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95 神の国と正義のための戦い

神
の
国
と
正
義
の
た
め
の
戦
い

『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
二
部
「
人
間
の
運
命
」
第
九
章ラ

イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

柳
田
洋
夫
・
訳

《
訳
者
ま
え
が
き
》

＊ 

本
稿
は
、R

einhold N
iebuhr, T

he N
ature and D

estiny of M
an, Vol. II: H

um
an D

estiny

（N
ew

 York: C
harles 

Scribner ’s Sons, 1943

）, C
hapter IX

: T
he K

ingdom
 of G

od and T
he Struggle for Justice

の
全
訳
で
あ
る
。

＊ 

最
終
稿
に
至
っ
て
い
な
い
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
読
者
の
忌
憚
の
な
い
ご
指
摘
・
ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
、
今
後
の
修

正
作
業
に
生
か
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

＊ 

な
お
、
邦
訳
さ
れ
て
い
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
使
用
ま
た
は
参
照
し
、
訳
書
の
頁
数
を
記
し
た
。
聖
書
の
テ
キ
ス
ト

は
主
と
し
て
日
本
聖
書
協
会
共
同
訳
を
用
い
、
人
名
表
記
は
原
則
と
し
て
『
キ
リ
ス
ト
教
人
名
辞
典
』
お
よ
び
『
岩
波 

西

洋
人
名
辞
典
』（
増
補
版
）
に
よ
っ
た
。﹇　

﹈
内
は
す
べ
て
訳
者
の
補
足
で
あ
る
。
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Ⅰ　

序

正
義
の
た
め
の
戦
い
は
、
真
理
の
探
求
と
同
様
に
、
歴
史
的
経
験
の
可
能
性
と
限
界
を
深
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
点

に
お
い
て
、
知
的
探
求
よ
り
も
明
白
に
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
力
と
権
力
に
関
与
す
る
ゆ
え
に
、
い
っ
そ
う
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

共
同
的
生
を
築
き
完
成
す
る
と
い
う
義
務
は
、
単
に
、
全
能
の
創
造
主
が
こ
の
小
さ
な
地
球
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
傍
ら
に
置
い
て
喜
び

と
し
た
か
な
り
大
勢
の
人
々
と
何
と
か
折
り
合
い
を
つ
け
る
必
要
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
に
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
共
同
体
は
、
社

会
的
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
個
人
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
個
人
は
、
そ
の
同
胞
と
の
親
密
で
有
機
的
な
関
係
に
お
い
て

の
み
自
ら
を
実
現
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
愛
と
は
人
間
の
本
性
の
第
一
の
掟
で
あ
り
、
同
胞
の
精
神
は
個
人
の
社
会
的
実
存
に
お

け
る
根
本
的
要
請
な
の
で
あ
る
。

人
間
は
活
力
と
理
性
の
統
一
体
で
あ
る
か
ら
、
生
の
社
会
的
調
和
は
、
純
粋
に
合
理
的
な
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
合

理
的
で
あ
る
と
同
時
に
情
緒
的
で
意
志
的
で
も
あ
る
あ
ら
ゆ
る
力
や
潜
在
力
の
相
互
浸
透
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
合
理
的
自
由
の
力

は
、
人
間
の
共
同
体
に
、
自
然
的
な
共
同
体
よ
り
も
高
い
次
元
を
も
た
ら
す
。
不
確
定
な
退
行
の
中
に
あ
る
自
然
の
限
界
を
超
え
る
人
間
の

自
由
は
、
同
胞
の
精
神
の
純
粋
さ
や
広
が
り
に
固
定
的
な
限
界
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
同
胞
の
精
神
の

た
め
に
人
間
は
歴
史
に
お
い
て
奮
闘
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
胞
の
精
神
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
伝
統
的
達
成
も
、
よ
り
高
次
の
歴
史

的
見
通
し
か
ら
の
批
判
を
免
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
た
な
達
成
の
水
準
に
お
い
て
堕
落
か
ら
免
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
。

社
会
的
ま
た
政
治
的
関
連
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
善
と
悪
の
可
能
性
の
不
確
定
な
性
格
は
、
社
会
的
過
程
の
力
動
的
解
釈
を
正
当
な
も
の
と
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す
る
。
歴
史
の
事
実
は
、
歴
史
的
過
程
が
社
会
的
諸
関
連
を
継
続
的
に
純
化
し
完
成
し
た
と
い
う
結
論
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
の
事
実
は
、
歴
史
的
共
同
体
の
広
が
り
と
度
合
い
は
絶
え
ず
増
大
し
て
き
た
こ
と
を
確
か
に
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
特
に
科
学
技
術
の
時
代
は
、
人
間
の
生
が
よ
り
多
く
の
同
胞
と
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を

人
間
に
突
き
つ
け
て
き
た
。
共
同
体
を
形
成
し
無
政
府
状
態
を
避
け
る
と
い
う
課
題
は
、
い
っ
そ
う
広
範
な
水
準
へ
と
絶
え
ず
向
か
っ
て
い

る
。こ

れ
ら
の
事
実
は
、
社
会
的
課
題
に
お
け
る
進
歩
史
観
的
見
方
の
動
か
ぬ
証
拠
と
見
な
さ
れ
る
も
の
を
近
代
社
会
に
示
し
て
き
た
。「
神

の
国
」
は
、
同
胞
の
精
神
と
正
義
に
よ
る
普
遍
的
社
会
に
お
い
て
最
高
潮
に
達
す
る
、
歴
史
に
内
在
す
る
力
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ

た
。
こ
の
前
提
に
立
っ
た
世
俗
的
で
リ
ベ
ラ
ル
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
社
会
的
道
徳
的
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

な
い
。
近
代
の
社
会
学
的
諸
論
考
は
、
こ
の
進
歩
史
観
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
事
実
上
一
致
し
て
い
る
。
歴
史
に
つ
い
て
の
マ

ル
ク
ス
主
義
の
解
釈
は
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
逸
脱
は
一
時
的
に
急
進
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主

義
の
破
局
説
は
最
終
的
に
、
進
歩
的
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
歴
史
概
念
に
従
属
し
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
そ
の
解
釈
に

信
仰
的
言
い
回
し
を
付
け
加
え
た
だ
け
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
、
人
間
の
運
命
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
観
点
か
ら
の
定
義
は
、
ま
た
別
の
、
そ
し
て
部
分
的
に
は
矛
盾
す
る

結
論
へ
と
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
結
論
は
、
歴
史
の
力
動
性
を
否
定
し
な
い
か
、
ま
た
は
、
歴
史
が
継
続
的
に
課
題
や
義
務
を
拡
張

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
否
定
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
完
全
に
相
反
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
論
は
、
歴
史
の
発
展

と
道
徳
的
進
歩
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
異
議
を
申
し
立
て
る
。
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
恵
み
」
は
「
自
然
」
に
対
し
て
、
そ
れ

を
完
成
す
る
も
の
と
し
て
も
否
定
す
る
も
の
と
し
て
も
関
係
す
る
。
も
し
、「
自
然
」
と
「
恵
み
」
と
の
矛
盾
が
認
識
さ
れ
ず
、
ま
た
、「
恵

み
」
の
領
域
に
お
い
て
も
な
お
存
続
す
る
「
自
然
」
の
力
が
不
本
意
な
が
ら
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
罪
は
段
階
的
に
除
去
さ
れ
た
と
い
う

偽
り
の
下
で
新
た
な
罪
が
歴
史
へ
と
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
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Ⅱ　

正
義
と
愛
の
関
係

も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
生
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
の
こ
の
基
本
原
則
を
人
間
の
社
会
に
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
用
語
を
社
会

的
道
徳
的
問
題
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、「
自
然
」
は
、
正
義
に
つ
い
て
の

歴
史
的
可
能
性
を
示
す
）
1
（

。「
恵
み
」
は
、
完
全
な
愛
に
つ
い
て
の
理
念
的
可
能
性
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
完
全
な
愛
に
お
い
て
、
自
己
に
お

け
る
あ
ら
ゆ
る
内
的
矛
盾
や
、
自
己
と
他
者
と
の
あ
ら
ゆ
る
葛
藤
や
緊
張
は
、
す
べ
て
の
意
志
が
神
の
意
志
に
完
全
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て

克
服
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
用
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
き
、
歴
史
に
お
け
る
正
義
と
神
の
国
に
お
け
る
愛
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
は
弁
証

法
的
な
も
の
と
な
る
。
愛
は
、
歴
史
に
お
け
る
正
義
の
達
成
の
あ
ら
ゆ
る
成
就
で
も
あ
れ
ば
否
定
で
も
あ
る
。
ま
た
逆
の
観
点
か
ら
言
う
な

ら
ば
、
歴
史
に
お
け
る
正
義
の
達
成
は
、
不
確
定
な
過
程
に
お
い
て
始
ま
り
、
よ
り
完
全
な
愛
と
同
胞
の
精
神
の
成
就
を
見
出
し
て
い
く
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
就
の
新
た
な
水
準
は
ま
た
、
完
全
な
愛
と
矛
盾
し
て
存
立
す
る
要
素
を
含
む
。
よ
っ
て
、
不
確
定
な
過
程
に
お
い

て
正
義
を
実
現
す
る
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
現
は
い
ず
れ
も
、
完
全
な
成
就
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
い
う
平
静
さ
を
保
証
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
基
本
原
則
に
よ
っ
て
歴
史
の
現
実
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
他
の
仕
方
で
は
曖
昧
で
理
解
し
が
た

い
歴
史
の
側
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
他
の
諸
解
釈
お
い
て
必
然
的
に
犯
さ
れ
る
誤
り
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。
歴
史
に
お
け
る
正
義
の
よ
り
高
次
の
実
現
は
、
次
の
こ
と
が
よ
り
充
分
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

そ
の
よ
う
な
実
現
は
す
べ
て
、
愛
の
理
想
へ
の
接
近
の
み
な
ら
ず
矛
盾
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
諸
関
係
の
領
域
に
お

け
る
聖
化
は
、
完
全
な
聖
化
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
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正
義
と
愛
と
の
逆
説
的
関
係
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
犠
牲
的
愛
と
相
互
愛
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
前
探
求
し

た
）
2
（

。
そ
こ
で
の
分
析
に
お
い
て
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
相
互
愛
（
こ
の
相
互
愛
に
お
い
て
、
他
者
へ
の
公
平
無

私
な
関
心
は
、
相
応
す
る
応
答
を
引
き
出
す
）
は
、
そ
の
よ
う
な
愛
の
み
が
最
後
は
歴
史
に
よ
っ
て
正
当
な
も
の
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
歴
史
の
最
高
の
可
能
性
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
愛
は
、
歴
史
に
よ
る
正
当
化
を
必
要
と
し
な
い
あ
る
種
の
公
平
無
私

（
犠
牲
的
愛
）
に
よ
っ
て
の
み
始
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
歴
史
の
最
高
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
道
徳
的
理
想
の

頂
点
は
歴
史
の
中
と
外
の
両
方
に
立
つ
。
愛
が
相
応
の
応
答
を
引
き
出
し
、
人
間
関
係
を
変
化
さ
せ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
歴
史
の

中
に
あ
る
。
そ
し
て
、
愛
が
、
そ
の
公
平
無
私
性
を
失
う
こ
と
な
く
し
て
は
相
互
の
応
答
を
望
み
え
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
歴
史
を

超
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
愛
の
命
令
は
単
純
な
歴
史
的
可
能
性
で
は
な
い
。
そ
の
命
令
の
十
全
な
意
味
は
、
歴
史
と
永
遠
の
弁
証
法
的

な
関
係
を
示
す
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

正
義
の
法
と
原
理

正
義
と
愛
の
関
係
は
複
雑
さ
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
相
互
愛
と
犠
牲
愛
と
の
弁
証
法
的
関
係
と
似
て
い
る
。
こ
の
複
雑
さ
は
、
そ

れ
を
二
つ
の
次
元
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
正
義
に
つ
い
て
の
規
則
と
法
の
次
元
で

あ
る
。
第
二
は
、
同
胞
の
精
神
と
の
関
係
に
お
け
る
正
義
な
ら
び
に
社
会
的
政
治
的
組
織
の
構
造
の
次
元
で
あ
る
。
第
一
と
第
二
の
次
元
の

相
違
は
明
ら
か
に
、
第
一
の
次
元
で
あ
る
正
義
の
法
と
原
理
は
抽
象
的
に
思
い
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
第
二
の
次
元
で
あ
る
構
造
と
組
織
は

歴
史
の
活
力
を
具
現
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
存
す
る
。
現
実
の
社
会
的
制
度
や
取
り
決
め
と
同
胞
の
精
神
の
理
想
と
の
矛
盾
は
、
明
ら
か

に
、
愛
と
、
正
義
の
規
則
と
法
と
の
矛
盾
よ
り
も
大
き
い
。
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社
会
的
関
係
を
統
治
す
る
あ
ら
ゆ
る
体
系
や
規
則
は
、
一
方
で
は
相
互
性
と
共
同
体
の
手
段
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
は
、
そ
れ
ら
は
単
に

同
胞
の
精
神
に
類
似
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
か
、
も
し
く
は
同
胞
の
精
神
に
明
確
に
矛
盾
す
る
も
の
を
含
む
。
正
義
の
規
則
の
性
質
に
つ
い

て
の
こ
れ
ら
の
側
面
に
つ
い
て
は
追
っ
て
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

正
義
の
体
系
と
原
理
は
、
そ
れ
が
他
者
へ
の
義
務
感
を
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
同
胞
の
精
神
の
手
段
で
あ
り
、
ま
た
同

胞
の
精
神
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
範
囲
に
わ
た
る
。（
a
）明
白
な
必
要
に
促
さ
れ
て
直
接
的
に
感
ぜ
ら
れ
る
義

務
か
ら
、
相
互
の
支
援
に
つ
い
て
の
決
め
ら
れ
た
原
則
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
継
続
的
な
義
務
ま
で
。（
b
）自
己
と
一
人
の
「
他
者
」
と

の
単
純
な
関
係
か
ら
、
自
己
と
「
他
者
た
ち
」
と
の
複
雑
な
関
係
ま
で
。
そ
し
て
最
後
に
、（
c
）個
人
的
な
自
己
に
よ
っ
て
見
定
め
ら
れ

る
義
務
か
ら
、
共
同
体
が
そ
の
い
っ
そ
う
公
平
中
立
な
視
点
か
ら
規
定
す
る
、
い
っ
そ
う
広
い
義
務
ま
で
。
こ
れ
ら
の
共
同
体
的
な
規
定

は
、
慣
習
と
法
に
お
い
て
ゆ
っ
く
り
と
発
達
す
る
。
そ
の
諸
規
定
は
、
個
人
的
な
自
己
に
は
不
可
能
な
、
何
ら
か
の
い
っ
そ
う
高
い
公
平
無

私
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
行
き
方
に
お
い
て
、
正
義
の
規
則
と
法
は
、
愛
の
掟
と
の
積
極
的
な
関
係
の
中
に
立
つ
。
い
ず
れ
の
行
き
方
に
お
い
て

も
、
合
理
的
要
素
が
そ
の
構
造
を
な
す
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
明
白
な
必
要
に
対
し
て
直
接
的
に
感
ぜ
ら
れ
る
義
務
は
、
憐
憫
の
情
に
よ
っ

て
促
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
継
続
的
な
義
務
に
つ
い
て
の
感
覚
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
利
害
と
比
較
衡
量
し
た
他
者
の
必
要
に

つ
い
て
の
合
理
的
見
積
も
り
に
依
拠
す
る
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
自
己
と
一
人
の
他
者
と
の
関
係
は
、
人
を
う
っ
と
り

と
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
関
連
す
る
利
害
に
つ
い
て
の
計
算
は
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
の
中
に
三
人
目
が
入
っ
て
く
る
や
い
な
や
、
最
高
度
に
完
璧
な
愛
で
あ
っ
て
も
、
対
立
す
る
必
要
や
利
害
に
つ
い

て
の
合
理
的
見
積
も
り
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
家
族
内
の
愛
で
さ
え
も
、
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
間
を
調
停
し
て
き
た
し
き
た
り
で
あ

る
慣
習
や
慣
用
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
、
競
合
す
る
利
害
に
つ
い
て
の
そ
の
都
度
の
新
た
な
計
算
に
左

右
さ
れ
な
く
と
も
よ
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
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所
与
の
共
同
体
に
お
い
て
達
せ
ら
れ
る
正
義
の
規
定
は
、
社
会
的
関
心
の
所
産
で
あ
る
。
共
通
の
問
題
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
が

融
合
さ
れ
、
共
同
体
に
お
け
る
あ
る
個
人
や
階
級
や
集
団
が
達
す
る
の
と
は
異
な
っ
た
結
果
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
共
通
の
問
題
の
適
切

な
解
決
策
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
最
終
的
に
は
共
通
の
解
答
に
統
合
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
も
し
く
は
集

団
の
態
度
は
徹
頭
徹
尾
自
己
中
心
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
上
か
ら

の
力
で
も
っ
て
鎮
圧
し
な
い
限
り
、
社
会
は
競
合
す
る
諸
利
害
に
よ
る
無
秩
序
に
陥
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
い
か
な
る
対
立
の
調
停
も
不
可
能
な
ま
で
に
諸
利
害
が
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
一
方
が
相
手
に

勝
利
す
る
か
、
両
者
が
上
位
の
強
制
的
な
力
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
立
は
終
わ
る
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
と
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ

の
政
治
観
は
、
あ
ら
ゆ
る
利
害
の
対
立
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
に
導
か
れ
て
い
る
。

民
主
主
義
的
な
社
会
が
達
成
し
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
悲
観
主
義
に
、
そ
し
て
、
同
胞
の
精
神
の
理
想
と
正
義
の
統
治
と
秩
序
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
ひ
た
す
ら
否
定
的
な
考
え
方
に
異
議
を
唱
え
る
。
歴
史
は
、
広
い
範
囲
に
お
い
て
上
位
の
強
制
的
な
力
の
介
入
な
し
に
利
害
を

調
整
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
共
同
体
が
、
共
通
の
問
題
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
統
合
し
、
そ
れ
な
り
に
適
切
な
解
決
策

に
至
る
能
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
、
自
分
自
身
よ
り
も
他
者
の
利
害
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
立
す
る
利
害
と
立
場
を
統
合
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
く
、
あ
る
条
件
の
下
で
は
不
可
能
に
な
り
う
る
と
い
う
事
実

は
、
理
性
の
不
偏
性
を
あ
ま
り
に
単
純
に
信
頼
す
る
こ
と
へ
の
反
駁
と
な
る
。
集
団
的
経
験
に
お
い
て
徐
々
に
練
り
上
げ
ら
れ
る
正
義
の
規

則
と
原
理
を
単
な
る
社
会
的
義
務
の
感
覚
の
手
段
と
見
な
す
の
は
、
そ
れ
を
単
な
る
自
己
中
心
的
利
害
の
道
具
と
見
な
す
の
と
同
様
に
誤
り

で
あ
る
。

失
業
者
に
対
す
る
共
同
体
に
お
け
る
義
務
の
感
覚
の
よ
う
な
、
現
代
に
お
け
る
何
ら
か
の
社
会
問
題
に
対
し
て
の
社
会
的
良
心
の
発
展
に

つ
い
て
の
一
つ
の
分
析
が
、
こ
の
発
展
の
中
に
あ
る
複
雑
な
諸
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
仕
事
の
な
い
失
業
者
に
共
同
体
が
支
出

す
る
失
業
手
当
給
付
金
は
、
共
同
体
に
お
け
る
恵
ま
れ
た
成
員
の
、
恵
ま
れ
な
い
成
員
に
対
す
る
義
務
の
感
覚
の
表
現
で
も
あ
る
。
恵
ま
れ



