
外
で
は
な
く
て
む
し
ろ
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。

き
で
あ
ろ
う
か
、
「
上
昇
」
、
「
下
降
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
、

そ
の
国
家
K
対
し
い
ず
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
場
合
も
し
乙
の
国
家
や
社
会
の
全
体
的
評
価
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
ず
も
っ
て
評
価
者
の
中
に
様
々
な
ア
ス
ペ
ク
ト
に

対
応
し
て
価
値
判
断
の
順
位
が
既
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
社
会
現
象
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
価
値

判
断
に
基
づ
く
価
値
順
位
を
も
っ
て
い
る
。

「
自
由
」
、
「
平
等
」
、
「
統
合
」
、
「
利
益
」
と
は
こ
の
価
値
順
位
の
筆
頭
に
位
す
る
。

こ
の
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説

四
者
を
よ
り
多
く
実
現
す
る
社
会
が
よ
り
高
度
の
社
会
で
あ
る
。
従
っ
て
筆
者
は
先
ず
こ
の
四
つ
の
も
の
に
関
係
の
あ
る
い
く
つ
か
の
ア

ス
ペ
ク
ト
を
社
会
現
象
の
中
か
ら
え
ら
び
だ
し
、
先
ず
あ
る
国
家
や
文
化
が
こ
れ
ら
の
も
の
を
ど
の
位
現
象
せ
し
め
て
い
る
か
を
、

論

で、

ζ

れ
ら
四
者
を
い
か
に
配
合
し
て
い
る
か
を
と
ら
え
る
で
あ
ろ
う
。

値
順
位
を
引
照
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
当
国
家
(
文
化
〉
の
現
象
に

そ
う
し
た
上
で
、

ζ

の
四
つ
の
も
の
の
中
で
の
筆
者
な
り
の
価

「
上
昇
」
と
「
下
降
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
し
、

か
っ
そ
れ
ら
を
絞

述
す
る
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
価
値
判
断
に
共
感
し
な
い
入
、
あ
る
い
は
無
関
心
な
人
は
、

乙
こ
で
使
用
さ
れ
る

「
上
昇
」
と
「
下
降
」
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
価
値
判
断
が
含
ま
れ
な
い

「
ひ
ゆ
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
あ
る
い
は
筆
者
が
選
ん
だ
ア
ス
ペ
ク
ト
を

ば
国
家
や
文
化
の
な
か
で
の
種
々
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
う
ち
単
に
任
意
に
え
ら
ば
れ
た
に
す
ぎ
な
い
、

い
く
つ
か
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
し
て
理

解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

プ
ラ
ト
ン
は
唯
だ
一
一
穫
し
か
あ
り
え
な
い
と
す
る

「
最
善
国
家
」
を
描
い
た
。

乙
の
国
家
は
個
人
自
由
と
平
等
を
ぎ
せ
い
に
し
な
が
ら

統
合
を
「
最
高
度
に
」
実
現
し
て
い
る
閏
家
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
唯
一
の
最
善
国
家
と
い
う
観
念
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
思
想

か
ら
次
第
に
消
え
て
い
き
、
代
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
が
そ
れ
ぞ
れ
実
現
し
て
い
る
相
対
的
価
値
と
い
う
視
点
が
発
展
し
た
。

こ
れ
ら
の

思
畑
山
は
絶
対
的
価
値
の
観
念
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
を
一
応
ふ
せ
な
が
ら
現
実
の
個
々
の
国
民
を
扱
い
、
相
対
的
視
点
か
ら
こ

れ
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
政
治
論
を
最
初
に
体
系
化
し
た
典
型
的
な
思

と
う
し
た
思
考
様
式
を
発
展
さ
せ
、

想
家
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
が
追
求
す
る
価
値
「
目
的
」
を
通
し
て
政
治
論
を
展
開
し
た
。
彼
が
使
用

す
る

「
国
家
目
的
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
必
ず
し
も
適
切
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

そ
も
そ
も
国
家
は
目
的
の
た
め
に
組
織
化
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
個
人
主
義
的
自
由
主
義
的
な
国
家
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
認
識
論
一
般
か
ら
必
然
的
に
い
え

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
目
的
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
用
す
る
場
合
、
彼
な
り
の
観
点
、
か
=
り
す
る
彼
な
り
の
理
由
が
あ

てコ
し、

北法 14(1・2)2



っ
た
。

そ
の
観
点
と
は
彼
の
。
フ
ラ
ク
テ
イ
カ
ル
な
関
心
か
ら
き
て
い
る
。

つ
ま
り
彼
の
政
治
論
の
主
た
る
視
座
は
立
法
者

l
l建
国
者
や

改
革
者
と
し
て
の
立
法
者
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
立
法
者
と
い
う
も
の
は
、
先
ず
、
現
実
に
機
能
し
て
い
る
国
家
、
あ
る
い
は
機
能
し
う

る
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
及
び
こ
う
し
た
機
能
の
な
か
で
実
現
さ
れ
て
い
る
あ
る
い
は
実
現
さ
れ
う
る
価
値
(
つ
ま
り
「
エ
ス
プ
リ
」
)
を
把
握

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
い
で
、

乙
の
エ
ス
プ
リ
に
適
合
し
た
秩
序
を
組
織
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

乙
の
国
家
が
実
現
で
き
る
ポ
テ
ン

シ
ア
リ
テ
ィ
を
十
分
に
機
能
せ
し
め
、

乙
の
国
家
を
そ
れ
な
り
に
完
全
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
彼
は
国

家
目
的
の
相
対
化
と
い
う
視
点
に
ま
ず
立
ち
、
彼
が
生
き
て
い
る
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
、
社
会
体
制
を
考
察
し
、

乙
の
体
制
に
固
有
の
エ
ス
プ
リ
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
。

を
計
量
し
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
彼
は
乙
の
体
制
の
エ
ス
プ
リ
に
適
合
し
た
秩
序
の
組
織
化
U
法
制
度
化

と
う
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
考
方
法
は
基
本
的
に
は
本
稿
の
そ
れ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
同
家
の
エ
ス
プ
リ
を
相
対
化
し
多
元
化
す
る
。
最
も
極
端
に
い
え
ば
そ
れ
は
個
々
の
国
家
毎
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

手う

し
か
し
彼
は
こ
う
し
た
多
元
性
の
う
ち
に
幾
つ
か
の
視
点
か
ら
な
ん
種
類
か
の
類
型
化
を
試
み
る
。
気
候
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
な
さ

デカダントな社会における統合

れ
た
国
家
の
エ
ス
プ
リ
の
類
型
化
は
有
名
な
も
の
で
あ
る
。

だ
が
各
種
の
類
型
化
の
う
ち
、
「
共
和
制
」
、
「
君
主
制
」
、
「
専
政
制
」
と
い
う

類
刑
土
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
類
型
化
は
一
一

A

一
日
葉
で
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
体
制
の
類
型
化
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
社
会
体
制

や
文
化
形
式
の
そ
れ
を
も
同
時
に
含
ん
で
い
る
。

「
共
和
制
」

は
、
個
々
人
の
自
発
性
は
あ
る
が
、
個
人
自
由
の
徹
底
的
な

「
ぎ
せ
い
」

こ
こ
で
は
国
家
「
利
益
」
と
い
う
視
点
し
か
あ
り
え

に
お
い
て
統
合
を
完
成
し
た
体
制
の
栢
限
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
反
し
「
君
主
制
」
は
共
同
体
意
識
を
極
限
ま
で

北法 14(1・3)3
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「
ぎ
せ
い
」

に
し
て
個
人
に
最
大
限
の
自
由
を
与
え
る
体
制
の
極
限
形
態

こ
う
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
類
型
化
も
我
々
の
テ

1
マ
に
密
接
に
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
我
々
は

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
怨
を
手
が
か
り
と
し
て
稿
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。



説

彼
は
更
に

「
共
和
制
」
、
「
君
主
制
」
、
「
専
政
制
」

の
そ
れ
ぞ
れ
が

「
下
降
」
U
「
腐
敗
」
す
る
現
象
を
扱
っ
て
い
る
が
、

乙
の
点
で
も
彼

の
思
畑
山
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
上
昇
と
下
降

ω推
移
に
つ
い
て
は
彼
の
図
式
は
本
稿
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。

か
り

北法 14(1・4)4

論

に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
用
し
筆
者
の
推
移
を
図
式
化
す
れ
ば
次
の
'
如
く
な
る
。

ω 

仰
の
プ
ロ
セ
ス
は
そ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
場
合
と
類
似
し
て
い
る
が
、

ww
の
プ
ロ
セ
ス
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
図
式
と
一
致
し
な
い
。

てコ

ま
り
筆
者
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
休
制
も
建
問
当
時
の
休
制
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の

は
、
「
共
和
制
」
を
改
革
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
「
君
主
制
」

「
共
和
制
」

の
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
考

え
て
い
る
。
「
君
主
制
」

の

「
建
国
」

の

建

同
」
と
い
う
一
一
片
莱
は
必
ず
し
も
適
当
な
言
葉
で
は
な
い
。
従
っ
て
次
の
よ
う
な
図
式
が
考
え
ら
れ
る
。

下
降
、
腐
敗

建
国
H
「
共
和
制
」
|
↓
-
-
-
-
-
-
-
-

l
l
j
}
|
|

一

再

上

昇

下

降

、

腐

敗

山

初

期

体

制

「

1
v
「
君
主
制
」

i
l
v
・-

，BE
E
S
E
-
E
E

，、E
S
Z
E
B
-
-
t、
r
l
s
z
E
E
E
E
E

，、1
1
1
1
1
1
a
k

問
中
期
体
制
間
後
期
体
制

(a) (b) 

建
同
体
制
(
以
下
初
期
体
制
と
も
い
う
)
は
そ
の
ま
ま
下
降
す
る
場
合
も
あ
る

ω
が、

乙
の
下
降
を
下
降
の
始
期
に
お
い
て
改
革
し

「
君
主
制
」
(
以
下
中
期
休
制
と
も
表
現
す
る
)
を
形
成
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

乙
の
場
合
下
降
は

「
君
主
制
」

の
府
敗
と
し

て
(
「
後
期
体
制
」
日
デ
カ
ダ
ン
ト
休
制
〉
現
象
す
る
で
あ
ろ
う
、

こ
う
し
て
筆
者
は
並
列
的
で
あ
っ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
体
制
の
類
型

化
を
、
並
列
の
場
合
(
糾
と
似
と
の
並
列
)
を
認
め
な
が
ら
、
同
時
に
直
列
と
し
て
述
結
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。



本
稿
で
と
く
に
問
題
に
す
る
時
期
、
体
制
は

ω
の
プ
ロ
セ
ス
と
く
に
仰
の
後
期
デ
カ
ダ
ン
ト
体
制
の
場
合
で
あ
り
、

そ
の
他
の
場
合

は
仰
と
の
類
似
、

そ
の
他
の
関
係
が
存
立
す
る
場
合
の
み
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
「
建
国
」
及
び
建
国
体
制
の
デ
カ
ダ
ン

へ
，
の
上
昇
過
程
は
直
接
本
題
に
は
入
ら
な
い
が
、
本
題
を
照
明
す
る
限
り
で
は
絞
述
す
る
乙
と
に
し
た
い
。
本
稿
の
課

題
は
後
期
体
制
に
お
け
る
改
革
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。

ス
や

「
君
主
制
」

第

ニ古.
Jf'-

デ

カ

ダ

ン

卜

な

社

会

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
い
つ
も
変
ら
ぬ
古
典
主
義
的
情
熱
を
も
っ
て

プ
ラ
ン
ジ
プ

即
ち
「
原
理
」
日
発
条
の
故
で
あ
り
、
乙
の
発
条

K
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
緊
密
な
統
一
と
内
的
な
充
実
と
の

「
共
和
国
」
を
愛
し
た
。
彼
が
共
和
国
を
愛
し
た
の
は
、
共
和
国
を

支
え
て
い
る
エ
ス
プ
リ
、

故
で
あ
っ
た
。
彼

κと
っ
て
共
和
国
の
原
理
と
は
そ
の

で
あ
る
。
政
治
的
徳
性
は
、
先
ず
、
「
祖
国
及
び
法
へ
の
愛
と
白

「
政
治
的
徳
性
」

己
放
棄
」

κ外
な
ら
な
か
っ
た
。

「
公
共
の
利
益
を
自
己
利
益
以
上
に
常
に
選
ぶ
ζ

と」

で
あ
る
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。

ル
ソ

I
のニ一一日

手う

葉
を
使
用
す
れ
ば
、
成
員
す
べ
て
が

乙
の
徳
性
は

ご
般
立
思
」
を
志
向
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
、

デカダントな社会における統合

「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
徳
性
の
淵
源
を
な
す
」
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
も
乙
の
徳
性
を
ば
建
国
H
初
期
体
制
の
最
も
本
質
的
な
も
の
と
し
た

い
。
こ
う
し
た
愛
国
心
は
、
単
に
集
団
と
し
て
の
同
家
そ
の
も
の
へ
の
愛

κの
み
で
は
な
く
、
更
に
、
成
員
相
互
聞
の
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ヨ
ン
を
通
し
て
生
れ
た
成
員
相
互
間
の
愛
に
基
づ
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
コ
ミ
ユ
ニ
オ
ン
が
愛
国
心
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
西

欧
の
伝
統
的
な
政
治
思
惣
(
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
合
め
て
)

K
お
い
て
は
、

そ
れ
は

「
直
接
的
」
な
コ
ミ
ユ
ニ
オ
ン
と
し
て
描
か
れ
る
。

成
員
相
互
が
互
に
知
り
合
っ
て
い
る

P
B
E
g
'
P
2
の
小
同
家
文
は
小
社
会
は
西
欧
政
治
思
想
の
最
も
重
要
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
一
つ
な

の
で
あ
る
。
成
員
相
互
の
相
互
理
解
は
安
定
し
た
文
化
形
式
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
あ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
に
一

時
的
、
非
合
理
的
な
熱
狂
の
結
果
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
も
、

コ
ミ
ユ
ニ
オ
ン
は
、
当
共
同
体
の
文
化
の
総
て
の
次
元
あ
る
い
は

~t法 14 (1・5)5 
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章
一
要
な
総
て
の
次
元
を
通
じ
て
存
在
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
員
相
互
に
存
在
す
る
密
な
る
相
互
理
解
と
並
行
し
、
成
員
の

生
活
や
行
為
は
相
互
的
な
渉
透
性
に
貫
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
家
で
は
純
粋
に
私
的
な
も
の
は
な
に
も
な
い
。
総
て
は
公
共
的
な
性

論

格
H
V

ロ
E
E々
を
も
っ
て
い
る
。

従
っ
て
ま
た
内
的
行
為
と
外
的
行
為
と
の
隔
離
は
存
在
せ
ず
、
内
心
と
行
為
と
は
直
結
し
て
お
り
、
行

為
は
い
わ
ば
直
接
的
で
あ
る
。

乙
の
社
会
で
は
陰
険
さ
や
操
作
主
義
は
存
在
し
え
な
い
。
公
的
性
格
の
遍
在
性
は
規
範
や
法
に
も
表
現
さ

れ
る
。
個
人
の
生
活
は
多
か
れ
少
な
か
れ
す
べ
て
公
共
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
に
よ
る
規
整
も
「
私
的
」
な
領
域
を

私
的
な
も
の
と
し
て
放
置
す
る
と
と
な
く
、
公
的
立
場
か
ら
総
て
規
整
す
る
の
で
あ
る
。
「
共
和
国
に
お
い
て
は
私
的
犯
罪
は
よ
り
公
的
で

あ
る
」
。
法
は
モ

1
レ
ス
を
も
規
定
す
る
。
「
共
和
国
に
お
い
て
は
筆
者
禁
止
法
が
必
要
で
あ
る
」
し
、
民
主
政
体
で
は
一
定
の
平
等
化
は

不
可
欠
で
あ
る
(
後
述
)
が
、

の
で
あ
る
。
更
に
、
規
範
、
制
度
は
、
極
言
す
れ

乙

の

「
平
等
も
法
的
強
制
が
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
」

ば
、
総
て
の
生
活
、
行
動
類
型
、

そ
の
総
て
の
フ
レ
イ
ム
・
オ
ブ
・
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

一
つ
一
つ
の
ど
の
行
為
を
と

そ
れ
ら
は
す
べ
て
規
範
的
、
制
度
的
に
設
立
さ
れ
た
具
体

っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
規
範
、
制
度
に
中
立
的
、
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。

的
な
行
為
類
型
化
合
う
か
合
わ
な
い
か
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

「正」

で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
不
正
」

「
価
値
」

で
あ
り
か

で
あ
り
か
っ

つ

「
反
価
値
」

そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
個
人
が
具
体
的
に
設
立
さ
れ
て
い
る
模
型
に
の
み
従
っ
て
い
る
と

で
あ
る
か
、

い
う
と
と
は
、
成
員
の
自
由
な
選
択
が
な
い
と
と
、
従
っ
て
ま
た
行
為
類
型
が
成
員
に

「
閉
ぢ
ら
れ
」

て
い
る
こ
と
を
い
み
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
成
員
(
少
な
く
と
も
大
多
数
)
が
創
造
性
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
み
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
具
体
的
な
類
型
の
な
か

で
、
価
値
体
系
、
行
動
様
式
と
禁
止
的
規
範
、
制
度
と
は
離
れ
難
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
中
期
体
制
で
は
(
後
述
の
よ
う
に
)
双
方
は
分

