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に
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G
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ク
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要	
國
分
功
一
郎

二
一
世
紀
に
入
っ
て
二
〇
年
が
経
過
し
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
と
情
報
化
が
極
端
に
進
ん
だ
現
在
、
主
権
と
い
う
古
い
概
念
が
再
び
注
目
を
集
め
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

近
代
に
お
い
て
主
権
は
、
君
主
か
ら
民
衆
へ
と
担
い
手
こ
そ
変
化
さ
せ
て
は
き
た
も
の
の
、
そ
の
概
念
の
大
枠
が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
かっ
た
。
確
か
に
高

度
な
政
治
理
論
に
お
い
て
こ
の
概
念
の
限
界
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
た
と
え
ば
九
〇
年
代
か
ら
「
国
民
国
家
」
の
概
念
に
対
し
て
加
え
ら
れ
て
き

た
批
判
的
検
討
の
量
と
質
を
考
え
る
な
ら
ば
、
主
権
概
念
の
批
判
的
検
討
は
未
だ
十
分
で
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
理
論
が
十
分
に
展
開
さ
れ
ず
に
い
る
一
方
で
、
現
実
の
社
会
で
は
、
主
権
が
ま
す
ま
す
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
概

念
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

民
主
主
義
に
お
け
る
決
定
が
「
主
権
者
」
た
ち
の
手
か
ら
逃
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
不
満
が
社
会
的
に
様
々
な
形
で
表
明
さ
れ
て
い
る
。ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
に
お

け
る
E
U
批
判
が
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
し
、ト
ラ
ン
プ
現
象
も
類
似
し
た
現
象
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
他
方
、
国
民
主
権
に
基
づ
く
民
主
主
義
的
な
統

治
は
、グ
ロ
ー
バル
競
争
の
も
と
で
は
、
国
家
の
国
際
競
争
力
を
低
下
さ
せ
る
足
枷
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。こ
の
状
況
で
は
執
行
権
（
行
政
権
力
）

が
こ
れ
ま
で
以
上
に
力
を
増
す
と
と
も
に
、
国
民
主
権
に
よ
る
意
志
決
定
の
正
統
化
と
い
う
近
代
民
主
主
義
の
基
本
原
理
自
体
が
徹
底
的
な
価
値
下
げ

を
被
っ
て
い
る
。

コロ
ナ
禍
は
こ
の
問
題
を
改
め
て
考
え
さ
せ
る
機
会
で
あ
っ
た
。
少
な
か
ら
ぬ
人
々
が
緊
急
事
態
の
宣
言
を
望
ん
だ
し
、お
そ
ら
く
そ
れ
は
必
要
な
こ
と

で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
か
、
も
ち
ろ
ん
各
国
、
各
地
域
で
の
人
々
の
反
応
に
は
無
視
で
き
な
い
差
異
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
宣
言
が
国
民
主
権

に
基
づ
く
民
主
主
義
的
な
決
定
過
程
を
経
る
こ
と
な
く
、
行
政
（
執
行
）
権
力
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
人
々
に
ほ
と
ん
ど
疑
問
を
抱
か

せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
執
行
権
（
行
政
権
力
）が
国
民
主
権
に
対
す
る
優
位
を
現
実
の
も
の
と
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、こ
の
事
実
は
ぼ
ん
や
り
と

追
認
さ
れ
つ
つ
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
研
究
課
題
は
、二
一
世
紀
の
こ
の
時
点
で
の
世
界
各
地
で
の
政
治
経
験
を
も
と
に
、
主
権
概
念
を
規
定
し
て
い
る
諸
々
の
条
件
に
つ
い
て
改
め
て
理
論

的
・
哲
学
的
に
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。
国
民
主
権
に
基
づ
く
民
主
主
義
的
な
統
治
と
い
う
の
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
民
主
主
義
が
前
提
と
し
て
き
た
主
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警
察
の
審
級
―
不
完
全
な
制
度
に
つ
い
て
｜Instance of the Police: O

n D
efective Institutions

ジ
ャ
ッ
ク・レ
ズ
ラ
｜Jacques Lezra （

…
…
）い
か
に
多
く
の
不
完
全
性
゠
欠
陥
〔defects

〕
が
あ
ろ
う
と
も
、
警
察
や
警
察
の
諸
組
織
が
な
け
れ
ば
、
無

政
府
状
態
が
こ
の
国
を
覆
い
、こ
の
半
球
の
現
行
の
文
明
は
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。

―
オ
ー
ガ
ス
ト
・
ヴ
ォ
ルマ
ー
『
警
察
と
近
代
社
会
』（
一
九
三
六
）

お
よ
そ
六
五
年
前
、
と
は
つ
ま
り
、ジョ
ー
ジ
・
フ
ロ
イ
ド
や
エ
リ
ッ
ク
・
ガ
ー
ナ
ー
が
殺
さ
れ
る
約
六
〇
年
前
に
し
て
、ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ヴ
ズ
・マ
タ
ー
運
動

が
、
職
務
中
の
行
為
に
対
す
る
訴
訟
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
限
定
的
免
責
」〔qualified im

m
unity

〕
と
い
う
アメ
リ
カ
合
衆
国
警
察
の
問
題
を
鋭
く
浮
き
彫
り

に
す
る
約
六
〇
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
約
六
五
年
前
に
ハン
ナ
・
ア
レン
ト
は
、
後
に
『
過
去
と
未
来
の
間
』に
収
め
ら
れ
る
あ
る
論
考
を
、
そ
の
〔「
権

威
と
は
何
か
？
」
と
い
う
〕
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
語
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
私
は
す
ぐ
に
警
察
の
問
題
に
戻
る
こ
と
に
し
ま
す
が
、ア
レン
ト
は
そ
こ
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
は
、
権
威
と
は
何
か
で
は
な
く
、
権
威
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
表
題
で
問
う
方
が
賢
明
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
権
威
が
近
代
世
界
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
問
い
を
提
起
し
よ
う
と
し
、
ま
た
そ
う
す
る
権

利
も
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
主
張
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
、
異
論
を
挟
む
余
地
の
な
い
真
正
な
経
験

＊	..............

本
発
表
の
元
と
な
る
原
稿
に
対
し
非
常
に
生
産
的
な
コ
メ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
、Sophia M

cC
lennen

に
感
謝
す
る
。

権
概
念
は
は
た
し
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
主
権
を
求
め
る
人
々
の
パッ
ション
に
民
主
主
義
は
ど
う
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
た
め
は
、
当
然
な
が
ら
、
純
理
論
的
な
考
察
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
的
・
地
理
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
各

国
・
各
地
域
で
現
に
作
動
し
て
い
る
複
数
の
主
権
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。ヨ
ー
ロッ
パ
起
源
の
こ
の
概
念
は
現
在
の
諸
国
家
を
捉
え
る
上

で
な
お
も
有
効
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
現
在
の
国
家
は
い
か
な
る
主
権
概
念
を
前
提
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、イ
ス
ラ
ー
ム
地
域

や
中
国
で
は
「
主
権
」
は
い
か
な
る
概
念
的
布
置
の
下
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
問
い
は
今
の
世
界
を
読
み
解
く
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、グ
ロ
ー
バル
・
ス
タ
ディ
ー
ズ
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
ピ
ー
ス
で
あ
ろ
う
と
い
う

の
が
本
キ
ャ
ラ
バン
・
プ
ロ
ジェ
ク
ト
を
突
き
動
か
し
て
い
る
最
も
大
き
な
動
機
で
あ
る
。

上
記
の
趣
旨
の
も
と
、グ
ロ
ー
バル
・
ス
タ
ディ
ー
ズ
・
イ
ニ
シ
ア
ティ
ヴ
（
G
S
I
）キ
ャ
ラ
バン
プ
ロ
ジェ
ク
ト
「
主
権
の
諸
条
件
」
で
は
、
東
京
大
学
グ
ロ
ー

バル
地
域
研
究
機
構
（
I
A
G
S
）・
東
京
大
学
東
ア
ジ
ア
藝
文
書
院
（
E
A
A
）
と
共
催
で
、二
〇
二
一
年
度
に
計
四
回
の
ワ
ー
ク
ショッ
プ
を
開
催
し
た
。

す
べ
てZ

oom

を
用
い
、
以
下
の
各
氏
の
講
演
の
の
ち
、
全
体
討
論
を
お
こ
な
っ
た
。

二
〇
二
一
年
七
月
二
四
日	................

ジ
ャッ
ク
・レ
ズ
ラ
（
カ
リ
フォ
ルニ
ア
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
六
日	.............

キ
ム
・ハン（
金
杭
）（
延
世
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
一
月
六
日	..................

汪
暉
（
清
華
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
八
日	.............

章
永
楽
（
北
京
大
学
）　　
（
日
付
は
い
ず
れ
も
日
本
時
間
）

本
冊
子
は
、
そ
の
講
演
原
稿
の
日
本
語
訳
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。一
部
の
原
稿
は
講
演
後
に
加
筆
・
改
題
さ
れ
て
い
る
。

「
主
権
の
諸
条
件
」研
究
メ
ン
バ
ー

國
分
功
一
郎
（
研
究
代
表
者
／
超
域
文
化
科
学
専
攻
・
准
教
授
）、
王
欽
（
地
域
文
化
研
究
専
攻
・
准
教
授
）、
張
政
遠
（
地
域
文
化
研
究
専
攻
・
准
教
授
）、

石
井
剛
（
地
域
文
化
研
究
専
攻
・
教
授
）、
中
島
隆
博
（
東
洋
文
化
研
究
所
・
教
授
）
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〔authentic and undisputable experiences com
m

on to all

〕
を
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
権
威
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
論
争
と
混
乱
に

よ
っ
て
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。か
ろ
う
じ
て
政
治
学
者
だ
け
が
、
権
威
の
概
念
は
か
つ
て
政
治
理
論
に
と
っ
て
根
本
的
で
あ
っ
た
の
を
憶

え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
今
世
紀
に
お
い
て
近
代
世
界
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
権
威
の
危
機
は
ま
す
ま
す
拡
大
深
化
し
つ
つ
あ
る
の
を

ほ
と
ん
ど
の
人
が
認
め
て
い
る
。し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
を
別
と
す
れ
ば
、
権
威
は
本
来
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
万
人
に
自
明
な
も

の
で
も
、
理
解
可
能
な
も
の
で
さ
え
も
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。﹇
1
﹈

「
権
威
」
で
は
な
く
、
主
権
が
、
私
の
講
演
か
ら
始
ま
る
こ
の
連
続
カ
ン
フ
ァ
レン
ス
の
主
題
で
す
。
両
者
の
出
会
い
競
り
合
う
場
所
に
、
警
察
は
が
ん
と

し
て
居
座
っ
て
い
ま
す
〔insist
〕。
そ
れ
は
一
つ
の
症
候
で
あ
り
、
現
代
の
主
権
と
現
代
の
権
威
と
の
関
係
を
測
量
す
る
手
が
か
り
で
も
あ
り
ま
す
。さ
ら
に

そ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
主
権
や
権
威
の
必
然
性

0

0

0

を
問
題
化
し
う
る
よ
う
な
一
地
点
で
も
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
今
日
、
私
た
ち
は
―
「
主
権
」
と
「
権
威
」
と
の
関
係

0

0

は
「
万
人
に
自
明
な
も
の
で
も
、
理
解
可
能
な
も

の
で
さ
え
も
」
な
い
と
い
う
感
覚
に
導
か
れ
な
が
ら
―
単
に
「
主
権
と
は
何
か
？
」
で
は
な
く
、「
主
権
と
は
何
だ
っ
た

0

0

0

の
か
？
」
と
問
う
て
み
た
く
思
い
、

ま
た
そ
う
問
う
資
格
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
私
た
ち
が
そ
う
促
さ
れ
る
の
は
、一
九
五
四
年
に
ア
レン
ト
が
「
権
威
」
を

め
ぐ
る
諸
問
題
を
問
う
の
に
挙
げ
た
の
と
は
異
な
る
理
由
に
よ
っ
て
で
す
。
実
際
、ア
レン
ト
が
現
在
時
制
か
ら
過
去
時
制
へ
、「
権
威
と
は
何
か
？
」
か
ら

「
権
威
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？
」へ
と
移
行
で
き
た
と
い
う
事
実
に
は
何
か
、「
主
権
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
一
見
し
て
う
ま
く
当
て
は
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
ア
レン
ト
と
同
じ
よ
う
に
は
、
私
た
ち
に
は
「
主
権
」
を
歴
史
的
過
去
へ
と
追
い
や
る
資
格
が
な
い
と
い
う
こ
の
感
覚
は
、

こ
の
語
が
今
日
一
体
何
を
意
味
し
う
る
の
か
を
考
え
る
手
助
け
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
た
し
か
に
「
主
権
」
と
い
う
語
の
意
味
も
ま
た

「
論
争
と
混
乱
に
よ
っ
て
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
は
い
え
、
そ
れ
は
「
主
権
」
が
指
し
示
し
て
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
指
し
示
す
も
の
が
近
代
世

界
か
ら
消
失
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
ら
で
す
﹇
2
﹈。
周
囲
に
目
を
向
け
れ
ば
、
主
権
の
権
力
や
権
利
は
い
た
る
所
で
要
求
さ
れ
、
主
張
さ
れ
て
い

ま
す
。い
た
る
所
に
、
領
土
を
統
治
す
る
権
利
や
、
あ
る
い
は
市
場
を
統
治
す
る
概
念
や
規
則
を
定
め
、
取
り
締
ま
る
〔police

〕
権
利
を
あ
く
ま
で
主
張

し
よ
う
と
す
る
存
在
が
あ
る
。
古
典
的
な
ウェス
ト
フ
ァ
リ
ア
的
主
権
の
諸
形
態
は
、
州
や
国
家
や
個
人
の
間
に
、
時
に
互
い
に
衝
突
し
つ
つ
分
配
さ
れ
て
存

続
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
存
続
と
並
行
し
て
、
主
権
の
新
た
な
諸
形
態
と
、
主
権
の
要
求

0

0

〔claim
〕
の
新
た
な
仕
方
が
出
現
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
実
に
、

た
と
え
不
均
等
で
非
連
動
的
だ
と
し
て
も
、
主
権
を
要
求
す
る
権
利
の
全
般
的
な
再
分
配
あ
る
い
は
生
産
は
進
行
中
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

アメ
リ
カ
合
衆
国
の
保
守
派
の
法
理
論
が
提
出
す
る
、
強
力
な
「
統
一
行
政
権
」
と
い
う
法
学
説
か
ら
、フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ション
ズ
〔
カ
ナ
ダ
の
先
住
民
族
の

総
称
。こ
こ
で
は
ネ
イ
ティ
ブ
・
アメ
リ
カ
ン
や
ア
ボ
リ
ジ
ニ
な
ど
他
の
諸
国
家
の
先
住
民
族
を
も
含
め
て
い
る
〕
が
「
近
代
」
の
植
民
地
主
義
的
諸
国
家
の
内
側
で
そ

れ
ら
に
抗
し
て
行
う
土
地
と
文
化
へ
の
権
利
要
求
、
超
国
家
的
機
関
（
ハ
ー
グ
の
I
C
J
は
も
ち
ろ
ん
、
W
T
O
、
I

M
F
等
々
も
）に
帰
属
さ
れ
る
主

権
の
諸
形
態
、
そ
し
て
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
ア
ル
カ
イ
ダ
が
悪
名
高
い
で
す
が
）や
、
後
期
資
本
主
義
の
世
界
中
に
広
が
る
、
立
法
し
、
価
値

を
決
定
し
、
正
統
化
し
、
強
制
す
る
権
力
を
与
え
ら
れ
た
諸
団
体
（
そ
こ
に
は
大
学
も
含
ま
れ
ま
す
）
を
含
む
非
国
家
組
織
に
よ
る
権
利
要
求
に
至
る

ま
で
。か
つ
て
は
権
威
あ
る
、コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
た
了
解
事
項
に
安
全
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
、
反
復
し
、二
重
化
す
る
諸
々
の
定
式
が
、
今
や
崩
れ
去
っ
て
い

る
の
で
す
。つ
ま
り
、
諸
権
利
へ
の
権
利
そ
の
も
の

0

0

0

0

は
、い
か
に
し
て
要
求
さ
れ
る
の
か
？　
い
か
に
し
て
要
求
と
い
う
行
為
は
模
倣
さ
れ
、
演
じ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

の

か
？　
「
権
利
」
と
い
う
概
念
の
単
数
性
は
そ
の
権
威
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
、「
主
権
」
が
今
日
何
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
シュ

ミ
ッ
ト
へ
、カ
ン
ト
ロ
ヴィッ
チ
へ
と
連
な
る
流
れ
に
お
い
て
そ
う
だ
っ
た

0

0

0

も
の
と
は
異
な
る
の
で
す
。
と
は
い
え
、こ
の
分
配
さ
れ
た
主
権
が
か
つ
て
そ
う
だ
っ

0

0

た0

も
の
と
は
他
な
る
も
の
で
あ
る

0

0

0

か
ら
と
いっ
て
、
そ
の
諸
要
求
の
力
が
減
少
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
主
権
」
が
そ
う
だ
っ
た

0

0

0

も
の

と
そ
う
で
あ
る

0

0

0

も
の
が
異
な
る
か
ら
と
いっ
て
、
私
た
ち
は
今
日
の
主
権
に
つ
い
て

0

0

0

0

の
私
た
ち
の
諸
要
求
に
対
し
て
、か
つ
て
よ
り
も
高
い
、
ま
た
は
よ
り
低

い
説
明
的
、
記
述
的
、
規
範
的
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。（
こ
の
点
に
お
い
て
私
た
ち
の
諸
要
求
が
い
か
な
る
力
も
持
た
な

い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
諸
要
求
の
力
は
こ
の
差
異
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。）

一
九
五
四
年
、ア
レン
ト
は
「
権
威
」
と
い
う
語
の
意
味
の
散
乱
ぶ
り
と
混
乱
ぶ
り
を
、
権
威
そ
れ
自
体
の
事
実
上
不
在
の
証
拠
と
捉
え
ま
し
た
。「
異

論
を
挟
む
余
地
の
な
い
真
正
な
経
験
」
は
不
在
で
あ
り
、 「
権
威
」
の
語
の
権
威
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
、
と
。六
年
ほ
ど
後
、
彼
女
は
「
自
由
と
政
治
」

と
い
う
講
演
を
行
い
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
印
象
的
に
論
じ
て
い
ま
す
。「
人
間
の
条
件
は
、一
人
で
は
な
く
複
数
の
人
間
が
地
上
に
生
き
て
い
る
と
い
う

事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、こ
の
条
件
の
も
と
で
は
、
自
由
と
主
権
は
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
り
、
同
時
に
は
存
在
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
」。こ
の

講
演
は
改
稿
・
加
筆
を
経
て
『
過
去
と
未
来
の
間
』に
収
録
さ
れ
、「
権
威
と
は
何
か
？
」
の
章
の
直
後
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。ア
レン
ト
は
改
稿
作
業
の
中

﹇
1
﹈	...........H

annah A
rendt, “W

hat is A
uthority?,” in Between Past and Future, Penguin Books, 2006, 91.

〔
ハン
ナ
・
ア
ーレン
ト
『
過
去
と
未
来
の
間
』
引
田
隆
也
・

齋
藤
純
一
訳
、み
す
ず
書
房
、一
九
九
四
年
、一
二
三
―
一
二
四
頁
。一
部
訳
文
を
改
め
た
。〕

﹇
2
﹈	...........

こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
私
は
権
威
の
消
失
を
め
ぐ
る
ア
レン
ト
の
テ
ー
ゼ
が
真
理
で
あ
る
と
必
ず
し
も
同
意
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
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で
、
そ
の
主
張
を
変
え
て
い
ま
せ
ん
。
元
の
講
演
に
お
い
て
も
、「
自
由
と
は
何
か
？
」
と
題
さ
れ
た
章
に
お
い
て
も
、
彼
女
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
の
で
す
。

人
々
が
、
個
人
と
し
て
で
あ
れ
組
織
さ
れ
た
集
団
と
し
て
で
あ
れ
、
主
権
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、か
れ
ら
は
、
自
我
が
自
ら
自
身
に
は

た
ら
き
か
け
る
個
人
的
な
意
志
か
組
織
さ
れ
た
集
団
の
「
一
般
意
志
」
か
、い
ず
れ
に
し
て
も
意
志
の
抑
圧
に
屈
伏
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
人
々
が

自
由
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
ま
さ
に
こ
の
主
権
こ
そ
が
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。﹇
3
﹈

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
主
権
」
は
「
権
威
」
の
問
題
と
は
異
な
っ
て
お
り
、一
九
五
四
年
に
お
い
て
も
、一
九
六
〇
年
や
一
九
六
一
年
に
お
い
て
も
、
今
日
に

お
い
て
も
、
権
威
が
そ
う
な
っ
た
よ
う
に
は
「
消
失
」
し
て
お
ら
ず
、「
自
由
」
の
た
め
に
「
放
棄
」
さ
れ
て
も
い
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
私
の
感
覚
は
、

ア
レン
ト
と
は
二
つ
の
点
で
異
な
り
ま
す
。
私
は
、「
自
我
が
自
ら
自
身
に
は
た
ら
き
か
け
る
個
人
的
な
意
志
」
が
か
か
わ
る
場
面
と
、「
組
織
さ
れ
た
集
団

の
「
一
般
意
志
」」
が
か
か
わ
る
場
面
で
同
じ
枠
組
み
が
使
え
る
と
い
う
こ
と
に
確
信
が
持
て
ま
せ
ん
。「
主
権
」
は
一
方
の
領
域
と
他
方
の
領
域
に
お
い
て

同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
り
、ア
レン
ト
が
両
者
を
結
び
つ
け
る
の
に
用
い
る
類
似
性
〔analogy

〕、さ
ら
に
は
同
義
性
〔synonym

y

〕
は
、
文
化
の
精
神
分
析
が

隆
盛
を
誇
っ
た
一
時
代
の
批
判
的
見
解
の
一
端
を
伝
え
て
い
る
と
は
い
え
、
薄
弱
な
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
に
は
「
主
権
」
が
「
消
失
」
し
た
り
放
棄

0

0

さ
れ

た
り
で
き
る
よ
う
な
類
の
も
の
だ
と
い
う
確
信
も
ま
た
あ
り
ま
せ
ん
。
以
上
の
よ
う
な
〔
ア
レン
ト
に
反
対
す
る
〕
立
場
―
「
主
権
」
は
曖
昧
で
仮
初
め
の

意
味
で
し
か
個
別
意
志
と
一
般
意
志
の
双
方
を
抑
圧
な
ど
し
な
い
こ
と
、「
主
権
」
は
歴
史
の
中
で
消
失
し
な
い
こ
と
、「
主
権
」
は
絶
対
君
主
が
自
分
の

王
位
を
「
放
棄
」
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
「
人
々
」
が
「
放
棄
」
で
き
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
―
の
手
が
か
り
を
、
私
た
ち
は
「
人
々
が

自
由
で
あ
る
こ
と
を
願
う
な
ら
ば
、
彼
ら
が
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ま
さ
に
主
権
で
あ
る
」
と
い
う
ア
レン
ト
自
身
の
定
式
の
う
ち
に
見
出
す
こ

と
に
し
ま
し
ょ
う
。
私
に
は
、「
主
権
」
を
「
放
棄
」
す
る
自
由
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？　
私
に
は
、
そ
も
そ
も
主
権
を
所
有
で
き
る
と
信
じ
る
自
由
は
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
？　
あ
る
種
の
主
権
を
要
求
す
る
権
利
（
単
数
形
の
「
権
利
」）
は
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
信
じ
る
自
由
は
？　
そ
の
場
合
、「
放
棄
」
と

は
い
か
な
る
意
志
的
な
行
為
な
の
で
し
ょ
う
か
？　
「
も
し
人
々
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
願
う
な
ら
ば
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
「
人
々
」〔m

en

〕
は
、
特
異

的
な
「
人
々
」、
特
定
の
「
人
々
」、こ
の
「
人
」〔m

an

〕
や
あ
の
「
人
」
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
り
、「
人
」〔m

an

〕、
総
称
と
し
て
の
人
、
あ
る
い
は
一
九
六

一
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
レン
ト
の
「
講
演
」
の
別
の
翻
訳
の
言
い
方
で
は
「
集
合
的
種
」〔collective species

〕
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
ア
レン
ト
の
「
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
あ
の
人
や
こ
の
人
は
主
権
（
そ
の
人
の
王
位
、
地
位
と
権
力
）
を
「
放
棄
」
す
べ
き
だ
と
いっ
た
欲
望
以
上
の
も
の

を
表
現
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
一
般
的
な
項
と
し
て
の
「
人
々
」
を
、「
自
由
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

！
」
と
い
う
命
令
に
服
従
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
あ
の
人
や
こ
の
人
と
し
て
の
私
に
は
、
主
権
を
放
棄
し
な
い

0

0

0

自
由
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？　
私
は
ア
レン
ト
の
規
範
的
な
呼
び
か
け
を
差
し
向
け
ら
れ
ず0

、
そ
れ
に
呼
び
か
け
ら
れ
な
い

0

0

と
い
う
自
由
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？　
も
し
私
が
、
そ
の

「
自
由
」
が
政
治
の
決
定
的
な
基
礎
で
あ
る
「
人
々
」
と
い
う
類
に
所
属
す
る
つ
も
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
答
え
は
否
で
す
。
文
学
に
お
い
て
あ
る
い
は
最
も
有

名
か
も
し
れ
な
い
放
棄
の
場
面
、シェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
に
お
け
る
リ
チ
ャ
ー
ド
二
世
の
自
己
廃
位
で
は
、
困
難
は
以
下
の
問
い
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
私
は
「
私
」
が
そ
れ
で
あ
る
も
の
を
放
棄
で
き
る

0

0

0

の
だ
ろ
う
か
？　
私
が
自
ら
を
破
滅
さ
せ
る
時
、「
譲
る
と
し
よ
う
（
…
…
）
私
は
私
を
破
滅
さ
せ

よ
う
〔I w

ill undo m
yself

〕。／
私
の
頭
か
ら
、こ
の
重
い
冠
を
と
っ
て
さ
し
あ
げ
よ
う
。／
私
の
手
か
ら
、こ
の
厄
介
な
笏
を
と
っ
て
さ
し
あ
げ
よ
う
」〔『
リ

チ
ャ
ー
ド
二
世
』
第
四
幕
第
一
場
（
小
田
島
雄
志
訳
、
白
水
U
ブッ
ク
ス
、一
九
八
三
年
、一
五
〇
頁
。
た
だ
し“I w

ill undo m
yself”

は
、
邦
訳
で
は
「
私
が
私
で
は
な
く

な
る
」
と
な
っ
て
い
る
）〕
と
リ
チ
ャ
ー
ド
と
と
も
に
言
う
と
き
、い
か
な
る
類
の
パフォ
ー
マ
ティ
ブ
な
行
為
を
、い
か
な
る
主
権
的
゠
至
高
の
権
威
に
適
切
に
基

づ
い
て
、
私
は
実
行
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　
誰0

に
対
し
て
、
あ
る
い
は
何0

に
対
し
て
、
私
は
主
権
を
譲
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

自
ら
を
廃
位
し
つ
つ
、
私
は
剥

き
出
し
の
直
接
的
な
主
体
゠
臣
民
と
し
て
振
る
舞
う
の
で
す
―“subject”

と
い
う
語
の
両
方
の
意
味
に
お
い
て
。

し
か
し
、
以
上
の
中
に
さ
え
も
誤
り
が
あ
り
ま
す
。
私
の
主
体
化
゠
臣
民
化
〔subjection

〕
の
経
験
に
は
、
直
接
的
な
と
こ
ろ
な
ど
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
、
私
の
話
を
聴
き
な
が
ら
、
あ
な
た
は
私
が
同
義
性
で
は
な
い
に
せ
よ
類
似
性
に
よ
っ
て
話
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
。リ
チ
ャ
ー

﹇
3
﹈	...........A

rendt, Between Past and Future, 163.

〔
ア
ー
レン
ト
『
過
去
と
未
来
の
間
』二
二
三
頁
。一
部
訳
文
を
改
め
た
〕。『
自
由
と
隷
従
』（
一
九
六
一
年
）に
お
い

て
「
自
由
と
政
治
」
と
い
う
題
で
出
版
さ
れ
た
「
自
由
と
は
何
か
？
」
の
バ
ー
ジョン
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

人
間
社
会
の
条
件
は
、
社
会
が
個
人
と
し
て
の
人
間
で
は
な
く
集
合
的
な
種
と
し
て
の
人
間
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
事
実
、
社
会
が
一
つ
の
国

民
〔people

〕
で
は
な
く
多
く
の
国
民
〔m

any peoples

〕
と
し
て
組
織
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、こ
の
条
件
の
も
と
で
は
、
自

由
と
主
権
は
ほ
と
ん
ど
共
通
点
が
な
い
た
め
に
、
並
ん
で
存
在
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
人
々
が
、
個
人
と
し
て
で
あ
れ
共
同
体
に
お
い
て
集
団
化
さ

れ
る
と
き
で
あ
れ
、
主
権
を
獲
得
し
よ
う
と
努
め
る
場
合
は
いつ
で
も
、
彼
ら
は
ま
ず
自
由
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
も
し
彼
ら
が
自

由
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
彼
ら
は
主
権
へ
の
熱
望
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（A

. H
unold ed., Freedom

 and Serfdom
: An Antho-

logy of W
estern Thought, Springer, 1961, 205

）

『
シ
カ
ゴ
・レ
ビ
ュ
ー
』に
発
表
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
の
バ
ー
ジョン
は
、『
過
去
と
未
来
の
間
』に
所
収
の
も
の
で
あ
る
。
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ド
の
経
験
は
私
自
身
の
そ
れ
に
十
分
近
く
、
ま
た
主
権
の
「
譲
渡
」
と
い
う
一
般
的
な
経
験
に
十
分
近
い
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
私
や
他
の

者
の
経
験
の
代
理
と
な
り
ま
す
。こ
れ
ら
を
根
拠
に
、
類
似
性
や
さ
ら
に
は
同
義
性
を
根
拠
に
し
て
、
私
は
自
分
の
議
論
に
文
化
的
な
折
り
紙
つ
き
の
引

用
と
い
う
権
威
を
付
与
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
が
自
分
の
ス
ピ
ー
チ
を
都
合
良
く
演
出
し
、
原
典
に
遡
り
〔ad fontes

〕、
権
威
に
訴
え
て
い
る
〔ab auctoritate

〕

と
い
う
こ
と
が
お
分
か
り
で
し
ょ
う
。シェ
イ
ク
ス
ピ
ア
―
あ
の
主
権
的
゠
至
高
の
価
値
、
そ
の
作
品
が
、
実
に
「
す
べ
て
の
」
人
々
に
文
化
的
に
共
有
さ
れ

て
い
る
も
の
を
挙
げ
る
の
に
授
業
で
使
わ
れ
る
以
上
、「
す
べ
て
の
人
に
共
通
」
す
る
は
ず
の

0

0

0

「
異
論
を
挟
む
余
地
の
な
い
真
正
な
経
験
」
を
提
供
す
る
あ

の
人
物
―
は
、エ
リ
ー
ト
的
西
欧
文
化
に
お
い
て
、
放
棄
と
廃
位
を
め
ぐ
る

0

0

0

0

「
あ
る
い
は
最
も
有
名
か
も
し
れ
な
い
」
指
標
を
提
供
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

「
放
棄
す
る
こ
と
」
は
、
誰
か
に
対
し
て

0

0

0

0

身
を
退
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
の
外
部
に
あ
る
権
威
、ヘン
リ
ー
・
ボ
リ
ン
グ
ブ
ルッ
ク
〔
ヘン
リ
ー
四
世
。リ
チ
ャ
ー

ド
二
世
を
屈
服
さ
せ
、
王
位
を
譲
り
受
け
る
人
物
〕
で
あ
れ
、ハン
ナ
・
ア
レン
ト
で
あ
れ
、
別
の
誰
か
の
「
あ
な
た
は
〜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
令

に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
私
自
身
の
言
葉
と
し
て
、シェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
台
詞
に
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
王
の
言
葉
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
私
は
、
私

自
身
の
言
葉
や
私
自
身
の
議
論
に
対
す
る
私
の
要
求
を
放
棄
す
る
と
と
も
に
、
私
が
身
を
退
け
た
相
手
で
あ
る
シェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
私
自
身
の
目
的
の

た
め
に
彼
の
文
化
的
権
威
を
借
り
て
い
る
。こ
の
こ
と
に
お
い
て
私
は
、キ
リ
ス
ト
の
形
象
を
束
の
間
纏
う
リ
チ
ャ
ー
ド
そ
の
人
に
倣
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。リ
チ
ャ
ー
ド
の
纏
う
類
似
性
、
そ
れ
は
王
の
神
的
な
権
利
を
主
張
す
る
長
い
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
、
主
権
者
と
神
の
同
義
性
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

だ
が
こ
の
か
た
が
た
の
顔
に
は

見
覚
え
が
あ
る
。か
つ
て
私
に
「
万
歳
！
」
と
叫
ん
だ

私
の
家
臣
た
ち
で
は
な
い
か
？　
ユ
ダ
も
キ
リ
ス
ト
に
そ
う
し
た
が
、

彼
に
は
十
二
人
の
弟
子
の
う
ち
一
人
を
の
ぞ
い
て
み
な
忠
実
だ
っ
た
、

私
に
は
一
万
二
千
の
家
臣
の
う
ち
忠
実
な
も
の
は
一
人
も
お
ら
ぬ
。〔
第
四
幕
第
一
場
、
前
掲
邦
訳
、一
四
八
頁
〕

私
の
棄
却
〔abjection

〕、
私
の
臣
民
化
〔subjection

〕、
私
の
崇
高
な
る
主
体
性
〔subjectivity
〕。
私
が
主
権
を
「
放
棄
」
で
き
る
と
想
像
す
る
こ
と
は
、

私
が
ア
レン
ト
の
命
じ
る
「
〜
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
差
し
向
け
ら
れ
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
の
を
自
由
に
拒
絶
で
き
る
と
想
像
す
る
こ
と
で
あ
り
、
類
似

性
と
同
義
性
な
し
で
も
、
他
の
誰
か
の
文
化
的
権
威
な
し
で
も
私
は
あ
な
た
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
像
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
私
の
棄
却
が
、
彷

徨
え
る
、
遅
々
と
し
た
足
取
り
を
た
ど
っ
て
、
臣
民
化
と
な
り
、
そ
し
て
次
に
、
主
体
性
に
な
る
と
想
像
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
私
が
ま
ず

0

0

諸
々
の
類

似
性
や
同
義
性
か
ら
自
身
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
、し
か
も
そ
れ
は
、
私
が
そ
れ
ら
の
類
似
性
や
同
義
性
を
意
の
ま
ま
に
し
て
い
な
い
と
き
、
そ
れ

ら
を
手
懐
け
、
支
配
下
に
置
い
て
い
な
い
と
き
で
さ
え
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
、
と
想
像
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
次
に

0

0

0

0

0

、
受
動
者
゠
受
難
者
と
し

て
、
行
動
す
る
主
権
的
゠
至
高
の
自
由
を
そ
れ
ら
に
与
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
と
想
像
す
る
こ
と
で
す
。こ
の
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と
は
、リ
チ
ャ
ー

ド
が
自
分
は
キ
リ
ス
ト
さ
え
超
え
た
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
と
大
袈
裟
に
主
張
す
る
（「
彼
に
は
十
二
人
の
弟
子
の
う
ち
一
人
を
の
ぞ
い
て
み
な
忠
実
だ
っ

た
、／
私
に
は
一
万
二
千
の
家
臣
の
う
ち
忠
実
な
も
の
は
一
人
も
お
ら
ぬ
。」）
と
き
、
自
己
を
退
位
さ
せ
る
と
と
も
に
自
己
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
と
同
様
、

自
己
を
退
位
さ
せ
、
自
己
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
、
不
死
身
で
本
源
的
〔pristine

〕
で
、
決
断
を
行
う
と
い
う
政
治
的
主
体
性
の
モ
デ
ル
を
追
求
す
る
こ
と

で
す
。
私
が
主
権
を
「
放
棄
」
で
き
る
と
想
像
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
人
は
主
権
を
要
求
で
き
、
あ
る
い
は
所
有
で
き
る
と
信
じ
る
こ
と
を
必
然
的
に

含
み
ま
す
。
主
権
を
放
棄
す
る
と
い
う
想
像
は
、
自
己
を
破
滅
さ
せ
る
棄
却
的
身
振
り
の
う
ち
に
、
規
律
や
、
制
度
や
、
そ
の
他
の
諸
世
界
の
課
す
拘
束

を
受
け
る
こ
と
の
な
い
主
体
性
の
想
像
や
、
そ
の
基
礎
づ
け
の
追
求
を
意
味
す
る
の
で
す
。
制
約
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
脅
か
さ
れ
て
も
い
な
い
主
体
―

と
は
い
え
そ
れ
は
、
拘
束
を
課
し
て
く
る
規
律
や
制
度
や
発
話
の
諸
世
界
が
生
み
出
す
適
切
性
条
件
〔felicity conditions

言
語
行
為
の
適
切
な
遂
行
を
可
能

に
す
る
諸
条
件
を
指
す
言
語
行
為
論
の
用
語
〕
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
〔unm

oored

〕
以
上
、
同
時
に
無
用
な
い
し
知
解
不
可
能
な
も
の
と
も
な
る
の
で
す

が
。
私
が
身
を
退
く
た
め
に
依
拠
す
る
権
威
も
、
私
が
自
ら
の
主
権
を
委
ね
、
見
返
り
に
そ
こ
か
ら
自
ら
の
剥
き
出
し
の
主
体
性
と
臣
民
化
を
受
け
取
る

他
者
も
、
与
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
私
の
手
元
に
も
、
眼
前
に
も
な
く
、
私
に
知
解
可
能
で
さ
え
な
い
の
で
す
。

己
自
身
を
似
た
も
の
と
解
纜
し
て
は
繋
留
す
る
〔unm

oor and m
oor

〕
と
い
う
棄
却
の
身
振
り
を
理
解
す
る
た
め
、こ
の
反
基
礎
づ
け
的
基
礎
づ
け

〔unfounding foundation

〕
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
主
権
」
の
還
元
不
可
能
性
、
権
威
と
の
―
ア
レン
ト
に
は
失
礼
な
が
ら
―
共
犯
性
を
主
張
す
る

こ
と
か
ら
何
が
帰
結
す
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
役
立
つ
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
私
が
提
示
し
て
い
る
は
っ
き
り
と
マ
ゾ
ヒ
ス
ティッ
ク

0

0

0

0

0

0

0

0

な
性
向
を
不
思
議
に
思

う
で
し
ょ
う
（
リ
チ
ャ
ー
ド
二
世
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
は
、こ
れ
ま
で
に
一
度
な
ら
ず
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
﹇
4
﹈）。
あ
な
た
は
、
拘
束
と
い
う
も
の
が
、
警
察

0

0

さ
え

も
が
、
私
の
発
話
の
適
切
性
条
件
を
提
供
す
る
と
は
本
当
な
の
か
ど
う
か
、
私
の
臣
民
状
態
は
本
当
に
私
の
主
体
性
の
条
件
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
あ
る

﹇
4
﹈	...........

「
自
己
を
憐
れ
み
、
自
己
を
劇
的
に
見
せ
る
マ
ゾ
ヒ
ス
ト
」https://shakespeareoxfordfellow

ship.org/review
-of-tragedy-of-richard-ii-part-one-edited-by-

m
ichael-egan/
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命
令
に
、
自
己
を
「
破
滅
さ
せ
」
よ
と
い
う
命
令
に
さ
え
応
答
す
る
主
権
的
゠
至
高
の
権
力
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
条
件
で
あ
る
の
か
ど

う
か
、
知
り
た
く
思
う
で
し
ょ
う
。い
か
な
る
発
話
と
記
述
の
領
界
に
お
い
て
、い
か
な
る
分
析
の
レ
ベル
に
お
い
て
、こ
の
「
還
元
不
可
能
性
」
が
作
用
す
る

と
私
は
主
張
し
て
い
る
の
か
と
、
あ
な
た
は
尋
ね
る
で
し
ょ
う
。
私
（
と
は
誰
の
こ
と
で
し
ょ
う
？
）
は
、ア
レン
ト
の
罠
に
ま
ん
ま
と
引
っ
か
か
っ
て
は
い
る

の
で
は
な
い
か
―
主
権
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
彼
女
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
い
か
な
る
人
々
も
け
っ
し
て
主
権
的
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ

い
て
人
間
的
自
由
の
否
定
に
い
た
る
か
、さ
も
な
け
れ
ば
、一
人
の
人
間
、一
集
団
、一
政
治
体
の
自
由
は
、
他
の
す
べ
て
の
人
々
の
自
由
、
す
な
わ
ち
他
の

す
べ
て
の
人
々
の
主
権
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
購
わ
れ
う
る
と
い
う
見
方
に
傾
く
か
の
、い
ず
れ
か
」﹇
5
﹈で
は
な
い
か
？　
私
の
理
解
で
は
、ア

レン
ト
に
と
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
彼
女
が
分
析
す
る
ル
ソ
ー
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
自
由
」
と
「
主
権
」
が
同
義
的
と
さ
れ
、
と
も
に
政

治
的
主
体
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、こ
の
ジ
レン
マへ
と
陥
る
道
は
不
可
避
の
も
の
で
す
。

し
か
し
こ
れ
は
、
主
権
や
政
治
的
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
使
う
こ
と
の
で
き
る
唯0

一0

の0

考
え
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
類
似
性
や
同
義
性
が
主
張
さ
れ
る
ま

さ
に
そ
の
場
所
に
、
す
な
わ
ち
、
異
な
る
語
を
同
じ
実
体
や
概
念
に
繋
留
す
る
こ
と
が
明
確
に
政
治
的
な
価
値
と
な
る
場
所
に
お
い
て
、こ
れ
と
は
異
な

る
諸
々
の
考
え
方
は
見
出
さ
れ
る
の
で
す
。

主
権
、
あ
る
い
は
至
高
の
権
力
と
、「
権
威
」（
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
諸
要
求
）の
間
の
四
つ
の
差
異
を
強
調
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
私
は
そ
れ
を
、
議
論

の
余
地
の
少
な
い
も
の
か
ら
順
に
挙
げ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

―
「
権
威
」
は
説
得
や
強
制
に
基
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
ア
レン
ト
は
指
摘
し
ま
す
。し
か
し
「
主
権
」
と
そ
の
諸
要
求
は
強
制
と
切
り
離
し
得

ま
せ
ん
。

―
権
威
は
「
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
、
異
論
を
挟
む
余
地
の
な
い
真
正
な
経
験
」に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、ア
レン
ト
や
そ

の
読
者
た
ち
に
、
権
威
の
不
在
に
つ
い
て
問
う
「
資
格
」
を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
経
験
の
権
威

0

0

こ
そ
、「
権
威
」
の
問
い
が
立
て
ら
れ
る
資
格
で
す
。

そ
れ
ら
の
経
験
が
存
続
し
、
あ
る
い
は
く
り
返
し
生
き
ら
れ
、
呼
び
出
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
真
正
さ
〔authenticity

〕
が
問
い
た
だ
さ
れ
ず

に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、ア
レン
ト
に
と
っ
て
、
端
的
に
「
権
威
」
で
あ
る

0

0

0

の
で
す
。し
か
し
な
が
ら
、
主
権
、
あ
る
い
は
主
権
的
゠
至
高
の
権
力
へ
の

要
求
は
、こ
の
よ
う
な
仕
方
で
基
礎
づ
け
ら
れ
て

0

0

0

0

0

0

0

い
た
こ
と
は
今
も
か
つ
て
も
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ
は
歴
史
的
な
問
題
で
は
な
く
、
構
造
的
で
概
念

的
な
問
題
で
す
。
す
な
わ
ち
、
権
威
と
主
権
は
基
礎
づ
け

0

0

0

0

に
対
し
て
、
異
な
る
、
互
い
に
折
り
合
わ
な
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
し
か
に
専
制
君

主
、
教
会
、
ま
た
家
族
制
度
や
大
学
制
度
と
いっ
た
形
象
は
、「
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
、
異
論
を
挟
む
余
地
の
な
い
真
正
な
経
験
」に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

ら
れ
た
権
威
を
持
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、
そ
う
し
た
形
象
が
主
権
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
っ
た
の
は
、こ

れ
は
第
三
項
か
ら
み
て
あ
れ
の
よ
う
で
あ
る
、
と
いっ
た
主
張
を
可
能
に
す
る
、
万
人
‐
に
‐
共
通
と
い
う
性
質
を
、
そ
れ
が
生
産
し
、
取
り
締
ま
る
〔police

〕

か
ら
で
す
。
私
の
議
論
は
あ
れ
こ
れ
の
点
に
お
い
て
、シェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
リ
チ
ャ
ー
ド
に
語
ら
せ
る
台
詞
の
よ
う
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
、リ
チ
ャ
ー
ド
の
経
験

は
キ
リ
ス
ト
の
そ
れ
の
よ
う
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

い
う
こ
と
、
等
々
で
す
。

―
主
権
は
「
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
、
異
論
を
挟
む
余
地
の
な
い
真
正
な
経
験
」
の
存
す
る
瞬
間
の
回
想
や
主
張
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で

は
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
経
験
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
主
権
的
゠
至
高
の
要
求
こ
そ
が
、
権

威
は
か
つ
て
存
在
し
た

0

0

0

0

が
、
今
や
存
在
し
な
い

0

0

0

0

0

と
い
う
経
験
も
含
め
、
経
験
を
基
礎
づ
け
る
の
で
す
。

―
最
後
に
、
私
の
提
案
し
て
い
る
こ
と
の
多
く
は
、
私
た
ち
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、
あ
る
い
は
「
議
論
の
余
地
の
な
い
」「
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
」
も

の
―
グ
ラ
ム
シ
や
彼
の
影
響
を
受
け
た
人
々
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

0

0

0

0

0

と
呼
ん
で
き
た
も
の
―
を
生
産
し
、
取
り
締
ま
る
〔police

〕
権
力
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。「
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
」
経
験
に
は
異
論
を
挟
む
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
に
つ
い
て
敢
え
て
異
論
を
挟
む
者

は
「
共
通
」
で
あ
る
も
の

0

0

や
人0

の
外
部
に
置
か
れ
る
か
ら
で
す
。
も
し
私
が
そ
れ
ら
の
経
験
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
に
異
論
を
挟
む
な
ら
ば
、
私
は
も
は
や

「
人
々
」
の
う
ち
の
一
人
、
他
の
‐
人
々
と
の
‐
関
係
の
‐
中
の
‐
人
、「
集
合
的
種
」
の
一
人
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
警
察
―
コ
ン
セ
ン
サ
ス

を
統
率
し
国
家
の
主
権
を
異
論
を
挟
む
余
地
の
な
い
も
の
に
す
る
と
い
う
任
務
を
、
近
代
国
家
が
明
示
的
に
せ
よ
暗
黙
裡
に
せ
よ
負
わ
せ
る
制
度
―
が

あ
る
の
で
あ
り
、
警
察
に
権
威
を
与
え
よ
う
と
す
る
近
代
国
家
の
努
力
が
あ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
警
察
が
、「
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
」
も
の
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
共
通
し
て
理
解
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
、「
共
通
」
善
や
共
通
利
益
を
め
ぐ
る
規
範
的
か
つ
社
会
以
前
的
な
考
え
に
お
い
て
基
礎
づ

け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
共
通
し
て
理
解
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
す
る
と
い
う
努
力
で
す
。
警
察
に
権
威
が
あ
り

0

0

0

0

0

〔authoritative

〕、か
つ
権
威
が
与
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

〔autho-

rized

〕
の
は
、
そ
れ
が
共
通
性
の
経
験

0

0

を
産
出
し
、
標
準
化
し
、
管
理
運
営
す
る
諸
装
置
か
ら
な
る
制
度
‐
装
置
で
あ
る
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、

そ
し
て
単
に
何
が
共
通
の
も
の
と
し
て

0

0

0

経
験
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
か
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
何
が
共
通
の
も
の
と
し
て

0

0

0

経
験
さ
れ
る
こ

と
が
可
能
で
、
何
が
そ
う
は
経
験
さ
れ
得
な
い
か
を
も
決
定
す
る
諸
装
置
か
ら
な
る
制
度
‐
装
置
で
あ
る
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
き
な
の
で
す
。こ
の

制
度
‐
装
置
が
使
用
す
る
諸
装
置
を
、
私
た
ち
は
警
察
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
監
視
器
具
を
構
成
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
テ
クノ
ロ
ジ
ー
、一
連

﹇
5
﹈	...........A

rendt, Between Past and Future, 164.

〔
ア
ー
レン
ト
『
過
去
と
未
来
の
間
』二
二
二
頁
〕
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の
強
制
道
具
の
パレッ
ト
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
、アメ
リ
カ
の
エ
リ
ッ
ク
・
ガ
ー
ナ
ー
や
ジョ
ー
ジ
・
フ
ロ
イ
ド
の
場
合
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、〔
警
官
の
〕
手

や
膝
も
含
ま
れ
れ
ば
、
警
棒
、テ
ー
ザ
ー
銃
、
拳
銃
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
警
察
は
、アメ
リ
カ
合
衆
国
の
司
法
が
訴
訟
か
ら
の
「
限
定
的
免
責
」
と
呼
ぶ

も
の
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
権
威
が
あ
り

0

0

0

0

0

か
つ
権
威
を
与
え
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す
。こ
う
し
た
免
責
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
明

示
的
な
法
学
的
定
式
化
―
た
と
え
ば
、一
九
六
七
年
の
ピ
ア
ソ
ン
対
レ
イ
裁
判
の
判
決
を
判
例
と
し
た
諸
々
の
裁
判
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
―
は
、

主
権
者
が
自
身
の
基
礎
づ
け
の
経
験
を
「
共
通
」
の
も
の
と
し
て
産
出
し
、
取
り
締
ま
る
〔police

〕
と
い
う
権
威
゠
権
限
を
諸
々
の
装
置
‐
制
度
に
与
え
る

〔authorize

〕
際
に
常
に
用
い
る
、
暗
黙
裡
の
免
責
の
定
式
、
暗
黙
裡
の
免
責
化
と
比
べ
れ
ば
二
次
的
で
す
﹇
6
﹈。
学
校
や
文
化
産
業
と
いっ
た
こ
れ
ら
の
諸

制
度
が
、コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
産
出
し
統
制
す
る
道
具
‐
装
置
と
し
て
の
自
身
の
機
能
を
視
界
か
ら
隠
す
と
き
、
警
察
に
は
権
威
が
あ
り

0

0

0

0

0

か
つ
権
威
が
与
え
ら

0

0

0

0

0

0

れ
て
い
る

0

0

0

0

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、今
日
で
は
い
ず
れ
も
十
分
明
ら
か
な
こ
と
で
し
ょ
う
。で
は
、別
の
あ
り
方
は
可
能
で
し
ょ
う
か
？　
主
権
の
要
求
に
単
に
仕
え
る
、あ

る
い
は
そ
う
し
た
傾
向
を
持
つ
の
で
は
な
い
諸
制
度
、す
な
わ
ち
、単
に
規
定
す
る
技
術
的
「
装
置
」〔device

〕で
あ
り
、あ
る
い
は
そ
う
し
た
傾
向
を
持
つ

の
で
は
な
く
、単
に
ヘ
ゲ
モニ
ー
を
産
出
し
維
持
す
る
、あ
る
い
は
そ
う
し
た
傾
向
を
持
つ
の
で
も
な
い
諸
制
度
（
警
察
、大
学
、家
族
…
…
）を
想
像
す
る

方
法
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
？　
た
し
か
に
産
出
し
取
り
締
ま
る
と
い
う
機
能
を
持
つ
傾
向
が
あ
る

0

0

0

0

0

と
し
て
も
、同
時
に
ヘ
ゲ
モニ
ー
化
す
る
こ
と
の
な
い
、共
通

で
な
い
、異
論
を
挟
む
こ
と
の
可
能
な
諸
経
験
を
産
出
し
、保
護
し
、管
理
運
営
を
も
す
る
よ
う
な
諸
制
度
を
想
像
す
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
？

こ
う
し
た
制
度
を
、「
不
完
全
」〔defective

〕
で
あ
る
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
う
し
た
制
度
の
権
威
は
、
そ
れ
ら
の
主
権
に
関
わ
る
明
示
的
な
機
能

と
永
遠
に
、
開
か
れ
た
衝
突
状
態
に
あ
る
で
し
ょ
う
。こ
れ
ら
の
制
度
が
基
礎
づ
け
、
あ
る
い
は
喚
起
す
る
類
似
性
、
同
一
性
、「
共
通
性
」
は
、
根
本
的
に

か
つ
構
造
的
に
、
異
論
を
挟
む
こ
と
が
可
能
で
す
。し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
境
界
線
は
、
く
り
返
し
飛
び
越
さ
れ
、
引
か
れ
、
消
さ
れ
て
は
ま
た
引
き
直
さ

れ
る
で
し
ょ
う
。こ
れ
ら
の
不
完
全
な
制
度
が
構
成
す
る
体
制
を
、
共
和
制
〔republic

〕
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

近
代
国
家
に
お
け
る
警
察
の
古
典
的
定
義
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
警
察
と
は
、
国
家
を
構
成
す
る
主
体
゠
臣
民
た
ち
に

対
し
て
、
国
家
が
暴
力
の
独
占
を
保
持
し
、
管
理
す
る
の
に
用
い
る
制
度
で
す
﹇
7
﹈。
私
は
こ
の
標
準
的
な
定
義
を
ヴェ
ー
バ
ー
の
論
考
「
職
業
と
し
て
の

政
治
」
か
ら
取
っ
て
お
り
、こ
の
論
考
に
は
す
ぐ
に
戻
る
こ
と
に
し
ま
す
。こ
の
定
義
に
お
い
て
、「
国
家
を
構
成
す
る
主
体
゠
臣
民
た
ち
に
対
し
て
」
と
い

う
言
葉
は
、
次
の
よ
う
な
機
能
を
は
た
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
軍
隊
と
警
察
の
あ
い
だ
に
、一
方
は
い
わ
ば
外
的
な
も
の
、
他
方
は
内
的
な
も

の
と
い
う
よ
う
に
対
象
を
異
に
す
る
制
度
と
し
て
区
別
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
今
日
の
アメ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
ま
た
他
国
で
も
次
第
に
そ
う

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
警
察
と
軍
隊
の
境
界
線
は
、
両
制
度
間
で
武
器
や
人
員
が
出
入
り
し
、
技
術
、
言
語
、
目
標
が
移
転
さ
れ
る
こ
と
で
横
断
さ
れ
、

不
鮮
明
に
さ
れ
て
い
ま
す
。（
諸
制
度
の
境
界
の
こ
う
し
た
横
断
と
不
鮮
明
化
が
何
を
も
曖
昧
に
し
て
い
る
の
か
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
、
何
が
、

そ
し
て
誰
が
国
家
の
内
側
に

0

0

0

、
あ
る
い
は
外
側
に

0

0

0

存
在
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
誰
が
、
そ
し
て
何
が
国
家
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
、
そ
の
法
に
従
い
、

そ
の
暴
力
に
服
す
る
の
か
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、こ
う
し
た
曖
昧
化
、
横
断
、
不
鮮
明
化
は
一
見
し
て
政
治
的
な

0

0

0

0

次
元
で
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

グ
ロ
ー
バル
化
す
る
資
本
が
経
済
的
な

0

0

0

0

次
元
に
お
い
て
広
く
空
間
的
区
別
を
消
し
去
り
、
価
値
づ
け
直
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た

そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
区
別
は
資
源
採
取
、
製
造
、
流
通
と
消
費
の
諸
回
路

に
関
わ
る
か
ら
で
す
。）
古
典
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

警
察
と
は
、
国
家
が
そ
れ
に
よ
っ
て
暴
力
の
独
占
を
実
現
す
る
合
法
的
手
段
、
仕
掛
け
、
装
置

0

0

〔dis-

﹇
6
﹈	...........