102

た
者
た
ち
は
、
貧
し
い
人
々
に
対
す
る
あ
れ
こ
れ
の
一
時
的
な
憐
れ
み
の
感
情
に
よ
る
よ
り
も
、
固
定
さ
れ
た
原
則
に
よ
っ
て
こ
の
義
務
を

達
成
す
る
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
さ
ら
に
、
相
対
的
な
要
求
に
つ
い
て
の
自
分
た
ち
の
知
識
は
全
く
不
適

切
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
確
か
な
当
局
に
よ
っ
て
機
能
す
る
と
こ
ろ
の
、
共
同
体
全
体
に
つ
い
て
の
い
っ
そ
う
偏
り
の
な

い
包
括
的
な
見
通
し
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
失
業
者
支
援
の
原
則
の
機
能
は
、
具
体
的
な
規
則
と
同
胞
の
精

神
の
感
覚
と
の
最
も
積
極
的
な
関
係
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
失
業
者
に
支
払
わ
れ
る
手
当
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
で
も
、
恵
ま
れ
た
者
た
ち
が
支
払
お
う
と
す
る
額
よ
り
高
く
つ
く
。
た
と
え
貧

し
い
者
た
ち
が
望
む
額
よ
り
も
低
い
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
現
代
の
共
同
体
に
お
け
る
恵
ま
れ
た
階
級
の
中
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
で
も
最
も
明
白
で
あ
か
ら
さ
ま
な
か
た
ち
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
の
正
義
の
問
題
を
事
実
上
曖
昧
に
し
て
い
る
者
も
い

る
。
失
業
者
た
ち
は
自
ら
の
怠
惰
の
餌
食
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
複
雑
な
産
業
過
程
の
気
ま
ぐ
れ
の
犠
牲
者
な
ど
で
は
な
い
と
か
れ

ら
は
主
張
し
た
が
る
。
そ
し
て
、
飢
え
へ
の
恐
怖
が
怠
惰
を
矯
正
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
共
同
体
が
最
終
的
に
決
定
す
る
実
際
の

給
付
計
画
は
、
何
ら
か
の
個
人
的
精
神
で
は
な
く
、
社
会
的
精
神
に
よ
る
結
論
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
何

度
も
繰
り
返
さ
れ
る
議
論
を
経
て
の
結
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
対
立
す
る
視
点
や
利
害
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
関
連

す
る
社
会
問
題
に
つ
い
て
の
無
条
件
な
「
正
義
」
に
よ
る
解
決
で
は
決
し
て
な
い
。
現
実
に
は
、
恵
ま
れ
た
階
級
は
、
貧
し
い
者
た
ち
の
反

乱
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
以
上
の
理
由
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
状
況
を
め
ぐ
る
こ
の
側
面
は
、
権
利
や
利
害

に
つ
い
て
の
合
理
的
計
算
の
水
面
下
に
お
い
て
示
さ
れ
る
、
生
け
る
共
同
体
に
お
け
る
希
望
や
恐
怖
、
圧
力
や
そ
れ
へ
の
反
抗
と
「
正
義
の

原
理
」
と
を
完
全
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
解
決
は
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
社
会
的
基
準
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
共
同
体
の
恵
ま
れ
た
成
員
の
中
に
は
そ
の
こ
と
を
歓
迎
す
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の

は
、
そ
の
こ
と
は
、
社
会
的
義
務
に
つ
い
て
の
か
れ
ら
の
熟
慮
さ
れ
た
判
断
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
憐
れ
み
と
い
う
一
時
的
な

力
よ
り
は
、
こ
の
熟
慮
さ
れ
た
判
断
に
依
拠
す
る
こ
と
を
選
好
す
る
だ
ろ
う
。
総
じ
て
、
貧
し
い
者
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
基
準
に
よ
る
援
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助
か
ら
は
、
慈
悲
深
い
金
持
ち
に
個
人
的
に
泣
き
つ
い
て
確
保
す
る
も
の
よ
り
も
多
く
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
明
白

な
欠
乏
に
よ
っ
て
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
な
い
限
り
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
よ
う
な
、
方
向
の
定
ま
ら
な
い
一
時
的
で
気
ま
ぐ
れ
な
憐
れ
み
の
衝
動
に

の
み
依
存
す
る
よ
り
は
確
か
に
多
く
を
得
る
は
ず
で
あ
る
。

正
義
の
規
則
と
愛
の
掟
と
の
こ
の
積
極
的
関
係
は
、
社
会
的
義
務
に
つ
い
て
の
最
も
人
格
的
で
個
人
的
で
直
接
的
な
表
現
こ
そ
が
キ
リ
ス

ト
教
の
ア
ガ
ペ
ー
の
顕
現
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
愛
の
命
令
の
感
傷
的
な
か
た
ち
に
反
し
て
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
愛
と
正
義
の

関
係
に
つ
い
て
の
セ
ク
ト
的
ま
た
ル
タ
ー
派
的
分
析
は
、
愛
の
領
域
か
ら
正
義
の
規
則
を
除
外
す
る
誤
り
に
陥
り
や
す
い
）
3
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
正
義
の
法
と
体
系
に
は
確
か
に
、
相
互
的
愛
な
ら
び
に
同
胞
の
精
神
に
対
し
て
、
積
極
的
で
あ
る
と
同
時
に
消
極
的
な

関
連
が
あ
る
。
正
義
の
法
則
と
体
系
は
、
同
胞
の
精
神
と
の
類
似
と
矛
盾
の
両
方
を
含
む
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
の
側
面
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会

的
現
実
に
お
け
る
罪
の
要
素
に
由
来
す
る
。
正
義
の
法
と
体
系
は
、
共
同
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
成
員
が
互
い
を
利
用
し
合
う
か
、
他
者
の
幸
福

よ
り
も
自
身
の
幸
福
に
関
心
を
持
つ
傾
向
が
あ
る
と
正
義
が
仮
定
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
同
胞
の
精
神
に
似
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
傾
向
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
正
義
の
体
系
は
、
共
同
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
成
員
の
権
利
と
利
害
と
を
注
意
深
く
区
別
す
る
。
囲
い
と
境

界
線
は
正
義
の
精
神
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
誰
か
が
他
者
を
利
用
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
利
害
に
制
限
を
課

す
。
ゆ
え
に
、
正
義
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
調
和
は
、
同
胞
の
精
神
に
似
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
の
利
己
主
義
に
よ
っ

て
創
り
出
さ
れ
る
諸
条
件
の
範
囲
内
に
お
い
て
実
現
し
う
る
最
高
の
調
和
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
正
義
の
消
極
的
側
面
は
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
そ
の
唯
一
の
特
徴
で
は
な
い
。
も
し
完
全
な
愛
を
前
提
す
る
と
し
て
も
、
二
人
以
上
の
人
間
を
巻
き
込
む
複
雑
な
関
係
は
諸
権

利
に
つ
い
て
の
計
算
を
要
請
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
消
極
的
側
面
は
重
要
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
正
義
の
構
想
に
お
け
る
、
同
胞
の
精
神
と
の
い
っ
そ
う
積
極
的
な
矛
盾
は
、
権
利
と
利
害
を
合
理
的
に
見
積
も
ろ
う
と
す
る
こ

と
が
不
確
か
で
有
限
で
あ
る
こ
と
と
、
他
者
の
権
利
を
勘
案
す
る
こ
と
に
つ
き
ま
と
う
愛
欲
や
自
己
利
益
と
い
う
汚
点
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
。
歴
史
に
お
い
て
普
遍
的
理
性
は
な
く
、
ま
た
、
互
い
に
競
合
し
た
り
扶
助
し
た
り
す
る
重
大
な
利
害
の
関
わ
る
分
野
す
べ
て
に
対
す



104

る
偏
り
の
な
い
視
点
な
ど
は
な
い
。
法
制
度
に
よ
っ
て
注
意
深
く
守
ら
れ
る
客
観
性
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
社
会
全
体
に
つ
い
て

の
比
較
的
偏
り
の
な
い
視
点
で
さ
え
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
視
点
の
不
確
か
さ
の
中
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
歴
史
に
お
い
て
知
っ
て
い
る
よ
う
な
正
義
の
規
則
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
偏
り
の
あ
る
視
点
が
、
よ
り
包
括
的
な
視
点
に
統
合
さ

れ
て
い
く
社
会
的
過
程
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
包
括
的
視
点
さ
え
も
時
と
場
所
に
左
右
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
法

と
規
則
に
お
け
る
偽
り
の
純
正
さ
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
せ
せ
ら
笑
う
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
と
規
則
と
は
そ
も
そ

も
、
社
会
の
支
配
者
側
の
利
害
を
正
当
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
マ
ル
ク
ス
主
義
が
見
な
し
て
い
る
の
も
正
し
い
。
中
世
に
お
け
る
「
自
然

法
」
と
い
う
前
提
条
件
は
、
明
ら
か
に
封
建
社
会
に
お
い
て
思
い
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
一
八
世
紀
の
自
然
法
に
お
い

て
絶
対
で
「
自
明
」
の
も
の
と
見
な
さ
れ
た
要
求
が
、
そ
も
そ
も
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

正
義
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
理
念
と
規
則
の
相
対
的
で
不
確
か
な
性
格
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
リ
ベ
ラ
ル
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会

理
論
家
た
ち
が
一
様
に
主
張
す
る
よ
う
な
、
正
義
の
理
念
と
規
則
の
無
制
約
性
を
拒
絶
す
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
リ
ベ
ラ
ル
の
社
会
理
論
家

（
つ
い
で
に
両
者
が
根
ざ
す
ス
ト
ア
派
の
理
論
）
は
、「
自
然
法
」
と
、「
実
定
」
法
も
し
く
は
「
市
民
」
法
と
を
区
別
す
る
）
4
（

。
後
者
は
、
特

定
の
歴
史
的
共
同
体
に
お
け
る
正
義
の
規
則
の
現
実
的
で
不
完
全
な
体
現
を
示
す
。
そ
の
不
確
か
で
相
対
的
な
性
格
が
認
識
さ
れ
、
究
極
の

も
の
は
前
者
の
「
自
然
法
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
基
本
的
区
別
に
は
異
議
を
申
し
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
区
別
は
、
理

性
は
純
正
で
あ
る
と
い
う
受
け
入
れ
が
た
い
信
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
も
ま
た
、
歴
史
に
お
け
る
無
制
約
で
有
利
な
地
点

を
見
出
そ
う
と
し
て
人
間
が
な
す
数
多
く
の
努
力
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。「
自
然
法
」
に
つ
い
て
の
こ
の
偽
り
の
究
極
性
の
及
ぼ
す
影
響
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
い
っ
そ
う
高
い
偽
り
へ
と
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、
無
罪
性
の
主
張
に
お
い
て
罪
の
力

を
示
す
歴
史
上
の
多
く
の
事
例
に
さ
ら
に
一
つ
を
増
し
加
え
る
も
の
で
あ
る
）
5
（

。

無
論
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
な
、
正
義
の
理
念
と
歴
史
に
お
け
る
そ
の
体
現
も
し
く
は
「
市
民
」
法
と
の
区
別
は
あ
る
。
後
者
は
、

生
け
る
共
同
体
に
お
け
る
圧
力
と
そ
の
反
動
の
結
果
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
、「
自
然
法
」
よ
り
も
、
歴
史
に
お
け
る
さ
ら
に
大
き
な
相
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対
性
の
段
階
に
従
う
。
思
想
が
行
為
よ
り
も
純
正
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、「
自
然
法
」
は
「
市
民
法
」
よ
り
も
純
正

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
け
る
共
同
体
に
お
い
て
歴
史
的
に
達
成
さ
れ
た
正
義
に
対
す
る
批
判
の
源
泉
と
し
て
合
理
的
に
発
想
さ
れ
た
正
義
の

原
理
の
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
自
然
法
に
つ
い
て
の
中
世
と
近
代
の
世
俗
的
な
理
論
が
、
正
義
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
合

理
的
原
理
を
過
度
に
主
張
す
る
場
合
は
し
ば
し
ば
、
世
俗
と
宗
教
改
革
の
相
対
主
義
者
た
ち
が
、
そ
れ
を
不
適
切
で
危
険
な
も
の
と
し
て
退

け
る
。
も
し
も
「
十
戒
」
が
啓
示
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
原
則
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
人
間
の
道
徳
的
生
は
適
切
な
指
導
原
理
を

何
も
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
信
念
は
馬
鹿
げ
て
い
る
し
非
聖
書
的
で
あ
る
）
6
（

。

た
と
え
ば
、
人
類
の
道
徳
律
に
お
け
る
殺
人
の
禁
止
の
実
際
的
普
遍
性
は
、
一
般
的
な
禁
制
の
実
際
的
適
用
の
中
に
現
れ
る
際
限
の
な
い

相
対
性
と
同
様
に
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
質
的
に
普
遍
的
な
正
義
の
「
原
則
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
正
義
に
つ
い
て
の
特
定
の

規
則
と
体
系
の
形
成
が
方
向
づ
け
ら
れ
る
。「
平
等
」
も
「
自
由
」
も
、
自
然
法
に
つ
い
て
の
ス
ト
ア
派
や
中
世
そ
し
て
近
代
の
理
論
に
お

い
て
、
正
義
に
つ
い
て
の
超
越
的
な
原
則
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
の
理
論
は
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
も
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
）、

「
平
等
」
と
「
自
由
」
を
超
越
的
原
則
と
い
う
よ
り
も
実
現
可
能
な
も
の
と
誤
っ
て
見
な
し
た
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
平
等
の
原
則
に
つ
い
て

の
分
析
は
、
平
等
と
自
由
の
両
者
が
、
正
義
に
つ
い
て
の
超
越
的
原
則
で
あ
る
こ
と
の
妥
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

社
会
理
論
が
平
等
の
原
則
へ
絶
え
ず
立
ち
戻
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
世
俗
的
で
あ
ろ
う
が
宗
教
的
で
あ
ろ
う
が
、
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
の

ひ
た
す
ら
悲
観
的
な
理
解
へ
の
反
駁
で
も
あ
る
。
そ
の
反
駁
が
影
響
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
は
単
に
自
ら
の
利
害
を
正
当
化
す

る
た
め
だ
け
に
社
会
理
論
を
用
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
正
義
の
理
念
の
一
つ
の
頂
点
と
し
て
の
平
等
は
、
正
義
の
究
極
的
規
範
と

し
て
の
愛
を
暗
に
指
し
示
す
。
と
い
う
の
は
、
平
等
と
し
て
の
正
義
は
、
罪
と
い
う
状
況
の
下
に
お
い
て
同
胞
の
精
神
に
似
た
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
よ
り
高
い
正
義
は
い
つ
で
も
、
よ
り
平
等
な
正
義
を
意
味
す
る
。
特
権
は
、
そ
れ
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
人
々
よ
り
も
、
そ
れ
を
欲

す
る
人
々
か
ら
い
っ
そ
う
厳
し
い
目
で
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
特
権
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
人
々
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
良
心
の

呵
責
を
感
じ
る
。
不
平
等
に
苛
ま
れ
る
人
々
が
、
必
要
や
社
会
的
役
割
の
相
違
は
社
会
に
お
け
る
完
全
な
平
等
の
実
現
を
不
可
能
に
す
る
こ
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と
を
認
識
し
な
い
ま
ま
、
平
等
の
原
則
を
正
義
に
つ
い
て
の
決
定
的
原
則
に
ま
で
引
き
上
げ
る
と
き
、
平
等
に
つ
い
て
の
議
論
に
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
汚
染
が
入
り
込
む
）
7
（

。
一
方
、
特
権
の
受
益
者
は
、
社
会
的
役
割
の
不
平
等
は
、
そ
れ
に
付
随
す
る
特
権
の
不
平
等
を
正
当
化
す
る

の
だ
と
強
調
す
る
。
か
れ
ら
は
ま
た
、
あ
る
控
え
め
な
言
い
訳
と
し
て
、
報
酬
が
不
平
等
で
あ
る
こ
と
は
、
社
会
的
役
割
の
適
切
な
遂
行
を

促
進
す
る
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
れ
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
を
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
の
特

権
階
級
は
常
に
、
そ
の
役
割
に
応
じ
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
需
要
の
相
違
に
も
決
し
て
合
致
し
て
い
な
い
過
度
の
特
権
を
独
占
す
る
た

め
に
そ
の
高
い
社
会
的
地
位
を
利
用
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
に
お
け
る
平
等
の
原
則
の
妥
当
性
と
、
他
方
に
お
け
る
そ
の
完
全
な
実
現
の
不
可
能
性
は
、
正
義
の
絶
対
的
規
範
と
歴
史
の
相
対
性

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
あ
る
階
級
が
規
範
の
絶
対
性
を
過
度
に
強
調
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
他
の
階
級
が
そ
れ
を
完
全

に
達
成
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
強
調
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
一
般
的
に
妥
当
す
る
原
則
を
適
用
す
る
際
の
避
け
が
た
い
「
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
汚
点
」
を
示
す
。
た
と
え
原
則
自
体
が
部
分
的
な
利
害
を
超
え
た
高
い
超
越
的
基
準
に
達
し
て
い
る
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ

る
）
8
（

。こ
の
よ
う
に
し
て
、
正
義
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
理
解
の
複
雑
な
性
格
は
、
以
下
の
両
者
の
立
場
を
拒
絶
す
る
。
す
な
わ
ち
、
正

義
の
妥
当
な
原
則
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
相
対
主
義
者
と
、
特
殊
な
利
害
と
歴
史
上
の
妄
執
と
い
う
汚
点
か
ら
離
れ
て

完
全
に
妥
当
な
原
則
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
像
す
る
合
理
主
義
者
な
ら
び
に
楽
天
主
義
者
が
拒
絶
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

正
義
の
原
則
と
同
胞
の
精
神
の
理
想
と
の
積
極
的
関
係
は
、
正
義
の
領
域
に
お
け
る
愛
の
限
り
な
い
接
近
を
可
能
に
す
る
。
消
極
的
関
係

は
、
正
義
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
概
念
が
、
愛
の
掟
に
反
す
る
い
く
つ
か
の
要
素
を
体
現
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
階
級

の
利
害
や
、
国
家
の
立
場
や
、
世
代
的
な
偏
見
や
、
文
化
の
幻
想
は
、
意
識
的
ま
た
無
意
識
裡
に
、
人
間
が
そ
の
共
同
的
生
を
律
す
る
諸
規

範
の
中
に
入
り
込
む
。
そ
の
よ
う
な
諸
規
範
は
、
あ
る
集
団
が
他
の
集
団
に
対
し
て
有
利
に
な
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
も
し
そ
の
つ
も
り

が
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
結
果
的
に
そ
の
よ
う
に
な
る
の
は
必
定
で
あ
る
。
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Ⅳ　

正
義
の
構
造

も
し
、
理
念
的
に
思
い
描
か
れ
、
よ
り
疑
わ
し
く
曖
昧
な
生
け
る
社
会
の
社
会
的
現
実
を
超
え
る
正
義
の
規
則
と
原
則
が
、
同
胞
の
精
神

の
理
想
と
曖
昧
な
関
係
を
持
つ
と
し
た
ら
、
こ
の
二
重
の
性
格
は
、
社
会
に
お
け
る
構
造
や
体
系
、
組
織
や
機
構
に
お
い
て
い
っ
そ
う
明
ら

か
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
社
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
原
則
と
規
則
は
不
完
全
に
具
現
化
さ
れ
、
歴
史
的
に
具
体
化
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

す
で
に
、
正
義
の
原
則
に
つ
い
て
の
合
理
的
表
明
と
し
て
の
「
自
然
法
」
と
、
生
け
る
共
同
体
の
歴
史
に
お
け
る
制
定
を
示
す
「
実
定
法
」

と
の
区
別
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
正
義
の
「
構
造
」
の
曖
昧
な
性
格
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
単
な
る
「
市
民
」
法
や
「
実
定
」
法
に