離
す
る
の
で
あ
る
。
(
つ
ま
り
、
価
値
追
求
の
失
敗
は
禁
止
的
な
制
度
、

ル
ー
ル
に
違
反
し
な
け
れ
ば

「
不
正
」

で
は
な
い
)
。

こ
の
こ
と

も
初
期
体
制
に
は
自
由
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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モ
v
t

テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
共
和
国
」
あ
る
い
は
そ
の
政
治
的
徳
性
は
他
の
要
素
と
関
係
す
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。

民
主
制
(
共
和
国
は
民
主
制
と
貴
族
制
と
で
あ
る
)
に
お
い
て
は
「
平
等
」
又
は
「
平
等
の
愛
」

乙
れ
が
な
け
れ
ば
祖
国
へ
の
愛
そ
の
他
の
徳
性
は
維
持
さ
れ
難
い
。
平
等
へ
の
愛
の
唯
一
の
例
外
は

で
あ
る
。

乙
の
他
の
要
素
と
は
先
ず
、

「
他
の
市
民
よ
り
も
祖
国
に
よ
り
大

き
な
奉
仕
を
し
よ
う
と
い
う
野
心
、
名
誉
心
」

で
し
か
な
い
。
祖
国
へ
の
奉
仕
の
大
小
、
あ
る
い
は
逆
説
的
に
い
え
ば
ま
さ
に
平
等
へ
の

愛
の
情
熱
の
大
小
か
切
り
身
分
上
の
差
異
、
身
分
化
さ
れ
る
エ
リ
ー
ト
層
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
平
等
の
原
則
は
こ
の
た
め
に
排
除

さ
れ
な
い
」
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
民
主
制
に
お
け
る
平
等
を
と
く
の
で
あ
る
が
、

そ
の
理
由
は
、
成
員
聞
に
お
け

る
相
互
的
類
似
性
が
社
会
の
相
互
理
解
と
連
帯
性
を
保
障
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
相
互
理
解
と
い
う
視
点
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
ゆ
え

に
ま
さ
に

「
極
端
に
厳
格
な
平
等
は
常
に
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
く
、
差
異
を
あ
る
程
度
ま
で
減
少
白
さ
せ
」
る
だ
け
ょ
い
と
も
さ
れ
る
。

と
ζ

ろ
で
、
民
主
制
に
お
い
て
は
「
各
人
が
同
じ
幸
福
と
利
益
を
も
つ
こ
と
を
要
す
る
」
が
、

こ
れ
は
「
質
素
に
よ
っ
て
の
み
到
達
で
き

H 

る
」
の
で
さ
る
。
富
は
ご
市
民
に
使
用
す
べ
か
ら
ざ
る
権
力
を
与
え
て
平
等
を
破
壊
し
、
享
有
す
べ
か
ら
ざ
る
権
力
を
与
え
て
平
等
を

デカダントな社会における統合

破
壊
し
、
享
有
す
べ
か
ら
ざ
る
快
楽
を
与
え
て
献
身
を
害
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
「
民
主
制
に
お
い
て
は
土
地
の
分
け
前
が
平
等
で
あ
る
と

い
う
乙
と
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
分
割
は
ロ

1
7
人
に
お
け
る
ご
と
く
小
さ
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
考
え
は
我
々
の
体
制
に
適
応
さ
せ
る
に
は
若
干
附
言
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

先
ず
、
彼
は
民
主
制
に
お
い
て
温
和
な
平
等
を
想
定
し
て
い
る
が
、
同
時
に
彼
は
国
家
へ
の
献
身
に
お
け
る
情
熱
と
能
力
に
基
づ
き
エ

リ
1
ト
層
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
彼
が
貴
族
制
を
民
主
制
と
同
じ
範
障
で
あ
る
共
和
制
に
含
め
え
た
理
由
の
一
つ
は
乙
乙
に
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
初
期
(
建
国
)
体
制
に
お
い
て
エ
リ
ー
ト
層
、
あ
る
い
は
貴
族
集
団
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
質
朴
さ
が
共
和
制
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
し
た
。
だ
が
我
々
は
彼
が
質
素
に
与
え
た
意
味
を
我
々
の
体
制
に

北法 14(1・7)7
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合
す
る
よ
う
に
翻
訳
し
更
に
は
拡
大
解
釈
し
よ
う
。
成
員
の
生
活
形
態
の
類
似
性
は
相
互
的
理
解
を
容
易
に
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
貧
困

論

彼
が
質
素
を
称
讃
す
る
の
は
富
が
も
た
ら
し
や
す
い
快
楽
主
義
と
倣
慢
・
屈
従
の
た
め
で
あ
り
、

そ
れ
ら
が
共
和
国
の
コ
ミ
ユ
ニ
オ
ン
を

北法 14(1.8)8 

で
の
類
似
性
は
確
か
に
相
互
の
連
帯
性
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
質
素
の
称
讃
は
貧
困
の
称
讃
と
同
じ
で
は
な
い
。

破
壊
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
で
あ
っ
た
。
富
の
蓄
積
や
勤
労
が

「
節
制
」
文
は
道
徳
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と
両
立
す
る
な
ら
ば
、
富
(
へ
の

愛
)
は
な
ん
ら
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
共
和
国
の
質
素
と
は

「
節
制
」
や
道
徳
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
商
業
そ
の
他
の
産
業
を
排
斥
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
「
民
主
制
が
商
業
の
上
に
立
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
個
人
が
巨
富
を
獲
得
し
て
も
風
習
は
腐
敗
し
な
い
。

そ
の
理
由
は
商
業
精
神
が
質
索
、
経
済
、
節
約
、
労
働
、
慎
重
、
平

穏
、
秩
序
、
規
律
の
精
神
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
」
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
質
素
の
意
味
を
更
に
拡
大
し
た
い
。
密
な
る
相
互
理
解
は
初
期
休

制
の
本
質
的
条
件
で
あ
る
が
、
文
化
的
単
純
性
が
こ
う
し
た
理
解
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
西
欧
政
治
思

恕
の
伝
統
は
乙
の
思
想
を
く
り
か
え
し
扱
っ
て
き
た
。
(
ル
ソ
ー
が
そ
の
典
型
)

内
的
行
為
と
外
的
行
為
の
聞
の
分
裂
が
存
在
せ
ず
行
為

が
内
心
の
直
接
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
ζ

と
、
操
作
主
義
が
存
在
し
な
い
と
い
う
乙
と
、

乙
れ
は
文
化
の
単
純
性
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
性
格
は
文
化
的
に
未
発
達
の
社
会
に
多
く
み
ら
れ
る
「
健
康
さ
」
で
あ
ろ
う
。
実
際
「
反
省
的
」

性
格
や
不
決
断
は
高
度
な
文
化
に
の
み
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
初
期
(
建
国
)
体
制
は
文
化
が
高
度
化
し
な
い
段
階
に
お

い
て
の
み
可
能
で
あ
る
、

と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
行
動
の
「
直
接
性
」
は
同
じ
社
会
の
中
で
高
度
の
文
化
を
有
す
る
集
団
と

2
F
E巳

]
白
ぬ
に
あ
る
民
衆
(
内
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
)
に
も
み
ら
れ
る
。
彼
ら
は
上
昇
階
級
と
し
て
建
国
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

乙
の
社
会
が
極
め
て
集
団
主
義
的
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
国
家
は
実
現
す
べ
き
白
的
の
た
め
に
生
活
の
総
て
の
次
元
に
豆

り
個
人
を
統
制
し
、
個
人
も
国
家
に
全
体
的
に
献
身
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
へ
の
成
員
の
献
身
は
成
員
の
政



治
的
徳
性
つ
ま
り
自
発
性
に
依
存
し
て
い
る
。

乙
の
体
制
に
お
い
て
は
国
家
目
的
は
成
員
の
徳
性
を
介
し
て
個
人
の
内
面
に
ま
で
貫
徹
さ

れ
て
お
り
、
国
家
は
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
動
員
の
強
化
を
無
制
限
に
行
な
う
こ
と
さ
え
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
共
和
国
に
お
い
て
は
い
か

に
租
税
を
ふ
や
し
て
も
よ
い
し
ま
た
ふ
や
す
乙
と
も
で
き
る
。
」
こ
の
体
制
で
は
個
人
の
任
意
の
価
値
追
求
を
許
す
と
い
う
い
み
で
の
(
後

述
)
「
君
主
制
」
的
自
由
は
な
い
。
が
し
か
し
、
国
家
の
組
織
目
的
を
自
己
の
も
の
と
し
た
徳
性
あ
る
成
員
は
完
全
に
自
由
で
あ
る
と
感
ず

る
乙
と
が
で
き
る
し
、
彼
は
自
己
の
「
野
心
」
さ
え
実
現
し
栄
ム
誉
の
地
位
に
達
す
る
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
国
家
目
的
に
疑
問
を
抱

く
人
に
と
っ
て
乙
れ
ほ
ど
不
自
由
な
国
家
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
。

乙
の
体
制
に
お
い
て
も
成
員
聞
の
対
立
、
政
治
的
党
派
的
対
立
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
「
共
和
制
の
不
幸
は
党
争
が
も
早
存

つ
ま
り
、
「
成
員
が
国
家
の
福
祉
を
愛
せ
ず
そ
れ
に
冷
淡
に
な
り
、
利
益
を
偏
愛
す
る
と
き
、
政
治

在
し
な
く
な
っ
た
と
き
で
あ
ろ
う
。
」

及
び
政
治
に
関
係
す
る
事
柄
に
は
無
関
心
と
な
り
自
己
の
報
酬
を
静
か
に
ま
っ
と
き
で
あ
る
。
」
現
笑
の
政
治
に
お
い
て
国
民
が
国
家
の
福

付

祉
を
熱
烈
に
追
求
す
る
な
ら
ば
、
対
立
が
生
ず
る
乙
と
は
不
可
避
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
政
治
適
応
を
し
よ
う
と
す
る
な

デカダントな社会における統合

ら
ば
、

こ
の
不
可
避
性
を
認
め
て
、
対
立
を
決
済
し
妥
協
さ
せ
る
安
定
し
た
方
式
、

し
か
も
相
互
の
立
見
と
情
熱
の
発
展
を
う
な
が
す
方

式
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
初
期
体
制
は
成
員
の
熱
烈
な
愛
国
心
と
公
共
福
祉
の
真
面
目
な
追
求
と
い
う
、
ま
さ
に
対

立
を
生
ぜ
し
め
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
依
存
し
て
、
対
立
の
解
決
を
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
成
員
た
ち
の

ご
般
意
思
」
志
向
と

い
う
「
聖
な
る
」
目
的
の
共
通
性
が
と
と
に
は
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
の
体
制
に
お
い
て
は
乙
の
真
面
目
さ
や
情
熱
が
な
け
れ
ば
対

立
の
解
決
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
と
ろ
が
こ
の
真
面
白
さ
と
情
熱
は

「
行
動
の
直
接
的
」
傾
向
の
故
に
反
対
派
の
直
接
行
動
的
排
除
に

で
る
可
能
性
を
も
も
つ
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、

乙
の
体
制
の
性
格
で
あ
る
真
面
目
さ
、
あ
る
い
は
し
ば
し
ば
聖
な

る
厳
粛
さ
は
(
と
り
わ
け
反
対
派
の
)
活
発
な
発
一
一
一
一
口
や
行
動
の
機
会
を
阻
害
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

乙
れ
が
体
制
の
ダ
イ
ナ
ミ
ツ

北法 14(1・9)9



説

ク
な
発
展
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
対
立
は
潜
在
化
し
℃

Z
E
n
S
か
ら
陰
険
な
操

作
主
義
に
ま
で
発
展
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
対
立
の
解
決
は
真
面
目
さ
以
外
に
い
わ
ば

HLa己巾
B
O
E
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、

論

乙
の
体
制
に
は
そ
れ
が
殆
ん
ど
常
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
対
立
の
方
式
は
次
の
体
制
に
お
い
て
典
型
的
に
み
ら
れ
る
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
と
で
は
対
立
を
「
グ
1
ム
」
と
し
て
意
図
的
に
拡
大
す
る
目
L
a
m
-
2
5
E
(限
界
分
化
主
義
あ
る
い
は
色
白
g
m
m
Z
)
さ
え
存
在

し
う
る
の
で
あ
る
。
対
立
の
あ
る
い
み
で
の

「
気
安
さ
」
と
解
決
の

「
温
和
さ
」
が
存
在
し
え
な
い
と
い
う
と
と
は
乙
の
体
制
を
衰
退
に

導
く
重
要
な
欠
陥
な
の
で
あ
る
。

初
期
体
制
は
集
団
主
義
的
な
規
律
と
エ
ト
ス
を
も
ち
、
成
員
か
ら
全
体
的
な
献
身
を
う
け
と
る
。
個
人
は
国
家
目
的
を
体
し
そ
れ
に
献

身
す
る
の
み
で
自
己
独
自
の
価
値
、
利
益
を
追
求
す
る
乙
と
は
な
い
。
内
心
と
行
動
と
の
、
私
的
と
公
的
と
の
対
立
は
な
く
、
完
全
な
コ

ミ
ユ
ニ
オ
ン
と
℃
ロ

Z
E々
が
支
配
し
て
い
る
。

そ
し
て
平
等
(
の
愛
)
、
質
朴
、
「
節
制
」
、
道
徳
的
リ
プ
リ
ズ
ム
、
健
康
さ
が
乙
れ
を
支

え
て
い
る
。

乙
う
し
た
体
制
は
そ
の
最
も
純
粋
な
形
で
は
理
惣
型
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
外
は
な
い
。

ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
ト
さ
れ
た
高
度

の
文
化
を
有
し
な
い
(
例
え
ば
「
前
近
代
的
な
」
)
共
同
体
は
た
し
か
に
こ
の
体
制
に
近
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
放
に
こ
う
し
た
共

同
体
か
ら
の
建
国
に
よ
っ
て
、
初
期
体
制
を
確
立
す
る
容
易
さ
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

乙
-
つ
し
た

(
前
近
代
型
の
)
共
同
体
は
直
ち
に
と
こ
に
い
う
初
期
体
制
で
は
な
い
。

そ
れ
は
「
多
」
目
的
、
む
し
ろ
「
無
」
目
的
的
社
会

つ
ま
り
、

で
あ
っ
て
、
初
期
体
制
に
お
け
る
ご
と
き
国
家
の
目
的
的
組
織
化
、
共
通
目
的
を
志
向
し
た
結
合
や
行
動
と
い
う
も
の
が
欠
け
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
国
家
目
的
を
体
し
た
個
人
の
側
か
ら
の
自
発
的
な
献
身
と
い
う
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
初
期
国
家

は
建
国
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
時
期
の
安
定
し
た
体
制
、
ま
た
は
こ
の
体
制
に
緊
密
に
同
化
し
た
多
人
数
の
集
団
に
一
般
に
み
と
め
ら
れ
る
、

と
考
え
る
。
安
定
し
た
体
制
の
創
造
で
あ
る
建
国
は
、
国
家
(
権
力
)
や
社
会
を
支
え
る
国
民
全
体
(
「
民
主
制
」
)
の
、
と
い
う
よ
り
む

北法 14(1・10)10



し
ろ
国
民
の
う
ち
の
支
配
的
集
団
文
は
階
層
(
「
貴
族
制
」
)
の
緊
密
な
結
合
体
と
献
身
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

乙
の
集
団
や

階
層
以
外
の

「
民
衆
」

は
か
れ
ら
を
通
じ
て
国
家
に
媒
介
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
い
わ
ば
政
治
的
階
級
で
あ
る
。
ま
た
建
国
は
社

会
生
活
の
総
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
お
い
て
国
民
の
新
し
い
生
活
、
行
動
様
式
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
上
述
支
配
集
団
は

乙
の
様
式
を
最
も
典
型
的
に
具
現
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
様
式
に
直
接
属
し
な
い
様
々
の
生
活
様
式
も
そ
れ
に
従
属
し
、
従
属
し
な
が
ら

均
衡
状
態
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
う
し
た
も
の
は
す
べ
て
新
し
い
権
威
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

前
述
の
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
ト
さ
れ
た
高
度
の
文
化
を
有
し
な
い
共
同
体
は
、
共
通
目
的
を
意
識
し
共
同
行
動
を
と
り
う
る
段
階
に
達

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
建
国
集
団
と
し
て
機
能
し
う
る
よ
う
に
な
り
、
(
建
国
)
体
制
を
創
造
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
共
同
体
の
万
が
建
国
集
団
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
後
に
の
べ
る
よ
う
な
デ
カ
ダ
ン
ト
な
社
会
に
お
い
て
は
、
支
配
集
団
に
文
化

的
に
遅
退
し

(
2
F
C
B二
品
に
あ
る
)
、
デ
カ
ダ
ン
ス
に
の
み
と
ま
れ
な
い
被
支
配
集
団
(
「
内
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
)
が
革
命
集
団
に

Fう

な
り
易
い
の
で
あ
る
。

乙
の
場
合
革
命
集
団
は
、
デ
カ
ダ
ン
ト
な
従
っ
て
よ
り
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
ト
さ
れ
た
社
会
の
中
で
あ
る
い
は
そ

デカダントな社会における統合

う
し
た
支
配
集
団
に
対
し
て
行
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
上
層
リ
ー
ダ
ー
は
|
|
ー
歴
史
上
屡
々
み
ら
れ
る
よ
う
に
1
l
i