ピ
ア
ソ
ン
対
レ
イ
裁
判
の
判
決
文
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

コ
モ
ン
・ロ
ー
に
お
い
て
警
察
官
に
絶
対
的
か
つ
無
制
限
の
免
責
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
本
件
の
警
察
官
は
そ
の
よ
う
な
免
責
を
主
張
し
て

は
い
な
い
。
彼
ら
の
主
張
は
む
し
ろ
、
逮
捕
す
る
際
に
彼
ら
が
有
効
と
信
じ
た
法
を
遵
守
し
、
信
義
に
従
い
誠
実
に
か
つ
相
当
な
理
由
に
よ
っ
て
行
為

し
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
法
的
責
任
を
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
に
支
配
的
な
見
解
で
は
、
治
安
官
が
相
当
な
理
由
に
よ
っ

て
逮
捕
す
る
場
合
、
後
に
容
疑
者
の
無
罪
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
不
法
逮
捕
の
法
的
責
任
が
問
わ
れ
る
訳
で
は
な
い
。（
…
…
）
逮

捕
に
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
、
逮
捕
せ
ず
に
職
務
放
棄
の
責
め
を
負
う
か
、
逮
捕
し
て
損
害
賠
償
を
科
さ
れ
る
か
の
間
で
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
ほ
ど
、
警
察
官
の
運
命
は
不
幸
な
も
の
で
は
な
い
。
疑
い
の
余
地
は
皆
無
で
は
な
い
も
の
の
、
同
じ
考
え
方
に
基
づ
け
ば
、
警
察
官
が
相
当

な
理
由
に
よ
っ
て
有
効
と
信
じ
た
が
、
後
に
そ
れ
自
体
で
又
は
適
用
に
お
い
て
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
法
の
下
で
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
彼
を
法
的
責
任

か
ら
免
れ
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。〔「
限
定
的
免
責
」
の
根
拠
と
さ
れ
る
判
決
文
の
一
節
。
次
の
サ
イ
ト
か
ら
閲
覧
可
能
。https://

w
w

w.law.cornell.edu/suprem
ecourt/text/386/547#fn12_ref

〕

﹇
7
﹈	...........

こ
れ
はM

arkus D
irk D

ubber, “A
 Political T

heory of C
rim

inal Law
: A

utonom
y and the Legitim

acy of State Punishm
ent”

に
お
け
る
近
代
的
警
察
の
概

念
上
の
機
能
の
非
常
に
明
瞭
な
説
明
で
あ
る
。
歴
史
的
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、「
法
律
と
警
察
は
国
家
を
概
念
的
に
捉
え
る
二
つ
の
方
法
を
反
映
し
て
い
る
。

法
律
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
国
家
と
は
自
由
で
平
等
な
諸
人
格
の
政
治
的
共
同
体
の
制
度
的
表
現
で
あ
る
。
法
治
国
家
の
機
能
と
は
そ
の
構
成
者
の
自
律

性
を
、
公
的
・
私
的
な
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
表
現
し
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
警
察
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
国
家
と
は
一
つ
の
家
族
〔household

〕
の
制

度
的
表
現
で
あ
る
。
警
察
国
家
は
、
家
父
長
〔pater fam

ilias

〕
と
し
て
、
彼
の
―
―
あ
る
い
は
国
家
の
―
―
家
族
の
幸
福
の
最
大
化
を
追
求
す
る
」。M

arkus 

D
. D

ubber, “T
he Pow

er to G
overn M

en and T
hings”: Patriarchal O

rigins of the Police Pow
er in A

m
erican Law, 52 Buff. L. Rev. 1277 (2004)

も
参
照
。
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positive

〕
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
警
察
は
何
か
そ
れ
以
上
の
も
の
で
す
。ヴェ
ー
バ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
隣
に
、オ
ー
ガ
ス
ト
・
ヴ
ォ
ルマ
ー
の
一
九
三
六
年
の
著
書
『
警
察
と
近
代
社

会
』
中
に
見
ら
れ
る
要
約
を
並
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。ヴォルマ
ー
は
、
警
察
制
度
の
歴
史
と
社
会
学
の
文
献
の
中
で
は
アメ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
近
代
的
警

察
制
度
の
創
設
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
人
物
で
す
が
、『
警
察
と
近
代
社
会
』
を
「
人
間
の
精
神
を
そ
の
度
し
難
さ
に
お
い
て
理
解
し

た
い
と
い
う
切
な
る
願
い
、
そ
し
て
人
間
の
行
動
を
め
ぐ
る
幾
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
の
生
涯
に
わ
た
る
研
究
の
成
果
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
彼
の

目
標
は
、「
長
続
き
し
な
い
無
力
な
怒
り
が
時
折
発
作
的
に
中
断
さ
せ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
無
関
心
で
消
極
的
で
あ
り
、
警
察
そ
の
他
の
政
府
の

規
制
的
権
威
の
実
効
性
を
少
な
か
ら
ず
無
化
し
て
い
る
よ
う
な
公
衆
の
態
度
」
を
正
す
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
、ヴ
ォ
ルマ
ー
に
よ
れ
ば
「
こ
の
国
の
世

論
は
、
警
察
や
、い
か
な
る
社
会
状
態
に
お
い
て
も
そ
の
存
続
の
た
め
に
は
根
本
的
で
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
な
警
察
機
能
の
質
に
関
し
て
、ほ
と
ん
ど
悲

惨
な
ま
で
に
無
知
で
あ
る
」
か
ら
で
す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
断
定
し
ま
す
。

階
級
間
、
人
種
間
、お
よ
び
政
治
・
社
会
・
宗
教
的
信
条
を
異
に
す
る
人
々
の
間
に
摩
擦
が
生
じ
る
こ
と
は
、
普
遍
的
法
則
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。こ
の
こ
と
が
真
実
で
あ
る
限
り
、
警
察
が
秩
序
を
維
持
し
、
生
命
と
財
産
を
保
護
し
、
そ
し
て
国
家
と
国
民
の
統
合
性
を
維
持
す
る

こ
と
は
常
に
必
要
だ
ろ
う
。アメ
リ
カ
の
警
察
に
つ
い
て
他
に
何
が
語
ら
れ
よ
う
と
も
、
次
の
事
実
は
よ
り
広
く
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、い
か
に
多
く
の
不
完
全
性
゠
欠
陥
〔defects
〕
が
あ
ろ
う
と
も
、
警
察
や
警
察
の
諸
組
織
が
な
け
れ
ば
、
無
政
府
状
態
が
こ
の
国
を
覆
い
、

こ
の
半
球
の
現
行
の
文
明
は
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。アメ
リ
カ
の
警
察
は
、
た
と
え
他
に
い
か
な
る
理
由
が
な
か
ろ
う
と
も
、
国
家
の
維
持
が
大
部

分
そ
の
手
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。﹇
8
﹈

そ
れ
な
ら
ば
、
警
察
の
存
在
は
、か
た
や
ヴ
ォ
ルマ
ー
は
解
決
済
み
と
見
な
し
（「
警
察
や
警
察
の
諸
組
織
が
な
け
れ
ば
、
無
政
府
状
態
が
こ
の
国
を
覆

う
（
…
…
）
だ
ろ
う
。アメ
リ
カ
の
警
察
は
、
た
と
え
他
に
い
か
な
る
理
由
が
な
か
ろ
う
と
も
、
国
家
の
維
持
が
大
部
分
そ
の
手
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
」）、か
た
や
ヴェ
ー
バ
ー
は
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」に
お
い
て
明
示
的
に
立
て
て
い
る
問
い
を
、
特
有
の
仕
方
で

0

0

0

0

0

0

〔uniquely

〕
提

起
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
？　
ヴェ
ー
バ
ー
の
有
名
な
問
い
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

国
家
も
、
歴
史
的
に
そ
れ
に
先
行
す
る
政
治
団
体
も
、
正
統
な
（
す
な
わ
ち
、
正
統
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
）
暴
力
行
為
と
い
う
手
段
に

支
え
ら
れ
た
、
人
間
の
人
間
に
対
す
る
支
配
関
係
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
国
家
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
被
治
者
が
そ
の
時
の
支
配
者
の
主
張
す

る
権
威
に
服
従
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。で
は
被
治
者
は
、
ど
ん
な
場
合
に
ど
ん
な
理
由
で
服
従
す
る
の
か
。こ
の
支
配
は
ど
の
よ
う
な
内

的
な
正
統
化
の
根
拠
と
外
的
な
手
段
と
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

D
er Staat ist, ebenso w

ie die ihm
 geschichtlich vorausgehenden politischen Verbände, ein auf das M

ittel der legitim
en (das heißt: als legi-

tim
 angesehenen) G

ew
altsam

keit gestütztes H
errschaftsverhältnis von M

enschen über M
enschen. D

am
it er bestehe, m

üssen sich also die 

beherrschten M
enschen der beanspruchten A

utorität der jew
eils herrschenden fügen. W

ann und w
arum

 tun sie das? A
uf w

elche inneren 

R
echtfertigungsgründe und auf w

elche äußeren M
ittel stützt sich diese H

errschaft?

﹇
9
﹈

 

警
察
の
存
在
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
問
い
を
、
私
た
ち
は
些
か
弱
め
、
あ
る
い
は
改
変
し
、
次
の
よ
う
に
問
う
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
人
間

が
人
間
を
支
配
す
る
関
係
と
し
て
国
家
が
理
解
さ
れ
る
と
き
、つ
ま
り
国
家
が
合
法
的
な
、
す
な
わ
ち
、das heißt

、「
合
法
と
見
な
さ
れ
た
」、
暴
力
に
支

え
ら
れ
た
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
国
家
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
警
察
の
存
在
は
、
国
家
の
存
在
の
必
然
性
と
い
う
問
い

を
開
き
ま
す
。
人
々
は
いつ
、
そ
し
て
な
ぜ
、
警
察
に
従
う
の
か
？

別
々
の
観
点
に
立
つ
ヴェ
ー
バ
ー
と
ヴ
ォ
ルマ
ー
は
、
合
わ
せ
て
一
つ
の
循
環
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
警
察
は
そ
の
制
度
的
権
威
を
主
権
国
家
の
権
威
か
ら

借
り
て
お
り
、
国
家
は
自
己
権
威
化
の
手
段
と
し
て
警
察
を
用
い
て
い
る
の
で
す
。こ
の
「
借
り
る
」
と
「
用
い
る
」
か
ら
な
る
循
環
は
、
国
家
の
主
権
と

警
察
の
権
威
を
め
ぐ
る
近
代
的
な
考
え
方
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
で
す
。

こ
の
循
環
が
閉
じ
、
完
結
す
る
こ
と
〔closure

〕
を
、
警
察
の
審
級

0

0

〔instance

〕
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
欲
望
す
る
の
は
、こ
の
完
結
な

の
だ
と
言
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
棄
却
か
ら
主
権
的
主
体
性
へ
と
続
く
彷
徨
え
る
道
の
り
を
開
く
が
ゆ
え
に
、
そ
の
限
り
で
私
た
ち
は
こ
の

﹇
8
﹈	...........A

ugust Vollm
er, The Police and M

odern Society, U
niversity of C

alifornia Press, 1936, 185.

﹇
9
﹈	...........M

ax W
eber, Politik als Beruf, D

unker &
 H

um
blot, 1926, 9.

〔
マッ
ク
ス
・
ヴェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
脇
圭
平
訳
、
岩
波
文
庫
、二
〇
二
〇
年
、一

一
頁
。一
部
訳
文
を
改
め
た
。〕
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完
結
を
欲
望
す
る
の
だ
と
。
警
察
の
審
級
を
私
た
ち
の
対
象
と
し
て
選
ぶ
こ
と
は
、
法
に
対
し
て
文
化
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
地
位
に
つ
い
て
取
り
組
む

こ
と
で
あ
り
、
警
察
が
法
の
代
理
人

0

0

0

0

0

〔agent of the law

〕
と
し
て
、
あ
る
い
は
国
家
の
実
現
手
段
と
し
て
正
統
性
を
獲
得
し
、
ま
た
国
家
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る

主
体
゠
臣
民
に
対
し
暴
力
の
独
占
者
と
し
て
正
統
性
を
獲
得
す
る
諸
手
続
に
つ
い
て
取
り
組
む
こ
と
で
す
。
相
互
連
関
す
る
正
統
化
と
い
う
こ
れ
ら
の
手

続
に
は
、
独
立
の
諸
制
度
（
学
校
、
大
学
、
家
族
、
教
会
と
いっ
た
いつ
も
の
類
で
す
）
も
巻
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
制
度
は
、
社
会
に
お
け
る
コン

セ
ン
サ
ス
を
創
出
し
、
ま
た
と
り
わ
け
記
憶
と
希
望
を
集
団
化
し
統
制
す
る
装
置
で
す
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
、
時
間
性
を
学
校
や
司
法
に
お
い
て
集
団

化
し
統
制
す
る
と
と
も
に
、
あ
れ
こ
れ
の
事
柄
は
集
団
の
知
恵
と
集
団
の
歴
史
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
今
ま
で
ず
っ
と
あ
の
よ
う
で
あ
り
こ
の
よ
う
で

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
服
従
に
値
し
、
正
統
性
が
あ
る
の
だ
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、つ
ま
り
そ
れ
ら
は
権
威
的

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
創
出
し
、
ま
た

あ
れ
こ
れ
の
事
柄
は
そ
う
し
た
集
団
の
知
恵
と
集
団
の
歴
史
を
具
現
す
る
も
の
と
し
て
望
ま
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
創
出
す
る
の
で
す
。

そ
れ
な
ら
ば
、
警
察
の
審
級

0

0

は
、ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
創
出
、ア
レン
ト
の
言
葉
を
使
え
ば
、「
異
論
を
挟
む
余
地
な
い
」「
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
」
も
の
の

境
界
の
画
定
と
い
う
特
異
な
機
能
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
類
似
性
や
同
義
性
を
統
制
す
る
―
警
察
す
る
〔police

〕
―
役
割
を
果
た
す
の

で
す
。
主
権
国
家
に
お
い
て
何
が
一
つ
の
概
念
と
し
て

0

0

0

、一
つ
の
制
度
と
し
て
見
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
基
礎
づ
け
る
の
で
す
。

警
察
の
審
級
は
必
然
的

0

0

0

で
あ
る
。こ
う
主
張
す
る
こ
と
で
、
私
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？　
警
察
と
い
う
制
度

0

0

が
必
然
的
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
反
対
で
す
。
制
度
の
「
必
然
性
」
は
次
の
議
論
の
主
題
で
す
。
摂
理
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
論
理
‐
推
論
に
お
け
る
必

然
性
（
分
析
的
必
然
性
、
厳
密
な
含
意
、〔
論
理
学
上
の
〕
伴
立
、
相
関
性
）に
つ
い
て
は
今
は
措
き
ま
す
。
近
代
国
家
な
る
も
の
は
、
別
様
で
も
あ
り
え

た
歴
史
的
出
来
事
の
中
の
偶
然
的
事
例
と
し
て
発
展
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
警
察
の
審
級
と
は
国
家
が

暴
力
に
対
す
る
独
占
状
態
を
維
持
す
る
手
段
、
ま
た
こ
れ
ま
で
維
持
し
て
き
た
手
段
と
は
別
の
何
か
、
ま
た
そ
れ
以
上
の
何
か
で
す
。
警
察
の
審
級
が
表

す
の
は
、
政
治
と
い
う
領
野
に
お
け
る
必
然
性

0

0

0

の
還
元
不
可
能
性
、
あ
る
い
は
政
治
と
い
う
領
野
に
お
け
る
必
然
性
の
必
然
性
な
の
で
す
。

ヴェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
、
警
察
の
二
階
の
〔second-order

〕
機
能
―
私
が
警
察
の
審
級
と
呼
ん
で
き
た
も
の
―
は
、「
正
統
」
で
あ
る
も
の
が
「
正
統
と

見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
必
然
的
に
同
義
と
さ
れ
る
際
に
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、「
〜
で
あ
る
も
の
」
か
ら
「
〜
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
」へ
、

“als legitim
 angesehenen”

と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
へ
、
す
な
わ
ち
、“das heißt”

、 「
共
通
し
て
」、
実
に
疑
う
余
地
な
く
正
統
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

も

の
へ
の
移
行
で
す
。「
正
統
」
で
あ
る
も
の
は
、
単
に
正
統
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う

0

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
と
類
似
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
警
察
の
審

級
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る

0

0

0

の
で
す
。

締
め
括
り
に
あ
た
っ
て
、
警
察
の
審
級
、つ
ま
り
政
治
と
い
う
分
野
に
お
け
る
必
然
性
の
必
然
性
を
表
す
形
象
が
可
能
に
す
る
の
は
い
か
な
る
種
類
の

政
治
的
主
体
性
な
の
か
、
そ
し
て
一
体
そ
れ
が
欲
望
さ
れ
、
従
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
し
て
あ
り
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
展
開
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

私
は
、
劇
の
一
場
面
の
よ
う
な
も
の
を
思
い
描
い
て
い
ま
す
。
通
り
を
歩
く
一
個
人
が
、
声
を
か
け
ら
れ
、
自
身
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
と
感
じ
な
が
ら
、
な0

ぜ
か

0

0

振
り
返
る
と
い
う
瞬
間
で
す
。こ
の
場
面
は
、よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
共
通
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、ア
ル
チュセ
ー
ル
の
一
九
七
〇
年
の
論
考
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」に
見
出
さ
れ
ま
す
。
声
を
か
け
、
声
を
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
今
日
で
は
一
九
七
〇
年
と
は
異

な
る
価
値
を
持
っ
て
い
ま
す
。
呼
ぶ
こ
と
が
い
か
な
る
感
覚
を
生
む
か
、い
か
な
る
経
験

0

0

を
引
き
起
こ
す
か
、
当
局
に
よ
る
呼
び
か
け
〔authoritative interpel-

lation

〕
が
い
か
な
る
権
威
を
持
つ
か
、
呼
ぶ
こ
と
が
そ
の
場
に
い
か
な
る
世
界
を
生
み
出
す
か
―
こ
れ
ら
は
皆
、
付
随
的
な
事
柄
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
の

あ
ま
り
に
多
い
諸
要
素
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
こ
の
小
さ
な
場
面
の
場
所
、
登
場
人
物
の
人
種
、
階
級
等
々
で
す
。こ
の
場
面
は
、こ
れ
ま
で
も

決
し
て
無
垢
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
ア
ル
チュセ
ー
ル
が
書
い
て
い
る
時
と
場
所
に
お
い
て
も
た
し
か
に
そ
う
で
は
な
かっ
た
で
し
ょ
う
。
今
日
の
アメ
リ
カ
合

衆
国
で
は
、
そ
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ヴ
ズ
・マ
タ
ー
運
動
が
現
れ
て
以
来
、こ
の
場
面
は
、
最
悪
の
事
態
を
表
す
サ
イ
ン
で
す
。
も
し
声
を
か
け
ら
れ
た
ら
、

今
日
で
は
多
く
の
人
が
振
り
返
る
の
で
は
な
く
、
逃
げ
る
で
し
ょ
う
。一
九
七
〇
年
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
し
た
。（
ポ
ン
テ
コ
ル
ヴ
ォ
に
よ
る
一
九
六
六

年
公
開
の
映
画
『
ア
ル
ジェ
の
戦
い
』
で
は
、
呼
び
か
け
へ
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベル
で
の
あ
ら
ゆ
る
応
答
が
描
か
れ
て
い
ま
す
―
映
画
の
登
場
人
物
た
ち
は
、ア

ル
チュセ
ー
ル
の
劇
中
人
物
の
よ
う
に
呼
び
か
け
に
答
え
て
振
り
向
く
こ
と
も
あ
れ
ば
、
警
察
か
ら
逃
げ
た
り
、
戦
っ
た
り
、
無
視
し
た
り
も
し
ま
す
。
彼
ら

は
ま
た
、
警
官
の
声
を
自
身
の
声
と
捉
え
、
武
器
を
取
れ
と
い
う
呼
び
か
け
に
変
え
ま
す
。
民
衆
の
抵
抗
の
様
々
な
様
態
が
あ
り
、
弱
き
者
た
ち
の
様
々

な
武
器
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
ち
ょ
う
ど
映
画
の
終
結
部
で
奇
跡
の
よ
う
に
復
活
す
る
蜂
起
の
よ
う
に
自
発
的
な
も
の
で
す
。
あ
た
か
も
カ
ス
バ
の
住

人
が
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
警
察
の
面
前
で
呼
び
か
け
か
え
す
か
の
よ
う
に
。）

英
語
圏
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
「
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
論
考
の
バ
ー
ジョン
は
、『
レ
ーニン
と
哲
学
』
所
収
の
も
の
で
し
ょ
う
。よ
り
長
く
〔
こ
の

主
題
を
〕
論
じ
た
バ
ー
ジョン
は
、一
九
九
五
年
に
『
再
生
産
に
つ
い
て
』
と
し
て
〔
フ
ラ
ン
ス
で
〕
出
版
さ
れ
た
一
連
の
論
考
の
中
に
見
出
さ
れ
ま
す
﹇
10
﹈。次
に

引
用
す
る
の
は
G
・
M
・
ゴ
シュ
ガ
リ
アン
に
よ
る
二
〇
一
四
年
翻
訳
の
『
資
本
主
義
の
再
生
産
に
つ
い
て
』〔『
再
生
産
に
つ
い
て
』の
英
訳
〕か
ら
の
一
節
で
す
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、わ
れ
わ
れ
が
呼
び
か
け

0

0

0

0

〔interpellation

〕
な
い
し
呼
び
止
め

0

0

0

0

〔hailing

〕
と
呼
ぶ
ま
さ
に
そ
の
操
作

に
よ
っ
て
、
諸
個
人
の
あ
い
だ
か
ら
主
体
を
「
徴
募
し
」（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
彼
ら
を
皆
徴
募
す
る
）、
あ
る
い
は
諸
個
人
を
主
体
に
「
変
容
さ
せ
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る
」（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
彼
ら
を
皆
変
容
さ
せ
る
）
と
い
う
仕
方
で
「
作
用
し
」、
あ
る
い
は
「
機
能
す
る
」、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
操
作
は
、
警
官
（
あ
る
い
は
警
官
で
な
く
と
も
）が
行
う
、「
お
い
、お
ま
え
、
そ
こ
の
お
ま
え
だ
！
」
と
いっ
た
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
日

常
的
な
呼
び
止
め
の
実
例
に
し
た
がっ
て
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
者
に
も
っ
と
も
具
体
的
な
種
類
の
具
体
性
を
提
供
す
る
た
め
、わ

れ
わ
れ
が
想
像
し
て
い
る
よ
う
な
理
論
的
な
場
面
が
街
頭
で
起
こ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
の
呼
び
か
け
ら
れ
た
個
人
は
振
り
向
く
。こ
の
一

八
〇
度
の
単
純
な
物
理
的
回
転
に
よ
っ
て
、こ
の
個
人
は
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
？　
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
呼
び
か
け
が
「
ま
さ
し
く
」

彼
に
向
かっ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
呼
び
か
け
ら
れ
た
の
は
ま
さ
し
く
彼
で
あ
る
」（
そ
し
て
別
の
者
で
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た

か
ら
で
あ
る
。
経
験
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
呼
び
か
け
と
い
う
距
離
を
伴
っ
た
実
践
上
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
ション
は
、
狙
っ
た
相
手
を
は
ず
す
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
い
。
言
葉
に
よ
る
呼
び
か
け
で
あ
ろ
う
と
、
呼
子
の
一
吹
き
で
あ
ろ
う
と
、
呼
び
か
け
ら
れ
た
当
人
は
つ
ね
に
、
呼
び
か
け
ら
れ
た

の
は
自
分
だ
と
知
っ
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
奇
妙
な
現
象
で
あ
り
、「
や
ま
し
い
こ
と
を
か
か
え
て
い
る
」
人
び
と
は
大
勢
い
る
と
は
い

え
、「
罪
悪
感
」
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
、
実
は
誰
も
が
何
か
や
ま
し
い
こ
と
を
常
に
か
か
え
て
い
る
〔everyone alw

ays 

has som
ething on his conscience

〕
の
で
あ
り
、
誰
も
が
少
な
く
と
も
、
果
た
す
べ
き
説
明
や
遵
守
す
べ
き
義
務
〔accounts to render or obligations 

to respect

〕
が
あ
る
と
、
た
と
え
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
呼
び
か
け
に
答
え
る
と
い
う
義
務
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
漠
然
と
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
奇
妙
で
あ
る
。﹇
11
﹈

N
ous suggérons alors que l’idéologie «

 agit »
 ou «

 fonctionne »
 de telle sorte qu’elle «

 recrute »
 des sujets parm

i les individus (elle les 

recrute tous), ou «
 transform

e »
 les individus en sujets (elle les transform

e tous) par cette opération très précise que nous appelons l’in-

terpellation, qu’on peut se représenter sur le type m
êm

e de la plus banale interpellation policière (ou non) de tous les jours : «
 hé, vous, là 

bas ! »
…

 L’expérience m
ontre que les télécom

m
unications pratiques de l’interpellation sont telles, que l’interpellation ne rate pratique-

m
ent jam

ais son hom
m

e: appel verbal, ou coup de siffl
et, l’interpellé reconnaît toujours que c’était bien lui qu’on interpellait. C

’est tout 

de m
êm

e un phénom
ène étrange, et qui ne s’explique pas seulem

ent, m
algré le grand nom

bre de ceux qui «
 ont quelque chose à se repro-

cher »
, par le sentim

ent de culpabilité – à m
oins que tout le m

onde ait effectivem
ent quelque chose à se reprocher sans arrêt, donc que 

tout le m
onde ressente confusém

ent qu’il a au m
oins, et à tout instant, des com

ptes à rendre, c’est-à-dire des devoirs à respecter, ne fût-ce 

que celui de répondre à toute interpellation ? Étrange.

『
レ
ー
ニ
ン
と
哲
学
』
の
バ
ー
ジョン
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
〔
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
の
〕
箇
所
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
誰
も
が
た
し
か
に
何
か
や
ま
し
い
こ

と
を
絶
え
間
な
く
か
か
え
て
い
る
〔tout le m

onde ait effectivem
ent quelque chose à se reprocher sans arrêt

〕
と
い
う
の
で
も
な
い
限
り
、し
た
が
っ
て
誰
も
が
、

少
な
く
と
も
、か
つ
い
ず
れ
の
瞬
間
に
も
、
果
た
す
べ
き
説
明
、
す
な
わ
ち
遵
守
す
べ
き
義
務
が
あ
る
〔des com

ptes à rendre, c’est-à-dire des devoirs à respec-

ter

〕
と
―
た
と
え
そ
れ
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
呼
び
か
け
に
答
え
る
と
い
う
義
務
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
―
漠
然
と
感
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
も
な
い
限
り
」。

﹇
10
﹈	...........

こ
の
論
考
の
非
常
に
複
雑
な
出
版
経
緯
に
つ
い
て
、
ま
た
こ
の
論
考
の
よ
り
長
い
バ
ー
ジョン
に
お
け
る
、「
革
命
を
構
想
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
「
組
織
な
き

組
織
」
と
い
う
観
念
、お
よ
び
主
体
の
「
反
対
解
釈
」
と
い
う
観
念
に
対
す
る
共
通
の
名
と
し
て
用
い
得
る
実
践
〔practice

〕
の
問
題
」（xviii

）
を
伴
う
ア

ル
チュセ
ー
ル
の
根
本
的
な
関
心
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
周
密
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、Étienne Balibar, “A

lthusser and the ‘Ideological State A
pparatuses’,” 

“Forew
ord” to Jacques Bidet et al., eds., Louis A

lthusser, O
n Reproduction of C

apitalism
: Ideology and Ideological State Appratuses, tr. M

. G
oshgarian, 

Verso, 2014

を
参
照
。W

arren M
ontag, “A

lthusser’s Em
pty Signifier: W

hat is the M
eaning of the W

ord ‘Interpellation’”? M
ediations 30:2 (2017), 

63–69

も
参
照
。

﹇
11
﹈	...........A

lthusser, O
n the Reproduction of C

apitalism
, 191.

〔
ル
イ
・
アル
チュセ
ー
ル『
再
生
産
に
つ
い
て
』
西
川
長
夫
・
伊
吹
浩
一
・
大
中
一
彌
・
今
野
晃
・
山
家
歩

訳
、
平
凡
社
、二
〇
〇
五
年
、二
六
六
頁
。
た
だ
し
こ
こ
で
の
引
用
の
趣
旨
に
し
た
が
い
、ゴ
シュ
ガ
リ
ア
ン
の
英
訳
に
合
わ
せ
て
訳
文
を
適
宜
変
更
し
た
〕。

ブ
ル
ー
ス
タ
ー
の
翻
訳
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
私
が
少
々
改
変
し
て
お
り
、
ま
た
〔『
レ
ー
ニ
ン
と
哲
学
』
で
は
本
来
含
ま
れ
て
い
な
い
〕『
再
生

産
に
つ
い
て
』
か
ら
の
一
節
に
つ
い
て
は
私
の
翻
訳
で
あ
る
。イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、ア
ル
チュセ
ー
ル
が
言
う
に
は
、

わ
た
し
が
呼
び
か
け
、
な
い
し
呼
び
止
め
と
呼
ん
で
き
た
操
作
、
警
察
そ
の
他
に
よ
る
、
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
日
常
的
な
「
お
い
、お
ま
え
、
そ
こ
の

お
ま
え
だ
！
」
と
いっ
た
呼
び
止
め
の
実
例
に
し
た
が
っ
て
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
ま
さ
に
そ
の
操
作
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
の
あ
い
だ
か
ら
主
体
を

徴
募
し
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
彼
ら
を
皆
徴
募
す
る
）、
諸
個
人
を
主
体
に
変
容
さ
せ
る
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
彼
ら
を
皆
変
容
さ
せ
る
）
と
い
う
仕
方
で
機

能
す
る
。（
…
…
）
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
奇
妙
な
現
象
で
あ
り
、「
や
ま
し
い
こ
と
を
か
か
え
て
い
る
」
人
び
と
は
大
勢
い
る
と
は
い
え
、
罪
の
意
識
だ

け
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
誰
も
が
た
し
か
に
何
か
や
ま
し
い
こ
と
を
絶
え
間
な
く
か
か
え
て
お
り
、こ
う
し
て
誰
も
が
少
な
く
と
も
、
そ
し

て
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
果
た
す
べ
き
説
明
、
す
な
わ
ち
（c’est-à-dire

）
遵
守
す
べ
き
義
務
が
あ
る
、
た
と
え
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
呼
び
か
け
に
答

え
る
と
い
う
義
務
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
と
い
う
の
で
も
な
い
限
り
。
奇
妙
で
あ
る
。（Louis A

lthusser, Lenin and Philosophy and O
ther Essays, tr. 

Ben Brew
ster., M

onthly R
eview

 Press, 2001, 174.

）

フ
ラ
ン
ス
語
原
文
に
つ
い
て
は
、
長
い
バ
ー
ジョン
はA

lthusser, Sur la reproduction, PU
F, 1995, p.226

を
、
短
い
バ
ー
ジョン
はp.305

を
参
照
。
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ゴ
シュ
ガ
リ
ア
ン
の
翻
訳
で
は
、sans arrêt

と
い
う
、こ
の
一
節
に
お
け
る
ア
ル
チュセ
ー
ル
の
も
っ
と
も
奇
妙
な
表
現
が
取
り
逃
が
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
表
現

は
た
し
か
に
「
誰
も
が
何
か
や
ま
し
い
こ
と
を
常
に
〔alw

ays

〕
か
か
え
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
す
が
、
同
時
に

0

0

0

、か
つ
同
義
的
で
は
な
い
仕
方
で
、

こ
の
感
覚
が
逮
捕
〔arrest

〕
あ
る
い
は
逮
捕
状
〔w

arrant

〕
な
く
生
じ
る
こ
と
を
も
意
味
し
ま
す
。
警
察
を
取
り
上
げ
る
劇
上
の
一
場
面
に
お
い
て
は
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
私
の
目
的
に
と
っ
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
は
、ゴ
シュ
ガ
リ
ア
ン
の
翻
訳
は
、
呼
び
か
け
ら
れ
た
主
体
が
「
漠
然
と
」
感
じ
る

0

0

0

の
は
一
体

何
な
の
か
を
め
ぐ
る
第
二
の

0

0

0

言
い
淀
み
、
あ
る
い
は
言
い
直
し
を
省
略
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。ゴ
シュ
ガ
リ
ア
ン
の
〔
英
語
の
〕
翻
訳
で
は
、ア
ル
チュセ
ー

ル
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。「
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
奇
妙
な
現
象
で
あ
り
、「
や
ま
し
い
こ
と
を
か
か
え
て
い
る
」
人
び
と
は
大
勢
い
る
と
は
い
え
、

「
罪
の
意
識
」
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
、
実
は
誰
も
が
何
か
や
ま
し
い
こ
と
を
常
に
か
か
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
誰
も
が
少
な
く

と
も
、
果
た
す
べ
き
説
明
や
遵
守
す
べ
き
義
務
〔accounts to render or obligations to respect

〕
が
あ
る
と
、
た
と
え
そ
れ
が
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
呼
び
か
け
に

答
え
る
と
い
う
義
務
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
漠
然
と
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」。こ
の
一
節
を
よ
り
逐
語
的
に
〔
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
か
ら
英
語
に
〕
翻
訳
す
れ

ば
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

誰
も
が
た
し
か
に
何
か
や
ま
し
い
こ
と
を
絶
え
間
な
く
〔incessantly

〕［sans arrêt

：
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
逮
捕
状
な
く
］
か
か
え
て
お
り
、

こ
う
し
て
誰
も
が
少
な
く
と
も
、
そ
し
て
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
果
た
す
べ
き
説
明
、
す
な
わ
ち
〔that is

〕［c’est-à-dire

］
遵
守
す
べ
き
義

務
が
あ
る
、
た
と
え
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
呼
び
か
け
に
答
え
る
と
い
う
義
務
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
と
い
う
の
で
も
な
い
限
り
。
奇
妙
で
あ
る
。

な
ぜ
ア
ル
チュセ
ー
ル
は
こ
の
一
節
を
削
除
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　
た
し
か
に
こ
の
一
節
は
こ
の
論
考
の
他
の
部
分
の
多
く
と
比
べ
て
散
漫

で
洗
練
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
私
は
、ア
ル
チュセ
ー
ル
が
こ
れ
を
削
除
す
る
の
は
文
体
上
の
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
政
治
と
い
う
領
野
に
お
け
る
必

然
性
の
必
然
性
の
還
元
不
可
能
性
の
問
いへ
と
入
り
込
む
と
り
わ
け
危
う
い
道
を
開
い
て
い
る
か
ら
だ
、
と
示
唆
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
方
に
は
、
人
を
し
て
（
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
根
本
的
に
他
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
人
」
で
あ
る
わ
け
で
す
が
）
呼
び
か
け
ら
れ
た
際
に

「
え
ー
っ
と
、
私
に
言
っ
て
い
る
ん
で
す
か
？
」
と
答
え
、ふ
り
返
り
、
あ
る
い
は
呼
び
返
さ
せ
る
よ
う
な
や
ま
し
さ
の
感
覚
、
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
説
明

が
あ
る
と
い
う
居
心
地
の
悪
い
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
他
方
に
は
、「
遵
守
す
べ
き
義
務
、
た
と
え
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
呼
び
か
け
に
答
え
る
と
い
う
義
務
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
も
」
が
あ
る
と
い
う
、
呼
び
か
け
が
喚
起
し
う
る
感
じ
、
感
覚
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
は
同
じ
な
の
で
し
ょ
う
か
？　
こ
こ
で
、
同
義
性
を
表

す
の
は
ア
ル
チ
ュセ
ー
ル
の“c’est-à-dire”

、ヴェ
ー
バ
ー
のdas heißt

、
す
な
わ
ち
、「
す
な
わ
ち
」〔that is to say

〕
と
い
う
内
的
翻
訳
の
形
象
で
す
。“c’est-à-

dire”

は
自
分
自
身
と
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
説
明
を
果
た
す
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
た
主
体
性
と
、
義
務
へ
の
責
任
゠
応
答
可
能
性
と
し
て
理
解
さ
れ
た

主
体
性
を
同
義
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
二
つ
は
、
主
体
の
形
成
を
め
ぐ
る
二
つ
の
異
な
る
古
典
的
モ
デ
ル
と
対
応
し
ま
す
。一
方
で
は
、
主
体
は
説
明
が
果
た
さ
れ
う
る
諸
経
験
、
人
が

〔
自
分
の
も
の
と
し
て
〕
称
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
説
明
の
で
き
る
諸
経
験
の
集
合
と
し
て
理
解
さ
れ
ま
す
。
経
験
的
な
、
経
験
論
的
で
さ
え
あ
る
主
体
形

成
の
説
明
で
す
。こ
ち
ら
の
側
面
で
は
、
私
は
そ
の
説
明
を
果
た
す
立
場
に
あ
る
諸
々
の
出
来
事
―
私
の
人
生
に
お
け
る
諸
々
の
事
件
、
瞬
間
、
個
別
の

約
束
―
を
想
起
し
ま
す
し
、
私
と
は
そ
の
よ
う
な
想
起
を
す
る
者
で
す
。
他
方
に
あ
る
の
は
、
空
虚
で
形
式
的
な
倫
理
的
主
体
の
構
成
で
す
。
空
虚
で

あ
る
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
個
別
の
歴
史
的
内
容
や
経
験
的
内
容
も
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。こ
ち
ら
の
側
面
で
は
、
私
の
主
体
性
と
は
呼
び
か

け
に
応
答
す
る
と
い
う
空
虚
な
出
来
事
、レ
ヴィ
ナ
ス
な
ら
〈
他
者
〉か
ら
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
前
‐
述
定
的
応
答
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
も
の
で
す
。

ア
ル
チュセ
ー
ル
の
警
察
劇
が
こ
れ
ら
二
つ
を
同
義
的
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？　
私
の
人
生
に
お
け
る
出
来
事
は
い
ず
れ
も
、

私
の
人
生
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る

0

0

0

と
私
が
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
、こ
の
〔
警
察
劇
の
〕
描
写
に
お
い
て
は
、
私
が
形
式
的
に
、
抽
象
的
に
、
空
虚
な

か
た
ち
で
責
任
を
負
う
〔responsible

〕
こ
と
の
で
き
る
出
来
事
と
も
な
り
ま
す
。
警
察
が
私
に
呼
び
か
け
る
と
き
、
私
が
ふ
り
返
る
の
は
単
に
私
が
呼
ば
れ

て
い
る
と
具
体
的
に
感
じ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、ふ
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
が
こ
れ
ら
二
つ
の
主
体
化
の
縫
い
合
わ
さ
れ
た
点
と
し
て
私
の
主
体
性

を
構
成
す
る
か
ら

0

0

な
の
で
す
。こ
れ
以
降
、
私
の
人
生
に
お
け
る
出
来
事
は
い
ず
れ
も
一
つ
の
リ
ス
ト
の
一
部
と
な
り
、
そ
こ
で
単
に
〔
起
こ
っ
た
〕
順
に
並
ぶ

だ
け
で
な
く
、
ま
た
〔
私
を
指
示
す
る
〕
指
標
と
も
な
り
ま
す
。つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
私
が
そ
れ
に
対
し
て
責
任
や
責
め
を
負
っ
て
い
る
固
有
名

と
結
び
つ
い
た
も
の
な
の
で
す
。さ
て
、〔『
レ
ー
ニ
ン
と
哲
学
』
で
は
〕
削
除
さ
れ
た
『
再
生
産
に
つ
い
て
』
の
上
記
の
一
節
に
お
い
て
ア
ル
チュセ
ー
ル
が
提
供
す

る
こ
の
連
接
、こ
の
縫
合
‐
語
、こ
の
同
義
性
は
、
政
治
と
い
う
領
野
に
お
け
る
必
然
性
の
必
然
性
を
表
現
す
る
の
と
同
様
に
、
警
察
の
審
級
が
何
を
行
う

0

0

の
か
を
も
表
現
し
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、
警
察
の
審
級
は
こ
れ
ら
二
つ
の
主
体
化
の
モ
デ
ル
の
同
義
性
を
産
出
す
る
の
で
す
。
閉
じ
て
完
結
す
る
傾
向
を
も
っ

た
諸
制
度
〔tendentially closed institutions

〕
と
い
う
こ
と
で
、
私
た
ち
は
今
や
次
の
こ
と
を
理
解
し
ま
す
。
閉
じ
て
完
結
す
る
傾
向
を
持
っ
た
諸
制
度
は
、

私
を
私
の
よ
う
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

〔like

〕
も
の
へ
と
繋
留
〔m

oor

〕
す
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
数
々
の
経
験
に
よ
っ
て
経
験
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、か
つ
ど
の

経
験
に
対
し
て
も
形
式
的
に
、
超
越
論
的
に
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
と
い
う
、
同
義
化
さ
れ
た
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
お
け
る
主
体
を
縫
い
合
わ
せ
る
の

で
す
。
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私
は
、
警
察
の
審
級
が
設
え
る
諸
々
の
同
義
性
が
停
止
す
る
と
き
、
政
治
的
主
体
の
他
な
る
モ
デ
ル
、
制
度
の
他
な
る
モ
デ
ル
が
見
出
さ
れ
う
る
こ
と
を

示
唆
し
て
こ
の
議
論
を
始
め
ま
し
た
。こ
う
し
た
諸
々
の
主
体
性
は
、
解
纜
し
〔unm

oor

〕、
基
礎
を
取
り
去
り
〔unfound

〕
ま
す
。
そ
れ
ら
は
私
の
経
験

を
、
経
験
の
出
来
事
に
対
す
る
私
の
形
式
的
な
責
任
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
お
い
て
設
立
さ
れ
ま
す
。
設
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
制
度
と
し
て
、
不
完

0

0

全
な
制
度

0

0

0

0

と
し
て
、
そ
の
主
権
は
常
に
ラ
ディ
カ
ル
に
分
割
可
能
で
あ
り
、
そ
の
権
威
は
基
礎
を
取
り
去
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
傾
向
と
し
て
統
一
的

な
国
家
‐
形
式
と
そ
の
様
々
な
同
義
語
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
終
焉
を
示
す
も
の
な
の
で
す
。

翻
訳
＝
上
田
有
輝
（
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
超
域
文
化
科
学
専
攻
表
象
文
化
論
コ
ー
ス
博
士
課
程
）

立
憲
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
と
軍
事
ク
ー
デ
タ
―
現
代
韓
国
に
お
け
る
人
民
主
権
の
運
命

C
onstitutional Populism

 and M
ilitary C

oup : A
 Fate of People’s Sovereignty in M

odern K
orea

キ
ム・ハ
ン
｜K

im
 H

ang

1　
あ
る
立
憲
主
義
者
の
肖
像

日
本
統
治
下
の
朝
鮮
に
生
ま
れ
、日
本
で
大
学
教
育
を
受
け
、
独
立
後
に
政
界
、
財
界
、
学
界
の
中
心
に
落
ち
着
く
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
よ
く
目
に

し
ま
す
。
と
り
わ
け
、こ
の
シ
ナ
リ
オ
の
主
人
公
た
ち
な
し
に
は
、一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
韓
国
社
会
が
自
ら
の
国
家
的
枠

組
み
を
打
ち
立
て
た
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
彼
ら
の
重
要
性
は
、
思
想
史
の
領
域
に
範
囲
を
狭
め
れ
ば
一
層
顕
著
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

人
文
学
や
社
会
学
、さ
ら
に
は
自
然
科
学
に
目
を
向
け
て
も
、日
本
帝
国
で
学
ん
だ
人
々
が
初
期
の
学
術
界
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
で
す
。
そ
の
中
で
も
、

憲
法
学
者
韓
泰
淵
（
ハン
・
テ
ヨ
ン
）
は
余
人
を
も
っ
て
代
え
難
い
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
は
、一
九
五
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
終
わ
り
に
か
け

て
の
彼
の
精
力
的
な
著
作
活
動
と
優
れ
た
業
績
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
現
代
社
会
の
激
動
の
只
中
で
社
会
参
加
す
る
知
識
人
と
し
て
の
、
法
体
系
の
形

成
へ
の
深
い
関
与
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
韓
泰
淵
は
第
二
共
和
国
憲
法
、
第
三
共
和
国
憲
法
、
維
新
憲
法
〔「
第
四
共
和
国
憲
法
」
と
も
呼
ば
れ
る
、

朴
正
煕
政
権
下
で
成
立
し
た
憲
法
〕
の
制
定
に
関
与
し
、
5
・
16
ク
ー
デ
タ
〔
朴
正
煕
政
権
を
成
立
さ
せ
た
軍
事
ク
ー
デ
タ
〕
か
ら
維
新
体
制
ま
で
の
間
政
治
家

を
務
め
、の
ち
に
は
新
聞
社
の
編
集
長
を
務
め
て
社
会
全
体
へ
の
多
大
な
影
響
力
を
行
使
し
ま
し
た
。こ
の
意
味
で
、
韓
泰
淵
の
生
涯
は
知
識
と
政
治
が

ど
の
よ
う
に
し
て
現
代
韓
国
に
関
与
し
て
い
た
の
か
を
示
す
特
異
な
例
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
韓
泰
淵
の
よ
う
に
、
体
制
と
近
し
い
関
係
を
築
い
て
現
実
に
「
参
加
」
し
た
知
識
人
は
多
く
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
韓
泰
淵

に
こ
の
発
表
で
詳
し
く
注
目
す
る
の
は
、
現
代
韓
国
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
歴
史
的
見
地
を
得
る
た
め
で
す
。
後
で
議
論
す
る
よ
う
に
、ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
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と
は
、
議
会
中
心
の
制
度
的
民
主
制
を
解
体
す
る
こ
と
に
よ
る
大
衆
へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
動
員
を
通
し
て
、
政
治
と
統
治
を
発
展
さ
せ
る
現
象
の
こ
と
を
指

す
概
念
で
す
。ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
二
〇
世
紀
の
政
治
史
に
お
い
て
世
界
規
模
で
多
く
の
形
態
を
と
っ
て
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
一
九
三
〇
年
代
の
ナ
チ
ズ

ム
や
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
、ラ
テ
ン
アメ
リ
カ
で
の
大
衆
社
会
の
発
展
、
最
近
の
ト
ラ
ン
プ
現
象
、ブ
レ
ク
ジ
ッ
ト
、ヨ
ー
ロッ
パ
で
の
移
民
忌
避
と
極
右
の
伸

長
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
李
承
晩
政
権
の
成
立
は
徹
底
的
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
的
な
大
衆
の
動
員

に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
朴
正
煕
以
来
の
軍
事
政
権
の
統
治
形
態
は
、
議
会
権
力
を
無
効
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
統
領
と
人
民
を
直
接
に

結
合
す
る
も
の
で
し
た
。こ
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
現
代
韓
国
の
統
治
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
官
製
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

韓
泰
淵
の
知
的
探
求
は
こ
の
潮
流
の
只
中
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
彼
は
官
製
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
の
発
展
を
憲
法
理
論
の
概
念
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
通
し
て
示
そ
う

と
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
統
治
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
た
め
の
法
体
系
を
設
計
し
た
の
で
す
。
韓
泰
淵
自
身
が
回
想
し
て
い
る
次
の
場
面
は
、
彼
の
知
的
探
求
を

劇
的
に
示
す
例
で
す
。

こ
の
紳
士
［
引
用
者
注
：
陸
軍
中
尉
李
錫
濟
（
イ
・
ソ
ク
ジェ
）］
は
制
服
に
身
を
包
み
、ピ
ス
ト
ル
を
携
え
て
や
っ
て
き
た
。
彼
は
私
に
革
命
的
憲

法
を
作
る
よ
う
に
いっ
た
。［
引
用
者
注
：
私
が
そ
れ
は
無
理
だ
と
答
え
る
と
］
彼
は
何
が
で
き
る
か
と
尋
ね
た
。
そ
こ
で
私
は
代
案
と
し
て
そ

れ
を
研
究
す
る
こ
と
に
し
ま
す
と
いっ
て
、
彼
を
返
し
た
。
彼
を
返
し
た
後
、
何
も
思
いつ
か
な
かっ
た
。
そ
の
時
、一
つ
の
アイ
デ
ア
が
浮
か
ん
で

は
い
た
―
す
な
わ
ち
、ヒ
ト
ラ
ー
が
権
力
掌
握
後
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
徐
々
に
侵
害
し
て
いっ
た
過
程
、
人
民
と
国
家
の
権
限
を
除
去
す
る

こ
と
を
意
図
し
た
い
わ
ゆ
る
「
授
権
法
」〔
日
本
で
は
「
全
権
委
任
法
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
〕
で
あ
る
。こ
の
法
は
、い
わ
ば
、ナ
チ
ス
が
憲
法
を

覆
す
よ
う
な
法
を
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
が
制
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
学
者
の
間
で
は
知
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
、ヒ
ト
ラ
ー
は
独
裁
制
を

完
結
さ
せ
始
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
法
律
が
私
の
ヒ
ン
ト
で
あ
り
、
私
は
恵
化
洞
に
あ
る
今
は
な
き
小
さ
な
ホ
テ
ル
で
一
週
間
ひ
と
り
で

取
り
組
み
始
め
た
。（
…
…
）
国
家
回
復
の
た
め
の
非
常
事
態
法
は
、こ
こ
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（H

an Taeyeon 2002, 34–35

）

こ
の
場
面
は
ク
ー
デ
タ
に
協
力
し
た
お
抱
え
学
者
の
率
直
な
回
想
と
見
な
せ
る
で
し
ょ
う
。し
か
し
、こ
の
場
面
は
朝
鮮
半
島
の
近
代
史
と
思
想
史
に

仕
掛
け
ら
れ
た
強
い
想
像
力
を
も
ま
た
刺
激
し
ま
す
。
韓
泰
淵
は
一
九
一
六
年
に
咸
鏡
北
道
に
生
ま
れ
、一
九
三
〇
年
代
後
半
に
日
本
に
移
り
住
み
、
早

稲
田
大
学
を
一
九
四
三
年
に
卒
業
し
、
高
等
文
官
試
験
に
合
格
し
て
い
ま
す
。
彼
は
一
九
四
六
年
に
韓
国
に
逃
れ
る
前
は
咸
鏡
北
道
の
農
商
局
の
局
長
を

務
め
て
い
ま
し
た
。
彼
は
の
ち
に
成
均
館
大
学
校
、ソ
ウ
ル
国
立
大
学
、
そ
し
て
東
國
大
學
校
で
教
授
を
務
め
、一
九
六
三
年
と
一
九
七
三
年
に
は
国
会
議

員
に
就
任
し
、一
九
七
四
年
に
は
維
新
国
民
文
庫
普
及
会
会
長
を
務
め
ま
し
た
﹇
1
﹈。
韓
泰
淵
の
経
歴
が
韓
国
現
代
史
と
5
・
16
ま
で
重
な
る
の
で
あ
れ

ば
、
上
述
の
場
面
は
知
識
人
の
単
な
る
楽
観
的
な
協
力
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
軍
事
ク
ー
デ
タ
を
一
九
三
〇
年
代
日
本
の
「
非
常
事

態
」
と
並
行
し
て
い
た
ド
イ
ツ
公
法
に
よ
っ
て
示
す
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
で
し
ょ
う
。

韓
泰
淵
は
一
九
三
〇
年
代
に
日
本
で
学
ん
で
い
た
時
に
、日
本
の
憲
法
学
者
黒
田
覚
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
し
た
（H

an Taeyeon 2002, 21

）。

と
り
わ
け
、
韓
泰
淵
は
解
放
後
の
講
義
で
黒
田
の
憲
法
の
教
科
書
に
大
い
に
頼
っ
て
い
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
ま
す
。
黒
田
は
、ハン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
実

証
主
義
か
ら
始
め
て
カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
の
決
断
主
義
的
な
法
学
の
洗
礼
を
受
け
、
独
自
の
憲
法
理
論
を
創
出
し
ま
し
た
。一
九
三
〇
年
代
の
黒
田
憲
法

理
論
の
中
核
に
あ
っ
た
の
は
、
主
権
の
正
統
性
の
根
拠
に
つ
い
て
の
問
い
で
し
た
。
黒
田
に
よ
る
と
、ケ
ル
ゼ
ン
は
主
権
の
正
当
性
を
想
定
（
か
の
よ
う
に
）

と
し
て
超
越
論
的
な
も
の
に
し
た
の
に
対
し
て
、シュ
ミ
ッ
ト
は
政
治
的
解
釈
に
よ
っ
て
経
験
論
的
な
も
の
に
し
ま
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
主
権

の
成
立
の
背
後
に
あ
る
根
拠
を
法
学
の
論
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
す
（
岡
本 2015

）。

こ
の
よ
う
な
黒
田
の
影
響
の
も
と
、
韓
泰
淵
の
憲
法
理
論
は
、
主
権
を
単
に
想
定
す
る
の
で
は
な
く
主
権
を
主
権
た
ら
し
め
る
の
は
何
な
の
か
と
い
う

こ
と
を
繰
り
返
し
論
じ
た
の
で
す
（H

an Taeyeon 1957

）
あ
と
で
詳
細
に
議
論
し
ま
す
が
、
韓
泰
淵
は
主
権
が
人
民
に
あ
る
と
主
張
す
る
人
民
主
権
の
理

論
を
単
に
前
提
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、
彼
の
主
眼
は
人
民
が
主
権
者
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
条
件
を
同
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
す
。こ

う
い
う
わ
け
で
、
彼
は
憲
法
理
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
概
念
に
お
い
て
意
図
せ
ず
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
傾
い
て
い
る
の
で
す
。
彼
は
理
念
的
統
一
体
と
し
て
の
人
民

が
統
治
権
力
を
支
え
る
力
で
あ
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
文
脈
の
中
で
、
韓
泰
淵
は
積
極
的
に
体
制
の
守
護
者
の
立
場
を
と
る
一
方
で
、
4
・
19
〔
李
承
晩
を
失
脚
さ
せ
る
に
至
っ
た
デ
モ
活
動
〕
と
5
・
16
に
続

く
こ
と
と
な
る
動
乱
の
間
は
ク
ー
デ
タ
を
支
持
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
現
代
韓
国
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
、
主
権
と
結
び
つ
け
、一
九
三
〇
年
代
の
世
界
的
な

「
総
動
員
シ
ス
テ
ム
」
の
経
験
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
声
明
で
し
た
。
以
下
の
箇
所
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
と
ナ
ショ
ナ
リ
ズム
の
現
代
韓
国
に
お
け
る
関
わ

り
合
い
を
、
韓
泰
淵
の
知
的
探
求
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
る
こ
と
に
し
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
、
韓
の
憲
法
理
論
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
カ
ー
ル
・

﹇
1
﹈	...........