つ
い
て
の
考
察
以
上
の
こ
と
を
含
む
は
ず
で
あ
る
。
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
法
の
制
定
を
超
え
て
、
歴
史
に
お
け
る
共
同
体
の
構
造
と

組
織
全
体
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
構
造
は
決
し
て
、
単
な
る
法
体
系
の
秩
序
で
は
な
い
。
共
同
体
の
調
和
は
、
法
の
権
威
に
よ
っ

て
簡
単
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
規
範
（
ノ
モ
ス
）
は
、
生
命
の
活
力
に
秩
序
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
生
け
る
共
同
体
の
社
会

的
調
和
は
、
道
徳
性
と
法
に
つ
い
て
の
規
範
的
概
念
と
、
共
同
体
に
現
存
し
発
展
す
る
勢
力
と
活
力
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ

る
。
法
の
規
範
は
た
い
て
い
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
合
理
的
で
道
徳
的
な
理
念
と
、
生
け
る
諸
勢
力
間
の
所
与
の
均
衡
に
よ
っ
て
決

め
ら
れ
る
状
況
の
可
能
性
と
の
間
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
具
体
的
な
法
の
制
定
は
共
同
体
の
良
心
を
実
現
す
る
手
段
で

あ
り
、
諸
勢
力
と
諸
利
害
が
無
秩
序
に
陥
る
可
能
性
を
抑
制
し
て
、
そ
れ
な
り
の
調
和
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
具
体

的
な
法
制
定
は
、
社
会
的
生
の
無
意
識
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
、
生
と
力
に
つ
い
て
の
所
与
の
緊
張
と
均
衡
の
単
な
る
明
白
な
定

式
化
に
す
ぎ
な
い
。

要
す
る
に
、
い
か
な
る
人
間
の
共
同
体
も
、
単
に
良
心
や
理
性
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
は
、
多
か
れ
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少
な
か
れ
、
人
間
の
生
の
能
力
の
安
定
し
た
も
し
く
は
不
安
定
な
調
和
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
権
力
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
。
そ
の
秩
序

と
調
和
の
質
を
決
定
す
る
権
力
は
、
政
治
の
単
な
る
強
制
力
や
組
織
力
で
は
な
い
。
そ
れ
は
社
会
的
権
力
の
半
面
に
す
ぎ
な
い
。
共
同
体
的

生
の
二
つ
の
要
素
で
あ
る
「
中
心
的
な
組
織
原
理
な
ら
び
に
組
織
力
」
と
「
力
の
平
衡
」
は
、
共
同
体
を
組
織
す
る
に
あ
た
っ
て
の
本
質
的

で
永
続
的
な
両
面
で
あ
る
。
社
会
が
い
か
に
道
徳
的
ま
た
は
社
会
的
に
進
歩
し
て
も
、
こ
の
二
つ
の
原
則
へ
の
依
存
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

な
し
う
る
最
高
の
正
義
が
達
せ
ら
れ
る
た
め
の
管
理
や
平
衡
の
あ
り
方
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
共
同
体
に
お
け
る
組

織
原
理
と
組
織
力
は
ま
た
無
限
に
改
良
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
共
同
体
の
秩
序
や
正
義
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
に
お
い
て
、

よ
り
完
全
な
同
胞
の
精
神
へ
と
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
権
力
に
よ
る
組
織
」
と
「
勢
力
均
衡
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体

組
織
の
原
理
は
、
同
胞
の
精
神
の
掟
に
相
反
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
組
織
化
の
原
理
と
権
力
は
専
制
政
治
に
容
易
に
陥
り
や
す
い
。

そ
れ
は
社
会
の
強
制
的
統
一
を
生
み
出
し
、
そ
こ
に
お
い
て
す
べ
て
の
成
員
個
人
の
自
由
と
活
力
が
損
な
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ

う
な
生
の
専
制
的
統
一
化
は
同
胞
の
精
神
の
ま
が
い
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
勢
力
均
衡
の
原
理
は
、
常
に
無
秩
序
に
陥
る
可
能
性
を
は
ら
ん

で
い
る
。
専
制
と
無
秩
序
と
い
う
対
を
な
す
悪
は
、
社
会
的
正
義
と
い
う
か
弱
い

0

0

0

帆
船
が
通
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ス
キ
ラ
と
カ
リ
ブ

デ
ィ
ス
的
隘
路
で
あ
る
。
も
し
そ
の
船
が
、
一
方
の
側
を
た
だ
の
危
険
と
ば
か
り
見
な
す
な
ら
ば
、
も
う
一
方
の
岩
に
ぶ
つ
か
っ
て
沈
む
の

は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。

社
会
的
力
と
政
治
的
調
和
が
い
か
に
改
良
さ
れ
よ
う
と
も
、「
権
力
に
よ
る
組
織
」
と
「
勢
力
均
衡
」
と
い
う
、
同
胞
の
精
神
の
二
つ
の

政
治
的
手
段
の
中
に
隠
然
と
し
て
あ
る
同
胞
の
精
神
に
相
反
す
る
可
能
性
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
的
生
の
領
域
に
お
け
る
こ

の
逆
説
的
状
況
は
、
生
の
他
の
領
域
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
、
歴
史
の
逆
説
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
概
念
に
似
て
い
る
。
そ
の

逆
説
を
よ
り
十
全
に
探
求
す
る
た
め
に
は
、
共
同
体
的
生
に
お
け
る
「
力
」
の
本
質
と
意
味
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら
始
め
る
の
が
よ
い
だ
ろ

う
。
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1
．
活
力
と
理
性
の
統
一

社
会
的
組
織
に
お
い
て
永
続
的
に
重
要
な
力
は
、
人
間
の
本
質
の
二
つ
の
性
格
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
活
力
と
理
性
の
統
一
、

そ
し
て
体
と
心
の
統
一
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
人
間
の
罪
の
力
で
あ
る
。
罪
の
力
と
は
、
自
分
自
身
を
他
者
よ
り
も
重
要
な
も
の

と
見
な
す
と
い
う
一
貫
し
た
傾
向
で
あ
り
、
ま
た
、
共
通
の
問
題
を
自
分
自
身
の
利
害
の
立
場
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
特

徴
で
あ
る
罪
の
力
は
た
い
へ
ん
頑
強
で
あ
る
の
で
、
単
な
る
道
徳
的
も
し
く
は
合
理
的
勧
告
で
は
、
あ
る
者
が
他
者
を
利
用
す
る
こ
と
を
抑

制
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
法
的
権
威
に
よ
る
も
の
な
ら
ば
、
よ
り
十
分
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
手
に
負
え
な
い
反
抗
に
対
す
る
強

制
的
行
為
に
よ
る
制
裁
や
威
嚇
を
含
ま
な
い
法
的
権
威
は
な
い
。
第
一
の
特
徴
で
あ
る
、
人
間
の
本
性
に
お
け
る
活
力
と
理
性
の
統
一
は
、

個
人
的
も
し
く
は
集
団
的
意
志
が
統
制
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
手
段
と
と
も
に
自
己
中
心
的
目
的
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
有
効
な
手
段
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
反
社
会
的
目
的
に
対
す
る
社
会
的
抑
制
が
等
し
く
備
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

無
論
、
そ
の
よ
う
な
手
段
す
べ
て
に
訴
え
る
こ
と
な
く
紛
争
が
収
拾
さ
れ
、
対
立
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
良
心
は
良
心
に

訴
え
、
理
性
は
理
性
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
対
立
が
物
理
的
な
も
の
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
良
心
や
理
性
に
よ
る
訴
え
か

け
が
な
さ
れ
な
い
対
立
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
利
害
対
立
に
お
い
て
、
用
い
う
る
手
段
を
す
べ
て
動
員
す
る
可
能
性
が
両
者
に
含
ま

れ
て
い
る
。
た
い
て
い
の
人
間
的
対
立
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
力
へ
の
訴
え
や
、
暴
力
的
ま
た
は
非
暴
力
的
な
力
の
実
際
の
行
使
な
し
に
、
上

位
の
権
威
や
権
力
に
よ
っ
て
収
拾
も
し
く
は
制
圧
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
が
、
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
手
段
を
勘
案
す
る
こ
と

は
、
そ
の
闘
争
の
結
果
を
決
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
よ
り
純
粋
に
合
理
的
も
し
く
は
道
徳
的
に
考
慮
す
る
こ
と
と
同
様
に
決
定
的
な
も
の

で
あ
る
）
9
（

。
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力
に
よ
る
威
嚇
は
、
そ
れ
が
共
同
体
の
公
的
そ
し
て
政
府
の
代
表
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
共
同
体
に
お
け
る
紛
争
の
当
事
者
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
的
関
係
に
お
い
て
用
い
ら
れ
う
る
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
安
定
し
て
秩
序
だ
っ
た
共
同
体
に
お
い

て
は
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
政
府
も
し
く
は
紛
争
の
当
事
者
が
、
あ
か
ら
さ
ま
に
あ
ら
ゆ
る
紛
争
処
理

の
手
段
を
否
認
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
存
在
し
て
い
た
社
会
の
平
衡
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
壊
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ

に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
よ
う
と
準
備
し
て
い
る
集
団
も
し
く
は
利
害
関
係
者
の
ほ
う
に
よ
る
反
抗
や
抵
抗
が
成
功
す
る
可
能
性

が
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
抵
抗
が
成
功
す
る
見
込
み
は
ま
た
当
然
、
抵
抗
に
お
い
て
冒
険
的
企
て
が
な
さ
れ
る
可
能
性
を
大
き
く
す
る
）
10
（

。
そ
れ

ゆ
え
に
、
社
会
的
状
況
の
中
に
あ
る
諸
勢
力
と
諸
活
力
を
合
理
的
に
勘
案
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
で
道
徳
的
な
問
題
の
中
に
含
ま
れ
る
権
利

と
利
害
を
合
理
的
に
勘
案
す
る
こ
と
に
必
然
的
に
伴
う
。
こ
の
両
者
の
不
変
の
関
連
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
存
在
に
お
け
る
活
力
と
理
性
の

統
一
の
恰
好
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

2
．
社
会
的
生
に
お
け
る
権
力
の
諸
類
型

人
間
の
精
神
的
そ
し
て
身
体
的
能
力
は
、
両
者
の
統
一
と
相
互
関
連
に
お
い
て
、
純
粋
な
理
性
か
ら
純
粋
な
身
体
的
力
ま
で
、
際
限
な
く

さ
ま
ざ
ま
な
権
力
の
型
や
組
み
合
わ
せ
を
造
り
出
す
。
た
と
え
理
性
と
い
う
も
の
が
一
般
的
に
不
公
平
で
あ
る
よ
り
は
超
越
的
な
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
て
も
、
理
性
が
自
分
自
身
の
主
張
を
他
者
に
押
し
付
け
る
た
め
の
自
己
中
心
主
義
の
手
段
と
な
り
う
る
こ
と
は
、
こ
こ
で

証
明
す
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
理
性
が
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
一
方
の
生
の
主
張
を
も
う
一
方
に
対
抗
し
て
後
押
し
す

る
「
権
力
」
と
な
る
。
狡
猾
な
者
が
無
知
な
者
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
い
っ
そ
う
断
固
と
し
た
者
が
よ
り
弱
い
知
性

を
「
征
服
す
る
」
な
ら
ば
、
対
立
の
合
理
的
解
決
は
た
い
へ
ん
不
公
平
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
目
的
に
奉
仕
す
る
で
あ
ろ

う
別
の
精
神
的
能
力
が
あ
る
。
人
は
純
粋
に
「
魂
」
の
力
に
よ
っ
て
他
者
を
隷
属
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
）
11
（

。
そ
の
よ
う
な
魂
の
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力
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
精
神
的
活
力
、
心
理
的
ま
た
情
緒
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
徳
の
占
有
や
見
せ
か
け
、
英
雄
的
生
や
高
貴
な
出
自
に
よ

る
名
声
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
純
粋
な
身
体
的
力
は
い
つ
で
も
、
個
人
的
な
関
係
に
お
い
て
は
最
終
的
手
段
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
原
始
的
段
階
に
お
い
て
の
み
決
定
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
文
明
的
関
係
は
、
権
力
の
身
体

的
側
面
よ
り
は
精
神
的
側
面
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
精
神
的
側
面
の
ほ
う
が
当
然
正
し
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

集
団
的
に
発
展
す
る
権
力
の
か
た
ち
は
、
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
諸
類
型
を
示
す
。
全
体
的
に
、
社
会
的
権
力
は
社
会
的
機
能
の
差
別
化
に
基

づ
く
。
進
歩
し
た
社
会
に
お
い
て
、
軍
人
は
身
体
的
力
の
担
い
手
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
軍
人
が
身
体
的
に
強
い
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
身
体

的
な
対
立
に
用
い
る
武
器
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
た
め
の
技
術
を
会
得
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
祭
司
は
社
会
的
権
力
を
持
っ
て
い
る
が
（
特

に
古
代
の
帝
国
組
織
に
お
い
て
は
有
力
で
あ
る
）、
そ
れ
は
、
祭
司
が
あ
る
究
極
的
な
威
光
を
権
力
者
に
も
た
ら
し
、
既
成
事
実
と
し
て
の

寡
頭
政
治
の
権
力
者
に
神
聖
さ
を
授
け
る
か
ら
で
あ
る
。
財
産
と
経
済
過
程
を
支
配
し
統
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
身
体
的
権
力
と
精
神

的
権
力
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
経
済
過
程
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
富
が
身
体
的
で
あ
る
限
り
そ
れ
は
身
体
的
で
あ
る
。
こ
の
身
体
的
力

を
用
い
統
制
す
る
権
利
が
、
法
や
、
慣
習
や
、
職
務
の
権
威
や
、
そ
の
他
の
考
慮
す
べ
き
事
柄
に
由
来
す
る
限
り
に
お
い
て
は
精
神
的
で
あ

る
。
経
済
的
力
が
最
も
基
礎
的
形
態
で
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
は
こ
の
経
済
的
力
に
由
来
す
る
と
い
う
現
代
的
信
念
は
誤
っ
て
い
る
。
最
初

の
領
主
は
、
土
地
を
所
有
し
獲
得
す
る
た
め
に
社
会
の
軍
事
的
そ
し
て
宗
教
的
形
態
を
用
い
た
軍
人
で
あ
り
祭
司
で
あ
っ
た
。
近
代
以
前
に

お
い
て
、
経
済
的
力
と
い
う
も
の
は
、
主
要
な
も
の
で
は
な
く
派
生
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
社
会
の
独
裁
者
た
ち
の
快
楽
を
高
め

る
た
め
に
、
ま
た
、
そ
の
社
会
的
地
位
が
代
々
永
続
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
か
れ
ら
に
最
高
の
地

位
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
代
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
の
政
治
的
独
裁
者
た
ち
は
、
政
治
的
権
力
を
経
済
的
権
力
に
変

え
た
。
資
本
家
の
時
代
に
お
い
て
は
、
経
済
的
力
は
確
か
に
、
よ
り
根
本
的
な
も
の
に
な
り
、
ま
た
、
自
ら
の
目
的
に
他
の
諸
形
態
を
従
わ

せ
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
主
主
義
的
社
会
に
お
い
て
、
経
済
的
力
は
常
に
、
参
政
権
と
い
う
普
遍
的
権
利
を
付
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与
さ
れ
て
い
る
一
般
市
民
の
、
い
っ
そ
う
広
ま
っ
た
政
治
的
力
か
ら
の
あ
る
抑
制
の
下
に
あ
っ
た
）
12
（

。

あ
ら
ゆ
る
正
義
と
不
正
義
の
歴
史
的
形
態
は
、
純
粋
な
合
理
主
義
者
や
理
想
主
義
者
の
理
解
を
は
る
か
に
超
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
の
形

態
に
お
け
る
所
与
の
均
衡
や
不
均
衡
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
所
与
の
共
同
体
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
力
の
形
態
の
平
衡
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
。
力
の
大
き
な
不
均
衡
は
、
そ
れ
を
ど
れ
ほ
ど
緩
和
し
よ
う
と
努
力
し
て
も
、
不
正
義
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
近
代
の
技
術
社
会
に
お
け
る
経
済
的
権
力
の
集
中
が
不
正
義
を
助
長
す
る
一
方
、
政
治
的
権
力
の
拡
散
が
正
義
を
助
長
し
た
。

近
代
の
民
主
主
義
的
で
資
本
主
義
的
な
社
会
の
歴
史
は
総
じ
て
、
こ
の
二
つ
の
力
の
形
態
の
緊
張
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
歴
史
に
お

い
て
、
経
済
的
寡
頭
支
配
は
、
政
治
的
権
力
を
そ
の
目
的
に
従
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
決
し
て
そ
れ
を
完
全
に
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
も
う
一
方
で
は
、
一
般
市
民
に
よ
る
政
治
的
権
力
は
、
政
治
的
ま
た
経
済
的
正
義
の
手
段
で
あ
り
続
け
た
。
し
か
し
そ
れ
も
ま
た
、
経

済
的
不
正
義
の
甚
だ
し
い
形
態
を
取
り
除
く
こ
と
を
完
全
に
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
緊
張
は
未
解
決
で
あ
り
、
ま
た
、

完
全
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
資
本
主
義
世
界
に
お
い
て
こ
の
緊
張
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
正
義
は
、
ナ
チ

ス
の
寡
頭
制
や
、
古
い
軍
事
的
寡
頭
制
と
の
多
か
れ
少
な
か
れ
親
密
な
連
携
に
お
け
る
政
治
的
、
経
済
的
そ
し
て
宗
教
的
力
の
結
合
に
よ
っ

て
造
り
出
さ
れ
た
専
制
政
治
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
い
る
。

政
治
的
権
力
は
、
特
別
な
範
疇
に
置
く
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
共
同
体
を
組
織
し
支
配
す
る
と
い
う
固
有
の
目
的
の
た
め
に
他

の
社
会
的
権
力
を
用
い
操
作
す
る
能
力
に
依
拠
す
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
的
寡
頭
制
は
常
に
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
重
要
な
社
会
的
権
力
を

所
有
す
る
。
古
代
の
帝
国
に
お
い
て
、
そ
れ
は
祭
司
の
力
と
軍
人
の
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
一
つ
の
階
級
に
合
併
す
る
か
、
も
し
く
は
軍

人
階
級
と
祭
司
階
級
と
の
親
密
な
協
力
を
通
し
て
結
合
し
た
。
近
代
の
民
主
主
義
は
、
政
治
的
権
力
を
特
別
な
社
会
的
機
能
か
ら
引
き
離
し

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
よ
り
平
等
と
正
義
へ
と
向
か
う
傾
向
に
あ
る
。
民
主
主
義
は
、
指
導
者
た
ち
の
政
策
を
評
価
す
る
権
利
を
与
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
民
主
主
義
を
評
価
す
る
基
準
を
授
け
た
。
こ
の
民
主
主
義
の
原
理
は
、
社
会
に
お
け
る
寡
頭
制
の
形
成
を
未

然
に
防
ぐ
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
形
成
と
権
力
の
行
使
を
監
視
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
目
下
、
民
主
主
義
世
界
に
挑
戦
し
て
い
る
専
制
的
寡
頭
政
治
は
、
最
初
は
政
治
的
力
を
用
い
（
大
衆
を
煽
動
し
て
操
る
）、
そ

し
て
次
第
に
、
経
済
的
過
程
の
統
制
、
宗
教
的
聖
性
の
僭
称
、
そ
し
て
軍
事
的
力
の
統
制
も
し
く
は
そ
れ
と
の
協
力
と
い
う
、
他
の
形
態
の

権
力
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
台
頭
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
間
社
会
に
お
け
る
権
力
の
さ
ま
ざ
ま
な
型
の
相
互
関
係
の
移
り
変
わ
り
は
、
社
会
的
存
在
の
技
術
的
段
階
か
ら
宗
教
的
段
階
へ
の
多
種