旧
支
配
層
の
生
活
、
行
動
様
式
を
知
り
つ
く
し
た
、
従
っ
て
旧
支
配
層
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
有
利
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
革
命
集
団
の
主
体

は
、
デ
カ
ダ
ン
ト
な
社
会
の
中
で
孤
立
し
て
析
出
さ
れ
る
人
々
よ
り
も
デ
カ
ダ
ン
ス
に
染
ま
っ
て
い
な
い
共
同
体
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
建
国
体
制
は
内
的
充
実
と
外
的
拡
大
に
よ
っ
て
急
速
に
上
昇
発
展
す
る
乙
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

発
展
は
ま
さ
に
衰
退
の
始
ま
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
衰
退
の
危
機
は
、
個
人
意
識
と
利
益
意
識
一
言
に
し
て
い
え
ば

「
個
人
利
益
」

こ
v

つ

乙

の

北法 14(1・11)11
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説

向
が
不
均
衡
に
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
に
、

そ
の
結
果
愛
国
心
が
衰
退
し
、
共
同
体
的
規
律
の
弛
緩
が
始
ま
る
と
い
う
乙
と
に
、
最
も
端

論

れ的
る lζ
で現
あわ
ろ?れ
うる

乙
う
し
た
衰
退
は
、
初
期
体
制
を
発
展
せ
し
め
る
原
因
で
あ
り
結
果
で
あ
る
ま
さ
に
国
富
の
増
大
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

そ
れ
は
自
己
利
益
の
感
覚
を
生
ぜ
し
め
、

乙
れ
が
成
員
に
快
楽
主
義
的
傾
向
を
つ
く
り
出
す
。
従
っ
て

「
節
制
」
や
道

徳
的
リ
プ
リ
ズ
ム
が
弛
緩
す
る
の
で
あ
る
。

乙
う
し
て
初
期
体
制
の
本
質
で
あ
っ
た
規
律
の
渉
透
性
と
厳
格
性
は
失
わ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
国
富
の
増
大
は
成
員
間
の
極
端
な
不
平
等
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

そ
も
そ
も
ζ

の
体
制
の
コ

ミ
ユ
ニ
ケ
I
シ
ヨ
ン
と
連
帯
の
基
礎
で
あ
っ
た
成
員
聞
の
同
質
性
は
そ
ζ

な
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

乙
う
し
て
生
ず
る
無
律
状
態
は

成
員
の
(
具
体
的
な
)
伊
国
自
由
丘

B
F
H
g
s
を
失
わ
し
め
、
個
人
は
方
向
感
覚
を
喪
失
す
る
。
従
っ
て
社
会
関
係
は
操
作
主
義
的
に
扱

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
不
安
定
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
成
員
間
の
相
互
理
解
の
欠
除
は
ま
さ
に
乙
の
体
制
の
発
展
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
っ
た
人

口
増
加
と
集
中
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
よ
っ
て
、
交
通
そ
の
他
の
外
的
な
コ

ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
密
度
の
増
大
ハ
頻
度
や
領
域
の
拡
大
)
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
的
密
度
の
減
退
を
補
う
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。

乙
の
結
果
生
れ
る
対
立
抗
争
は
、
1
1
l
自
己
利
益
の
感
覚
の
増
加
と
と
も

K
I
l
o
一
般
意
思
追
求
の
真
面
目
さ
の
減
退
の
故
に
、

妥
協
と
解
、
決
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

乙
う
し
て
体
制
の
デ
カ
ダ
ン
ス
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

一
言
に
し
て
い
え
ば
、
個

人
意
識
あ
る
い
は
個
人
利
益
意
識
の
不
均
衡
な
増
大
で
あ
る
。

乙
の
増
大
は
乙
の
体
制
で
は
危
機
の
方
向
へ
と
作
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。
(
中
期
体
制
で
は
個
人
利
益
の
意
識
は
そ
れ
ほ
ど
危
険
で
は
な
い
)
。

「
自
己
は
祖
国
に
よ
ら
な
く
と
も
幸
福
で
あ
り
偉
大
で
あ

り
光
栄
あ
る
も
の
た
り
う
る
と
感
じ
、
や
が
て
祖
国
が
衰
退
し
て
も
そ
う
な
り
う
る
と
感
ず
る
に
到
る
」
。
デ
カ
ダ
ン
ス
に
面
し
た
乙
の
体

制
は
統
合
を
回
復
す
る
た
め
に

(
も
し
初
期
体
制
が
体
制
を
乙
え
た
な
ん
ら
か
の
原
理
を
採
用
し

「
復
古
」

に
む
か
う
か
も
し
れ
な
い
。

な
け
れ
ば
、

ζ

の
た
め
に
体
制
は
権
力
「
機
構
」
(
官
僚
制
等
)
を
強
化
し
、

乙
の

「
機
構
」
的
権
力
に
よ
っ
て
生
活
の
あ
ら

で
あ
る
)
。
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ゆ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
に
対
す
る
統
制
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
(
体
制
を
乙
え
た
新
し
い
原
理
を
導
入
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

効
な
」
統
合
の
方
法
は
と
れ
以
外
ヒ
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
)
。
復
古
と
し
て
試
み
ら
れ
る
体
制
統
合
の
回
復
は
、
既
に
か
つ
て
の
体
制
の

発
条
が
失
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
ま
さ
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
有
効
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

乙
の
た
め

に
体
制
は
権
力
「
機
構
」
(
官
僚
制
等
)
を
強
化
し
、

乙
の
「
機
構
」
的
権
力
に
よ
っ
て
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
に
対
し
統
制
を
回

復
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
(
新
し
い
「
外
的
」
な
原
理
を
導
入
す
る
の
で
な
け
れ
ば

「
有
効
な
」
統
制
方
法
は
こ
れ
以
外
に
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
ら
)
。
具
体
的
な
行
動
類
型
を
全
体
的
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
機
構
の
統
制
に
圧
迫
さ
れ
て
、
か
つ
て
の
具
体
的
な
行
動
類
型
を

崩
し
て
ゆ
く
新
し
い
行
動
の
方
向
は
、

そ
れ
自
体
「
否
定
的
」
性
格
や

「
抽
象
的
」
性
格
を
も
た
ざ
る
そ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
機
構
に
よ

る
全
体
的
統
制
が
加
え
ら
れ
る
度
合
に
従
っ
て
、
新
し
い
行
動
の
方
向
は
公
開
で
の
試
錬
を
へ
る
と
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
類
型
と
し
て

安
定
的
に
定
型
化
す
る
機
会
を
も
っ
乙
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ζ

う
し
て
そ
れ
は
否
定
的
方
向
ず
け
と
抽
象
的
表
現
を
と
ら
ざ
る
を

手守

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
機
構
的
統
制
は
、

そ
の
性
格
上
新
し
い
行
動
の
方
向
に
対
し
「
外
部
」
か
ら
加
わ
る
だ
け
で
あ
り
、
従
つ

デカダントな社会における統合

て
ま
た
そ
れ
は
新
し
い
方
向
に
対
し
間
歌
的
に
加
わ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
行
動
の
方
向
は
益
々
断
片
的
、
抽
象
的
と
な
ら
ざ
・
る

を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
権
力
的
統
制
は
結
局
「
復
古
」
を
実
現
で
き
ず
、
新
し
い
要
素
を
抽
象
的
否
定
の
方
向
へ
と
は
み
だ
さ
せ
る
だ
け

で
あ
る
。

こ
う
し
て
初
期
体
制
は
益
々
内
的
同
化
を
喪
失
し
、
対
立
を
撚
在
的
な
、
陰
険
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
利

益
感
覚
の
増
大
に
よ
っ
て
統
合
の
原
理
を
失
い
つ
つ
あ
る
デ
カ
ダ
ン
ト
の
始
期
体
制
は
統
合
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、
体
制
原
理
の
メ
タ

モ
ル
フ
ォ

l
ゼ
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

初
期
の
(
「
ペ
ル
シ
ヤ
人
の
手
紙
」
の
)

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
古
典
主
義
的
な

「
共
和
国
」

の
理
念
に
お
い
て
し
か
モ
デ
ル
を
惣
定
す
る

ζ

と
が
で
き
ず
、

と
の
基
準
K
よ
っ
て
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
を
批
判
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
体
制
原
理
の
メ
タ
モ
ル 「有
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説

フ
ォ

1
ゼ
を
考
え
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
状
を

「
共
和
国
」
と
い
う
モ
デ
ル
に
向
っ
て
改
革
し
う
る
有
効
な
方

策
も
全
く
発
見
で
き
な
い
ま
ま
、
彼
は
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
極
に
お
ち
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ペ
ル
シ
ヤ
の
専
制
国
家
に
比
較
し
て
わ

論

ず
か
に
慰
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

「
共
和
国
」

は
個
人
意
識
や
利
益
感
覚
に
直
面
し
も
は
や
こ
の
体
制
固
有
の
原
理
に
よ

っ
て
乙
れ
ら
を
有
効
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
統
合
を
回
復
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
。

旧
い
体
制
の
原
理
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
新
し
い
現
象

に
適
合
す
る
新
し
い
原
理
を
創
造
す
る
か
あ
る
い
は
発
見
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
社
会
の
再
建
は
で
き
ず
、

こ
の
体
制
は
デ
カ
ダ
ン
ス
を

深
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
単
に
個
人
意
識
や
利
益
感
覚
を
喧
伝
す
る
の
み
で
、
新
し
い
体
制
が
形
成
さ
れ
る
と
す
る
な

(

6

V

 

の
正
反
対
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ど
と
い
う
こ
と
は
、
「
現
実
主
義
」

と
こ
ろ
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
や
が
て

「
法
の
精
神
」

に
お
い
て
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
典
型
的
な
形
で
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

シ
ャ
人
の
手
紙
は
衰
退
し
頚
廃
し
つ
』
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
を
対
象
と
し
た
極
め
て
シ
ニ
カ
ル
な
批
判
で
あ
っ
た
。

「
法
の
精
神
」

で
は
こ
の
シ
ン
シ
ズ
ム
を
克
服
す
る
の
で
あ
る
。

「
ペ
ル
シ
ャ
人
」

に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
批
判
の
核
心
は
、
先
ず

も
っ
て
古
代
的
徳
性
の
皆
無
と
い
う
と
と
で
あ
ろ
う
。
愛
関
心
や
法
の
尊
重
と
は
お
よ
そ
装
は
ら
の
利
己
的
な
野
心
が
ζ

の
社
会
を
腐
敗

せ
し
め
て
い
る
。

「
節
制
」
と
全
く
相
反
す
る
快
楽
主
義
、
富
の
配
分
に
お
け
る
蔽
端
な
不
平
等
、
勤
労
の
代
り
に
利
益

そ
し
て
質
朴
や

追
求
の
あ
つ
か
ま
し
さ
、
名
誉
分
配
の
不
公
平
と

「
基
準
」

の
歪
曲
、
柔
弱
な
追
従
主
義
等
が
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現

象
は

こ
う
し
た
乙
と
は
体
制
の
崩
壊
、
国
家
の
滅
亡
を
お
そ
ら
く
似
定
せ
し
め

「
共
和
国
」

の
原
理
か
ら
す
れ
ば
完
全
な
腐
敗
で
あ
る
。

壊
し
て
は
い
な
い
。
あ
る
い
み
で
は
繁
栄
し
て
さ
え
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
そ
の
た
め
に
崩

で
は
こ
の
機
能
障
害
は
い
か
な
る
原
理
に
つ
い
て
の
機
能
の

る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
と
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
機
能
の
障
害
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

障
害
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
共
和
制
」
原
理
の
機
能
障
害
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
機
能
障
害
の
現
象
を
説
明
し
て
み
よ
う
。
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徳
性
の
崩
壊
と
機
能
障
害
は
存
在
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
社
会
を
解
体
せ
し
め
て
い
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
次
の
よ
う
に
し
て
説
明
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

乙

の

「
機
能
」
障
害
は
、
人
々
が
、
制
定
や
モ
1
レ
ス
を
外
面
的
に
は
維
持
さ
せ
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
れ
ら

つ
ま
り
、

が
本
来
的
に
実
現
す
べ
き
内
的
原
理
H
発
条
を
抜
き
去
っ
て
し
ま
っ
て

「
立
前
」
と
は
違
っ
た
機
能
を
果
せ
し
め
て
い
る
、
と
い
う
乙
と

で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
非
本
来
的
な
「
機
能
」
は
国
民
の
快
楽
主
義
を
十
分
満
足
せ
し
め
て
お
り
非
本
来
的
に
安
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
制
度
や
モ

I
レ
ス
は
外
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
制
度
や
モ

I
レ
ス
の

「
名
」
は
そ
の

「
実
」
と
一
致
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
従
っ
て

「
名
」
を
「
実
」

「
ペ
ル
シ
ャ
人
」

に
よ
っ
て
定
義
す
る
場
合
、
定
義
は
倒
錯
の
奇
妙
さ
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

の
イ
ロ
ニ
1
の
痛
烈
さ
と
面
白
さ
の
本
質
は
乙
乙
に
あ
る
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
僧
侶
階
級
の
批
判
は
こ
う
し
た
定
義
の
用
法

の
典
型
的
実
例
で
あ
ろ
う
。
「
司
教
な
る
も
の
は
法
王
の
下
に
あ
る
法
律
家
で
あ
っ
て
、
法
王
の
手
下
と
し
て
頗
る
具
、
な
っ
た
二
つ
の
役
目

こ
の
法
条
遵
守
を
免
除
す

付

を
果
す
。
彼
ら
が
集
会
を
聞
く
と
き
に
は
法
王
の
下
に
信
仰
箇
条
を
制
定
し
ま
す
。

る
こ
と
が
彼
ら
の
唯
一
の
役
目
で
す
。

一
入
の
場
合
に
は
、

カヨ

国
民
は
難
か
し
い
宗
礼
を
果
す
よ
り
も
務
め
を
免
除
し
て
く
れ
る
司
教
が
い
た
方
が
よ
り
楽
だ
と

デカダントな社会における統合

判
断
し
た
の
で
、

乙
の
司
教
制
が
公
共
福
祉
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
断
食
を
務
め
た
く
な
か
っ
た
り
、
結
婚
の
手
続
き
に
従

い
た
く
な
か
っ
た
り
、
宣
誓
を
破
り
た
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
司
教
や
法
王
の
と
こ
ろ
へ
ゆ
き
ま
す
。

こ
の
人
た
ち
は
す
ぐ
そ
れ
を
許
可
し

て
く
れ
る
の
で
す
」
。
ま
た
貴
族
に
つ
い
て
、
「
大
貴
族
と
は
国
王
に
拝
謁
し
大
臣
た
ち
と
語
り
、
先
祖
と
借
財
と
年
金
を
も
ら
う
人
た
ち

そ
の
上
に
忙
が
し
そ
う
な
様
子
を
す
る
か
、
ま
た
は
快
楽
に
熱
中
し
た
風
を
装
っ
て
無
為
を
か
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

一
番
幸

で
す
。

福
だ
と
自
認
す
る
も
の
で
す
。
」
王
に
つ
い
て
、
「
王
は
戦
利
品
や
勝
ち
戦
さ
が
お
好
き
な
の
で
す
が
、
敵
側
に
良
将
が
い
る
の
と
同
じ
位

自
分
の
軍
隊
に
良
将
が
い
る
乙
と
を
恐
れ
ま
す
。
:
:
:
:
・
あ
の
方
〔
ル
イ
十
四
世
〕
は
骨
身
を
惜
し
ま
な
い
将
軍
の
活
動
に
報
い
る
の
と

と
い
う
よ
り
無
為
に
惜
し
げ
も
な
く
報
い
る
の
で
す
。

と
き
に
よ
る
と
王
の
御
衣
を
脱
が
せ
申
し
た
り
、

同
じ
位
廷
人
た
ち
の
励
み
、

ナ

北法 14(1・15)15



説

プ
キ
ン
を
捧
げ
た
り
す
る
も
の
の
方
が
都
市
を
攻
略
し
王
の
勝
利
を
も
た
ら
す
人
よ
り
も
お
気
に
召
す
の
で
す
。
」
そ
し
て
「
公
法
と
は
君

主
が
国
民
の
利
益
を
い
か
に
侵
害
で
き
る
か
を
君
主
に
わ
か
ら
せ
る
た
め
の
法
で
あ
り
、
」
、
「
公
法
学
と
い
う
も
の
は
君
主
が
公
法
を
い
か

論

に
破
り
う
る
か
を
教
え
る
学
問
」
な
の
で
あ
る
。
国
民
は
国
家
へ
の
厳
格
な
献
身
も
勤
労
の
真
面
目
さ
も
も
た
な
い
。
パ
リ
の
人
た
ち
は

ひ
ま
を
も
て
あ
ま
し
、
刺
戟
を
求
め
る
。
だ
が
刺
戟
は
コ
ー
ヒ
ー
か
ら
し
か
乙
な
い
。

し
か
も
コ
ー
ヒ
ー
を
用
い
な
が
ら
、
歴
史
上
の
あ

る
英
雄
が

「
前
四
一

O
年
に
生
れ
た
か
前
回
一
一
年
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
よ
う
な
議
論
に
熱
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
こ
の
よ
う
に
額
廃
し
腐
敗
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

乙
れ
を
他
面
か
ら
見
れ
ば
腐
敗
は
、
利
己
的
で
は
あ
る
が
野

心
に
み
ち
た
個
人
意
識
、
あ
る
い
は
個
人
の
自
由
の
裏
面
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
専
制
政
治
の
下
に
あ
る
ペ
ル
シ
ヤ
人
に
と
っ
て
こ
の
自