こ
の
略
歴
は
韓
泰
淵
自
身
の
回
想
（H

an Taeyeon 2002

）
と
『
栗
山
韓
泰
淵
博
士
回
甲
紀
念
論
文
集
』Essay in C

elebration of H
an’s 60

th Birthday

（
栗

山
韓
泰
淵
博
士
回
甲
紀
念
論
文
集
編
纂
委
員
会 1977

）に
基
づ
く
。
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シュ
ミ
ッ
ト
の
人
民
主
権
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
議
論
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

2　
人
民
主
権
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

「
す
べ
て
の
権
力
は
人
民
に
由
来
す
る
」（
大
韓
民
国
憲
法
第
一
条
）。
憲
法
の
表
現
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
と
は
いっ
て
も
、こ
の
人
民
主
権
の
原
理
は
す

べ
て
の
民
主
主
義
国
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
。
問
題
と
な
る
の
は
人
民
（
＝
市
民
）で
す
。ル
ソ
ー
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
人
民
が
個
人
の
単
な
る
総

体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
民
は
一
つ
の
意
志
を
持
っ
た
単
一
の
統
一
体
で
あ
り
、
分
割
や
部
分
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
は
な
り

ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
、
人
民
主
権
は
常
に
制
度
化
さ
れ
、
人
民
の
統
一
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
機
能
上
は
分
割
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
統
一
体
と
し
て
の
人

民
は
直
接
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
ま
せ
ん
が
、
人
民
は
常
に
人
格
や
制
度
を
通
じ
て
権
力
を
遂
行
す
る
の
で
す
。
憲
法
を
頂
点
と
す
る
法

体
系
が
民
主
的
体
系
に
お
け
る
統
治
の
基
礎
に
あ
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
た
め
で
す
。
人
民
主
権
は
、
法
体
系
に
よ
っ
て
緻
密
に
組
織
さ
れ
た
機
能
の
分
割

を
通
し
て
、
間
接
的
に
効
力
を
持
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

し
か
し
人
民
は
民
主
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
誘
惑
で
も
あ
り
ま
す
。
現
代
政
治
原
理
の
決
ま
り
が
直
接
民
主
制
の
不
可
能
を
前
提
と
す
る
間

接
統
治
で
あ
る
に
し
て
も
、
歴
史
は
民
主
主
義
が
人
民
の
直
接
性
へ
の
誘
惑
を
断
ち
切
る
の
に
失
敗
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
歴
史
上
の
数
多

の
人
民
の
蜂
起
は
直
接
民
主
制
の
表
明
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
し
、
革
命
を
夢
見
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
単
一
の
、
統
一
体
と
し
て
の
人
民
は
体

制
転
覆
の
た
め
の
強
い
根
拠
で
あ
り
ま
し
た
。
自
分
の
内
に
そ
の
誘
惑
を
受
け
入
れ
る
人
々
は
「
政
治
的
現
象
学
」
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
仕
方
で
人
民

の
存
在
を
描
い
て
き
ま
し
た
。こ
れ
は
ジョル
ジュ
・
ソ
レル
の
ゼ
ネ
ス
ト
―
彼
は
世
界
を
一
瞬
の
う
ち
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
で
人
民
の
存
在
を
証
明
し
よ
う

と
し
た
の
で
す
―
や
、ヴ
ァ
ル
タ
ー
・ベン
ヤ
ミ
ン
―
彼
は
ソ
レ
ル
を
引
用
し
、
神
的
暴
力
と
い
う
形
で
人
民
の
直
接
性
を
設
定
し
ま
し
た
―
、
そ
し
て

レ
ー
ニ
ン
―
彼
は
統
一
さ
れ
た
革
命
を
、プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
最
後
の
人
間
形
態
を
鉄
に
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
率
い
ま
し
た
―
に
当
て
は
ま
り

ま
す
。
同
様
に
、カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
も
ま
た
自
由
民
主
的
立
憲
国
家
に
対
抗
す
る
た
め
の
人
民
の
表
明
に
は
反
対
し
て
い
ま
し
た
。し
か
し
シュ
ミ
ッ
ト
に

と
っ
て
は
、
そ
れ
は
革
命
の
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、
そ
れ
は
憲
法
の
権
力
を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
の
で
す
。

「
人
民
」
は
公
共
の
領
域
に
お
い
て
の
み
現
前
す
る
概
念
で
あ
る
。
人
民
は
大
衆
に
お
い
て
の
み
現
れ
、一
般
に
人
民
は
ま
ず
大
衆
を
生
み
出
す

の
で
あ
る
。
人
民
と
大
衆
は
共
に
存
在
し
て
い
る
。
大
衆
な
き
人
民
は
な
く
、
人
民
な
き
大
衆
は
な
い
。
現
前
し
、
真
に
集
会
し
て
い
る
人
民
の

み
が
人
民
で
あ
り
人
民
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
人
民
は
代
表
さ
れ
え
な
い
と
い
う
ル
ソ
ー
の
有
名
な
主
張
を
支
え
る
正
し
い
観
念
は
、こ
の

真
実
に
依
っ
て
い
る
。
人
民
は
代
表
さ
れ
え
な
い
、
な
ぜ
な
ら
人
民
は
代
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
い
が
、
現
前
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
不
在
の

も
の
が
代
表
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
現
前
し
、
真
に
集
合
し
て
い
る
人
民
と
し
て
、
人
民
は
純
粋
な
民
主
主
義
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
最

大
限
の
同
一
性
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
。（Schm

itt 2008, 272

）

シュ
ミ
ッ
ト
は
公
共
の
広
場
で
の
人
民
の
集
合
を
人
民
そ
の
も
の
に
し
て
大
衆
そ
の
も
の
と
し
て
定
義
し
、こ
の
よ
う
な
仕
方
で
表
明
す
る
人
民
が
人
民

に
独
自
の
活
動
を
遂
行
す
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
「
喝
采
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
公
共
の
広
場
で
の
歓
声
や
沈
黙
に
よ
っ
て
、
人
民
は
指
導
者

や
何
ら
か
の
提
案
に
対
し
て
の
賛
成
あ
る
い
は
反
対
を
決
定
す
る
の
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、「
人
民
＝
大
衆
＝
喝
采
」
が
、
民
主
主
義
の
基
礎
た
る
人
民
主

権
が
存
在
す
る
現
況
な
の
で
す
。
結
果
と
し
て
、「
シュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
喝
采
は
民
主
的
権
力
の
構
成
要
素
と
し
て
の
人
民
の
純
粋
で
直
接
的
な
表

現
」（A

gam
ben 2011, 171

）
だ
っ
た
の
で
す
。ア
ガ
ン
ベン
は
、
喝
采
の
系
譜
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
シュ
ミ
ッ
ト
の
戦
略
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
ま
す
。

「
シュ
ミ
ッ
ト
の
戦
略
は
明
確
で
あ
る
。
彼
は
エ
ー
リ
ッ
ク
・ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
か
ら
儀
礼
的
喝
采
の
構
成
的
機
能
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
直
接
民
主

主
義
の
理
論
家
と
し
て
行
動
し
た
の
で
あ
る
。
直
接
民
主
主
義
を
通
し
て
、
彼
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
自
由
民
主
主
義
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。

（
…
…
）
直
接
現
前
し
て
い
る
人
民
の
喝
采
は
秘
密
投
票
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
実
践
へ
の
反
対
で
あ
る
」（A

gam
ben 2011, 172

）。

し
た
がっ
て
、
喝
采
の
系
譜
学
を
呼
び
出
す
こ
と
は
、
直
接
民
主
制
を
民
主
的
共
和
制
の
リ
ベ
ラ
ル
な
実
践
と
シ
ス
テ
ム
に
対
置
さ
せ
る
こ
と
で
す
。カ
ー

ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
体
制
の
政
治
的
混
乱
を
、
彼
の
戦
略
を
通
し
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
体
制
の
政
治

的
混
乱
は
リ
ベ
ラ
ル
な
議
会
の
カ
オ
ス
と
等
し
い
も
の
で
し
た
。
無
力
な
議
会
は
政
治
的
決
断
力
よ
り
も
「
永
遠
の
無
駄
話
（ew

igen G
esprache

）」
が
目
立

つ
も
の
で
あ
り
、
敗
戦
に
由
来
す
る
分
断
を
乗
り
越
え
ら
れ
そ
う
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（Schm

itt 2012 [1926]

）。『
独
裁
』（
一
九
二
一
年
）、『
政
治
神

学
』（
一
九
二
二
年
）か
ら
『
憲
法
論
』（
一
九
二
八
年
）に
至
る
カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
の
一
九
二
〇
年
代
の
著
作
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
へ
の
介
入
だ
っ
た

の
で
す
。
彼
は
、ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
四
十
八
条
に
基
づ
く
大
統
領
の
独
裁
権
を
、
議
会
の
無
力
を
克
服
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
要
請
し
ま
し
た
。こ
こ

で
独
裁
権
と
は
、
憲
法
が
生
じ
る
元
で
あ
る
憲
法
制
定
権
力
は
有
効
で
あ
り
続
け
ま
す
が
、
他
方
で
文
字
に
書
か
れ
た
文
面
と
し
て
の
憲
法
法
は
そ
の
効

果
を
停
止
さ
れ
ま
す
（Schm

itt 1996 [1921]

）。
人
民
の
喝
采
は
こ
こ
で
要
請
さ
れ
ま
す
。シュ
ミ
ッ
ト
は
大
統
領
の
独
裁
権
の
正
当
化
を
、
人
民
主
権
の
表
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明
、
あ
る
い
は
人
民
の
喝
采
に
求
め
た
の
で
す
。

近
年
の
研
究
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、ポ
ピ
ュ
リ
ズム
は
単
な
る
反
民
主
主
義
的
な
病
理
的
現
象
で
は
な
く
、

影
・
周
縁
・
幽
霊
と
い
う
形
を
と
っ
た
民
主
主
義
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
り
横
取
り
で
あ
る
か
ら
で
す
（C

anovan 1999; A
kkerm

an 2003; A
rditi 2003, 2004; 

Taggart 2004; M
udde 2004

）。
最
高
の
基
準
と
し
て
憲
法
を
持
つ
制
度
的
民
主
制
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
明
ら
か
に
、
民
主
主
義
を

破
壊
す
る
病
理
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
先
鋭
化
し
て
、
規
範
‐
議
論
‐
妥
協
‐
合
意
を
決
定
‐
歓
声
‐
敵
意
‐
対
立
と
い
う
政
治
的
プ

ロ
セ
ス
と
し
て
分
断
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
研
究
は
こ
の
構
造
か
ら
逸
脱
し
て
、ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
民
主
主
義
に
と
っ
て
「
恒
常

的
」
な
も
の
と
み
な
し
て
い
ま
す
。
規
範
的
な
立
場
は
様
々
で
す
が
、
極
め
て
最
近
の
研
究
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
は
民
主
主
義
に
と
っ
て
重
大
な
地
点
に
置
か

れ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
は
、
直
接
統
治
・
直
接
運
動
が
、
議
会
民
主
制
を
含
む
様
々
な
制
度
的
民
主
制
を
経
由
す
る
こ
と
で
前
景
化
し
て
く
る
と
い
う

状
況
は
、
病
理
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
通
常
の
機
構
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
前
に
述
べ
た
人
民
と
い
う
誘
惑
は
、ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
に
続
い
て
、
既
に
民
主
主
義
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
﹇
2
﹈。

シュ
ミ
ッ
ト
の
憲
法
理
論
の
文
脈
に
戻
り
ま
す
と
、
民
主
主
義
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
憲
法
制
度
と
憲
法
制
定
権
力
と
の
間
の
関
係
と
し
て
理
解
で
き
ま
す
。

こ
の
関
係
は
、「
人
民
の
喝
采
」
が
剥
き
出
し
と
な
っ
て
憲
法
に
基
づ
く
法
体
系
の
も
と
で
の
「
通
常
状
態
」
が
停
止
さ
れ
る
、「
例
外
状
態
」
の
一
つ
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
革
命
、
政
情
不
安
あ
る
い
は
戦
争
の
よ
う
な
例
外
状
態
を
結
果
と
し
て
伴
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、
重

要
な
事
実
は
、ポ
ピ
ュ
リ
ズム
の
現
象
と
し
て
の
特
徴
が
、
現
行
の
シ
ス
テ
ム
の
危
機
を
強
調
し
、
外
敵
を
憎
悪
し
、
人
民
の
一
体
性
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
こ
れ
ら
全
て
を
一
つ
の
人
格
に
結
晶
化
さ
せ
、
人
民
の
喝
采
を
リ
ー
ダ
ー
の
カ
リ
ス
マ
性
に
よ
っ
て
表
明
も
し
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、ポ
ピ
ュ
リ
ズム
は
常
に
例
外
状
態
と
独
裁
権
を
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
用
い
、
現
行
の
シ
ス
テ
ム
が
特
定
の
集
団
の
た
め
に
奉
仕

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
人
民
の
た
め
に
奉
仕
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
糾
弾
す
る
の
で
す
。し
た
が
っ
て
、
憲
法
と
シ
ス
テ
ム
を
可
能
に
す
る
人
民
の
喝
采
は
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
召
喚
さ
れ
る
の
で
す
。カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
公
法
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
を
理
論
化
し
た
の
は
、こ
の
よ
う
な
文

脈
に
お
い
て
で
し
た
。

一
九
四
八
年
の
憲
法
施
行
以
来
、
韓
国
の
憲
法
史
に
は
何
度
か
の
改
正
が
あ
り
ま
し
た
。こ
の
過
程
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
一
九
五
〇
年
代
と
七
〇
年

代
の
改
正
手
続
き
に
お
い
て
、ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
常
に
憲
法
改
正
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
の
中
心
に
あ
り
ま
し
た
。こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
釜
山
政
治
波
動
〔
李
承

晩
が
大
統
領
直
接
選
挙
制
へ
の
改
憲
案
を
通
過
さ
せ
る
た
め
に
、
当
時
釜
山
に
あ
っ
た
国
会
に
対
し
て
暴
力
も
辞
さ
な
い
圧
力
を
か
け
た
事
件
〕（
一
九
五
二
年
）
と
4
・

19 （
一
九
六
〇
年
）
及
び
5
・
16
（
一
九
六
一
年
）
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
当
て
は
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
維
新
憲
法
（
一
九
七
二
年
）に
頂
点

に
達
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
主
に
権
力
構
造
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
し
て
、
す
な
わ
ち
内
閣
制
か
大
統
領
制
か
と
い
う
議
論
を
通
し
て
、
典

型
的
に
は
公
法
に
入
り
ま
し
た
。こ
の
文
脈
に
お
い
て
、一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
韓
国
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
は
統
治
の
方
法
、
覇
権
戦
略
、

修
辞
と
政
治
運
動
を
は
る
か
に
超
え
た
仕
方
で
発
展
し
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
以
下
の
箇
所
で
議
論
し
て
い
く
よ
う
に
、
時
の
権
力
者
は

憲
法
改
正
を
通
し
て
権
力
構
造
を
再
形
成
し
よ
う
と
試
み
、
人
民
を
主
権
者
と
し
て
召
喚
す
る
官
製
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
典
型
的
な
様
相
を
呈
し
た
の
で
し

た
。こ
の
意
味
で
、
現
代
韓
国
に
特
徴
的
な
の
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
憲
法
改
正
の
議
論
と
並
行
し
て
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
韓

泰
淵
と
い
う
名
の
著
名
な
憲
法
学
者
が
いつ
も
登
場
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。お
そ
ら
く
そ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
の

多
大
な
影
響
の
も
と
で
知
的
反
省
を
繰
り
返
し
た
韓
泰
淵
は
、
韓
国
の
当
時
の
状
況
を
シュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
理
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
た
の
で
す
。
そ

れ
で
は
韓
泰
淵
の
知
的
探
求
に
戻
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

3　
人
民
な
き
人
民
主
権

「
自
由
党
〔
李
承
晩
政
権
の
与
党
。
李
承
晩
は
自
由
党
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
憲
を
行
い
、
大
統
領
を
議
会
と
は
独
立
に
直
接
選
挙
で
選
ぶ
方
式
に
変
更
す

る
こ
と
で
権
力
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
〕
政
権
の
時
期
、
我
々
の
国
に
は
一
つ
の
定
式
が
あ
り
ま
し
た
。
大
統
領
制
は
独
裁
で
あ
り
、
内
閣
制
は
リ
ベ
ラ
ル
で

あ
る
。こ
れ
が
そ
の
定
式
で
す
。
議
会
制
が
国
家
の
現
実
に
即
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
に
、
自
由
な
政
治
シ
ス
テ
ム
は

当
時
の
韓
国
で
は
普
通
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
」（H

an Taeyeon 2002, 26

）。
韓
泰
淵
は
4
・
19
周
辺
の
状
況
を
回
想
し
て
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
単

な
る
恣
意
的
な
判
断
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
別
の
公
法
学
者
は
5
・
16
の
直
後
、
4
・
19
の
一
年
後
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。「
も
ち

﹇
2
﹈	...........

ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
に
基
づ
く
ム
フ
の
「
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
が
、
脱
政
治
化
（
物
象
化
）に
ポ
ス
ト
民
主
主
義
の
覇
権
的
戦
略
と
な
り
う
る
こ
の
た
め
で
あ
る
。

シュ
ミ
ッ
ト
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
い
る
ム
フ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
理
論
は
、
脱
政
治
化
と
合
意
が
支
配
す
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
な
時
代
の
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム

に
お
い
て
政
治
学
の
契
機
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
。ム
フ
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、こ
れ
は
妥
協
と
合
意
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
リ
ベ
ラ
ル

な
支
配
に
相
反
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
対
置
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
の
リ
ベ
ラ
ル
批
判
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
（M

ouffe 2007

）。
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ろ
ん
、
大
統
領
制
は
独
裁
に
流
れ
、
内
閣
制
の
み
が
民
主
的
な
の
だ
と
い
う
理
屈
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。し
か
し
、
韓
国
の
実
情
に
お
い
て
は
大

統
領
制
が
李
承
晩
体
制
の
独
裁
を
助
け
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
李
承
晩
体
制
の
終
わ
り
と
共
に
、
誰
も
が
大
統
領
制
は
変
化

に
屈
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
予
測
し
得
た
事
実
だ
っ
た
の
で
す
」（K

im
 N

am
jin 1961, 204

）。こ
の
よ
う
に
、
大
統
領
制
か
ら
内
閣
制
へ
の
以
降
は
4
・

19
後
の
民
主
化
の
自
然
な
帰
結
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
「
誰
も
が
予
測
で
き
た
事
実
」
だ
っ
た
の
で
す
。
4
・
19
後
の
改
憲
が
議
院
内
閣
制
を
自
然
に
採
用

し
た
の
は
こ
う
い
う
わ
け
だ
っ
た
の
で
あ
り
、こ
の
過
程
に
韓
泰
淵
は
深
く
介
入
し
ま
し
た
。
そ
の
時
の
回
想
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

4
・
19
革
命
の
後
、
国
会
憲
法
制
定
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、
朴
寅
煥
（
パ
ク
・
イ
ナ
ン
）
教
授
と
私
は
有
識
者
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。
私

は
麻
浦
に
あ
る
別
荘
で
何
週
間
も
憲
法
に
取
り
組
み
ま
し
た
が
、
議
院
内
閣
制
は
当
時
、
野
党
の
党
是
の
一
つ
で
し
た
。し
か
し
、
私
が
驚
い

た
の
は
、こ
れ
ら
の
人
々
は
大
き
な
機
会
を
手
に
し
て
い
な
が
ら
、
議
会
制
と
い
う
党
是
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。（
…
…
）
私

は
自
分
の
仕
事
を
や
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
我
々
の
現
実
に
合
っ
た
も
の
だ
と
は
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。（
…
…
）
第
二
共
和
国
の
憲
法
裁
判
所

の
仕
組
み
は
我
々
が
し
つ
こ
く
主
張
し
た
も
の
で
す
。
当
時
は
有
識
者
メ
ン
バ
ー
が
議
院
内
閣
制
を
操
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
国
会
議
員
は
議
院
内
閣
制
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
結
果
と
し
て
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。
我
々
が
失
敗
に

直
面
し
た
の
は
、
そ
れ
が
我
々
の
現
実
に
合
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。（H

an Taeyeon 2002, 26

）

韓
泰
淵
に
よ
る
と
、
当
時
の
議
会
制
は
韓
国
国
民
に
は
合
わ
な
い
華
麗
な
衣
装
で
し
た
。こ
れ
は
単
な
る
結
果
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
韓
泰
淵
は
既
に

一
九
五
〇
年
代
の
著
作
の
中
で
繰
り
返
し
、
議
会
政
治
中
心
の
議
会
制
は
韓
国
の
状
況
に
は
合
っ
て
お
ら
ず
、
韓
国
の
民
主
主
義
、
議
会
、
そ
し
て
政
治

権
力
に
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
ず
初
め
に
、
彼
は
議
会
政
治
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
議
会
政
治
が
「
現
実
の
民
主
主

義
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
仕
組
み
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
」
理
由
は
、「
対
立
す
る
意
図
を
持
つ
人
々
が
社
会
的
課
題
を
公
共
の
場
で
、
議
論
と
論
駁

を
通
し
て
の
妥
協
を
進
め
る
中
で
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。し
た
がっ
て
、こ
れ
は
相
対
主
義
の
制
度
的
表
明
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
く
、
そ
し

て
相
対
主
義
は
民
主
主
義
の
基
礎
で
あ
る
。こ
れ
は
と
り
わ
け
現
実
の
政
治
が
、
特
に
こ
の
議
会
制
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
議
会
の
多
数
派
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
て
い
る
時
に
当
て
は
ま
る
」（H

an Taeyeon 1952, 15

）。

物
理
的
、
精
神
的
原
則
と
し
て
透
明
性
と
相
対
主
義
を
伴
う
議
会
政
治
は
人
民
の
意
思
を
議
論
、
論
駁
、
そ
し
て
妥
協
を
通
し
て
具
現
化
し
ま
す
。

し
た
がっ
て
、
韓
泰
淵
は
「
熟
議
民
主
主
義
」
は
議
会
政
治
に
と
っ
て
の
鍵
で
あ
る
と
当
時
す
で
に
主
張
し
て
い
た
の
で
す
。し
か
し
な
が
ら
、こ
の
記
事
に

お
い
て
は
、
彼
は
韓
国
に
議
会
政
治
が
定
着
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
悲
観
的
で
す
。
そ
れ
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
し
た
。
当
時
、
通
常
の
統
治
で
さ

え
―
ま
し
て
や
議
会
政
治
は
―
朝
鮮
半
島
で
の
戦
争
の
破
壊
の
只
中
で
未
完
成
で
し
た
。
特
に
、「
釜
山
政
治
波
動
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
騒
動
は
、

透
明
性
、
相
対
主
義
、
そ
し
て
議
論
‐
論
駁
‐
妥
協
か
ら
な
る
熟
議
民
主
主
義
は
韓
国
に
お
い
て
は
想
像
す
ら
で
き
な
い
幻
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
刻

み
込
む
の
に
十
分
な
も
の
で
し
た
。
韓
泰
淵
は
こ
の
混
沌
を
目
に
し
、
最
高
潮
に
達
し
た
時
に
は
憲
法
を
持
っ
て
い
た
制
度
的
民
主
主
義
が
、
定
着
さ
え

せ
ず
に
崩
壊
す
る
の
を
目
撃
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。一
九
五
二
年
の
「
釜
山
政
治
波
動
」に
よ
っ
て
、
彼
は
議
会
政
治
は
韓
国
国
民
に
と
っ
て
は
華
麗

な
衣
装
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
た
の
で
す
。

一
九
五
一
年
二
月
九
日
、
李
承
晩
は
記
者
会
見
で
大
統
領
の
直
接
選
挙
制
の
改
正
に
言
及
し
ま
し
た
。
彼
は
議
会
で
大
統
領
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
を

可
能
に
し
て
い
る
憲
法
を
改
正
す
る
意
欲
を
表
明
し
ま
し
た
。
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
李
承
晩
と
族
青
（
朝
鮮
民
族
青
年
団
〔
一
九
四
六
年
に
李
範
奭
が
組
織

し
た
右
翼
青
年
団
体
。
李
承
晩
体
制
の
維
持
に
協
力
し
、
釜
山
政
治
波
動
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
〕）の
一
派
は
改
憲
を
議
会
の
内
外
で
促
進
す
る
た
め

の
活
動
と
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。こ
の
頃
に
は
、
李
承
晩
は
族
青
か
ら
若
者
を
動
員
し
、
大
統
領
直
接
選
挙
制
の
憲
法
改
正
の
た
め
の
政

府
主
導
の
デ
モ
を
組
織
し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
議
会
独
裁
を
企
む
国
会
議
員
を
転
覆
さ
せ
よ
う
」「
主
権
は
国
会
で
は
な
く
人
民
に
あ

る
」「
大
統
領
直
接
選
挙
は
人
民
の
権
利
だ
」
と
いっ
た
も
の
を
含
ん
で
い
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
反
議
会
主
義
に
基
づ
い
て
、
李
承
晩
は
国
会
議
員
を
召

喚
す
る
キ
ャン
ペ
ー
ン
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
が
、こ
れ
は
法
律
に
は
な
い
も
の
で
し
た
。
彼
は
こ
う
言
っ
て
、
国
会
の
停
止
を
高
ら
か
に
正
当
化
し
ま
し
た
。

「
憲
法
に
は
国
会
議
員
を
召
喚
す
る
条
項
は
な
い
が
、
国
会
議
員
を
召
喚
し
な
い
条
項
も
な
い
。し
た
がっ
て
、
民
主
国
家
の
主
人
で
あ
る
有
権
者
が
彼
ら

の
代
表
を
召
喚
す
る
の
を
理
論
的
に
も
法
的
に
も
止
め
る
者
は
誰
も
い
な
い
。
民
主
国
家
に
お
い
て
は
、
国
は
人
民
に
よ
っ
て
創
ら
れ
、
憲
法
は
人
民
に
よ
っ

て
創
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
人
民
が
求
め
る
の
な
ら
ば
、
人
民
は
何
で
あ
れ
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
―
そ
れ
が
憲
法
で
あ
れ
、
政
府
で
あ
れ
、
国
会
で
あ

れ
」。
国
会
は
「
独
裁
の
方
向
へ
と
傾
く
恐
れ
」
が
あ
り
、
彼
ら
は
「
立
憲
民
主
国
家
の
基
本
条
件
で
あ
る
現
行
の
憲
法
と
現
行
の
法
律
を
否
定
し
て
い

る
」
と
言
っ
て
応
答
し
ま
し
た
。こ
の
対
立
が
釜
山
政
治
波
動
の
主
な
理
由
で
し
た
（Fujii 2021, 335–346

）。

の
ち
に
国
会
は
議
会
制
度
を
枠
組
み
と
す
る
憲
法
改
正
案
を
可
決
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
李
承
晩
は
反
議
会
デ
モ
を
下
か
ら
組
織
し
、
多
く
の
国
会
議

員
を
逮
捕
す
る
戒
厳
令
を
発
令
し
ま
し
た
。こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
釜
山
政
治
波
動
で
す
。
釜
山
政
治
波
動
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
政
治
テ
ロ
の
縮
図
だ
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ
が
、
議
会
制
は
韓
国
国
民
に
は
合
わ
な
い
豪
華
な
衣
装
だ
と
い
う
韓
泰
淵
の
主
張
の
背
景
に
あ
っ
た
の
で
す
。
彼
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の
見
方
で
は
、
議
会
政
治
は
西
洋
の
歴
史
的
経
験
に
お
い
て
生
ま
れ
た
ブ
ル
ジョワ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
産
物
で
し
た
。「
議
会
主
義
は
、
洗
練
さ
れ
た
有
産

市
民
階
級
の
、
思
想
史
と
い
う
観
点
で
の
政
治
的
段
階
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
議
会
主
義
は
「
国
家
権
力
に
賛
同
し
な
い
市
民
の
政
治
的
自
由
を
保
障

す
る
」
た
め
に
成
立
し
、
市
民
の
「
基
本
的
権
利
に
よ
っ
て
権
力
行
使
を
制
限
す
る
」
よ
う
な
政
治
的
規
範
、
す
な
わ
ち
憲
法
へ
と
発
展
し
ま
し
た
（H

an 

Taeyeon 1955a, 6
）。し
か
し
な
が
ら
、
韓
国
憲
法
の
議
論
の
中
で
も
、
権
力
構
造
に
つ
い
て
の
議
論
（
す
な
わ
ち
、
内
閣
制
と
大
統
領
制
の
間
で
の
議
論
）

は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
議
論
は
大
統
領
と
当
局
の
権
力
の
強
化
の
た
め
の
議
論
に
な
っ
て
「
堕

落
し
た
」
か
ら
で
す
。

権
力
分
立
の
原
理
は
我
々
の
憲
法
に
お
い
て
は
、
合
衆
国
憲
法
の
よ
う
な
個
人
の
「
政
治
的
自
由
」
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
大
統
領
制
と

東
京
の
権
力
の
強
化
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
近
代
憲
法
法
に
お
け
る
権
力

分
立
の
原
則
は
権
力
構
造
の
原
則
と
し
て
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
「
政
治
的
自
由
」
を
基
本
的
権
利
と
し
て
保
障
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
制
度
的
使
命
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
反
対
に
、
我
々
の
憲
法
に
お
け
る
権
力
分
立
の
原
則
は
個
人
の
基
本
的
権
利
の
た
め
の

「
自
由
の
原
則
」
と
し
て
働
く
の
で
は
な
く
、
大
統
領
制
と
当
局
の
権
力
を
強
化
す
る
た
め
の
「
権
力
の
原
則
」
と
し
て
働
い
て
い
る
。こ
れ
が

我
々
の
憲
法
の
精
神
的
特
異
性
で
あ
る
。（H

an Taeyeon 1955b, 18

）

一
九
四
八
年
憲
法
の
制
定
以
来
、
釜
山
政
治
波
動
も
含
め
て
、
韓
国
憲
法
は
五
回
の
憲
法
改
正
提
議
と
二
回
の
憲
法
改
正
を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。こ

の
過
程
に
お
い
て
、
権
力
構
造
は
大
統
領
の
行
政
権
を
強
化
す
る
方
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。「
憲
法
は
人
民
を
最
大
の
共
通
因
子
と
し
て
総
計
す
る

よ
う
な
客
観
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
価
値
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
政
治
家
の
実
生
活
上
の
政
治
的
都
合
の
た
め
の
単
な
る
個
人
的
道
具
を
意
味
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」。
結
果
と
し
て
、こ
れ
は
「
我
々
の
憲
法
に
お
け
る
大
統
領
は
立
憲
君
主
制
に
お
け
る
君
主
よ
り
も
強
大
な
権
限
を
持
つ
と
い
う
結

果
」に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
近
代
の
自
由
民
主
憲
法
と
し
て
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
権
力
の
集
中
」（H

an Taeyeon 1955b, 19

）

を
生
み
出
し
た
の
で
し
た
。こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は
議
会
を
弱
体
化
さ
せ
大
統
領
の
権
力
を
最
大
化
す
る
「
憲
法
の
堕
落
の
過
程
」
を
厳
し
く
批
判
し

た
の
で
し
た
。こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
韓
泰
淵
が
そ
の
よ
う
な
堕
落
の
原
因
を
ど
こ
に
求
め
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
「
人
民
の
不
在
」
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
は
「
約
束
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
国
家
秩
序
を
統
治
す
る
最
高
規

範
と
し
て
高
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
憲
法
は
そ
の
背
後
に
、
憲
法
の
価
値
と
正
常
性
を
保
障
す
る
政
治
的
力
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
近
代

国
家
で
は
そ
の
よ
う
な
政
治
的
力
は
民
主
的
意
識
を
持
っ
た
一
般
大
衆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。（
…
…
）
し
か
し
な
が
ら
、

韓
国
の
よ
う
に
政
治
的
に
遅
れ
た
国
に
お
い
て
は
、
憲
法
が
人
民
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
文
民
憲
法
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
実
の
と
こ
ろ
は
憲

法
の
価
値
と
正
常
性
を
保
障
す
る
こ
と
の
で
き
る
民
主
的
人
民
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
憲
法
改
正
の
過
程
が
人
民
の
民
主
的
感
情

に
即
し
て
ゆ
っ
く
り
と
進
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
政
治
家
の
都
合
に
即
し
て
や
や
恣
意
的
に
進
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
動
か

し
難
い
事
実
で
あ
る
。（H

an Taeyeon 1955b, 16

）

こ
の
分
析
を
大
衆
に
対
す
る
エ
リ
ー
ト
の
剥
き
出
し
の
憎
悪
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
韓
泰
淵
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
憲
法

学
者
と
し
て
書
い
て
い
る
か
ら
で
す
。し
た
がっ
て
「
一
般
大
衆
」
や
「
民
主
的
人
民
」
は
、
現
実
の
街
角
を
闊
歩
す
る
個
人
か
ら
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
単
一
の
統
一
体
と
し
て
の
人
民
の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
大
衆
と
し
て
の
人
民
の
現
前
そ
れ
自

体
の
こ
と
で
す
。
韓
泰
淵
は
そ
れ
を
「
理
念
的
統
一
体
と
し
て
の
人
民
」
と
定
義
し
ま
す
。「
現
実
に
は
決
し
て
存
在
し
え
な
い
人
民
は
、
人
民
主
権
に
お

け
る
人
民
の
概
念
が
理
念
的
統
一
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
時
に
の
み
存
在
し
、
現
実
に
は
決
し
て
統
一
さ
れ
え
な
い
人
民
が
統
一
さ
れ
た
も
の
と
し
て
定

義
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」（H

an Taeyeon 1953, 10

）。
憲
法
が
大
統
領
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
よ
う
に
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
理
由
は
、
主
権
の
守
護

者
と
し
て
の
人
民
が
不
在
だ
か
ら
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
の
韓
国
憲
法
は
近
代
の
リ
ベ
ラ
ル
な
憲
法
と
い
う
見
た
目
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
理
念

的
統
一
体
と
し
て
の
人
民
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
憲
法
と
見
な
さ
れ
え
な
い
と
い
う
ラ
ディ
カ
ル
な
批
判
を
韓
泰
淵
は
展
開
し
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
韓
泰
淵
の
批
判
は
こ
こ
で
止
ま
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
韓
泰
淵
は
主
権
を
保
持
す
る
単
一
の
存
在
で
あ
る
理
念
的
統
一
体
と
し

て
の
人
民
を
標
準
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
人
民
が
統
治
権
力
を
正
当
化
す
る
「
神
話
」
と
し
て
も
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
す
。「
各
自
の

利
益
を
追
求
す
る
党
派
を
全
体
性
に
よ
っ
て
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
人
民
主
権
の
理
論
が
魔
法
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
フィ
ク
ション
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
近
代
の
人
民
主
権
理
論
は
（
…
…
）
理
論
的
に
は
説
明
で
き
な
い
あ
る
種
の
神
秘
性
を
隠
し
て
い
る
。し
た
がっ

て
、
社
会
的
な
統
治
過
程
が
常
に
少
数
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
多
数
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
口
実
と
し
て
全
体
性
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

主
張
す
る
人
民
の
誤
り
と
表
面
性
が
取
り
除
か
れ
な
い
限
り
は
、
近
代
の
民
主
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
人
民
主
権
の
原
則
は
常
に
、
政
治
的
人
間
の
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運
命
を
象
徴
す
る
「
ト
ー
テ
ム
の
仮
面
」
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
」（H

an Taeyeon 1953, 11

）。

理
念
的
統
一
体
と
し
て
の
人
民
が
民
主
主
義
の
み
な
ら
ず
独
裁
制
の
た
め
に
も
働
く
の
は
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
民
主
主
義
で
あ
れ
独
裁
制
で
あ
れ
、

現
実
の
統
治
が
少
数
の
人
民
に
よ
る
多
数
の
統
治
で
あ
る
限
り
は
、
多
数
派
の
利
害
が
全
体
と
し
て
の
人
民
に
等
し
い
の
だ
と
い
う
正
当
化
を
も
た
ら
す

と
い
う
点
に
関
し
て
憲
法
は
常
に
統
治
者
の
側
に
つ
く
で
し
ょ
う
。
韓
泰
淵
の
見
方
で
は
、こ
れ
こ
そ
が
韓
国
憲
法
が
一
九
五
〇
年
代
に
置
か
れ
た
状
況
だ

と
い
う
の
で
す
。
釜
山
政
治
波
動
の
過
程
に
お
い
て
明
白
な
よ
う
に
、
人
民
は
李
承
晩
の
権
限
拡
大
の
強
力
な
根
拠
で
あ
っ
た
と
と
も
に
装
飾
で
も
あ
っ
た

の
で
す
。
人
民
は
あ
る
種
の
浮
動
的
な
記
号
で
あ
り
、
国
会
と
大
統
領
は
そ
の
人
民
を
か
け
て
戦
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
人
民
は
大
統
領
に
よ
る
国
民
の

動
員
と
政
治
的
テ
ロ
を
通
し
た
独
裁
へ
の
変
容
を
示
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ーへ
と
退
化
し
た
の
で
す
。
典
型
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
よ
う
な
政

治
動
乱
を
通
し
て
、
韓
泰
淵
は
統
治
権
力
の
共
謀
者
と
し
て
の
人
民
を
目
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
理
念
的
統
一
体
と
し
て
の
人
民
を
見
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。こ
れ
が
、
彼
が
人
民
の
不
在
と
い
う
こ
と
で
意
味
し
た
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
泰
淵
は
李
承
晩
体
制
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
憲
法
理
論
の
文
脈
に
お
い
て
問
う
た
の
で
す
。
憲
法
研
究
者
と
し
て
、
彼
は
一
九
五
〇
年
代

の
政
治
的
状
況
を
、
民
主
主
義
と
独
裁
制
の
対
立
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
近
代
の
自
由
民
主
主
義
が
危
機
に
直
面
し
た
時
と
し
て
捉
え
た
の
で
し
た
。

李
承
晩
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
民
主
主
義
の
価
値
を
下
げ
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
を
存
在
さ
せ
う
る
人
民

主
権
の
神
話
が
利
用
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
人
民
主
権
の
神
話
が
民
主
制
の
多
様
な
シ
ス
テ
ム
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
仕
方
で
現
実
に
根
ざ
し
て
い
る
と
き
、

統
治
権
力
も
含
め
た
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
開
か
れ
た
場
所
で
の
議
論
‐
対
決
‐
合
意
を
通
し
て
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
民
の
基
本
的
権
利
と

自
由
の
保
障
を
最
終
目
的
と
し
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、
人
民
主
権
の
神
話
が
単
な
る
独
裁
制
の
正
当
化
で
あ
り
続
け
る
時
に
は
、
独
裁
者
は
人
民
の
名

の
下
に
、
自
ら
の
恣
意
的
な
判
断
と
利
害
に
基
づ
い
て
権
力
を
行
使
し
ま
す
。シュ
ミ
ッ
ト
を
引
く
と
、
人
民
の
喝
采
は
人
民
の
表
明
で
は
な
く
、
独
裁
者

の
飾
り
な
の
で
す
。し
た
が
っ
て
、
韓
泰
淵
の
課
題
は
人
民
の
喝
采
を
飾
り
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
人
民
の
真
の
表
明
へ
と
転
じ
さ
せ
る
こ
と
で

し
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、
5
・
16
の
ク
ー
デ
タ
は
そ
の
た
め
の
機
会
を
作
り
出
し
た
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。

4　
惨
め
な
人
民
の
華
麗
な
外
套

韓
泰
淵
は
、
韓
国
に
は
当
時
の
民
主
主
義
が
存
続
す
る
た
め
に
本
質
的
で
あ
る
真
の
「
人
民
」
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
所
与
の
事
実
と
考
え
て
い
ま

し
た
。こ
の
た
め
憲
法
改
正
に
つ
い
て
の
議
論
が
権
力
構
造
の
再
組
織
化
に
偏
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
人
民
の
自
由
を
保
障
す
る
基
本
的
権
利
自
体
は

議
論
の
主
題
と
す
ら
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
李
承
晩
率
い
る
自
由
党
は
、
文
民
監
査
と
メ
ディ
ア
制
御
を
強
め
た
国
家
保
安
法
の
改
正
案
を
一
九
五
八

年
の
八
月
に
国
会
に
提
出
し
、
韓
泰
淵
は
こ
の
改
正
案
が
人
民
の
自
由
権
を
過
度
に
制
限
し
う
る
と
懸
念
を
表
明
し
ま
し
た
。
準
憲
法
法
で
あ
っ
た
国

家
保
安
法
を
は
じ
め
と
す
る
反
共
主
義
の
よ
う
な
国
家
政
策
を
制
定
す
る
の
は
問
題
な
い
け
れ
ど
も
、日
常
的
な
自
由
を
侵
害
す
る
よ
う
な
仕
方
で
乱

用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
（H

an Taeyeon 1958

）。し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
分
析
は
こ
こ
で
、こ
の
状
況
の
根
本
原
因
は
韓
国
の
未
熟
な
自

由
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
当
局
権
力
の
乱
用
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
示
唆
し
て
い
ま
す
。

3
・
1
独
立
運
動
と
呼
ば
れ
る
こ
の
民
族
解
放
運
動
は
我
々
の
社
会
の
歴
史
に
お
い
て
、
多
く
の
点
で
革
新
的
な
意
味
を
持
っ
て
き
た
。（
…
…
）

3
・
1
運
動
に
続
く
形
で
、
自
己
決
定
と
い
う
近
代
的
な
意
味
で
の
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
が
我
々
の
社
会
の
主
た
る
潮
流
と
し
て
支
配
し
始
め
た
。

（
…
…
）
し
か
し
3
・
1
運
動
は
単
に
全
体
と
し
て
の
人
民
の
解
放
と
人
民
の
自
己
決
定
の
み
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
自
ら

の
自
律
性
を
失
っ
て
き
た
個
人
の
解
放
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（H

an Taeyeon 1958, 342

）

韓
泰
淵
に
と
っ
て
、一
九
一
九
年
の
3
・
1
独
立
運
動
は
人
民
の
自
己
決
定
と
解
放
で
あ
っ
て
、
個
人
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。こ
の
文
脈
に
お
い

て
、「
独
立
宣
言
」
は
前
民
主
的
な
本
性
と
い
う
点
で
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、
も
し
韓
泰
淵
が
自
ら
の
人
民
主
権
理
論
を
考
慮
し
て
い
る

の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
「
近
代
的
人
民
の
精
神
を
政
治
的
生
活
に
お
い
て
制
御
す

る
」
人
民
主
権
理
論
は
、「
主
権
の
主
体
を
個
人
と
し
て
で
は
な
く
「
全
体
と
し
て
の
人
民
」
と
見
な
し
て
い
る
」（H

an Taeyeon 1952

）
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
3
・
1
独
立
運
動
の
精
神
が
一
九
四
八
年
の
憲
法
全
体
に
書
き
込
ま
れ
、
憲
法
制
定
権
力
の
象
徴
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
い
う
事
情
を
考
え
る

と
、
3
・
1
独
立
運
動
を
通
し
て
自
己
決
定
を
達
成
し
た
「
全
体
と
し
て
の
人
民
」
は
主
権
の
守
護
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
な
帰
結
で
し
た
。し

た
がっ
て
、
民
族
の
解
放
と
自
己
決
定
が
目
標
で
あ
る
が
た
め
に
韓
国
の
民
主
主
義
に
は
欠
陥
が
あ
り
、
個
人
の
自
由
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
韓
泰
淵
の
論

理
は
、
彼
自
身
の
主
権
理
論
を
裏
切
る
判
断
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
彼
の
判
断
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
憲
法
理
論
の
理
論
的
次
元
の
み
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
判
断

は
一
九
三
〇
年
代
の
文
脈
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
彼
自
身
が
こ
れ
を
振
り
返
っ
て
述
べ
て
い
る
論
文
の
一
節
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。「
韓
国
独
立
党
〔
一
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九
三
〇
年
ご
ろ
に
結
成
さ
れ
た
独
立
運
動
団
体
で
、
解
放
後
は
南
北
政
府
の
単
独
独
立
に
反
対
す
る
運
動
を
展
開
し
た
〕
の
派
閥
で
は
な
く
、
韓
国
独
立
党
の
要

素
に
自
国
的
要
素
を
加
え
た
保
守
勢
力
で
あ
る
族
青
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。（
…
…
）
実
際
、
族
青
の
メ
ン
バ
ー
は
誰
も
が
ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
家

至
上
主
義
に
つ
い
て
の
恐
ろ
し
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
我
々
に
思
い
出
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。（
…
…
）
保
守
派
は
ナ
チ
ス
や
フ
ァ
シ
ス
ト
の
よ
う
な
一
党
独
裁
の
可
能

性
を
匂
わ
せ
て
い
た
」（H

an Taeyeon 1961, 94

）。
族
青
（
朝
鮮
民
族
青
年
団
）
は
李
範
奭
が
指
導
者
と
な
っ
て
、
解
放
期
と
李
承
晩
体
制
の
初
期
に
組
織
さ

れ
た
大
き
な
運
動
組
織
で
す
。ナ
ショ
ナ
リ
ズム
と
国
家
至
上
主
義
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
族
青
は
中
国
の
国
民
党
に
倣
っ
た
過
激
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
を
展
開

し
ま
し
た
。
韓
泰
淵
に
と
っ
て
は
、
臨
時
政
府
の
系
譜
に
あ
る
韓
国
独
立
党
と
同
様
に
族
青
は
自
由
民
主
主
義
の
対
極
に
あ
る
政
治
組
織
で
し
た
。こ
れ

は
、
個
人
の
自
由
の
保
障
と
拡
大
の
た
め
に
人
民
主
権
を
擁
護
す
る
自
由
民
主
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
異
な
っ
て
、
族
青
と
韓
国
独
立
党
は
全
体
（
人

民
／
国
家
）が
個
人
の
自
由
に
対
し
て
優
越
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
裁
へ
と
向
か
お
う
と
い
う
決
意
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
し
た
。

韓
泰
淵
の
見
方
で
は
、こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
反
共
主
義
を
主
張
し
よ
う
と
、
共
産
主
義
と
容
易
に
結
び
つ
く
可
能
性
を
含
意
し

て
い
ま
し
た
。「
6
・
25
事
件
〔
朝
鮮
戦
争
の
開
戦
〕
に
お
い
て
、
族
青
派
閥
の
一
部
は
盲
目
的
に
北
朝
鮮
の
手
先
に
従
っ
た
」（H

an Taeyeon 1960a, 95

）。こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
韓
泰
淵
に
と
っ
て
、
共
産
主
義
は
一
党
独
裁
の
全
体
主
義
体
制
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
は
実
際
に
存
在
す
る
ス

タ
ー
リ
ニ
ズム
の
統
治
シ
ス
テ
ム
を
、マル
ク
ス
の
歴
史
唯
物
論
に
基
づ
く
革
命
の
理
論
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
共
産
主
義
の
内
的
働
き
と

し
て
捉
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
解
放
期
の
韓
国
社
会
に
お
け
る
共
産
主
義
へ
の
淡
い
期
待
は
、
朝
鮮
戦
争
初
期
の
北
朝
鮮
の
ソ
ウ
ル
占
領
に
よ
っ