多
様
な
歴
史
的
発
展
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
近
代
的
商
業
の
発
展
は
、
中
産
階
級
に
新
た
な
経
済
的
力
を
も
た
ら
し

た
。
か
れ
ら
は
そ
の
経
済
的
力
を
、
封
建
社
会
の
祭
司
と
軍
人
の
寡
頭
制
へ
の
挑
戦
の
た
め
に
用
い
た
。
か
れ
ら
は
、
銀
行
株
の
所
有
と
い

う
、
よ
り
力
動
的
な
経
済
的
権
力
に
よ
っ
て
土
地
所
有
者
身
分
の
力
を
弱
体
化
し
た
。
近
代
の
工
業
技
術
の
発
展
は
二
重
の
影
響
を
も
た
ら

し
た
。
そ
れ
は
、
経
済
的
過
程
の
所
有
者
と
操
り
手
の
経
済
的
力
と
富
を
増
大
さ
せ
、
工
場
労
働
者
に
、
農
耕
社
会
の
一
般
人
に
は
な
か
っ

た
権
力
の
形
を
付
与
し
た
（
た
と
え
ば
、
関
わ
っ
て
い
る
経
済
的
過
程
に
お
い
て
協
働
す
る
こ
と
を
拒
否
こ
と
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
権

力
）。
権
力
関
係
の
変
化
は
い
っ
そ
う
精
神
的
な
起
源
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
。
預
言
者
的
宗
教
の
発
展
が
、
神
の
威
厳
の
名
に
よ
っ
て
政
治

的
権
威
を
支
持
す
る
よ
り
は
そ
れ
に
挑
戦
し
、
祭
司
と
軍
人
の
寡
頭
制
を
破
壊
し
て
民
主
的
社
会
を
造
る
こ
と
を
手
助
け
し
た
の
を
誰
が
否

定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
預
言
者
的
要
素
は
近
代
民
主
主
義
社
会
の
台
頭
に
貢
献
し
た
。
一
方
、

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
お
け
る
保
守
的
要
素
は
、
神
的
権
威
と
政
治
的
権
力
と
を
無
批
判
に
同
一
視
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
寡
頭
制
の
欺
瞞

を
増
長
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

近
代
民
主
主
義
の
台
頭
に
貢
献
し
た
技
術
的
、
合
理
的
、
そ
し
て
預
言
者
宗
教
的
要
素
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
過
程
全
体
に
お

い
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
が
複
雑
で
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
要
素
が
、
歴
史
に
お
け

る
発
展
と
い
う
全
体
の
織
物
に
お
い
て
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
的
過
程
を
、
単
な
る
諸
活
力
の
混
沌
で
あ
る
と
す
る
か
、
ま

た
は
、
単
に
理
性
が
力
を
次
第
に
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
よ
う
と
す
る
活
力
論
者
と
合
理
主
義
者
の
両
者
を
否
定
す
る
。「
理
性
」

と
「
力
」
は
、
人
間
の
精
神
性
と
生
命
力
に
つ
い
て
の
「
最
終
的
用
語
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
者
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
こ
と
は
決
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し
て
で
き
な
い
。
ま
た
、
人
間
の
活
力
の
あ
ら
ゆ
る
中
間
的
顕
現
を
相
互
に
絶
対
的
に
区
別
す
る
も
の
な
ど
は
な
い
。
そ
れ
は
無
限
の
多
様

性
と
し
て
歴
史
が
作
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
の
物
理
的
力
も
持
た
な
い
よ
う
な
、
ま
た
は
、
活
力
間
の
対
立
や
緊
張
を
超
越
し
た

「
精
神
」
の
わ
ず
か
な
一
角
も
持
た
な
い
よ
う
な
個
人
的
も
し
く
は
社
会
的
権
力
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
所
与
の
社
会
に
お

け
る
そ
の
よ
う
な
諸
力
の
緊
張
と
均
衡
は
、
人
間
存
在
全
体
に
お
け
る
精
神
と
自
然
、
理
性
と
力
の
複
雑
な
統
一
を
明
ら
か
に
す
る
諸
活
力

と
諸
権
力
を
含
ん
で
い
る
。

3
．
権
力
の
組
織
と
均
衡

わ
れ
わ
れ
の
第
一
の
関
心
は
、
正
義
の
構
造
も
し
く
は
共
同
体
の
組
織
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
と
、
同
胞
の
精
神
の
原
理
と
の
二
重
の
関
係

に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
構
造
は
必
ず
、
愛
の
理
想
に
近
い
も
の
と
そ
れ
に
反
す
る
も
の
の
両
方
を
含
ん
で
い

る
。
こ
の
主
張
は
今
や
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
の
光
の
下
で
さ
ら
に
詳
細
に
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
生
は

活
力
の
領
域
を
示
し
て
お
り
、
相
互
の
扶
助
と
潜
在
的
対
立
の
両
方
の
観
点
に
お
い
て
互
い
に
関
連
し
て
い
る
多
く
の
形
態
に
お
い
て
作
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
歴
史
は
、
自
然
が
課
し
て
い
る
相
互
の
依
存
と
対
立
に
つ
い
て
の
制
限
を
守
る
の
で
は
な

く
そ
れ
に
反
抗
す
る
。
ゆ
え
に
、
対
立
を
軽
減
し
、
社
会
的
存
在
の
相
互
性
を
増
進
す
る
手
段
を
考
案
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
歴
史
に
お
け

る
意
識
的
な
政
治
的
仕
組
み
の
課
題
と
な
る
。

人
間
の
同
胞
の
精
神
は
、
二
つ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
三
つ
の
堕
落
の
形
態
の
危
機
に
さ
ら
れ
て
い
る
。
意
志
は
意
志
を
支
配
し
よ
う
と
す

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
帝
国
主
義
と
奴
隷
制
が
歴
史
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
。
利
害
は
利
害
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
相
互
依
存
の
関
係
は

破
壊
さ
れ
る
。
自
己
や
個
人
や
集
団
が
共
同
体
か
ら
離
れ
て
孤
立
し
、
共
同
体
の
責
任
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
孤
立
主
義
と
い
う
悪
は
、
対
立
と
い
う
悪
の
消
極
的
形
態
で
あ
る
か
ら
、
特
別
な
範
疇
を
立
て
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
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他
者
に
よ
る
生
の
支
配
は
、
権
力
と
活
力
の
平
衡
に
よ
っ
て
最
も
う
ま
く
回
避
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
弱
者
は
強
者
へ
の
隷
属
を
招

か
ず
に
済
む
。
あ
る
程
度
の
平
衡
も
な
く
し
て
は
、
い
か
な
る
道
徳
的
ま
た
社
会
的
抑
制
も
、
不
正
義
や
奴
隷
化
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
に

成
功
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
人
間
の
利
己
心
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
条
件
の
下
で
は
、
活
力
の
平
衡
は
同
胞

の
精
神
に
近
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
権
力
の
平
衡
は
同
胞
の
精
神
と
は
異
な
る
。
共
同
体
の
あ
る
成
員
に
よ
る
権
力
へ
の
意
志
は
他
の

成
員
の
対
抗
圧
力
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
る
緊
張
状
況
を
も
た
ら
す
。
あ
ら
ゆ
る
緊
張
は
、
隠
れ
た
対
立
も
し
く
は
潜
在
的

な
対
立
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
権
力
の
平
衡
と
い
う
原
理
は
、
そ
れ
が
支
配
や
奴
隷
化
を
防
ぐ
限
り
に
お
い
て
は
正
義
の
原
理
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
緊
張
が
解
決
さ
れ
ず
に
あ
か
ら
さ
ま
な
対
立
と
な
る
な
ら
ば
、
無
政
府
状
態
と
対
立
の
原
理
と
な
る
。
さ
ら
に
、
社
会

的
生
は
、
そ
れ
が
意
識
的
に
運
営
さ
れ
操
作
さ
れ
な
け
れ
ば
、
完
全
な
権
力
の
平
衡
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
お
け
る
権
力
の

予
測
し
が
た
い
不
均
衡
は
、
あ
ら
ゆ
る
支
配
と
奴
隷
化
の
形
態
を
生
み
出
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
社
会
は
、
そ
の
中
に
存
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
平
衡
を
意
識
的
に
統
制
し
操
作
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
所
与
の
社
会
的
活
力
の
領
域
に
お
け
る
組
織
化
の
中
心
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
中
心
は
、
対
立
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
側
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
程
度
を
超
え
た
不
偏
不
党
な
視
点
か
ら
対
立
を
調
停
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
相
互
扶
助
の
過
程
を
運
営
操
作
し
て
、
内
在
す
る
緊
張
が
対
立
に
突
入
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
、
対
立
を
調
停
し
収
拾
す
る
手
段
が
充
分
で
な
い
場
合
は
い
つ
で
も
、
上
位
の
権
力
に
よ
っ
て
社
会
的
過
程
に
従
う
こ
と
を
強

制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
権
力
の
不
均
衡
が
不
正
義
へ
と
突
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
均
衡
を
意
識
的
に

変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
是
正
す
べ
く
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
13
（

。

社
会
的
活
力
の
領
域
全
体
を
統
治
も
し
く
は
組
織
す
る
原
理
は
、
勢
力
均
衡
の
原
理
よ
り
も
高
い
道
徳
的
制
裁
と
社
会
的
必
要
の
地
平
に

立
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
勢
力
均
衡
の
原
理
は
、
統
治
と
組
織
の
高
い
原
理
が
な
け
れ
ば
無
政
府
状
態
へ
と
堕
落
す
る
。
加
え

て
、
よ
り
高
い
原
理
は
、
勢
力
均
衡
の
原
理
よ
り
も
い
っ
そ
う
意
図
的
に
正
義
に
到
達
す
べ
く
努
力
す
る
。
勢
力
均
衡
の
原
理
は
歴
史
的
な

秩
序
に
属
し
、
一
方
、
よ
り
高
い
原
理
は
全
体
と
し
て
自
然
的
な
秩
序
に
属
す
る
）
14
（

。
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
治
と
い
う
こ
と
は
ま
た
道
徳
的
に
曖
昧
で
も
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
胞
の
精

神
の
掟
に
反
す
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
統
治
者
の
権
力
は
二
通
り
の
濫
用
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
に
は
、
共
同
体
の
あ
る
一

部
分
が
共
同
体
全
体
に
影
響
力
を
行
使
す
る
と
い
う
統
治
の
か
た
ち
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ご
く
最
近
ま
で
、
大
部
分
の
統
治
は
ま
さ

に
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
外
国
の
寡
頭
制
に
よ
る
征
服
の
結
果
で
あ
っ
た
）
15
（

。
し
か
し
、
た
と
え
、
共
同
体
に
お
け
る
あ
る
階
級
や
集
団

の
帝
国
主
義
的
衝
動
が
政
府
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
野
心
が
阻
止
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
政
府
は
い
つ
の
間
に

か
、
共
同
体
に
向
け
ら
れ
る
帝
国
主
義
的
衝
動
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
秩
序
」
の
名
の
下
に
、
共
同
体
に
お
け
る
構
成
要
素

で
あ
る
活
力
や
自
由
を
破
壊
す
る
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
統
治
は
ま
た
、
自
ら
の
特
殊
な
秩
序
の
形
態
を
秩
序
の
原
理
そ
れ
自

体
と
同
一
化
し
、
秩
序
そ
の
も
の
に
反
抗
す
る
と
い
う
道
徳
的
損
失
の
下
で
権
力
に
反
抗
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
偶
像
崇
拝
と
傲
慢
の
罪
で

あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
統
治
は
こ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
を
伴
う
の
で
あ
る
。
こ
の
悪
は
以
下
の
こ
と
を
認
識
す
る
と
き
に
の
み
充
分
に

理
解
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
統
治
と
統
治
者
は
、
そ
の
権
力
の
一
部
を
、
支
配
権
に
よ
る
物
理
的
強
制
の
手
段
の
み
な
ら
ず
、

「
至
高
の
権
威
」
の
現
実
と
偽
り
か
ら
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
統
治
者
が
達
成
す
る
非
強
制
的
服
従
と
は
、
そ
れ
な
し
に
は
統
治

が
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
が
（
と
い
う
の
は
、
強
制
的
服
従
と
い
う
の
は
わ
ず
か
な
事
例
に
の
み
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
統
治
と

い
う
も
の
は
、
至
高
の
権
威
に
よ
る
統
治
者
の
権
威
が
非
強
制
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）、
そ
れ
は

決
し
て
純
粋
に
「
合
理
的
」
な
合
意
で
は
な
い
。
そ
れ
は
常
に
、
陰
に
陽
に
「
至
高
の
権
威
」
に
対
す
る
宗
教
的
畏
怖
を
含
ん
で
い
る
。
国

家
の
尊
厳
は
、
国
家
が
そ
の
成
員
に
対
す
る
共
同
体
全
体
の
権
威
と
権
力
を
、
ま
た
、
無
政
府
状
態
の
危
険
に
対
抗
で
き
る
よ
う
な
秩
序
と

正
義
の
原
理
を
体
現
し
表
現
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
正
統
と
さ
れ
る
。
統
治
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
教
理
に
お
い
て
、
統
治
の
正
統
的

権
威
は
神
の
命
令
と
し
て
認
識
さ
れ
認
証
さ
れ
る
。

し
か
し
、
至
高
の
権
威
と
神
聖
さ
の
非
正
統
的
偽
り
が
混
入
し
て
い
な
い
よ
う
な
、
国
家
と
政
府
の
至
高
の
権
威
に
つ
い
て
の
歴
史
的
表

現
は
な
い
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
最
も
簡
単
に
定
義
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
と
政
府
に
は
、
統
治
に
お
け
る
偶
然
的
で
偏
っ
た
性
格
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を
隠
し
て
曖
昧
に
し
、
無
制
約
的
な
正
当
性
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
間
社
会
に
お
け
る
民
主
主
義
的
正
義
の
発
展
全
体
は
、
政
府
と
勢
力
均
衡
原
理
の
両
者
に
内
在
す
る
道
徳
的
曖
昧
さ
に
つ
い
て
の
あ
る

理
解
に
拠
っ
て
き
た
。
政
府
の
原
則
そ
れ
自
体
の
範
囲
内
に
お
け
る
政
府
へ
の
抵
抗
の
原
則
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
、
民
主
主
義
社
会
に

お
け
る
最
高
の
達
成
で
あ
る
。
こ
う
し
て
市
民
は
「
合
憲
的
」
権
力
で
武
装
し
て
政
府
の
不
法
な
要
求
に
抵
抗
す
る
。
政
府
に
対
す
る
批
判

は
、
よ
り
よ
い
政
府
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
政
府
自
体
に
対
す
る
脅
威
で
は
な
い
と
政
府
が
考
え
る
な
ら
ば
、
市
民
は
共
同
体
に
無
政

府
状
態
を
招
く
こ
と
な
く
こ
の
抵
抗
が
で
き
る
）
16
（

。

民
主
主
義
の
発
展
は
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
歪
め
ら
れ
た
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
宗
教
思
想
や
政
治
思
想
の
さ
ま
ざ
ま
な

学
派
が
、
権
力
の
組
織
と
権
力
の
平
衡
の
い
ず
れ
か
に
お
け
る
正
義
の
危
機
を
充
分
に
把
握
す
る
こ
と
に
大
き
な
困
難
を
覚
え
た
こ
と
に

も
よ
る
。
た
い
て
い
、
政
府
の
道
徳
的
曖
昧
さ
を
把
握
す
る
学
派
は
、
統
制
さ
れ
な
い
社
会
的
生
に
内
在
す
る
無
政
府
状
態
の
危
機
を
理
解

し
な
か
っ
た
。
一
方
、
こ
の
無
政
府
状
態
を
恐
れ
る
学
派
は
政
府
の
主
張
と
虚
偽
に
無
批
判
で
あ
っ
た
。
歴
史
は
、
問
題
の
一
面
し
か
理
解

し
な
か
っ
た
理
想
主
義
者
と
現
実
主
義
者
の
幻
想
に
抗
し
て
無
政
府
状
態
と
専
制
政
治
を
回
避
す
る
固
有
の
技
術
を
、
歪
め
ら
れ
た
過
程
に

よ
っ
て
偶
然
に
見
出
す
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
自
体
は
、
政
治
的
秩
序
へ
の
二
重
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
充
分
に
真
理
を
述
べ
て
政
治
的
社
会
的
生
の
複
雑
さ
に
お
け
る
指
針
を
与
え
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。
政
治
的
側
面
に
お

け
る
逆
説
を
把
握
す
る
こ
と
に
お
け
る
誤
り
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
他
の
側
面
に
お
い
て
検
討
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
キ
リ
ス
ト
教
的
そ
し
て

世
俗
的
伝
統
の
限
界
に
合
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
誤
り
に
つ
い
て
は
か
な
り
手
短
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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Ⅴ　

政
治
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
態
度

政
治
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
理
論
と
近
代
の
世
俗
的
理
論
の
発
展
は
、
政
治
的
秩
序
の
本
質
へ
の
一
つ
の
古
典
的
取
り
組
み
と
二
つ

の
聖
書
的
取
り
組
み
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
聖
書
に
は
、
両
者
相
俟
っ
て
均
衡
し
、
政
治
の
道
徳
的
曖
昧
さ
を
正
統
に
取
り

扱
う
二
つ
の
取
り
組
み
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
よ
れ
ば
、
政
治
は
神
の
命
令
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
威
は
神
の
大
権
を
反
映
し
て

い
る
。
も
う
一
つ
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
「
統
治
者
」
と
「
裁
判
官
」
は
、
貧
し
い
者
を
抑
圧
し
神
の
大
権
に
逆
ら
う
ゆ
え
に
、
特
に
神
の
裁

き
と
怒
り
の
下
に
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
取
り
組
み
は
政
治
の
二
つ
の
側
面
を
正
し
く
評
価
し
て
い
る
。
政
治
は
秩
序
の
原
理
で
あ
り
、
そ

の
権
力
は
無
政
府
状
態
を
防
ぐ
。
し
か
し
、
そ
の
力
は
神
の
権
力
と
同
一
で
は
な
く
、
政
治
権
力
が
行
使
さ
れ
る
の
は
部
分
的
で
個
別
的
な

場
所
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
政
治
権
力
は
神
の
権
力
を
特
徴
づ
け
る
完
全
な
善
と
権
力
の
統
一
を
達
成
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
政
治
権
力

が
完
全
に
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
傲
慢
は
、
そ
の
標
榜
す
る
至
高
の
権
威
な
る
も
の
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主

張
は
、
う
や
う
や
し
い
服
従
と
恨
み
に
満
ち
た
反
抗
を
歴
史
に
お
い
て
交
互
に
引
き
起
こ
す
）
17
（

。

キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
急
進
的
学
派
と
保
守
的
学
派
は
、「
預
言
者
的
批
判
」
と
「
祭
司
に
よ
る
王
室
や
国
家
の
神
聖
化
」
と
い
う
二
つ
の

行
き
方
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
も
っ
と
も
ら
し
く
あ
て
は
ま
る
聖
書
的
根
拠
で
武
装
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
け
る
真
理
が
正
し

く
認
め
ら
れ
る
の
は
ご
く
ま
れ
で
あ
っ
た
。
不
幸
な
こ
と
に
、
パ
ウ
ロ
の
一
つ
の
記
述
が
聖
書
的
逆
接
の
力
を
破
壊
す
る
こ
と
に
大
き
く
関

わ
っ
た
。
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
第
一
三
章
に
お
け
る
、
政
治
に
つ
い
て
の
パ
ウ
ロ
の
た
い
へ
ん
「
非
弁
証
法
的
」
な
評
価
は
、
特
に
宗

