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ミ
ル
ト
ン
の

「
市
民
社
会
」

論

新
井

明

一
六
四
四
年
の
前
と
後

論
客
と
し
て
の
ミ
ル
ト
ン
は
、
ま
ず
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宗
教
改
革
論
』

の
執
筆
を
も
っ
て
世
に
出
た
。
そ
れ
が
発
刊
さ
れ
た
二
ハ
四
一
年

五
月
と
い
う
の
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
国
政
を
支
え
た
ス
ト
ラ
ッ
プ
ォ

l
ド
伯
が
、
長
老
派
主
導
の
議
会
の
弾
劾
に
あ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
月

で
あ
る
。
革
命
前
夜
の
様
相
で
あ
っ
た
。
国
教
会
側
は
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ホ

l
ル
主
教
を
た
て
て
、
「
主
教
制
こ
そ
国
家
の
支
柱
な
り
」
と
高
言

し
た
。
議
会
側
も
黙
っ
て
い
な
い
。

か
つ
て
の
ミ
ル
ト
ン
の
師
ト
マ
ス
・
ヤ
ン
グ
を
ふ
く
む
五
人
ー
ー
そ
の
五
人
の
頭
文
字
を
結
び
合
わ
せ

て
ス
メ
ク
テ
ィ
ム
ニ
ュ

l
ア
ス
と
署
名
し
た
五
人
ー
ー
は
、

た
だ
ち
に
ホ

l
ル
主
教
へ
の
反
論
を
発
表
し
た
。
こ
の
五
人
は
い
ず
れ
も
当
時

の
長
老
主
義
派
を
代
表
す
る
教
職
者
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
が
こ
の
討
論
に
長
老
派
擁
護
の
立
場
か
ら
介
入
す
る
。
そ
れ
が
『
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
宗
教
改
革
論
』

で
あ
る
。
匿
名
で
出
た
。

長
老
派
の
教
会
統
治
は
、
ま
ず
教
職
者
と
長
老
た
ち
が
治
め
る
教
会
を
小
会
と
き
だ
め
る
。
こ
れ
が
基
礎
単
位
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
小
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会
が
集
ま
っ
て
中
会
(
ク
ラ
シ
ス
)
を
構
成
す
る
。
中
会
で
は
、
選
ば
れ
た
教
職
者
と
長
老
た
ち
が
教
師
候
補
者
の
決
定
や
任
職
や
各
教
会

の
監
督
指
導
の
任
に
あ
た
っ
た
。
中
会
は
さ
ら
に
大
会
を
構
成
し
、
最
高
決
定
機
関
と
し
て
の
総
会
を
も
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
が
イ
ン
グ
ラ
ン

168 

ド
国
教
会
の
監
督
制
度
に
反
対
し
、
国
王
の
意
図
で
宗
教
問
題
が
決
定
さ
れ
る
事
態
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
と
き
、

か
れ
が
依
拠
し
た
論
理

l土

こ
の
長
老
派
の
教
会
統
治
法
で
あ
っ
た
。
『
教
会
統
治
の
理
由
』

(
一
六
四
二
年
一
月
?

の
な
か
で
長
老
主
義
の
か
か
げ
る
「
神
が

定
め
た
規
律
」
は
「
理
性
」

の
不
完
全
性
へ
の
安
全
弁
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
聖
書
に
で
る
長
老
は
主
教
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

長
老
主
義
の
「
規
律
」
こ
そ
が
無
秩
序
を
除
去
す
る
美
徳
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
い
だ
い
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
行
っ
た
と
し
た
ら
、
ミ
ル
ト

ン
は
お
そ
ら
く
生
涯
を
長
老
派
で
と
お
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

と
こ
ろ
が

一
六
四
二
年
の
夏
に
結
婚
し
、

そ
の
迎
え
た
ば
か
り
の
新
妻
が
結
婚
後
二
カ
月
ば
か
り
で
、
実
家
へ
も
ど
っ
て
し
ま
う
と
い

う
出
来
事
が
し
ゆ
っ
た
い
す
る
。
こ
こ
で
ミ
ル
ト
ン
は
家
庭
と
は
何
か
、

の
問
題
を
考
え
は
じ
め
る
。
『
離
婚
の
教
理
と
規
律
』

(
一
六
四

三
年
)
は
そ
の
熟
慮
の
な
か
で
で
き
あ
が
る
。
家
庭
と
は
神
と
の
契
約
関
係
に
立
っ
た
者
同
士
の
横
の
|
|
男
女
聞
の
|
|
関
係
で
あ
り
、