て
打
ち
砕
か
れ
た
と
主
張
し
え
た
の
で
す
。「
実
際
に
は
、
後
進
国
の
人
民
に
と
っ
て
は
、
証
拠
と
い
う
も
の
が
対
象
判
断
の
知
恵
よ
り
も
効
果
的
で
あ
る
」

（H
an Taeyeon 1959, 310

）。し
た
がっ
て
、
個
人
の
自
由
の
欠
如
は
、
分
断
と
反
共
主
義
を
媒
介
と
す
る
ア
ジ
ア
の
後
進
性
の
表
れ
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る

の
で
す
。

自
由
の
自
覚
を
持
た
な
い
韓
国
人
に
と
っ
て
、三
十
八
度
線
そ
れ
自
体
は
土
地
の
物
質
的
な
分
割
で
あ
り
、
心
の
精
神
的
な
分
割
で
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
共
産
主
義
の
受
容
に
お
い
て
さ
え
、
我
々
の
人
民
は
韓
国
人
と
な
る
よ
り
も
前
に
す
で
に
ソ
ビ
エ
ト
人
と
な
り
つ
つ
あ
る
。（
…
…
）
実

際
、
自
由
の
自
覚
の
な
い
ア
ジ
ア
人
に
と
っ
て
、ナ
ショ
ナ
リ
ズ
ム
の
感
情
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
と
し
て
の
経
験
と
原
始
的
な
農
業
経
済
に
由

来
す
る
貧
困
の
蔓
延
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
感
情
が
経
済
状
況
の
革
新
を
約
束
す
る
共
産
主
義
者
た
ち
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
最
大
の

温
床
で
あ
る
。
実
際
、
個
人
の
自
由
の
た
め
に
生
き
た
こ
と
が
な
く
そ
の
動
物
的
生
活
の
維
持
の
た
め
だ
け
に
し
か
生
き
た
こ
と
の
な
い
ア
ジ

ア
社
会
に
お
い
て
は
、
共
産
主
義
者
た
ち
の
パン
の
配
給
の
約
束
は
、
民
主
的
な
個
人
の
自
由
と
平
等
よ
り
も
幾
分
か
具
体
的
で
魅
力
的
で
あ

る
。（H

an Taeyeon 1958, 343

）

こ
の
よ
う
な
自
覚
を
背
後
に
想
定
す
る
と
、
3
・
1
独
立
運
動
の
自
己
決
定
は
批
判
の
的
と
な
り
ま
す
。
3
・
1
運
動
の
精
神
は
憲
法
制
定
権
力
の
象

徴
と
し
て
憲
法
の
全
体
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
人
民
主
権
を
中
心
と
す
る
近
代
国
家
形
成
の
基
礎
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
人
の
解
放

と
自
己
決
定
を
省
略
し
て
い
る
が
た
め
に
、
人
民
が
い
ま
だ
に
ア
ジ
ア
の
後
進
性
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
拠
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

4
・
19
前
の
政
治
的
動
乱
に
よ
っ
て
韓
泰
淵
は
李
承
晩
体
制
の
前
近
代
的
な
権
威
主
義
を
「
人
民
」
の
未
完
成
と
し
て
把
握
す
る
に
至
り
ま
し
た
。こ

れ
は
憲
法
学
者
の
苦
悩
を
増
す
の
に
十
分
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
人
民
主
権
に
基
づ
く
自
由
民
主
主
義
は
法
体
系
と
統
治
に
根
付
き
え
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
た
か
ら
で
す
。し
た
が
っ
て
、
4
・
19
は
韓
泰
淵
に
と
っ
て
の
大
き
な
転
換
点
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
議
会
制
に
つ
い
て
の
憲
法
改
正
は
独

裁
制
と
民
主
制
が
大
統
領
制
か
議
会
制
の
い
ず
れ
か
の
手
に
渡
る
と
い
う
雰
囲
気
の
中
で
実
施
さ
れ
、
自
ら
が
主
導
す
る
議
会
制
の
憲
法
が
現
実
に
う
ま

く
機
能
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
民
主
主
義
が
韓
国
に
定
着
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
分
水
嶺
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
韓
泰
淵
は

張
勉
〔
李
承
晩
政
権
崩
壊
後
、
議
院
内
閣
制
が
実
施
さ
れ
た
第
二
共
和
国
で
国
務
総
理
を
務
め
る
〕
の
内
閣
を
心
配
し
て
い
ま
し
た
。

我
々
の
社
会
に
お
け
る
議
会
制
は
第
二
共
和
国
の
課
題
で
あ
る
が
、
全
く
も
っ
て
現
実
で
は
な
い
。（
…
…
）
実
際
、
近
代
国
家
の
議
会
制
が
、
集

団
的
指
導
者
層
と
説
明
責
任
を
可
能
と
す
る
と
い
う
意
味
で
民
主
政
治
の
理
想
形
態
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
が

う
ま
く
作
動
す
る
た
め
に
は
、
精
密
機
器
の
職
人
に
求
め
ら
れ
る
の
と
同
様
の
複
雑
で
熟
練
し
た
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。し
た

がっ
て
、
政
治
の
概
念
す
ら
も
知
ら
な
い
我
々
の
国
の
政
治
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、こ
の
意
味
で
の
議
会
制
は
彼
ら
の
手
に
余
る
過
大
な
負
担
で

あ
る
。（H

an Taeyeon 1960b, 155

）

彼
が
の
ち
に
回
想
す
る
よ
う
に
、
韓
泰
淵
は
当
時
の
政
治
家
た
ち
を
、
内
閣
制
は
言
う
に
及
ば
ず
、
政
治
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
す
ら
気
づ
い
て
い
な

い
未
熟
な
諸
個
人
と
し
て
見
て
い
ま
し
た
。
4
・
19
の
直
後
は
、
政
治
家
た
ち
が
「
精
密
機
器
の
職
人
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
複
雑
で
熟
練
し
た
技
能
」
を

期
待
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
で
す
。
現
実
は
、
予
想
さ
れ
た
通
り
、
期
待
に
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
与
党
民
主
党
に
お
け
る
政
治
闘
争
と
混
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乱
の
せ
い
で
、
議
論
‐
対
決
‐
合
意
を
通
し
た
自
由
民
主
的
統
治
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
何
も
決
定
で
き
ず
混
乱
を
増
す
ば
か
り

（
カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
が
言
っ
た
よ
う
に
）
と
い
う
議
会
制
の
無
力
が
露
呈
し
た
の
で
す
。「
張
博
士
は
組
閣
か
ら
半
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
失
敗
を
繰
り

返
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。一
連
の
事
件
が
起
こ
り
始
め
て
い
た
。
閣
議
で
は
様
々
な
意
見
が
あ
り
、
国
務
総
理
と
大
臣
の
意
見
が
衝
突
し
、
迅

速
か
つ
効
果
的
で
あ
る
べ
き
人
事
管
理
に
は
原
則
と
い
う
も
の
が
な
く
、
若
者
の
派
閥
が
新
た
な
派
閥
に
対
し
て
抗
議
し
て
い
た
」（H

an Taeyeon 1960b, 

160

）。
韓
泰
淵
の
判
断
は
特
異
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
憲
法
起
草
者
の
一
人
で
あ
り
、
植
民
地
時
代
以
来
最
も
傑
出
し
た
知
識
人
の
一
人
で
も

あ
っ
た
兪
鎭
午
（
ユ
・
ジ
ノ
）
は
、こ
の
状
況
を
「
右
派
も
左
派
も
、
民
主
主
義
は
不
可
能
だ
と
い
う
絶
望
の
せ
い
で
独
裁
を
期
待
し
て
い
た
」
と
し
て
い
ま

す
（Yu Jinoh 1961

）﹇
3
﹈。
そ
れ
に
加
え
て
、
国
家
再
建
運
動
で
兪
鎭
午
に
次
ぐ
第
二
の
地
位
に
あ
っ
た
柳
達
永
（
ユ
・
ダ
ル
ヨ
ン
）
は
張
勉
政
権
を
よ
り
過
激

な
言
葉
で
批
判
し
て
い
ま
す
。
彼
は
張
勉
政
権
を
「
腐
敗
し
た
政
治
家
同
士
の
抗
争
」
で
あ
り
「
極
度
の
無
感
覚
な
人
々
の
自
己
中
心
主
義
と
自
由
の

濫
用
が
革
命
の
火
花
を
消
滅
さ
せ
た
」（Yoo D

alYeong 1963, 236

﹇
4
﹈）
体
制
で
あ
っ
た
と
描
写
し
て
い
ま
す
。
4
・
19
後
の
内
閣
制
は
哲
学
者
の
朴
鍾
鴻

（
パ
ク
・
ジョン
ホ
ン
）が
4
・
19
の
暴
動
を
指
し
て
「
絶
対
的
な
決
定
」
や
「
創
造
的
知
性
」（Park Jonghong 1960, 188

）
と
呼
ん
だ
も
の
を
裏
切
っ
た
の
だ
、
と

い
う
の
が
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
判
断
で
し
た
。
彼
ら
の
見
方
で
は
、
4
・
19
を
通
し
て
成
立
し
た
内
閣
制
は
、
惨
め
な
人
民
に
は
合
わ
な
い
豪
華
な
衣
装

で
し
た
。
5
・
16
の
ク
ー
デ
タ
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
起
こ
り
ま
し
た
。で
は
、
5
・
16
ク
ー
デ
タ
を
一
貫
し
た
論
理
に
よ
っ
て
合
理
化
し
よ
う
と
し

た
韓
泰
淵
の
ア
ク
ロ
バ
ティッ
ク
な
知
的
実
践
を
見
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

5　
人
民
の
喝
采
と
指
導
者
の
栄
光

国
家
再
建
運
動
を
啓
蒙
と
4
・
19
以
前
か
ら
の
共
産
主
義
打
倒
の
旗
印
の
も
と
に
主
導
し
た
兪
鎭
午
、
柳
達
永
、
朴
鍾
鴻
の
よ
う
な
知
識
人
は
、
す

ぐ
さ
ま
ク
ー
デ
タ
を
歓
迎
し
て
国
家
再
建
運
動
中
央
委
員
会
に
参
加
し
、
そ
れ
は
ク
ー
デ
タ
の
後
に
国
家
再
建
最
高
会
議
の
下
位
組
織
と
な
り
ま
し
た
。

咸
錫
憲
（
ハン
・
ソ
ク
ホ
ン
）
や
張
俊
河
（
チ
ャン
・
ジュ
ナ
）の
よ
う
な
、の
ち
に
朴
正
煕
体
制
を
厳
し
く
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
人
々
が
名
を
連
ね
て
い
る
﹇
5
﹈

こ
と
か
ら
、こ
の
委
員
会
に
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
知
識
人
を
含
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（H

eo Eun 2003, 49

）。つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
知
識
人

た
ち
が
5
・
16
の
ク
ー
デ
タ
に
大
き
な
希
望
を
抱
い
て
い
た
の
で
す
。
事
実
、ク
ー
デ
タ
の
直
後
、ソ
ウ
ル
の
教
授
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
国
家
再
建
最
高
会
議

の
準
備
委
員
会
と
議
長
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
（H

an Yongw
on 1993, 267

）
し
、
韓
泰
淵
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
初
め
に
我
々

が
見
た
よ
う
に
、
彼
は
国
家
再
建
非
常
措
置
法
の
基
礎
を
作
る
主
要
人
物
と
し
て
参
加
し
て
い
た
の
で
す
。

彼
自
身
の
回
想
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
韓
泰
淵
は
ナ
チ
ス
法
を
通
し
て
軍
事
ク
ー
デ
タ
に
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
国
家
再
建
非
常
措
置
法
を
制

定
す
る
に
あ
た
っ
て
、ヒ
ト
ラ
ー
が
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
侵
食
す
る
の
に
用
い
た
「
授
権
法
（Erm

achtigungsgesetz

）」に
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
す
。
授
権
法
の

確
信
は
、
議
会
の
立
法
権
を
政
権
に
委
任
す
る
こ
と
で
す
。こ
れ
を
通
し
て
、ナ
チ
ス
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
停
止
し
て
支
配
権
力
を
合
法
的
に
独
占
し

ま
し
た
。つ
ま
り
、ナ
チ
ス
は
憲
法
に
基
づ
く
立
法
手
続
き
を
通
し
て
憲
法
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
法
的
に
国
を
乗
っ
取
っ
た
の
で
す
。し
た
が
っ

て
、
副
議
長
の
朴
正
煕
を
実
質
的
な
最
高
司
令
官
と
す
る
国
家
再
建
最
高
会
議
は
、
国
家
再
建
非
常
措
置
法
に
よ
っ
て
合
法
的
に
形
成
さ
れ
た
の
で
す
。

第
一
条　
国
家
再
建
最
高
会
議
の
設
立

国
家
再
建
最
高
会
議
は
大
韓
民
国
を
共
産
主
義
の
攻
撃
か
ら
守
り
、
民
族
と
人
民
が
危
機
を
乗
り
越
え
る
の
を
助
け
、
真
に
民
主
的
な
共
和

国
と
し
て
再
建
す
る
の
を
助
け
る
た
め
の
非
常
措
置
と
し
て
設
立
さ
れ
る
。

第
二
条　
国
家
再
建
最
高
会
議
の
立
場

国
家
再
建
最
高
会
議
は
、
国
会
が
開
設
さ
れ
、
5
・
16
軍
事
ク
ー
デ
タ
の
課
題
の
完
遂
後
に
実
施
さ
れ
る
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
政
府
が
樹
立
さ

れ
る
ま
で
は
、
大
韓
民
国
の
最
高
の
統
治
機
関
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
。

第
三
条　
人
民
の
基
本
的
権
利

憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
人
民
の
根
本
的
権
利
は
、
革
命
的
事
業
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
限
り
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
。

﹇
3
﹈	...........H

eo Eun (2003), T
he C

om
bination and D

ifferentiation of the C
haracteristics of the ‘M

ay 16 M
ilitary R

egim
e’s’ State R

estoration M
ovem

ent – ‘N
a-

tional M
ovem

ent of D
ivided States’, re-adopted from

 Critical Studies on M
odern K

orean H
istory 42, 15 page.

﹇
4
﹈	...........

上
記
資
料
か
ら
再
引
用
。

﹇
5
﹈	...........

張
俊
河
と
咸
錫
憲
の
立
場
は
5
・
16
ク
ー
デ
タ
の
直
後
に
は
違
い
が
あ
っ
た
。
張
俊
河
が
ク
ー
デ
タ
を
革
命
と
見
な
し
て
全
肯
定
的
な
期
待
を
表
明
し
た
の

に
対
し
て
、
咸
錫
憲
は
ク
ー
デ
タ
の
移
行
的
性
格
を
強
調
し
て
、
人
民
が
主
と
な
る
真
の
革
命
の
た
め
に
文
民
政
権
へ
の
速
や
か
な
移
行
を
求
め
た
。
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第
一
条
に
あ
る
よ
う
に
、
国
家
再
建
非
常
措
置
法
は
既
に
そ
の
基
本
的
な
あ
り
方
か
ら
し
て
、「
例
外
状
況
」に
対
し
て
調
査
を
動
員
し
て
お
り
、
そ
こ

に
は
外
敵
、
危
機
感
、
克
服
、
再
建
、
非
常
措
置
と
いっ
た
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。一
般
的
に
、
憲
法
の
戒
厳
令
は
非
常
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
一
時
的

措
置
で
あ
っ
て
、
国
会
に
よ
る
宣
言
へ
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
合
法
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
状
況
が
落
ち
着
け
ば
速
や
か
に
常
態
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
、こ
の
戒
厳
令
に
似
た
法
律
に
お
い
て
は
、
国
家
再
建
最
高
会
議
に
期
限
を
設
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
「
永
続
的
例
外
状
態
」

が
作
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
権
力
分
立
を
合
法
的
に
無
効
化
す
る
た
め
に
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
第
九
条
に
お
い
て

は
「
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
国
会
の
権
力
は
国
家
再
建
最
高
会
議
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
第
十
七
条
に
お
い
て
は
「
司
法
権
に
関
わ
る
執

行
権
の
実
質
は
国
家
再
建
最
高
会
議
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
管
理
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
第
十
八
条
で
は
「
最
高
裁
判
所
長
官
と
最
高
裁
判
所
判
事
は

国
家
再
建
最
高
会
議
の
推
薦
に
基
づ
い
て
大
統
領
が
任
命
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
韓
泰
淵
が
長
年
あ
た
た
め
て
き
た
自
由
民
主
主
義
へ
の
計
画
は
、

こ
の
よ
う
な
極
端
な
自
己
背
信
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、
彼
は
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
「
転
向
」
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な

ら
彼
に
と
っ
て
、
自
由
民
主
主
義
と
独
裁
制
の
分
か
れ
道
は
、
ど
の
よ
う
に
「
人
民
の
喝
采
」
が
表
明
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
常
に
依
存
し
て
い
る
か
ら

で
す
。

こ
の
法
律
の
手
引
き
に
お
い
て
、
韓
泰
淵
は
李
承
晩
政
権
の
「
腐
敗
、
不
正
、
そ
し
て
独
裁
の
有
毒
性
」
の
結
果
と
し
て
「
憲
法
が
侵
害
さ
れ
、
選
挙
不

正
が
公
式
の
も
の
と
な
り
、
外
国
援
助
が
政
治
の
資
金
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
不
法
な
資
金
提
供
者
の
数
が
増
え
て
い
る
間
に
、
人
民
の
貧

困
は
よ
り
一
層
普
通
の
こ
と
な
っ
た
」
と
批
判
し
て
い
ま
す
。
彼
は
、こ
の
病
理
を
治
す
た
め
に
は
避
け
ら
れ
な
い
手
段
で
あ
っ
た
4
・
19
革
命
は
第
二
共

和
国
を
誕
生
さ
せ
た
け
れ
ど
も
、「
無
力
で
腐
敗
」
し
、「
経
済
状
態
が
悪
化
」
し
て
「
容
共
主
義
的
傾
向
」
の
拡
大
と
いっ
た
「
末
期
症
状
」に
対
し
て
は

無
力
だ
っ
た
と
非
難
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
5
・
16
革
命
」
が
起
こ
り
、「
非
常
措
置
法
が
制
定
」
さ
れ
、「
憲
法
の
い
く
つ
か
の
条
項
の
効
果
が
停
止

さ
れ
た
」
の
で
し
た
。し
か
し
、
5
・
16
ク
ー
デ
タ
は
決
し
て
憲
法
を
破
壊
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
「
5
・
16
革
命
は
憲
法
の
秩
序

を
共
産
主
義
の
攻
撃
か
ら
守
る
こ
と
が
最
初
か
ら
目
標
と
さ
れ
て
い
た
革
命
だ
っ
た
」（K

im
 H

ang 2012, 247

）か
ら
で
す
。

こ
の
論
理
は
厳
密
に
カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
に
依
る
も
の
で
す
。
憲
法
の
基
本
的
枠
組
み
で
あ
る
「
絶
対
憲
法
」
と
そ
の
上
に
あ
る
「
相
対
憲
法
」（H

an 

Taeyeon 2002, 24

）
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
韓
泰
淵
は
5
・
16
ク
ー
デ
タ
は
相
対
憲
法
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
憲
法
を
擁
護
し
た
の
だ
と
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当
時
、
絶
対
憲
法
は
「
主
権
」
そ
れ
自
体
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
人
民
の
表
明
」
で
す
。こ
の
前
提
に

基
づ
い
て
、
彼
は
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
た
軍
隊
を
「
最
後
の
番
人
」
と
呼
び
つ
つ
、
非
常
措
置
法
を
解
説
し
た
の
で
し
た
。

い
か
な
る
国
に
と
っ
て
も
、
民
族
や
人
民
の
存
在
が
疑
問
に
付
さ
れ
た
と
き
、こ
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
非
常
的
措
置
が
求
め
ら
れ
る
。

し
た
がっ
て
、こ
う
いっ
た
事
例
に
お
い
て
合
法
的
に
非
常
的
措
置
を
説
明
す
る
た
め
の
理
論
は
、
国
家
緊
急
権
（Staatsnotrecht

）に
つ
い
て
の
理

論
で
あ
る
。（
…
…
）
狭
義
に
お
け
る
国
家
緊
急
権
は
、
憲
法
秩
序
の
も
と
で
の
い
か
な
る
法
的
手
段
に
よ
っ
て
も
克
服
す
る
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
憲
法
の
条
項
を
超
え
て
、
あ
る
い
は
憲
法
の
規
定
を
侵
し
て
、
強
力
な
国
家
主
体
が
民
族
を
救
助
し
に
く
る
よ
う
な
、
全

く
も
っ
て
予
測
し
よ
う
の
な
い
非
常
事
態
を
指
す
。
5
・
16
軍
事
革
命
の
理
論
的
基
礎
は
革
命
権
と
国
家
緊
急
権
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
あ

る
。い
わ
ば
、
革
命
的
国
家
緊
急
権
で
あ
る
。（H

an Taeyeon 1961, 35–37

）

こ
の
よ
う
な
論
理
で
韓
泰
淵
は
5
・
16
ク
ー
デ
タ
に
法
的
根
拠
を
与
え
た
の
で
す
。
と
り
わ
け
、
彼
は
5
・
16
ク
ー
デ
タ
は
大
統
領
の
非
常
事
態
権
限
を

呼
び
出
す
こ
と
で
は
な
い
の
だ
か
ら
革
命
権
（R

echt zur R
evolution

）
を
呼
び
出
す
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
国
家
緊
急
権
の
発
動
と
し
て
も
理

解
で
き
る
、
な
ぜ
な
ら
憲
法
秩
序
を
守
る
た
め
の
行
動
だ
か
ら
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
﹇
6
﹈。こ
の
よ
う
に
し
て
、
韓
泰
淵
は
ク
ー
デ
タ
が
主
権
を
無
理
に

引
き
出
す
た
め
の
も
の
で
は
な
く
主
権
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
彼
は
「
革
命
政
権
の
権
力
は

憲
法
に
よ
っ
て
直
接
に
人
民
主
権
の
原
則
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
の
権
力
の
絶
対
性
は
カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
の
い
わ
ゆ
る
委
任
独
裁
（K

om
m

issarische D
ika-

tatur

）
を
意
味
し
て
い
る
」（H

an Taeyeon 1961, 40

）
と
主
張
し
た
の
で
す
。シュ
ミ
ッ
ト
の
憲
法
廃
止
（Verfassungsbeseitigung

）の
概
念
は
こ
の
議
論
の
圧

縮
版
と
も
み
な
せ
る
で
し
ょ
う
。「
カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
憲
法
廃
止
は
憲
法
制
定
権
力
は
手
付
か
ず
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
基
づ
く
基

本
的
な
政
治
決
定
は
新
し
い
政
治
的
決
定
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
よ
う
な
事
例
の
こ
と
で
あ
る
」（H

an Taeyeon 1961, 45

）。こ
の
論
理
構
築
に
よ
っ
て
、
軍

事
ク
ー
デ
タ
は
究
極
的
に
は
国
家
権
力
が
主
権
を
簒
奪
す
る
た
め
で
は
な
く
、
主
権
を
保
護
す
る
た
め
に
委
任
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
と
し
て
定
義
さ
れ
る

の
で
す
。

歴
史
的
評
価
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、こ
れ
は
詭
弁
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
、
李
承
晩
体
制
か
ら
5
・
16
ク
ー

﹇
6
﹈	...........

こ
れ
は
韓
泰
淵
の
唯
一
の
立
場
で
は
な
い
が
、こ
れ
は
当
時
の
憲
法
学
者
に
夜
国
家
再
建
緊
急
措
置
法
の
解
釈
の
定
評
あ
る
理
論
だ
っ
た
（M

oon H
ongju 

1961

）。
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デ
タ
に
か
け
て
の
韓
泰
淵
の
知
的
探
求
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
続
け
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て
最
も
重
要
だ
っ
た
の
は
大
統
領
制
か
議
会
制
か
と
い
う
問

題
で
も
自
由
民
主
主
義
か
独
裁
か
と
い
う
問
題
で
も
、
革
命
か
ク
ー
デ
タ
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
う
いっ
た
議
論
は
全
て
表
層
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
本
当
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
主
権
の
守
護
者
と
し
て
の
人
民
で
し
た
。
人
民
を
主
権
者
と
す
る
決
定
な
し
に
構
築
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
は
、
無

政
府
状
態
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
民
主
主
義
か
独
裁
か
と
い
う
こ
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
憲
法
学
者
と
し
て
、
韓
泰
淵
の
要
点
は
人
民
の
基
本
的
権

利
を
実
現
す
る
た
め
の
根
本
規
範
と
し
て
憲
法
が
制
定
さ
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
目
に
は
韓
国
人
民
は
主
権
者
と
し
て
の
自
由
に
向
け
て
の
決
断
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
れ
は
植
民
地
の
経
験

と
貧
困
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ア
ジ
ア
の
後
進
性
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
李
承
晩
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
独
裁
も
4
・
19
直
後
の
カ
オ
ス
も
ま
さ
に
そ
こ
に

由
来
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
5
・
16
ク
ー
デ
タ
は
決
断
な
き
人
民
が
共
産
主
義
の
波
に
今
に
も
飲
み
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
危
機
の
中
で
勃
発

し
た
の
で
し
た
。こ
の
意
味
で
、
韓
泰
淵
に
と
っ
て
、
5
・
16
ク
ー
デ
タ
と
そ
れ
に
続
く
軍
事
体
制
は
李
承
晩
体
制
の
よ
う
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
独
裁
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ら
は
真
の
喝
采
と
い
う
表
明
を
可
能
に
し
た
人
民
の
「
番
人
」
で
あ
っ
て
、
人
民
の
喝
采
の
強
奪
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
は
ま
た
、
人
民
が
ク
ー
デ
タ
を
歓
迎
し
た
か
ら
で
も
あ
っ
て
、
そ
し
て
何
よ
り
、
彼
が
ク
ー
デ
タ
自
体
を
下
か
ら
の
蜂
起
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
か
ら

で
す
。
彼
が
ク
ー
デ
タ
を
自
ら
の
手
で
「
合
法
化
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
韓
泰
淵
の
知
的
探
求
は
憲
法
理
論
の
概
念
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
軍
事
ク
ー
デ
タ
を
証
明
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
の
朴
正

煕
の
支
配
の
間
ず
っ
と
維
持
さ
れ
る
「
困
難
な
」
実
践
へ
と
導
く
も
の
で
し
た
。こ
の
時
期
ず
っ
と
、
彼
は
学
者
と
政
治
家
と
し
て
朴
正
煕
体
制
に
奉
職

し
、
人
民
の
真
の
喝
采
を
探
し
続
け
ま
し
た
。
彼
の
維
新
憲
法
へ
の
態
度
は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
も
理
解
で
き
ま
す
。
人
民
主
権
の
真
の
表
明
は
大
統
領

の
性
格
と
完
全
に
同
一
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

危
機
の
概
念
に
常
に
支
配
さ
れ
て
い
る
我
々
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
権
力
の
人
格
化
は
危
機
の
時
代
に
お
け
る
唯
一
の
統
治
形
態

を
意
味
す
る
。
維
新
憲
法
に
お
け
る
国
家
元
首
た
る
大
統
領
へ
の
権
力
集
中
は
、
我
々
の
憲
法
に
お
け
る
権
力
の
人
格
化
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

権
力
を
手
に
す
る
指
導
者
の
人
格
化
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
大
統
領
は
人
民
全
体
を
代
表
す
る
人
民
主
権
の
原
則
に
則
っ

て
権
力
の
正
統
性
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シッ
プ
と
決
断
に
対
す
る
人
民
の
信
頼
と
、
人
民
へ
の
責
任
に
よ
っ
て
、

大
統
領
は
彼
の
責
務
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
我
々
の
憲
法
に
お
け
る
権
力
の
性
格
づ
け
は
大
統
領
と
人
民
と
の
直
接
の
結
束
を
求
め

て
も
い
る
。（H

an Taeyeon 1973, 58

）

維
新
憲
法
は
一
九
七
二
年
一
一
月
二
一
日
の
国
民
投
票
に
お
い
て
、
九
一
・
九
％
の
投
票
率
と
九
一
・
五
％
の
賛
成
率
を
も
っ
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
（G

al 

Bonggeun 1973, 9

）。
韓
泰
淵
と
共
に
維
新
憲
法
の
制
定
に
関
わ
っ
た
葛
奉
根
（
カ
ル
・
ボ
ン
グ
ン
）に
よ
る
と
、「
維
新
憲
法
の
本
質
」
は
「
国
家
権
力
を
政

治
的
生
活
の
原
則
と
し
て
見
る
こ
と
」に
他
な
ら
な
い
と
い
い
ま
す
（G

al Bonggeun 1973, 10

）。
そ
れ
に
加
え
て
、「
大
統
領
が
国
家
の
利
害
の
擁
護
者
と

し
て
他
の
主
体
に
命
令
し
制
御
す
る
」（G

al Bonggeun 1973, 11

）
限
り
で
、
維
新
憲
法
は
大
統
領
の
権
限
が
無
際
限
に
行
使
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
含

意
し
ま
す
。こ
こ
で
重
要
な
の
は
大
統
領
の
巨
大
な
権
限
は
人
民
主
権
の
「
直
接
」
の
実
現
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

従
来
の
韓
国
憲
法
に
お
い
て
、
人
民
主
権
を
代
表
す
る
明
確
な
実
体
は
存
在
し
な
か
っ
た
。む
し
ろ
、
人
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
大
統
領
と
人

民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
会
議
員
が
人
民
の
代
表
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
二
重
代
表
理
論
で
あ
る
。（
…
…
）
そ
う
だ
と
し

て
も
、こ
の
場
合
の
「
人
民
」
は
媒
介
と
し
て
の
政
党
や
そ
の
他
の
社
会
団
体
を
通
し
て
投
票
権
を
行
使
す
る
個
人
の
利
益
の
総
体
で
あ
る
。

大
統
領
と
国
会
議
員
も
ま
た
、
政
党
の
一
員
と
し
て
始
ま
り
、
政
党
を
背
景
と
し
て
選
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
民
の
分
割
不
可
能
な
意
志
の

具
現
化
で
は
な
か
っ
た
。／
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
維
新
憲
法
は
人
民
主
権
の
概
念
を
実
現
し
、
人
民
主
権
は
個
人
の
利
害
を
排
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
全
体
的
な
一
般
利
害
へ
と
昇
華
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
脱
政
党
的
組
織
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
維
新
憲
法
は
統
一
主
体
国
民
会

議
を
組
織
し
、
大
統
領
が
た
だ
「
人
民
の
不
可
分
な
意
志
」に
よ
っ
て
の
み
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。（G

al Bonggeun 1973, 15

）

こ
こ
で
は
人
民
主
権
の
不
可
分
性
と
全
体
性
が
大
統
領
と
明
ら
か
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。つ
ま
り
、
人
民
が
大
統
領
で
あ

り
大
統
領
が
人
民
で
あ
る
と
い
う
権
力
の
直
接
性
が
具
現
化
さ
れ
た
の
で
す
。こ
れ
は
李
承
晩
体
制
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
李
承
晩
体
制
が

人
民
の
名
に
よ
る
独
裁
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
維
新
シ
ス
テ
ム
は
人
民
と
指
導
者
が
一
体
と
な
る
直
接
民
主
制
と
い
う
現
実
だ
っ
た
の
で
す
。
今
や
人
民
の
喝

采
は
指
導
者
の
栄
光
と
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
に
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
点
で
、ポ
ピ
ュ
リ
ズム
は
も
は
や
民
主
主
義
の
病
理
や
影
と
し
て
現
れ
る
の
で
は

な
く
、む
し
ろ
民
主
主
義
の
最
も
理
想
的
な
現
実
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
す
。シュ
ミ
ッ
ト
が
独
裁
は
憲
法
の
根
源
的
常
態
化
の
表
明
で
あ
る
と
論
じ
た

よ
う
に
、
韓
泰
淵
は
維
新
憲
法
は
民
主
主
義
の
破
壊
と
い
う
よ
り
も
民
主
主
義
の
理
想
的
な
実
現
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
す
。し
た
が
っ
て
、
立
法
・
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行
政
・
司
法
の
三
権
分
立
と
高
度
な
機
能
の
分
割
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
近
代
民
主
主
義
の
間
接
統
治
は
、
舞
台
か
ら
姿
を
消
す
の
で
す
。し
か
し

そ
こ
に
は
何
の
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
民
の
喝
采
が
指
導
者
の
栄
光
に
よ
っ
て
い
か
な
る
過
誤
な
く
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
時
、
腐
敗
し
た
り
敵
に

好
機
を
与
え
た
り
す
る
間
接
統
治
の
必
要
は
な
い
の
で
す
。し
た
が
っ
て
維
新
憲
法
は
、
個
人
の
解
放
と
自
己
決
定
に
、
す
な
わ
ち
韓
泰
淵
が
こ
れ
ほ
ど

熱
望
し
て
き
た
真
の
人
民
の
喝
采
に
基
づ
く
国
家
構
成
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
、
理
想
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
で
す
。

6　
現
代
民
主
主
義
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

こ
こ
ま
で
あ
る
憲
法
学
者
の
知
的
探
求
の
跡
を
辿
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
の
問
う
た
問
題
は
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
「
人
民
」
で
し
た
。
韓
泰
淵
の
最
も

重
要
な
憲
法
上
の
課
題
は
、
共
有
さ
れ
た
も
の
で
も
移
譲
で
き
る
も
の
で
も
な
い
よ
う
な
主
権
を
保
持
す
る
人
民
で
あ
っ
て
、
街
角
で
出
会
う
よ
う
な
経

験
的
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ
は
彼
が
早
稲
田
で
留
学
し
て
い
る
期
間
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
日
本
の
法
哲
学
者
で
あ
る
、
和
田
小
次
郎
の
問
題

で
も
あ
り
ま
し
た
（H

an Taeyeon 2002

）。
和
田
小
次
郎
は
自
然
法
と
法
実
践
の
両
方
を
乗
り
越
え
る
法
の
起
源
を
探
求
し
、
そ
の
果
て
に
彼
は
理
想
と

現
実
の
間
で
の
果
て
し
な
い
問
い
に
法
の
起
源
を
置
く
と
い
う
独
自
の
法
哲
学
を
抱
く
に
至
り
ま
し
た
（
佐
藤 1980

）。
和
田
が
学
問
的
課
題
と
し
て
法

の
起
源
を
求
め
た
理
由
は
、日
本
の
憲
法
を
縛
る
強
い
鎖
、
す
な
わ
ち
天
皇
制
に
あ
り
ま
し
た
。
天
皇
の
絶
対
的
存
在
が
主
権
に
関
わ
る
限
り
、
近
代
日

本
の
法
律
に
お
い
て
主
権
の
正
統
性
を
議
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
た
だ
正
当
化
を
求
め
る
だ
け
で
直
ち
に
天
皇
の
神
聖
性
を
侵
害

す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。し
た
が
っ
て
、
近
代
日
本
の
法
学
は
綿
密
で
膨
大
な
司
法
的
技
法
に
留
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
和
田
は
こ
の
よ
う
な
近
代
日
本

の
公
法
に
お
け
る
問
題
を
ラ
ディ
カ
ル
に
提
起
し
た
人
物
で
あ
り
、
韓
泰
淵
は
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
「
非
常
時
」に
お
け
る
和
田
の
問
題
提
起
に
共
感
し

た
若
き
法
学
徒
で
し
た
。

一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
日
本
の
公
法
を
席
巻
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
実
証
主
義
は
、憲
法
条
文
の
一つ
一つ
に
つ
い
て
の
民
主
的
解
釈

を
発
展
さ
せ
、主
権
の
問
題
を
不
可
侵
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。韓
泰
淵
に
と
っ
て
、こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
流
の
憲
法
理
論
は
、一
九
三
〇
年
代
以
来
の
日

本
の
公
法
学
者
に
と
っ
て
と
同
様
に
、克
服
す
べ
き
理
論
で
し
た
。「
憲
法
理
論
は
誰
が
憲
法
を
制
定
す
る
の
か
と
い
う
根
源
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。フ
ラ
ン
ス

憲
法
理
論
は
そ
の
根
源
を
持
っ
て
い
る
。ド
イ
ツ
の
ス
メ
ン
ト
の
理
論
は
全
く
根
源
を
持
っ
て
い
な
い
。ス
メ
ン
ト
の
理
論
で
は
、憲
法
へ
の
統
合
さ
れ
た
過
程
が

あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、そ
の
憲
法
の
立
法
者
に
つ
い
て
の
問
題
は
存
在
し
な
い
」（H

an Taeyeon 2002, 25
）。こ
れ
は
韓
泰
淵
が
フ
ラ
ン
ス
憲
法
へ
の
多
大
な
関
心

は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
言
っ
た
こ
と
で
す
。憲
法
の
正
統
性
は
ど
こ
に
根
源
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
に
た
っ
て

の
彼
の
根
本
的
な
関
心
が
、一
九
三
〇
年
代
の
日
本
の
法
的
コ
ミ
ュニ
ティ
の
状
況
か
ら
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
す
。そ
の
意
味

で
、一
九
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
の
知
的
探
求
は
、そ
の
意
味
で
、一
九
三
〇
年
代
の
帝
政
日
本
の
法
的
諸
問
題
の
継
承
の
結
果
な
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、一
九
三
〇
年
代
は
日
本
に
と
っ
て
、
総
力
戦
体
制
が
形
成
さ
れ
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
的
現
象
が
現
れ
て
い
た
時
期
で
し
た
。
満
州
事
変
か
ら

始
ま
っ
て
、
帝
政
日
本
は
総
動
員
体
制
を
成
立
さ
せ
て
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
部
門
が
国
家
の
統
治
主
体
の
統
制
下
に
置
か
れ
ま
し
た
（
山
之
内 2015

）。
2
・

26
軍
事
ク
ー
デ
タ（
一
九
三
六
年
）に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
軍
事
ク
ー
デ
タ
は
、い
わ
ゆ
る
「
奸
臣
」
を
根
絶
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
典
型
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
的
テ
ロ
で
あ
っ
て
、
天
皇
と
、
財
閥
・
官
僚
・
政
治
家
を
含
む
人
民
の
間
に
立
っ
て
権
力
を
掌
握
し
ま
し
た
。つ
ま
り
、一
九
三
〇
年
代
の
帝
政
日
本
の

統
治
シ
ス
テ
ム
の
再
編
は
、「
政
治
に
参
加
す
る
権
利
と
義
務
を
持
つ
」
人
民
か
ら
「
死
へ
と
向
か
う
共
同
体
に
属
す
」
人
民
へ
の
変
容
を
伴
う
も
の
だ
っ
た

の
で
す
（
山
之
内 2015, 14–15

）。こ
れ
が
一
九
三
〇
年
代
帝
政
日
本
の
国
家
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
状
況
で
し
た
。

多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、一
九
三
〇
年
代
に
成
立
し
た
総
動
員
体
制
は
、
民
主
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
対
立
に
は
還
元
し
え
な
い
歴
史
的

自
覚
を
求
め
る
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、日
本
、ド
イ
ツ
、イ
タ
リ
ア
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
全
体
主
義
体
制
は
、アメ
リ
カ
の
ニュ
ー
ディ
ー
ル
や
イ
ギ
リ
ス
の
戦

時
体
制
と
同
様
に
、一
九
四
五
年
以
降
の
資
本
主
義
体
制
の
再
編
の
基
本
的
枠
組
み
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
（A

gam
ben 2009 [2003]; K

oshm
an et al. 2010

）。

アメ
リ
カ
と
ソ
連
と
の
競
争
の
只
中
で
、
植
民
地
支
配
か
ら
一
九
五
〇
年
代
や
六
〇
年
代
に
解
放
さ
れ
た
国
々
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
本
主
義
か

共
産
主
義
に
関
わ
ら
ず
、い
わ
ゆ
る
開
発
独
裁
は
「
第
三
世
界
」
の
主
導
的
統
治
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
な
り
ま
し
た
。
西
洋
に
自
ら
を
組
み
入
れ
た
多
く
の
国

は
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
自
由
民
主
主
義
を
人
民
の
名
の
下
に
無
効
化
す
る
こ
と
で
自
ら
の
統
治
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
。こ
れ
は
、
韓
泰
淵
が
一
九
五
〇
年

代
か
ら
七
〇
年
代
の
韓
国
に
お
い
て
見
た
も
の
で
す
。
彼
は
総
動
員
体
制
と
い
う
基
本
的
な
枠
組
み
に
基
づ
く
支
配
体
制
を
自
由
民
主
主
義
の
観
点
か
ら

批
判
的
に
検
討
し
、
そ
し
て
憲
法
学
者
と
し
て
、
彼
は
人
民
主
権
を
そ
の
体
制
の
正
統
性
の
た
め
の
基
礎
と
し
て
維
持
し
よ
う
と
徹
底
し
て
努
め
ま
し

た
。し
か
し
、
彼
は
結
局
は
自
由
民
主
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
も
非
常
事
態
の
方
を
選
ん
だ
の
で
し
た
。
重
要
な
の
は
こ
の
「
決
断
」
は
決
し
て
転
向

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
憲
法
理
論
の
論
理
を
動
員
す
る
こ
と
で
、
彼
は
自
ら
の
知
的
探
求
に
そ
の
よ
う
な
転
換
を
許
し
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は
5
・
16
ク
ー
デ
タ
と
維
新
憲
法
を
非
常
事
態
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
正
当
化
し
た
の
で
す
（H

an Taeyeon 2002, 28–29

）。

韓
泰
淵
の
こ
の
よ
う
な
知
的
探
求
は
ど
の
よ
う
に
現
代
民
主
主
義
を
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
大
き
な
含
意
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。「
現
代
民

主
主
義
は
栄
光
に
完
全
に
依
拠
し
た
民
主
主
義
」
で
あ
り
、「
メ
ディ
ア
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
想
像
を
超
え
て
増
幅
さ
れ
拡
散
さ
れ
る
喝
采
の
力
に
依
拠
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し
た
民
主
主
義
で
あ
る
」（A

gam
ben 2011, 256

）。つ
ま
り
、
民
主
主
義
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズム
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、ポ
ピ
ュ
リ
ズム
は

も
は
や
民
主
主
義
の
病
理
で
も
極
端
で
も
、
あ
る
い
は
影
で
も
な
く
、「
規
則
」
な
の
で
す
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、一
九
三
〇
年
代
に
成
立
し
た
総
動
員
体
制

の
制
度
化
の
只
中
で
生
じ
た
、
現
代
民
主
主
義
の
強
力
な
文
法
で
す
。さ
ら
に
、
近
代
科
学
技
術
の
発
展
が
こ
こ
で
核
心
を
な
し
て
い
ま
す
。
朴
正
煕
体

制
の
下
で
、
農
村
地
帯
の
み
な
ら
ず
産
業
レ
ベル
で
の
画
一
的
な
動
員
は
、
科
学
技
術
の
日
常
的
な
支
配
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
韓
泰
淵
の
知
的

探
求
は
憲
法
理
論
の
限
界
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
「
憲
法
外
」
の
状
況
の
鋭
い
把
握
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
彼
は
「
指
導
者
の
法
的
人
格
」に
関
す
る
人
民
の
喝
采
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
日
々
発
展
す
る
メ
ディ
ア
技
術
が
人
民
を

実
体
化
す
る
ス
ペ
ク
タ
クル
だ
っ
た
か
ら
で
す
。こ
の
よ
う
に
、
現
代
民
主
主
義
は
一
九
三
〇
年
代
以
来
の
国
家
主
導
の
科
学
技
術
の
発
展
か
ら
切
り
離
せ

な
い
も
の
で
あ
り
、
人
民
の
喝
采
は
技
術
的
な
発
展
か
ら
、
と
り
わ
け
メ
ディ
ア
と
遠
隔
通
信
技
術
の
発
展
か
ら
表
明
さ
れ
る
の
で
す
。
ま
さ
に
こ
の
た
め

に
、
民
主
主
義
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
研
究
が
主
権
論
と
技
術
論
の
周
辺
で
再
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し

て
記
録
し
て
、こ
こ
で
こ
の
講
演
を
終
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。
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1　
反
復
と
転
位

『
ル
イ
・
ボ
ナパル
ト
の
ブ
リ
ュメ
ー
ル
18
日
』
で
カ
ー
ル
・マル
ク
ス
は
、「
歴
史
と
反
復
」
と
い
う
枠
組
み
で
政
治
的
行
動
と
歴
史
的
前
提
の
関
係
を
考
察

し
、「
反
復
」
と
い
う
レン
ズ
を
介
し
て
古
い
形
態
の
中
に
新
し
い
内
容
を
見
出
し
た
（M

arx, 1926 [1852]

）。マル
ク
ス
が
一
八
・
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロッパ
の
革

命
や
反
革
命
の
た
め
に
描
い
た
展
望
と
は
異
な
り
、二
〇
世
紀
の
（
反
）
革
命
は
、
空
間
革
命
〔spatial revolution

〕
と
い
う
も
の
の
中
で
生
起
し
た
。
言
い

換
え
る
と
、こ
の
世
紀
の
複
数
の
時
間
性
が
共
時
態
化
す
る
と
い
う
時
間
的
諸
関
係
の
中
で
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
革
命
の
、
反
復

と
転
位
〔displacem

ent

〕
の
政
治
は
概
し
て
、
水
平
な
時
間
的
諸
関
係
と
い
う
テ
ー
マ
や
主
題
を
生
み
出
し
た
。一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロッパ
の
変
容
と
同
じ
よ

う
に
、
旧
き
も
の
と
新
し
き
も
の
、
あ
る
い
は
古
代
と
現
代
と
い
う
問
題
は
、二
〇
世
紀
の
政
治
空
間
に
つ
ね
に
漂
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、こ
う
し
た
新

旧
の
間
の
諸
矛
盾
は
、
複
数
の
時
間
性
の
間
で
噴
出
し
た
対
立
の
内
に
位
置
し
て
い
た
。し
た
が
っ
て
、こ
れ
ら
を
水
平
な
時
間
的
諸
関
係
か
ら
分
離
す

る
の
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
水
平
な
諸
関
係
が
空
間
的
で
あ
る
の
に
く
わ
え
時
間
的
な
も
の
で
も
あ
る
以
上
、こ
う
し
た
水
平
な
諸
関
係
は
異

な
る
時
間
性
の
軸
を
接
続
す
る
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
を
構
成
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
歴
史
の
叙
述
は
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
移
動
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
あ
そ
こ
か

ら
こ
こ
へ
」、「
こ
こ
か
ら
あ
そ
こ
へ
」
と
い
う
移
動
、
あ
る
い
は
様
々
な
空
間
の
間
で
の
移
動
で
も
あ
る
。「
起
源
」
と
の
関
係
は
、
交
換
や
流
通
の
そ
れ
で

さ
え
、
概
ね
水
平
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、二
〇
世
紀
の
政
治
が
古
代
／
現
代
や
東
洋
／
西
洋
の
相
反
あ
る
い
は
一
致
と
いっ
た
条
件
に
訴
え
る
こ

と
が
多
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
座
標
は
実
際
に
は
複
数
の
時
間
性
の
諸
関
係
を
極
端
に
単
純
化
し
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
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新
た
に
共
有
さ
れ
た
時
間
性
の
中
で
具
現
化
し
た
の
だ
っ
た
。

帝
国
主
義
と
い
う
概
念
は
経
済
的
分
析
を
中
心
に
す
え
る
が
、一
九
世
紀
の
政
治
経
済
学
に
お
け
る
生
産
・
流
通
過
程
の
分
析
と
は
異
な
り
、こ
の
概

念
は
当
初
か
ら
必
然
的
に
、グ
ロ
ー
バル
な
諸
関
係
や
帝
国
的
な
競
争
に
も
焦
点
を
当
て
て
い
た
。で
は
、
そ
の
よ
う
な
言
説
に
お
い
て
政
治
は
ど
の
よ
う

に
展
開
さ
れ
た
の
か
？　
二
〇
世
紀
固
有
の
ま
っ
た
く
新
し
い
概
念
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
抜
き
に
し
て
、二
〇
世
紀
の
政
治
と
そ
の
歴
史
的
含
意
を
提
示
す
る

こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。し
か
し
同
時
に
、
既
に
翻
訳
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
他
の
言
語
へ
の
翻
訳
か
ら
再
翻
訳
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
概
念
を
用
い
、
私

た
ち
の
歴
史
観
の
構
造
や
基
本
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
提
示
す
る
な
ら
ば
、
言
説
体
系
と
実
際
の
社
会
状
況
の
間
に
、
き
わ
め
て
明
確
な
断
絶
が
浮
か
び

上
が
っ
て
こ
よ
う
。 

こ
の
時
代
に
は
、
個
人
、
市
民
、
国
家
、
国ネ
ー
シ
ョ
ン民、
階
級
、
人
民
、
政
党
、
主
権
、
文
化
、
社
会
な
ど
と
いっ
た
観
念
が
新
た
な
政
治
の
た
め
の
中
核
的
な

概
念
と
な
っ
た
。
生
産
、
生
産
手
段
、
社
会
形
成
、
そ
し
て
そ
の
他
の
関
連
概
念
は
、
中
国
や
そ
れ
以
外
の
社
会
を
記
述
す
る
た
め
の
基
本
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
な
っ
た
。「
最
弱
の
環
」、
敵
対
関
係
、「
国
境
地
域
」、「
中
間
地
帯
」、「
三
つ
の
世
界
」、
統
一
戦
線
な
ど
の
命
題
は
ど
れ
も
、
帝
国
主
義
と
い
う
条
件

下
に
お
け
る
国
際
的
な
状
況
と
国
内
の
状
況
の
両
方
に
対
す
る
評
定
と
戦
略
的
・
戦
術
的
思
考
か
ら
生
ま
れ
た
。

上
記
し
た
主
要
概
念
、カ
テ
ゴ
リ
ー
、
命
題
の
用
語
の
う
ち
、「
国
境
地
域
」
や
「
中
間
地
帯
」
と
いっ
た
、
具
体
的
な
闘
い
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
ご
く

少
数
の
も
の
を
除
く
と
、
事
実
上
い
ず
れ
も
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロッ
パ
の
観
念
・
命
題
の
翻
訳
や
流
用
に
由
来
し
て
い
る
。二
〇
世
紀
の
革
命
家
や
改
革
者
が

こ
う
し
た
概
念
、カ
テ
ゴ
リ
ー
、
命
題
を
具
体
的
な
政
治
的
実
践
の
た
め
に
手
軽
に
使
用
し
た
と
こ
ろ
で
は
つ
ね
に
、こ
れ
ら
が
最
近
の
世
代
の
歴
史
家
た

ち
の
間
で
果
て
し
な
い
混
乱
の
種
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
少
な
か
ら
ぬ
学
者
が
近
代
中
国
に
お
け
る
「
封
建
的
」
と
い
う
言
葉
の
「
誤
用
」に
つ
い
て
揶

揄
し
て
い
る
。
彼
ら
は
こ
の
言
葉
の
起
源
が
ヨ
ー
ロッ
パ
に
由
来
す
る
こ
と
を
正
確
に
説
明
し
つ
つ
、
中
国
に
よ
る
そ
の
概
念
の
使
用
は
「
本
来
の
意
味
」
を

誤
認
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
結
果
と
し
て
中
国
の
現
代
政
治
を
さ
迷
わ
せ
て
い
る
、
と
説
く
の
に
躍
起
だ
。
封
建
的
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
一
貫
し
て
誤
用

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
の
過
去
と
そ
の
後
の
社
会
形
成
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
何
を
根
拠
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

さ
ら
に
は
、一
九
世
紀
ヨ
ー
ロッ
パ
の
資
本
主
義
と
植
民
地
主
義
が
確
立
さ
れ
て
い
く
間
、
社
会
主
義
者
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
の
概
念
を
発
明
し
、
将
来

の
革
命
的
主
体
の
正
確
な
表
象
と
見
な
し
た
。二
〇
世
紀
の
中
国
で
は
、
革
命
的
主
体
を
担
う
プ
ロレ
タ
リ
ア
を
模
索
す
る
作
業
は
、
持
続
的
な
政
治
的

過
程
で
あ
っ
た
。し
か
し
な
が
ら
、こ
の
か
ろ
う
じ
て
産
業
化
し
た
社
会
で
は
、
労
働
者
の
数
・
範
囲
・
組
織
レ
ベル
は
ど
れ
も
非
常
に
脆
弱
で
、
中
国
の

資
本
家
が
一
つ
の
階
級
を
構
成
し
う
る
か
ど
う
か
す
ら
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
中
国
の
革
命
が
そ
れ
自
体
誤
解
の
産

物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

ディ
ペッ
シュ
・
チ
ャ
ク
ラ
バ
ー
ティ
は
、イ
ン
ド
を
は
じ
め
と
す
る
非
西
洋
の
地
域
に
お
い
て
、
革
命
的
主
体
を
探
求
す
る
取
り
組
み
が
、
農
民
、
大
衆
、サ