由
は
貴
重
な
も
の
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ペ
ル
シ
ャ
人
、

そ
し
て
お
そ
ら
く
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
も
「
パ
リ
に
は
自
由
が
あ
る
」

と
い
う
と
い
う
言
葉
は
、

た
と
え
そ
れ
が
軽
薄
な
も
の
へ
の
自
由
で
あ
ろ
う
と
、
実
感
を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

フ
-
フ
ン
ス

社
会
の
自
由
は
利
己
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
更
に
政
治
的
に
は
個
人
の
政
治
的
野
心
や
政
治
的
名
誉
の
観
念
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
種
々
の
面
で
ペ
ル
シ
ヤ
よ
り
自
由
で
す
。

従
っ
て
名
誉
が
大
切
に
さ
れ
ま
す
。

王
は
絶
え
ず
臣
民
の
前
に

刑
罰
と
報
賞
を
ち
ら
つ
か
せ
て
お
り
、

こ
の
楽
し
い
幻
想
の
お
か
げ
で
、
普
通
な
ら
や
り
た
が
ら
な
い
と
と
も
彼
ら
は
喜
び
勇
ん
で
実
行

す
る
の
で
す
」
。
「
王
は
一
番
下
層
の
人
た
ち
の
名
誉
を
も
大
切
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
:
:
:
:
・
臣
下
が
王
の
た
め
に
一
寸
で
も
名
誉
を
き

ず
つ
け
ら
れ
る
と
そ
の
人
は
直
ち
に
宮
廷
も
役
目
も
退
い
て
隠
退
し
て
し
ま
う
の
で
す
」
。
共
和
制
に
お
け
る
徳
性
の
頚
廃
は
、
こ
う
し
て

個
人
の
野
心
、
名
誉
心
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
個
人
活
動
の
自
由
に
よ
っ
て
償
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
ζ

う
し
た
方
向
を
「
法
の
精
神
」

の
な
か
で
更
に
発
展
さ
せ
る
。

こ
乙
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
行
動
様
式
の

「
倒
錯
」
を
逆
転
さ
せ
て
し
ま
う
。
共
和
的
原
理
へ
の
危
機
で
お
っ
た
個
人
利
益
の
観
念
を
積
極
的
に
評
価
し
「
逆
転
」
を
カ
テ
ゴ
リ
カ
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「
君
主
制
」

の
原
理
へ
と
む
け
て
休
系
化
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
君
主
制
の
原
理
」
は
古
代
共
和
制
の
原
理
か
ら
い
え
ば
新

し
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
国
有
の
も
の
で
あ
り
、
既
に
士
口
く
中
世
に
お
い
て
十
分
な
展
開
が
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
う
七
て
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
体
制
固
有
の
原
理
を
発
見
し
、

乙
れ
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
批
判
と
そ
の
腐
敗
へ
の
方
策

を
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、

こ
の
批
判
は
根
底
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
肯
定
l
|
讃
美
と
い
っ
て
守
え
よ
い
|
|

の
上
に
立
つ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
君
主
制
に
お
い
て
は
徳
性
は
ミ
ニ
マ
ム
で
あ
っ
て
よ
い
」
の
で
あ
る
。
野
心
と
名
誉
、
個
人
の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
は
、
社
会
を
解
体
さ
せ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
の
遍
在
性
に
よ
っ
て
な
り
た
つ
相
互
的
な
抑
制
と
均
衡
、
従
つ
で
あ
る

種
の
統
合
と
い
う
方
向
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
こ
う
し
た
抑
制
均
衡
作
用
を
果
す
よ
う
に
方
策
が
立
て
ら
れ
る
の
で

ネ
り
プ

Q

。

乙
ャ
つ
し
て

「
君
主
制
」

に
お
い
て
、
自
由

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
こ
の
点
で
か
な
り
楽
観
的
に
な
っ
た
と
も
い
う
乙
と
が
で
き
る
。

は
、
共
同
休
の
「
自
由
」
(
日
成
員
の
不
自
由
、
)
へ
の
献
身
で
は
な
く
、
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
行
動
の
範
囲
に
等
し
く
な
る
。
法
は
個
人

tう

た
ち
の
自
由
の
境
界
に
す
ぎ
ず
、
も
は
や
(
共
和
制
K
お
け
る
よ
う
な
)
厳
粛
で
、
聖
な
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
法
制
度
は
こ

-デカダントな社会における統合

う
し
た
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
う
け
と
る
の
で
あ
る
。
体
制
批
判
は
、

こ
う
し
た
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
が
な
さ
れ
た
上
で
、
新
ら
た
な
基

準
に
基
づ
き
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
る
ほ
ど
と
の
基
準
に
て
ら
し
て
み
て
も
、

な
お
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
機
能
障
害
を
お
こ
し
て
お

り
腐
敗
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

ご
)

A

2

3

、

ふ
J

，hu

そ
の
本
来
的
な
機
能
の
原
理
は
、
「
共
和
制
」

の
原
理
で
は
な
く
て
そ
れ
と
は
質
的
に
異
な
っ
た

「
宗
主
制
」
の
原
理
で
あ
る
。
後
者
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
か
つ
て
は
腐
敗
で
あ
っ
た
も
の
の
な
か
に
は
名
誉
一
回
復
が
可
能
な
も
の
も
あ
ま

た
存
在
す
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

か
つ
て
最
も
痛
烈
な
批
判
を
あ
び
せ
た
僧
侶
階
級
と
そ
の
特
権
を
も
、
権
力
聞
の
抑
制
、
均
衡
と

い
う
純
粋
な
権
力
構
造
の
観
点
か
ら
、
体
制
に
お
け
る
自
由
の
維
持
の
た
め
に
、
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
初
期
体
制
を
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の

「
共
和
国
」
を
て
が
か
り
と
し
て
の
べ
た
が
、
「
中
期
体
制
」
を
も
彼
の

「
君
主
制
」
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を
手
が
か
り
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

乙
の
体
制
に
お
い
て
は
、
初
期
体
制
の
場
合
と
違
い
、
集
団
主
義
的
献
身
や
規
律
は
存
在
し
な
い
。
個
人
は
自
己
の
野
心
、
利
益
、
名

論

誉
心
に
よ
り
多
く
従
い
、
個
人
の
志
向
は
一
般
意
思
を
破
っ
て
し
ま
う
。
体
制
の
統
合
は
個
人
の
愛
国
心
に
そ
れ
程
依
存
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
社
会
生
活
の
核
は
多
元
的
に
分
権
化
分
散
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
体
制
に
お
い
て
は
中
間
的
な
集
団
群
が
独
立

し
、
集
団
の
成
員
は
こ
の
集
団
独
自
の
利
益
と
行
動
様
式
を
体
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
集
団
精
神

2同
】

z
r
g召印

も
「
特
殊
意
志
」
と
し
て
一
般
意
思
形
成
を
妨
げ
る
も
の
と
な
ろ
う
。
成
員
相
互
聞
の
関
係
に
お
い
て
も
初
期
体
制
に
み
ら
れ
る
コ
ミ
ユ

ニ
オ
ン
の
状
態
は
な
い
。

こ
う
し
た
コ
ミ
ユ
ニ
オ
ン
の
条
件
で
あ
っ
た
相
互
的
類
似
性
や
質
朴
さ
は
失
な
わ
れ
行
動
類
型
は
よ
り
ソ
フ
ィ

ス
テ
イ
ケ

l
ト
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
総
て
自
己
中
心
的
な
目
的
や
野
心
に
従
い
、

互
に
外
か
ら
他
を
抑
制
し
合
い
な
が
ら
競
争
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
体
制
は
、
個
人
が
自
己
中
心
的
に
利
益
、
野
心
、
名
誉
心
に
よ
っ
て
勤
き
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、

た
し
か
に

個
人
の
自
由
は
あ
り
え
よ
う
。
だ
が
一
休
乙
の
体
制
に
は
統
一
や
安
定
が
あ
り
え
る
だ
ろ
う
か
。
あ
り
え
る
と
し
て
も
強
者
の
支
配
に
終

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
乙
の
体
制
の
極
限
的
状
態
、
成
員
が
た
だ
自
己
中
心
的
な
立
場
の
み
げ
出
立
っ
て
互
に
競
争
し
て
い
る
状
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

乙
の
社
会
の
安
定
が
も
し
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
安
定
は
た
し
か
に
個
人
な
い
し
集
団
相
互
間
で
の
抑
制
と
、

こ
の
抑
制
に
よ
る

均
衡
と
し
て
で
あ
ろ
う
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
こ
う
し
た
極
限
的
状
況
を

l
ー
ー
と
く
に
政
治
権
力
に
関
す
る
場
合
に
は
、
人
聞
を
悪
し
き
も

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス

そ
こ
で
は
法
の
機
能
を
保
償
す
る
発
条
も
権
力
問
の
均
衡
と
い
う
タ

の
と
!
|
l
怨
定
し
て
社
会
や
政
治
現
象
を
扱
っ
た
の
で
あ
る
。

ー
ム
で
の
み
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

乙
う
し
た
均
衡
は
、
個
人
個
人
が
す
べ
て
自
由

K
行
動
し
な
が
ら
、

つ
ま
り
「
互
に
遠
心

的
で
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
逆
に
均
衡
と
安
定
が
保
た
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
ろ
う
。
」
そ
し
て
す
べ
て
の
人
が
自
由
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
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個
人
す
べ
て
が
臼
己
主
張
的
で
あ
る
乙
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
均
衡

H
「
統
合
」
は
た
し
か
に
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、

そ
れ
は
不
安
定
な
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
安
定
は

「
偶
然
的
」
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
均
衡
H

「
統
合
」
は
成
員
の
意
識
の
外
で
成
立
す
る
に
す
ぎ
ず
、
均
衡
自
体
を
成
員
が
志
向
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

故
に
一
度
く
ず
れ
た
均
衡
は
成
員
の
意
識
的
努
力
に
よ
っ
て
は
回
復
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
回
復
も
偶
然
に
す
ぎ
な
い
。

ナこ
び

弱
者
の
地
位
に
落
ち
た
も
の
は
、
ま
さ
に
弱
者
で
あ
る
が
故
に
、

そ
の
限
り
で
、
地
位
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
統
一
の
不
安
定

lま

「
向
口
出
出
」

の

「
代
償
」
と
な
ろ
う
。

こ
v

つ
し
た

「
体
制
」
は
デ
カ
ダ
ン
ス
の
一
様
態
と
い
え
よ
う
。

国
家
は
乙
う
し
た
均
衡
の
回
復
に
あ
る
限
度
で
貢
献
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
国
家
は
と
の
休
制
で
は
、
社
会
全
体
の
意
志

を
、
す
べ
て
の
成
員
・
す
べ
て
の
次
元
で
の
社
会
生
活
を
通
じ
て
代
表
す
る
と
と
は
な
く
、

そ
う
し
た
意
思
を
成
員
総
て
に
求
め
る
こ
と

も
で
き
な
い
。
従
っ
て
国
家
も
極
限
的
に
は
体
制
全
体
の
中
で
せ
い
ぜ
い
均
衡
、
不
均
衡
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
競
合
し
て
い
る
一
要
素
と
し

←) 

て
均
衡
の
回
復
に
貢
献
し
う
る
だ
け
で
あ
る
。
国
家
機
構
を
直
接
担
当
し
て
い
る
人
々
(
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
で
は
君
主
勢
力
)
も

2
℃号

デカダントな社会における統合

色

町

内

2
唱
団
に
従
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
名
誉
」

の
観
念
は
体
制
の
統
合
に
貢
献
し
う
る
も
の
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
「
名
誉
」

の
観
念
は
、

元
来
利
己
主
義
的
な

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
他
人
の
評
価
を
獲
得
せ
ん
が
た
め
に
、
人
々
を
し
て
社
会
へ
の
貢
献
へ
と
向
わ
し
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
ベ
ン
タ
ム
が
代
議
制
の
原
理
と
し
た
も
の
は
統
治
者
の
名
誉
心
で
あ
っ
た
。
英
国
の
支
配
層
に
み
ら
れ
る
国
民
へ
の
奉
仕
と
い
う
観

念
も
ζ

う
し
た
名
誉
心
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
名
誉
の
意
識
は
(
動
機
が
逆
と
な
っ
て
は
い
る
が
)
初
期
体
制

か
ら
比
較
的
容
易
に
持
続
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
だ
が
、

こ
の
名
誉
の
意
識
へ
の
依
存
も
な
お
十
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
後
述
)
。

以
上
の
よ
う
な

「
極
限
的
な
形
態
」

で
は
な
く
、

ル
ー
ル
が
存
在
し
う
る
よ
う
な
中
期
体
制
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

モ
ン
-
ア
ス

そ
れ
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説

キ
ュ
ー
も
「
君
主
制
」

ま
た
は
そ
の
遵
守

の
本
質
の
一
つ
を
法
の
支
配
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
体
制
に
お
い
て
、
規
範
や
制
度
、

が
も
し
存
在
し
え
る
と
す
れ
ば
そ
の
性
格
は
初
期
体
制
の
そ
れ
と
異
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
個
人
の
目
標
価
値
は
共
同
体
へ
の
完
全
な
同

論

化
で
は
な
い
。
国
家
は
個
人
の
志
向
を
悉
く
満
足
せ
し
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
個
人
は
共
同
体
と
の
同
化
に
埋
没
し
て
し
ま
う
わ
け
に

乙
の
体
制
に
お
い
て
も
価
値
類
型
は
存
在
す
る
し
、
個
人
が
乙
れ
を
獲
得
す
れ
ば
社
会
か
ら
賞
讃
も
う
け
る
だ
ろ

は
ゆ
か
な
い
。
勿
論
、

ぅ
。
し
か
し
ζ

の
価
値
を
個
人
が
追
求
し
な
く
と
も
、
あ
る
い
は
追
求
し
担
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
「
不
正
」
と
は
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
で
は
価
値
類
型
の
追
求
は
制
度
的
な
強
制
の
下
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
獲
得
あ
る
い
は
喪
失
は
個
人
の
価
値
評
価
に

つ
ま
り
、

は
大
い
に
関
係
は
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
個
人
が
追
求
す
る
か
否
か
は
、
個
人
の
自
由
に
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
価
値
獲
得
の

名
誉
を
重
ん
ず
る
集
団
内
で
は

で
は
な
い
、
と
し
て
も
J
ζ

の
体
制
で
は
規
範
制
度
に
よ
る
規
整
の
対
象
は
個
々
人
す
べ
て

「
白
同
向
山
」

の
す
べ
て
の
次
元
に
亘
る
生
活
、
行
動
類
型
で
は
な
い
。
個
人
が
追
求
す
る
価
値
体
系
は
、
彼
が
遵
守
す
べ
き
規
範
や
制
度
と
分
離
し
て

い
る
。
両
者
は
異
質
的
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
分
裂
し
て
い
る
と
さ
え
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
規
範
や
制
度
は
個
人
が
追
求
す
る

価
値
の
目
録
の
う
ち
で
重
要
な
位
置
を
占
め
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
追
求
す
べ
き
価
値
体
系
の
中
に
は
入
ら
ず
、

そ
れ
は
個
人
に
と
っ
て

「
し
つ
こ
く
」
と
さ
え
な
る
。
個
人
の
志
向
は
制
度
へ
の
服
従
の
完
壁
さ
に
は
な
く
、

ζ

の

こ
の
体
制

「
完
壁
性
」

に
満
足
す
る
人
々
は
、

の
人
々
に
と
っ
て

「
お
ろ
か
者
」
な
の
で
あ
る
。
規
範
や
制
度
は
、
初
期
体
制
の
場
合
と
は
異
な
り
、

目
標
価
値
を
内
含
す
る
具
体
的
秩

序
で
は
な
く
て
、
個
人
に
と
っ
て
抽
象
的
な
(
禁
止
的
な
)
規
範
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
個
々
人
に
よ
り
積
極
的
な
目
標
価
値
の
追
求
が

行
な
わ
れ
る
際
に
犯
し
て
は
な
ら
な
い
(
否
定
的
な
)

こ
う
し
た
ル

l
ル
に
は
ま
だ
初
期
体
制
の
残
映
が

ル
ー
ル
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

あ
り
、
制
度
に
は
ま
だ

「
聖
な
る
」
厳
粛
さ
が
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
個
人
の
利
己
的
な
目
標
価
値
追
求
が
強
く
な
れ
ば

ル
ー
ル
に
は
「
聖
な
る
」
性
格
が
失
わ
れ
、

乙
の
ル
ー
ル
の
遵
山
寸
そ
れ
自
体
で
は
な
ん
ら
神
聖
な
高
揚
心
を
よ
び
お
こ
さ
な
く
な
る
。
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ー
ル
遵
守
は
、

恐
ら
く
、

互
に
競
争
す
る
個
人
た
ち
が
ル

I
ル
の
遵
守
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
よ
り
よ
く
目
標
価
値
を
獲
得
す
る
乙
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
の
観
点
か
ら
、

つ
ま
り
「
使
宜
主
義
」
的
な
観
点
か
ら
弁
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ士千円ノ、