教
改
革
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
）
18
（

。
し
か
し
幸
い
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
そ
の
影
響
が
、

政
治
の
悪
に
対
す
る
預
言
者
的
批
判
の
力
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
か
っ
た
。
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聖
書
に
お
け
る
政
治
的
秩
序
へ
の
こ
れ
ら
二
つ
の
取
り
組
み
に
対
し
て
、
古
典
的
世
界
は
、
よ
り
単
純
で
合
理
的
な
条
件
に
お
い
て
政
治

を
考
察
し
た
。
政
治
と
は
そ
も
そ
も
、
人
間
の
社
会
的
本
性
を
実
現
す
る
手
段
で
あ
っ
た
。
無
政
府
状
態
を
防
ぐ
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
思

想
が
非
常
に
強
調
し
、
宗
教
改
革
が
過
度
に
重
点
を
置
い
た
政
治
の
機
能
は
、
遠
回
し
に
評
価
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
政
治
の
目
的
は
友
愛
（
コ
イ
ノ
ニ
ア
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
は
『
国
家
』
に
お
い
て
、
国
家
を
、

個
人
の
魂
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
よ
り
大
き
な
枠
で
対
応
す
る
あ
ら
ゆ
る
調
和
の
法
則
を
開
示
す
る
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
て
探
求
し
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
両
者
に
お
い
て
、
社
会
の
調
和
は
事
実
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
が
な
さ
れ
る
原
理
で
あ
る
国
制
の
構

造
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
取
り
組
み
は
、
現
代
哲
学
の
専
門
用
語
で
言
え
ば
「
非
実
存
的
」
で
あ
る
）
19
（

。
両
者
は
常
に
、
正
義
に
つ
い

て
の
形
態
と
原
則
を
、
ま
た
、
粗
野
な
生
の
活
力
を
ロ
ゴ
ス
の
支
配
の
下
に
置
く
た
め
の
政
体
と
制
度
を
探
し
求
め
て
い
る
。
無
論
、
両
者

は
、
そ
の
探
求
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
単
な
る
法
の
力
を
信
頼
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
者
が
、
法
の
原
理
を
解
釈
し
、
適

用
し
、
実
行
し
、
そ
こ
か
ら
政
府
が
個
別
の
利
害
の
対
立
に
対
処
で
き
る
よ
う
な
あ
る
超
越
的
で
見
晴
ら
し
の
き
く
地
点
の
構
築
を
試
み
る

た
め
に
最
適
な
代
表
者
を
探
し
求
め
た
と
き
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
、
特
に
、
富
め
る
者
と
貧
し
い
者
の
対
立
）、
有
徳
で
合
理
的
な

人
間
の
い
る
階
級
の
中
に
そ
れ
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
人
間
に
公
平
無
私
と
い
う
徳
を
与
え
る
の
は
、
卓
越
し
た
理
性

や
、
政
治
的
事
柄
に
お
け
る
特
別
な
知
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
政
治
理
論
は
エ
リ
ー
ト
階
級

0

0

0

0

0

0

に
信
を
お
い
て
い
る
。
古
典
的
思

想
に
よ
れ
ば
、
無
政
府
状
態
の
危
険
は
、
共
同
体
の
全
体
的
要
求
を
把
握
で
き
な
い
一
般
市
民
の
無
知
か
ら
ま
ず
生
ま
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン

は
、
理
性
的
な
卓
越
と
と
も
に
苦
行
の
ご
と
き
も
の
に
よ
っ
て
統
治
者
の
公
平
無
私
を
養
お
う
と
す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
活
力
の
場
ま

た
権
力
の
争
い
と
し
て
の
政
治
の
領
域
は
不
適
切
に
し
か
把
握
さ
れ
な
い
。
ス
ト
ア
派
は
、
特
に
絶
対
的
な
自
然
法
と
相
対
的
な
自
然
法
と

の
区
別
に
お
い
て
政
治
の
現
実
に
接
近
す
る
。
し
か
し
、
ス
ト
ア
派
、
ま
た
特
に
ロ
ー
マ
の
ス
ト
ア
派
は
、
政
治
的
秩
序
に
つ
い
て
あ
ま
り

に
も
楽
観
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
は
、
政
治
一
般
を
、
ま
た
特
に
ロ
ー
マ
の
帝
政
を
道
徳
的
に
高
い
も
の
と
し
た
。
か
れ
は
国

家
を
正
義
の
協
定
と
見
な
し
た
が
、
そ
の
下
に
あ
る
権
力
の
現
実
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
理
解
し
な
か
っ
た
。
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初
代
教
会
に
お
け
る
終
末
論
的
希
望
と
そ
れ
に
伴
う
政
治
的
無
責
任
が
消
失
し
た
後
、
キ
リ
ス
ト
教
の
各
時
代
は
、
福
音
的
完
全
主
義
と

聖
書
的
現
実
主
義
が
古
典
的
（
特
に
ス
ト
ア
派
）
楽
天
主
義
と
結
び
合
わ
さ
れ
た
政
治
倫
理
を
編
み
出
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
新

た
な
、
ま
た
、
い
っ
そ
う
パ
ウ
ロ
的
な
調
子
を
こ
の
政
治
思
想
の
領
域
に
導
き
入
れ
た
最
初
の
人
物
で
あ
り
、
か
れ
は
ま
た
他
の
多
く
の
領

域
で
も
同
じ
よ
う
に
し
た
。「
真
の
正
義
は
、
あ
の
国
家
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
が
創
設
者
で
あ
り
統
治
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
国
家
に
お
い

て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
）
20
（

」。
か
れ
は
、
こ
の
世
の
平
和
を
競
合
す
る
社
会
諸
勢
力
の
不
安
定
な
停
戦
と
見
な
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
対

立
に
基
づ
い
て
い
る
」。
ま
た
そ
れ
は
「
愛
の
対
象
を
共
通
と
す
る
和
合
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
）
21
（

」
も
の
と
は
違
う
正
義
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
道
徳
的
に
は
っ
き
り
し
な
い
結
合
に
関
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
国
家
の
調
和
と
盗
賊
が
自
分
た
ち
の
間
で
維
持
す
る
調
和

と
を
比
較
し
、
国
家
と
盗
賊
団
と
の
間
に
は
、
規
模
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
）
22
（

。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
人
間
の
社
会
的
生
は
常
に
、
不
安
定
な
平
衡
に
お
い
て
保
た
れ
る
し
か
な
い
競
合
す
る
力
の
対
立
か
、「
仲
間

に
く
び
き
を
か
け
る
」
支
配
的
力
の
専
制
政
治
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
見
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
歴
史
に
お
け
る
ロ
ー
マ
帝
国
や
共
同

体
（res publica

）
や
共
和
制
に
お
け
る
秩
序
の
建
設
的
要
素
を
十
分
に
評
価
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
は
、
健
全
で
は
な
く
衰

退
し
て
い
た
ロ
ー
マ
帝
国
の
状
況
を
決
定
的
な
も
の
と
理
解
し
、
神
の
国
と
地
上
の
国
と
の
対
照
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

神
の
愛
と
自
己
愛
と
を
完
全
に
正
反
対
の
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
過
度
の
強
調
に
よ
る
誤
り
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
秩
序
に
つ
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
概
念
は
、
政
治
的
生
に
お
け
る
活
力
に
満
ち
た
、
し
か
し
無
秩
序
な
要
素

に
つ
い
て
、
古
典
的
な
政
治
理
論
よ
り
も
真
実
に
近
い
見
取
り
図
を
提
供
し
て
い
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
偉
大
な
権
威
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
の
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
中
世
の
政
治
理
論
の
進
展
に
お
い
て
わ
ず
か

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
中
世
の
政
治
理
論
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
に
見
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
古

典
的
要
素
を
包
含
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
中
世
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
他
の
思
想
的
分
野
に
お
け
る
の
と
同
様
、
政
治
理

論
の
領
域
に
お
い
て
も
統
合
を
創
出
し
強
制
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
統
合
が
崩
壊
し
た
後
に
発
展
し
た
他
の
多
く
の
体
系
よ
り
も
、
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こ
の
統
合
は
依
然
と
し
て
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
無
論
、
そ
の
統
合
は
、
さ
ら
に
大
き
な
統
合
の
原
理
に
よ
る
一
般
的
限
界
の
下
に
あ

る
。中

世
の
政
治
理
論
は
、
聖
書
的
思
想
の
両
方
の
立
場
を
う
ま
く
古
典
的
見
方
に
組
み
込
ん
だ
。
不
正
義
と
統
治
者
の
傲
慢
に
対
す
る
預
言

者
的
で
聖
書
的
な
批
判
が
な
く
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
不
幸
な
こ
と
に
、
そ
れ
は
、
教
皇
的
教
会
が
支
配
を
主
張
す
る

道
具
と
な
っ
た
。
政
治
と
は
相
対
的
に
必
要
な
も
の
で
、
絶
対
的
な
自
然
法
の
必
要
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ス
ト
ア
派
的
キ
リ
ス
ト

教
の
考
え
は
、
政
治
の
不
平
等
や
強
制
的
必
要
が
究
極
的
な
規
範
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
を
防
い
だ
。
こ
の
区
別
は
、
政
治
に
対
し
て
最
小
限

で
は
あ
れ
批
判
の
態
度
を
保
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
統
治
者
が
自
然
法
と
市
民
法
の
双
方
に
従
う
よ
う
に
す
る
中
世
の
穏
健
な
立
憲
主

義
が
存
在
し
た
）
23
（

。

統
治
者
の
権
威
と
、
政
治
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
聖
書
的
権
威
と
政
治
に
つ
い
て
の
ス
ト
ア
派
的
思
想
の
双
方
か
ら
、
不
完
全

な
世
界
に
お
け
る
必
要
と
し
て
同
時
に
支
持
さ
れ
た
。
中
世
の
政
治
思
想
に
お
い
て
、
本
質
的
に
は
合
理
的
な
政
治
的
問
題
へ
の
取
り
組
み

に
お
け
る
古
典
的
要
素
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
生
に
お
け
る
永
続
的
要
因
と
し
て
の
活
力
と
利
害
の
緊
張
が
曖
昧
に

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
家
権
力
に
内
在
す
る
専
制
政
治
の
危
険
は
、
そ
の
本
性
よ
り
、
権
力
の
中
心
と
し
て
必
然
的
に
生
じ
る
も
の
と

は
見
な
さ
れ
ず
、
ま
た
、
国
家
権
力
も
含
め
た
権
力
の
本
性
的
傾
向
に
よ
っ
て
行
き
過
ぎ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
危
険
も
認
識
さ
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
中
世
の
理
論
は
、
正
義
と
統
治
者
の
専
制
政
治
と
の
間
に
、
道
徳
的
で
あ
ま
り
に
も
絶
対
的
で
明
確
な
区
別
を
設
け

た
）
24
（

。
そ
の
理
論
は
以
下
の
こ
と
を
把
握
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
権
力
が
達
成
す
る
正
義
と
平
和
は
常
に
、
こ
の
権
力
と
い
う
も

の
の
混
乱
し
た
性
質
の
ゆ
え
に
、
ま
た
、
統
治
者
の
個
別
な
利
害
ゆ
え
に
、
あ
る
程
度
の
堕
落
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
世
の
立
憲
主
義
は
、
専
制
政
治
に
抵
抗
す
る
た
め
の
十
分
な
道
徳
的
理
由
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
思
想
が
政
治
的
に
実
行
に
移
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
ア
ク
ト
ン
卿
﹇
一
八
三
四
―
一
九
〇
二
、
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
家
・
政
治
家
﹈
が
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
民

主
主
義
理
論
の
源
泉
と
見
な
し
た
の
は
や
や
大
げ
さ
で
あ
っ
た
）
25
（

。
中
世
の
理
論
は
、
政
治
的
秩
序
が
、
相
互
に
依
存
し
ま
た
対
立
す
る
力
と
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利
害
の
広
大
な
領
域
で
あ
る
こ
と
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
定
め
ら
れ
た
時
に
政
治
権
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の

時
に
存
在
す
る
特
別
な
力
の
均
衡
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
「
正
義
」
の
偶
然
的
で
相
対
的
な
性
質
を
十
分
に
理
解
で
き
な
か
っ

た
。
こ
の
失
敗
も
あ
っ
て
、
中
世
の
理
論
は
、
新
し
い
力
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
商
業
の
発
達
に
よ
っ
て
中
世
の
政
治
経
済
が
招
い
た
不
均

衡
を
現
実
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）
26
（

。

中
世
的
総
合
の
崩
壊
と
と
も
に
、
他
の
思
想
の
領
域
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
政
治
思
想
の
複
合
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
、
そ
れ

自
身
の
い
っ
そ
う
一
貫
し
た
道
を
と
っ
た
。
新
た
な
政
治
理
論
の
多
く
は
、
政
治
秩
序
に
つ
い
て
の
よ
り
包
括
的
な
中
世
的
解
釈
よ
り
も
真

実
味
に
乏
し
く
、
ま
た
、
確
か
に
公
正
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
、
中
世
的
総
合
が
な
し
え
た
よ
り
も
、
政
治
秩
序
に
つ

い
て
の
最
も
高
い
可
能
性
や
最
も
暗
い
現
実
を
正
し
く
評
価
す
る
真
理
の
側
面
を
内
包
し
て
い
る
。

そ
の
思
想
の
世
俗
的
潮
流
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
二
つ
の
基
礎
的
傾
向
を
発
展
さ
せ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
問
題
へ
の
合
理
的
で
楽
天

的
な
取
り
組
み
を
具
体
化
し
た
。
そ
の
傾
向
に
つ
い
て
委
細
を
尽
く
し
て
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
へ
の
「
リ
ベ
ラ

ル
」
な
取
り
組
み
の
中
に
そ
れ
は
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
」
の
主
張
が
際
立
っ
て
い
る
。
そ
の
思
想
に
お
い

て
は
、
政
治
の
過
度
の
権
力
が
排
除
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
社
会
的
利
害
の
安
定
し
た
平
衡
が
達
せ
ら
れ
る
の
は
簡
単
な
事
柄
で
あ
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
る
。
他
の
思
想
に
お
い
て
は
、
政
治
権
力
は
合
理
的
人
間
を
支
配
す
る
純
粋
に
合
理
的
な
権
威
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
理
性
が
進
展

す
る
に
つ
れ
て
い
っ
そ
う
正
し
く
ま
た
い
っ
そ
う
普
遍
的
な
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
の
潮
流
の
現
代
に
お
け
る
成
果
の
一
つ
は
世
界
政
府
の
理
論
に
存
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
主
権
か
ら
法
的
尊

厳
を
剥
奪
す
る
と
い
う
単
純
な
手
段
に
よ
っ
て
国
家
の
身
勝
手
や
道
徳
的
自
律
性
を
破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
）
27
（

。
他
の
理

論
は
、
多
少
な
り
と
も
よ
り
現
実
的
で
あ
り
、
国
際
的
政
府
は
優
勢
な
権
力
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し

そ
れ
ら
の
思
想
は
、
歴
史
に
お
い
て
権
力
の
平
衡
と
権
力
の
集
中
が
実
際
に
な
さ
れ
る
有
機
的
で
活
力
あ
る
過
程
を
鑑
み
る
こ
と
な
し
に
、

国
家
間
の
あ
る
種
の
社
会
契
約
に
よ
っ
て
中
心
的
な
権
力
の
た
ま
り
場
を
抽
象
的
に
創
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
運
動
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
現
実
主
義
と
悲
観
主
義
の
洞
察
の
あ
る
部
分
を
正
し
く
評
価
す
る
よ
う
な
、

も
う
一
つ
の
思
想
の
潮
流
を
発
展
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
社
会
的
実
存
の
力
動
的
要
素
に
お
け
る
対
立
の
危
険
を
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
そ

の
思
想
は
、
そ
の
洞
察
に
よ
っ
て
国
家
の
絶
対
王
政
的
理
論
を
練
り
上
げ
る
よ
う
促
さ
れ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

伝
統
に
お
け
る
預
言
者
的
で
批
判
的
要
素
を
何
ら
正
し
く
評
価
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
こ
の
思
想
の
系
統
に
は
、

マ
キ
ャ
ベ
リ
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
、
ま
た
、
あ
る
側
面
に
お
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ボ
ザ
ン
ケ
、
そ
し
て
無
論
、
他
の

多
く
の
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
人
々
が
あ
て
は
ま
る
。
時
に
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
の
場
合
に
お
け
る
よ
う
に
、
政
治
的
悲
観
主
義
は
道
徳
的
冷
笑
主

義
に
陥
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
近
代
に
お
け
る
唯
一
の
悲
観
的
で
現
実
主
義
的
思
想
と
し
て
際
立
っ
て
い
る
。
そ
の
現
実
主
義
は
、
政
治

が
軽
減
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
無
政
府
状
態
の
危
機
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
政
治
権
力
の
道
徳
的
曖
昧
さ
に
抗
す
る
も
の
で
あ

る
。世

俗
的
急
進
主
義
の
強
力
な
聖
書
的
根
拠
は
、
そ
れ
を
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
運
動
で
は
な
く
正
統
的
な
宗
教
改
革
と
同
列
の
文
脈
に
お
い
て

考
え
る
こ
と
を
妥
当
な
も
の
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
捉
え
ら
れ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
政
治
理
論
は
、
全
体
に
お
い

て
、
ル
タ
ー
的
宗
教
改
革
の
極
端
な
悲
観
主
義
か
ら
、
よ
り
急
進
的
な
セ
ク
ト
の
極
端
な
楽
観
主
義
ま
で
、
ま
た
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
政
府

の
無
批
判
な
神
聖
化
か
ら
無
政
府
主
義
的
セ
ク
ト
に
お
け
る
よ
う
な
闇
雲
な
政
府
の
拒
否
ま
で
、
ま
た
、
ル
タ
ー
が
罪
の
結
果
と
療
治
法
と

し
て
不
平
等
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
た
こ
と
か
ら
、
共
産
主
義
的
セ
ク
ト
が
純
粋
な
歴
史
的
可
能
性
と
し
て
平
等
を
無
批
判
に
信
じ
た
こ
と

ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
経
緯
を
描
き
出
す
。
こ
の
よ
う
な
多
種
多
様
な
思
想
に
お
い
て
、
民
主
主
義
的
正
義
に
最
も
偉
大
な
貢
献
を
な
し
た
の
は

そ
れ
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
思
想
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
思
想
は
、
政
治
の
悪
徳
と
必
要
の
双
方
を
、
ま
た
、
社
会
的
力
の
自
由

な
相
互
作
用
の
危
険
と
必
要
の
双
方
を
理
解
す
る
こ
と
に
最
も
近
づ
い
た
。
そ
の
中
で
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
最
も
近
づ
い
た
の
は
以
下

の
諸
思
想
で
あ
る
。
ま
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
立
場
を
結
合
し
た
穏
健
な
ア
ン
グ
リ
カ
ン
で
あ
り
、
そ
の
政
治
思
想
は
ト
マ

ス
・
フ
ッ
カ
ー
の
思
想
に
お
い
て
最
も
体
系
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
独
立
派
の
よ
う
な
半
セ
ク
ト
的
運
動
、
最
後
に
、
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カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
初
期
の
あ
ま
り
に
も
一
貫
し
た
悲
観
主
義
か
ら
救
っ
た
後
期
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
い
く
ぶ
ん
大
雑
把
な
判
断
は
歴
史
的
実
証
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
の
説
の
持
つ
限
界
が
莫
大
な
歴
史
的
資
料
の
分
析
を
妨
げ

る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

ル
タ
ー
が
無
批
判
に
政
治
権
力
を
道
徳
的
そ
し
て
宗
教
的
に
神
聖
化
し
た
（
特
に
ロ
ー
マ
一
三
章
に
基
づ
い
て
）
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で