バル
タ
ン
な
ど
、
西
洋
の
産
業
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
い
う
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
代
わ
る
一
連
の
代
替
物
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
（C

hakrabarty, 2011: 167, 171–72, 174

）。し
か
し
、
反
復
と
転
位
の
現
象
は
、プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
だ
け
で
起
こ
る
の
で
は
な
く
、

こ
こ
に
示
し
た
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
も
生
起
し
う
る
の
で
あ
る
。
革
命
と
反
革
命
も
こ
の
転
位
の
論
理
を
体
現
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
、一
九
世
紀
の
論
理
を
単
に
参
照
す
る
だ
け
で
説
明
し
う
る
も
の
で
は
な
い
し
、
純
粋
に
語
源
に
従
っ
て
説
明
し
う
る
も
の
で
も
な
い
。 

二
〇
世
紀
中
国
に
お
け
る
数
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
主
題
は
ど
れ
も
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロッパ
か
ら
の
反
復
で
あ
っ
た
が
、
反
復
の
一
つ
一
つ
は
転
位
を
伴
う
も
の

で
あ
り
、
そ
う
し
た
転
位
は
、
異
な
る
文
脈
の
産
物
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
化
す
る
形
態
と
し
て
機
能
し
た
。
そ
の
た
め
、こ
れ
ら
の
概
念
は
、
歴
史

の
ナ
ラ
ティ
ヴ
を
再
構
築
し
つ
つ
、
従
来
の
ナ
ラ
ティ
ヴ
の
覇
権
を
打
ち
破
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
政
治
の
発
展
に
向
け
た
道
筋
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、こ
の
時
代
の
言
説
実
践
に
は
概
念
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
錯
誤
が
な
かっ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

こ
う
し
た
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
政
治
的
に
展
開
さ
れ
た
過
程
を
分
析
し
な
い
こ
と
に
は
、
そ
れ
ら
の
真
の
含
意
も
力
も
限
界
も
な
ん
ら
理
解
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
結
果
、
私
た
ち
は
二
〇
世
紀
の
中
国
の
特
質
を
理
解
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
こ
と
も
か
な
わ
な
い
だ
ろ
う
。

二
〇
世
紀
に
お
い
て
豊
富
に
あ
っ
た
水
平
な
諸
関
係
は
、
空
間
革
命
の
産
物
で
あ
っ
た
。
既
に
説
明
し
た
通
り
、二
〇
世
紀
の
到
来
は
、
複
数
の
時
間
性

の
著
し
い
変
容
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
時
間
性
を
、
共
有
さ
れ
た
一
つ
の
時
間
性
の
な
か
で
の
不
均
一
な
モ
ー
メ
ン
ト
群
へ
と
転
換
し
、
歴
史
を

水
平
的
な
軸
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
絶
対
的
要
請
を
も
た
ら
し
た
。
異
な
る
歴
史
的
時
間
性
に
お
け
る
諸
概
念
の
使
用
と
同
様
に
、
諸
概
念
の
水
平
方

向
で
の
移
動
は
、
ま
さ
に
二
〇
世
紀
の
最
も
顕
著
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
実
際
、こ
の
共
時
態
化
と
い
う
変
容
は
、「
空
間
革
命
」
を
条
件
と
し
て
い
る
。
空

間
革
命
と
い
う
前
提
の
下
、
時
間
性
に
根
差
し
た
諸
関
係
は
ま
す
ま
す
水
平
化
さ
れ
て
いっ
た
。モ
ダニ
ティ
の
著
し
い
変
容
と
そ
れ
を
記
述
す
る
さ
い
の

言
説
群
は
、
通
時
的
な
関
係
づ
け
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
導
き
の
糸
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
説
明
は
複
数
の
時
間
性

か
ら
導
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
こ
う
し
た
現
象
を
概
念
の
水
平
移
動
と
し
て
記
述
す
る
の
は
、か
か
る
定
式
化
が
、
共
時
態
的
な
枠
組
み
の

中
で
、
異
な
る
時
間
軸
に
あ
る
歴
史
的
内
容
が
単
一
の
言
説
で
表
現
で
き
る
よ
う
な
内
容
へ
と
い
か
に
変
容
し
た
の
か
を
、
明
確
化
で
き
る
と
い
う
効
用

を
持
つ
か
ら
だ
。
言
い
換
え
る
と
、「
転
位
」（
ま
た
は
新
し
い
政
治
を
生
み
出
す
プ
ロ
セ
ス
）
と
し
て
上
述
し
た
も
の
は
、
空
間
革
命
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ

た
水
平
な
時
間
的
諸
関
係
の
中
で
の
み
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
異
質
な
概
念
が
、
そ
れ
ら
を
そ
も
そ
も
生
み
出
し
た
歴
史
的
条
件
と
は
ま
っ
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た
く
隔
た
っ
た
歴
史
的
条
件
の
下
で
使
用
さ
れ
る
と
き
は
いつ
で
も
、
新
た
な
意
識
、
価
値
、
運
動
が
産
み
落
と
さ
れ
る
。2　

政
治
的
中
央
集
権
化
と
主
権

生
産
様
式
を
吟
味
し
つ
つ
マル
ク
ス
は
、こ
の
空
間
革
命
を
予
測
し
、「
ブ
ル
ジョ
ア
は
、
世
界
市
場
の
搾
取
を
通
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
生
産
と
消
費
に
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
性
格
を
付
与
し
た
」
と
述
べ
た
（M

arx and Engels, 1992 [1848]: 6

）。
以
下
で
私
は
、
国
家
の
形
態
と
主
権
の
意
味
合
い
の
双
方
に
お
け
る

変
容
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
複
数
の
時
間
性
の
間
の
諸
関
係
の
な
か
で
勃
発
し
た
空
間
革
命
の
意
義
を
分
析
し
て
い
く
。マル
ク
ス
の
見
地
に
立
て
ば
、
空

間
革
命
は
、
資
本
主
義
的
な
生
産
が
依
存
す
る
「
社
会
の
諸
関
係
全
体
の
絶
え
間
な
い
革
命
化
」に
淵
源
す
る
。
そ
れ
は
、「
生
産
の
絶
え
間
な
い
革
命

化
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
条
件
の
止
む
こ
と
の
な
い
攪
乱
、
果
て
し
の
な
い
不
安
定
と
動
揺
」
で
あ
り
、「
産
業
の
足
下
か
ら
国
家
的
地
盤
を
引
き
抜
き
」、

都
市
と
地
方
の
新
た
な
関
係
、
そ
し
て
国
家
と
地
域
の
新
た
な
関
係
性
を
築
い
て
い
る
。「
生
産
手
段
を
中
央
集
権
化
し
た
」
こ
の
過
程
か
ら
、「
政
治
的

中
央
集
権
化
」
の
過
程
が
擡
頭
し
た
。「
別
々
の
利
益
、
法
律
、
政
府
、
税
制
度
を
持
つ
、
独
立
し
て
い
な
が
ら
も
緩
く
繋
が
り
あ
っ
て
い
る
各
地
方
が
、
単

一
の
政
府
、
単
一
の
法
典
、
単
一
の
国
民
的
階
級
利
益
、
単
一
の
境
界
、
単
一
の
税
関
・
関
税
を
持
つ
一
つ
の
国
家
と
し
て
一
緒
く
た
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
」（M

arx and Engels, 1992 [1848]: 6

）。マル
ク
ス
は
、
歴
史
的
な
諸
条
件
の
違
い
に
対
応
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
政
治
形
態
や
社
会
的
な

取
り
決
め
に
お
け
る
多
様
な
妥
協
を
分
析
し
て
い
な
い
が
、
最
も
柔
軟
な
社
会
制
度
と
上
述
の
過
程
と
の
間
に
さ
え
、
廃
棄
し
が
た
い
諸
関
係
が
存
続
し

た
。
中
国
に
関
し
て
は
、「
政
治
的
中
央
集
権
化
」
は
長
い
歴
史
的
伝
統
の
延
長
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
生
産
と
交
換
の
諸
関
係
が
要
請
し
た
新
た

な
形
態
で
あ
っ
た
の
か
？　
こ
の
問
い
に
対
す
る
唯
一
の
正
し
い
回
答
は
、
複
数
の
時
間
性
が
な
す
水
平
な
諸
関
係
の
中
に
据
え
る
こ
と
で
こ
の
現
象
を
検

討
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。 

空
間
革
命
と
「
政
治
的
中
央
集
権
化
」（
統
一
さ
れ
た
国
家
）を
資
本
主
義
的
再
生
産
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
マル
ク
ス
と
は
異
な
り
、カ
ー
ル
・
シュ
ミ
ッ

ト
は
ヨ
ー
ロッパ
史
の
大
枠
の
中
で
取
り
組
み
、空
間
革
命
の
起
源
を
一
六
世
紀
の
大
航
海
時
代
に
お
け
る
新
た
な
領
土
の
植
民
地
化
・
開
発
に
関
す
る
争

い
ま
で
辿
っ
て
い
る
。海
洋
覇
権
と
領
土
占
有
（Landnahm

e

）は
、政
治
的
形
態
と
並
ん
で
、こ
う
し
た
競
争
に
お
い
て
重
要
な
内
容
で
あ
っ
た
。し
か
し
な

が
ら
、根
本
的
な
秩
序
の
形
成
に
関
し
て
い
え
ば
、こ
れ
ら
は
覇
権
国
家
間
で
の
争
い
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、互
い
に
大
き
く
異
な
る
宗
教
的
お
よ
び
文
化

的
背
景
を
持
つ
二
種
類
の
秩
序
の
間
に
お
け
る
抗
争
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。言
い
換
え
る
と
、こ
の
競
争
は
、た
だ
の
利
害
に
関
す
る
紛
争
よ
り
も
格
段
に

大
き
かっ
た
た
め
、歴
史
的
転
換
点
と
い
う
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
、新
た
な
領
土
の
発
見
と
、植
民
地
の
確
立
に
適
し
た
秩
序
の
種
類
と

を
め
ぐ
る
二
大
陣
営
（
す
な
わ
ち
カ
ト
リッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）の
間
の
抗
争
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。こ
の
抗
争
の
焦
点
が
領
土
の
占
有
と
そ
の
政
治
形

態
に
あ
る
と
い
う
前
提
条
件
を
踏
ま
え
る
と
、こ
れ
は
自
国
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
で
行
わ
れ
る
戦
闘
の
一
種
で
あ
り
、海
を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

前
進
し
う
る
闘
い
で
あ
っ
た
。そ
の
結
果
、後
の
世
代
は
、先
人
た
ち
に
よ
る
「
世
界
的
覇
権
と
海
洋
の
占
有
に
対
し
て
、初
め
て
効
果
的
な
攻
撃
を
仕
掛

け
」、宗
派
間
の
内
戦
を
新
し
い「
あ
る
種
の
最
高
政
治
権
力
」
と
い
う
信
念
へ
と
変
容
さ
せ
た
の
で
あ
る
（Schm

itt, 2006b [1942]: 68

）。 

シュ
ミ
ッ
ト
の
見
地
か
ら
す
る
と
、し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
で
の
抗
争
は
、ホ
ブ
ソ
ン
や
レ
ー
ニ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
新
し
い
帝
国
主
義
と
古
い

帝
国
主
義
の
区
別
で
は
な
く
、カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ティ
ズ
ム
の
区
別
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
、
新
た
な
種
類
の
政
治
的
主
体
が
登
場
す
る
た

め
の
道
筋
を
切
り
開
い
た
わ
け
で
あ
る
。こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
神
学
的
・
宗
教
的
な
対
立
を
中
和
さ
せ
、
生
活
を
世
俗
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
教
会
ま
で

も
国
家
の
機
関
へ
と
変
え
た
」
抗
争
で
あ
っ
た
（Schm

itt, 2006b [1942]: 68

）。こ
う
し
た
条
件
下
で
、「
国
家
」
と
「
主
権
」
の
概
念
が
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て

法
形
式
上
の
権
威
を
獲
得
し
た
。
そ
の
結
果
、
行
政
の
特
殊
形
態
と
し
て
の
「
主
権
国
家
」
が
ヨ
ー
ロッ
パ
人
の
意
識
の
中
へ
入
り
込
み
始
め
た
。
そ
の
後

数
世
紀
に
わ
た
る
人
々
の
想
像
力
に
お
い
て
、
国
家
が
、
政
治
を
め
ぐ
る
唯
一
の
標
準
的
な
表
現
単
位
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、ヨ
ー
ロッ
パ
人

に
と
っ
て
こ
の
こ
と
が
、
諸ネ

ー
シ
ョ
ン
ズ

国
民
の
時
代
の
始
ま
り
を
劃
し
、
そ
の
後
四
百
年
と
い
う
歴
史
に
ま
た
が
っ
て
、
近
代
世
界
の
全
体
像
と
方
向
性
を
定
め
た
。

一
六
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
及
ぶ
こ
の
時
代
で
は
、
国
家
が
政
治
的
秩
序
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
概
念
を
支
配
し
た
（Schm

itt, 2006b [1942]: 68

）。

し
か
し
、
ま
と
ま
っ
た
政
治
組
織
と
し
て
の
国
家
の
形
成
が
一
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロッ
パ
で
は
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
一
方
で
、
中
国
独
自
の
国
家
の
時

代
は
二
千
年
も
前
、
秦
朝
の
頃
（
前
二
二
一
―
前
二
〇
六
）に
は
現
れ
て
い
た
。一
九
世
紀
後
半
の
清
の
宮
廷
も
、
長
期
に
わ
た
る
内
部
の
宗
派
間
戦
争
の
過

程
に
由
来
す
る
主
権
国
家
と
い
う
観
念
に
は
、い
ま
だ
馴
染
み
が
な
か
っ
た
。
中
国
の
儒
教
思
想
家
は
、
同
時
代
の
世
界
状
勢
を
理
解
し
、
そ
れ
を
秦
と

漢
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
王
朝
統
一
の
原
理
体
系
と
区
別
す
る
手
だ
て
と
し
て
、
周
王
朝
（
前
一
一
〇
〇
頃
―
前
二
二
一
）の
競
争
的
な
政
治
モ
デ
ル
に
あ
か
ら

さ
ま
に
訴
え
た
「
列
国
之
勢
」（
多
国
の
権
威
（
状
況
））
と
い
う
定
式
を
用
い
て
、
世
界
秩
序
を
表
現
し
た
。
生
産
形
態
と
い
う
観
点
か
ら
は
、ヨ
ー
ロッ

パ
が
ア
ジ
ア
諸
地
域
を
武
力
支
配
し
て
い
た
時
代
、こ
れ
ら
の
領
土
に
は
様
々
な
国
家
形
態
が
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
中
国
、オ
スマン
ト
ルコ
帝
国
、サ

フ
ァ
ヴィ
ー
朝
、ム
ガ
ー
ル
帝
国
な
ど
は
、
ど
れ
も
主
に
農
業
を
基
盤
と
し
た
帝
国
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、キ
ル
ワ
、ホ
ルム
ズ
、カ
リ
カ
ッ
ト
、マ
ラッ
カ
な
ど
は

商
業
に
基
づ
い
た
比
較
的
小
規
模
な
沿
岸
国
家
で
あ
っ
た
（Subrahm

anyam
, 2012: 12–14

）。
中
国
の
場
合
、
清
朝
の
合
理
的
な
官
僚
制
度
で
あ
る
「
郡
県
」

の
形
成
と
、
国
家
形
成
と
し
て
の
そ
の
進
展
は
、
中
国
史
の
主
要
な
一
章
を
な
す
。
文
化
の
領
域
で
は
こ
の
制
度
が
儒
教
と
法
家
を
統
合
さ
せ
た
。
そ
し
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て
、
政
治
的
権
威
は
著
し
く
集
中
し
、
政
治
形
態
は
高
度
に
官
僚
化
さ
れ
、
従
来
の
封
建
的
区
分
の
郡
県
制
へ
の
統
合
は
地
域
コ
ミ
ュニ
ティ
と
の
関
係
に

影
響
を
及
ぼ
し
、
内
外
の
諸
関
係
と
い
う
点
で
は
王
朝
制
度
の
巨
大
な
富
が
大
規
模
な
統
一
国
家
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
提
供
し
た
。
国
内
外
の
変
化

や
危
機
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
近
代
中
国
の
革
命
と
変
容
は
、
あ
ら
ゆ
る
外
国
の
勢
力
、
形
態
、
価
値
体
系
に
助
け
を
求
め
る
ほ
か
な
かっ
た
。し
か
し
、

歴
史
家
の
フィ
リ
ッ
プ
・
ク
ー
ン
は
、「
近
代
国
家
と
し
て
の
中
国
の
特
徴
は
そ
の
内
的
な
歴
史
の
流
れ
に
よ
っ
て
決
定
的
に
形
作
ら
れ
た
。一
九
世
紀
の
政

治
活
動
家
は
、一
八
世
紀
以
前
か
ら
引
き
継
が
れ
た
諸
条
件
と
い
う
コン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
参
加
、
競
争
、
支
配
と
いっ
た
問
い
に
既
に
取
り
組
ん
で
い
た
」

と
反
論
し
て
い
る
（K

uhn, 2002: 1

）。

3　
中
国
の
国
家
組
織
の
変
容

一
連
の
歴
史
的
連
続
性
の
中
で
、
中
国
の
中
央
集
権
化
し
た
近
代
的
行
政
シ
ス
テ
ム
の
誕
生
が
議
論
さ
れ
る
際
、
そ
の
空
間
革
命
は
ど
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？　
こ
の
革
命
は
、フ
ラ
ン
ス
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、シ
チ
リ
ア
に
お
け
る
近
代
国
家
の
到
来
を
告
げ
る
中
央
集
権
化
し
た
権
力
体
制
と
同

様
に
、
別
言
す
れ
ば
資
本
主
義
的
生
産
の
集
中
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
政
治
的
中
央
集
権
化
」
と
し
て
マル
ク
ス
が
歓
迎
し
た
も
の
と
同
様
に
、
海
洋

時
代
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
た
。ア
ヘン
戦
争
を
始
め
に
、ヨ
ー
ロッ
パ
の
諸
帝
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
概
念
を
中
国
や
そ
の
近
隣
地
域
に
押
し
つ
け
、
そ

の
す
べ
て
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
。さ
ら
に
ヨ
ー
ロッパ
諸
帝
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
政
治
的
実
体
を
管
轄
し
、
そ
れ
に
名
称
を
授
け
る
手
段
と
し
て
、
国

際
法
の
論
理
を
駆
使
し
た
。「
こ
れ
ら
の
条
件
下
で
は
、
そ
れ
ま
で
は
純
粋
で
、
時
代
に
縛
ら
れ
、
歴
史
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
た
具
体
的
か
つ
歴
史
的

な
組
織
単
位
は
、
歴
史
上
の
位
置
と
実
質
的
な
特
徴
を
失
っ
た
。
途
方
に
く
れ
る
ほ
ど
の
抽
象
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、こ
の
国
家
形
態
は
、
根
本
的
に
異

な
る
時
代
・
人
々
に
属
す
る
多
様
な
文
脈
へ
と
移
植
さ
れ
、
ま
る
で
異
な
る
成
果
や
組
織
の
真
っ
只
中
へ
と
投
げ
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
」（Schm

itt, 2006b 

[1942]: 69

）。
今
日
で
は
国
民
主
権
の
現
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
互
い
に
異
な
り
つ
つ
も
形
態
と
機
能
の
両
面
で
類
似
性
を
帯
び
た
こ
れ
ら
の
歴

史
的
パ
タ
ー
ン
を
、
新
た
な
共
時
的
な
時
間
性
の
内
か
ら
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
？ 

第
一
に
、こ
う
し
た
特
殊
な
国
家
体
制
は
帝
国
主
義
的
拡
張
の
結
果
と
し
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
が
支
配
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
を

単
に
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、こ
の
体
制
に
よ
る
様
々
な
過
渡
的
な
形
態
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
国
、ト
ルコ
、
そ
の
他
の
半
植

民
地
は
そ
の
一
類
型
で
あ
る
一
方
、ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
は
別
の
類
型
、「
政
治
的
独
立
に
伴
わ
れ
た
財
務
的
・
外
交
的
依
存
と
い
う
一
形
態
」

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
類
型
で
あ
っ
た
（Lenin, 1965 [1917]: 101

）。
第
二
に
、一
連
の
「
文
化
革
命
」
を
経
た
後
に
は
、
歴
史
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
様
々

な
コ
ミ
ュニ
ティ
を
古
代
国
家
、
中
世
国
家
、
近
代
国
家
の
よ
う
に
呼
称
す
る
た
め
の
あ
る
種
の
普
遍
的
方
法
が
用
ら
れ
始
め
た
一
方
で
、
西
洋
史
に
含
ま

れ
な
い
中
国
な
ど
の
政
体
に
は
「
帝
国
」、「
王
朝
」、「
部
族
」、「
部
族
国
家
」
と
いっ
た
蔑
称
が
与
え
ら
れ
た
。「
主
権
国
家
」
は
、
歴
史
の
流
れ
か
ら
差

異
を
省
く
こ
と
で
、
あ
る
い
は
歴
史
的
時
間
の
多
様
な
形
態
を
抑
圧
す
る
こ
と
で
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
七
世
紀
以
降
、
清
朝
は
、シュ
ミ
ッ
ト
が
「
二
種
類
の
狩
人
」
と
呼
ん
だ
、
広
大
な
空
間
の
拡
張
に
加
わ
っ
た
者
た
ち
（
す
な
わ
ち
毛
皮
を
追
い
求
め
る

ロ
シ
ア
人
と
北
西
ヨ
ー
ロッ
パ
か
ら
の
海
賊
た
ち
）
と
接
触
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（Schm

itt, 2015 [1942]: 30

）。一
六
三
六
年
に
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
設
置
し
た
蒙
古

衙
門
が
、一
時
的
に
モ
ン
ゴ
ル
の
行
政
を
管
轄
し
た
。三
年
後
に
は
理
藩
院
と
改
称
さ
れ
、モ
ン
ゴ
ル
、ア
ル
ト
ゥ
シ
ャ
フ
ル〔
タ
リ
ム
盆
地
〕、チ
ベッ
ト
、
南
西
部

の
土
司
を
統
制
し
、さ
ら
に
ロ
シ
ア
関
係
の
機
関
も
管
理
す
る
官
署
と
な
っ
た
。一
六
八
九
年
に
清
と
ロ
シ
ア
の
両
政
府
間
で
締
結
さ
れ
た
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条

約
は
、
科
学
的
な
国
境
画
定
、
国
境
地
域
で
の
行
政
管
轄
の
認
定
、
双
方
か
ら
の
越
境
者
の
管
理
、
外
国
人
居
住
者
用
の
宿
泊
設
備
、
商
業
活
動
の
た

め
の
文
票
（
パス
ポ
ー
ト
の
一
種
）
と
入
国
許
可
の
ほ
か
、
条
約
の
構
成
と
各
言
語
へ
の
翻
訳
も
含
め
て
、
そ
の
内
容
全
体
を
通
じ
て
主
権
国
家
間
の
合
意

点
を
明
快
に
示
し
て
い
る
。
康
熙
帝
は
、イ
エ
ズ
ス
会
の
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
ジ
ャン
゠フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジェル
ビ
ヨ
ン（
一
六
五
四
―
一
七
〇
七
）
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣

教
師
ト
マ
ス
・ペレ
イ
ラ
（
一
六
四
五
―
一
七
〇
八
）の
二
名
を
選
び
、
交
渉
の
場
に
お
い
て
清
朝
を
代
表
す
る
よ
う
に
任
命
し
た
。
彼
ら
は
通
訳
と
し
て
働
い

た
だ
け
で
な
く
、ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
役
割
も
担
っ
た
（Zhang C

heng, 1973, Sebes and Pereira, 1973, T
hom

az de Bossière, 2009

を
参
照
）。二
人
は
フ
ー
ゴ
ー
・

グ
ロ
ティ
ウ
ス
の
理
論
や
ヨ
ー
ロッ
パ
の
国
際
法
に
精
通
し
て
い
た
。こ
の
よ
う
に
、こ
の
文
書
は
二
つ
の
主
権
国
家
間
で
交
わ
さ
れ
た
「
主
権
条
約
」
で
あ
っ

た
（Q

ing H
istory R

esearch Sm
all G

roup, 1977

）。 

一
八
世
紀
初
め
ま
で
に
は
、康
熙
帝
は
、チ
ベッ
ト
に
官
署
を
設
立
す
る
た
め
副
大
臣
の
赫
壽
を
派
遣
し
て
い
た
が
、当
時
は
ま
だ
アン
バン
と
い
う
、清
朝

が
任
命
し
チベッ
ト
に
駐
在
官
を
置
く
慣
行
は
導
入
さ
れ
て
い
な
かっ
た
。一
七
二
七
年
、モ
ンゴル
の
ジュン
ガ
ル
部
族
に
よ
る
チベッ
ト
侵
攻
を
清
が
鎮
圧
し
た

後
、雍
正
帝
が
アンバン
の
役
職
を
設
け
た
。清
の
皇
帝
に
よ
り
直
々
に
派
遣
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、アンバン
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
パン
チェン
・
ラ
マ
と
と
も
に
チ

ベッ
ト
を
管
轄
す
る
責
務
も
受
け
持
っ
た
。こ
の
制
度
は
一
九
一
二
年
、最
後
の
アン
バン
が
チ
ベッ
ト
を
離
れ
、幕
を
閉
じ
る
ま
で
続
け
ら
れ
た
。 

新
疆
と
ア
ル
ト
ゥ
シ
ャ
フ
ル
で
は
こ
う
し
た
制
度
は
、チ
ベッ
ト
に
お
け
る
そ
の
形
成
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
進
展
し
た
。
清
の
宮
廷
は
、
同
地
域
で
暮
ら

す
ウ
イ
グ
ル
、キ
ル
ギ
ス
、タ
ジ
ク
な
ど
の
諸
部
族
を
対
象
に
ベ
グ（
伯
克
）
制
度
を
導
入
し
た
。ベ
グ
と
は
か
つ
て
、
中
国
北
西
部
・
回
鶻
の
人
々
の
間
で
指

導
者
の
公
的
地
位
を
指
し
た
も
の
で
、
そ
の
記
録
は
唐
王
朝
や
宋
王
朝
ま
で
遡
っ
て
い
た
。一
七
五
九
年
、ア
ル
ト
ゥ
シ
ャ
フ
ル
・
ホ
ー
ジ
ャ
の
乱
を
鎮
圧
し
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た
後
、
清
の
宮
廷
は
清
の
官
僚
構
造
の
中
へ
統
合
す
る
こ
と
で
ベ
グ
制
度
を
改
革
し
た
。一
八
八
四
年
の
新
疆
省
設
置
に
と
も
な
い
、
清
の
宮
廷
は
ベ
グ
制

度
の
諸
地
位
を
撤
廃
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
清
国
の
他
地
域
と
変
わ
ら
ぬ
官
僚
制
度
を
導
入
し
た
。こ
の
よ
う
な
「
政
治
的
中
央
集
権
化
」
の
傾
向
は
、

清
国
が
内
部
に
抱
え
て
い
た
危
機
の
延
長
上
に
あ
っ
た
。
新
疆
地
域
の
変
容
と
比
較
し
て
、
南
西
部
に
お
け
る
土
司
族
長
制
度
の
改
革
と
再
編
は
、
雍
正

四
年
（
一
七
二
六
年
）に
は
既
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。こ
れ
ら
の
政
策
に
は
、
外
部
勢
力
に
よ
る
侵
略
は
ほ
と
ん
ど
関
係
し
て
い
な
か
っ
た
。

上
述
の
よ
う
な
国
家
形
成
に
お
け
る
変
容
は
、マル
ク
ス
が
描
い
た
一
九
世
紀
の
世
界
的
状
況
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
政
治
的
中
央
集

権
化
」
は
決
し
て
「
生
産
手
段
の
中
央
集
権
化
」に
よ
る
結
果
で
は
な
く
、
政
治
権
力
を
中
央
集
権
化
さ
せ
る
傾
向
は
、
内
地
の
人
々
と
朝
廷
の
間
に
あ

る
地
政
学
的
関
係
の
複
雑
な
絡
み
合
い
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。一
七
世
紀
以
降
の
清
の
時
代
に
な
さ
れ
た
領
土
研
究
、
古
典
テ
ク
ス
ト
の
釈
義
、

政
治
・
政
策
を
論
じ
た
書
物
か
ら
は
、
重
層
的
な
複
雑
性
を
か
か
え
る
広
大
な
国
土
、一
つ
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
多
様
な
文
化
を
含
む
領
土
の
た
め
の
、

中
国
の
宮
廷
に
よ
る
政
治
設
計
を
明
確
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
れ
は
、
遠
い
文
化
の
「
夷
」
と
内
な
る
文
化
の
「
夏
」
と
い
う
新
儒
教
的
な
線

引
き
や
、
郡
県
と
い
う
合
理
的
な
官
僚
制
度
の
内
的
・
外
的
な
境
界
設
定
の
よ
う
な
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
な
区
分
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ

し
て
も
ち
ろ
ん
、ヨ
ー
ロッパ
の
国
民
国
家
の
政
治
的
見
地
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
内
的
な
同
質
化
か
ら
も
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。こ
う
し
た
視
点

に
立
て
ば
、「
中
国
」
が
国
家
の
内
的
な
政
治
秩
序
と
外
部
世
界
と
の
間
に
合
意
を
生
み
出
し
え
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
、
儀
式
に
基
づ
い
た
一
連
の
広
範
な
関

係
性
を
礎
に
し
て
自
ら
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。こ
の
「
中
国
」
と
は
、
歴
史
上
の
段
階
的
な
変
化
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
絶
え

間
な
く
変
化
す
る
歴
史
が
そ
れ
固
有
に
具
現
化
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。し
た
がっ
て
、
私
た
ち
が
地
理
的
な
観
点
と
呼
ん
で
い
る
捉
え
方
は
、
決
し
て
単

に
地
理
的
な
諸
問
題
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
背
後
に
は
、
空
間
と
意
味
づ
け
の
双
方
に
お
い
て
「
中
国
」
を
い
か
に
定
義
す
る
の
か
、
と
い

う
問
題
が
あ
る
（W

ang H
ui, 2018

）。 

一
九
世
紀
初
頭
か
ら
は
、こ
の
権
力
の
内
的
な
中
央
集
権
化
に
向
け
た
傾
向
と
第
二
の
狩
人
た
る
「
北
西
ヨ
ー
ロッ
パ
か
ら
や
っ
て
き
た
海
賊
た
ち
」
の

到
来
と
の
間
に
、
密
接
な
関
係
が
見
ら
れ
た
。
清
朝
の
政
治
体
制
に
お
け
る
変
化
の
経
過
は
、こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
証
明
し
て
い
る
。
初
期
の
清
で
は

外
交
を
司
る
機
関
に
対
処
す
る
た
め
の
集
中
的
な
取
り
組
み
は
な
く
、
代
わ
り
に
そ
の
種
の
事
柄
に
関
す
る
責
任
は
礼
部
内
に
あ
る
四
つ
の
司
の
一
つ
で

あ
る
膳
部
司
に
委
任
さ
れ
て
い
た
。
礼
部
は
南
北
朝
時
代
に
北
周
で
設
置
さ
れ
、六
部
は
隋
王
朝
時
代
に
初
め
て
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
の
王
朝
も
、
第

二
次
ア
ヘン
戦
争
〔
ア
ロ
ー
戦
争
〕
の
終
結
ま
で
こ
の
組
織
編
成
を
維
持
し
続
け
た
。「
使
節
の
北
京
駐
在
」
を
要
求
し
た
一
八
五
八
年
の
天
津
条
約
の
第
一

条
に
従
い
、一
八
六
一
年
に
、
清
の
宮
廷
は
、つ
い
に
イ
ギ
リ
ス
、フ
ラ
ン
ス
な
ど
ヨ
ー
ロッ
パ
主
要
国
の
圧
力
の
下
で
、
礼
部
と
理
藩
院
の
役
割
を
担
う
総
理

各
国
事
務
衙
門
、
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
国
に
関
す
る
事
務
を
司
る
官
署
」
を
設
立
し
た
。
他
の
六
部
よ
り
も
格
上
で
あ
っ
た
こ
の
機
関
は
一
八
六
一
年
か

ら
四
〇
年
続
き
、一
九
〇
一
年
の
北
京
議
定
書
の
第
十
二
条
に
よ
り
外
務
部
の
設
立
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
続
い
た
。

清
欧
関
係
は
決
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
北
西
ヨ
ー
ロッパ
諸
国
よ
り
も
前
に
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
ア
ジ
ア
に
介
入

し
て
い
た
。で
は
な
ぜ
、
清
朝
が
外
交
関
係
に
特
化
し
た
機
関
を
設
立
す
る
義
務
を
負
い
、
朝
貢
関
係
の
管
理
を
改
革
し
、
外
国
使
節
の
派
遣
を
始
め
た

の
が
、よ
う
や
く
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
？　
上
述
し
た
よ
う
な
事
変
か
ら
生
ま
れ
た
諸
条
約
の
内
容
に
加
え
て
、
中
国
や
東

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
主
権
の
関
係
性
を
理
解
す
る
上
で
、
北
西
ヨ
ー
ロッ
パ
諸
国
と
南
ヨ
ー
ロッ
パ
諸
国
の
差
異
―
言
い
換
え
れ
ば
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と

カ
ト
リ
ッ
ク
の
抗
争
が
生
み
出
し
た
主
権
国
家
と
そ
の
標
準
化
さ
れ
た
関
係
性
に
お
け
る
差
異
―
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
別
な
意
義
が
存
在
す
る
の
か
？　

イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
間
に
は
競
争
関
係
が
あ
っ
た
が
、イ
ギ
リ
ス
の
国
際
法
理
論
と
そ
れ
に
付
随
す
る
主
権
概
念
は
、
そ
も
そ
も
オ
ラ
ン
ダ
の
も
の
に
由

来
し
て
い
た
。
彼
ら
の
共
通
の
敵
は
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
で
あ
っ
た
。「
こ
こ
に
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
唯
一
無
二
の
事
例
が
あ
る
。
そ
の
独
自
性
と
比

類
の
な
さ
は
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
他
の
ど
の
海
洋
国
家
と
も
ま
っ
た
く
別
の
歴
史
的
な
瞬
間
に
ま
っ
た
く
異
な
る
形
で
基
礎
的
な
変
容
を
完
了
し
た
、
と
い

う
事
実
の
う
ち
に
存
す
る
。イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
そ
の
存
在
を
陸
か
ら
引
き
離
し
、
海
の
要
素
へ
と
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
海
戦
や
戦
争
に

勝
利
し
た
だ
け
で
な
く
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
別
の
、
限
り
な
く
偉
大
な
も
の
、
す
な
わ
ち
革
命
を
、
そ
し
て
実
際
、
最
も
偉
大
な
類
の
革
命
、
惑
星
規
模
で

の
空
間
革
命
を
勝
ち
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
」（Schm

itt, 2015 [1942]: 47

）。

一
五
一
七
年
、ポ
ル
ト
ガ
ル
は
軍
事
力
を
用
い
て
タ
マン
の
貿
易
拠
点
の
占
領
に
乗
り
出
し
、
そ
の
権
威
を
確
立
さ
せ
た
。し
か
し
、さ
ら
な
る
軍
事
侵
攻

の
試
み
が
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
の
失
敗
に
終
わ
り
、一
五
五
三
年
（
嘉
靖
三
二
年
）に
は
マ
カ
オ
領
へ
と
撤
退
し
た
。
そ
し
て
一
五
七
二
年
、
銀
貨
五
〇
〇
枚

を
地
租
と
し
て
支
払
い（
実
質
的
に
は
賄
賂
で
あ
っ
た
）、マ
カ
オ
の
政
治
的
・
経
済
的
権
利
を
取
得
し
た
。こ
れ
は
、
明
王
朝
に
よ
る
海
洋
安
全
保
障
に

関
す
る
法
律
や
行
政
管
理
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
自
治
支
配
の
暗
黙
的
な
諒
解
を
な
し
て
い
た
。一
五
八
三
年
（
万
暦
一
一
年
）に
は
マ
カ
オ
市
議
会
が
設

立
さ
れ
、一
六
一
六
年
（
万
暦
四
四
年
）か
ら
は
総
督
が
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
る
マ
カ
オ
の
租
借
は
、
大
航
海
時
代
の
波
が
中
国
の

沿
岸
に
も
到
達
し
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。し
か
し
、マ
カ
オ
が
租
借
地
か
ら
植
民
地
へ
と
転
じ
た
の
は
、ア
ヘン
戦
争
を
契
機
に
初
め
て
起
き

た
こ
と
と
し
て
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
明
朝
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
従
来
の
関
係
の
な
か
で
定
め
ら
れ
て
い
た
マ
カ
オ
の
地
位
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
形
式
上

の
主
権
と
い
う
論
題
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
か
っ
た
（
そ
の
実
質
的
な
内
容
は
、
主
権
と
い
う
一
九
世
紀
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
と
は
い
え
）。

む
し
ろ
そ
れ
は
、カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
布
教
保
護
権
〔Protectorate of m

issions

〕」
と
い
う
問
題
に
結
び
つ
い
て
い
た
。「
布
教
保
護
権
」
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
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は
、カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
が
非
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
で
布
教
す
る
権
利
を
保
護
す
る
権
限
を
、バ
チ
カ
ン
が
主
権
国
家
に
付
与
す
る
こ
と
を
伴
っ
た
。
布
教
保
護

権
は
、
商
業
上
の
問
題
や
領
土
内
の
管
轄
と
い
う
課
題
に
も
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
惹
起
し
た
矛
盾
や
対
立
に
お
い
て
本
質
を
な
し

て
い
た
の
は
、
そ
れ
が
ま
た
明
る
み
に
も
し
た
、
東
洋
と
西
洋
の
間
の
プ
ロ
ト
コ
ル
の
形
式
を
め
ぐ
る
闘
争
な
の
で
あ
っ
た
。 

上
述
の
事
情
と
は
対
照
的
に
、
海
洋
権
威
の
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
の
大
き
な
指
標
と
な
っ
た
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
六
〇
〇
年
と
一
六
〇
二
年
に
設
立

さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
で
あ
っ
た
。 

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
いっ
た
ん
そ
の
商
業
網
を
固
め
る
と
、「
中
国
の
絹
輸

出
を
独
占
す
る
た
め
に
、オ
ラ
ン
ダ
は
マ
カ
オ
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
追
い
払
い
、
武
力
に
よ
っ
て
そ
の
拠
点
を
奪
う
べ
く
艦
隊
を
派
遣
す
る
計
画
を
立
て
た
。こ

の
計
画
が
頓
挫
し
た
後
、
同
社
は
中
国
で
発
展
し
つ
つ
あ
る
自
由
貿
易
に
足
場
を
作
る
た
め
の
計
画
に
固
執
し
、
澎
湖
諸
島
に
防
衛
用
の
要
塞
を
建
設
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。し
か
し
中
国
当
局
は
、
澎
湖
諸
島
を
中
国
の
領
土
と
規
定
し
た
う
え
で
、オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
行
為
を
主
権
侵
害
と
見
な

し
、
そ
の
結
果
オ
ラ
ン
ダ
を
締
め
出
す
た
め
の
厳
格
な
措
置
を
取
っ
た
」（H

eyns, 2002: 20

）。
早
く
も
明
朝
の
後
期
に
は
、マ
カ
オ
、
澎
湖
諸
島
、
台
湾
ほ

か
を
め
ぐ
る
オ
ラ
ン
ダ
、ス
ペ
イ
ン
、ポ
ル
ト
ガ
ル
の
競
争
が
、
既
に
主
権
に
関
す
る
紛
争
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

海
洋
権
威
の
出
現
は
、二
つ
の
空
間
的
秩
序
の
間
に
お
け
る
闘
争
を
意
味
し
た
。こ
の
対
立
の
根
底
に
は
、
土
地
の
配
分
を
標
準
化
す
る
方
法
、
国
家

を
組
織
化
す
る
た
め
の
手
法
、
国
境
を
画
定
す
る
さ
い
の
各
種
の
技
法
、コ
ミ
ュニ
ティ
間
の
関
係
を
規
定
す
る
た
め
の
基
準
な
ど
が
必
然
的
に
含
ま
れ
た
。

誰
が
こ
の
空
間
を
支
配
し
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、二
種
類
の
秩
序
は
と
も
に
、「
政
治
的
中
央
集
権
化
」へ
と
向
か
う
明
確
な
傾
向
を
、こ
の
現
象
が

実
現
す
る
よ
り
も
前
か
ら
打
ち
出
し
て
い
た
。ヨ
ー
ロッパ
の
枠
内
で
考
え
ら
れ
る
観
点
と
い
う
意
味
で
は
、一
七
世
紀
前
半
の
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
澎
湖
諸
島

（
万
暦
三
二
年
＝
一
六
〇
四
年
と
天
啓
二
年
＝
一
六
二
二
年
）
と
台
湾
（
崇
禎
一
五
年
＝
一
六
四
二
年
）の
攻
撃
と
占
有
に
向
け
た
取
り
組
み
の
開
始
か
ら
、こ
れ

ら
は
実
の
と
こ
ろ
北
西
ヨ
ー
ロッ
パ
諸
国
と
ス
ペ
イ
ン
の
間
で
急
増
し
て
い
た
戦
闘
の
一
部
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
が
、
そ
し

て
二
〇
世
紀
に
は
米
国
が
次
々
と
握
っ
て
い
く
世
界
的
覇
権
の
前
触
れ
で
も
あ
っ
た
。

鄭
成
功
（
国
姓
爺
）に
よ
る
台
湾
奪
還
（
康
熙
元
年
＝
一
六
六
二
年
）
は
、
海
洋
軍
事
力
が
隆
盛
を
極
め
た
時
代
に
な
さ
れ
た
。
彼
は
内
陸
沿
岸
部
の
軍

事
力
を
頼
み
に
、
擡
頭
す
る
海
洋
勢
力
へ
最
初
の
攻
撃
を
仕
掛
け
た
。
鄭
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
行
使
し
た
権
力
は
一
八
七
〇
年
代
以
降
の
近
代

国
家
の
権
力
と
は
き
わ
め
て
異
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
先
行
す
る
こ
の
対
立
は
し
か
し
な
が
ら
主
権
の
問
題
と
深
く
折
り
重
な
っ
て
い
た
。こ
の
よ
う
に
、

清
の
権
力
の
強
化
は
主
権
を
構
築
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

空
間
革
命
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、ア
ヘン
戦
争
、日
清
戦
争
、
中
国
の
辛
亥
革
命
、
五
四
運
動
、日
中
戦
争
と
いっ
た
一
般
的
に
重
要
性
の
高
い
事
件
で

あ
ろ
う
と
、一
八
七
〇
年
代
に
始
ま
っ
た
日
本
に
よ
る
琉
球
諸
島
、
台
湾
領
、
朝
鮮
へ
の
攻
撃
で
あ
ろ
う
と
、こ
れ
ら
は
す
べ
て
大
陸
勢
力
と
新
た
な
海
洋

勢
力
の
間
の
駆
け
引
き
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ゆ
え
に
中
国
の
主
権
や
そ
の
内
部
・
外
部
で
の
関
係
を
、一
般
化
し
た
連
続
性
の
観
点
か
ら
議
論
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、む
し
ろ
こ
の
「
連
続
性
」

を
、
帝
国
主
義
的
な
侵
略
に
対
す
る
抵
抗
や
中
国
の
革
命
と
いっ
た
過
程
の
中
に
据
え
た
う
え
で
、
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

4　
反
復
と
転
位
の
政
治
が
出
現
す
る
た
め
の
根
本
条
件

こ
の
時
代
に
は
、
沿
岸
の
革
命
勢
力
と
内
陸
の
保
守
権
力
の
間
に
闘
い
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
海
洋
勢
力
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
内
陸
の
急
進
派
勢

力
に
よ
る
自
ら
の
伝
統
へ
の
攻
撃
も
発
生
し
た
。
加
え
て
、
植
民
地
主
義
的
な
支
配
体
制
の
確
立
に
と
も
な
っ
て
、
帝
国
主
義
へ
の
抵
抗
運
動
も
沸
き
起

こ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
革
命
派
陣
営
と
保
守
派
陣
営
に
お
い
て
、二
種
類
の
秩
序
、
あ
る
い
は
秩
序
を
め
ぐ
る
二
つ
の
ヴィ
ジョン
の
間
で
対
立
や
闘
争
が
生

じ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
多
く
の
闘
争
は
、
上
述
し
た
空
間
革
命
に
お
け
る
内
的
な
諸
関
係
を
通
じ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
農
民
た
ち
を
主

体
と
し
、
労
働
者
と
農
民
の
同
盟
を
基
礎
と
す
る
、
ま
さ
に
緊
張
を
は
ら
ん
だ
こ
う
し
た
過
程
の
中
で
こ
そ
、
革
命
党
に
よ
っ
て
組
織
・
指
導
さ
れ
た
大

衆
運
動
が
、
国
家
と
主
権
の
政
治
的
内
容
を
作
り
変
え
う
る
の
だ
。
言
語
と
政
治
の
観
点
か
ら
は
、
上
記
の
よ
う
な
極
端
な
対
立
は
、
第
一
に
歴
史
を
超

越
し
た
内
容
を
模
索
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
第
二
に
複
雑
な
歴
史
の
運
動
を
綜
合
す
る
概
念
に
よ
っ
て
お
も
に
表
現
さ
れ
た
。
急
進
的
な
議
論
や
実
践
の

中
で
は
、
新
た
な
言
葉
や
概
念
が
、
政
治
の
も
た
ら
す
新
た
な
方
向
性
を
指
し
示
し
、
社
会
変
革
に
携
わ
る
人
々
に
と
っ
て
の
新
た
な
可
能
性
を
伝
え
、
政

治
変
革
の
継
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
構
成
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
歴
史
の
運
動
が
、
言
葉
を
粉
砕
し
概
念
を
解
体
し
つ
つ
、
自
ら
の
力
を
誇
示
し
、

新
た
な
言
葉
、
新
た
な
概
念
、
新
た
な
ナ
ラ
ティ
ヴ
、
新
た
な
理
論
を
呼
び
起
こ
す
、
と
い
う
の
も
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。 

二
〇
世
紀
が
戦
争
と
革
命
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
中
国
の
変
容
を
戦
争
そ
の
も
の
を
通
じ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
こ
の
時
代
の

中
国
の
戦
争
に
み
ら
れ
る
他
と
違
っ
た
特
徴
の
検
討
が
要
さ
れ
る
。か
た
や
国
民
党
北
伐
、
農
民
革
命
、日
中
戦
争
、
国
共
内
戦
が
あ
り
、か
た
や
そ
れ

ら
に
先
立
つ
す
べ
て
の
戦
争
（
アヘン
戦
争
、
清
仏
戦
争
、日
清
戦
争
な
ど
）が
あ
り
、
そ
の
両
者
の
間
に
は
重
要
な
区
別
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前

者
は
、
革
命
組
織
に
基
づ
い
た
動
員
の
戦
争
で
あ
り
、
革
命
の
大
義
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
を
模
索
し
、
そ
こ
で
は
革
命
国
家
の
建
設
が
戦
争
そ
の
も
の
の

一
部
を
な
し
て
い
た
。こ
れ
ら
は
、
人
民
と
い
う
新
た
な
主
体
が
創
出
さ
れ
た
戦
争
、
民
族
解
放
と
フ
ァ
シ
ズムへ
の
国
際
的
抵
抗
と
が
結
び
合
わ
さ
っ
た
戦
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争
で
あ
っ
た
。
国
内
で
の
革
命
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
民
族
解
放
と
い
う
目
標
に
も
国
際
的
な
社
会
主
義
運
動
に
も
共
鳴
し
た
戦
争
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

ま
さ
に
こ
れ
ら
の
条
件
を
す
べ
て
考
慮
に
入
れ
た
う
え
で
、
国
家
、
民ネ

ー
シ
ョ
ン族、
主
権
、
政
党
、
人
民
、
階
級
と
いっ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
歴
史
的
形
成
と
実
質
的

内
容
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
従
来
の
政
党
と
は
一
線
を
画
す
る
新
し
い
政
治
組
織
（
名
前
の
上
で
は
ま
っ
た
く
区
別
が
つ
か
な
い
に
せ
よ
）や
国
家
形

成
（
中
華
ソ
ビ
エ
ト
）
を
人
民
戦
争
が
い
か
に
変
容
さ
せ
創
出
し
た
か
、
あ
る
い
は
農
民
を
革
命
の
有
機
的
勢
力
な
い
し
政
治
的
階
級
へ
と
変
容
さ
せ
る
た

め
に
組
織
化
や
動
員
が
い
か
に
展
開
さ
れ
た
か
を
追
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
際
的
同
盟
関
係
や
国
際
的
な
戦
争
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
主
権
、
あ
る
い

は
主
権
を
め
ぐ
る
戦
い
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
？　
こ
れ
は
、プ
ロレ
タ
リ
ア
と
い
う
概
念
が
、
そ
の
成
員
の
歴
史
的
形
成
の
研
究
か
ら
は
直

接
導
出
し
え
ず
、
そ
の
構
成
要
員
の
歴
史
性
を
超
え
た
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
断
で
あ
る
。プ
ロレ
タ
リ
ア
の
政
党
と
は
、一

つ
の
歴
史
的
過
程
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
成
員
が
所
与
の
生
存
条
件
を
乗
り
越
え
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
政
治
に
適
応
す
る
よ
う
た
え
ま
な
く
押
し
出

さ
れ
る
過
程
を
示
し
て
い
る
。
政
党
と
い
う
も
の
が
こ
の
よ
う
に
新
た
な
国
家
の
形
態
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、で
は
、
主
権
と
政
党
の
関
係

性
、
そ
し
て
主
権
と
政
党
間
の
対
立
と
の
関
係
性
を
、
ど
の
よ
う
に
最
終
的
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
？

二
〇
世
紀
と
は
、
他
者
の
歴
史
を
内
部
に
取
り
込
み
、
己
の
歴
史
を
グ
ロ
ー
バル
な
視
野
で
位
置
づ
け
る
時
代
で
あ
っ
た
。こ
の
時
代
の
特
殊
性
は
、
反

復
と
転
位
の
政
治
が
出
現
す
る
た
め
の
基
本
条
件
に
あ
っ
た
。こ
の
時
代
に
お
け
る
中
国
の
社
会
変
容
の
基
礎
が
、
主
権
国
家
、
国
家
の
承
認
、
政
党
国

家
、
市
民
社
会
、
産
業
革
命
、
都
市
化
、
国
家
計
画
、
市
場
経
済
、
そ
し
て
対
応
す
る
教
育
制
度
や
メ
ディ
ア
文
化
か
ら
成
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、「
二
〇

世
紀
」
と
い
う
奇
妙
な
生
き
物
は
そ
の
内
部
に
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、二
〇
世
紀
中
国
の
変
容
の
実
体
は
、
概
し
て
「
長
い
一
九
世

紀
」
の
延
長
ま
た
は
派
生
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
そ
れ
自
体
の
対
立
物
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
否
定
の
対
象
を
内
包
し
て
い
た
。こ
の
自
己
対
立
や

自
己
否
定
の
論
理
は
、
清
朝
末
期
の
思
想
や
革
命
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
棲
み
つ
い
た
だ
け
で
な
く
、二
〇
世
紀
全
体
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
期
間
や
出
来
事
を

通
じ
、
多
様
な
形
を
と
っ
て
視
野
の
周
辺
に
漂
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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流
産
す
る「
帝
国
的
主
権
」、回
帰
す
る
古
典
的「
主
権
」言
説

T
he A

bortion of the “Im
perial Sovereignty” and the R

eturn of the C
lassical D

iscourse of Sovereignty
章
永
楽
｜ Zh

ang Yongle

し
だ
い
に
広
が
り
ゆ
く
渦
に
乗
っ
て
鷹
は

旋
回
を
繰
り
返
す
。
鷹
匠
の
声
は
も
う
届
か
な
い
。

す
べ
て
が
解
体
し
、
中
心
は
自
ら
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
、

ま
っ
た
く
の
無
秩
序
が
解
き
放
た
れ
て
世
界
を
襲
う
。

―
ウィ
リ
アム
・
バ
ト
ラ
ー
・
イ
ェ
イ
ツ
「〈
再
臨
〉」〔
高
松
雄
一
訳
〕

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
に
代
わ
っ
て
ジョセ
フ
・
バ
イ
デ
ン
が
米
国
大
統
領
に
就
任
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
は
依
然
と
し
て
「
ト
ラ
ン
ピ
ズ