レ

I
レ

F
ノ

，

ノ

は
、
自
己
利
益
追
求
と
い
う
成
員
全
体
の
目
的
を
よ
り
よ
く
実
現
す
る
た
め
の

「
目
的
合
理
的
」
な
、
「
手
段
的
な
格
率
」
で
あ
る
と
し
て

弁
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ば
か
り
か
単
な
る

「
弁
証
論
」

ル
ー
ル
は
「
目
的
合
理
的
」

に
作
為
さ
れ
る
よ
う
な
人

に
と
ど
ま
ら
ず
、

工
物
と
な
ろ
う
。

「グ

1
ム
の
ル

l
ル
」
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

乙
う
し
た
も
の
と
し
て
意

乙
と
で
は
制
度
は
物
神
性
を
喪
失
し
た

議
さ
れ
た
ル

1
ル
は
、
果
し
て
成
員
か
ら
の
遵
守
の
保
障
を
う
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

ζ

乙
で
再
び

さ
き
に
名
誉
の
意
識
が
個
人
に
社
会
へ
の
貢
献
を
促
す
も
の
で
あ
る
こ
と

「
名
誉
」

の
観
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

に
つ
い
て
ふ
れ
た
。

こ
こ
で
は
名
誉
の
意
識
が
ル
ー
ル
遵
守
へ
と
導
く
か
ど
う
か
を
考
え
た
い
。
名
誉
は
他
人
の
評
価
を
獲
得
す
る
た
め

に
は
個
人
に
ル

1
ル
の
遵
守
を
迫
る
で
あ
ろ
う
。
「
名
誉
が
禁
止
す
る
こ
と
は
、
法
が
そ
の
禁
止
に
ま
っ
た
く
協
力
し
な
い
場
合
に
は
、
い

付

っ
そ
う
厳
重
に
禁
止
さ
れ
、
名
誉
が
要
望
す
る
と
乙
ろ
は
法
が
要
求
し
な
い
場
合
に
は
い
っ
そ
う
強
く
要
望
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

と
さ
え
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
名
誉
が
自
己
利
益
の
一
表
現
と
し
て
追
求
さ
れ
る
こ
の
体
制
に
お
い
て
、
名
誉
意
識
は

果
し
て
ル
ー
ル
の
遵
守
を
義
務
的
な
も
の
に
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
体
制
で
は
名
誉
欲
H
自
己
利
益
よ
り
も
他
の
利
益
の
方

デカダントな社会における統合

が
大
き
い
と
意
識
さ
れ
る
場
合
に
は
ル
ー
ル
遵
守
H
名
誉
は
な
ん
の
保
障
も
も
た
ず
結
局
は
そ
の
名
誉
は
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
ル
ー
ル
連
守
の
名
誉
が
支
配
し
得
る
た
め
に
は
、
「
名
誉
の
ル
ー
ル
」
自
体
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
、
し
か
も
名
誉
を
最
も
重
ん

「
名
誉
の
ル
ー
ル
」
遵
守
を
補
強
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
体
制
に
お
い
て
は
価
値
の
獲
得
や
維
持
に

ず
る
グ
ル
ー
プ
が
こ
の

結
び
つ
け
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
価
値
の
喪
失
を
伴
う
場
合
に
は
、
結
局
ル

1
ル
遵
守
は
「
お
ろ
か
」
な
行
為
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
ル

ー
ル
の
厳
格
な
遵
守
が
価
値
獲
得
な
い
し
価
値
維
持
と
結
び
つ
く
条
件
が
存
在
す
る
場
合
の
み
、

ル
ー
ル
遵
守
の
名
誉
は
形
成
維
持
さ
れ
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説

る
か
ら
で
あ
る
。
価
値
を
特
権
的
に
独
占
し
、
価
値
を
自
己
の
中
に
集
中
し
て
い
る
人
々
又
は
集
団
が
あ
る
場
合
こ
う
し
た
条
件
は
み
た

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
価
値
の
獲
得
者
で
あ
る
が
故
に
獲
得
・
維
持
の
た
め
の
ル
ー
ル
を
厳
格
に
遵
守
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
特

論

権
的
な
人
々
は
一
た
ん
ル

1
ル
の
厳
格
な
遵
守
と
い
う
行
動
様
式
を
獲
得
す
れ
ば
、
逆
に
こ
の
ル

1
ル
遵
守
は
特
権
者
た
る
こ
と
の
象
徴

と
な
り
、

ル
ー
ル
遵
守
が
時
と
し
て
価
値
喪
失
を
伴
う
場
合
に
も
、

ル
ー
ル
遵
守
を
積
極
的
な
価
値
と
し
て
成
員
に
要
請
し
て
ゆ
く
で
あ

ろ
う
。
と
く
に
、
特
権
者
が
集
団
を
な
す
場
合
に
は
集
団
の
規
律
と
し
て
、
集
団
の
名
誉
の
た
め
に
ル
ー
ル
遵
守
は
義
務
と
な
る
で
あ
ろ

ぅ
。
「
一
度
あ
る
階
級
に
お
か
れ
た
場
合
、
そ
の
階
級
以
下
に
あ
る
如
く
身
を
持
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
切
の
こ
と
は
し
て
は
い
け
な

い
し
容
認
し
て
も
い
け
な
い
」
の
で
あ
る
。
ル
ー
ル
遵
守
は
こ
う
し
て
「
名
誉
の
ル
ー
ル
」
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
英
国
の
支
配
層

が
国
民
へ
の
奉
仕
と
ル
ー
ル
の
遵
守
を
義
務
と
す
る
の
は
、
支
配
層
の
名
誉
、
従
っ
て
支
配
層
と
し
て
の
地
位
を
維
持
せ
ん
が
た
め
で
あ

る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
支
配
層
の
範
は
や
が
て
社
会
全
体
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て

「
貴
族
は
名

誉
の
子
で
あ
り
父
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
乙
の
体
制
で
は
平
等
又
は
平
等
の
愛
は
な
ん
ら
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。

平
等
は
機
会
(
従
っ
て
支
配
層
の
中
に
入
い
れ
る
機
会
を
含
め
て
)
の
平
等
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
個
人
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
欲
す

る
価
値
を
野
心
的
に
、
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
追
求
し
て
い
る
。

し
か
も
l
l
t
制
度
に
は
神
聖
な
性
格
が
失
わ
れ
な
が
ら

i
lル
1
ル
が
遵
守

さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
社
会
の
安
定
と
ル

I
ル
の
遵
守
は
活
力
的
な
成
員
聞
の
均
衡
と
彼
ら
の
名
誉
心
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
る
。

不
平
等
や
階
層
制
が
存
在
し
な
が
ら
、
階
層
制
は
野
心
に
対
し
て
「
聞
か
れ
」
、
活
力
を
常
に
補
給
し
て
い
る
。
特
権
層
の
価
値
、
行
動
の

類
型
が
形
成
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
パ
タ
ン
の
中
に
は
国
民
へ
の
奉
仕
と
ル
ー
ル
遵
守
の
義
務
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会

で
は
党
争
も
ま
た
活
援
で
激
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
党
争
は
競
争
の
一
現
象
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
K
、
競
争
が
ル

1
ル

の
中
で
行
な
わ
れ
う
る
な
ら
ば
、
党
争
も
ま
た
ル
ー
ル
の
中
で
行
な
わ
れ
う
る
可
能
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

乙
の
ル
ー
ル
の
中
で
党
争
は
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不
断
に
妥
協
し
て
ゆ
く
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
妥
協
の
形
態
は
、
初
期
体
制
の
そ
れ
と
は
全
く
形
態
を
異
に
す
る
に
違
い
な
い
。

対
立
は
ご
般
意
思
」
追
求
の
真
面
目
さ
や
厳
格
さ
に
よ
っ
て
よ
り
も
グ
1
ム
に
お
け
る
勝
ち
負
け
の
要
素
立
毛
色
町
田
巾

E

K
よ
っ
て

よ
り
多
く
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
対
立
と
反
抗
は
圧
伏
さ
れ
常
在
化
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
極
端
な
公
開
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
公
開
の
場

で
は
対
立
は
む
し
ろ
拡
大
さ
れ
て
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
B
R
m
Fロ
巳
抗
日
や
任
問

g
Z一
宮
)
。
「
見
せ
場
」

は
レ
ト
リ
シ
イ
ズ
ム
と
公
開

討
論
の
能
力
を
求
め
る
。
対
立
抗
争
の
同

L
a
m
-
m
g
m
E
の
意
識
は
そ
れ
ら
の
技
術
を
発
達
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
中
期
体
制
が
、
も
し
形
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
あ
る
国
家
が
辿
る
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
で
絶
頂
期
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

こ
の
休
制
は
な
る
ほ
ど
初
期
国
家
の
発
展
と
し
て
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
単
な
る

「
自
然
、
的
」
な
そ
の
発
展
で
は
あ

り
え
な
い
。
ま
さ
に

「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
が
必
要
で
あ
る
。
初
期
体
制
K
お
い
て
は
、
秩
序
の
遵
守
は
集
団
へ
の
全
体
的
な
献
身
と

秩
序
の
聖
な
る
厳
格
さ
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
個
人
の
究
極
目
標
は
こ
の
秩
序
へ
の
服
従
と
ま
さ
に
同
一
で
あ
っ
た
。

と
乙
ろ
が
、
中
期

千二う

体
制
に
お
い
て
は
、
遵
守
さ
る
べ
き
制
度
は
脱
神
聖
化
さ
れ
て
お
り
、
前
者
に
お
い
で
あ
っ
た
有
力
は
服
従
根
拠
の
一
つ
が
欠
け
て
い
る

デカダントな社会における統合

の
で
あ
る
。
ま
た
、

と
と
で
は
行
動
類
型
の
具
体
的
模
型
は
究
極
に
お
い
て
は
存
在
せ
ず
、
規
範
、
制
度
は
具
体
的
価
値
類
型
か
ら
抽
象

い
わ
ば
抽
象
的
に
す
ぎ
な
い
も
の
へ
の
忠
誠
と
い
う
高
度
の
至
難
な
課
題
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

化
さ
れ
、

こ
れ
は
個
人
が
自
由

の
価
値
を
追
求
し
う
る
と
い
う
積
極
而
の
代
償
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
個
人
の
目
標
価
値
追
求
と
い
う
個
人
主
義
的
な

側
面
は
、

ル
ー
ル
の
拘
束
性
と
い
う
こ
と
と
は
異
質
的
な
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
後
者
と
の
対
立
の
要
因
を
本
来
的
に
内
在
せ
し
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
(
第
二
家
参
照
)
個
人
た
ち
は
本
来
的
に
異
質
的
で
あ
り
対
立
的
な
も
の
を
同
時
に
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人

K

は
両
者
を
両
立
さ
せ
る
「
エ
ト
ス
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

コ
シ
ベ
シ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム

う
。
個
人
主
義
的
な
利
益
追
求
が
板
限
的
と
な
れ
ば
、
ル
ー
ル
は
「
便
宜
主
義
」
の
原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
と
に
な
る
で
あ
ろ
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説

う
。
と
こ
ろ
が
、
便
宜
主
義
的
な
ル

1
ル
の
正
当
化
は
、
ま
さ
に
使
宜
主
義
の
徹
底
に
よ
っ
て
ル

1
ル
の
無
視
を
も
正
当
化
す
る
ζ

と
が

論

で
き
る
の
で
あ
る
。
便
宜
主
義
的
な
「
ル
ー
ル
遵
守
の
正
当
化
」
が
ル
ー
ル
遵
守
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
、

な
る
「
合
理
化

H
E
2
5色
。
主
と
し
て
ル
ー
ル
遵
守
の
有
益
性
を
弁
託
す
る
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
の
正
当
化
が
ま
さ
に
単

北法 14(1・24)24 

ル
ー
ル
が
ま
さ
に
逆
説
的
に
か
っ

て
の
ル
1
ル
の
神
聖
さ
に
代
え
て
ル
1
ル
遵
守
の

「
有
益
性
」
と
い
う
「
聖
な
る
」

イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
を
ま
と
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
で

し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は

ル
ー
ル
遵
守
と
個
人
利
益
の
あ
る
い
は
個
人
利
益
と
全
体
利
益
の
同
一
性
と
い
う
観
念
は
ノ
ン

セ
ン
ス
な
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン

(
「
虚
偽
表
象
」
)
に
す
ぎ
な
い
(
第
二
章
参
照
)
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
同
一
性
は
最
も
合
理
主
義
的
な
便
宜

主
義
者
に
と
っ
て
は
勿
論
ノ
ン
セ
ン
ス
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
便
宜
主
義
の
視
点
に
我
々
が
か
り
に
立
っ
と
す
れ
ば
、

そ
の
主

張
は
正
当
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
勿
論
便
宜
宇
一
義
的
な
正
当
化
に
立
つ
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
は
い
な
い
。
共
同
利
益
追
求

は
便
宜
主
義
的
な
弁
証
以
外
の
と
と
ろ
か
ら
き
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
場
合
に
は
、
共
同
利
益
追
求
あ
る
い
は
ル
1
ル
遵
守
の
義
務

は
個
人
利
益
の
視
点
と
両
立
す
る
こ
と
は
あ
り
え
て
も
ま
さ
に
「
対
立
」
し
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
本
来
的
に
「
対
立
ご

し
た
要
請
を
同
時
に
両
立
さ
せ
る
上
述
の
か
の

「
エ
ト
ス
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
中
期
体
制
に
お
い

て
は
、

ル
ー
ル
の
質
の
み
な
ら
ず
内
容
を
新
ら
た
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
「
自
由
主
義
」
的
改
革
て
あ
る
い
は
初
期
体
制
に
合
ま
れ

て
い
た
要
素
を
抽
象
し
選
び
だ
し
、
乙
れ
を
新
ら
た
な
ル
ー
ル
と
し
て
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
「
保
守
主
義
」
的
改
革
)
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
と
こ
に
は
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
ル
ー
ル
の
内
容
の
確
立
と
い
う
困
難
な
課
題
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
勿
論
だ
が
、

こ
の
こ
と

を
別
と
し
て
も
な
お
困
難
を
助
長
す
る
も
の
が
加
わ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
と
う
し
た
ル

1
ル
の
作
為
は
ま
さ
に
こ
の
作
為
の
芯
識
に
よ

っ
て
、
便
宜
主
義
性
の
意
識
を
強
め
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
便
宜
主
義
が
便
宜
主
義
自
体
に
内
在
す
る
論
理
を
展
開
す
れ
ば
ル
ー
ル
遵
守

の
わ
く
を
つ
き
や
ぶ
っ
て
し
ま
う
と
と
は
前
述
し
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
名
誉
の
ル
1
ル
は
そ
れ
が
特
権
者
の
行
動
様
式
の
な
か



に
含
ま
れ
る
場
合
に
よ
く
流
通
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
特
権
層
が
衰
退
し
て
後
も
な
お
ル

1
ル
遵
守
は
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
ま
た
そ
れ
故
に
、
特
権
者
が
集
団
と
し
て
価
値
の
獲
得
や
維
持
を
自
己
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

場
合
に
は
、
名
誉
の
ル
ー
ル
が
維
持
さ
れ
る
究
極
の
保
障
も
減
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
支
配
層
が

|
1フ
ラ
ン
ス
で
の
よ
う
に

-112HM同
伊
丹
仏
四
円
。
コ
ω国

に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

の
主
張

こ
の
場
合
に
は
、
名
誉
は
偏
狭
な
利
己
的
な

一一、
ノレ

l 
jレ
L一一

(
上
席
権
が
そ
の
典
型
)
に
陥
る
で
あ
ろ
う
し
、

乙
の
乙
と
が
ま
た
国
民
の
中
の
分
裂
を
却
っ
て
加
重
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

中
期
体
制
の
形
成
は
と
う
し
て
極
め
て
困
難
な
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
至
難
の
課
題
で
あ
る
。
だ
が
乙
の
メ

タ
モ
ル
フ
ォ

1
ゼ
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
も
不
可
能
で
は
な
い
。

一
例
を
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
。
初
期
体
制
を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
新
し
い
状
況
に
適
合
す
る
よ
う
に
変
態
せ
し
め
、

乙
れ
に
よ
っ
て
中
期
体
制
を
形
成
す
る
仕
方
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

こ
乙
に
の
べ

る
ケ

1
ス
は
ま
だ
原
体
制
と
し
て
の
初
期
体
制
が
共
同
意
識
と
し
て
ま
だ
か
な
り
残
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
可
能
な
ケ

1
ス
で
あ
っ
て
、

H 

最
も
「
保
守
的
」
な
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
が
可
能
な
場
合
で
あ
る
。

乙
乙
で
は
こ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
、
初
期
体
制
の
集
団
主
義
的

デカダントな社会における統合

志
向
を
抽
象
化
H
形
式
化
し
な
が
ら
こ
れ
を
保
存
す
る
、
と
と
も
に
、
新
し
い
状
況
に
お
い
て
重
要
な
価
値
と
な
っ
た
利
益
の
観
念
に
そ

公
共
利
益
ま
た
は
全
体
利
益
の
観
念
が
乙
の
結
集
に
外
な
ら
な
い
。

れ
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
は
変
態
日
形
式
化
が
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
原
体
制
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、

具
体
的
な
パ
タ
ン
で
は
な
く
て
、
不
断
の
状
況
「
化
」

こ
の
全
体
利
益
は
固
定
的
な
状
況
を
想
定
し
た
固
定
的
な
従
っ
て
ま
た

に
対
応
し
て
個
々
人
が
個
々
の
状
況
に
お
い
て
全
体
利
益
の
内
容
を
計
算
算
定
す

る
と
と
に
よ
り
具
体
的
内
容
を
個
々
的
に
も
り
こ
む
形
式
的
な
骨
ロ
自
由
正
月
r
Bロ
g
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
形
式
的
な
フ
レ
イ
ム
と