そ
れ
は
と
う
ぜ
ん
「
愛
と
平
和
」

の
か
た
ち
を
と
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
も
し
当
時
者
の
一
方
の
「
不
品
行
」
が
も
と
で
家
庭
に
亀

裂
が
生
ず
れ
ば
、
結
婚
そ
の
も
の
が
破
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
結
婚
の
「
教
理
と
規
律
」

の
基
盤
と
な
る
。

(
そ
の
「
教
理
と
規

律
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
長
老
派
好
み
の
言
い
回
し
で
あ
っ
た
。
)
ミ
ル
ト
ン
は
長
老
派
の
立
場
か
ら
こ
の
議
論
を
展
開
し
た
つ
も
り

で
あ
っ
た
。

し
か
し
長
老
派
側
か
ら
は
無
署
名
で
出
き
れ
た
こ
の
離
婚
論
に
た
い
し
て
、

こ
の
「
離
婚
主
義
者
」
を
強
く
非
難
す
る
論
調
が
わ
き
あ
が

る
。
ミ
ル
ト
ン
は
翌
一
六
四
四
年
二
月
に
は
再
版
を
(
こ
ん
ど
は
著
者
の
頭
文
字
を
入
れ
て
)
出
版
す
る
。

か
れ
が
依
拠
す
「
律
法
」
は



「
申
命
記
」
第
二
四
章
一
節
の
文
言

|
l
「
人
は
妻
を
め
と
っ
た
。
あ
と
で
、
妻
に
恥
ず
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
、
離
婚
状
を
書
い
て
家
を
去

ら
せ
よ
」
ー
ー
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
新
た
に
増
補
し
た
箇
所
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
く
。
「
律
法
に
お
い
て
、
神
は
い
わ
ば
人
の
姿
を

わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
、
わ
れ
わ
れ
と
契
約
を
結
ぴ
た
ま
い
・
・
・
裁
き
、
ま
た
裁
か
れ
、
正
し
き
理
性
に
か
な
い
、
そ
れ
に
照
応

し
た
も
う
の
で
あ
り
ま
れ
」
。
「
正
し
き
理
性
」
は
、
神
と
の
「
契
約
」
関
係
に
立
つ
も
の
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
「
神
の
像
」
で
あ
り
、
神

と
っ
て
、

の
こ
と
ば
に
拠
る
自
律
性
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
が
ミ
ル
ト
ン
の
い
う
「
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
」

の
原
点
で
あ
る
。

長
老
派
の
立
場
か
ら
(
と
信
じ
て
)
行
な
っ
た
家
庭
論
が
、
ま
さ
か
そ
の
母
体
と
す
る
長
老
派
側
か
ら
の
激
し
い
糾
弾
を
、
つ
け
る
と
は
、

ミ
ル
ト
ン
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
事
実
は
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
か
れ
は
結
婚
問
題
と
同
様
に
、

い
や
そ
れ
以
上
に

長
老
主
義
に
た
い
し
て
も
再
考
の
要
あ
り
と
の
感
を
い
だ
く
よ
う
に
な
る
。
神
と
の
契
約
関
係
に
は
い
っ
た
人
格
に
、
結
婚
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
の
判
断
、
も
し
く
は
選
択
権
が
あ
た
え
ら
れ
な
い
で
、

さ
ら
に
は
大
会
、
総
会
の
決
議
に
ま
か

そ
の
判
断
は
中
会
(
ク
ラ
シ
ス
)
、

せ
る
と
い
う
よ
う
な
長
老
派
の
教
会
統
治
法
は
、
国
教
会
の
監
督
制
と
、

ど
れ
ほ
ど
の
差
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
深
刻
な
疑
問
が
ミ
ル
ト
ン

に
は
生
じ
た
。

こ
の
一
六
四
四
年
は
そ
の
七
月
に
マ

l
ス
ト
ン
・
ム
ア
の
戦
い
で
議
会
軍
が
勝
利
を
お
さ
め
、

そ
の
結
果
、
議
会
側
で
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル

の
独
立
派
の
発
言
権
が
増
大
し
は
じ
め
る
年
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
心
も
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
派
へ
と
傾
く
。
そ
れ
は
ミ
ル
ト
ン
の
意
識
と
し
て