ム
」
の
亡
霊
が
徘
徊
し
て
い
る
。グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
の
最
盛
期
に
、ト
ラ
ン
プ
は
突
如
と
し
て
「
アメ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
の
旗
を
掲
げ
、
米
国
に
対
す
る

多
く
の
先
入
観
に
挑
戦
し
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
西
側
の
左
翼
理
論
家
に
よ
る
「
主
権
」
の
言
説
を
問
題
化
し
た
。

そ
の
誕
生
以
来
、「
主
権
」
と
い
う
概
念
と
境
界
な
き
優
越
性
を
宣
言
す
る
普
遍
的
な
帝
国
と
の
間
に
は
、
明
確
な
緊
張
関
係
が
存
在
し
続
け
て
き

た
。「
主
権
」
と
い
う
言
葉
は
、一
定
の
領
土
に
対
し
て
、
他
の
外
部
権
威
に
よ
る
支
配
や
統
制
を
排
除
す
る
最
高
か
つ
永
続
的
な
権
威
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
。こ
の
点
で
、「
主
権
」
の
概
念
は
、
内
側
と
外
側
と
の
明
確
な
区
別
を
前
提
と
し
て
い
る
。ヨ
ー
ロッ
パ
の
文
脈
で
は
、
境
界
な
き
優
越
性
を
宣
言
す

る
帝
国
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
主
権
〔Sovereignty

〕」
よ
り
も
「
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
〔
＝
命
令
権Im

perium
〕」
で
あ
る
。
前
者
は
も
と
も
と
古
代
ロ
ー
マ
の
王
や
共

和
制
の
高
官
、
そ
し
て
後
に
は
ロ
ー
マ
皇
帝
が
行
使
し
た
統
率
力
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
そ
れ
が
ロ
ー
マ
の
拡
大
と
と
も
に
、
次
第
に
「
無
境
界
性
〔
＝
無

限
性boundlessness

〕」
と
い
う
空
間
的
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
普
遍
的
な
帝
国
は
、
外
部
の
あ
ら
ゆ
る
脅
威
を
内
部
に
取
り
込
み
、
内
政
の
論

理
に
よ
っ
て
そ
れ
を
律
し
よ
う
と
す
る
。「
主
権
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
外
部
と
内
部
の
区
別
ゆ
え
に
、
属
国
や
地
方
に
と
っ
て
は
、
帝
国
権
力
に
対
し

て
自

オ
ー
ト
ノ
ミ
ー

律
を
主
張
す
る
の
に
役
立
つ
武
器
と
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、ロ
ー
マ
教
皇
も
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
も
、
内
と
外
の
区
別
よ

り
も
自
分
た
ち
の
優
位
性
を
強
調
し
た
。
中
世
政
治
思
想
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ルマン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
上
述
の
内
と
外
の
絶

対
的
な
区
別
を
強
調
し
た
の
は
手
に
負
え
な
い
フ
ラ
ン
ス
王
と
ナ
ポ
リ
王
で
、
王
は
自
領
に
お
い
て
帝
国
支
配
者
と
同
じ
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を
持
つ
権
利
が
あ
る

と
主
張
し
、
そ
れ
に
よ
り
教
皇
や
皇
帝
の
外
部
支
配
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。一
六
四
八
年
の
ウェス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
条
約
以
降
に
お
け
る
「
主
権
」
と
い

う
概
念
の
さ
ら
な
る
高
ま
り
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
普
遍
的
支
配
権
の
否
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
植
民
地
・
半
植
民
地
国
家
の
独
立
と
脱
植
民
地
化
に
よ
っ
て
、「
主
権
」
は
一
部
の
自
称
「
文
明
国
」
の
特
権
的
地
位
か
ら
、
世

界
中
の
よ
り
広
い
範
囲
の
政
治
体
が
享
受
す
る
政
治
的
・
法
的
承
認
へ
と
変
化
し
て
いっ
た
。一
連
の
新
し
い
独
立
国
家
は
、「
自
律
」
を
核
と
す
る
「
主

権
」
の
言
説
に
訴
え
る
こ
と
で
、
国
家
建
設
、
国
民
形
成
、
独
立
し
た
産
業
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
推
進
し
た
。し
か
し
、
冷
戦
終
結
後
、
そ
れ
ま
で
の
二
極

的
な
国
際
シ
ス
テ
ム
が
一
極
的
な
シ
ス
テ
ムへ
と
変
化
し
、
米
国
は
世
界
規
模
で
「
非イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル

公
式
帝
国
」
を
推
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。一
九
九
三
年
、
欧
州
連
合

が
正
式
に
発
足
し
た
。
そ
れ
は
、
外
の
世
界
へ
と
拡
大
す
る
過
程
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
主
権
を
絶
え
ず
弱
体
化
さ
せ
た
。さ
ら
に
、「
保
護
す
る
責
任
」
の

理
論
と
実
践
の
高
ま
り
と
と
も
に
、「
主
権
」
の
硬
い
殻
は
「
軟
化
」
し
つ
つ
あ
る
。こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
多
く
の
学
者
は
時
代
に
合
わ
せ
て
、「
主
権
」

に
様
々
な
形
容
詞
を
つ
け
、「
関
係
主
権
」「
獲
得
主
権
」「
共
有
主
権
」「
分
割
可
能
主
権
」「
中
断
主
権
」「
過
渡
的
主
権
」「
ポ
ス
ト
国
家
主
義
主
権
」

等
を
論
じ
て
い
る
。「
グ
ロ
ー
バル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
言
説
の
擡
頭
も
、
古
典
的
な
主
権
形
態
に
対
す
る
深
い
疑
念
を
含
ん
で
い
る
。二
〇
〇
一
年
の
中

国
の
W
T
O
加
盟
も
、グ
ロ
ー
バル
化
の
進
展
に
伴
い
、
中
国
で
さ
え
も
が
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
ウェス
ト
フ
ァ
リ
ア
的
な
主
権
概
念
を
軟
化
さ
せ
た
、
と

の
指
摘
を
招
い
た
。

冷
戦
後
の
こ
う
し
た
変
化
は
、
古
典
的
な
主
権
概
念
の
内
と
外
の
区
別
が
根
拠
を
失
いつ
つ
あ
る
と
い
う
、よ
り
ラ
ディ
カ
ル
な
信
念
を
生
み
出
し
て
い

る
。こ
の
よ
う
な
想
像
力
は
、
新
自
由
主
義
的
な
世
界
秩
序
の
支
持
者
と
批
判
者
の
双
方
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。二
〇
〇
五
年
、
米
国
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
で
あ
る
ト
ーマス
・
L
・
フ
リ
ー
ド
マン
は
『
フ
ラッ
ト
化
す
る
世
界
』
と
題
し
た
ベス
ト
セ
ラ
ー
を
出
版
し
て
い
る
。
当
時
、
米
国
、
中
国
を
問
わ
ず
、
多

く
の
知
識
人
が
、
進
行
す
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
に
よ
っ
て
、
資
本
、
商
品
、
技
術
的
知
識
が
自
由
に
行
き
交
う
「
フ
ラッ
ト
」
な
地
球
空
間
が
実
現
す
る

と
い
う
想
像
を
共
有
し
て
い
た
。二
〇
〇
〇
年
、
西
側
の
左
翼
理
論
家
で
あ
る
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
と
マ
イ
ケ
ル
・ハ
ー
ト
は
『
帝
国
』
を
出
版
し
、
資
本
主
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義
の
新
た
な
発
展
が
従
来
の
国
民
国
家
の
内
側
と
外
側
の
区
分
を
無
効
に
し
た
と
主
張
し
た
。
彼
ら
は
、
国
民
国
家
の
主
権
は
時
代
遅
れ
と
な
り
、
脱

中
心
化
・
脱
領
土
化
さ
れ
た
資
本
の
グ
ロ
ー
バル
帝
国
が
擡
頭
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。二
〇
〇
四
年
に
出
版
さ
れ
た
共
著
『
マル
チ
チュ
ー
ド
』
で

は
、
そ
れ
ま
で
の
判
断
を
若
干
修
正
し
、
世
界
は
国
民
国
家
か
ら
帝
国
へ
の
移
行
期
で
あ
る
「
空
位
時
代
〔interregnum

〕」に
あ
る
と
主
張
し
た
。
国
民

国
家
は
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
て
は
い
な
い
が
、グ
ロ
ー
バル
な
枠
組
み
へ
と
持
ち
込
ま
れ
た
。さ
ら
に
、
彼
ら
が
二
〇
〇
九
年
に
出
版
し
た
『
コ
モ
ン
ウェル

ス
』
で
は
、
世
界
が
「
帝
国
主
義
」
か
ら
「
帝
国
」へ
の
移
行
の
「
空
位
時
代
」に
あ
り
、
米
国
の
単
独
主
義
は
失
敗
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
、「
帝
国
主
義
〔im

perialism

〕」
と
「
帝
国
〔em

pire

〕」
を
区
別
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、レ
ーニン
の
『
帝
国
主
義
論
』に
よ
っ
て
敷
か
れ
た

理
論
的
伝
統
を
迂
回
し
、「
帝
国
主
義
」
と
は
、ヨ
ー
ロッ
パ
の
国
民
国
家
の
主
権
が
自
国
の
領
土
を
超
え
て
適
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
だ
が
究
極
的
に

は
国
民
国
家
の
主
権
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
定
義
し
た
。し
か
し
、グ
ロ
ー
バル
化
の
時
代
に
あ
っ
て
、
擡
頭
す
る
「
帝
国
」
は
、
自
ら
が
権
力
中
心
や
境
界

を
持
た
な
い
支
配
の
機
械
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。二
人
は
「
帝
国
的
主
権
」
と
い
う
言
葉
を
公
然
と
用
い
、こ
の
「
主
権
」
の
使
い
手
は
米
国
政
府

を
含
む
国
民
国
家
政
府
と
は
も
は
や
見
な
さ
れ
え
な
い
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
が
「
帝
国
的
主
権
」
を
論
じ
る
さ
い
に
、実
際
に
語
っ
て
い
る
の
は
「
イ
ンペ
リ
ウ
ム
」に
つ
い
て
な
の
だ
が
、彼
ら
が
ヨ
ー
ロッパ
史
に
お
け
る

イ
ンペ
リ
ウ
ム
と
主
権
の
間
の
緊
張
に
注
意
を
払
う
こ
と
は
な
かっ
た
。も
ち
ろ
ん
、二
〇
〇
〇
年
当
時
、彼
ら
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
誕
生
を
予
見
で
き
な
かっ

た
。し
か
し
、彼
ら
の
理
論
に
は
、世
界
秩
序
に
お
け
る
最
近
の
い
く
つ
か
の
展
開
を
説
明
す
る
上
で
一
定
の
価
値
が
あ
る
。ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
、か
つ
て
米

国
が
精
力
的
に
推
進
し
て
き
た
グロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
が
、米
国
自
身
に
と
っ
て
も
異
質
な
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
正
し
く
予
言
し
た
。「
帝
国
的
主
権
」

の
時
代
に
あ
っ
て
、ト
ラ
ン
プ
は
領
土
に
基
づ
く
「
帝
国
主
義
」
と
い
う
、よ
り
伝
統
的
な
論
理
を
空
し
く
復
活
さ
せ
て
い
る
。例
え
ば
、ト
ラ
ン
プ
は
貿
易
戦

争
を
仕
掛
け
て
米
国
の
貿
易
赤
字
を
減
ら
そ
う
と
す
る
と
と
も
に
、製
造
業
の
米
国
へ
の
復
帰
を
推
進
し
た
。し
か
し
、彼
は
ど
ち
ら
の
目
標
に
も
失
敗

し
て
い
る
。グ
ロ
ー
バル
な
資
本
の
流
れ
は
米
国
連
邦
政
府
や
一
部
の
多
国
籍
企
業
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
え
な
かっ
た
、と
い
う
の
が
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
。

産
業
と
貿
易
の
基
本
的
な
構
造
を
決
定
づ
け
た
の
は
、グ
ロ
ー
バル
な
多
国
籍
資
本
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。こ
れ
が
「
帝
国
」の
力
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『
帝
国
』
は
明
ら
か
に
そ
の
時
代
の
産
物
で
あ
る
。二
人
の
著
者
は
、
現
代
資
本
主
義
の
進
化
に
い
く
つ
か
の
段
階
的
な
特
徴
を
見
出

し
た
が
、
性
急
に
も
そ
う
し
た
傾
向
を
凝
固
し
た
現
実
と
み
な
し
て
し
ま
っ
た
。四
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
マル
チ
チュ
ー
ド
』
や
九
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
コ

モ
ン
ウェルス
』
は
、『
帝
国
』
で
の
判
断
を
若
干
修
正
し
て
、
帝
国
の
実
現
を
先
延
ば
し
し
、
現
代
を
国
民
国
家
・
帝
国
主
義
か
ら
帝
国
へ
の
移
行
期
の
「
空

位
時
代
」
と
定
義
し
た
が
、
基
本
的
な
理
論
の
枠
組
み
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
現
在
の
時
代
が
「
帝
国
」
の
時
代
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、
過
渡
的
な
「
空

位
時
代
」
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、グ
ロ
ー
バル
化
が
国
民
国
家
の
主
権
を
不
可
逆
的
に
弱
め
、
米
国
は
自
国
の
国
益
の
最
大
化
を
追
求
す
る
覇
権
国
家
か
ら

脱
領
土
化
し
た
帝
国
秩
序
の
エ
ー
ジェン
ト
へ
と
平
和
的
に
進
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
確
固
た
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
。し
か
し
、
現
在
の
世
界

の
不
均
等
な
発
展
に
は
、グ
ロ
ー
バル
・
ノ
ー
ス
と
グ
ロ
ー
バル
・
サ
ウ
ス
の
間
の
伝
統
的
な
矛
盾
、
国
民
国
家
と
し
て
の
米
国
と
世
界
帝
国
と
し
て
の
米
国

の
間
の
矛
盾
、
世
界
覇
権
国
と
し
て
の
米
国
と
世
界
資
本
主
義
の
さ
ら
な
る
発
展
の
必
要
性
と
の
間
の
深
遠
な
矛
盾
が
見
て
と
れ
る
。こ
れ
ら
の
矛
盾

が
進
展
し
続
け
る
限
り
、
内
と
外
の
区
別
は
存
在
し
続
け
、「
主
権
」
と
い
う
概
念
に
新
た
な
活
力
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
近
年
の
世
界
秩

序
の
変
化
と
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
の
理
論
と
の
比
較
を
試
み
、
彼
ら
の
主
権
理
論
に
内
在
す
る
脆
弱
性
を
論
じ
た
う
え
で
、
現
在
の
世
界
秩
序
の
新
た
な
展

開
を
把
握
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
主
権
理
論
が
役
立
つ
の
か
、
と
い
う
問
いへ
と
立
ち
戻
る
。

1　
「
ア
メ
リ
カ・フ
ァ
ー
ス
ト
」―
ト
ラ
ン
プ
に
よ
る「
主
権
」の
言
説
と
行
動

『
帝
国
』に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
が
、
米
国
の
歴
史
的
経
験
で
あ
る
。
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
、二
〇
世
紀
の
ソ
連
や
中
国
を
考
査
す
る
こ
と
か

ら
未
来
の
秩
序
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
は
せ
ず
、
帝
国
の
世
界
秩
序
の
モ
デ
ル
を
内
包
す
る
米
国
の
連
邦
制
か
ら
、
脱
中
心
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
秩
序

を
見
出
し
た
。
同
時
に
彼
ら
は
、一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
の
経
験
か
ら
、
現
代
の
戦
争
は
ま
す
ま
す
「
帝
国
主
義
戦
争
」
よ
り
も
「
帝
国
戦
争
」
と
な

り
、
米
国
は
国
連
安
保
理
の
決
議
に
基
づ
い
た
、
帝
国
の
警
察
権
力
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
考
え
た
。『
帝
国
』
は
そ
れ
ら
の
詳
説
を
も
と
に
、
米
国
は
、

「
帝
国
的
主
権
」に
何
が
し
か
の
基
本
的
な
歴
史
的
経
験
を
提
供
し
た
だ
け
で
な
く
、
徐
々
に
平
和
的
に
帝
国
へ
と
統
合
さ
れ
、し
た
がっ
て
国
民
国
家
と

し
て
の
そ
の
主
権
は
重
要
で
は
な
く
な
っ
た
、
と
考
え
よ
う
と
す
る
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
は
こ
の
想
像
を
冷
酷
に
打
ち
砕
い
た
。ト
ラ
ン
プ
は
任
期
中
、「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
」
を
猛
烈
に
批
判
し
、「
主
権
」
の
概
念
に
依
拠
し
て
内

と
外
と
を
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。ト
ラ
ン
プ
に
よ
る
「
主
権
」
の
理
論
的
説
明
は
、二
〇
一
七
年
か
ら
二
〇
一
九
年
に
国
連
総
会
で
彼
が
行
っ
た
演
説

の
う
ち
に
結
晶
化
さ
れ
て
お
り
、二
〇
一
七
年
の
演
説
で
はsovereignty

が
一
〇
回
、sovereign

が
一
一
回
使
わ
れ
、二
〇
一
八
年
の
演
説
で
は
前
者
が
六
回
、

後
者
が
四
回
、二
〇
一
九
年
の
演
説
で
は
、
前
者
が
三
回
、
後
者
が
二
回
（
う
ち
一
回
は
「sovereign fund

〔
主
権
基
金
〕」
と
い
う
固
定
的
用
法
）
使
わ
れ

て
い
る
。二
〇
二
〇
年
の
国
連
総
会
演
説
で
はsovereignty

やsovereign

と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
焦
点
は
や
は
り
「
アメ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」

で
あ
り
、
在
任
中
の
成
果
を
自
慢
げ
に
語
っ
た
。二
〇
一
七
〜
二
〇
一
九
年
の
三
回
の
演
説
か
ら
判
断
す
る
と
、ト
ラ
ン
プ
の
「
主
権
」に
関
す
る
言
説
は
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主
に
以
下
の
よ
う
な
側
面
を
も
つ
。

第
一
に
、
国
際
秩
序
の
基
盤
は
や
は
り
国
民
国
家
で
あ
る
。ト
ラ
ン
プ
の
二
〇
一
七
年
の
演
説
で
は
、
国
連
の
秩
序
は
主
権
国
家
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

依
然
と
し
て
国
民
国
家
は
人
間
の
置
か
れ
た
状
況
を
改
善
す
る
最
良
の
道
具
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。二
〇
一
八
年
の
国
連
総
会
演
説
で
も
こ
の
基

調
を
主
張
し
、「
米
国
は
つ
ね
に
グ
ロ
ー
バル
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
統
制
・
支
配
よ
り
も
、
独
立
と
協
力
を
選
択
す
る
」
と
ま
で
表
明
し
た
。ト
ラ
ン
プ
は
ま
ぎ
れ

も
な
く
、
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
が
『
コ
モ
ン
ウェル
ス
』
で
熱
く
語
っ
た
「
グ
ロ
ー
バル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
の
概
念
を
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、「
国
家
間
」

関
係
は
「
国
家
を
超
え
た
」
関
係
よ
り
も
優
先
度
の
高
い
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。ト
ラ
ン
プ
は
、二
〇
一
九
年
の
国
連
総
会
演
説
に
お
い
て
、「
自
由
な
世

界
は
そ
の
国
家
的
基
盤
を
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
を
消
し
去
っ
た
り
、
置
き
換
え
た
り
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
自
由
、

民
主
主
義
、
平
和
、
愛
国
心
を
互
い
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
ま
た
、「
他
の
国
々
が
征
服
と
支
配
を
求
め
る
世
界
の
な
か
で
、わ
が
国
は
富
と
力
と
精
神
に
お

い
て
強
靭
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
謳
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
主
権
は
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
。ト
ラ
ン
プ
の
二
〇
一
七
年
演
説
は
、
米
国
政
府
は
一
種
の
「
原
則
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
支
持
す
る
と
述
べ
、

自
国
民
の
利
益
を
守
り
他
の
主
権
国
の
権
利
を
尊
重
す
る
と
い
う
二
つ
の
義
務
を
主
権
が
担
う
こ
と
を
、
あ
ら
ゆ
る
国
が
認
識
す
る
よ
う
希
望
し
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
は
、
北
朝
鮮
、イ
ラ
ン
、キ
ュ
ー
バ
、ベ
ネ
ズ
エ
ラ
を
否
定
的
な
例
と
し
て
挙
げ
、こ
れ
ら
の
政
府
は
自
国
民
の
利
益
と
他
の
主
権
国
家
の
権
利
を

脅
か
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
後
の
演
説
で
も
、ト
ラ
ン
プ
は
ニ
カ
ラ
グ
ア
を
批
判
し
、「
社
会
主
義
・
共
産
主
義
」に
対
し
て
無
差
別
攻
撃
を
行
っ
て

い
る
。第

三
に
、「
アメ
リ
カ
・
ファ
ー
ス
ト
」。ト
ラ
ン
プ
は
二
〇
一
七
年
の
演
説
で
、
合
衆
国
憲
法
前
文
に
主
権
主
体
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
人
民
〔w

e the people

〕」

が
宣
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
本
来
的
に
、「
アメ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
の
政
策
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
米
国
は
依
然
と
し
て
世
界

の
友
人
で
あ
る
が
、
米
国
が
利
益
を
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
一
方
的
な
取
引
に
は
参
加
し
な
い
だ
ろ
う
。こ
の
一
連
の
演
説
で
ト
ラ
ン
プ
は
、
国
連
人
権
理
事

会
、
国
際
刑
事
裁
判
所
、
石
油
輸
出
国
機
構
（
O
P
E
C
）、
移
民
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バル
・コン
パ
ク
ト
、
国
連
、さ
ら
に
は
W
T
O
を
、
米
国
に
と
っ
て
不

公
平
で
あ
る
と
攻
撃
し
て
い
る
。ト
ラ
ン
プ
は
二
〇
一
九
年
の
演
説
で
、「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
は
過
去
の
指
導
者
た
ち
を
宗
教
的
に
牽
引
し
、
彼
ら
に
自
国
の

国
益
を
無
視
さ
せ
」、か
く
し
て
国
際
貿
易
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
中
国
に
不
当
に
有
利
な
立
場
を
与
え
た
、
と
述
べ
た
。

ト
ラ
ン
プ
の
主
張
の
裏
に
は
、一
貫
し
た
「
主
権
」
理
論
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
米
ブ
ルッ
キ
ン
グ
ス
研
究
所
の
タ
ル
ン
・
チ
ャ
ブ
ラ
は
、ト
ラ
ン
プ
の
「
強
い
主

権
」
は
「
責
任
あ
る
主
権
」
論
に
由
来
す
る
と
の
見
方
を
示
す
。チ
ャ
ブ
ラ
は
、カ
ナ
ダ
政
府
が
設
立
し
た
「
介
入
と
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」

が
早
く
も
二
〇
〇
一
年
に
、「
国
家
主
権
は
義
務
を
意
味
し
、
国
家
の
第
一
の
責
任
は
国
民
を
守
る
こ
と
で
あ
る
」
と
提
起
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
責
任
あ
る
主
権
」に
つ
い
て
の
よ
り
具
体
的
か
つ
体
系
的
な
説
明
は
、ブ
ルッ
キ
ン
グ
ス
研
究
所
の
研
究
者
三
名
、ブ
ル
ー
ス
・
ジョ
ー
ン
ズ
、ス
ティ
ー
ヴ
ン
・

ス
テ
ッ
ド
マン
、カ
ルロ
ス
・
パス
ク
ア
ル
が
二
〇
〇
九
年
に
出
版
し
た
『
権
力
と
責
任
―
国
境
を
越
え
る
脅
威
の
時
代
に
お
け
る
国
際
秩
序
の
構
築
』〔Power 
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〕
に
見
出
さ
れ
る
。
同
書
は
、「
主
権
は
自
国
民
だ
け
で
な
く
他
国
民

に
対
し
て
も
義
務
と
責
務
を
伴
う
」、「
政
府
は
国
境
を
越
え
て
協
力
し
、
共
通
の
資
源
を
保
護
し
、
共
通
の
脅
威
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
、『
権
力
と
責
任
』
を
注
意
深
く
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、こ
れ
は
基
本
的
に
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
本
で
あ
り
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
時
代
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
責
任
―
そ
こ
に
は
、
地
球
規
模
の
気
候
変
動
、
核
拡
散
、バ
イ
オ
テ
クノ
ロ
ジ
ー
の
安
全
保
障
、
市
民
暴
力
、
地
域
紛
争
、
国
境
を
越

え
た
テ
ロ
の
脅
威
に
対
処
す
る
責
任
、さ
ら
に
世
界
経
済
の
安
全
を
守
る
責
任
が
含
ま
れ
る
―
を
米
国
が
担
う
べ
き
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。お
そ

ら
く
、ト
ラ
ン
プ
の
二
〇
一
七
年
国
連
総
会
演
説
の
起
草
者
た
ち
は
た
し
か
に
「
責
任
あ
る
主
権
」
の
理
論
に
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
が
、ト
ラ
ン
プ
政

権
が
行
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
点
で
上
記
の
期
待
に
は
反
し
て
い
た
。
例
え
ば
、ト
ラ
ン
プ
政
権
は
パ
リ
気
候
協
定
か
ら
離
脱
し
（
後
に
バ
イ
デ
ン
政
権
が
再

加
盟
）、
環
境
保
護
に
関
す
る
行
政
規
制
を
緩
和
し
て
米
国
内
の
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
を
発
展
さ
せ
た
。『
権
力
と
責
任
』
は
、
世
界
経
済
の
安
定
化
に

お
い
て
、よ
り
多
く
の
国
が
責
任
を
分
担
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。し
か
し
、ト
ラ
ン
プ
は
一
方
で
、「
責
任
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
っ
て
、
彼
の
目
に

映
る
「
な
ら
ず
者
国
家
」
を
攻
撃
し
、
他
方
で
、
米
国
が
負
う
べ
き
責
任
に
な
る
と
、
た
だ
ち
に
ト
ー
ン
を
変
え
、
米
国
は
す
で
に
グ
ロ
ー
バル
な
責
任
を
負

い
す
ぎ
て
い
た
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
米
国
の
負
担
を
減
ら
す
こ
と
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
見
る
と
、ト
ラ
ン
プ
政
権
は
せ
い
ぜ
い
、
自
国
の
国
際
的
な
責
任
と
義
務
を
振
り
払
お
う
と
い
う
米
国
の
要
求
を
覆
い
隠
す
た
め
に
、
民
主

党
シ
ン
パ
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
研
究
者
数
名
の
「
責
任
あ
る
主
権
」
の
言
説
か
ら
、ご
都
合
主
義
的
に
い
く
つ
か
の
象
徴
を
借
り
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
以
下
の

一
連
の
国
際
条
約
や
組
織
か
ら
の
離
脱
は
、こ
の
「
負
担
軽
減
」
の
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
T
P
P
、パ
リ
協
定
、ユ
ネ
ス
コ
、グ
ロ
ー
バル
移
民

協
定
、
武
器
貿
易
条
約
、イ
ラ
ン
核
問
題
包
括
合
意
、
国
連
人
権
理
事
会
、
中
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル
条
約
、
万
国
郵
便
連
合
（
後
に
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
よ
っ

て
脱
退
は
撤
回
）、オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
条
約
、さ
ら
に
は
世
界
保
健
機
関
（
後
に
バ
イ
デ
ン
政
権
が
脱
退
を
白
紙
に
）に
も
及
び
、
世
界
貿
易
機
関
か
ら
の
離

脱
も
ち
ら
つ
か
せ
た
。二
〇
一
八
年
八
月
一
三
日
、ト
ラ
ン
プ
は
外
国
投
資
リ
ス
ク
審
査
現
代
化
法
（
F
I
R
R
M
A
）に
署
名
し
た
。こ
の
法
案
は
、
国
家

安
全
保
障
の
名
の
下
に
、
米
国
へ
の
投
資
や
米
国
企
業
の
買
収
を
手
が
け
る
外
国
の
個
人
・
団
体
を
審
査
す
る
た
め
に
、
外
国
投
資
委
員
会
の
権
限
を
拡
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大
し
た
。こ
れ
は
、
国
家
安
全
保
障
の
名
目
で
外
国
か
ら
の
投
資
に
対
す
る
規
制
を
強
化
す
る
も
の
で
、
他
国
に
よ
る
米
国
の
ハ
イ
テ
ク
企
業
の
買
収
を

防
ぐ
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。ト
ラ
ン
プ
政
権
の
ア
ク
ション
の
な
か
で
、
そ
の
「
主
権
」
概
念
に
含
意
さ
れ
る
内
部
と
外
部
の
区
別
を
最
も
よ
く
示

し
て
い
る
事
例
が
二
つ
あ
る
。

第
一
は
、
国
境
管
理
政
策
の
厳
格
化
で
あ
る
。
米
国
は
9
・
11
以
降
、
国
境
管
理
を
強
化
し
て
き
た
が
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
移
民
・
難

民
の
受
け
入
れ
は
比
較
的
オ
ー
プ
ン
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。し
か
し
、ト
ラ
ン
プ
は
、
不
法
移
民
が
米
国
に
押
し
寄
せ
、
米
国
人
の
仕
事
を
奪
い
、
治
安
を
脅
か

し
、
米
国
の
人
口
構
造
を
変
え
て
い
る
と
い
う
右
派
の
想
像
に
従
っ
て
行
動
し
た
。ト
ラ
ン
プ
は
、
米
国
と
メ
キ
シ
コ
の
国
境
に
「
長

グ
レ
ー
ト
・
ウ
ォ
ー
ル

城
」
を
建
設
す
る

資
金
を
得
る
た
め
、二
〇
一
九
年
二
月
一
四
日
に
非
常
事
態
宣
言
ま
で
出
し
た
。
ま
た
、ト
ラ
ン
プ
は
国
家
安
全
保
障
に
訴
え
て
、イ
ス
ラ
ム
圏
の
国
々
か
ら

の
海
外
渡
航
者
を
制
限
し
た
。ト
ラ
ン
プ
は
国
際
難
民
に
対
し
て
閉
鎖
的
な
政
策
を
採
用
し
、
国
際
難
民
の
受
け
入
れ
を
大
幅
に
縮
小
し
た
。さ
ら
に
、

難
民
に
対
す
る
ス
ウェ
ー
デ
ン
や
ド
イ
ツ
の
門
戸
開
放
政
策
を
批
判
し
、
欧
州
の
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
勢
力
を
煽
っ
た
。ト
ラ
ン
プ
が
キ
リ
ス
ト
教
福
音
派
を
閣

僚
に
大
幅
に
起
用
し
た
こ
と
、
有
権
者
構
成
で
欧
州
出
身
者
の
白
人
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
米
国
の
内
側
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ン
プ

の
再
定
義
は
、
物
理
的
な
国
境
を
強
調
す
る
だ
け
で
な
く
、
白
色
人
種
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
の
明
確
な
選
好
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。こ
の
姿
勢

は
、
米
国
の
保
守
系
政
治
学
者
サ
ミ
ュエ
ル
・ハン
ティン
ト
ン
に
よ
る
米
国
に
お
け
る
「
我
〔々W

e

〕」
の
定
義
と
一
致
す
る
。

第
二
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
W
T
O
）に
対
す
る
ト
ラ
ン
プ
の
不
服
と
攻
撃
で
あ
る
。
国
家
間
の
組
織
で
あ
る
W
T
O
は
、「
一
国
一
票
」
の
原
則
を
貫

く
た
め
、「
特
別
引
出
権
」
の
比
率
に
よ
っ
て
意
思
決
定
権
を
配
分
す
る
I
M
F
よ
り
は
「
帝
国
的
」
で
な
い
が
、
米
国
政
府
よ
り
は
「
帝
国
的
」
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。ト
ラ
ン
プ
は
、
W
T
O
が
米
国
の
主
権
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
制
約
を
構
成
し
て
き
た
と
絶
え
ず
訴
え
、三
〇
一
条
調
査
を

開
始
し
、
米
国
の
国
内
法
に
従
っ
て
他
の
加
盟
国
へ
の
制
裁
措
置
を
講
じ
た
。ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
W
T
O
の
上
訴
機
関
の
運
営
さ
え
妨
害
し
た
。
以
上
の

こ
と
が
照
ら
し
出
す
の
は
、
覇
権
下
の
国
際
貿
易
秩
序
を
自
分
か
ら
疎
外
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
、
米
国
の
傾
向
で
あ
る
。

二
〇
一
七
年
三
月
に
は
早
く
も
、
米
国
通
商
代
表
部
が
「
主
権
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
「
二
〇
一
七
年
通
商
政
策
ア
ジェン
ダ
」
を

発
表
し
、四
つ
の
目
標
を
掲
げ
た
―
（
1
）
貿
易
政
策
に
関
す
る
米
国
の
主
権
を
守
る
、（
2
）
米
国
の
貿
易
法
を
厳
格
に
実
施
す
る
、（
3
）
あ
ら
ゆ
る

手
段
を
用
い
て
、
他
国
が
米
国
の
商
品
と
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
開
放
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
米
国
の
知
的
財
産
権
を
保
護
す
る
た
め
に
適
切
で
有
効
な
保

護
・
施
行
制
度
を
提
供
す
る
、（
4
）
世
界
の
主
要
市
場
の
国
々
と
新
し
く
よ
り
良
い
貿
易
協
定
を
交
渉
す
る
。こ
の
文
書
で
は
、
W
T
O
の
紛
争
解
決

制
度
を
米
国
の
主
権
を
制
限
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
同
部
が
策
定
し
た
「
二
〇
一
八
年
通
商
政
策
ア
ジェン
ダ
」
と
「
二
〇
一
七
年
年
次
報
告
書
」

は
さ
ら
に
、
W
T
O
が
途
上
国
に
対
し
て
明
確
な
標
準
を
示
さ
ぬ
ま
ま
、ブ
ラ
ジ
ル
、
中
国
、イ
ン
ド
、
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
、
低
所
得
国
よ
り
は
先
進
的
な

経
済
圏
に
、
途
上
国
に
対
す
る
優
遇
政
策
を
与
え
て
い
る
と
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
W
T
O
ル
ー
ル
の
予
測
可
能
性
を
損
な
い
、
新
し
い
自
由
化

協
定
の
下
で
の
交
渉
結
果
の
確
実
性
を
低
下
さ
せ
る
」。
報
告
書
は
「
中
国
は
国
家
主
義
的
な
経
済
モ
デ
ル
を
持
っ
て
お
り
、
政
府
の
役
割
は
大
き
く
、
ま

た
拡
大
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
中
国
が
「
近
年
、
市
場
原
理
か
ら
さ
ら
に
離
れ
」、
世
界
中
の
市
場
を
歪
め
る
巨
大
な
能
力
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
を
非
難

し
て
い
る
。し
か
し
、
G
A
T
T
か
ら
W
T
O
に
至
る
ま
で
国
際
貿
易
秩
序
そ
の
も
の
が
、「
非
市
場
経
済
」に
対
す
る
実
質
的
な
識
別
規
準
を
な
ん
ら

提
示
し
て
い
な
い
。一
般
的
に
、
何
が
「
非
市
場
経
済
」
で
あ
る
か
は
、
各
国
が
自
国
の
国
内
法
に
従
っ
て
判
断
し
て
い
る
。

二
〇
一
八
年
通
商
政
策
ア
ジェン
ダ
と
二
〇
一
七
年
年
次
報
告
書
は
、
主
権
が
相
互
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
曰
く
、

「
主
権
国
家
と
し
て
、
中
国
は
ど
の
よ
う
な
貿
易
政
策
も
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
、
米
国
は
主
権
国
家
と
し
て
、
対
応
す
る
自
由
が
あ
る
」。

米
国
が
「
対
応
」
す
る
方
法
と
は
、
貿
易
制
裁
と
い
う
大
き
な
棒
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
で
あ
る
。二
〇
一
七
年
、ト
ラ
ン
プ
は
米
商
務
長
官
に
、一
九
七
四

年
通
商
法
三
〇
一
条
に
基
づ
き
、
中
国
へ
の
調
査
を
正
式
に
開
始
す
る
よ
う
指
示
し
た
。三
〇
一
条
は
、
米
国
大
統
領
と
通
商
代
表
が
、
外
国
政
府
の
不

当
・
不
公
正
な
貿
易
慣
行
を
独
自
の
判
断
で
申
し
立
て
た
り
調
査
し
た
り
し
、
制
裁
措
置
を
取
る
権
限
を
与
え
て
い
る
。
次
に
、ト
ラ
ン
プ
政
権
は
中
国

製
品
に
四
度
に
わ
た
っ
て
関
税
を
課
し
た
。し
か
し
、バ
イ
デ
ン
政
権
は
そ
の
発
足
後
、ト
ラ
ン
プ
が
中
国
に
課
し
た
関
税
を
黙
っ
て
継
承
し
、
中
国
と
の
交

渉
の
切
り
札
と
し
て
利
用
し
た
。こ
れ
は
、
米
国
経
済
が
ス
タ
グ
フ
レ
ー
ション
の
兆
候
を
示
す
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
。こ
う
し
た
関
税
政
策
は
、
米
国
の

対
中
貿
易
赤
字
の
削
減
だ
け
が
目
的
で
は
な
い
。グ
ロ
ー
バル
・
バ
リ
ュ
ー
チェ
ー
ン
の
再
編
成
を
も
示
唆
す
る
も
の
で
、
多
国
籍
企
業
が
製
造
に
関
す
る
投

資
を
米
国
へ
と
戻
す
よ
う
、
少
な
く
と
も
中
国
以
外
に
移
す
よ
う
誘
導
し
て
い
る
。

米
国
の
一
貫
し
た
国
際
的
振
る
舞
い
か
ら
判
断
す
る
と
、こ
の
よ
う
な
慣
行
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
冷
戦
時
代
、
G
A
T
T
交
渉
が
ま
だ
進
行
中

だ
っ
た
頃
、
米
国
は
一
九
七
四
年
の
通
商
法
に
三
〇
一
条
を
規
定
し
、
G
A
T
T
の
紛
争
解
決
制
度
に
代
わ
っ
て
、い
わ
ゆ
る
不
公
正
な
外
国
貿
易
活
動

を
罰
す
る
た
め
に
一
方
的
に
貿
易
調
査
や
制
裁
を
行
う
よ
う
に
し
た
。こ
の
米
国
の
動
き
は
、
他
の
G
A
T
T
加
盟
国
に
G
A
T
T
の
紛
争
解
決
制
度

の
修
正
を
検
討
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。一
九
九
四
年
、
W
T
O
加
盟
国
は
、
最
終
的
に
米
国
の
提
案
を
取
り
入
れ
た
紛
争
解
決
了
解
（
D
S
U
）に
達

し
た
。
D
S
U
第
二
三
条
は
、
多
国
間
の
紛
争
解
決
制
度
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
加
盟
国
が
D
S
U
の
手
続
き
外
で
一
方
的
に
救
済
を
求
め
る

こ
と
を
明
確
に
禁
じ
て
い
る
。
D
S
U
は
、
他
国
が
W
T
O
の
義
務
に
違
反
し
て
い
る
か
、
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
国
が
米
国
に
譲
歩
し
た
の
だ
か
ら
、
米
国
は
D
S
U
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
理
屈
も
あ
ろ
う
。し
か
し
、
米
国
は
貿
易
紛
争
に
お
い
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て
依
然
と
し
て
三
〇
一
条
を
手
放
さ
ず
、
最
近
の
貿
易
紛
争
で
は
一
九
六
二
年
通
商
法
の
二
〇
一
条
と
二
三
二
条
ま
で
使
っ
て
い
る
。
米
国
の
国
家
安
全
保

障
の
名
の
下
に
、一
連
の
貿
易
調
査
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
米
国
に
お
け
る
W
T
O
ル
ー
ル
違
反
の
形
態
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
同
盟
国
と
の
鉄

鋼
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
貿
易
交
渉
の
際
、
米
国
は
G
A
T
T
ウ
ル
グ
アイ
・
ラ
ウ
ン
ド
で
厳
し
く
制
限
さ
れ
た
「
自
主
的
輸
出
割
当
」
ま
で
申
し
出
て
い
る
。

し
か
し
、こ
う
し
た
W
T
O
ル
ー
ル
違
反
に
対
し
て
、
米
国
は
罰
せ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
致
命
的
な
問
題
は
、
米
国
は
D
S
U
制
度
が
機
能
し
な
い
よ

う
に
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
D
S
U
の
手
続
き
に
よ
る
と
、
事
案
を
処
理
す
る
際
、
裁
判
所
は
少
な
く
と
も
三
人
の
裁
判
官
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
裁
判
官
は
任
期
を
終
え
る
と
退
任
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
予
備
の
裁
判
官
も
数
名
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
訴
機
関
は
も
と
も
と
七
人
の

裁
判
官
を
擁
し
て
い
た
。
彼
ら
は
一
人
ず
つ
任
期
を
終
え
る
。し
か
し
、
米
国
が
一
票
の
拒
否
権
を
使
っ
て
三
〇
回
連
続
で
新
し
い
裁
判
官
の
任
命
を
阻
止

し
た
た
め
、二
〇
一
九
年
一
二
月
一
一
日
に
二
四
年
ぶ
り
に
W
T
O
上
訴
機
関
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。二
〇
二
〇
年
一
一
月
三
〇
日
に
は
、
W
T
O

上
訴
機
関
の
最
後
の
メ
ン
バ
ー
が
正
式
に
任
期
を
終
え
て
退
任
し
た
。バ
イ
デ
ン
政
権
は
、ト
ラ
ン
プ
の
「
アメ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
観
を
言
説
レ
ベル
で
弱
め
、

「
ル
ー
ル
・
ベ
ー
ス
」
の
国
際
秩
序
を
提
唱
し
た
。し
か
し
、
W
T
O
の
正
常
な
運
営
を
ど
う
継
続
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
な
ア
ク
ション

は
な
く
、
W
T
O
上
訴
機
関
の
「
停
止
」へ
の
対
応
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

W
T
O
上
訴
機
関
の
「
停
止
」
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
大
き
な
理
論
的
意
味
を
持
つ
。
W
T
O
は
、
自
由
貿
易
と
い
う
世
界
秩
序
の
象
徴
で
あ
る
。
そ

の
W
T
O
を
、
米
国
は
「
主
権
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
訴
え
、一
撃
で
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
危
機
に
陥
れ
た
。こ
の
こ
と
は
、
米
国
の
主
導
的
地
位
が
世
界
貿

易
秩
序
に
お
け
る
覇
権
を
失
いつ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
主
要
な
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
地
位
は
依
然
と
し
て
か
な
り
強
固
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
が
定
義
し
た
無
境
界
性
と
脱
領
土
化
と
い
う
特
徴
を
持
つ
多
く
の
国
際
機
関
や
国
際
法
規
範
は
、
米
国
の
覇
権
に
抵
抗
し
て
自

立
的
に
活
動
す
る
能
力
を
ま
だ
根
本
的
に
欠
い
て
い
る
。
I
M
F
や
世
界
銀
行
の
よ
う
に
、「
一
国
一
票
」
の
原
則
に
従
わ
ず
、
出
資
比
率
に
応
じ
た
議
決

権
配
分
に
依
存
す
る
国
際
機
関
に
と
っ
て
、
米
国
の
拒
否
権
は
よ
り
重
要
で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
コ
モ
ン
ウェル
ス
』
で
著
者
二
人
は
、二
〇
〇
〇
年
の
判
断
を
新
た
な
物ナ

ラ
テ
ィ
ヴ語へ

と
修
正
し
た
。二
〇
世
紀
末
に
新
し
い
帝
国

が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、し
か
し
「
帝
国
の
形
成
に
は
直
接
関
わ
ら
ず
に
」
米
国
政
府
は
、「
そ
の
新
し
さ
を
否
定
し
抑
圧
し
、
過
去
の
亡
霊
を
呼
び

起
こ
し
、
政
治
支
配
の
死
せ
る
者
た
ち
に
舞
台
を
踏
ま
せ
、
古
び
た
壮
大
な
夢
を
再
演
さ
せ
た
」
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
新
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
米
国
は

「
ク
ー
デ
タ
」
を
起
こ
し
、
す
べ
て
の
擡
頭
す
る
「
貴
族
」
勢
力
（
他
の
有
力
国
民
国
家
や
多
国
籍
企
業
な
ど
の
勢
力
）
を
米
国
の
「
君
主
」
権
力
に
従
わ

せ
、
擡
頭
す
る
「
帝
国
」
を
「
帝
国
主
義
」へ
と
引
き
下
げ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
二
人
の
著
者
は
考
え
て
い
る
。こ
の
新
た
な
論
説
か
ら
、ト
ラ
ン
プ
が
強

調
す
る
「
主
権
」
は
、ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
イ
ラ
ク
で
の
戦
争
と
同
様
に
「
帝
国
」に
対
す
る
「
帝
国
主
義
」
の
行
為
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ

の
新
た
な
物
語
は
、『
帝
国
』
の
判
断
よ
り
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
間
違
い
な
い
が
、
新
た
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
第
一
に
、「
ク
ー
デ

タ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
著
者
二
人
は
、「
帝
国
」
の
正
統
性
は
二
〇
世
紀
末
に
は
確
立
し
て
い
た
と
想
定
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
、
新
世
紀
最
初
の
一
〇
年
間
の
米
国
の
振
る
舞
い
が
、
何
ら
か
の
正
統
性
に
対
す
る
転
覆
と
し
て
叙
述
さ
れ
え
た
。こ
の
想
定
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。
第
二

に
、
著
者
は
、
米
国
は
「
新
し
さ
を
否
定
し
、
抑
圧
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、こ
れ
は
米
国
が
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
」
を
推
進
し
な
か
っ
た
と
言
う
に

等
し
い
。こ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
。

ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
、
冷
戦
後
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
の
経
験
を
も
と
に
「
帝
国
」
の
概
念
を
創
出
し
た
。し
か
し
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
の
プ
ロ
セ
ス

は
、
本
当
に
米
国
の
推
進
力
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
東
欧
社
会
主
義
の
崩
壊
と
ソ
連
の
解
体
が
な
け
れ
ば
、グ
ロ
ー
バル
化
は
米
国
を

中
心
と
す
る
資
本
主
義
陣
営
に
限
ら
れ
た
か
も
し
れ
ず
、一
九
七
〇
年
代
以
降
す
で
に
二
極
の
覇
権
争
い
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
中
国
に
も
部
分
的
に

影
響
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
冷
戦
の
終
結
は
、
米
国
の
一
極
覇
権
を
も
た
ら
し
た
。
米
国
に
と
っ
て
、
対
外
的
に
は
ソ
連
の
よ
う
な
強
敵
は
も
は
や
存

在
し
な
い
。
地
理
的
に
も
、
西
側
資
本
に
と
っ
て
超
過
利
潤
を
も
た
ら
す
新
た
な
フ
ロ
ン
ティ
ア
が
開
か
れ
た
。
米
国
は
、ほ
と
ん
ど
の
産
業
で
最
先
端
技

術
を
支
配
し
、
長
距
離
軍
事
攻
撃
能
力
で
世
界
の
交
通
網
を
支
配
し
、
金
融
の
覇
権
を
し
っ
か
り
握
っ
て
い
る
。
地
政
学
的
な
自
信
か
ら
、
米
国
の
支
配

的
エ
リ
ー
ト
は
「
垂
直
分
業
」
を
推
進
し
、
多
く
の
産
業
の
製
造
部
門
を
発
展
途
上
国
に
移
管
し
た
り
、ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
た
り
し
た
。
米
国
の
多
国

籍
企
業
は
、グ
ロ
ー
バル
・
バ
リ
ュ
ー
チェ
ー
ン
の
な
か
で
最
も
収
益
性
の
高
い
部
分
―
技
術
と
販
売
―
を
支
配
し
、
厖
大
な
数
の
途
上
国
は
、サ
プ
ラ
イ

チェ
ー
ン
に
関
連
す
る
非
常
に
限
ら
れ
た
加
工
賃
と
わ
ず
か
な
利
益
を
得
る
だ
け
で
あ
る
。
利
益
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
か
ら
米
国
の
多
国
籍
企
業
の

本
社
に
流
れ
続
け
、
米
国
の
金
融
市
場
で
こ
れ
ら
の
企
業
の
株
主
に
豊
か
な
リ
タ
ー
ン
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

ま
た
、「
非
物
質
的
生
産
」
と
高
い
柔
軟
性
と
を
特
徴
と
す
る
「
生
政
治
的
生
産
」
と
い
う
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
の
概
念
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
生
産
形
態
は
、
ま
さ
に
前
述
の
「
垂
直
分
業
」に
基
づ
い
て
い
る
。
西
洋
は
バ
リ
ュ
ー
チェ
ー
ン
の
上
流
を
支
配
し
た
た
め
、
労
働
者
の
一
部
は
組
立
ラ
イ

ン
で
の
退
屈
な
作
業
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
欧
米
の
ハ
イ
テ
ク
企
業
で
は
、
多
く
の
社
員
が
勤
務
時
間
を
自
由
に
決
め
、オ
フィ
ス
内
に
は
手
の

届
く
と
こ
ろ
に
飲
食
物
や
娯
楽
施
設
が
あ
り
、
犬
を
連
れ
て
の
出
社
も
可
能
で
、
皆
が
熱
心
に
運
動
し
て
体
調
を
整
え
て
い
る
。
生
産
物
の
生
産
、
労
働

力
の
再
生
産
、
社
会
関
係
の
再
生
産
が
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
に
収
斂
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。し
か
し
、こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
退
屈
で
反
復
的
な
製
造
業
の
労

働
が
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
中
国
、ベ
ト
ナ
ム
、バン
グ
ラ
デ
シュ
と
いっ
た
発
展
途
上
国
の
工
場
へ
と
移
さ
れ
、
そ
こ
で
労
働
者
ら
は
グ
ロ
ー
バル
・
バ
リ
ュ
ー
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チェ
ー
ン
の
最
も
つ
ま
ら
ぬ
部
分
を
担
い
、
き
わ
め
て
安
い
賃
金
を
得
て
い
る
、
と
い
う
事
実
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
た
ち
は
、「
生
政
治
」

を
理
論
的
構
築
の
基
礎
と
し
て
い
る
が
、こ
の
「
生
政
治
」
と
、グ
ロ
ー
バル
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
央
に
よ
る
マ
ー
ジ
ン
の
搾
取
と
の
関
係
を
分
析

で
き
て
は
い
な
い
。
彼
ら
の
視
点
は
、
第
三
世
界
の
視
点
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。さ
ら
に
、
職
場
に
犬
を
連
れ
て
く
る
社
員
た
ち
は
、
と
て
も
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
一
日
八
時
間
以
上
働
い
て
い
る
こ
と
も
多
い
。「
会
社
を
家
に
見
立
て
た
」
結
果
、
時
間
外
労
働
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い

る
。
彼
ら
は
、
従
来
の
産
業
労
働
者
と
は
異
な
り
、
大
き
な
作
業
場
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
で
組
織
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
雇
用
主
に
と
っ
て

は
「
分
割
統
治
」
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
そ
う
いっ
た
状
況
の
な
か
で
、一
九
世
紀
や
二
〇
世
紀
の
産
業
労
働
者
た
ち
よ
り
も
実
効
性
を
そ
な
え
た
、
資
本

主
義
に
対
す
る
抵
抗
の
組
織
形
態
を
、
彼
ら
が
自
発
的
に
発
展
さ
せ
う
る
、
と
いっ
た
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
末
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
の
モ
デ
ル
は
、
そ
も
そ
も
米
国
の
一
極
覇
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
が
構
想
し
た
脱
中
心
化
・

脱
領
土
化
さ
れ
た
「
帝
国
」
は
、
依
然
と
し
て
米
国
連
邦
準
備
制
度
が
発
行
す
る
米
ド
ル
に
依
存
し
、
強
力
で
ト
ラ
ン
ス
ナ
ショ
ナ
ル
な
軍
事
力
を
所
有
し

て
い
な
い
。
米
軍
は
、
米
国
の
国
内
政
治
が
要
求
す
れ
ば
、
国
連
安
保
理
決
議
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、グ
ロ
ー
バル
な
「
帝
国
」
は
、
米
軍
の
単
独

的
な
行
動
を
阻
止
す
る
力
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
9
・
11
」
後
に
米
国
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
イ
ラ
ク
で
戦
争
を
開
始
し
た
と
き
、
そ
れ
は
決
し
て
そ

れ
ま
で
の
歴
史
的
過
程
の
反
転
で
は
な
く
、
著
者
た
ち
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
ク
ー
デ
タ
」
の
類
で
も
な
か
っ
た
。む
し
ろ
、
米
国
が
いつ
の
間
に
か
確
立
し

た
一
極
覇
権
を
自
信
満
々
に
行
使
し
て
い
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
真
の
歴
史
的
過
程
は
、
米
国
が
そ
の
外
部
に
あ
る
「
グ
ロ
ー
バル
化
」
過
程