に
考
察
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
ル
タ
ー
主
義
が
近
代
世
界
に
お
け
る
民
主
主
義
的
正
義
の
発
展
と
の
何
ら
か
の
生
き
た
関
係
を
持
つ
こ
と
を

妨
げ
た
。
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
は
そ
こ
か
ら
除
外
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
28
（

。
近
代
の
急
進
的
な
宗
教
改
革
に
お
け
る
政
治
理
論
の
発
展

は
教
訓
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
バ
ル
ト
は
、
そ
の
政
治
的
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
お
い
て
、
全
体
的
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
と
い
う
よ
り
は

ル
タ
ー
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
は
、
ル
タ
ー
が
無
批
判
に
政
治
的
権
威
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
は
決
し
て
与
し
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と

も
政
治
的
正
義
の
問
題
に
総
じ
て
無
関
心
で
あ
る
点
に
お
い
て
ル
タ
ー
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ナ
チ
ス
の
専
制
に
対
す
る
か
れ
の

強
い
感
情
的
な
反
応
は
、
そ
の
強
調
点
を
変
更
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
か
れ
は
今
や
、
宗
教
改
革
は
政
治
を
神
の
裁
き
の
下
に
置

く
こ
と
を
同
時
に
せ
ず
に
、
そ
れ
を
た
だ
神
の
摂
理
が
命
ず
る
も
の
と
見
な
し
た
と
し
て
批
判
す
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
宗
教
改
革
の
立
場

の
影
響
は
か
れ
の
思
想
に
お
い
て
た
い
へ
ん
力
強
い
ゆ
え
に
、
か
れ
の
ナ
チ
ス
専
制
へ
の
反
対
に
つ
い
て
の
神
学
的
正
当
化
は
、
そ
の
反
対

に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
）
29
（

。
ル
タ
ー
主
義
が
既
存
の
政
治
的
権
威
を
無
批
判
に
神
聖
化
し
、
強

制
や
不
平
等
や
対
立
を
、
罪
深
い
世
界
に
お
け
る
必
然
的
条
件
と
し
て
悲
観
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
抗
し
て
、
セ
ク
ト
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
は
、
そ
の
多
様
な
形
態
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
批
判
的
で
預
言
者
的
系
統
の
あ
ら
ゆ
る
多
様
な
側
面
を
巧
み
に

表
現
し
て
い
る
。

よ
り
極
端
な
セ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
、
真
理
の
他
の
側
面
を
曖
昧
に
す
る
ほ
ど
に
ま
で
な
さ
れ
て
い
る
。
政
治
の
危
険
性
は

正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
必
要
性
は
認
識
さ
れ
な
い
。
政
治
の
権
威
と
神
の
権
威
と
の
対
立
が
強
調
さ
れ
る
が
、
政
治
の
合
法
的

権
威
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
）
30
（

。
政
治
の
必
要
性
を
正
し
く
認
識
で
き
な
い
こ
と
は
常
に
、
人
間
の
本
性
と
人
間
社
会
に
関
す
る
完
全
主
義
者
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的
幻
想
に
由
来
し
て
い
る
）
31
（

。
政
治
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
時
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
主
義
的
強
調
が
た
い
へ
ん
大
き
い
ゆ
え
に
、

政
治
の
あ
ら
ゆ
る
強
制
的
行
為
は
道
徳
的
に
拒
絶
さ
れ
る
）
32
（

。

自
由
と
平
等
の
理
念
で
あ
る
絶
対
的
な
自
然
法
へ
の
要
求
が
、
歴
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
相
対
的
な
正
義
と
不
正
義
に
対
す
る
批
判
と
究

極
的
審
判
の
原
理
と
し
て
正
し
く
回
復
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
歴
史
に
お
い
て
は
相
対
的
区
別
を
避
け
る
わ
け
に
い
か
な
い
こ

と
に
つ
い
て
は
た
い
て
い
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
八
世
紀
に
お
け
る
純
粋
な
「
自
然
法
」
と
し
て
の
世
俗
的
な
平
等
理
論
は
、
一
七
世
紀

の
セ
ク
ト
的
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
）
33
（

。「
デ
ィ
ガ
ー
ズ
」
セ
ク
ト
は
、
政
治
は
ま
ず
特
権
階
級
の
道
具
で
あ
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理

論
を
先
取
り
し
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
発
想
を
与
え
た
の
で
あ
る
）
34
（

。

よ
り
極
端
な
諸
セ
ク
ト
が
常
に
、
宗
教
改
革
の
悲
観
主
義
や
カ
ト
リ
ッ
ク
理
論
の
小
心
翼
翼
と
し
た
と
こ
ろ
に
異
議
申
し
立
て
す
る
こ
と

に
お
い
て
行
き
過
ぎ
た
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
勿
論
、
近
代
の
民
主
主
義
の
発
展
に
多
く
の
パ
ン
種
を
提
供
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
政
治
的
生
に
つ
い
て
の
よ
り
包
括
的
で
総
合
的
な
概
念
は
、
半
セ
ク
ト
的
分
離
派
（
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
）
や
、
独

立
派
（
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
）
や
、
後
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
思
想
は
、
政
治
的
権
威
を
保
守
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
か
ら
、
民
主
主
義
的
正
義
と
の
生
き
た
関
係
へ
と
発
展
し
た
が
、

そ
の
こ
と
は
特
別
な
考
慮
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
理
論
は
、
そ
の
最
終
形
態
に
お
い
て
、
政
治
的
正
義
の
あ
ら
ゆ
る
複
雑

さ
を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
に
お
そ
ら
く
最
も
近
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。

初
期
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
ル
タ
ー
と
ほ
と
ん
ど
同
様
に
、
国
家
の
権
威
を
無
批
判
に
神
聖
化
し
、
そ
れ
に
対
す
る
反
抗
を
禁
じ
た
）
35
（

。
幸
い

に
も
、
か
れ
は
そ
の
立
場
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
例
外
を
認
め
て
い
た
。
か
れ
自
身
、
歴
史
の
強
調
の
下
に
あ
る
程
度
ま
で
そ
の
例
外
を
拡

張
し
、
後
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
そ
れ
を
十
全
な
民
主
主
義
的
見
通
し
に
発
展
さ
せ
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
も
し
政
治
的
権
威
が
良
心
へ
の
神

の
命
令
に
反
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
、
反
抗
で
は
な
く
不
服
従
を
許
し
た
）
36
（

。
そ
し
て
か
れ
は
、
結
果
的
に
、
統
治
者
の
権
威
に
対
す
る

公
的
で
は
な
く
私
的
な
反
抗
に
反
対
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。「
下
級
行
政
官
」
は
王
の
専
制
に
反
抗
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
の
み
な
ら
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ず
、
そ
の
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
も
い
た
。
後
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に
と
っ
て
、
選
ば
れ
た
民
衆
の
代
表
者
は
み
な
専
制
政
治
に
私
的
で
は
な
く

公
的
に
反
抗
す
る
下
級
行
政
官
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
期
の
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
、
神
の
摂
理
の
命
ず
る
政
治
と
、
定
め
ら
れ
た
期
間
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
政
治
と
を
区
別
し
た
。
こ
の
よ
う

に
し
て
か
れ
ら
は
、
一
方
で
は
政
治
の
原
理
に
対
す
る
宗
教
的
敬
意
は
保
持
し
な
が
ら
、
宗
教
的
良
心
を
あ
ら
ゆ
る
特
定
の
政
治
に
対
す
る

過
度
の
崇
拝
か
ら
解
放
し
、
政
治
に
対
す
る
批
判
的
態
度
を
確
立
し
た
。
世
俗
的
社
会
契
約
説
の
提
唱
者
た
ち
が
認
識
し
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
、
政
府
を
造
る
こ
と
は
人
間
の
意
識
的
な
意
志
の
中
に
あ
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
政
府
や

国
家
の
形
成
は
、
各
時
代
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
過
程
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
根
源
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
決
断
に
先
立
つ
も
の
で
あ

る
。
政
府
に
敬
意
を
表
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
が
意
図
的
に
企
て
た
も
の
で
は
な
い
上
よ
り
の

賜
物
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
違
っ
て
、
後
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
人
々
は
、
特
定
の
政
府
の
形
成
に
お
け
る
人
間

的
行
為
の
重
要
性
と
、
正
義
の
達
成
に
対
す
る
人
間
の
責
任
を
確
か
に
理
解
し
て
い
た
）
37
（

。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
王
は
正
し
く
統
治
す
る
よ
う
に
、
ま
た
、
人
民
は
服
従
す
る
よ
う
に
神
と
の
契
約
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い

た
。
し
か
し
か
れ
は
、
こ
の
二
重
の
契
約
に
は
統
治
者
と
人
民
と
の
契
約
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
後
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
が
以

下
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
契
約
は
統
治
者
と
人
民
と
神
の
三
者
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
そ
れ
は
正
義
に
基
づ
く
契
約
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
も
し
統
治
者
が
不
正
義
に
よ
っ
て
契
約
を
破
っ
た
場
合
、
人
民
は
服
従

し
な
く
と
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
38
（

。
こ
の
、
単
な
る
秩
序
や
平
和
で
は
な
い
正
義
は
政
治
の
基
準
と
な
り
、
民
主
主
義
的
批
判
は
正
義

の
手
段
と
な
っ
た
）
39
（

。
後
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
に
お
け
る
民
主
主
義
的
気
質
と
、
ル
タ
ー
派
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
も
含
め
た
初
期
の
宗
教
改
革
に

お
け
る
政
治
的
権
威
に
対
す
る
過
度
の
無
批
判
な
崇
敬
と
の
相
違
は
、
ジ
ョ
ン
・
ノ
ッ
ク
ス
の
ロ
ー
マ
書
一
三
章
に
つ
い
て
の
解
釈
が
よ
く

示
し
て
い
る
。
王
の
権
威
に
対
す
る
か
れ
の
反
抗
と
、
ロ
ー
マ
書
一
三
章
に
お
い
て
聖
書
が
反
抗
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
と
の
折
り
合
い
を
ど

の
よ
う
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
問
わ
れ
て
、
か
れ
は
答
え
た
。「
聖
書
の
そ
の
箇
所
に
お
け
る
権
力
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
、
人
間
に
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よ
る
不
当
な
命
令
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
罪
を
罰
す
る
た
め
に
神
に
よ
っ
て
治
安
判
事
と
補
佐
官
が
備
え
ら
れ
た
正
当
な
権

力
で
あ
る
」。
ま
た
、
こ
の
解
釈
は
、
臣
民
が
統
治
者
を
統
制
し
裁
き
う
る
こ
と
を
暗
に
含
む
と
忠
告
さ
れ
て
か
れ
は
応
ず
る
。「
も
し
、
暗

愚
な
統
治
者
の
堕
落
し
た
偏
愛
が
神
の
臣
下
の
知
恵
と
分
別
に
よ
っ
て
な
だ
め
ら
れ
抑
制
さ
れ
て
、
統
治
者
が
い
か
な
る
者
を
も
害
し
な
い

よ
う
に
な
る
と
し
た
場
合
、
国
家
は
い
っ
た
い
何
の
損
失
を
被
る
と
い
う
の
か
）
40
（

」。

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
世
界
に
お
け
る
民
主
主
義
的
正
義
の
確
立
に
関
し
て
、
後
期
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
や
独
立
派
に
あ
ま
り
多
く
の
こ

と
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
自
治
権
の
正
当
性
の
主
張
や
、
権
利
を
表
現
す
る
た
め
に
有
効
な
立
憲
的
形
態
の
精
緻
化
は
、
宗
教
的
運
動
の

み
な
ら
ず
、
多
く
の
世
俗
的
運
動
の
成
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
世
俗
の
運
動
は
、
政
治
の
悪
に
対
す
る
反
応
と
し
て
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

に
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
は
、
そ
の
民
主
主
義
理
論
が
性
善
説
に
基
づ
く
傾
向
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
専
制
政
治

の
危
険
に
注
意
を
向
け
る
一
方
、
無
政
府
状
態
の
危
険
を
低
く
見
積
も
り
が
ち
で
あ
っ
た
）
41
（

。

政
治
的
秩
序
の
問
題
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
洞
察
の
源
泉
が
何
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
状
況
に
お
け
る
よ
り
高
度
の
正
義
の
可
能

性
を
認
識
す
る
こ
と
と
、
い
か
な
る
政
治
的
達
成
に
お
い
て
も
専
制
政
治
と
無
政
府
状
態
と
い
う
対
を
な
す
危
険
を
完
全
に
克
服
す
る
こ
と

は
決
し
て
で
き
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
危
険
は
、
対
立
と
支
配
と
い
う
罪
深
い
要
素
の
表
出
で
あ
り
、
共
同

体
組
織
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
同
胞
の
精
神
の
理
想
に
反
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
生
け
る
利
害
関
係
の
偶
発
的
対
立
（
戦
争
）
も
し

く
は
そ
の
よ
う
な
利
害
関
係
の
対
立
を
防
ご
う
と
す
る
権
力
の
誤
用
（
専
制
政
治
）
か
ら
歴
史
を
完
全
に
免
れ
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
に
よ
る
義
認
の
経
験
と
い
う
観
点
か
ら
よ
り
高
度
の
正
義
を
得
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と

で
あ
る
。
正
義
の
領
域
に
お
け
る
信
仰
義
認
と
は
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
義
が
達
せ
ら

れ
保
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
抑
圧
や
そ
れ
に
対
す
る
対
抗
、
緊
張
、
ま
た
、
公
然
の
も
し
く
は
隠
然
た
る
対
立
を
、
絶
対
的
な
意
味
に
お
け
る

規
範
と
見
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
わ

れ
わ
れ
の
良
心
が
な
だ
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
正
義
を
創
造
す
る
可
能
性
へ
の
責
任
を
否
定
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せ
ず
に
は
、
政
治
の
道
徳
的
曖
昧
さ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
罪
や
罪
責
を
自
分
自
身
か
ら
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
。

Ⅵ　

正
義
と
世
界
共
同
体

わ
れ
わ
れ
が
立
た
さ
れ
て
い
る
世
界
史
の
危
機
の
中
に
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
に
お
け
る
政
治
的
課
題
と
達
成
に
お
け
る
二
重
の
性
質
に
つ
い

て
の
特
別
に
鮮
明
な
事
例
が
あ
る
。
世
界
に
お
け
る
経
済
的
相
互
依
存
は
、
わ
れ
わ
れ
を
、
人
間
共
同
体
を
拡
大
す
る
義
務
の
下
に
置
き
、

ま
た
、
そ
の
可
能
性
を
与
え
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
秩
序
と
正
義
の
原
則
が
国
家
共
同
体
と
同
様
に
国
際
的
共
同
体
を
統
治
す
る
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
希
望
に
奮
い
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
恐
怖
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
こ
の
新
た
な
課
題
へ
向
か
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
と
い
う
の
は
、
諸
国
家
が
置
か
れ
て
い
る
国
際
的
無
政
府
状
態
を
克
服
で
き
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
文
明
は
破
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
新
た
な
そ
し
て
切
実
な
課
題
は
、
歴
史
の
発
展
の
積
極
的
側
面
を
示
し
、
歴
史
に
お
け
る
善
の
未
確
定
の
可
能
性
を
開
示
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
不
幸
な
こ
と
に
、
こ
の
新
た
な
責
任
を
認
識
す
る
多
く
の
理
想
主
義
者
た
ち
は
、
政
治
的
秩
序
に
お
け
る
永
続
的
問
題

を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
こ
の
責
任
を
完
遂
で
き
る
と
考
え
る
。
か
れ
ら
は
、
世
界
政
府
は
、
暗
に
覇
権
を
握
る
強
い
権
力
な

し
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
覇
権
も
、
ま
た
、
そ
こ
に
内
在
す
る
新
た
な
帝
国
主
義
の
危
険
も
不
可
避
で
あ
る
。
こ
の
危
険
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
支
配
的
権
力
の
強
要
に
抵
抗
で
き
る
立
憲
的
権
力
を
大
き
な
国
家
も
小
さ
な
国
家
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
国
家
が
備
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
最
も
よ
く
克
服
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
勢
力
均
衡
の
原
則
が
立
憲
的
正
義
の
理
念
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
力
を

中
心
的
に
組
織
す
る
原
則
が
あ
ま
り
に
も
恐
れ
ら
れ
て
中
心
的
権
威
が
弱
体
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
政
治
的
均
衡
は
再
び
組
織
化
さ
れ
な
い
勢

力
均
衡
に
堕
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
未
組
織
の
勢
力
均
衡
は
潜
在
的
な
無
政
府
状
態
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
的
共
同
体
の
可
能
性
の
新
た
な
段
階
に
お
い
て
、
政
治
組
織
の
あ
ら
ゆ
る
古
い
問
題
に
直
面
す

る
。
新
た
な
国
際
的
共
同
体
は
、
国
家
相
互
の
関
係
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の
原
理
を
超
え
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
と
信
じ
る
悲
観
主
義

者
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
恣
意
的
で
無
責
任
な
権
力
か
ら
必
然
的
に
発
生
す
る
不
正
義
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
帝
国
主
義
的
な
権

威
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
皮
肉
屋
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
歴
史
的
発
展
の
新
た
な

段
階
が
、
歴
史
を
厄
介
な
諸
問
題
か
ら
解
放
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
甘
い
幻
想
を
抱
く
理
想
主
義
者
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。

新
た
な
世
界
は
、「
希
望
が
終
わ
る
と
き
、
信
仰
に
よ
っ
て
希
望
を
持
つ
」
と
い
う
断
固
た
る
者
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
者
は
、
歴
史
の
罪
か
ら
生
半
可
に
逃
れ
よ
う
と
は
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
達
成
を
損
な
う
悪
を
善
と
呼
ん
だ
り
は
し
な
い
。
歴
史
と
神
の
国

と
の
逆
説
的
関
係
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
は
神
の
国
の
実
現
へ
と
向
か
っ
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
新
た
な
現
実
の
上
に
も
神

の
審
き
は
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

キ
リ
ス
ト
教
の
用
法
に
お
い
て
「
自
然
」（nature

）
と
は
、「
恵
み
」（grace

）
と
並
置
さ
れ
る
場
合
は
、
理
性
的
自
由
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と

し
て
の
有
限
も
し
く
は
自
然
的
過
程
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
思
い
起
こ
す
こ
と
は
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
人
間

の
「
罪
深
い
性
質
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
罪
か
ら
の
解
放
の
状
態
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
二
巻
三
章
。

（
3
） 

エ
ミ
ー
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
、
そ
の
著
述
に
お
い
て
、
こ
の
誤
り
に
陥
っ
て
い
る
。「
信
仰
者
の
最
も
重
要
な
務
め
は
常
に
…
…
必
然
的
に
厳

格
な
形
態
を
と
る
秩
序
﹇
正
義
の
構
造
﹈
に
愛
の
い
の
ち
を
注
ぎ
込
む
こ
と
で
あ
る
。
…
…
そ
の
目
的
は
人
格
的
関
係
自
体
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
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﹇
秩
序
﹈
を
強
め
る
こ
と
は
、
見
込
み
の
な
い
課
題
で
も
不
必
要
な
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
依
然
と
し
て
二
次
的
に
重
要
な

0

0

0

0

0

0

0

問
題
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
一
つ
の
重
要
な
こ
と
は
、
な
し
う
る
こ
と
を
信
仰
の
立
場
か
ら
の
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
隣
人
を

『
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
』
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
な
し
う
る
方
法
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
以
下
の
真

理
を
強
調
す
る
こ
と
は
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
決
定
的
な
こ
と
は
常
に
、
政
治
的
領
域
に
で
は
な
く
個
人
的
関
係
の
領
域
の
中

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
秩
序
全
体
が
総
体
的
に
崩
壊
す
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
関
わ
る
場
合
は
別
で
あ
る
が
」。T

he D
ivine 

Im
perative

﹇『
神
の
命
令
』﹈, p.233.