は
従
来
か
ら
か
れ
の
こ
こ
ろ
に
芽
生
え
て
い
た
「
知
的
な
光
」
、
「
正
し
き
理
性
」
|
|
長
老
派
の
の
な
か
で
は
危
険
視
さ
れ
、
遠
ざ
け
ら
れ

た
理
念
|
|
重
視
へ
の
傾
斜
を
速
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
げ
ん
に
そ
の
年
の
六
月
に
出
し
た
『
教
育
論
』
で
は
、
「
わ
が
国
の
貴
族
と
ジ
ェ

の
人
格
へ
と
形
成
す
る
こ
と
が
、
国
の
将
来

ン
ト
リ
!
の
子
弟
」
に
「
理
性
の
行
動
」
を
教
授
し
、

か
れ
ら
を
し
て
中
庸
を
知
る
「
雅
量
」

ミルトンの「市民社会J論169 



の
た
め
に
必
要
な
る
こ
と
を
説
く
。
周
年
一
一
月
の
『
ア
レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
』
(
言
論
の
自
由
)

で
は
、
「
正
し
き
理
性
」
の
声
に
聞
き
つ
つ
、

ηJ 
ワ''

の
あ
り
方
で
あ
る
と
説
く
。
ミ
ル
ト
ン
は
国

1

こ
の
世
の
荒
野
を
自
ら
「
選
択
者
」
と
し
て
進
む
こ
と
こ
そ
「
真
実
の
戦
う
キ
リ
ス
ト
信
徒
」

教
会
の
教
会
法
や
長
老
派
の
「
規
律
」
に
守
ら
れ
た
「
あ
や
つ
り
人
形
の
ア
ダ
ム
」
た
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ

た
自
律
的
な
個
の
誕
生
こ
そ
、

や
が
て
『
楽
園
の
喪
失
』

の
な
か
で
描
か
れ
る
ア
ダ
ム
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
り
、
後
述
す
る
よ
う
に

「
市
民
社
会
」
論
の
形
成
に
あ
ず
か
つ
て
力
と
な
っ
た
。

二
.
王
政
回
復
前
夜

チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
が
ロ
ン
ド
ン
に
帰
る
の
は

一
六
六

O
年
の
五
月
末
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
そ
の
前
か
ら
分
か
っ
て
い
た
の
で
、

王
政
回
復
後
の
政
治
体
制
は
ど
う
な
る
の
か
、

ど
う
あ
る
べ
き
か
、

と
い
う
議
論
は
、

そ
の
前
年
あ
た
り
か
ら
か
ま
び
す
し
く
交
わ
さ
れ
た
。

、
ル
ト
ン
が
勢
い
こ
ん
で

マ
ン
ク
将
軍
に
あ
て
て
、
『
自
由
共
和
国
樹
立
の
要
諦
』
吋
守
町
ミ
品
、

S
札
密
缶
、
雲
、

な
同
~
叫
芯
~
v
N
な
M
N
h
N

町サ司、町内向。還さ。
S
N
、足。
N
S
を
一
六
六

O
年
三
月
に
出
し
た
の
も
、

そ
の
風
潮
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
政
治
論
を
印
刷
し
て
い
る
最
中
に
、
議
会
内
で
一
大
変
化
が
お
こ
る
。
九
年
ま
え
の
「
プ
ラ
イ
ド
大
佐
の
粛
正
」
で
追
放
さ

セ
ク
ル

l
Jア
ヅ
ト
・
メ
ン

れ
た
王
党
派
と
長
老
派
の
議
員
た
ち
|
|
「
隠
退
議
員
」
|
ー
が
、

マ
ン
ク
将
軍
と
あ
い
図
っ
て
、
二
月
一
一
一
日
に
急
速
議
会
を
聞
き
、

王
政
の
回
復
を
前
提
と
す
る
新
議
会
を
四
月
二
五
日
に
開
会
す
る
旨
の
議
決
を
す
る
。
こ
れ
は
前
々
年
に
世
を
去
っ
た
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
頭

領
と
仰
ぐ
独
立
派
の
追
い
落
と
し
を
狙
っ
た
、
事
実
上
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
た
。
二
月
二
一
日
と
い
え
『
自
由
共
和
国
樹
立
の
要
諦
』
は
、