を
自
ら
の
単
独
主
義
で
「
攻
撃
」
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
も
と
も
と
米
国
が
自
信
を
持
っ
て
推
進
し
た
「
グ
ロ
ー
バル
化
」
が
制
御
不
能
に
陥
り
、
多
く
の

「
予
期
せ
ぬ
結
果
」
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
あ
る
。

例
え
ば
「
垂
直
分
業
」モ
デ
ル
で
は
、
米
国
は
元
来
、
中
国
の
よ
う
な
発
展
途
上
国
に
対
し
て
、
産
業
チェ
ー
ン
の
ロ
ー
エ
ン
ド
な
位
置
だ
け
を
手
配
し
て

い
た
。し
か
し
、二
〇
世
紀
の
革
命
と
社
会
主
義
建
設
を
通
じ
て
、
中
国
は
強
固
な
国
家
主
権
を
構
築
し
て
き
た
。一
九
七
〇
年
代
末
の
西
側
へ
の
開
放

以
前
に
、
中
国
は
か
な
り
完
成
さ
れ
た
産
業
シ
ス
テ
ム
を
持
ち
、
自
主
的
な
研
究
開
発
能
力
も
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
数
十
年
で
、
中
国
は

産
業
チェ
ー
ン
の
ロ
ー
エ
ン
ド
に
確
固
た
る
足
場
を
築
い
た
だ
け
で
な
く
、ハ
イ
エ
ン
ド
へ
の
進
出
も
段
階
的
に
主
張
し
て
い
る
。
中
国
が
あ
る
製
品
の
技
術
を

習
得
す
る
と
、
国
際
市
場
で
の
価
格
が
急
速
に
低
下
し
、
米
国
の
多
国
籍
企
業
の
超
過
利
潤
が
非
常
に
小
さ
く
な
る
こ
と
は
知
っ
て
の
通
り
だ
。
そ
の
結

果
、
米
国
の
多
国
籍
企
業
が
中
国
の
た
め
に
用
意
し
た
グ
ロ
ー
バル
・
バ
リ
ュ
ー
チェ
ー
ン
の
中
の
地
位
は
揺
ら
ぎ
、
転
覆
さ
れ
さ
え
し
た
。一
部
の
多
国
籍

企
業
は
、
超
過
利
潤
を
失
う
と
い
う
パニッ
ク
に
陥
っ
た
。こ
れ
は
、
米
国
の
国
家
権
力
に
頼
っ
て
、
中
国
の
関
連
産
業
を
弾
圧
す
る
強
力
な
原
動
力
と
な
っ

た
。
同
時
に
、
現
地
の
製
造
拠
点
が
衰
退
し
、
米
国
で
の
大
量
の
雇
用
機
会
が
消
滅
し
た
こ
と
で
、
多
く
の
中
産
階
級
の
人
々
が
、
自
分
た
ち
の
社
会
的

地
位
の
低
下
に
慌
て
ふ
た
め
く
こ
と
に
な
っ
た
。こ
の
た
め
、
国
家
権
力
に
訴
え
て
、こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
動
機
も
生
ま
れ
た
。し
か
し
、

米
国
の
多
国
籍
企
業
は
、
国
家
権
力
を
使
っ
て
他
国
の
競
争
相
手
を
弾
圧
す
る
原
動
力
は
あ
っ
て
も
、
米
国
連
邦
政
府
の
製
造
業
の
米
国
回
帰
計
画
に

は
―
コ
ス
ト
増
と
利
益
減
を
要
求
さ
れ
る
に
等
し
い
た
め
―
あ
ま
り
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。さ
ら
に
、
長
年
に
わ
た
る
「
脱
工
業
化
」に
よ
っ
て
、
米

国
国
内
の
製
造
業
の
マッ
チ
ン
グ
能
力
は
大
き
く
低
下
し
て
い
る
。
多
く
の
産
業
で
技
術
者
や
技
能
労
働
者
が
不
足
し
て
い
る
。「
再
工
業
化
」に
は
持
続

的
な
投
資
が
必
要
で
あ
る
。
短
期
的
な
利
益
を
追
求
す
る
多
国
籍
企
業
を
支
え
る
金
融
資
本
に
と
っ
て
、
長
期
的
な
投
資
は
好
ま
し
く
な
い
。
そ
う
し
た

米
国
の
多
国
籍
企
業
の
利
害
は
、一
般
有
権
者
の
利
害
と
一
部
し
か
重
な
ら
な
い
。ト
ラ
ン
プ
は
前
者
の
政
治
貢
献
と
後
者
の
票
の
両
方
を
必
要
と
し
、
両

者
の
利
害
の
間
で
し
ば
し
ば
揺
れ
動
く
。バ
イ
デ
ン
政
権
が
こ
の
矛
盾
を
超
越
し
た
と
誰
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
は
ま
だ
続
い
て
い
る
。
米
国
主
導
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
は
、
多
く
の
途
上
国
を
グ
ロ
ー
バル
・
バ
リ
ュ
ー
チェ
ー
ン
に

参
加
さ
せ
る
一
方
で
、わ
ず
か
な
利
益
で
ロ
ー
エ
ン
ド
と
い
う
立
場
に
閉
じ
込
め
て
い
る
。し
か
し
、
中
国
は
多
く
の
領
域
で
こ
の
限
界
を
突
破
し
、バ
リ
ュ
ー

チェ
ー
ン
の
上
流
に
登
り
つ
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。こ
の
事
実
は
、
多
く
の
発
展
途
上
国
に
と
っ
て
励
み
と
な
る
。
そ
れ
は
、
価
値
の
配
分
に
お
い
て
、
途

上
国
に
と
っ
て
よ
り
有
益
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
と
い
う
、
新
た
な
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。し
か
し
、
可
能
性
か
ら
現
実
へ
と
至
る
に
は
、
そ
れ
は
ま
だ

複
雑
な
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
必
要
が
あ
る
。
米
国
の
支
配
エ
リ
ー
ト
は
、「
主
権
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
外
と
内
の
区
別
を
つ
け
直
し
、グ
ロ
ー
バル

な
価バ

リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン

値
連
鎖
を
再
編
成
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
、
他
の
国
家
や
地
域
が
自
律
性
を
追
求
す
る
こ
と
を
触
発
す
る
だ
ろ
う
。
様
々
な
要
因
が
連

動
す
る
下
で
、「
主
権
」
と
い
う
概
念
と
と
も
に
内
と
外
と
が
区
別
さ
れ
る
新
た
な
動
向
を
、
我
々
は
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

2　
伝
統
的
モ
デ
ル
の「
回
帰
」―
中
国
と
E
U
の
事
例

ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
、二
〇
〇
〇
年
刊
行
の
『
帝
国
』
の
な
か
で
、
資
本
主
義
の
グ
ロ
ー
バル
な
拡
大
が
、
資
本
秩
序
の
外
側
の
空
間
を
吞
み
込
み
、
境
界

な
き
帝
国
を
形
成
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
近
代
の
対
立
を
規
定
し
て
い
た
二
項
対
立
は
曖
昧
に
な
っ
た
。
近
代
的
な
主
権
者
た
る
〈
自

己
〉
を
劃
定
し
う
る
よ
う
な
〈
他
者
〉は
解
体
さ
れ
、
不
明
瞭
に
な
り
、
も
は
や
主
権
の
場
所
を
拘
束
す
る
外
部
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
。
外
部
こ
そ
が
、

危
機
に
一
貫
性
を
与
え
て
い
た
。
今
日
、
米
国
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
と
っ
て
、
単
一
の
統
一
さ
れ
た
敵
を
挙
げ
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
お
り
、む
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し
ろ
、
小
さ
な
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い
敵
が
ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。ほ
ど
な
く
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
イ
ラ
ク
で
の
戦
争
が
勃
発
し
た
。

時
代
の
新
た
な
進
展
に
も
と
づ
き
、二
〇
〇
九
年
の
『
コ
モ
ン
ウェル
ス
』
で
は
物
語
は
以
下
の
よ
う
に
修
訂
さ
れ
た
―
曰
く
、二
一
世
紀
初
頭
、
米
国
は

帝
国
建
設
に
反
対
す
る
「
ク
ー
デ
タ
」
を
起
こ
し
た
が
、二
〇
〇
八
年
の
金
融
危
機
は
こ
の
米
国
の
「
ク
ー
デ
タ
」
の
失
敗
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
帝
国

建
設
の
プ
ロ
セ
ス
は
続
い
て
い
る
。「
あ
る
側
面
に
お
い
て
は
、
米
国
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
の
失
敗
後
、
集
団
的
資
本
が
経
済
・
社
会
・
政
治
・
軍
事
に
お
け
る
危

機
の
管
理
を
統
べ
て
い
る
。（
…
…
）
実
際
、
複
数
の
極
が
存
在
し
、
国
家
と
非
国
家
の
ア
ク
タ
ー
か
ら
な
る
ア
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジュ
の
構
築
、
権
威
の
新
た
な
形

態
の
確
立
、
規
制
と
管
理
を
め
ぐ
る
新
た
な
規
範
と
実
践
の
決
定
と
いっ
た
、
慌
た
だ
し
い
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
世
界
経
済
フォ
ー
ラ

ム
が
開
催
さ
れ
る
ダ
ボ
ス
は
、ワ
シ
ン
ト
ン
よ
り
も
重
要
な
都
市
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
」。

著
者
た
ち
が
期
待
す
る
逆
転
現
象
は
本
当
に
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
『
コ
モ
ン
ウェル
ス
』
を
出
版
し
た
の
は
、オ
バマ
大
統
領
の
一
期
目
の
任
期

中
で
あ
り
、「
チ
ャ
イ
メ
リ
カ
〔C

him
erica

〕」
の
概
念
と
ダ
ボ
ス
会
議
が
最
高
潮
に
達
し
た
時
期
で
あ
る
。し
か
し
見
て
の
通
り
、オ
バマ
の
二
期
目
に
は
、
中

国
の
擡
頭
を
抑
え
る
た
め
に
、ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
中
東
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
へ
資
源
を
移
そ
う
と
し
て
い
た
。ト
ラ
ン
プ
は
就
任
後
、イ
ラ
ク
戦
争
が

誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
公
に
認
め
、イ
ラ
ク
か
ら
一
刻
も
早
く
す
べ
て
の
米
軍
を
撤
退
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
撤
退
条
件
を
め
ぐ
っ
て
カ
タ
ー
ル
で
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
の
タ
リ
バン
と
直
接
交
渉
も
し
た
。
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
が
重
要
視
し
て
い
る
ダ
ボ
ス
会
議
に
つ
い
て
は
、ト
ラ
ン
プ
の
在
任
中
に
大
き
な
衝
撃
に
見
舞
わ
れ
た
。

ト
ラ
ン
プ
は
米
国
で
の
演
説
で
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ス
ト
」
を
頻
繁
に
攻
撃
し
た
だ
け
で
な
く
、二
〇
一
八
年
一
月
二
六
日
と
二
〇
二
〇
年
一
月
二
一
日
の
二
回
の
演

説
で
は
「
アメ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
を
公
言
し
、
他
国
に
対
し
て
米
国
へ
の
投
資
を
呼
び
掛
け
た
の
で
あ
る
。
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス
の
世
界
的
流
行
が
猛
威

を
振
る
う
二
〇
二
一
年
一
月
に
は
、ダ
ボ
ス
会
議
の
テ
ー
マ
は
、二
〇
二
〇
年
の
「
共
同
・
共
生
を
基
盤
と
し
、
持
続
可
能
な
世
界
を
形
づ
く
る
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
」
か
ら
「
信
頼
回
復
に
向
け
た
重
要
な
年
」へ
と
静
か
に
後
退
し
て
い
た
。ダ
ボ
ス
会
議
が
谷
底
に
落
ち
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

バ
イ
デ
ン
は
大
統
領
就
任
後
、二
〇
〇
一
年
の
ア
フ
ガ
ン
戦
争
で
倒
さ
れ
た
タ
リ
バン
政
権
の
復
活
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
か
ら
の
米
軍
撤
退
を
決
定
し
た
。
米
軍
の
「
カ
ブ
ー
ル
・
モ
ー
メ
ン
ト
」
は
、一
九
七
五
年
の
「
サ
イ
ゴ
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
」
よ
り
も
さ
ら
に
劇
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
「
安
全
保
障
戦
争
」へ
の
投
資
を
減
ら
し
、よ
り
伝
統
的
な
「
外
的
脅
威
」へ
の
対
処
に
資
源
を
振
り
向
け
る
よ
う
に
な
っ

た
。オ
バマ
の
「
ア
ジ
ア
へ
の
軸
足
」
か
ら
ト
ラ
ン
プ
＝
バ
イ
デ
ン
の
「
イ
ン
ド
太
平
洋
戦
略
」
ま
で
、
念
頭
に
あ
る
敵
は
間
違
い
な
く
中
国
で
あ
る
。ト
ラ
ン
プ

政
権
は
対
中
貿
易
戦
争
を
開
始
し
、
科
学
技
術
の
分
野
で
は
中
国
か
ら
の
切デ

カ
ッ
プ
リ
ン
グ

り
離
し
ま
で
行
っ
た
。二
〇
一
八
年
四
月
一
六
日
、
米
国
は
中
国
の
Z
T
E

社
に
対
す
る
制
裁
を
発
表
し
、
Z
T
E
社
は
ほ
ぼ
「
昏
睡
状
態
」に
陥
っ
た
。二
〇
一
八
年
一
二
月
一
日
、フ
ァ
ー
ウェ
イ
の
最
高
財
務
責
任
者
で
あ
る
孟
晩

舟
が
カ
ナ
ダ
で
逮
捕
さ
れ
、
米
国
は
彼
女
の
身
柄
を
米
国
に
引
き
渡
す
よ
う
要
求
し
た
。
次
に
、
米
国
は
フ
ァ
ー
ウェ
イ
を
世
界
的
に
封
じ
込
め
よ
う
と
、

「
同
盟
国
」に
フ
ァ
ー
ウェ
イ
の
施
設
や
技
術
を
手
放
す
よ
う
働
き
か
け
、チ
ッ
プ
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
や
フ
ァ
ウ
ン
ド
リ
ー
、マ
ス
ク
ア
ラ
イ
ナ
ー
メ
ー
カ
ー
に
フ
ァ
ー

ウェ
イ
向
け
の
供
給
を
打
ち
切
る
よ
う
要
請
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、か
つ
て
世
界
ト
ッ
プ
を
誇
っ
た
フ
ァ
ー
ウェ
イ
の
5
G
携
帯
電
話
事
業
が
衰
退
し
て
いっ
た
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
も
バ
イ
デ
ン
政
権
も
、
中
国
人
学
生
の
米
国
で
の
S
T
E
M
（
科
学
、
技
術
、
工
学
、
数
学
）
留
学
を
制
限
し
、
米
国
の
科
学
研
究
機
関
と

中
国
と
の
科
学
研
究
協
力
も
制
限
し
て
い
る
。「
貿
易
戦
争
」
と
「
技
術
戦
争
」に
続
き
、バ
イ
デ
ン
政
権
は
世
界
的
な
「
ル
ー
ル
戦
争
」
を
推
進
し
、い
わ

ゆ
る
「
同
盟
国
」
を
次
々
と
動
員
し
て
、
多
く
の
分
野
で
国
際
ル
ー
ル
を
作
り
替
え
、
中
国
の
「
発
展
権
」
を
制
限
し
て
い
る
。イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
領
域
に
お
け

る
中
国
へ
の
「
包
囲
網
」
は
、か
な
り
の
程
度
、
世
界
的
な
「
ル
ー
ル
戦
争
」
の
「
動
員
令
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ト
ラ
ン
プ
が
始
め
、バ
イ
デ
ン
が
継
承
し
た
対
中
貿
易
戦
争
は
、ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
意
図
し
た
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
米
国
の
対
中

貿
易
赤
字
は
過
去
最
高
を
更
新
し
、
課
さ
れ
た
追
加
関
税
は
二
〇
二
一
年
の
国
内
イ
ン
フ
レ
を
押
し
上
げ
る
重
要
な
要
因
と
さ
え
な
っ
て
い
る
。こ
れ
に
対

し
、
歴
代
の
「
技
術
戦
争
」
は
、
今
回
の
貿
易
戦
争
の
よ
う
な
劇
的
な
逆
転
劇
に
は
遭
遇
し
て
い
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
中
国
の
「
経
済
的
主
権
」、
特
に
「
技

術
的
主
権
」
の
概
念
を
大
き
く
強
化
し
た
。ト
ラ
ン
プ
が
大
規
模
な
貿
易
戦
争
を
仕
掛
け
る
前
は
、「
比
較
優
位
」
論
が
世
界
的
に
普
及
し
て
い
た
。
多
く

の
途
上
国
が
米
国
主
導
の
世
界
分
業
を
受
け
入
れ
、「
輸
入
代
替
」
戦
略
を
放
棄
し
た
。
中
国
の
政
府
関
係
者
や
企
業
家
の
多
く
も
ま
た
、
先
端
製
品

は
お
お
む
ね
国
際
貿
易
で
容
易
に
入
手
で
き
る
た
め
、
中
国
は
重
要
技
術
に
投
資
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。
実
際
に
は
「
技
術
市
場
」
戦
略
も

あ
り
、
中
国
は
多
く
の
多
国
籍
企
業
に
市
場
を
開
放
し
、
多
国
籍
企
業
に
中
国
企
業
へ
の
技
術
移
転
を
奨
励
し
て
い
る
（
決
し
て
強
制
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
）。
中
国
の
経
済
学
者
た
ち
は
、わ
ず
か
二
、三
年
前
ま
で
は
、
市
場
経
済
に
お
け
る
国
家
の
産
業
政
策
の
正
当
性
に
つ
い
て
ま
だ
議
論
し
て
い
た
。

し
か
し
、
Z
T
E
と
フ
ァ
ー
ウェ
イ
の
事
件
は
、
議
論
の
雰
囲
気
を
完
全
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
米
国
の
圧
力
に
直
面
し
、
中
国
で
い
ま
な
お
米
国
と
の
「
自

由
貿
易
」
を
信
じ
る
者
も
、
産
業
政
策
の
正
当
性
を
問
う
者
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
核
心
的
な
問
題
は
、
自
主
的
な
イ
ノ
ベ
ー
ション
を
促
進
す
る
た
め
に

ど
の
よ
う
な
産
業
政
策
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
多
く
の
論
者
は
、
直
接
的
に
は
「
技
術
的
主
権
」
の
概
念
に
依
拠
し
、
国
家
は
自
律
的
な
コ

ア
技
術
を
持
た
な
け
れ
ば
、「
首
が
回
ら
な
く
な
る
」
の
を
避
け
ら
れ
な
い
と
強
調
す
る
。
米
国
連
邦
政
府
は
、
中
国
政
府
が
ハ
イ
テ
ク
企
業
を
支
援
し
て

い
る
と
非
難
す
る
一
方
で
、
自
国
の
技
術
革
新
と
産
業
発
展
を
促
進
す
る
た
め
に
毎
年
多
額
の
投
資
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
、
多
く
の
者
が
気
づ
い
て
い
る
。

米
国
の
経
験
に
学
び
、
中
国
の
科
学
技
術
・
産
業
革
新
の
た
め
の
「
新
国
家
シ
ス
テ
ム
」
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウィ
ル
ス
の
流
行
以
来
、よ
り
複
雑
化
し
た
国
際
情
勢
に
直
面
し
、
中
国
の
意
思
決
定
者
た
ち
は
「
二
つ
の
マ
ク
ロ
サ
イ
クル
」
の
理
論
を
採
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用
し
、「
国
内
マ
ク
ロ
サ
イ
クル
」
を
二
つ
の
マ
ク
ロ
サ
イ
クル
の
主
力
と
し
て
い
る
。こ
れ
は
、
明
確
な
「
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
思
考
様
式
」
を
反
映
し
て
い
る
。
中
国

は
率
先
し
て
米
国
か
ら
「
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
」
す
る
の
で
は
な
く
、
米
国
の
一
方
的
な
「
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
」に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

よ
り
強
い
自
律
性
と
外
部
リ
ス
クへ
の
耐
性
を
そ
な
え
た
産
業
チェ
ー
ン
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
対
外
貿
易
で
は
、
中
国
は
自
国
通
貨
建
て
決
済
と

「
脱
ド
ル
」
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
。
同
時
に
、
基
準
通
貨
発
行
に
お
け
る
為
替
資
金
残
高
の
影
響
力
を
低
下
さ
せ
、
米
国
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

（
F
R
B
）の
ド
ル
過
剰
発
行
に
起
因
す
る
「
輸
入
イ
ン
フ
レ
」
の
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
中
国
の
第
一
四
次
五
カ
年
計
画
で
は
、「
科
学
技

術
の
自
主
的
な
革
新
」
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
中
国
の
「
経
済
的
主
権
」
概
念
の
強
化
の
反
映
で
あ
る
。

中
国
は
長
い
間
、
他
の
発
展
途
上
国
と
の
取
引
に
お
い
て
、
例
え
ば
デ
ー
タ
の
ロ
ー
カ
ル
保
存
の
受
け
入
れ
、
政
治
的
条
件
の
な
い
対
外
援
助
な
ど
、つ

ね
に
「
主
権
」
と
い
う
関
心
事
に
対
す
る
相
互
理
解
と
尊
重
を
強
調
し
て
き
た
こ
と
は
言
及
に
値
す
る
。
中
国
が
構
想
す
る
「
人
類
の
未
来
を
共
有
す
る

共
同
体
」
は
、
国
や
民
族
の
境
界
を
弱
め
る
方
向
へ
と
向
か
う
共
同
体
で
は
な
い
。む
し
ろ
、一
方
で
は
自
律
を
守
る
た
め
に
国
民
、
国
家
、
文
明
間
に
境

界
を
も
う
け
る
共
同
体
で
あ
り
、
他
方
で
は
国
民
が
お
互
い
に
繋
が
り
助
け
合
う
共
同
体
な
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
考
え
方
そ
の
も
の
が
、
ネ
グ
リ
＆

ハ
ー
ト
に
よ
る
「
帝
国
」
と
い
う
想
像
力
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。

米
国
が
「
主
権
」
と
い
う
概
念
で
内
側
と
外
側
の
区
別
を
強
化
し
、グ
ロ
ー
バル
・
バ
リ
ュ
ー
チェ
ー
ン
の
再
編
を
試
み
、
そ
の
末
に
中
国
の
「
経
済
的
主

権
」
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
あ
り
き
た
り
な
話
の
よ
う
に
聞
こ
え
よ
う
。
な
に
し
ろ
、
中
国
は
ソ
連
と
決
別
し
、「
三
つ
の
世
界
」
論
に
転

じ
て
以
来
、
国
際
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
最
も
自
律
性
の
高
い
国
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。し
か
し
、
も
っ
と
劇
的
な
の
は
、
E
U
が
同
じ
よ
う
に
主

権
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。サ
ミ
ー
ル
・
ア
ミ
ン
は
『
帝
国
』に
論
及
し
た
際
に
、
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
が
提
唱
し
た
「
帝
国
」
が
、じ
つ
は
米
国
、ヨ
ー

ロッパ
、日
本
と
い
う
三
大
資
本
主
義
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。二
人
の
著
者
は
ア
ミ
ン
の
診
断
を
認
め
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
第

一
に
E
U
統
合
に
よ
り
加
盟
国
の
主
権
が
弱
ま
っ
た
こ
と
、
第
二
に
ほ
と
ん
ど
の
E
U
加
盟
国
が
米
国
主
導
の
大
西
洋
横
断
同
盟
に
参
加
し
て
お
り
、
軍

事
的
に
も
米
国
主
導
の
N
A
T
O
の
後
見
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
形
で
二
重
に
E
U
加
盟
国
が
主
権
の
弱
体
化
を
経
験
し
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。「
帝
国
」
の
道
具
に
な
る
こ
と
を
米
国
が
望
ま
な
い
一
方
で
、
E
U
は
よ
り
静
か
な
地
域
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。し
か
し
、
米
国
の
単
独

主
義
を
前
に
し
て
、
E
U
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
も
、
本
来
国
家
に
属
す
る
「
主
権
」
と
い
う
概
念
に
頼
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
話
は
よ
り
複
雑
に
な
り
、

理
論
的
に
も
難
儀
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
は
欧
州
に
対
し
て
「
アメ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
戦
略
を
追
求
し
た
。
E
U
の
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
を
奨
励
し
、
貿
易
戦
争
を
仕
掛
け
、イ
ラ

ン
と
貿
易
す
る
E
U
企
業
を
制
裁
し
、
E
U
に
よ
る
米
国
の
デ
ー
タ
大
手
企
業
の
規
制
に
反
対
し
、
N
A
T
O
の
欧
州
加
盟
国
に
軍
事
費
の
負
担
増
を

求
め
た
、
等
々
。こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
E
U
に
大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
米
欧
の
大
西
洋
同
盟
の
揺
ら
ぎ
は
、
E
U
の
「
戦
略
的
自
律
」
の
意
識
を
強

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。二
〇
一
七
年
九
月
、フ
ラ
ン
ス
の
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
の
演
説
で
「
主
権
的
な
ヨ
ー
ロッ
パ
」
と
い
う
目
標
を
打
ち
出

し
、
共
同
防
衛
、
移
民
、
外
交
政
策
、
持
続
可
能
な
開
発
、
欧
州
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
E
U
の
経
済
・
通
貨
力
の
構
築
と
い
う
六
つ
の
主
要
政
策
領
域
を
列
挙

し
て
い
る
。こ
の
う
ち
、
最
初
の
三
つ
は
E
U
の
外
交
政
策
に
直
結
し
、
残
り
は
科
学
的
・
技
術
的
主
権
と
経
済
的
主
権
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。マ
ク
ロ

ン
は
「
主
権
」
の
意
味
を
詳
し
く
定
義
し
な
か
っ
た
が
、
彼
の
考
え
る
「
主
権
的
な
ヨ
ー
ロッ
パ
」
は
E
U
の
政
治
エ
リ
ー
ト
の
多
く
か
ら
熱
狂
的
な
反
応
を

受
け
た
。二
〇
一
八
年
九
月
一
二
日
、
欧
州
委
員
会
委
員
長
（
当
時
）の
ジ
ャン
゠
ク
ロ
ー
ド
・ユ
ン
カ
ー
は
、
欧
州
議
会
で
「
ヨ
ー
ロッ
パ
主
権
の
と
き
」
と
題

す
る
一
般
教
書
演
説
を
行
っ
た
。
演
説
で
は
、
E
U
の
外
交
政
策
を
統
一
す
る
た
め
、
外
交
領
域
に
お
け
る
全
会
一
致
の
意
思
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
止
ま

で
提
案
し
た
。二
〇
二
〇
年
九
月
、
欧
州
議
会
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
略
的
主
権
」
を
「
重
要
な
戦
略
領
域
に
お
い
て
独
自
に
行
動
し
、
独
自
の
資
源
に
頼

り
、
必
要
時
に
は
パ
ー
ト
ナ
ー
と
協
力
す
る
能
力
」
と
定
義
す
る
政
策
報
告
書
を
発
表
し
た
。二
〇
二
〇
年
に
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス
が
流
行
し
た
後
、
E
U

は
一
度
、
防
護
装
備
の
供
給
不
足
と
い
う
ジ
レン
マ
に
陥
り
、
限
ら
れ
た
資
源
を
加
盟
国
が
奪
い
合
う
と
い
う
事
態
に
陥
っ
た
。
そ
の
反
省
か
ら
、
E
U
は

危
機
の
際
の
連
携
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。二
〇
二
一
年
九
月
、
N
A
T
O
の
同
盟
国
に
通
知
し
な
い
ま
ま
米
軍
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
急
遽
撤
退
し
た

こ
と
に
よ
る
混
乱
も
、
多
く
の
E
U
エ
リ
ー
ト
が
「
ヨ
ー
ロッ
パ
の
主
権
」
と
い
う
理
念
を
大
切
に
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

E
U
の
関
係
者
が
「
E
U
は
主
権
国
家
で
あ
る
」
と
公
に
表
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
E
U
は
加
盟
国
が
非
E
U
諸
国
と
な
に
が
し
か
の
外

交
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
阻
止
す
る
有
効
な
手
段
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。し
か
し
、
E
U
の
政
治
エ
リ
ー
ト
に
は
、
E
U
は
一
つ
の
外
交
的
な
声
で
話
す

べ
き
だ
と
公
言
す
る
者
が
増
え
て
い
る
。「
主
権
的
な
ヨ
ー
ロッ
パ
」
と
い
う
言
説
の
公
的
な
焦
点
は
外
部
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
際
舞
台
に
お
け
る
欧
州
の

戦
略
的
自
律
性
を
強
化
し
、
米
国
、ロ
シ
ア
、
中
国
を
含
む
他
の
大
国
の
影
響
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
加
盟
国
の
疑
念
を
和
ら
げ

る
た
め
、
E
U
の
エ
リ
ー
ト
は
、「
E
U
主
権
」
は
E
U
が
加
盟
国
か
ら
よ
り
大
き
な
主
権
を
得
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
外
国
の
大
国
を
前
に
し
て
、

自
分
た
ち
の
運
命
を
よ
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
宣
言
し
て
い
る
。し
か
し
、「
主
権
」
と
い
う
概
念
に
頼
る
こ
と
で
内
側
と

外
側
を
区
別
す
る
た
め
に
、
E
U
エ
リ
ー
ト
は
意
図
的
に
外
的
脅
威
を
強
調
し
、
自
ら
の
力
を
拡
大
し
、
多
く
の
政
策
分
野
に
お
い
て
加
盟
国
の
政
策
の

一
貫
性
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、二
〇
一
八
年
九
月
一
二
日
、
欧
州
委
員
会
の
ジ
ャン
゠
ク
ロ
ー
ド
・ユ
ン
カ
ー
委
員
長
の
一
般
教
書
演

説
「
ヨ
ー
ロッ
パ
主
権
の
と
き
」
は
、
E
U
の
投
票
制
度
に
お
け
る
「
満
場
一
致
」
原
則
の
廃
止
を
提
案
し
た
。
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さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
交
錯
し
た
結
果
、
E
U
は
二
〇
一
九
〜
二
〇
二
一
年
に
「
ヨ
ー
ロッパ
主
権
」
を
指
導
精
神
と
す
る
多
く
の
政
策
を
導
入
す
る
事
態

と
な
っ
た
。
そ
の
い
く
つ
か
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。（
1
）
デ
ー
タ
経
済
と
半
導
体
産
業
に
関
し
て
、二
〇
二
〇
年
二
月
、
欧
州
委
員
会
は
、デ
ー
タ
経
済
に

お
け
る
E
U
の
競
争
力
を
高
め
つ
つ
中
国
や
米
国
に
追
いつ
く
た
め
に
、三
つ
の
デ
ジ
タ
ル
戦
略
文
書
（「
欧
州
の
デ
ジ
タ
ル
未
来
の
形
成
」、「
人
工
知
能
に

関
す
る
白
書
」、「
欧
州
デ
ー
タ
戦
略
」）
を
順
次
発
表
し
た
。
欧
州
委
員
会
の
ウ
ル
ズ
ラ
・
フォン
・
デ
ア
・
ラ
イ
エ
ン
委
員
長
は
、こ
れ
ら
の
政
策
の
目
的
を

説
明
す
る
な
か
で
、
E
U
は
「
技
術
的
主
権
」
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。二
〇
二
〇
年
一
二
月
、
E
U
は
「
デ
ジ
タ
ル
欧
州
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
を
立
ち
上
げ
、
欧
州
の
デ
ジ
タ
ル
能
力
を
構
築
・
拡
大
し
、
欧
州
の
デ
ジ
タ
ル
主
権
を
強
化
す
る
た
め
に
、
今
後
七
年
間
で
七
六
億
ユ
ー
ロ
を
提
供
す

る
と
発
表
し
て
い
る
。
欧
州
委
員
会
は
、デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
法
と
デ
ジ
タ
ル
市
場
法
と
い
う
二
つ
の
新
し
い
デ
ジ
タ
ル
法
案
を
提
出
し
た
。こ
れ
は
、
E
U
域

内
で
活
動
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ルメ
ディ
ア
、オ
ン
ラ
イ
ン
市
場
、
そ
の
他
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フォ
ー
ム
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
同
月
、
欧
州

一
七
カ
国
が
「
欧
州
電
子
チ
ッ
プ
・
半
導
体
産
業
同
盟
計
画
」に
署
名
し
、
先
進
的
な
チ
ッ
プ
設
計
・
生
産
能
力
を
確
立
し
、
半
導
体
分
野
に
お
け
る
E
U

の
ア
ジ
ア
お
よ
び
米
国
か
ら
の
輸
入
へ
の
依
存
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。二
〇
二
一
年
九
月
一
五
日
、ウ
ル
ズ
ラ
・
フォン
・
デ
ア
・
ラ
イ
エ
ン
は
一
般
教

書
演
説
で
、
E
U
の
半
導
体
産
業
の
統
合
と
高
度
化
を
目
指
し
、「
欧
州
チ
ッ
プ
法
」
を
制
定
す
る
と
発
表
し
た
。（
2
）
医
薬
品
の
生
産
・
加
工
に
関
し

て
、二
〇
二
〇
年
七
月
六
日
、
欧
州
医
薬
品
庁
（
E
M
A
）
と
欧
州
薬
事
規
制
当
局
幹
部
会
議
（
H
M
A
）
は
、「
二
〇
二
五
年
に
向
け
た
欧
州
医
薬
品

機
関
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
戦
略
」
を
公
開
し
、
公
募
を
行
っ
た
。こ
の
草
案
で
は
、
欧
州
医
薬
品
規
制
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
六
つ
の
重
点
分
野
が
示
さ
れ
、サ
プ
ラ
イ

チェ
ー
ン
の
参
加
者
と
し
て
よ
り
多
く
の
第
三
者
を
導
入
し
、
中
国
や
イ
ン
ド
へ
の
依
存
度
を
下
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。（
3
）
外
資
規
制
に
つ
い
て
、二
〇
二

〇
年
三
月
二
五
日
、
欧
州
委
員
会
は
、
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス
流
行
時
の
外
国
直
接
投
資
の
監
督
と
E
U
戦
略
資
産
の
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
発
表

し
、
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス
流
行
危
機
に
お
け
る
外
国
投
資
家
の
E
U
戦
略
資
産
取
得
の
危
険
性
を
加
盟
国
に
喚
起
し
、
外
国
直
接
投
資
審
査
制
度
を
ま

だ
設
け
て
い
な
い
一
三
加
盟
国
に
こ
の
作
業
を
促
進
す
る
よ
う
奨
励
し
た
。
加
盟
国
政
府
が
企
業
の
株
式
を
購
入
す
る
こ
と
も
奨
励
さ
れ
て
い
る
。こ
の

よ
う
な
背
景
か
ら
、ド
イ
ツ
、フ
ラ
ン
ス
、イ
タ
リ
ア
、ス
ペ
イ
ン
な
ど
で
は
、
E
U
域
外
か
ら
の
企
業
の
投
資
・
買
収
に
関
す
る
審
査
を
強
化
し
て
い
る
。二

〇
二
〇
年
六
月
一
七
日
、
欧
州
委
員
会
は
「
外
国
政
府
補
助
金
を
め
ぐ
る
競
争
条
件
の
公
正
化
に
関
す
る
白
書
」
を
発
表
し
、
外
国
政
府
補
助
金
に
関

す
る
審
査
制
度
の
枠
組
み
を
打
ち
出
し
た
。
E
U
域
外
の
競
合
他
社
が
買
収
し
た
欧
州
企
業
が
「
不
当
な
」
政
府
補
助
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
場
合
、
欧

州
委
員
会
は
そ
の
取
引
や
市
場
行
動
に
対
し
て
広
範
な
審
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。（
4
）
地
域
産
業
チェ
ー
ン
の
観
点
で
は
、二
〇

二
〇
年
八
月
二
四
日
、
E
U
は
「
特
恵
原
産
地
規
則
」
の
改
革
措
置
パッ
ケ
ー
ジ
を
発
表
し
、
E
U
周
辺
の
二
〇
カ
国
・
地
域
で
商
品
を
生
産
・
加
工
で
き

る
よ
う
に
し
た
。こ
れ
ら
の
場
所
か
ら
欧
州
へ
の
輸
出
は
、
特
恵
原
産
地
規
則
に
基
づ
く
特
恵
関
税
を
引
き
続
き
享
受
で
き
る
た
め
、
E
U
の
ア
ジ
ア
・
北

米
市
場
へ
の
依
存
度
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
5
）
原
材
料
の
供
給
に
関
し
て
は
、二
〇
二
〇
年
九
月
三
日
、
欧
州
委
員
会
は
C
R
M
リ
ス
ト
二

〇
二
〇
を
発
表
し
、
希
土
類
元
素
と
永
久
磁
石
の
サ
プ
ラ
イ
チェ
ー
ン
の
供
給
弾
力
性
を
確
保
し
、
中
国
へ
の
依
存
を
減
ら
す
と
と
も
に
、
重
要
原
材
料
の

代
替
と
リ
サ
イ
クル
を
奨
励
・
促
進
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

バ
イ
デ
ン
の
擡
頭
は
、
E
U
の
戦
略
的
自
立
の
追
求
を
減
速
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。バ
イ
デ
ン
は
米
欧
共
通
の
思
想
的
価
値
を
強
調
し
た
が
、
国
内

の
政
治
的
反
発
に
厳
し
く
制
約
さ
れ
、
欧
州
の
同
盟
国
に
大
き
く
譲
歩
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
E
U
の
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
税
」に
反
対
し
、
米
国

の
多
国
籍
デ
ー
タ
大
手
企
業
を
保
護
す
る
と
い
う
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
方
針
を
、バ
イ
デ
ン
政
権
は
継
承
し
た
。二
〇
二
一
年
八
月
、
米
国
は
N
A
T
O
の
同

盟
国
と
相
談
す
る
こ
と
な
く
、ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
軍
を
急
遽
撤
退
さ
せ
、
同
盟
諸
国
を
困
惑
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
盟
国
の
多
く
は
、バ
イ
デ
ン
政

権
と
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
間
に
実
質
的
な
違
い
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欧
州
連
合
外
交
・
安
全
保
障
政
策
上
級
代
表
の
ジョ

セ
ッ
プ
・
ボ
レ
ル
・
フォ
ン
テ
ジェス
は
二
〇
二
一
年
八
月
二
二
日
、
A
F
P
通
信
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
、ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
起
き
た
こ
と
は
欧
州
の
危
機
意

識
を
目
覚
め
さ
せ
た
と
述
べ
た
。
必
要
な
時
に
軍
事
行
動
を
起
こ
せ
る
E
U
軍
の
構
築
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
九
月
一
五
日
、ウ
ル
ズ
ラ
・
フォン
・
デ
ア
・

ラ
イ
エ
ン
は
欧
州
議
会
で
演
説
し
、
E
U
の
戦
闘
部
隊
を
強
化
し
「
N
A
T
O
の
参
加
な
し
に
軍
事
介
入
を
行
う
」
と
い
う
政
治
的
意
志
を
異
例
の
形
で

表
明
し
た
。
同
月
、
米
国
は
フ
ラ
ン
ス
に
通
知
す
る
こ
と
な
く
、イ
ギ
リ
ス
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
「
A
U
K
U
S
」
と
名
付
け
た
三
国
軍
事
同
盟
を
結
成

し
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
こ
れ
ま
で
の
潜
水
艦
の
契
約
を
破
棄
し
た
。フ
ラ
ン
ス
は
、ト
ラ
ン
プ
政
権
へ
の
対
応
よ
り
も
強
い
反
応
を
示
し
た
。

バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
欧
州
の
戦
略
的
自
律
を
求
め
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
の
一
部
を
支
持
す
る
と
約
束
し
、フ
ラ
ン
ス
を
な
だ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
かっ
た
。
E
U

の
エ
リ
ー
ト
は
、
公
的
な
発
言
で
中
国
、
米
国
、ロ
シ
ア
を
外
的
脅
威
と
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も
「
主
権
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
根
本
的
な
焦
点
は
、

E
U
の
米
国
へ
の
依
存
を
い
か
に
弱
め
る
か
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
ヨ
ー
ロッ
パ
の
主
権
」
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
中
・
東
欧
の
多
く
の
親
米
諸
国
が
こ
れ
以
上
の
統
合
を
嫌
っ
て
い
る
こ

と
、ド
イ
ツ
が
自
国
の
財
政
コ
ス
ト
を
懸
念
し
て
い
る
こ
と
、
E
U
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
力
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、一
連
の
障
害
を
克
服
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。し
か
し
、
E
U
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
政
策
や
表
明
か
ら
、「
主
権
的
ヨ
ー
ロッパ
」
が
単
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
い
こ
と
は
説
明

で
き
る
。こ
の
指
針
は
、
E
U
の
自
律
性
を
強
化
す
る
た
め
の
一
連
の
実
践
と
し
て
実
行
さ
れ
て
い
る
。
E
U
の
政
治
エ
リ
ー
ト
の
多
く
は
、
伝
統
的
に
「
国

家
」に
属
す
る
「
主
権
」
の
言
説
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
意
図
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、「
国
家
」
を
政
治
的
動
員
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
と
し
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て
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
東
方
拡
大
に
お
い
て
、
E
U
は
自
ら
を
つ
ね
に
「
外
部
を
内

部
化
」
で
き
る
秩
序
と
み
な
す
方
向
へ
と
進
み
、
そ
の
境
界
線
は
外
に
向
か
っ
て
拡
大
し
続
け
て
い
く
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
な
自
己
認
識
は
、
そ
の
強
さ
と

コ
アバ
リ
ュ
ー
の
普
遍
性
に
対
す
る
自
信
に
基
づ
い
て
い
る
。し
か
し
、二
〇
〇
九
年
以
降
、
E
U
は
債
務
危
機
、
難
民
危
機
、
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス
流
行
危

機
に
相
次
い
で
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
地
政
学
的
に
も
、
外
国
勢
力
か
ら
の
圧
力
の
高
ま
り
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
E
U
の
拡
大
ペ
ー
ス
は
鈍
化
し
て

い
る
。「
主
権
的
ヨ
ー
ロッ
パ
」
と
い
う
言
説
は
、
現
在
の
国
境
を
基
準
に
内
側
と
外
側
を
区
別
し
、
E
U
機
関
の
力
を
強
化
し
、
外
的
脅
威
を
強
調
す
る

こ
と
で
内
部
統
合
を
進
め
る
、
と
いっ
た
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。こ
れ
は
決
し
て
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
が
期
待
し
た
「
脱
中
心
化
」「
脱
領
土
化
」
で
は
な
く
、

ま
さ
に
そ
の
逆
の
「
中
央
集
権
化
」「
領
土
化
」
で
あ
る
。

「
主
権
」
を
め
ぐ
る
欧
州
連
合
の
関
心
事
は
、
あ
る
重
要
な
政
策
領
域
に
及
ん
で
い
る
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
と
規
制
で
あ
る
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、

N
A
T
O
が
掲
げ
る
海
、
陸
、
空
に
次
ぐ
第
四
の
戦
場
で
あ
る
（
第
五
の
戦
場
は
宇
宙
）。し
か
し
、
政
治
的
不
一
致
、
言
語
の
分
断
、
加
盟
国
間
の
法
律

の
大
き
な
違
い
の
た
め
に
、
E
U
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
に
十
分
な
規
模
の
単
一
言
語
市
場
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
世
界
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
企
業
ト
ッ
プ
10
に
欧
州
企
業
を
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
米
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
大
手
企
業
は
、
E
U
の
人
々
の
日
常
生
活
を
支
配
し
、

彼
ら
の
デ
ー
タ
を
採
取
し
て
い
る
。
来
る
べ
き
「
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
の
時
代
に
は
、デ
ー
タ
の
コン
ト
ロ
ー
ル
が
き
わ
め
て
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
パワ
ー
と
な

る
。こ
の
時
代
に
は
、
少
数
の
多
国
籍
企
業
が
、
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
政
府
よ
り
も
多
く
の
デ
ー
タ
を
保
有
し
て
い
る
。
国
家
に
よ
る
自
国
領
土
内
で
の
合

法
的
暴
力
の
独
占
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
大
手
企
業
の
「
デ
ジ
タ
ル
封
建
主
義
」に
よ
っ
て
、
深
刻
に
弱
体
化
し
つ
つ
あ
る
。グ
ロ
ー
バル
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

ル
ー
ル
に
関
す
る
闘
争
に
お
い
て
、
中
国
は
米
国
の
グ
ロ
ー
バル
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
覇
権
に
対
抗
す
る
た
め
に
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
主
権
」
を
利
用
し
、「
フ
ァ
イ

ア
ウ
ォ
ー
ル
」
を
構
築
し
、デ
ー
タ
の
ロ
ー
カ
ル
保
存
を
要
求
し
て
き
た
。
E
U
に
は
、
米
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
大
手
に
取
っ
て
代
わ
る
現
地
企
業
が
な
く
、

米
国
と
の
産
業
競
争
に
お
い
て
、
多
く
の
困
難
に
遭
遇
し
て
い
る
。
近
年
、
E
U
は
米
国
の
デ
ー
タ
大
手
企
業
に
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
税
を
課
す
こ
と
を
計

画
し
て
い
る
が
、
米
国
の
強
い
反
対
に
よ
り
、し
ば
ら
く
座
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
る
。

サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
め
ぐ
る
争
い
は
、グ
ロ
ー
バル
化
の
過
程
に
お
け
る
経
済
水
準
を
め
ぐ
る
争
い
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
産
業
チェ
ー
ン
が
ま
す
ま
す
長
大

に
伸
び
、
製
品
間
の
相
互
互
換
性
が
産
業
チェ
ー
ン
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
時
代
に
は
、
技
術
標
準
が
主
と
し
て
市
場
空
間
へ
の
「
入
場
券
」に

な
っ
て
い
る
。
異
な
る
相
互
排
他
的
な
技
術
標
準
は
、
市
場
や
政
治
空
間
さ
え
も
分
断
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
友
好
的
な
協
力
が
基
調
で
あ
れ
ば
、

異
な
る
技
術
標
準
の
間
に
収
束
と
互
換
性
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。し
か
し
、
基
幹
イ
ン
フ
ラ
の
技
術
標
準
を
策
定
す
る
力
は
、
技
術
的
・
経
済

的
な
覇
権
に
関
係
し
、つ
ね
に
様
々
な
政
治
的
不
安
を
も
た
ら
す
。二
〇
一
九
年
以
降
、
中
国
の
5
G
技
術
は
大
規
模
に
商
用
利
用
が
開
始
さ
れ
た
が
、
米

国
で
は
5
G
の
開
発
に
最
も
適
し
た
周
波
数
帯
域
が
軍
に
占
有
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
米
国
の
多
く
の
支
配
的
エ
リ
ー
ト
は
、
5
G
開
発
の
チ
ャン
ス
を

逃
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
不
安
を
覚
え
た
。
彼
ら
は
世
界
中
に
働
き
か
け
、
他
国
が
フ
ァ
ー
ウェ
イ
の
製
品
や
技
術
を
使
う
の
を
阻
止
し
、
世
界
中
の

チ
ッ
プ
フ
ァ
ウ
ン
ド
リ
ー
が
フ
ァ
ー
ウェ
イ
の
O
E
M
を
行
う
の
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
米
国
政
府
が
外
国
企
業
を
必
死
で
叩
こ

う
と
し
た
の
は
、
前
代
未
聞
の
現
象
で
あ
る
。
米
国
政
府
の
不
安
は
き
わ
め
て
リ
ア
ル
な
も
の
だ
。つ
ま
り
、い
ち
ど
あ
る
国
が
フ
ァ
ー
ウェ
イ
の
技
術
標
準

で
経
済
社
会
交
流
や
産
業
チェ
ー
ン
の
プ
ラ
ッ
ト
フォ
ー
ム
を
構
築
す
る
と
決
め
た
な
ら
ば
、
そ
の
国
に
と
っ
て
「
軌
道
修
正
」
が
も
た
ら
す
社
会
・
経
済
コ

ス
ト
は
非
常
に
高
く
、
今
後
、
米
国
が
自
国
の
技
術
標
準
を
推
進
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、グ
ロ
ー
バル
空
間
に
お
い
て
、
異
な
る
技
術
標
準
が
描
く
抽
象
的
な
境
界
線
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。こ
れ

ら
の
抽
象
的
な
境
界
は
、
国
民
国
家
の
物
理
的
な
境
界
と
は
重
な
ら
な
い
し
、
世
論
に
お
け
る
既
存
の
政
治
的
な
集
団
的
アイ
デ
ン
ティ
ティ
と
は
重
な
る

か
も
し
れ
な
い
し
、
重
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、いっ
た
ん
こ
れ
ら
の
境
界
が
生
ま
れ
れ
ば
、
大
き
な
安
定
性
を
持
ち
、
順
々
に
ア
イ
デ
ン
ティ

ティ
を
形
成
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
国
際
秩
序
の
レ
ベル
で
は
、
技
術
標
準
を
設
定
し
デ
ー
タ
を
管
理
す
る
一
極
の
覇
権
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も

相
互
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
ション
と
共
同
イ
ノ
ベ
ー
ション
の
た
め
の
複
数
の
プ
ラ
ッ
ト
フォ
ー
ム
が
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う
構
造
形
成
の
問
題
が
今
後
の
争
点
に
な

る
。
そ
の
答
え
は
、
途
上
国
が
「
発
展
権
」
を
守
る
た
め
に
重
大
な
意
義
を
も
つ
。

冷
戦
後
の
一
極
集
中
型
覇
権
秩
序
が
衰
退
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
、さ
ま
ざ
ま
な
兆
候
が
示
し
て
い
る
。
世
界
経
済
に
お
け
る
米
国
の
シェ
ア
は
縮
小
し
、

多
く
の
分
野
で
そ
の
技
術
的
覇
権
は
揺
ら
い
で
い
る
。
米
国
連
邦
準
備
制
度
は
無
制
限
に
紙
幣
を
印
刷
し
、
世
界
中
に
イ
ン
フ
レ
を
輸
出
し
て
お
り
、
米
ド

ル
の
国
際
的
評
価
を
低
下
さ
せ
て
い
る
。し
か
し
、
米
国
は
依
然
と
し
て
海
外
に
八
〇
〇
以
上
の
軍
事
基
地
を
持
ち
、
そ
の
軍
事
力
は
世
界
の
ど
こ
に
も

引
け
を
取
ら
な
い
。
経
済
的
地
位
の
相
対
的
低
下
と
軍
事
力
の
安
定
の
結
果
、
何
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
米
国
が
か
つ
て
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ショ

ン
の
舵
取
り
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
に
せ
よ
、い
ま
な
お
世
界
で
最
も
強
力
な
拒
否
権
を
持
つ
国
で
あ
る
。
そ
の
他
多
く
の
国
々
の
国
家
間
・
国
境
を
越
え

た
協
力
を
麻
痺
さ
せ
る
能
力
を
持
ち
、
自
ら
の
「
ロ
ン
グ
ア
ー
ム
司
法
権
」
を
使
っ
て
多
く
の
多
国
籍
企
業
に
的
確
な
打
撃
を
与
え
、
特
定
分
野
の
産
業

チェ
ー
ン
を
米
国
の
利
益
に
従
っ
て
再
編
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
被
支
配
者
か
ら
同
意
を
得
る
覇
権
の
能
力
が
弱
ま
る
と
き
、「
強
制
」
の
次
元
が

顕
著
に
な
る
。
建
設
的
な
力
は
弱
ま
っ
た
が
、
破
壊
的
な
力
は
ま
だ
か
な
り
強
い
。
強
制
力
の
領
域
で
後
退
し
て
も
、
当
該
地
域
に
潰
瘍
を
残
し
、
実
効

的
な
秩
序
の
回
復
を
阻
害
す
る
力
を
持
つ
。
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要
約
す
れ
ば
、
進
展
し
つ
つ
あ
る
現
実
は
、
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
が
二
〇
〇
九
年
に
『
コ
モ
ン
ウェル
ス
』
で
下
し
た
主
要
な
判
断
―
米
国
の
単
独
主
義
的
な

「
ク
ー
デ
タ
」
は
失
敗
し
た
、「
帝
国
が
戻
っ
て
き
た
」、ダ
ボ
ス
は
ワ
シ
ン
ト
ン
よ
り
重
要
に
な
る
、
な
ど
―
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
米
国
は
単

独
主
義
的
行
動
で
世
界
秩
序
を
形
成
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
は
い
え
、
世
界
秩
序
に
お
け
る
最
も
強
力
な
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。
米
国
が
「
主
権
」
の
概
念
に
頼
り
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
の
過
程
で
構
築
さ
れ
た
相
互
依
存
関
係
を
他
国
に
対
し
て
武
器
化
す
る
と
き
、
他
の