し
て
全
体
利
益
(
意
向
)
の
観
念
は
常
に
存
続
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
い
う
観
念
は
こ
う
し
た
全
体

利
益
の
典
型
的
観
念
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
個
人
た
ち
は
こ
う
し
た
プ
レ
イ
ム
を
維
持
し
な
が
ら
、
自
己
利
益
の
視
点
を
そ
の
中
に
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説

流
し
こ
み
、

そ
の
枠
の
中
で
の
み
自
己
利
益
を
極
大
化
す
る
の
で
あ
る
。
個
人
利
益
の
意
識
の
発
展
と
と
も
に
、

こ
う
し
た
全
体
利
益
の

観
念
は
、
成
員
閣
の
利
益
の
競
争
を
相
互
に
均
衡
さ
せ
て
ゆ
く
同

E
B白
色

B
r
H
2
2
と
な
り
え
、
あ
る
い
は
新
し
い
体
制
自
体
に
内
在

論

に
補
完
せ
し
め
て
ゆ
く
も
の
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
フ
レ
イ
ム
を
出
発
点
と
し
、

や
が
て

す
る
抑
制

U
均
衡
を
「
志
図
的
」

成
員
聞
の
競
争
の
ル
ー
ル
や
乙
の
ル

1
ル
遵
守
を
体
現
す
る
集
団
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
全
体
利
益
の
観
念
は
新
体
制
の
形
成
過
程

の
媒
体
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
や
が
て
衰
退
し
て
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い
。

(
遵
守
)
を
確
立
し
こ
れ
を
後
に

が
、
そ
れ
は
ル

1
ル

残
す
と
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
例
は
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
以
外
に
、
自
然
法
の
(
外
か
ら
の
)
導
入
に
よ
る
利
益
の
観
念
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
等
、
利
益
の
原
理
を
と
え
た

「
外
か
ら
の
」
超
越
的
原
理
の
導
入
に
よ
っ
て
新
体
制
を
再
建
す
る
種
々
の
ケ

1
ス
が
あ
ろ
う
。

本
稿
は
と
く
に
中
期
体
制
の
デ
カ
タ
ン
ス
の
時
期
に
つ
い
て
こ
う
し
た
ケ

1
ス
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
乙
に
の
べ
た
保
守
的
な
適
応
さ
え
(
そ
れ
は
残
存
し
て
い
る
共
同
体
意
識
と
い
う
媒
体
を
利
用
し
え
た
「
有
利
な
」

例
で
は
あ
っ
た
が
)
困
難
な
課
題
を
含
む
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
初
期
休
制
の
共
同
意
識
が
ま
だ
残
存
し
て
い
る
聞
に
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
し
、

し
か
も
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
そ
れ
を
変
形
せ
し
め
て
新
し
い
体
制
に
も
ち
こ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
後
章

参
照
)
。
従
っ
て
、
初
期
体
制
は
内
的
充
実
と
外
的
拡
大
と
に
よ
っ
て
上
昇
し
な
が
ら
|
|
ま
さ
に
こ
の
上
昇
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
と
乙

ろ
の
l
l
|
個
人
主
義
的
傾
向
を
規
整
す
る
規
範
や
制
度
を
発
見
確
立
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
ζ

で
は
集
団

主
義
的
な
規
律
は
内
的
同
化
意
識
の
衰
退
に
よ
っ
て
弛
綾
し
、
内
的
秩
序
は
解
体
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
第
二
の
体
制

の
形
成
は
不
可
能
で
は
な
い
、
と
し
て
も
そ
の
存
続
は
も
と
も
と
対
立
し
あ
う
傾
向
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、

一
方
の
傾
向
が
進
行
し
傾
向
に
内
在
す
る
論
理
が
よ
り
一
層
展
開
さ
れ
る
な
ら
ば
、

こ
の
休
制
は
衰
退
を
免
か
れ
る
こ
と
は
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で
き
な
い
。
自
己
利
益
に
徹
底
し
た
個
人
に
と
っ
て
共
同
利
益
や
ル
ー
ル
の
厳
格
な
尊
守
(
と
自
己
利
益
の
同
一
性
)
と
い
う
観
念
は
「
イ

リ
ユ

I
ジ
ョ
ン
」

に
す
ぎ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
体
制
は

の
上
に
の
み
立
つ

「
過
渡
的
」
な
体
制
と
な
る

「
論
理
的
矛
盾
」

で
あ
ろ
う
。

乙
の
体
制
の
デ
カ
ダ
ン
ス
も
第
一
の
体
制
の
そ
れ
と
同
じ
く
「
不
可
避
的
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

デ
カ
ダ
ン
ス
は
初
期
国
家
「
共
和
制
」

の
衰
退
と
し
て
始
ま
る
か
、
あ
る
い
は
中
期
体
制
、
「
君
主
制
」
の
衰
退
と
し
て
始
ま
る
か
、
い

ず
れ
か
で
あ
る
。
前
の
プ
ロ
セ
ス
の
方
が
よ
り
「
自
然
的
」

で
あ
ろ
う
。
初
期
体
制
に
お
け
る
個
人
主
義
的
傾
向
の
進
展
は
、
従
っ
て
中

期
体
制
へ
と
発
展
し
な
い
で
、

そ
の
ま
ま
体
制
の
デ
力
、
ダ
ン
ス
を
促
す
方
へ
と
作
用
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

乙
の
二
つ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
形
態
は
恐
ら
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
一
例
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。
初
期
体
制
の
デ
カ
ダ
ン

ス
の
形
態
は
、

よ
り
断
片
的
不
規
則
的
な
傾
向
、
従
っ
て
ま
た
殆
ど
常
に
洗
練
さ
に
欠
け
る
か
、
あ
る
い
は
非
行
動
的
内
向
的
な
ソ
フ
イ

ス
テ
イ
ケ
1
シ
ヨ
ン
の
傾
向
を
発
達
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
利
益
や
快
楽
の
追
求
は
、
全
体
主
義
的
な
規
律
の
さ
け
目
か
ら
始
ま
る
で
あ
ろ

手う

う
し
、
体
制
の
弛
緩
に
対
し
て
施
さ
れ
る
対
策
は
全
体
主
義
的
な
引
き
緊
め
と
し
て
デ
カ
ダ
ン
ス
に
対
し
て
外
側
か
ら
加
え
ら
れ
ざ
る
を

デカダントな社会における統合

一」、t

晶、。

二ノ
J

J

B

V

し
か
も
ζ

う
し
た
対
策
は
殆
ど
間
駄
的
に
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
デ
カ
ダ
ン
ス
文
化
は
公

開
の
、
社
会
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
形
式
を
洗
錬
さ
せ
る
機
会
を
持
続
的
に
も
っ
と
と
が
で
き
ず
、
洗
錬
さ
れ
な
い
ま
ま

に
文
化
形
式
は
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
洗
録
さ
れ
た
と
し
て
も
卑
屈
な
被
抑
圧
文
化
と
し
て
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
(
江
戸
時
代
の
町
人
文
化
)
。

こ
う
し
た
デ
カ
ダ
ン
ス
形
式
は
あ
り
あ
ま
る
自
由
の
機
会
を
も
っ
中
期
体
制
に
お
い
て
は
み
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
形
式
の
差
異
に
つ
い
て
は
後
章
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
で
は
、

双
方
に
共
通
な
デ
カ
ダ
ン
ス

の
形
式
、
む
し
ろ
中
期
体
制
の
デ
カ
ダ
ン
ス
形
式

K
力
点
を
お
き
な
が
ら
、
紋
述
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

ヴ
ア
レ
リ
イ
は
、
「
ペ
ル
シ
ャ
人
の
手
紙
」
へ
の
序
一
一
百
の
な
か
で
、
複
雑
な
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
興
隆
し
や
が
て
衰
退
し
て
ゆ
く
過
程
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を
描
き
、

こ
の
過
程
の
な
か
で
最
も
よ
き
時
代
が
い
つ
で
あ
る
か
を
追
求
し
た
。

と
の
時
代
は
興
隆
期
に
あ
っ
た
厳
格
な
社
会
や
政
治
体

制
が
弛
緩
し
始
め
た
デ
カ
ダ
ン
ス
始
期
、
「
終
り
の
始
ま
り
」
の
時
間
に
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の

「
時
間
」
を
次
の
よ
う
に
技
述
す
る
の
で
あ

論

る
。
厳
格
な
秩
序
と
い
う
も
の
は
人
聞
に
と
っ
て
は
常
に
重
苦
し
い
。

さ
れ
ば
と
い
っ
て
全
く
の
無
秩
序
は
死
の
恐
怖
を
与
え
る
。
厳
格

な
秩
序
の
世
界
と
全
く
の
無
秩
序
の
世
界
は
い
ず
れ
も
人
聞
に
は
住
み
ど
乙
ち
が
よ
く
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の
は
自
由
に
感
ぜ
ら
れ
る

と
と
も
に
安
全
が
保
障
さ
れ
て
い
る
社
会
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
人
聞
に
と
っ
て
最
も
高
価
な
時
期
は
秩
序
と
無
秩
序
の
聞
に

あ
る
。

そ
れ
は
、
公
権
力
や
義
務
の
秩
序
が
存
在
し
秩
序
の
利
益
が
享
受
さ
れ
え
な
が
ら
、
同
時
に
体
制
の
最
初
の
弛
緩
に
よ
っ
て
自
由

を
享
楽
で
き
る
瞬
間
で
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
制
度
や
行
動
体
系
は
偉
大
さ
と
高
貴
さ
を
な
お
残
し
て
お
り
、
自
に
み
え
る
変
化
は
な
い
が

残
さ
れ
た
も
の
は
立
派
な
外
観
の
み
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
、

正
し
き
も
の
、
道
徳
的
な
も
の
、
合
法
的
な
る
も
の
、
立
讃
の
対
象
と
な

り
う
る
も
の
、
及
び
こ
う
し
た
も
の
の
反
対
価
値
を
規
律
す
る
体
系
、

か
つ
て
は
畏
敬
と
恐
怖
を
も
っ
て
課
さ
れ
堪
え
忍
ば
れ
た
崇
高
な

方
式
、

こ
う
し
た
も
の
は
、
慣
れ
き
っ
て
し
ま
っ
て
気
安
く
な
り
、
生
き
残
っ
て
は
い
る
が
道
徳
的
強
制
や
圧
力
を
加
え
な
く
な
っ
て
い

る
。
も
は
や
神
聖
な
秘
密
と
い
う
も
の
は
な
い
。
批
判
と
無
視
と
が
そ
れ
ら
の
も
の
の
基
礎
を
ほ
り
く
ず
し
て
お
り
、

そ
の
直
接
的
な
価

値
は
剥
事
噂
さ
れ
て
い
る
。

乙
の
時
期
は
批
判
そ
の
も
の
の
快
楽
が
存
在
す
る

「
批
判
主
義
」

の
時
期
で
あ
る
。
諸
々
の
制
度
は
、

乙
の
制

度
に
よ
っ
て
実
現
し
う
る
限
り
の
価
値
を
既
に
生
産
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、

ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
イ
は
尽
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

乙
の
時

期
は
旧
き
典
型
を
味
わ
っ
た
り
そ
れ
を
模
写
し
た
り
す
る

「
擬
古
典
主
義
」

の
時
代
で
あ
る
。
綾
緩
に
し
か
も
静
か
に
社
会
体
は
将
来
を

失
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
時
期
、
普
遍
的
解
体
の
始
期
乙
そ
人
聞
に
と
っ
て
快
楽
の
絶
頂
期
で
あ
る
。
人
聞
に
は
終
り
の
始
ま
り

乙
そ
最
も
住
み
心
持
ち
が
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
グ
ア
レ
リ
イ
の
純
粋
デ
イ
レ
ッ
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
は
最
も
高
価
な
快
楽
の
1

1
彼
に

と
っ
て
は
失
わ
れ
た
ー
ー
ー
時
を
求
め
て
デ
カ
ダ
ン
ス
の
始
期
(
つ
ま
り
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
時
代
)
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
我
々
は
ヅ
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ア
レ
リ
イ
の
毅
述
を
手
引
き
と
し
更
に
そ
れ
を
展
開
し
て
み
た
い
。

乙
乙
で
の
ベ
る
デ
カ
ダ
ン
ス
の
時
期
は
グ
ア
レ
リ
イ
の
最
も
高
価
な

瞬
間
よ
り
更
に
デ
カ
、
ダ
ン
ス
し
た
社
会
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
デ
カ
ダ
ン
ス
の
中
期
か
ら
後
期
に
互
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
期
に
お
い
て
は
個
人
は
益
々
利
己
的
に
利
益
を
追
求
し
快
楽
主
義
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
公
的
制
度
や
ル

1
ル、

一
般
に
公
的

な
も
の
へ
の
同
化
の
程
度
は
益
々
減
衰
す
る
で
あ
ろ
う
。
政
治
的
に
は
公
的
政
治
様
式
へ
の
ア
パ
シ

1
が
ひ
ろ
ま
る
。
従
っ
て
公
的
、
制

度
的
な
領
域

κ対
し
、
個
人

K
と
っ
て
は
よ
り
気
安
い
私
的
行
動
類
型
の
領
域
が
拡
大
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
公
的
同
化
の
衰
退
と
私
的

行
動
類
型
の
拡
大
は
、
社
会
の
全
体
的
な
解
体
で
も
な
く
、
ま
た
解
体
と
も
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
公
的
な
も
の
の
か
た
わ
ら
に
、

非
公
式
む
し
ろ
「
半
」
公
式
の
在
的
性
格
を
も
っ
行
動
類
型
が
発
展
し
、

こ
れ
が
公
的
行
動
類
型
の
代
用
と
し
て
、

い
わ
ば

「
擬
」
公
的

な
行
動
様
式
と
し
て
機
能
せ
し
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
の
擬
公
的
な
私
的
行
動
様
式
は
、
公
的
な
同
化
と
異
な
り
、
利
己
的
快
楽
主

義
的
に
な
っ
て
い
る
個
人
に
対
し
厳
格
な
同
化
を
求
め
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
彼
ら
の
性
格
に
か
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
に
は
よ
り
気
楽
な

付

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
個
人
た
ち
の
社
会
関
係
の
枠
は
自
己
を
中
心
と
し
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
で
私
的
な
狭
い
サ
ー
ク
ル
で
あ
り
、
彼
ら
は

デカダントな社会Kおける統合

こ
の
サ

1
タ
ル
の
中
で
気
楽
な
信
頼
の
お
け
る
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
。
従
っ
て
こ
の
社
会
に
全
体
を
蔽
う
擬
公
的
秩
序
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
ネ
ッ
ト
・
ワ

1
ク
だ
と
い
う
乙
と
に
な
ろ
う
c

こ
の
全
国
的
な
、
不
ツ
ト
・
ワ

1
ク
に

お
い
て
は
個
人
は
自
己
の
社
会
関
係
を
狭
い
サ
ー
ク
ル
と
し
て
し
か
意
識
し
て
い
な
い
。
個
人
は
狭
い
サ
ー
ク
ル
意
識
や
そ
の
な
か
で

の
共
通
利
益
の
観
念
を
も
っ
乙
と
は
で
き
る
が
、
成
員
全
体
の
連
帯
性
や
成
員
全
体
に
互
っ
て
統
合
さ
れ
た
共
通
利
益
の
観
念
は
も
ち
え

な
い
の
で
あ
る
。

と
う
し
て
公
的
全
体
的
な
秩
序
意
識
は
存
在
せ
ず
、

た
ま
た
ま
そ
れ
が
表
明
さ
れ
る
乙
と
は
あ
っ
て
も
、
個
人
た
ち
は

「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

乙
の
社
会
は

そ
う
し
た
声
明
に
は
動
か
さ
れ
な
い
シ
ニ
シ
ズ
ム
と

私
的
関
係
の
、
不
ツ
ト
・
ワ
1
ク
と
し
て
は
存
在
し
え
、
無
秩
序
で
は
な
い
か
ら
、
「
真
」

の
秩
序
は
不
可
視
的
な

「
無
秩
序
の
秩
序
」
だ
と

北法 14(1・29)29



説

い
う
と
と
に
な
る
。
個
人
た
ち
は
乙
の
、
不
ツ
ト
・
ワ

1
ク
の
な
か
の
一
節
と
し
て
気
楽
な
サ
ー
ク
ル
の
中
で
満
足
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

論

公
的
「
秩
序
」
は
国
民
か
ら
の
内
的
同
化
を
失
い
、
な
ん
ら
畏
敬
や
感
動
を
呼
び
お
こ
さ
な
く
な
っ
て
い
る
。
国
民
の
向
日
間
5
1
5・

『

2
2
2
は
も
は
や
公
的

「
秩
序
」

で
は
な
く
、

そ
の
わ
き
で
形
成
さ
れ
た
私
的
行
動
様
式
で
あ
る
。
個
人
に
と
っ
て
は
公
的
「
秩
序
」

は
、
内
的
同
化
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
れ
ば
か
り
か
自
己
利
益
の
追
求
を
さ
ま
た
げ
る

「
し
つ
こ
く
」
と
さ
え
感
ぜ
ら
れ
る
。
従

っ
て
、

そ
れ
は
も
は
や
外
的
な
機
構
に
す
ぎ
な
い
。
機
構
化
し
た
こ
う
し
た
公
的
「
秩
序
」

に
は
国
民
は
も
は
や
冒
涯
の
快
感
さ
え
も
感

じ
な
い
。
そ
れ
が
い
か
に
華
々
し
く
飾
り
た
て
ら
れ
よ
う
と
、
そ
れ
に
は
国
民
は
シ
ニ
カ
ル
な
疎
隔
感
を
抱
か
ず
に
は
い
な
い
。
公
的
「
秩