お
そ
ら
く
印
刷
中
の
こ
と
で
あ
り
、
議
会
の
動
き
を
知
っ
た
ミ
ル
ト
ン
は
そ
の
新
事
態
に
即
応
し
た
議
論
を
展
開
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
か
れ
が
こ
の
著
述
で
の
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
州
を
「
小
さ
な
共
和
国
」
と
な
し
、

「
貴
族
と
お
も
だ
っ
た
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
」

そ
れ
を

|
|
こ
の
議
論
が
『
教
育
論
』
や
『
ア
レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
』
に
お
け
る
、
「
正
し
き
理
性
」
に
立

ち
、
「
選
択
者
」
と
し
て
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
わ
が
国
の
貴
族
と
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
の
子
弟
」

の
提
唱
に
淵
源
を
も
つ
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
|
|
が
治
め
、

そ
の
政
治
単
位
を
基
盤
と
し
て
、
つ
ぎ
に
国
家
そ
の
も
の
の
「
基
礎
た
り
主
柱
た
る
」
終
身
制
の
中
央

ン

プ

評
議
会
を
設
立
す
る
と
い
う
改
革
案
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
央
評
議
会
l

l
議
会
と
い
う
名
称
を
故
意
に
避
け
て
ー
ー
を
残
部
議
会
で
埋
め
た

い
と
ね
が
っ
て
い
た
ら
し
い
。

た
だ
、
新
議
会
開
催
の
日
程
が
き
め
ら
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
ミ
ル
ト
ン
は
い
ま
印
刷
中
の
論
文
を
急
逮
改

定
す
る
必
要
を
感
じ
た
。
そ
れ
も
新
議
会
開
催
以
前
に
出
版
し
な
く
て
は
、
意
味
が
な
い
。
大
幅
に
増
補
さ
れ
た
改
訂
版
は
四
月
上
旬
に
は

世
に
出
た
は
ず
で
あ
る
。

自
由
共
和
国
論
の
改
定
版
は
、
終
身
制
の
中
央
評
議
会
の
設
立
を
要
請
す
る
と
い
う
大
筋
に
お
い
て
は
、
初
版
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
川会+ム・21民市のンレ

い
く
つ
か
の
変
更
が
あ
る
。
こ
の
時
期
で
は
、
残
部
議
会
支
持
の
宣
言
は
無
意
味
で
あ
り
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
マ
ン
ク
将
軍
に
た
い

セ
ク
ル
1
デ
ツ

F
・
メ
ン
バ
ー
ズ

し
て
は
、
将
軍
が
「
隠
退
議
員
」
と
結
託
し
て
新
議
会
開
催
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ル
ト
ン
の
側
か
ら
は
、

い
わ
ば
裏

切
り
者
で
あ
っ
た
。

ロ
ー
マ
の
軍
事
独
裁
者
ス
ル
ラ
に
見
立
て
ら
れ
た
。

ま
た
大
幅
に
加
筆
さ
れ
た
部
分
が
三
つ
あ
る
。
第
一
は
「
自
然
の
法
」
に
か
ん
す
る
部
分
、
第
二
は
ア
リ
社
会
に
か
ん
る
部
分
、
第
三
は

「
終
身
制
の
元
老
院
」
に
か
ん
す
る
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
、
自
然
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ミ
ル
ト
ン
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
議
会
は
「
王
政
の
束
縛
」
を
自
由
な
共
和
国
へ
と
変
更
し
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
「
全
人
類
を
真
に
心
底
か
ら
根
本
的
に
支
え
る
法
の

171 



法
」
た
る
「
自
然
の
法
」
が
「
倫
理
的
で
な
い
」
慣
習
的
教
会
諸
法
を
廃
棄
し
た
結
果
だ
、

と
論
ず
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
期
の
反
体
制

172 

派
は

こ
の
流
儀
で
既
成
の
政
治
・
宗
教
指
導
者
層
を
糾
弾
し
た
。

第
二
の
加
筆
部
分
は
王
政
支
持
派
を
、
神
の
み
わ
ざ
と
人
間
の
努
力
を
評
価
し
な
い
怠
け
者
と
こ
き
お
ろ
す
箇
所
に
加
え
ら
れ
た
比
喰
で

し
ん
げ
ん

あ
る
。
旧
約
聖
書
の
「
簸
言
」
第
六
章
六
節
以
下
の
、
「
怠
け
者
よ
、
ア
リ
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
そ
の
な
す
と
こ
ろ
を
見
て
、
知
恵
を
得
よ
。