多
く
の
国
家
や
地
域
も
「
主
権
」
の
概
念
に
頼
り
、
産
業
チェ
ー
ン
を
調
整
し
、
米
国
と
の
経
済
的
相
互
依
存
関
係
を
縮
小
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、「
フ
ラッ
ト

な
世
界
」
の
時
代
で
も
な
け
れ
ば
、ハン
ティン
ト
ン
が
『
文
明
の
衝
突
』
で
揶
揄
し
た
グ
ロ
ー
バル
化
し
た
「
ダ
ボ
ス
人
た
ち
」
の
時
代
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

3　
国
民
国
家
の
耐
久
性
と
主
権
理
論
の
未
来

ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
の
「
帝
国
的
主
権
」
の
記
述
は
、
政
治
経
済
の
分
析
に
基
づ
い
て
い
る
。
彼
ら
は
『
帝
国
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
資

本
主
義
市
場
は
、
内
と
外
と
の
間
の
い
か
な
る
区
分
に
も
つ
ね
に
対
抗
し
て
き
た
一
つ
の
機
械
で
あ
る
。（
…
…
）
世
界
市
場
の
実
現
は
、こ
の
傾
向
の
到

達
点
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
想
的
な
形
で
は
、
世
界
市
場
に
外
は
な
く
、
地
球
全
体
が
そ
の
領
域
で
あ
る
」。こ
れ
は
、
多
国
籍
資
本
が
世
界

を
征
服
し
、
地
盤
を
固
め
る
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
、
帝
国
主
義
戦
争
、
帝
国
間
戦
争
、
反
帝
国
主
義
戦
争
の
歴
史
が
終
焉
を
迎
え

た
と
考
え
て
い
た
。し
か
し
、
現
在
の
歴
史
の
舞
台
で
は
、
た
と
え
多
国
籍
企
業
が
地
球
の
隅
々
ま
で
そ
の
触
手
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

「
内
／
外
」
の
区
別
は
依
然
と
し
て
頑
強
に
存
在
し
て
い
る
。
米
国
は
独
占
利
潤
を
追
求
す
る
覇
権
国
家
と
し
て
、グ
ロ
ー
バル
資
本
主
義
の
さ
ら
な
る
発

展
と
高
度
化
の
障
害
と
な
り
、
多
く
の
発
展
途
上
国
の
工
業
化
プ
ロ
セ
ス
を
阻
害
し
て
き
た
。レ
ー
ニ
ン
は
、
資
本
と
国
家
権
力
が
互
い
に
密
接
に
連
動
し

て
い
る
帝
国
主
義
の
論
理
を
百
年
以
上
も
前
に
述
べ
て
い
る
。こ
の
帝
国
主
義
の
論
理
に
対
し
て
、
多
く
の
弱
小
国
も
、
自
国
の
自
律
を
維
持
す
る
た
め

に
、
国
家
と
資
本
と
の
間
に
独
自
の
協
力
関
係
を
構
築
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
内
と
外
と
の
区
別
を
生
み
出
し
た
。こ
の
空
間
的
区
別
の
論
理
は
、グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
ション
の
過
程
で
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
か
な
り
懐
疑
的
だ
。

十
月
革
命
後
、ロ
シ
ア
の
ボ
ル
シェビ
キ
が
民
族
自
決
を
支
持
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
国
際
共
産
主
義
運
動
の
な
か
で
物
議
を
か
も
し
た
。ロ
ー
ザ
・
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
ク
は
、「
民

ネ
ー
シ
ョ
ン族

自
決
」
は
基
本
的
に
小
ブ
ル
ジョ
ア
ジ
ー
の
政
策
で
あ
り
、
現
実
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
国
際
的
結
合
の
た
め
に
さ
ら
な
る
障
害

を
生
み
出
す
も
の
だ
と
主
張
し
た
。こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、ポ
ー
ラ
ン
ド
と
バル
ト
三
国
の
ブ
ル
ジョ
ア
ジ
ー
に
よ
っ
て
、こ
れ
ら
の
国
の
プ
ロレ
タ
リ
ア
ー
ト
の
力

と
ロ
シ
ア
の
革
命
家
と
の
連
帯
を
弱
め
る
た
め
に
流
用
さ
れ
た
。『
帝
国
』に
お
い
て
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
、ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
主
張
を
無
遠
慮
に
、「
国ネ

ー
シ
ョ
ン民」

と
い
う
概
念
は
「
独
裁
」
を
意
味
し
、
民
主
的
組
織
を
作
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
と
深
く
矛
盾
し
て
い
る
、
と
いっ
た
趣
旨
に
解
釈
し
た
。ル
ク
セ
ン
ブ
ル

ク
は
、
抽
象
的
な
意
味
で
の
「
国
民
」に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
動
勢
力
が
革
命
に
反
対
す
る
た
め
に
こ
の
概
念
を
流
用
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、こ
う
し
た
説
明
は
決
し
て
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
見
解
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、レ
ー
ニ
ン
の
「
民
族
自
決
」
政
策
は
、ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
便
宜
的
な
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
十
月
革
命
よ

り
早
く
ア
ジ
ア
革
命
（
イ
ラ
ン
や
ト
ルコ
の
革
命
、
中
国
の
辛
亥
革
命
）の
影
響
を
受
け
た
レ
ー
ニ
ン
は
、
東
洋
諸
国
の
解
放
が
も
つ
世
界
的
意
義
に
つ
い
て
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
よ
り
も
深
く
考
え
て
い
た
。レ
ー
ニン
の
考
え
で
は
、
植
民
地
・
半
植
民
地
諸
国
の
解
放
は
帝
国
主
義
に
反
対
す
る
統
一
戦
線
の
全
体
的
状

況
と
結
び
つ
い
て
お
り
、ア
ジ
ア
諸
国
は
社
会
主
義
に
転
じ
る
前
に
ブ
ル
ジョ
ア
革
命
の
歴
史
的
課
題
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
し
て
国
民
国
家
と
い

う
政
治
形
態
は
植
民
地
・
半
植
民
地
社
会
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
西
側
の
植
民
地
宗
主
国
は
、一
方

で
植
民
地
・
半
植
民
地
を
グ
ロ
ー
バル
資
本
主
義
体
制
に
組
み
入
れ
、
他
方
で
植
民
地
・
半
植
民
地
を
ト
ラ
ン
ス
ナ
ショ
ナ
ル
な
価バ

リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン

値
連
鎖
の
下
流
に
閉
じ
込

め
、
原
材
料
供
給
と
商
品
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
場
に
貶
め
た
。メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
は
、
植
民
地
・
半
植
民
地
諸
国
の
地
主
や
貴
族
と
の
提
携
を
通
じ
て
政
治
的
安
定

を
維
持
し
、
強
力
な
仲

コ
ン
プ
ラ
ド
ー
ル

買
人
資
本
集
団
を
育
成
し
た
。こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
植
民
地
や
半
植
民
地
に
お
け
る
自
律
的
な
工
業
化
の
可
能
性
を
抑
圧
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
政
治
的
独
立
が
、
植
民
地
・
半
植
民
地
で
の
自
主
的
な
工
業
化
を
推
進
す
る
大
前
提
と
な
っ
た
。
政
治
的
独

立
は
、ト
ラ
ン
ス
ナ
ショ
ナ
ル
な
価
値
連
鎖
の
な
か
で
植
民
地
宗
主
国
が
定
め
た
地
位
を
打
破
す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
も
あ
る
。こ
れ
ら
の
植
民
地
・
半

植
民
地
で
は
、
民
族
ブ
ル
ジョ
ア
ジ
ー
の
脆
弱
性
か
ら
、
労
働
者
・
農
民
を
主
力
と
す
る
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
新
政
党
が
往
々
に
し
て
、
反
帝
国
主
義
革
命
・
反

封
建
革
命
の
指
導
的
役
割
を
演
じ
た
。

現
代
世
界
に
お
い
て
、
国
民
国
家
を
基
本
単
位
と
す
る
「
生
存
権
」「
発
展
権
」
を
守
る
闘
い
は
、
そ
の
進
歩
性
を
使
い
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ネ
グ

リ
＆
ハ
ー
ト
は
、「
国
民
の
構
築
過
程
は
、
主
権
概
念
を
更
新
し
新
た
な
定
義
を
与
え
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
、
た
ち
ま
ち
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
悪
夢
と
化
し
た
」
と
考
え
て
い
る
。こ
れ
は
、
上
記
の
質
問
へ
の
賛
同
的
な
回
答
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
ま
た
「
国
民
」
を
、フ
ァ
シ
ス

ト
の
潜
在
性
を
も
っ
た
均
質
化
へ
と
傾
き
が
ち
な
概
念
と
み
な
し
て
い
た
。
国
民
国
家
の
抵
抗
が
し
ば
し
ば
「
第
三
世
界
」
の
言
説
に
訴
え
て
行
わ
れ
る

こ
と
に
鑑
み
つ
つ
、
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
『
帝
国
』
で
応
答
し
、
従
来
の
「
三
つ
の
世
界
」
の
区
分
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
「
第
三
世
界
」
の
労

働
者
が
大
量
に
第
一
世
界
に
流
入
し
、
第
一
世
界
の
フ
ァ
ク
タ
ー
―
株
式
市
場
や
多
国
籍
企
業
な
ど
―
が
第
三
世
界
に
も
現
れ
て
い
る
か
ら
、
と
言
明
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し
て
い
る
。『
コ
モ
ン
ウェル
ス
』
は
、
世
界
の
主
要
な
国
民
国
家
と
多
国
籍
大
企
業
を
含
む
帝
国
の
「
混
合
体
制
」
の
三
要
素
（
君
主
、
貴
族
、
平
民
）の
一

つ
と
し
て
、「
貴
族
的
権
力
」
と
い
う
概
念
を
打
ち
出
し
て
い
る
。こ
の
枠
組
み
で
は
、
中
国
と
米
国
の
対
立
は
、「
帝
国
貴
族
」
階
級
内
の
対
立
と
し
て

解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、グ
ロ
ー
バル
な
マル
チ
チュ
ー
ド
の
進
歩
的
抵
抗
と
は
あ
ま
り
関
係
を
も
た
な
い
。

こ
の
説
明
は
ど
れ
ほ
ど
説
得
的
だ
ろ
う
か
。
先
進
国
に
吸
収
さ
れ
た
第
三
世
界
か
ら
の
移
民
が
、
先
進
国
の
中
に
貧
し
い
下
層
階
級
を
生
み
出
し
て
い

る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
当
初
は
中
産
階
級
に
属
し
て
い
た
そ
の
国
の
労
働
者
た
ち
多
数
が
貧
困
化
す
る
こ
と
で
、「
第
一
世
界
」
の
「
第
三
世
界
」
部
門

が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。し
か
し
、「
第
一
世
界
」
と
「
第
三
世
界
」
が
完
全
に
一
つ
に
収
斂
し
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
よ
う
な

結
論
は
、
現
代
の
資
本
主
義
グ
ロ
ー
バル
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
覇
権
構
造
を
著
し
く
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
見
て
の
通
り
、
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス
の
流
行
中

も
「
第
一
世
界
」
の
中
の
「
第
三
世
界
」
は
バ
イ
デ
ン
政
権
に
よ
る
疫
病
補
助
金
を
享
受
で
き
て
お
り
、こ
の
補
助
金
は
基
本
的
に
ド
ル
の
覇
権
を
通
じ
て

米
国
が
全
世
界
か
ら
得
た
富
に
基
づ
い
て
い
る
。
同
時
に
、「
第
三
世
界
」
の
中
の
「
第
一
世
界
」に
し
て
も
、
米
国
連
邦
準
備
制
度
の
ド
ル
無
制
限
発
行
が

引
き
起
こ
し
た
「
輸
入
イ
ン
フ
レ
」
を
ほ
と
ん
ど
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
金
融
政
策
の
循
環
的
な
調
整
に
乗
じ
て
、
米
国
を
拠
点
と
す
る
多
国
籍

資
本
は
、
他
の
多
く
の
国
々
の
富
を
容
易
に
刈
り
取
る
こ
と
が
で
き
た
。グ
ロ
ー
バル
・
バ
リ
ュ
ー
チェ
ー
ン
に
お
け
る
各
国
の
位
置
づ
け
を
分
析
し
な
け
れ
ば
、

「
第
一
世
界
」
と
「
第
三
世
界
」
の
双
方
に
高
層
ビ
ル
も
ス
ラ
ム
も
存
在
す
る
と
いっ
た
表
面
的
な
現
象
に
惑
わ
さ
れ
、
世
界
が
「
均
質
化
」
し
て
い
る
と
い

う
単
純
な
結
論
を
導
き
出
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

国
民
国
家
の
「
均
質
化
」
の
論
理
が
、こ
の
二
世
紀
の
間
に
多
く
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
悲
劇
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。し
か
し
同

時
に
、
領
土
を
持
つ
植
民
地
帝
国
は
ほ
と
ん
ど
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
が
、「
非イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル

公
式
帝
国
」
は
依
然
と
し
て
生
命
力
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
も
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
強
力
な
「
非
公
式
帝
国
」
を
前
に
し
て
、
弱
者
が
効
果
的
に
組
織
化
で
き
な
け
れ
ば
、
強
者
が
「
分
割
統
治
」
す
る
。
新
た
な
「
非
公
式
帝

国
」
は
、
他
国
の
領
土
を
占
領
す
る
必
要
は
な
く
、
法
的
に
保
護
領
に
す
る
必
要
も
な
い
。
他
国
の
独
立
と
主
権
を
正
式
に
認
め
、
形
式
的
に
平
等
な
条

約
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
利
益
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
米
国
は
、
共
同
防
衛
の
確
立
と
確
保
の
名
の
下
に
、
海
外
に
八
〇
〇
以
上
の
軍
事
基

地
を
維
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
金
融
覇
権
と
技
術
覇
権
に
よ
っ
て
、
産
業
チェ
ー
ン
の
上
流
の
高
収
益
部
分
を
し
っ
か
り
と
握
り
、
多
く
の
製
造
業
を
発
展

途
上
国
に
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
「
垂
直
分
業
」に
よ
り
、
国
境
を
越
え
た
産
業
チェ
ー
ン
の
中
で
、
国
ご
と
に
異
な
る
経
済
的
地
位

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
冷
戦
時
代
、
米
国
は
中
国
や
ソ
連
を
封
じ
込
め
る
た
め
に
、日
本
や
韓
国
に
多
大
な
技
術
移
転
を
行
っ
た
。し
か
し
、こ
れ
ら
の
国

が
産
業
チェ
ー
ン
の
中
・
下
位
か
ら
這
い
上
が
り
、
米
国
の
技
術
覇
権
に
挑
戦
し
始
め
る
と
、
米
国
は
躊
躇
な
く
彼
ら
を
弾
圧
し
た
。一
九
八
二
年
の
日
本

の
半
導
体
産
業
へ
の
攻
撃
か
ら
一
九
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
ま
で
、一
連
の
弾
圧
行
為
が
あ
っ
た
。
米
国
は
、ヨ
ー
ロッ
パ
の
「
同
盟
国
」に
対
し
て
も
同
様

に
冷
酷
で
あ
る
。
米
国
政
府
は
、
G
E
（
ゼ
ネ
ラ
ル
・エレ
ク
ト
リ
ッ
ク
）に
よ
る
仏
ア
ル
ス
ト
ム
社
の
分
割
を
支
援
し
、フ
ラ
ン
ス
の
大
手
チ
ッ
プ
製
造
会
社
ジェム

プ
ラ
ス
社
に
致
命
的
な
打
撃
を
も
た
ら
し
た
。フ
ラ
ン
ス
は
、
経
済
兵
器
と
し
て
の
米
国
の
ロ
ン
グ
ア
ー
ム
司
法
権
の
苦
い
経
験
を
味
わ
っ
た
。日
本
や
西
側

陣
営
の
ヨ
ー
ロッパ
諸
国
で
さ
え
、
米
国
に
は
弱
い
。
多
く
の
発
展
途
上
国
は
、
西
側
先
進
国
の
経
済
支
配
を
弱
め
、よ
り
多
く
の
経
済
的
余
剰
を
自
分
た

ち
の
手
中
に
収
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。こ
れ
は
、
工
業
化
を
加
速
し
、
生
産
力
を
解
放
し
、
政
府
が
再
分
配
を
通
じ
て
社
会
的
・
経
済
的
平
等
を
推

進
す
る
た
め
の
強
固
な
財
政
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
に
資
す
も
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
自
律
の
要
求
が
あ
る
限
り
、「
自
律
」
を
要
求
の
核
心
に
す
え

る
国
民
国
家
主
権
理
論
は
、
既
存
の
主
権
実
践
を
正
確
に
記
述
で
き
な
い
に
し
て
も
、
政
治
的
動
員
の
言
説
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
だ
ろ
う
。

現
在
進
行
中
の
歴
史
的
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
主
権
理
論
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
、『
帝
国
』に
お
け
る
「
国
民
主

権
」
と
「
帝
国
的
主
権
」
の
二
項
対
立
は
、
政
治
的
現
実
を
記
述
し
説
明
す
る
た
め
の
理
想
的
な
理
論
的
手
段
で
は
な
い
。
我
々
は
、よ
り
強
力
な
記
述
・

分
析
能
力
を
そ
な
え
た
新
し
い
形
態
の
主
権
理
論
を
必
要
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
主
権
」
の
政
治
的
象
徴
的
機
能
と
そ
の
実
践
的
効
果
の
間
の

ギ
ャッ
プ
を
示
し
、
異
な
る
文
脈
に
お
け
る
「
主
権
」
概
念
の
具
体
的
使
用
法
を
特
定
で
き
る
よ
う
な
理
論
が
必
要
で
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
の
金
融
危
機
以
前
、
主
権
理
論
の
研
究
者
は
主
に
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
が
国
民
国
家
の
主
権
を
一
般
的
に
弱
め
た
か
ど
う
か
を
議
論

し
、ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
イ
エ
ス
と
答
え
た
。し
か
し
、ス
タ
ン
フォ
ー
ド
大
学
の
ス
ティ
ー
ヴ
ン
・
ク
ラ
ズ
ナ
ー
は
、
主
権
を
さ
ら
に
区
別
し
、
ど
の
次
元
の

主
権
が
弱
体
化
し
た
か
を
探
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
た
。
彼
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
主
権
の
言
説
的
表
現
と
具
体
的
実
践
を
区
別
し
、
現
実
を
説
明

す
る
た
め
の
よ
り
包
括
的
な
理
論
言
語
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
主
権
の
実
践
を
、
国
際
法
的
主
権
、ウェス
ト
フ
ァ
リ
ア
的
主
権
、
相
互

依
存
的
主
権
、
国
内
的
主
権
の
四
つ
の
次
元
に
分
け
た
。こ
れ
は
、「
国
民
主
権
」
と
「
帝
国
的
主
権
」
の
二
項
対
立
を
超
え
た
主
権
論
で
あ
り
、
議
論
す

る
価
値
が
あ
る
。

ク
ラ
ズ
ナ
ー
の
言
う
「
国
際
法
的
主
権
」
と
は
、
あ
る
国
家
や
政
治
体
が
、
他
の
国
家
や
政
治
体
か
ら
国
際
法
の
主
体
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

指
す
。
国
際
法
の
主
体
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
法
的
に
独
立
し
た
領
土
を
持
つ
政
治
体
だ
け
と
い
う
の
が
基
本
的
な
ル
ー
ル
で
あ
る
。「
国
際
法
的
主

権
」
と
は
、イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
の
問
題
で
あ
り
、
多
い
か
少
な
い
か
の
問
題
で
は
な
い
。ほ
と
ん
ど
の
政
治
体
に
と
っ
て
、一
度
承
認
さ
れ
れ
ば
、
国
内
で
ど
の

よ
う
に
統
治
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
法
的
地
位
は
持
続
す
る
。こ
の
意
味
で
、ソ
マ
リ
ア
の
よ
う
に
中
央
政
府
が
領
土
の
ほ
と
ん
ど
を
実
効
的
に
統
治
で

き
な
い
「
破
綻
国
家
」
で
あ
っ
て
も
、つ
ね
に
国
際
法
的
主
権
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
E
U
統
合
の
過
程
で
、
E
U
加
盟
国
の
ウェス
ト
フ
ァ
リ
ア
的
主
権
、
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国
内
的
主
権
、
相
互
依
存
的
主
権
は
弱
体
化
し
た
が
、
各
加
盟
国
の
国
際
法
的
主
権
は
損
な
わ
れ
て
い
な
い
。
同
様
に
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
は
、ほ
と

ん
ど
の
国
家
の
「
国
際
法
的
主
権
」
を
弱
め
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

ク
ラ
ズ
ナ
ー
の
定
義
す
る
「
ウェス
ト
フ
ァ
リ
ア
的
主
権
」
は
、
本
質
的
に
「
対
外
的
主
権
」
で
あ
り
、
外
部
権
威
に
対
す
る
国
内
権
威
構
造
の
自
律
性
・

独
立
性
を
意
味
す
る
。
外
部
の
権
威
が
国
内
の
権
威
機
構
に
影
響
を
与
え
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
そ
の
国
家
の
「
ウェス
ト

フ
ァ
リ
ア
的
主
権
」
は
制
限
さ
れ
る
と
言
え
る
。こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
外
部
か
ら
の
強
い
介
入
（
N
A
T
O
に
よ
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
へ
の
空
爆
な
ど
）に

よ
っ
て
作
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
支
配
者
の
形
式
的
な
自
発
的
行
動
、つ
ま
り
国
内
の
権
威
構
造
を
制
限
す
る
効
果
を
持
つ
国
際
条
約
や
国
際

機
関
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
生
じ
う
る
。
例
え
ば
、一
連
の
ヨ
ー
ロッ
パ
諸
国
は
、
欧
州
連
合
に
加
盟
し
た
。こ
れ
は
各
国
の
「
ウェス
ト
フ
ァ
リ
ア
的

主
権
」
を
弱
め
る
も
の
だ
が
、
そ
の
国
々
は
見
返
り
に
期
待
さ
れ
た
恩
恵
を
い
く
ら
か
受
け
取
り
も
す
る
。
ま
た
、
I
M
F
や
W
T
O
へ
の
加
盟
も
、
国
内

の
権
威
構
造
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
が
自
ら
の
権
威
構
造
を
制
限
し
た
の
に
、
期
待
さ
れ
た
利
益
が
得
ら
れ
な
い
と
き
、「
主
権
へ
の
被
害
」
と

い
う
不
満
が
湧
出
す
る
。
そ
う
し
た
光
景
は
、
財
政
的
自
律
を
明
け
渡
し
た
債
務
国
と
、
そ
の
債
務
国
に
と
っ
て
満
足
い
く
判
断
を
下
さ
な
い
I
M
F
と

の
対
立
や
、
あ
る
い
は
、二
〇
一
〇
年
代
の
欧
州
債
務
危
機
の
さ
い
に
緊
縮
政
策
を
課
し
た
E
U
へ
の
、ギ
リ
シ
ャ
、ス
ペ
イ
ン
、ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
加
盟
国
の

抗
議
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

グ
ロ
ー
バル
化
の
過
程
で
、
米
国
は
自
国
の
「
ウェス
ト
フ
ァ
リ
ア
的
主
権
」に
対
す
る
外
部
か
ら
の
制
約
に
対
し
て
強
い
拒
否
権
を
保
持
し
た
。
ま
た
、
米

国
は
一
連
の
国
際
条
約
や
国
際
機
関
を
創
設
し
、
そ
れ
ら
に
参
加
し
た
結
果
、
国
際
法
上
の
義
務
と
し
て
、
将
来
の
行
動
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

後
継
の
大
統
領
が
、
前
任
の
大
統
領
の
署
名
し
た
条
約
に
不
快
感
を
覚
え
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
が
、
だ
か
ら
と
いっ
て
、こ
れ
ら
の
条
約
や
組
織
に

米
国
が
自
発
的
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
性
質
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
米
国
は
、
必
要
で
あ
れ
ば
いつ
で
も
こ
れ
ら
の
条
約
や
組
織
か
ら
離
脱
す
る
こ
と

が
で
き
る
。ト
ラ
ン
プ
政
権
は
二
年
の
う
ち
に
複
数
の
国
際
条
約
・
組
織
か
ら
脱
退
し
、バ
イ
デ
ン
政
権
は
そ
の
後
、こ
れ
ら
の
条
約
・
組
織
に
再
び
簡
単

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
国
際
秩
序
に
お
け
る
米
国
の
自
律
性
の
高
さ
を
示
す
も
の
だ
。し
か
し
、
他
の
多
く
の
国
家
に
と
っ
て
、こ
う
し
た
参
入
は

し
ば
し
ば
状
況
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
撤
退
の
コ
ス
ト
は
き
わ
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
は
、
主
権
の
第
三
の
次
元
、
す
な
わ
ち
「
相
互
依
存
的
主
権
」に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。ク
ラ
ズ
ナ
ー
は
こ
れ
を
、
国

家
の
中
央
政
府
が
、
国
境
を
越
え
た
財
、
資
本
、
人
材
、
情
報
の
、さ
ら
に
は
汚
染
物
質
の
流
れ
を
規
制
す
る
力
と
定
義
し
て
い
る
。
現
代
の
政
府
が
関

心
事
と
す
る
「
経
済
主
権
」「
技
術
主
権
」「
デ
ー
タ
主
権
」
の
概
念
は
、こ
の
次
元
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。し
か
し
、こ
の
分
野
で
は
、
冷
戦
後
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
の
影
響
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
強
い
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、一
九
世
紀
に
は
大
西
洋
を
越
え
た
移
民
が
今
よ
り
ず
っ
と

盛
ん
で
あ
っ
た
。
当
時
の
米
国
の
国
境
管
理
能
力
は
、
現
在
に
比
べ
れ
ば
遥
か
に
後
進
的
で
あ
っ
た
。
比
較
す
る
と
、一
九
世
紀
の
移
住
最
盛
期
に
は
米
国

は
欧
州
か
ら
の
移
民
を
歓
迎
し
て
い
た
の
に
対
し
、
現
在
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、
特
定
の
国
・
民
族
・
宗
教
の
背
景
を
持
つ
移
民
は
米
国
に
と
っ
て
有
益
で

は
な
い
、さ
ら
に
は
有
害
と
ま
で
見
な
し
て
い
る
点
で
大
き
く
異
な
る
。
科
学
技
術
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
進
展
に
よ
り
、
今
日
の
国
境
を
越
え
た
モ
ノ
、
資

本
、
情
報
の
流
れ
は
一
九
世
紀
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
く
な
っ
て
い
る
。し
か
し
、よ
り
重
要
な
理
由
は
、グ
ロ
ー
バル
化
の
進
展
に
伴
い
、
多

く
の
製
品
の
製
造
が
高
度
に
国
際
化
さ
れ
た
産
業
チェ
ー
ン
に
ま
す
ま
す
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
輸
出
入
が
実
際
に
は
多
国
籍
企
業
内
の
異
な

る
支
店
間
の
財
の
流
れ
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。い
か
な
る
国
も
、
産
業
チェ
ー
ン
を
支
配
し
て
、
必
要
な
も
の
を
す
べ
て
供
給
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
世
界
で
最
も
総
合
的
な
産
業
部
門
を
持
つ
中
国
で
さ
え
、
半
導
体
製
品
の
供
給
に
は
依
然
と
し
て
高
い
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
。
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス

の
流
行
後
、
世
界
の
産
業
チェ
ー
ン
の
崩
壊
は
、
多
く
の
国
の
政
界
・
産
業
界
の
エ
リ
ー
ト
に
衝
撃
を
与
え
、
制
御
不
能
な
状
態
に
陥
っ
た
。お
そ
ら
く
こ

れ
は
、「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
」
が
「
主
権
」
を
弱
め
る
と
い
う
主
観
的
な
判
断
を
強
め
る
重
要
な
経
験
で
も
あ
ろ
う
。

比
較
の
観
点
か
ら
は
、
米
国
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
に
よ
っ
て
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
国
家
の
「
相
互
依
存
的
主
権
」
を
弱
め
た
と
さ
え
言
え
る
。
例
え

ば
、
米
国
の
多
国
籍
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
大
手
企
業
は
、
海
外
で
大
量
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、こ
れ
ら
の
国
家
の
政
府
よ
り
も
、
外
国
の
人
々
の
生
活
の
多
く

の
側
面
に
つ
い
て
詳
し
く
知
っ
て
す
ら
い
る
。こ
れ
は
た
だ
ち
に
米
国
政
府
の
情
報
収
集
・
分
析
能
力
へ
と
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。二
〇
一
八
年
に
ト
ラ

ン
プ
政
権
が
推
進
し
た
「
ク
ラ
ウ
ド
法
」（「
海
外
デ
ー
タ
の
合
法
的
利
用
の
明
確
化
」〔C
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〕）に
よ

る
と
、
各
種
通
信
、
記
録
、
そ
の
他
の
情
報
を
所
有
・
監
督
・
管
理
す
る
企
業
は
、
米
国
で
登
記
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、デ
ー
タ
情
報
が
米

国
に
保
存
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
活
動
に
お
い
て
米
国
と
十
分
な
「
最
小
限
の
接
触
」
が
あ
れ
ば
、
米
国
の
「
ロ
ン
グ
ア
ー
ム
司
法
権
」

に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
ノ
ー
デ
ン
が
米
国
の
「
プ
リ
ズム
」
プ
ロ
ジェ
ク
ト
の
暴
露
の
さ
い
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
米

国
政
府
の
情
報
機
関
と
米
国
の
デ
ー
タ
大
手
企
業
の
関
係
は
、
実
際
き
わ
め
て
親
密
な
も
の
で
あ
る
。
米
国
の
支
配
エ
リ
ー
ト
は
、
米
国
の
多
国
籍
企
業

が
構
築
し
た
情
報
イ
ン
フ
ラ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
例
え
ば
反
政
府
デ
モ
を
組
織
し
た
り
、
何
ら
か
の
重
要
な
情
報
を
拡
散
し
て
選
挙
や
政
局
に
波
紋
を

及
ぼ
し
た
り
と
いっ
た
よ
う
に
、
他
の
多
く
の
国
家
の
国
内
政
治
に
容
易
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
、
他
の
国
家
が
米
国
に
同
じ
よ
う
な

影
響
力
を
持
つ
こ
と
は
難
し
い
。グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
は
、
米
国
よ
り
も
他
国
の
「
相
互
依
存
的
主
権
」
を
は
る
か
に
弱
め
た
と
言
え
る
。

ク
ラ
ズ
ナ
ー
の
定
義
す
る
「
国
内
的
主
権
」
と
は
、
国
家
内
部
の
権
威
構
造
の
自
律
性
と
、
国
家
の
実
効
性
・
統
制
能
力
を
指
す
。ソ
マ
リ
ア
、イ
ラ
ク
、
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ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、さ
ら
に
は
ミ
ャンマ
ー
な
ど
は
、
国
内
の
政
治
的
統
合
が
完
了
し
て
お
ら
ず
、
中
央
政
府
の
権
威
や
実
効
性
が
相
対
的
に
弱
い
た
め
、
そ
の

「
国
内
的
主
権
」
も
ま
た
相
対
的
に
弱
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。グ
ロ
ー
バル
化
の
時
代
に
お
い
て
、
国
家
の
「
相
互
依
存
的
主
権
」
の
弱
さ
は
、
自
国
の
権
威

構
造
一
般
に
は
影
響
を
与
え
な
い
が
、
自
国
の
統
制
能
力
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
国
が
自
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
企

業
を
持
た
ず
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
イ
ン
フ
ラ
を
米
国
の
デ
ー
タ
大
手
企
業
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
中
央
政
府
の
統
制
能
力
に
影
響
を
与
え
る
に
違
い

な
い
。
米
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
大
手
は
、
大
量
の
重
要
デ
ー
タ
を
ホ
ス
ト
国
に
保
有
し
て
お
り
、こ
れ
ら
の
プ
ラ
ッ
ト
フォ
ー
ム
企
業
が
定
め
る
ル
ー
ル
は
、
現

地
社
会
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
。サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
り
、
都
市
の
電
力
シ
ス
テ
ム
が
麻
痺
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
米
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
大
手

ツ
イ
ッ
タ
ー
社
は
、
他
国
の
役
人
は
お
ろ
か
、
世
界
最
強
の
政
治
家
で
あ
る
ト
ラ
ン
プ
を
黙
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
よ
う
な
「
デ
ジ
タ
ル
封
建
主
義
」
は
、

「
国
内
的
主
権
」に
対
す
る
過
激
な
挑
戦
で
あ
る
。

一
般
に
、
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス
の
流
行
に
よ
っ
て
、
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
国
家
の
警
察
力
が
高
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。一
方
、
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス

の
流
行
に
よ
っ
て
、
人
々
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
依
存
度
が
高
ま
り
、
多
国
籍
デ
ー
タ
大
手
企
業
の
デ
ー
タ
収
集
能
力
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
も
注
目
す
べ

き
だ
。
多
く
の
国
で
は
中
央
政
府
が
、
米
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
大
手
を
い
か
に
規
制
す
る
か
と
い
う
研
究
に
い
そ
し
ん
で
い
る
が
、
往
々
に
し
て
規
制
能
力

と
研
究
能
力
が
足
り
て
い
な
い
。こ
の
点
で
、
米
国
の
状
況
は
世
界
の
多
く
の
政
府
よ
り
は
る
か
に
優
位
に
あ
る
。
何
し
ろ
、
米
国
連
邦
政
府
は
優
越
的

な
強
制
手
段
を
持
ち
、
豊
富
な
規
制
経
験
を
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
米
国
の
デ
ー
タ
大
手
企
業
は
、
他
の
多
く
の
国
々
で
「
デ
ー
タ
封
建
主
義
」
あ
る
い

は
「
デ
ジ
タ
ル
封
建
主
義
」
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
米
国
領
土
で
は
規
制
当
局
や
情
報
機
関
の
権
威
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、ク
ラ
ズ
ナ
ー
の
主
権
理
論
は
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
の
多
く
の
現
象
を
記
述
し
分
析
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。ク
ラ
ズ

ナ
ー
は
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
が
主
権
を
弱
め
る
」
と
い
う
一
般
的
な
結
論
を
否
定
し
、
そ
し
て
彼
の
理
論
的
出
発
点
は
、「
国
民
国
家
の
主
権
」
が
確

固
た
る
も
の
で
は
な
く
、
主
権
の
言
説
と
行
動
の
間
に
は
つ
ね
に
何
ら
か
の
緊
張
が
存
在
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。ク
ラ
ズ
ナ
ー
は
、
主
権
概
念
を
「
組

織
的
偽
善
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
「
ウェス
ト
フ
ァ
リ
ア
型
主
権
」に
関
わ
る
実
践
に
見
ら
れ
る
。つ
ま
り
、
支
配
者
が
好
都
合
と
判
断
し
た
さ
い

に
は
、
国
家
の
「
国
際
法
的
主
権
」
を
利
用
し
て
国
際
条
約
・
組
織
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
国
内
の
権
威
構
造
に
一
定
の
制
約
を
形
成
し
、
ま
た
、こ
れ

ら
の
条
約
・
組
織
か
ら
不
利
益
を
被
っ
た
さ
い
に
は
、
国
家
の
主
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
訴
え
る
の
で
あ
る
。
―
も
し
か
し
た
ら
、ク
ラ
ズ
ナ
ー
の
記
し
た

「
組
織
的
偽
善
」
と
い
う
概
念
は
と
り
わ
け
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
当
て
は
ま
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
組
織
的
偽
善
」
と
い
う
概
念
に
は
、
発
言
者
の
生
真
面
目
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。し
か
し
、
自
認
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
生
真
面
目
さ
に
は
、
負
の

側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
組
織
的
偽
善
」
と
は
畢
竟
、
法
的
な
形
式
に
焦
点
を
当
て
す
ぎ
た
概
念
で
、
覇
権
勢
力
と
反
覇
権
勢
力
の
実
質
的
な
闘

争
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
国
際
的
な
政
治
・
経
済
闘
争
に
お
い
て
は
、
自
発
性
と
強
制
性
の
境
界
は
し
ば
し
ば
き
わ
め
て
曖
昧
で
、
形
式
的
な
自
発

性
が
ソ
フ
ト
な
強
制
性
か
ら
帰
結
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。「
非イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル

公
式
帝
国
」
は
、
弱
小
国
の
「
国
際
法
的
主
権
」
を
認
め
、
そ
の
主
権
を
利
用
し
て

弱
小
国
に
、
様
々
な
不
平
等
な
取
り
決
め
を
「
自
発
的
」に
合
意
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
。ひ
と
た
び
政
治
経
済
の
観
点
か
ら
発
展
の
不
均
衡
と
支
配
／
被

支
配
の
実
際
の
関
係
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
法
的
な
意
思
表
示
が
「
自
発
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
形
式
的
「
同
意
」
が
拵
え
ら
れ

る
の
は
、
高
度
に
不
平
等
な
国
際
的
シ
ス
テ
ム
で
は
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
な
の
だ
か
ら
。グ
ラ
ム
シ
の
「
覇ヘ

ゲ
モ
ニ
ー権」

の
定
義
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、「
同
意
」
の

製
造
が
覇
権
者
の
重
要
な
能
力
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

真
か
偽
か
と
い
う
認
識
の
領
域
に
は
拘
泥
せ
ず
、
行
動
・
実
践
の
実
効
性
に
注
目
す
れ
ば
、
主
権
と
い
う
象
徴
に
そ
な
わ
る
政
治
的
生
命
力
は
、
そ
の

理
論
的
分
析
能
力
で
は
な
く
、
集
団
的
アイ
デ
ン
ティ
ティ
を
構
築
し
、
集
団
的
行
動
を
触
発
す
る
能
力
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
研
究
者
の
多
く

が
出
発
点
と
し
て
き
た
「
国
民
国
家
の
主
権
」
と
い
う
古
典
的
概
念
は
、
決
し
て
現
実
を
忠
実
に
表
象
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
政
治
的
動
員
の
一

つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
高
度
に
不
平
等
な
世
界
秩
序
に
お
い
て
は
、
覇
権
的
行
動
も
反
覇
権
的
行
動
も
、
政
治
的
動
員
の
た
め
の
強

力
な
シ
ニ
フィ
ア
ン
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
部
と
内
部
の
区
別
に
基
づ
く
、「
自
律
」
を
要
求
の
核
心
に
す
え
る
自
己
正
当
化
さ
れ
た
「
主
権
」
言

説
は
、
永
続
的
な
現
象
に
な
る
の
で
あ
る
。「
超
国
家
」
組
織
で
あ
る
E
U
で
さ
え
、「
主
権
」
以
上
に
強
力
な
政
治
的
象
徴
を
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。「
主

権
」
言
説
の
政
治
的
性
質
そ
の
も
の
を
理
解
・
把
握
し
な
け
れ
ば
、
我
々
の
記
述
や
分
析
も
、
社
会
科
学
理
論
と
政
治
的
動
員
の
関
係
を
ほ
と
ん
ど
掴

む
こ
と
は
で
き
な
い
。ク
ラ
ズ
ナ
ー
自
身
は
言
説
分
析
と
政
治
経
済
分
析
を
綜
合
す
る
に
は
到
っ
て
い
な
い
が
、
中
国
の
よ
う
な
発
展
途
上
国
の
研
究
者
が

こ
の
研
究
課
題
に
取
り
組
み
続
け
る
理
由
は
十
分
に
揃
っ
て
い
る
。

4　
エ
ピ
ロ
ー
グ

冷
戦
が
終
結
し
、
米
国
の
一
極
覇
権
が
強
固
な
も
の
に
な
る
と
、
米
国
の
支
配
層
エ
リ
ー
ト
は
アメ
リ
カ
の
資
本
・
標
準
の
グ
ロ
ー
バル
化
を
強
力
に
推
進

し
、
他
国
の
主
権
を
弱
体
化
さ
せ
た
。こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、『
帝
国
』、『
マル
チ
チュ
ー
ド
』、『
コ
モ
ン
ウェル
ス
』に
お
い
て
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
、
全
世
界
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が
境
界
な
き
帝
国
へ
と
突
入
あ
る
い
は
変
貌
し
つ
つ
あ
り
、
国
民
国
家
の
主
権
が
「
帝
国
的
主
権
」に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
と
結
論
づ
け
た
。し
か

し
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
が
も
た
ら
し
た
恩
恵
は
、
米
国
内
で
は
き
わ
め
て
不
平
等
に
配
分
さ
れ
て
お
り
、一
般
市
民
の
間
に
は
相
対
的
な
剥
奪
感
が
生

ま
れ
て
い
る
。ト
ラ
ン
プ
に
代
表
さ
れ
る
政
治
勢
力
は
、グ
ロ
ー
バ
リ
ズム
の
言
説
を
放
棄
し
、「
主
権
」
の
言
説
を
復
活
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
内
側
と
外
側
を

再
定
義
し
、
国
際
秩
序
の
ル
ー
ル
を
見
直
す
こ
と
で
、
米
国
が
支
配
で
き
る
グ
ロ
ー
バル
な
価バ

リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン

値
連
鎖
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。バ
イ
デ
ン
政
権

は
、
多
く
の
政
策
分
野
で
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
基
調
を
継
承
し
、
実
際
に
は
民
主
党
版
の
「
アメ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
戦
略
を
実
行
し
た
。
覇
権
の
コ
ス
ト
が

高
い
た
め
、
米
国
の
「
戦
略
的
縮
小
」
は
避
け
ら
れ
な
い
。
世
界
貿
易
、
疫
病
対
策
、
気
候
変
動
の
い
ず
れ
の
分
野
で
も
、
米
国
は
も
は
や
強
力
な
リ
ー

ダ
ー
で
は
な
い
が
、
依
然
と
し
て
強
力
な
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
。
そ
の
「
戦
略
的
後
退
」
の
過
程
で
、
関
連
地
域
に
「
潰
瘍
面
」
を
作
っ
て
、
新
た
な

実
効
的
秩
序
を
形
成
さ
せ
ま
い
と
す
る
能
力
を
米
国
は
い
ま
だ
保
持
し
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
＝
バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
内
側
と
外
側
を
再
定
義
し
、グ
ロ
ー
バル
化
が
も
た
ら
す
相
互
依
存
を
武
器
に
、
彼
ら
の
目
に
映
る
ラ
イ
バル
に
対
抗
し

た
。
そ
の
こ
と
が
、
他
の
多
く
の
国
家
と
地
域
を
、
内
側
と
外
側
の
区
別
へ
と
再
覚
醒
さ
せ
た
。
米
国
が
仕
掛
け
た
貿
易
戦
争
、
技
術
戦
争
、
国
際
ル
ー
ル

戦
争
に
直
面
し
て
、
中
国
は
「
主
権
」
の
意
識
を
強
化
し
、
超
国
家
組
織
で
あ
る
欧
州
連
合
も
「
主
権
」
と
い
う
象
徴
を
利
用
し
て
、
大
西
洋
同
盟
に
お

け
る
自
律
性
を
強
化
し
た
。
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス
の
世
界
的
な
蔓
延
は
、
移
動
、
接
触
、
相
互
依
存
を
潜
在
的
に
危
険
な
も
の
に
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
国
が

国
境
の
管
理
を
強
化
し
、リ
ス
ク
を
減
ら
し
自
律
性
を
高
め
る
た
め
の
方
法
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
見
て
い
る
の
は
、フ
ラ
ッ
ト
な
世

界
で
は
な
く
、つ
ね
に
壁
が
築
か
れ
補
強
さ
れ
て
い
く
地
球
と
い
う
球
体
で
あ
る
。こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
は
、
境
界
な
き
グ
ロ
ー
バル
資
本
帝
国
の
帝

国
的
主
権
の
擡
頭
や
、
主
権
と
い
う
概
念
の
終
焉
な
ど
を
思
い
描
く
に
足
る
、
現
実
的
な
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
国
民
国
家
主
権
」
と
「
帝
国
的
主
権
」
と
い
う
二
項
対
立
は
、
目
下
進
行
中
の
世
界
秩
序
の
歴
史
的
変
容
を
記
述
・
分
析
す
る
に
は
、

適
切
な
理
論
的
手
段
で
は
な
い
。
現
代
世
界
は
、「
主
権
」
概
念
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ナ
リ
オ
を
記
述
し
説
明
で
き
る
、よ
り
精
緻
な
理
論
的
言
説
を
必
要

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
観
点
に
お
い
て
、ス
ティ
ー
ヴ
ン
・
ク
ラ
ズ
ナ
ー
に
よ
る
主
権
実
践
の
四
つ
の
側
面
の
区
別
は
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
だ
ろ
う
。ク

ラ
ズ
ナ
ー
の
理
論
的
枠
組
み
を
用
い
れ
ば
、
政
治
、
経
済
、
文
化
な
ど
に
お
け
る
高
度
な
「
自
律
性
」
を
そ
な
え
た
「
国
民
国
家
主
権
」
の
モ
デ
ル
は
、
本

質
的
に
は
、
強
固
な
現
実
と
い
う
よ
り
は
、む
し
ろ
動
員
や
アイ
デ
ン
ティ
ティ
形
成
の
た
め
の
政
治
目
標
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
時
に
、
高
度
に
不
均

等
な
発
展
を
み
せ
る
世
界
で
は
、こ
の
モ
デ
ル
が
動
員
に
と
っ
て
政
治
的
実
効
力
を
も
つ
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
か
ら
の
南
北
間
の

矛
盾
、
国
民
国
家
と
し
て
の
米
国
と
グ
ロ
ー
バル
一
極
覇
権
と
し
て
の
米
国
と
の
矛
盾
、グ
ロ
ー
バル
覇
権
と
し
て
の
米
国
と
グ
ロ
ー
バル
資
本
主
義
の
さ
ら

な
る
発
展
の
必
要
性
と
の
矛
盾
な
ど
、
現
在
、こ
れ
ら
す
べ
て
の
矛
盾
は
内
側
と
外
側
と
の
区
別
を
生
み
や
す
く
、し
た
がっ
て
「
主
権
」
と
い
う
象
徴
を

通
じ
た
政
治
的
動
員
を
要
請
す
る
。
米
国
ト
ラ
ン
プ
政
権
や
E
U
が
こ
の
象
徴
を
利
用
し
て
き
た
一
方
で
、
中
国
を
含
む
厖
大
な
数
の
途
上
国
に
と
っ
て
、

と
り
わ
け
「
発
展
権
」に
関
す
る
国
際
ル
ー
ル
を
め
ぐ
る
闘
争
に
お
い
て
、こ
の
象
徴
を
放
棄
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
賢
明
で
は
な
い
。
中
国
が
発
展
途
上

国
の
た
め
の
新
し
い
開
発
モ
デ
ル
を
主
張
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
新
自
由
主
義
路
線
と
は
異
な
る
新
し
い
モ
デ
ル
を
育
む
た
め
に
、
米
国
の
支
配
を
受
け
な

い
「
拠
点
地
域
」
も
ま
た
必
要
と
な
る
。
中
国
が
歓
迎
し
よ
う
と
し
て
い
る
世
界
秩
序
は
、フ
ラ
ッ
ト
な
土
地
で
は
な
く
、
異
な
る
国
、
民
族
、
文
明
の
間

に
境
界
を
ひ
く
よ
う
な
秩
序
で
あ
ろ
う
。こ
れ
ら
の
境
界
は
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ション
が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
、
例
え
ば
テ
ロ
攻
撃
や
新
型
コロ
ナ
ウィ
ル
ス
な
ど

に
対
す
る
「
安
全
地
帯
」
で
あ
り
、
ま
た
、
す
べ
て
の
国
が
同
じ
運
命
を
分
か
ち
合
う
た
め
の
「
接
触
地
帯
」に
も
な
り
う
る
。
国
民
国
家
の
主
権
は
、こ

う
し
た
グ
ロ
ー
バル
な
秩
序
に
と
っ
て
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
再
定
義
す
る
か
で
あ
る
。

最
後
に
、
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
の
「
帝
国
的
主
権
」
と
い
う
現
象
の
背
後
に
あ
る
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
脈
略
を
探
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。二
〇
世
紀
に
お

け
る
植
民
地
・
半
植
民
地
の
民
族
解
放
と
社
会
主
義
的
探
求
に
お
い
て
、レ
ー
ニ
ン
の
思
想
は
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。レ
ー
ニ
ン
の
帝
国
主

義
批
判
、
特
に
「
最
弱
の
環
」に
関
す
る
思
想
は
、
植
民
地
・
半
植
民
地
の
国
や
民
族
に
、
階
級
革
命
と
民
族
解
放
を
結
合
す
る
た
め
の
強
力
な
理
論
的

手
段
を
提
供
し
た
。
後
の
「
三
つ
の
世
界
」
の
区
分
も
、レ
ー
ニ
ン
の
理
論
的
背
景
に
大
き
く
根
ざ
し
て
い
る
。
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
は
、ソ
連
と
中
国
の
社
会

主
義
的
探
求
に
紆
余
曲
折
と
困
難
を
見
た
。
彼
ら
は
、レ
ー
ニ
ン
の
帝
国
主
義
理
論
が
切
り
開
い
た
道
を
疑
い
、
前
衛
政
党
と
国
民
国
家
を
、
解
決
す
る

よ
り
も
多
く
の
問
題
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
、
強
い
「
均
質
化
」
傾
向
を
持
つ
勢
力
と
み
な
し
た
。
彼
ら
が
認
め
る
抵
抗
の
主
体
は
、「
人
民
」
で
も
「
民

族
」
で
も
な
く
「
マル
チ
チュ
ー
ド
」
で
あ
る
。「
人
民
」
や
「
民
族
」
は
あ
る
種
の
「
均
質
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
お
り
、
そ
う
し
た
過
程
は
「
マル
チ
チュ
ー

ド
」
の
も
つ
特
異
性
や
創
造
性
を
抑
制
し
て
き
た
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

レ
ー
ニン
に
別
れ
を
告
げ
た
後
、
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
も
ま
た
、
有
名
な
『
何
を
な
す
べ
き
か
』
で
レ
ー
ニン
が
批
判
し
た
「
自
発
性
」
崇
拝
に
陥
り
、
抑
圧
勢

力
の
強
度
と
闘
争
の
強
度
を
過
小
評
価
し
、
新
た
な
「
生
政
治
的
」
生
産
様
式
が
、
資
本
主
義
に
抗
す
る
有
効
か
つ
民
主
的
な
組
織
形
態
を
自
然
発
生

的
に
生
み
出
す
だ
ろ
う
と
期
待
し
た
。
彼
ら
は
、
資
本
主
義
を
超
克
す
る
希
望
を
、
資
本
主
義
の
中
核
地
区
で
起
き
た
ス
ト
リ
ー
ト
運
動
「
ウ
ォ
ー
ル
街

を
占
拠
せ
よ
」
の
う
ち
に
見
て
い
る
。グ
ロ
ー
バル
な
抑
圧
シ
ス
テ
ム
の
ど
こ
に
本
当
の
「
最
弱
の
環
」
が
あ
る
の
か
を
深
く
考
え
る
代
わ
り
に
、
彼
ら
は
多

く
の
先
進
国
で
高
い
移
動
性
と
柔
軟
性
を
特
徴
と
す
る
「
生
政
治
的
生
産
」
の
擡
頭
に
期
待
を
か
け
た
が
、こ
の
現
象
の
背
後
に
あ
る
「
垂
直
分
業
」
を

分
析
し
な
かっ
た
。
同
じ
空
間
に
い
る
労
働
者
同
士
の
相
互
作
用
が
な
い
た
め
、
資
本
の
抑
圧
勢
力
に
と
っ
て
は
、い
わ
ゆ
る
「
生
政
治
的
生
産
」に
お
い
て
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「
分
割
統
治
」
戦
略
を
遂
行
す
る
こ
と
が
容
易
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
が
ら
く
ア
ジ
ア
革
命
を
注
視
し
て
い
た
レ
ーニン
は
、
資
本
主
義
の
不
均
衡
な
発
展
、
抑

圧
の
シ
ス
テ
ム
、
抵
抗
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
真
に
グ
ロ
ー
バル
な
視
点
か
ら
考
え
て
い
た
。こ
う
し
た
ヴィ
ジョン
は
、
現
代
世
界
で
は
き
わ
め
て
稀
少
な
も
の

で
あ
る
。
現
代
の
「
主
権
」
研
究
の
な
か
で
こ
の
グ
ロ
ー
バル
・
ヴィ
ジョン
を
い
か
に
甦
ら
せ
る
か
、
そ
れ
は
来
る
べ
き
思
想
家
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
り

続
け
よ
う
。

翻
訳
＝
編
集
部
／
諸
般
の
都
合
に
よ
り
注
は
割
愛
し
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
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