序
」
に
最
も
「
厳
格
」
な
人
さ
え
リ
ア
リ
テ
ィ
の
感
覚
を
失
わ
な
い
な
ら
ば

「
公
的
」
と
「
私
的
」
と
を
分
離
し
、
私
的
な
行
動
類
型
を

許
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
勿
論
彼
は
公
的
「
秩
序
」
全
体
の
意
味
を
と
い
、
社
会
全
体
を
志
向
し
て
秩
序
を
再
組
織
H
創
造
で
き
る
人
間

で
は
な
い
。
「
公
的
」
と
「
私
的
」
と
を
分
離
す
る
原
理
し
か
も
た
な
い
人
は
そ
れ
故
デ
カ
ダ
ン
ス
社
会
の
非
創
造
的
な
倭
小
な
「
形
式
的
」

リ
ゴ
リ
ス
ト
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
非
公
式
な
現
実
の
機
能
を
鍍
述
す
る
い
わ
ば

「
反
」
公
式
主
義
的
現
実
主
義
の
パ
タ
ン
が

生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
(
日
本
的
自
然
主
義
。
内
宮
市
小
説
や
探
偵
小
説
は
そ
の
通
俗
化
さ
れ
た
典
型
)
。
こ
れ
も
や
が
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化

す
る
の
で
あ
る
が
。
会
的
「
秩
序
」
は
本
来
の
機
能
を
果
し
え
な
く
な
っ
て
は
い
る
が
、
個
人
た
ち
は
現
存
す
る

「
秩
序
」

に
満
足
し
て

い
る
の
で
、

公
的
「
秩
序
」
を
敢
え
て
排
除
す
る
必
要
は
な
い
。

ま
た
乙
の
「
秩
序
」
は
そ
れ
な
り
の
効
用
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に

既
に
機
能
を
減
じ
た
と
は
い
え
公
的
「
秩
序
」
を
排
除
し
、
擬
公
的
制
度
を
公
的
制
度
と
し
て
昇
格
さ
せ
る
に
は
か
な
り
の
冒
険
が
と
も

な
う
で
あ
ろ
う
。
と
と
ろ
が
こ
の
冒
険
の
た
め
の
準
備
は
停
滞
し
た
こ
の
社
会
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
立
て
前
と
し
て
は
公
的
「
秩

序
」
を
存
続
さ
せ
て
お
き
、

し
か
も
現
実
に
は
擬
公
的
な
私
的
行
動
様
式
を
機
能
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
が
活
力
を
哀
失
し
た
こ
の
社
会
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に
は
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
こ
と
は
行
為
者
に

「
言
い
の
が
れ
」
を
あ
た
え
、
彼
ら
を
明
確
な
責
任
範
囲
や
責
任
意
識
か
ら

解
放
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
責
任
領
域
や
責
任
意
識
の
あ
い
ま
い
化
は
こ
の
社
会
の
本
質
的
な
傾
向
な
の
で
あ
る
。
強
力
な
偲
性
を
も

つ
性
格
よ
り
も
、
裏
で
巧
み
に
操
る
副
官
型
の
方
が
こ
の
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
。

更
に
機
構
が
果
し
う
る
役
割
と
し
て
象
徴
機
能
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
秩
序
」

は
恐
ら
く
過
去
の
光
栄
の
残
映
を
な
に
が
し

乙
の

か
維
持
し
て
お
り
、
「
秩
序
」
の
う
ち
に
住
む
人
に
は
名
誉
を
与
え
う
る
で
あ
ろ
う
。

ア
カ
デ
ミ
ー
は
「
公
的
」
価
値
秩
序
の
代
表
者
と
し

て
公
的
権
威
の
象
徴
と
な
り
認
証
を
配
分
す
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ア
ス
ピ
ラ
ン
ト
は
そ
れ
に
批
判
と
攻
撃
を
加
え
る
で
あ
ろ
う

カ王

一
た
び
そ
乙
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
や
彼
ら
は
野
心
の
満
足
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
国
家
そ
の
他
の

の
中
に

「
機
構
」

直
接
住
む
集
団
は
光
栄
に
接
す
る
特
権
を
維
持
し
よ
う
と
し

2
官
昨

P
8
4∞
を
固
め
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
は
更
に
、
文
字
通
り
外
的

「
秩
序
」

の
維
持
者
と
し
て
暴
力
(
主
義
)
排
除
の
保
障
と
な
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
よ
り
積
極
化
し
「
特
権
」
や
補
助
金
を

手+

分
配
す
る
よ
う
に
さ
え
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
場
合
国
家
に
は
普
遍
的
に
存
在
す
る
利
益
の
バ
ロ
キ
ア
リ
ズ
ム
を
押
え
る
権
威
は
既

デカダントな社会における統合

に
失
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
同
家
は
国
家
機
構
内
に
あ
る
人
々
を
含
め
て
利
己
的
な
個
人
や
集
団
の

パ
ロ
キ
ア
リ

「々
ノ・刀けノ」

に
侵
さ
れ
、

ズ
ム
の
寄
木
細
工
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

と
う
し
た
と
こ
ろ
で
は

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
は
乙
の
パ
ロ
キ
ア
リ
ズ
ム
の
傾
向
を
イ
デ

オ
ロ
ギ

1
的
に
正
当
化
し
補
強
す
る
の
で
あ
る
。
「
機
構
」
は
と
う
し
て
存
続
せ
し
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
人
々
が
お
そ
れ
げ
も
な
く
操
作

で
き
る
も
の
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
人
々
は
利
己
的
な
個
人
利
益
を
獲
得
す
る
た
め
に
こ
の
機
構
を
い
か
に
操
作
す
れ
ば
よ
い
か
を
熟
慮

「
有
能
」

で
あ
れ
ば
、
公
的
「
秩
序
」

公
正
な
人
さ
え
「
現
実
主
義
」
的
で
か
つ

の
立
て
前
を
く
ず
さ
ず
に
そ
れ
を
操
作
し
擬
制

す
る
。

し
て
、
字
義
通
り
の
効
果
に
い
か
に

「
手
心
」
を
加
え
る
か
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
(
大
岡
越
前
的
擬
制
)
。
有
能
さ
は
公
的
「
秩
序
」

立
て
前
を
私
的
秩
序
の
現
実
に
操
作
的
に
巧
み
に
均
衡
さ
せ
て
ゆ
く
乙
と
に
あ
る
。

乙
の
社
会
の
徳
は
釣
合
い
官
。
-
5
3
5ロ
の
セ
ン
ス の
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に
あ
る
。
自
由
は
強
制
の
た
く
み
な
緩
和
で
あ
り
、

こ
う
し
た
操
作

正
義
は
不
正
義
の
修
正
で
あ
り
、
秩
序
は
無
秩
序
の
軽
減
で
あ
る
。

主
義
は
、
厳
格
な
片
包
括
え

B
P
Bロ
ロ
刊
を
失
っ
て
い
る
人
間
相
互
の
関
係
に
も
出
現
す
る
。

そ
れ
が
普
一
弱
化
す
れ
ば
「
万
人
の
万
人
に

論

対
す
る
操
作
」

の
状
態
が
生
じ
、

や
が
て
そ
れ
は
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
不
信
」

の

「
自
然
」
状
態
に
陥
る
。
デ
カ
ダ
ン
ス
社
会
に
関

す
る
限
り
、
人
間
関
係
は
乙
乙
で
不
安
定
の
極
に
達
し
、
人
々
は
極
端
な
不
安
に
つ
き
お
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

秩
序
は
内
的
発
条
を
摩
損
し
威
厳
を
失
っ
て
い
る
、
従
っ
て
と
の

「
秩
序
」
を
直
接
に
体
現
す
る
集
団
は
過
去
の
栄
光
や
威
厳
を
回
復

し
よ
う
と
し
、
秩
序
を
華
美
に
よ
っ
て
飾
る
で
あ
ろ
う
。

乙
乙
に
装
飾
過
剰
と
誇
大
化
の

l
バ
ロ
ッ
ク
|
様
式
が
生
ま
れ
る
。
ま
た

序
」
は
内
的
発
条
を
摩
損
し
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
イ
を
失
っ
て
機
構
化
し
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
は
有
効
と
な
る
た
め
に
益
々
実
定
化
を
必
要

と
す
る
(
官
僚
的
法
律
主
義
)
。
そ
れ
は
ま
た
内
的
統
合
の
保
障
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
巨
大
な
休
系
の
も
た
ら
す
美
観
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
体
系
法
学
的
趣
味
)
。
最
も
非
現
実
的
な
法
学
は
現
実
で
の
統
合
を
法
休
系
化
と
混
同
し
て
し
ま
う
。

乙
の
社
会
で
の
新
し
い
様
式
の

「
創
造
」

は
古
い
様
式
の
(
バ
ロ
ッ
ク
的
)
漸
次
的
誇
大
化
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

の
社
会
は
急
激
に
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
急
激
に
解
体
す
る
の
で
も
な
い
。
デ
カ
ダ
ン
ス
は
緩
漫
に
か
つ
不
断
に
没
落
す
る
過

程
に
あ
る
。
綬
漫
な
没
落
の
過
程
に
お
い
て
、

と
の
社
会
は
満
足
の
形
式
を
漸
次
生
ん
で
ゆ
く
。

し
か
も
以
前
の
形
式
は
公
然
た
る
反
逆

を
う
け
る
と
と
な
く
|
|
冒
険
は
こ
の
社
会
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
!
|
堆
積
さ
れ
て
お
り
、
新
形
式
は
旧
形
式
の
な
か
に
い
わ
ば
寄
生
し

つ
つ
、
そ
れ
を
呑
食
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
真
に
偉
大
な
創
造
は
な
さ
れ
え
な
い
。
「
創
造
」
は
新
し
い
形
式
の
此
一
一
末
主
義
、
「
マ

1
ジ
ナ
リ

ズ
ム
」

に
終
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
は
古
い
形
式
の
誇
大
化
や
体
系
化
に
見
合
っ
て
い
る
。

マ
ー
ジ
ナ
リ
ズ
ム
は
古
い
様
式
に
結
局
は
依
存

し
寄
生
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、

そ
れ
は
自
己
が
立
っ
て
い
る
究
極
の
文
化
的
基
礎
を
全
体
的
に
反
省
す
る
こ
と
は
な
く
唆
除
な

ま
ま
に
し
て
お
く
。
堆
積
さ
れ
て
ゆ
く
文
化
は
全
体
的
意
味
を
と
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
意
識
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い
が
、
主
荷
と
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し
て
国
民
の
上
に
の
し
か
か
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
些
一
末
文
化
や
誇
大
主
義
へ
の
耽
溺
は
人
間
の
生
へ
の
す
る
ど
い
意
味
づ
け
を
そ

ら
し
、
内
的
充
実
感
を
奪
い
と
っ
て
し
ま
う
。
人
々
は
益
々
軽
薄
に
、
不
安
に
陥
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
カ
ダ
ン
ト
な
社
会
は
気
楽
な
快
楽
と
満
足
な
形
態
を
こ
ま
ぎ
れ
な
が
ら
不
断
に
作
っ
て
ゆ
く
。

こ
れ
ら
の
も
の

は
全
体
的
生
の
意
味
を
問
う
必
要
の
な
い
人
聞
に
は
、
瞬
間
瞬
間
に
、

且
っ
と
だ
え
る
乙
と
な
く
不
安
の
処
理
を
与
え
て
く
れ
る
。
古
く

く
ず
れ
か
か
っ
た
文
化
は
、

ゆ
た
か
な
過
去
を
も
っ
て
思
怨
と
七
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
か
り
そ
め
に
楽
し
ま
せ
る
。
外
的
「
秩
序
」
は

外
的
な
保
障
、
物
質
的
利
益
を
保
障
し
た
り
、

そ
れ
を
与
え
て
さ
え
く
れ
る
。

こ
ま
切
れ
な
が
ら
、

乙
う
し
て
デ
カ
ダ
ン
ト
社
会
は
大
き

な
反
逆
を
う
け
る
乙
と
も
な
く
、
新
し
い
大
き
な
創
造
も
な
く
不
断
に
限
り
な
く
没
落
し
て
ゆ
く
社
会
で
あ
る
。

こ
の
没
落
に
は
終
り
が

な
い
。
警
告
も
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
な
り
、

そ
れ
ば
か
り
か
国
民
に
は
と
き
と
し
て

「
わ
さ
び
」

の
味
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
。
警
告
者

は
益
々
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
と
な
っ
て
し
ま
う
。
「
改
革
は
建
国
よ
り
も
む
ず
か
し
い
」

の
で
あ
る
(
ル
ソ

l
)
。

付

乙
の
社
会
は
改
革
さ
れ
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
の
課
題
は
こ
の
問

題
の
検
討
に
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
乙
の
社
会
は
、
こ
の
社
会
の
内
部
に
は
改
革
の
原
理
、
発
条
を
も
た
な
い
社

会
の
内
部
か
ら
再
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
乙
乙
で

こ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
過
程
は
終
り
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

デカダン卜な社会における統合

「
社
会
の
内
部
」
と
い
う
乙
と
ば
の
い
み
を
限
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
よ
そ
い
か
な
る
人
間
で
も
特
定
の
文
化
形
式
を
こ
え
る
な
に
も
の
か
を
も
っ

(
人
間
性
)
と
い
う
こ
と
か
=
り
す
れ

ば
、
人
聞
は
と
の
社
会
の
内
部
に
含
ま
れ
つ
く
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て

「
社
会
の
内
部
」

の
中
に
成
員
の
こ
う
し
た
人
間
性
を

ふ
く
め
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
結
論
は
反
対
の
表
現
と
な
る
か
も
し
れ
ぬ
。

IF--eJ、A

J
j

，ヵ

「
社
会
の
内
部
」

の
成
員
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
当
の
社

会
の
文
化
形
式
を
体
し
た
限
り
で
の
成
員
を
い
み
す
る
も
の
と
す
れ
ば
人
間
性
そ
の
も
の
は
外
部
的
従
っ
て

「
超
越
的
」
な
な
に
も
の
か

を
も
っ
。
同
様
に
、
自
然
法
の
観
念
(
第
三
章
の
予
定
)
は
、

た
と
え
社
会
の
成
員
が
乙
の
観
念
を
現
実
に
い
だ
く
よ
う
に
な
る
こ
と
が
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乙
の
社
会
の
文
化
を
越
え
る

l
l普
遍
的
人
間
本
性
に
も
と
づ
く
「
法
」
と
い
う
|
|
視
点
や
要
求
を
含
む
か
ら
、

会
の
外
部
か
ら
く
る
発
条
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
社

あ
っ
て
も
、

論

て
二
つ
け
加
え
て
お
く
。

以
下
い
ち
い
ち
あ
げ
な
い
が
、

そ
れ
は
先
ず
、
デ
カ
ダ
ン
ト
な
社
会
の
地
域
に
す
み
な
が
ら
、
デ
カ
ダ
ン

ト
文
化
か
ら
疎
外
さ
れ
て
お
り
、

乙
の
文
化
を
体
現
す
る
支
配
集
団
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
て
い
る
集
団
、

つ
ま
り
(
ト
イ
ン
ピ

I
の
)
内

的
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
ら
は
支
配
的
文
化
と
較
べ
て
文
化
的
遅
退
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
い
み
で
は
外
的
要
素
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
上
昇
階
級
と
し
て
自
己
固
有
の
文
化
を
|
|
お
そ
ら
く
は
デ
カ
ダ
ン
ト
文
化
を
利
用
し

て
自
己
を
リ
フ
ァ
イ
ン
し
な
が
ら
1
1
6
発
展
さ
せ
、
革
命
に
よ
っ
て
に
せ
よ
、
改
革
に
よ
っ
て
に
せ
よ
、
デ
カ
ダ
ン
ト
文
化
や
停
滞
し
て

い
る
支
配
集
団
に
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
と
も
デ
カ
ダ
ン
ト
文
化
に
屈
従
し
「
パ
ル
ブ
ニ
ユ
」
主
義
に
お
か
さ
れ

て、

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
江
戸
時
代
の
ブ
ロ
ジ
ヨ
ワ
ジ

l
は
、
空
洞
化
し
機
械
化
は
し
た
が
強
力
な
体
制

の
下
に
抑
圧
さ
れ
、
新
し
い
ェ
、
不
ル
ギ
ー
を
分
解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
ら
は
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
た
状
態
の
下
で
、
卑
屈
な
、
断
片
的
な
文

化
形
態
を
完
成
し
、

そ
れ
を
文
化
的
に
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
ら
る
。

対
外
的
危
機
は
勿
論
社
会
の
外
か
ら
く
る
い
わ
ば
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
デ
カ
ダ
ン
ト
な
国
民
を
覚
醒
せ
し
め
、
国
民
的
統

合
を
回
復
せ
し
め
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
国
民
的
統
合
が
非
合
理
的
な
興
奮
や
非
合
理
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
止

ま
る
だ
け
な
ら
ば
、
持
続
的
統
合
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

乙
こ
で
持
続
的
な
統
合
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

な
ん
ら
か
新
し
い
文

化
形
式
が
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
乙
の
文
化
形
式
は
、
既
に
こ
の
社
会
に
お
い
て
個
人
利
益
の
追
求
が
抜
き
難
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
利
益
を
「
公
開
的
」