ブ
ル
ン
ナ
ー
が
常
に
政
治
的
課
題
を
消
極
的
に
解
釈
し
、
二
次
的
な
重
要
性
し
か
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
か
れ
の
思
想
に
お
け
る
ル
タ
ー

的
遺
産
で
あ
る
。
無
論
、
個
人
的
な
姿
勢
や
行
為
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
に
い
っ
そ
う
高
度
な
内
容
を
与
え
る
余
地
の
な
い
ほ
ど
に
ま
で
愛
の
掟
を

満
た
す
こ
と
が
で
き
る
正
義
の
体
系
や
計
画
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
と
主
張
す
る
点
に
お
い
て
か
れ
は
正
し
い
。

（
4
） 

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
は
、
例
の
ご
と
く
、
自
ら
の
理
論
に
つ
い
て
は
棚
上
げ
し
て
、
他
の
諸
理
論
に
お
け
る
利
害
関
係
と
い
う
汚
点
を
目
ざ
と

く
見
出
す
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
も
ま
た
「
自
然
法
」
に
相
当
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
法
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
平
等
と
い
う

理
念
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
」
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
不
平
等
に
対
す
る
貧
困
層
の
正
当
な
憤
り
に
つ

い
て
は
知
っ
て
い
る
が
、
社
会
に
お
け
る
機
能
的
不
平
等
が
不
可
避
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
そ
こ
ね
て
い
る
。

（
5
） 「
自
然
法
」
に
つ
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
理
論
も
、
世
俗
の
理
論
に
劣
ら
ず
う
ぬ
ぼ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
カ
ト
リ
ッ
ク
の
理
論
が
、
自
然

法
に
お
い
て
命
じ
ら
れ
た
正
義
と
い
う
徳
を
、
恵
み
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
愛
と
い
う
徳
に
従
属
さ
せ
る
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
カ
ト

リ
ッ
ク
の
理
論
に
よ
れ
ば
、「
自
然
法
」
と
は
人
間
の
理
性
に
お
い
て
示
さ
れ
る
「
神
の
」
も
し
く
は
「
永
遠
の
」
法
の
一
部
で
あ
る
。
歴
史
に

お
け
る
合
理
的
立
場
と
い
う
も
の
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
相
対
的
で
あ
る
こ
と
が
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
質
的
に
普
遍
的
な
理

性
を
無
条
件
に
求
め
る
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
道
徳
神
学
が
、
驚
く
べ
き
確
信
を
持
っ
て
あ
ら
ゆ
る
想
定
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
「
正
義
」

と
「
不
正
義
」
を
定
義
で
き
る
こ
と
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
第
一
巻
一
〇
章
参
照
。

（
6
） 

こ
れ
は
パ
ウ
ロ
の
主
張
と
対
立
し
て
い
る
。「
た
と
え
律
法
を
持
た
な
い
異
邦
人
も
、
律
法
の
命
じ
る
と
こ
ろ
を
自
然
に
行
え
ば
、
律
法
を
持
た

な
く
と
も
、
自
分
自
身
が
律
法
な
の
で
す
」（
ロ
ー
マ
二
・
一
四
）。
こ
の
パ
ウ
ロ
の
教
理
の
力
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
バ
ル
ト
の
釈
義
的
努
力

に
は
歪
曲
が
あ
る
。
か
れ
のE

pistle to the R
om

ans, pp.65

―68 

参
照
。﹇
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
上
、
小
川
圭
治
・
岩
波
哲
男
訳
、

平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
六
―
一
四
二
頁
。﹈
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（
7
） 

こ
れ
は
、
ス
ト
ア
派
や
中
世
の
諸
理
論
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
問
題
の
側
面
で
あ
る
。
そ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
平
等
は
黄
金
時
代
も
し
く

は
堕
落
以
前
の
完
全
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
8
） 
ス
ト
ア
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
、
相
対
的
自
然
法
と
絶
対
的
自
然
法
と
の
区
別
は
、
絶
対
的
原
理
を
相
対
的
で
「
罪
深
い
」
歴
史
的
状
況
に

適
応
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
再
認
識
さ
せ
る
の
に
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
、「
相
対
的
」
な
自
然
法
へ
の
要
求
が
絶
対
的
に
宣
言
さ
れ
う
る
と

い
う
考
え
は
、
歴
史
の
相
対
性
の
中
に
人
間
の
精
神
を
含
み
入
れ
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
区
別

に
対
す
る
エ
ミ
ー
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
批
判
は
見
事
で
あ
る
。T

he D
ivine Im

perative, pp.626

―632

参
照
。

し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
改
革
が
社
会
倫
理
の
領
域
に
お
け
る
理
性
の
機
能
を
軽
視
し
た
こ
と
に
ブ
ル
ン
ナ
ー
も
従
っ
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
平
等
と
い
う
理
念
を
、
単
な
る
「
合
理
的
」
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
非
キ
リ
ス
ト
者
的
規
範
で
あ
る
と
し
て
却
下
す
る
に
至

る
。
か
れ
は
述
べ
る
。「
平
等
主
義
者
の
自
然
法
は
、
聖
書
の
世
界
で
は
な
く
ス
ト
ア
派
的
合
理
主
義
の
文
脈
の
中
に
あ
る
。
平
等
主
義
的
理
念

は
創
造
主
へ
の
畏
敬
の
念
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
事
柄
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
創
造
主
に
指
図
し
よ
う
と
す
る
欲
望
か
、
創
造
主
は
す

べ
て
の
者
を
同
じ
よ
う
に
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
」。
同
上
、p.407.

子
ど
も
に
正
義
を
行
使
し
幼
稚
な
諍
い
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
親
は
お
し
な
べ
て
以
下
の
こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
た
ち

は
、
平
等
の
原
理
が
仲
裁
の
正
し
い
原
理
だ
と
、
い
か
に
当
然
の
ご
と
く
訴
え
る
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
年
齢
や
役
割
や
必
要
の
違
い
が
そ

の
原
理
を
無
効
に
す
る
か
、
も
し
く
は
単
に
間
接
的
に
妥
当
な
も
の
と
す
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
に
納
得
さ
せ
る
の
が
時
に
ど
れ
ほ

ど
難
し
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
は
、
不
平
等
の
創
造
主
へ
の
適
切
な
畏
敬
を
欠
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、

「
ス
ト
ア
的
合
理
主
義
」
の
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
が
聞
い
て
い
る
わ
け
で
も
、
も
し
く
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
決
し
て

な
い
。

（
9
） 

工
場
で
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
よ
い
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
仲
裁
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
両
者
の
妥
協
や
一
方
の
側
か
ら
の
譲
歩
は
、
対
立
が
表
面

化
し
た
場
合
に
相
手
側
が
用
い
う
る
社
会
的
ま
た
経
済
的
力
の
手
段
や
、
そ
の
対
立
に
つ
い
て
政
府
や
世
間
が
と
り
う
る
立
場
な
ど
を
抜
け
目

な
く
計
算
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
。

（
10
） 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
対
立
に
つ
い
て
の
純
粋
に
合
理
的
で
道
徳
的
な
解
決
へ
と
至
る
進
歩
を
夢
見
る
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義

世
界
は
「
総
力
戦
」
の
過
ち
を
犯
し
た
。
敏
感
な
良
心
は
、
人
間
の
社
会
的
生
活
に
お
け
る
悲
惨
で
野
蛮
な
現
実
に
裏
切
ら
れ
る
と
、
あ
ら
ゆ

る
権
力
を
否
定
し
よ
う
と
決
意
す
る
。
し
か
し
、
も
し
、
こ
の
無
力
感
が
同
時
に
、
社
会
へ
の
責
任
の
否
認
を
伴
う
も
の
で
な
け
れ
ば
、
世
俗
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の
ま
た
宗
教
的
な
完
全
主
義
者
た
ち
が
常
に
巻
き
込
ま
れ
た
道
徳
的
混
乱
に
つ
な
が
る
。
無
防
備
な
権
利
や
特
権
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、

多
く
の
社
会
的
状
況
に
お
い
て
実
際
に
失
わ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
完
全
な
非
暴
力
は
道
徳
的
な
意
味
を
持
つ

で
あ
ろ
う
。
非
暴
力
の
抵
抗
は
実
際
的
な
手
法
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
暴
力
的
対
立
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
正
義
を
達

成
す
る
方
法
や
平
和
を
維
持
す
る
方
法
を
探
求
す
る
の
に
は
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
徳
的
ま
た
は
政
治
的
に
絶
対
的
な
も
の
と
し
て

の
非
暴
力
的
抵
抗
は
、
道
徳
的
ま
た
政
治
的
混
乱
の
根
源
で
あ
る
。
民
主
主
義
世
界
に
お
け
る
、
暴
力
的
な
紛
争
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
、
ま
た

隠
れ
た
嫌
悪
は
、「
総
力
戦
」
の
支
持
者
た
ち
が
計
算
に
入
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
総
力
戦
の
支
持
者
の
成
功
の
可
能
性
の
、
そ

し
て
そ
の
冒
険
的
企
て
の
確
実
性
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
11
） 

ガ
ン
デ
ィ
ー
が
「
魂
の
力
」
を
非
自
己
中
心
的
な
動
機
と
同
一
視
し
、「
身
体
の
力
」
を
自
己
中
心
的
な
動
機
と
同
一
視
し
た
の
は
、
ほ
ぼ
完
全

に
間
違
っ
て
い
る
。
自
ら
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
す
る
意
志
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
力
の
型
は
、
目
的
や
動
機
の
質
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

（
12
） 

所
有
と
経
済
的
権
力
と
を
同
一
視
し
た
の
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
社
会
解
釈
の
誤
り
で
あ
っ
た
。
経
済
的
過
程
の
統
制
と

操
作
も
ま
た
、
経
済
的
権
力
の
か
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
者
が
所
有
者
の
権
力
に
反
対
す
る
た
め
の
最
低
限
の
力
の
手
段
を
提
供
す
る
。

そ
し
て
、
経
済
的
過
程
を
管
理
す
る
者
は
権
力
の
よ
り
大
き
な
分
け
前
を
も
獲
得
す
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ー
ナ
ム
の
『
経
営
者
革
命
』（T

he 

M
anegerial R

evolution

）
は
、
所
有
と
経
済
的
権
力
と
の
同
一
視
を
あ
ま
り
に
も
単
純
に
一
方
的
に
是
正
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
誤
り
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
政
治
的
誤
算
に
貢
献
し
た
。
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
経
済
的
所
有
を
無
効
に
し
た
と
き
、
そ
れ
は
単
に
、
政
治
的

そ
し
て
経
済
的
過
程
を
統
制
す
る
寡
頭
政
治
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
経
済
的
そ
し
て
政
治
的
権
力
を
混
同
し
た
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
13
） 

民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
こ
の
こ
と
が
な
さ
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
課
税
の
権
力
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
単
に
国
家
の
歳
入
を
保
証
す
る
た

め
だ
け
で
な
く
、
専
門
的
で
高
度
に
集
中
化
し
た
工
業
的
過
程
に
内
在
す
る
権
力
と
特
権
の
集
中
化
の
傾
向
を
中
和
す
る
た
め
で
あ
る
よ
う
な

場
合
で
あ
る
。

（
14
） 

ル
ソ
ー
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
府
に
つ
い
て
の
社
会
契
約
説
は
、「
自
然
状
態
」
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
相
反
す
る
評
価
を
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両

者
と
も
、
政
府
の
介
入
が
な
い
と
き
の
社
会
的
平
衡
の
曖
昧
な
性
質
を
理
解
し
そ
こ
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
そ
こ
に
調
和
の
要

素
の
み
を
見
出
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
こ
に
対
立
と
混
乱
の
要
素
の
み
を
見
る
。
他
方
、
ル
ソ
ー
は
政
府
の
中
に
支
配
の
原
理
の
み
を
考
え
、
ホ
ッ

ブ
ズ
は
秩
序
の
原
理
の
み
を
考
え
る
。
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（
15
） 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ノ
ル
マ
ン
人
の
統
一
、
タ
タ
ー
ル
人
に
よ
る
ロ
シ
ア
の
征
服
、
満
州
人
に
よ
る
中
国
の
征
服
な
ど
は
、
社
会
の
統
一
者
と

し
て
の
外
国
に
よ
る
征
服
の
数
多
く
の
事
例
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
。

（
16
） 
一
七
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
派
の
立
憲
主
義
者
で
あ
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
﹇Sam

uel R
utherford

（
一
六
〇
〇
頃
―
一
六
六
一
）、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
契
約
派
革
命
期
の
神
学
者
。
急
進
派
と
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
を
攻
撃
し
た
﹈
は
、
そ
の
区
別
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
政
府
は
自
然
的
な
も
の
で
意
志
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
政
府
の
手
段
と
方
法
は
意
志
的
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
教
え
る
」。Lex 

R
ex

（1644
）, Q

uestion IX
.

（
17
） 

君
主
制
に
つ
い
て
の
最
初
の
聖
書
の
記
録
が
サ
ム
エ
ル
記
に
お
い
て
具
現
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
伝
統
に
基
づ
く
二
つ
の
視
点
に
よ
る
解
釈
を

示
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
よ
れ
ば
、
サ
ム
エ
ル
は
神
の
命
令
に
よ
っ
て
サ
ウ
ル
王
に
油
を
注
い
だ
（
サ
ム
エ
ル
記
上

八
・
二
二
）。
他
方
、
民
が
王
を
求
め
る
こ
と
は
、
自
身
が
そ
の
民
の
王
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
を
冒
涜
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
と

見
な
さ
れ
た
。「
し
か
し
、
あ
な
た
た
ち
は
今
日
、
あ
ら
ゆ
る
災
難
や
苦
難
か
ら
あ
な
た
た
ち
を
救
わ
れ
た
あ
な
た
た
ち
の
神
を
退
け
、『
我
ら

の
上
に
王
を
立
て
て
く
だ
さ
い
』
と
主
に
願
っ
て
い
る
」（
サ
ム
エ
ル
記
上
一
〇
・
一
九
）。

政
治
に
対
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
捉
え
方
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
こ
こ
で
十
分
に
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
に
対
す
る
預
言
者

の
批
判
的
な
姿
勢
に
つ
い
て
は
別
の
文
脈
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
王
は
主
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
政
治

の
必
要
に
つ
い
て
の
認
識
と
同
様
、
旧
約
聖
書
全
体
を
貫
い
て
い
る
（
士
師
記
一
七
・
六
「
そ
の
こ
ろ
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
王
が
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
が
自
分
の
目
に
正
し
い
と
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
た
」
参
照
）。

一
方
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
イ
エ
ス
は
、
政
治
の
合
法
的
権
威
を
認
め
て
い
る
（
マ
タ
イ
二
二
・
二
一
「
で
は
、
皇
帝
の
も
の
は
皇
帝
に
、

神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
」）。
し
か
し
他
方
、
イ
エ
ス
は
、
王
の
支
配
を
、
神
の
国
に
お
け
る
相
互
の
愛
と
奉
仕
と
は
裏
腹
な
も
の
と
し

て
い
る
（
ル
カ
二
二
・
二
五
―
二
六
「
異
邦
人
の
間
で
は
、
王
が
民
を
支
配
し
、
民
の
上
に
権
力
を
振
る
う
者
が
守
護
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
あ
な
た
が
た
は
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
あ
な
た
が
た
の
中
で
い
ち
ば
ん
偉
い
人
は
、
い
ち
ば
ん
若
い
者
の
よ
う
に
な
り
、
上
に
立
つ

人
は
、
仕
え
る
者
の
よ
う
に
な
り
な
さ
い
」）。

（
18
） 

ロ
ー
マ
一
三
・
一
―
三
「
人
は
皆
、
上
に
立
つ
権
威
に
従
う
べ
き
で
す
。
神
に
由
来
し
な
い
権
威
は
な
く
、
今
あ
る
権
威
は
す
べ
て
神
に
よ
っ

て
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
従
っ
て
、
権
威
に
逆
ら
う
者
は
、
神
の
定
め
に
背
く
こ
と
に
な
り
、
背
く
者
は
自
分
の
身
に
裁
き
を
招
く

で
し
ょ
う
。
実
際
、
支
配
者
は
、
善
を
行
う
者
に
は
そ
う
で
は
な
い
が
、
悪
を
行
う
者
に
は
恐
ろ
し
い
存
在
で
す
」。
政
治
に
対
す
る
こ
の
手
放
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し
の
支
持
と
、
そ
の
権
力
に
対
す
る
反
抗
の
絶
対
的
禁
止
は
、
政
治
と
い
う
も
の
は
美
徳
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
く
、
悪
徳
に
と
っ
て
の
み
脅

威
と
な
る
と
い
う
誤
っ
た
主
張
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
権
力
が
道
徳
的
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
が
証
明

し
て
い
る
。
政
治
は
し
ば
し
ば
、
悪
で
は
な
く
「
善
を
行
う
者
」
を
危
険
に
さ
ら
す
の
で
あ
る
。
最
高
の
政
治
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
可
能

性
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
に
つ
い
て
の
パ
ウ
ロ
の
正
当
化
は
、
そ
れ
が
な
さ
れ
た
固
有
の
歴
史
的
背
景
に
お
い
て
の
み

そ
れ
な
り
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
疑
い
な
く
、
初
代
教
会
に
お
け
る
終
末
論
的
気
分
が
助
長
し
て
い
た
、
政
治
に
対
す
る
無
責
任

さ
に
対
す
る
警
告
で
あ
っ
た
。
そ
の
警
告
が
そ
の
後
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
見
境
な
く
適
用
さ
れ
て
政
治
へ
の
無
批
判
な
献
身
の
手
段
と
な
っ

た
と
い
う
事
実
は
、
聖
書
主
義
の
一
つ
の
危
険
を
例
示
し
て
い
る
。
生
に
つ
い
て
の
聖
書
の
主
張
は
、
生
け
る
歴
史
と
の
生
き
た
関
係
の
中
で

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
わ
り
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
聖
書
の
主
張
が
不
当
に
突
出
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
誤
り
と
混
乱
の
元
と
な
る
。

（
19
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
国
制
（
ポ
リ
テ
イ
ア
）
は
ポ
リ
ス
の
生
命
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（Politics IV, xi, iii

）﹇
山
本
光
雄
訳
『
政
治
学
』、

岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
、
二
〇
三
頁
。
牛
田
徳
子
訳
『
政
治
学
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
〇
頁
参
照
﹈。
プ
ラ
ト
ン
の
『
法
律
』

に
お
い
て
、
ア
テ
ネ
か
ら
の
客
人
は
主
張
す
る
。「
支
配
権
が
争
奪
の
的
に
な
る
と
、
勝
利
者
側
は
、
国
事
を
完
全
に
手
中
に
お
さ
め
、
敗
者
側

に
は
い
さ
さ
か
た
り
と
も
分
ち
与
え
よ
う
と
は
し
な
い
も
の
で
す
。
…
…
わ
た
し
た
ち
は
今
こ
う
主
張
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
も
と
よ

り
国
制
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
国
家
全
体
の
公
共
の
た
め
を
目
的
と
し
て
で
は
な
く
、
特
別
な
階
級
の
た
め
に
制
定
さ
れ
る
よ
う
な
法
律
は
、

ま
こ
と
の
法
律
で
は
な
い
、
と
。
…
…
法
律
が
被
支
配
者
の
地
位
に
立
つ
よ
う
な
国
家
の
滅
亡
は
旦
夕
に
迫
っ
て
お
り
、
反
対
に
、
支
配
者
が

法
律
の
下
僕
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
国
家
に
お
い
て
は
、
神
々
か
ら
国
家
に
恵
ま
れ
る
こ
と
の
い
っ
さ
い
が
実
現
さ
れ
る
の
を
、
私
は
は
っ
き

り
と
見
る
か
ら
で
す
」。﹇
森
進
一
・
池
田
美
恵
・
加
来
彰
俊
訳
『
法
律
』（
上
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
二
五
三
―
二
五
五
頁
参
照
。﹈

国
家
の
実
践
は
正
義
の
規
則
と
原
則
に
適
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
は
無
論
支
持
で
き
る
し
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ラ

ト
ン
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
政
治
的
秩
序
に
お
け
る
力
動
的
で
生
き
た
要
素
を
過
小
評
価
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
法
律
に
よ
っ
て
統
治
さ

れ
よ
う
が
、
政
治
的
生
は
力
の
争
い
な
の
だ
と
い
う
事
実
を
か
れ
ら
は
曖
昧
に
し
て
い
る
。

（
20
） D

e civ. D
ei, B

ook II, ch.21.