に
許
容
し
た
上
で
、
そ
れ
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
全
体
利
益
と
結
び
つ
け
る
文
化

形
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
人
利
益
を
無
視
し
そ
れ
を
庶
子
と
し
て
扱
う
統
合
様
式
で
は
安
定
し
た
有
効
な
統
合
は
形
成
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さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
官
僚
的
統
制
に
よ
っ
て
は
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

(
以
上
、

官
僚
制
と
利
益
統
合
、
非
合
理
主
義
と

統
合
の
各
章
の
予
定
)

そ
も
そ
も
デ
カ
ダ
ン
ト
な
社
会
で
は
共
同
体
意
識
あ
る
い
は
全
体
利
益
の
観
念
は
存
在
し
え
な
い
。

乙
の
社
会
で
は
個
人
は
余
り
に
も

個
人
意
識
と
自
己
利
益
の
追
求
に
ふ
け
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
全
体
利
益
の
視
点
は
個
人
利
益
の
視
点
に
よ
っ
て

支
散
し
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、

乙
の
社
会
が
直
面
す
る
外
的
な
危
機
に
直
面
し
な
が
ら
、

と
の
社
会
は
共
同
意
識
と
共
同
行
動
に
よ
っ
て

適
切
強
力
な
対
応
を
殆
ど
な
す
乙
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
内
的
危
機
を
l
|
激
発
で
は
な
い
と
し
て
も
|
|
蓄
積
さ

せ
て
し
ま
う
。

と
の
危
機
の
な
か
に
は
個
人
利
益
の
全
体
的
総
和
の
減
退
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
そ
う
で
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
構
怨
し
た
よ
う
な
場
合
も
あ
り
え
よ
う
。

つ
ま
り
彼
は
個
人
利
益
の
追
求
の
活
滋
化
と
相
互
間
の
抑
制
均
衡
に
よ
っ

て
、
自
由
と
利
益
と
統
合
の
調
和
を
(
極
限
的
な
ケ

I
ス
に
お
い
て
)
構
想
し
た
の
で
あ
っ
た
(
抑
制
・
均
衡
の
章
の
予
定
)

c

し
か
し
こ
う

手う

し
た
調
和
は
な
ん
の
保
障
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
成
員
の
な
か
に
な
ん
ら
か
の
共
同
意
識
、
共
同
利
益
の
観
念
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、

よ
り
安
定
し
た
統
合
あ
る
い
は
統
合
回
復
も
、
ま
た
お
そ
ら
く
個
人
利
益
の
総
和

(
U国
富
)
の
増
大
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
個
人
利
益

デカダントな社会における統合

の
追
求
が
許
容
さ
れ
る
と
し
て
も
、
個
々
人
が
な
ん
ら
か
共
同
利
益
の
視
点
に
も
立
ち
え
、

そ
の
中
に
自
己
の
利
益
を
位
置
づ
け
る
乙
と

が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
も
あ
れ
、
デ
カ
ダ
ン
卜
な
社
会
は
共
同
意
識
、
共
同
利
益
の
観
念
を
喪
失
し
、
個
々
人

は
自
己
利
益
の
視
点
を
軸
と
し
て
行
動
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
統
合
(
回
復
)
の
た
め
に
、

な
ん
ら
か
共
同
利
益
志
向
の
視
点
が
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
既
に
抜
き
が
た
く
な
っ
て
い
る
自
己
利
益
の
視
点
は
自
ら
の
う
ち
に
内
在
す
る
論
理
の
み
に
よ
っ
て

共
同
利
益
の
視
点
に
導
か
れ
う
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
問
題
は
極
め
て
重
大
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

政
治
思
怨
に
お
い
て
、
自
己
利
益
の
視
点
を
内
在
論
理
に
お
い
て
共
同
利
益
の
視
点
に
導
び
き
う
る
と
し
、
従
っ
て
こ
の
論
理
の
プ
ロ

北法 14(1・35)35



説

セ
ス
を
国
民
に
呈
示
し
て
彼
ら
を
開
明
し
よ
う
と
す
る
見
方
は
す
三
百

Z
8
8民
IEお
月
三
》
と
い
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
自
己
利
益
を
最

北法 14(1・36)36

も
一
合
理
的
」

に
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
全
体
利
益
ま
た
は
共
同
利
益
を
増
進
し
よ
う
と
す
る
視
点
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と

論

い
う
観
念
、

つ
ま
り
全
体
利
益
の
視
点
に
立
つ
場
合
に
の
み
自
己
利
益
は
最
大
と
な
り
う
る
、

と
い
う
観
念
(
全
体
利
益
と
個
人
利
益

の
同
一
性
の
観
念
)
に
基
づ
い
て
、

こ
れ
を
国
民
に
説
得
し
よ
う
と
す
る
見
方
が
乙
れ
に
外
な
ら
な
い
。

乙
う
し
た
観
念
は
果
し
て
正

当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

乙
の
観
念
の
論
理
的
。
プ
ロ
セ
ス
は
あ
や
ま
り
な
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
章
は
こ
の
問
題
の
検
討
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

川
筆
者
は
、
自
由
、
平
等
、
統
合
、
利
益
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
価
値
順
位
は
叙
述
の
順
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
勿
論
こ
の
四
者
は
社
会
現

象
に
お
け
る
価
値
で
あ
っ
て
、
人
間
中
仔
在
全
体
に
お
け
る
価
値
秩
序
と
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
と
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

間
し
か
し
、
体
制
の
エ
ス
プ
リ
の
把
握
は
体
制
全
体
の
把
握
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
ま
た
政
策
は
こ
う
し
た
全
体
的
エ
ス
プ
リ
に
よ
っ
て
方
向
づ
け

ら
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
政
策
の
直
接
的
対
象
は
体
制
全
体
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
体
制
全
体
の
エ
ス
プ
リ
の
把
握
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ

て
誤
り
の
可
能
性
が
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
を
権
力
的
強
制
を
含
む
政
策
の
次
元
に
一
間
接
移
す
こ
と
は
危
険
だ
か
ら
で
あ
る
。
政
策
の
直
接
的
対
象
は
試
行

錯
誤
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
範
囲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

矧
体
制
の
三
つ
の
類
型
の
う
ち
(
「
専
政
制
」
を
別
と
し
て
)
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
ど
の
体
制
を
よ
り
評
価
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
。
彼
が
全
く
異
な
っ
た
あ
る
い
み
で
は
全
く
逆
の
体
制
ハ
「
統
合
」
の
体
制
と
「
自
由
」
の
体
制
)
を
構
成
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
か
一
つ
を
よ
り
高
く

評
価
す
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
彼
の
逆
説
で
あ
る
。
乙
の
逆
説
は
彼
の
価
償
窓
識
の
危
機
、
「
精
神
の
病
」
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

凶
建
国
体
制
は
た
と
え
ば
、
レ

l
ニ
ン
体
制
、
中
共
体
制
、
ナ
セ
ル
体
制
、
我
国
で
い
え
ば
江
戸
幕
府
初
期
の
体
制
、
明
治
体
制
初
期
中
期
で
あ
ろ
う
。

ス
タ
ー
リ
ン
体
制
は
建
国
体
制
の
デ
カ
ダ
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。
中
期
体
制
叉
は
「
君
主
制
」
の
典
型
は
勿
論
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
国
家
で
あ
る
。
我
国

で
こ
の
中
期
体
制
が
形
成
さ
れ
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
恐
ら
く
否
で
あ
ろ
う
。
我
国
の
自
由
の
「
体
制
」
は
建
国
体
制
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
状
態
に
す

ぎ
な
い
と
忠
わ
れ
る
。
中
期
体
制
の
デ
カ
ダ
ン
ス
「
体
制
」
、
最
も
安
定
し
た
デ
カ
ダ
ン
ス
の
状
態
の
典
型
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
ろ
う

(
F
g
r
u
J
ω
S
S
え



手今

F
E
E
-
と
の
著
書
の
筆
者
の
紹
介
も
参
照
「
フ
ラ
ン
ス
の
時
差
」
、
法
学
会
論
集
九
巻
)
な
お
注
附
参
照
。

悶
「
法
の
精
神
」
、
二
篇
二
章
。

附
戦
後
我
国
で
自
己
利
益
に
「
目
ざ
め
る
」
こ
と
は
「
現
実
主
義
」
的
な
態
度
と
さ
れ
た
。
し
か
も
こ
の
「
現
実
主
義
」
的
な
態
度
は
当
然
に
国
民
全
体

の
「
真
」
の
統
合
に
導
び
か
れ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
乙
う
し
た
オ
プ
テ
イ
ミ
ズ
ム
は
左
翼
(
の
マ
ル
キ
ス
ト
た
ち
)
に
も
異
な
っ
た
形
態
で
は
あ

る
が
存
在
し
た
。
つ
ま
り
自
己
利
益
へ
の
目
ざ
め
は
必
然
的
に
「
階
級
」
の
組
織
化
に
導
び
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
労
働
運
動

の
初
期
に
お
い
て
は
、
階
級
|
|
利
益
と
い
う
象
徴
は
、
ま
さ
に
階
級
1

1

骨
争
の
タ
l
ム
に
等
し
く
、
「
敵
」
と
「
空
白
と
い
う
象
徴
が
い
み
す
る
も

の
か
ら
、
組
織
化
と
運
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
噴
出
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
乙
で
は
、
(
階
級
)
利
益
と
い
う
象
徴
は
自
己
利
益
の
視
点
か
ら
の
合
理

主
義
的
な
計
算
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
(
自
己
利
益
と
階
級
利
益
の
同
一
性
は
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
)
階
級
的
組
織
化
と
運
動
は
「
敵
」
に
対

す
る
味
方
の
組
織
化
と
い
う
「
非
合
理
的
な
」
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
依
寄
し
た
。
し
か
し
や
が
て
階
級
「
利
益
」
の
視
点
は
階
級
的
な
利
益
の
計
算
と
算

定
に
移
行
す
る
(
労
働
運
動
の
「
経
済
主
義
化
」
)
。
と
と
で
は
労
働
者
の
個
人
的
利
益
の
観
点
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
段
階
で
は
労
働
者

の
個
人
的
利
益
の
視
点
は
集
団
と
し
て
の
労
働
階
級
の
利
益
と
い
う
視
点
と
あ
る
形
で
結
合
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
の

時
期
の
階
級
的
視
点
は
単
に
初
期
の
階
級
闘
争
的
な
視
点
の
遺
産
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
労
働
者
の
個
人
的
利
益
の
視
点
と
労
働
「
階
級
」
利
益
の

視
点
と
は
論
理
的
同
一
性
を
も
ち
え
な
い
。
前
者
か
ら
後
者
を
導
び
く
乙
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
労
働
者
の
個
人
的
利
益
の
視
点
の
導
入
は
殆
ん
ど
常

に
階
級
意
識
の
衰
退
を
も
た
ら
す
。
だ
が
経
済
主
義
の
導
入
の
時
期
は
初
期
的
な
階
級
意
識
と
労
働
者
の
個
人
的
利
益
の
「
同
一
性
」

l
並
存
の
最
も

「
幸
福
」
な
時
期
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
経
済
主
義
的
」
「
闘
争
」
の
始
ま
り
時
期
は
「
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
」
に
も
と
づ
く
運
動
の
幸
福
な
時
期
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
「
合
理
的
計
算
」
の
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
に
も
と
づ
い
て
個
人
利
益
と
階
級
利
益
の
同
一
性
が
「
弁
註
」
さ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
労
働

者
の
個
人
利
益
の
視
点
が
よ
り
「
合
理
的
」
と
な
れ
ば
、
イ
リ
ユ
|
ジ
ョ
ン
は
追
放
さ
れ
、
同
一
性
の
意
識
は
衰
退
し
て
し
ま
う
。
経
済
「
主
義
」
は
労

働
者
個
人
の
利
益
追
求
の
視
点
に
道
を
ゆ
ず
っ
て
し
ま
う
。
乙
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
筆
者
の
シ
ェ
ー
マ
(
「
共
和
制
」
↓
「
君
主
制
」
↓
デ
カ
ダ
ン
ス
に
)

対
応
す
る
。
む
し
ろ
同
一
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
更
に
我
国
の
労
働
運
動
の
歴
史
に
は
ハ
以
上
川
型
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
削
型
の
プ
ロ

セ
ス
が
あ
る
。
つ
ま
り
労
働
運
動
の
集
団
的
規
律
と
そ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
と
し
て
の
規
律
の
弛
媛
と
の
問
の
交
互
的
移
行
関
係
で
あ
る
。
乙
の
関
係
は
単
に

労
働
運
動
に
つ
い
て
の
み
で
な
く
、
一
般
に
我
国
の
(
集
団
的
)
規
律
と
そ
の
弛
緩
の
形
態
に
み
ら
れ
る
。
乙
こ
で
は
、
「
現
実
主
義
」
は
集
団
的
規
律
の

弛
緩
に
お
い
て
現
わ
れ
る
現
象
を
と
ら
え
る
と
と
に
あ
る
。
全
く
の
無
規
律
な
人
間
(
性
)
の
担
握
に
外
な
ら
な
い
。
乙
う
し
た
現
象
を
知
る
人
あ
る
い
は
そ

れ
に
耽
溺
す
る
人
が
「
現
実
主
義
者
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
公
共
的
・
制
度
的
パ
タ
ン
の
裏
を
み
る
「
非
公
式
」
主
義
者
に
す
ぎ
な
い
。
(
序
の
後
部
参
照
)
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デカダントな社会における統合



説

間
「
法
の
精
神
」
、
第
二
篇
第
四
章
。

問
筆
者
ご
九
世
紀
に
お
け
る
政
党
政
治
の
一
所
面
」
、
北
法
、
第
一
三
巻
第
二
号
。

倒
た
と
え
ば
、
リ
ユ
テ
ィ
の
上
掲
書
参
照
。
現
代
マ
ス
社
会
は
、
一
方
で
「
公
」
的
「
合
理
」
的
組
織
化
を
増
大
す
る
。
と
と
も
に
、
他
面
で
「
非
公
」

的
社
会
関
係
の
、
不
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
を
維
持
拡
大
し
、
大
衆
は
乙
の
中
で
安
住
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば

ω
8
2
C
2
2
・同ロハ
r
iハ山口問-司

hwan-宮
Z
E
ロ

5
呂田
ω由

ω
0
2
2ア
〉
℃
匂
吋
C
白

n
r
g
S
同

r
o
ω
E
L可
C
同
Hvo-HC口♂

5
日∞
u
E
X
O
L
r
u可

m
J円
C
E
口
問
・
な
お
〉
-
H，
c
Z口内〈己一巾
w
o
b
B
o
n『
E
o
g

〉
g
b
H
Sロ
mu
〈
-
ロ
u
H
Y
口
H
W
g
p
w
円
}
出
回

u-
〈
HHH

刷
キ
リ
ス
ト
教
(
第
三
章
)
も
外
的
超
越
的
発
条
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
(
第
七
章
)
に
つ
い
て
も
社
会
朴
骨
の

な
か
で
そ
の
ま
ま
培
養
さ
れ
る
場
合
に
は
社
会
内
部
的
と
い
え
よ
う
が
、
そ
う
で
は
な
く
「
偶
然
的
」
「
癒
理
的
」
に
登
場
す
る
リ
ー
ダ
ー
は
外
的
な
も
の

と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。
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The ideas of “public spirit" or “public interest" have been stig-
matised as dangerous to the security and interest of individuals in 

Japan after the end of Wor1d War II. It is because these ideas 

had been manipulatively used by the fascist govemment to infringe 

on individual interest in Japan before the end of the war. Then 

these ideas have been banished from the leading positions of polit-

ical orientation， and， in contrast with this banishment， individual 
interest has been extremely raised to“progressive idea" in itseH， 
separately from “public interest". This has resulted in the explosive 

emergence of unhampered ego. This liberation of ego has brought 

about a dynamic elan to people's life， contributing to the prosperity 
of the nation. On the other hand， negative asp配 tsof the liberation， 

egoism， has appeared; the disintegration of the nation and people's 

anxiety have crept in. In politics， these phenomena have taken 

place in the form of the “ejection" of interest-pressure groups， seek-

ing their particular interests. The govemment cannot control and 

coordinate these groups， because it has not been in possession 

of any political idea to inf1uence them as to“public interest". 

Under these circumstances， political paries have been no more than 

pressure groups. 

The evaluation of individual's position has been promoted， 

which may be a new phenomenon in the postwar period in Japan. 

However， the under1ying base of thinking is not necessarily new， 
because the way of thinking in terms of exclusive altemative of 
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“public" or“individual" has remained unchanged between the pre-
war time and the postw訂 time;no form of mediation has been 

created between “public" and “individualぺ Inthis connection， in 
the future we may probably see the exclusive assertion of “the 

public and totalitarian control of individual interest." 

Accordingly， the most important task for us must be to find 
the logic of conciliation between “the public" and individual. 
Though we cannot be too much careful of manipulative uses of 

<<public ))-symbols，江 istrue. However， we have to take a positive 

attitude more than sinical one to <<the public)). Firstly， we should 
rehabilitate the public as a guiding frame of reference. Then， we 

should endeavour to help develop the just and full working of the 

frame and influence individual interest for the majority of the peO・

ple through it. And， all these controls should not be left only to 

the govemment or leadership， but participated by people themselves 

lll. 

In this article， 1 shall reflect on the various foundations of the 

“public" or public interest and various practical process of it to be 

realized (for example， leadership， democratic control， etcふ
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