﹇
服
部
英
次
郎
訳
『
神
の
国
』（
一
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
五
四
頁
参
照
。﹈

（
21
） D
e civ. D

ei, B
ook X

IX
, ch.24.

﹇
服
部
英
次
郎
・
藤
本
雄
三
訳
『
神
の
国
』（
五
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
五
頁
参
照
。﹈

（
22
） D

e civ. D
ei, B

ook IV, ch.4.

﹇
服
部
英
次
郎
訳
『
神
の
国
』（
五
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
二
七
三
頁
参
照
。﹈A

. J. C
arlyle

『
西
洋
に
お
け
る

中
世
政
治
理
論
』（M

edieval Political T
heory in the W

est

）Vol. I, pp.165

―170

参
照
。
C
・
H
・
マ
ッ
キ
ル
ベ
ン
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
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が
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
や
他
の
教
父
た
ち
の
政
治
理
論
か
ら
脱
却
し
た
と
い
う
カ
ー
ラ
イ
ル
の
解
釈
を
疑
っ
て
い
る
。M

cIlvain
: T

he G
row

th of 

Political T
hought in the W

est, p.155 

参
照
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
立
場
は
、
キ
ケ
ロ
と
自
ら
の
「
国
家
」
に
つ
い
て
の

概
念
を
区
別
し
て
い
る
特
定
の
文
章
以
外
の
と
こ
ろ
に
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
国
家
の
社
会
秩
序
を

神
の
秩
序
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
正
義
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
権
力
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
秩
序
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
、
高
慢
は
転
倒
し
た
仕
方
で
神
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
慢
は
、
神
の
代
わ
り
に
自
己
の
支
配
を
仲
間
に
課

す
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
の
正
し
い
平
和
を
嫌
っ
て
、
自
己
の
不
正
な
平
和
を
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（D

e civ. D
ei, 

X
IX

, 12

）﹇
服
部
英
次
郎
・
藤
本
雄
三
訳
『
神
の
国
』（
五
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
六
一
頁
参
照
﹈。
こ
れ
も
ま
た
、
王
を
僭
称
す
る
こ
と
に
抗

す
る
聖
書
的
預
言
者
主
義
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
上
の
領
域
に
お
い
て
樹
立
さ
れ
た
平
和
は
、
そ
れ
が
続
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
善
い
も
の
で

あ
る
が
、
不
安
定
な
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
る
。「
神
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
民
は
不
幸
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
民
も
、

否
定
さ
れ
な
い
そ
れ
自
身
の
あ
る
種
の
平
和
を
愛
し
て
は
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
終
局
に
お
い
て
所
有
す
る
こ
と
の
な
い
平
和
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
終
局
の
以
前
に
、
そ
れ
を
善
き
仕
方
で
用
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」（Ibid., X

IX
, 26

）﹇
服
部
英
次
郎
・
藤
本
雄
三
訳
『
神
の
国
』

（
五
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
八
頁
参
照
﹈。
平
和
は
常
に
、
内
戦
や
際
限
の
な
い
帝
国
主
義
的
冒
険
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
世
の

国
の
ど
ん
な
部
分
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
部
分
が
他
の
部
分
に
対
し
て
戦
闘
に
立
ち
あ
が
っ
た
な
ら
、
…
…
他
の
民
族
の
征
服
者
と
な
る
こ
と
を

求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
勝
利
を
お
さ
め
た
と
き
、
そ
の
傲
慢
が
い
よ
い
よ
高
め
ら
れ
る
な
ら
、
た
し
か
に
そ
の
勝
利
は
死
を
招
く
も
の

と
な
る
の
で
あ
る
」（Ibid., X

V, 4

）﹇
服
部
英
次
郎
・
藤
本
雄
三
訳
『
神
の
国
』（
四
）、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
一
八
―
一
九
頁
参
照
﹈。

（
23
） 

統
治
者
が
市
民
法
に
従
う
の
は
、
自
然
法
が
、
統
治
者
と
市
民
と
の
正
義
の
契
約
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
カ
ー
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
立

憲
主
義
は
一
五
世
紀
ま
で
続
く
伝
統
で
あ
り
、
統
治
者
が
絶
対
的
で
無
制
約
な
権
利
を
持
つ
と
い
う
考
え
方
が
台
頭
す
る
の
を
許
さ
な
か
っ
た
。

C
arlyle

前
掲
書
、
第
六
巻
。

（
24
） 

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
専
制
政
治
を
「
多
数
者
の
共
通
善
で
は
な
く
、
支
配
者
の
個
人
的
善
に
向
け
ら
れ
た
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
。D

e regim
ine 

principum
.

﹇
柴
田
平
三
郎
訳
『
君
主
の
統
治
に
つ
い
て
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
参
照
。﹈

（
25
） 

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
国
民
が
王
を
指
名
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
に
王
を
退
陣
さ
せ
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
な
か
っ
た

（D
e regim

ine principum
 I, 6

）﹇
柴
田
平
三
郎
訳
『
君
主
の
統
治
に
つ
い
て
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
四
〇
―
四
八
頁
参
照
﹈。
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
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の
ヨ
ア
ネ
ス
﹇John of Salisbury

（1115

―1180

）.  

一
二
世
紀
文
芸
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
活
躍
し
た
歴
史
家
・
哲
学
者
﹈
は
、
国
王
殺
し
を
、
専
制
政
治
か

ら
の
回
復
で
あ
る
と
し
て
正
当
化
さ
え
し
た
。
政
治
の
不
正
義
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
的
態
度
は
、
近
代
の
絶
対
主
義
理
論
よ
り
も
は
る

か
に
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
は
、
政
治
に
つ
い
て
の
法
外
な
主
張
に
抵
抗
す
る
た
め
の
、
も
し
く
は
そ
の
権
力
を
公
共
の
継
続
的

監
視
の
下
に
置
く
た
め
の
立
憲
的
手
段
を
何
も
提
供
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
民
主
主
義
的
で
は
な
い
。M

cIlvain

前
掲
書 pp.326

―28 

参
照
。

（
26
） 

現
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
歴
史
家
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
悲
観
主
義
を
克
服
す
る
の
に
長
い
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
を
遺

憾
に
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
本
質
的
な
楽
天
主
義
の
到
来
は
、
中
世
的
思
想
の
構
造
を
救
う
に
は
わ
ず
か
に
遅
す

ぎ
た
と
考
え
て
い
る
（A

lois D
em

ph, Sacrum
 Im

perium
, p.30 

参
照
）。
し
か
し
、
そ
の
全
く
逆
の
こ
と
が
真
理
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
中

世
思
想
に
お
け
る
楽
天
主
義
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
構
造
に
お
け
る
腐
敗
と
崩
壊
へ
の
傾
向
が
見
逃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
に
よ

れ
ば
、
中
世
の
教
会
は
「
社
会
秩
序
の
相
対
的
価
値
が
恵
み
の
制
定
の
絶
対
的
価
値
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
る
よ
う
な
、
相
対
的
に
満
足
を
与
え
る

状
況
の
永
続
化
」
を
追
求
し
て
い
た
。E

rnst T
roeltsch, Social Teachings of the C

hristian C
hurches, Vol. I, p.326. 

（
27
） 

と
り
わ
け G

. N
iem

eyer, Law
 W

ithout Forces 

参
照
。

（
28
） 

ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
が
除
外
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
は
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
に
お
け
る
立
憲
民
主
主
義
の
素
晴
ら
し
い
発
展
と
、
ス
カ
ン

ジ
ナ
ビ
ア
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
的
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
信
頼
で
き
る
材
料
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
29
） 

バ
ル
ト
は
正
し
い
国
家
（R
echtssrtaat

）
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
国
家
が
本
来
の
可
能
性
を
実
現
す
る
の
は
、
教
会
に
対
し
て

﹇
義
認
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
﹈
自
由
を
与
え
る
度
合
い
に
応
じ
て
で
あ
る
。
…
…
何
が
人
間
的
な
法
か
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
ロ
マ
ン
主
義

的
な
、
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
ル
な
自
然
法
の
概
念
に
よ
っ
て
は
測
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
教
会
が
教
会
の
言
葉
――
そ
れ
が
神
の
言
葉
で
あ

る
限
り
――
の
た
め
に
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
具
体
的
な
自
由
の
権
利
に
よ
っ
て
端
的
に
測
ら
れ
る
」。R

echtfertigung und R
echt, p.46.

﹇
井

上
良
雄
訳
「
義
認
と
法
」、『
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
著
作
集
6
』、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
九
年
、
二
三
七
―
二
三
八
頁
参
照
。﹈

以
上
の
バ
ル
ト
の
主
張
は
、
国
家
に
お
け
る
正
義
の
問
題
に
つ
い
て
の
実
に
最
低
限
の
貢
献
に
す
ぎ
な
い
。
義
認
の
福
音
を
説
教
す
る
自
由

は
、
無
論
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
の
傲
慢
と
虚
偽
に
対
し
て
神
の
審
き
が
語
ら
れ
る
こ
と
を
国
家
が
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

こ
の
審
き
と
い
う
最
終
的
言
葉
に
よ
っ
て
、
正
義
に
つ
い
て
の
中
間
的
問
題
は
何
一
つ
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
キ
リ
ス
ト
者
へ
の
手
紙
の
中
で
バ
ル
ト
は
述
べ
る
。「
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
の
出
版
界
が
『
平
和
目
標
』
に
つ
い
て
公
然
と
論
ず
る
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こ
と
を
政
府
が
許
す

0

0

（
原
文
の
ま
ま
）
の
は
賢
明
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
」。
し
か
し
か
れ
は
、「
イ
ギ
リ
ス
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
こ
の
許0

諾0

を
で
き
る
だ
け
用
い
な
い
で
し
ょ
う
」
と
考
え
て
い
る
。T

his C
hristian C

ause.

﹇
井
上
良
雄
訳
「
ス
イ
ス
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
の
手
紙
」、『
カ
ー

ル
・
バ
ル
ト
著
作
集
6
』、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
九
年
、
三
七
〇
―
三
七
一
頁
参
照
。﹈

（
30
） 

議
会
軍
の
総
司
令
官
フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ク
ス
卿
へ
の “C

ertain Q
ueries Presented by M

any C
hristian People ”

﹇
多
く
の
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
い

く
つ
か
の
疑
問
﹈
に
お
い
て
、
か
れ
は
こ
の
よ
う
に
警
告
さ
れ
て
い
る
。「
キ
リ
ス
ト
に
帰
す
べ
き
栄
誉
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま

た
、
単
な
る
自
然
的
で
こ
の
世
的
な
政
府
を
作
る
手
助
け
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
公
共
の
福
祉
を
無
に
す
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
」。A

rthur S. W
oodhouse, Puritanism

 and Liberty, p.242 

よ
り
引
用
。

ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
が
「
行
政
官
」
を
「
強
奪
者
」
で
あ
る
と
非
難
す
る
の
も
、
同
様
に
、
政
府
の
必
要
性
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と

を
い
い
加
減
に
怠
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
31
） 

ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
完
全
主
義
の
形
態
の
多
く
は
、
表
向
き
は
、
そ
の
贖
罪
論
に
お
い
て
聖
化
主
義
者
で
あ

る
が
、
そ
の
社
会
理
論
に
お
い
て
は
暗
に
無
政
府
主
義
的
で
あ
る
。
特
にE

. Stanley Jones, C
hrist ’s A

lternative to C
om

m
unism

 

参
照
。

（
32
） 

こ
の
立
場
は
、
た
と
え
ば
「
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
」
セ
ク
ト
が
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
指
導
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
リ
ル
バ
ー
ン
は
断
言
し
た
。

「
霊
的
で
あ
ろ
う
が
世
俗
的
で
あ
ろ
う
が
、
聖
職
者
で
あ
ろ
う
が
信
徒
で
あ
ろ
う
が
、
自
由
な
同
意
な
し
に
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
支
配
し
、

統
治
し
、
そ
こ
に
君
臨
す
る
権
力
や
権
威
や
権
限
を
自
分
自
身
が
占
有
す
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
す
る
者
は
み
な
、
不
自
然

で
あ
り
、
理
不
尽
で
あ
り
、
罪
深
く
、
危
険
で
、
不
正
で
、
悪
魔
的
で
暴
君
的
で
あ
る
」。Freem

an ’s Freedom
 V

indicated

（1646

）
よ
り
。

こ
の
考
え
方
は
、
政
治
権
威
一
般
の
「
自
由
な
」
受
容
を
意
味
す
る
の
な
ら
ば
筋
が
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
セ
ク
ト
主
義
は
し
ば
し
ば
、
具

体
的
な
事
例
に
お
け
る
政
治
の
強
制
的
権
力
を
排
除
し
、
無
政
府
主
義
を
助
長
し
て
い
る
。

（
33
） W

oodhouse 

前
掲
書
、pp.68

―69 

参
照
。

（
34
） D

avid Petegorsky, Left-W
ing D

em
ocracy in the E

nglish C
ivil W

ar 
参
照
。
こ
の
理
論
は
、
寡
頭
制
は
自
ら
の
利
益
を
追
求
し
が
ち
で
あ
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
無
論
正
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
則
の
腐
敗
は
原
則
を
説
明
し
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は

誤
っ
て
い
る
。
支
配
階
級
の
特
権
は
、
か
れ
ら
の
特
別
な
権
力
の
所
産
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
別
な
権
力
は
、
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
か
れ
ら
が

提
供
す
る
共
同
体
に
お
け
る
統
治
の
必
要
性
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
特
権
が
創
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
政
治
の
必
要
性

は
、
政
治
の
腐
敗
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
。
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（
35
） Inst, IV, xx, 29 

参
照
。「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
荒
々
し
い
君
主
に
よ
っ
て
残
忍
に
苦
し
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
も
し
、
貪
欲
な
君
主
に
よ
っ

て
奪
い
取
ら
れ
る
な
ら
ば
、
…
…
己
れ
自
身
の
罪
過
を
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
疑
い
も
な
く
、
主
の
そ
の
よ
う
な
鞭

に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
罪
過
は
こ
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
悪
を
治
療
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
つ
と
め
で

な
い
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
。
…
…
王
の
心
を
御
手
の
う
ち
に
収
め
た
も
う
神
の
助
け
を
祈
り
求
め
る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」。

﹇
渡
辺
信
夫
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
Ⅳ
／
2
、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
五
年
、
二
六
三
―
二
六
四
頁
参
照
。﹈

（
36
） Inst, IV, xx, 32
「
し
か
し
、
支
配
者
に
対
し
て
捧
げ
ね
ば
な
ら
な
い
服
従
に
は
常
に
例
外
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
支
配
者
へ
の
服
従
は
、
王
た
ち

も
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
神
の
御
意
志
に
悖
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。﹇
渡
辺
信
夫
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
Ⅳ
／
2
、
新
教

出
版
社
、
一
九
六
五
年
、
二
六
六
頁
参
照
。﹈

こ
の
留
保
は
、
持
つ
べ
き
力
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
狭
い
範
囲
に
し
か
適
用
さ
れ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
留
保
が
意
味
し
た
の
は
、
正
し
い
信
仰
の
告
白
を
統
治
者
が
妨
げ
る
の
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
37
） 

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
。「
放
埒
な
支
配
に
対
す
る
矯
正
」
は
、「
主
の
与
え
た
も
う
報
復
」
で
あ
り
、「
わ
れ
わ
れ
に
は
、
た
だ
、

服
従
し
、
忍
耐
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
何
ご
と
も
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」。（Inst, IV, xx, 31

）﹇
渡
辺
信
夫
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
Ⅳ
／

2
、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
五
年
、
二
六
五
頁
参
照
。﹈
対
照
的
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
立
憲
主
義
者
で
あ
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
こ

の
よ
う
に
主
張
し
た
。「
政
府
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
、
…
…
も
し
く
は
、
神
の
法
で
あ
る
自
然
法
に
従
う
か
従
わ
な
い
か
は
、
人
間
の
自
由
意

志
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
」。
し
か
し
か
れ
は
以
下
の
よ
う
に
勧
め
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
「
政
府
の
権
力
と
、
行
政
官
に
よ
る
政
府
の

権
力
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
、
行
政
官
に
よ
る
政
府
の
権
力
に
つ
い
て
、
人
々
は
、「
権
力
の
行
使
を
制
限
し
た
り
、
抑

え
た
り
、
防
い
だ
り
、
ま
た
進
め
た
り
す
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
く
ら
い
に
な
る
よ
う
に
、
一
オ
ン
ス
分
銅
で
そ
の
権
力
を
量
っ
て
取
り
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
ま
た
人
々
は
、
あ
れ
こ
れ
の
条
件
付
き
で
権
力
を
委
ね
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
述
べ
る
。Lex R

ex, iii, iv

（1644

）.

（
38
） 

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
言
葉
に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。「
王
と
民
と
の
間
に
は
、
互
い
に
任
ぜ
ら
れ
た
、
民
の
王
に
対
す
る
、
そ
し
て
王
の
民

に
対
す
る
相
互
の
市
民
的
義
務
に
つ
い
て
の
誓
い
が
あ
る
」。
同
上
。

フ
ラ
ン
ス
の
ユ
グ
ノ
ー
の
重
要
なV

indiciae contra tyrannos

（1579

）
と
い
う
匿
名
の
小
冊
子
に
お
い
て
、
同
様
の
主
張
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。「
民
が
契
約
の
実
行
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
…
…
民
は
、
王
が
正
し
く
統
治
す
る
の
か
ど
う
か
を
問
う
。
王
は
そ
の
よ
う

に
す
る
と
約
束
す
る
。
そ
う
し
て
か
ら
、
――
王
の
約
束
の
前
に
で
は
な
く
――
民
は
、
王
が
公
正
に
統
治
す
る
限
り
は
誠
実
に
服
従
す
る
と
答
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え
る
。
王
は
約
束
す
る
。
…
…
公
正
な
統
治
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
民
は
服
従
の
約
束
を
や
め
る
」。

（
39
） 
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
統
治
者
を
民
主
主
義
的
に
選
ぶ
と
い
う
思
想
の
発
展
を
、
抵
抗
権
か
ら
た
ど
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
、
王
党
派
で
さ
え
都
市
に
お
け
る
下
級
行
政
官
を
選
ぶ
権
利
を
認
め
る
の
だ
か
ら
、「
よ
っ
て
、
多
く
の
都
市
に
上
級
の
統

治
者
を
産
み
出
す
権
力
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
王
の
権
力
は
、
下
級
の
審
判
者
の
統
合
さ
れ
た
最
高
位
の
権
力
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」

と
主
張
す
る
。

（
40
） John K

nox, H
istory II, p.282.

（
41
） 

ア
メ
リ
カ
の
立
憲
政
治
は
、
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
単
純
な
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
よ
り
も
、
政
治
の
問
題
に
対
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ

デ
ィ
ソ
ン
の
本
質
的
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
で
あ
る
慎
重
な
行
き
方
に
負
っ
て
い
る
。
実
際
、
政
治
家
と
し
て
の
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
自
分
自
身

の
前
提
よ
り
も
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
前
提
に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。