き

み

か

て

ア
リ
は
君
侯
な
く
:
:
:
主
人
も
な
い
が
、
夏
の
う
ち
に
食
物
を
そ
な
え
、
刈
り
入
れ
の
と
き
に
食
糧
を
集
め
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
ミ
ル

つ
辛
徐

さ
ら
に
か
れ
は
次
の
よ
う
に
手
を
加
え
る
。
「
ア
リ
は
無
差
別
、
無
制
御
の
人
ぴ
と
に
た
い
し
て
、
倹
し
き
自
制
の
民

ト
ン
は
引
用
す
る
。

主
政
、
あ
る
い
は
共
和
国
の
範
例
と
な
り

一
人
の
専
政
君
主
に
よ
る
一
支
配
体
制
下
よ
り
も
、
多
く
の
勤
勉
に
し
て
平
等
な
る
人
ぴ
と
が

未
来
を
の
ぞ
み
、
協
議
し
あ
い
つ
つ
、
安
全
に
繁
栄
し
て
ゆ
く
型
と
な
る
」
と
し
る
す
。

ア
リ
は
明
ら
か
に
共
和
政
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。

「
勤
勉
」
、
「
倹
し
さ
」
、
「
自
制
」
、
「
平
等
」
、
「
未
来
」
な
ど
の
、
ミ
ル
ト
ン
の
「
共
和
政
」

コ

モ

ン

ウ

エ

ル

ス

コ

モ

ナ

ル

テ

イ

こ
こ
で
い
う
「
民
主
制
、
あ
る
い
は
共
和
国
」
を
、
他
の
加
筆
部
分
で
「
共
同
社
会
」

の
諸
徳
目
が
、
こ
こ
に
並
ん
で
顔
を
だ
す
。

E
8
5
5。ロ
ω-qww
と
言
い
換
え
て
も
い
る
。
こ

れ
が
「
州
、
も
し
く
は
共
同
社
会
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

お
そ
ら
く
州
レ
ベ
ル
の
共
和
政
を

l
l
ミ
ル
ト
ン
の
い
う

「
州
議
会
」
|
!
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
「
貴
族
と
お
も
だ
っ
た
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
」
に
よ
る
共
同
社
会
の
構
成
が
政

治
形
態
の
根
底
に
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
い
だ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

か
れ
の
「
市
民
社
会
」
論
を
考
え
る
場
合
に
、

押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
と
な
る
。

加
筆
の
第
三
と
し
て
、
「
終
身
制
の
元
老
院
」

の
提
唱
が
あ
る
。
終
身
制
論
は
初
版
に
も
出
る
。
そ
れ
は
か
れ
の

『
あ
る
友
人
へ
の
書
簡
』

(
一
六
五
九
年
一

O
月
)
な
ど
の
文
書
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
、
ミ
ル
ト
ン
は
こ
の
考
え
方
に
固
執
し
て
い
た
。

か
れ
は
こ
の
堅
牢
な
寡
頭



制
を
敷
い
て
共
和
政
の
瓦
解
を
食
い
止
め
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
寡
頭
制
は
そ
の
た
め
の
「
さ
し
あ
た
り
」

の
便
法
案
で
あ
っ
た
。

か
れ
の

い
う
「
元
老
院
」
と
は
国
の
主
柱
た
る
「
中
央
評
議
会
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、

」
の
思
想
の
背
景
に
は
ロ

l
マ
や
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
元
老
院
制

の
ほ
か
に

ユ
ダ
ヤ
や
ア
テ
ナ
イ
の
最
高
法
院
制
の
先
例
が
あ
っ
た
。
ま
た
元
老
院
案
は
、

(ω
町

出

mwロ
ミ
，
〈
山
口
。
)

へ
ン
リ
・
ヴ
ェ
イ
ン

へ
ン
リ
・
ス
タ
ブ

(
出
。
ロ
ミ

ωEσσmw)

ジ
ョ
ン
・
「
ア
ズ
バ
一
フ

(ト「。『ロロ

2σ
。
g
c
m
y
)
な
ど
、
共
和
政
支
持
者
た
ち
の
主
張
に
は
多
く

散
見
す
る
見
解
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
構
想
じ
た
い
は
ミ
ル
ト
ン
独
自
の
考
え
方
で
は
な
い
の
だ
が
、

た
だ
か
れ
の
場
合
に
特
異
な
の
は
、

「
終
身
制
の
元
老
院
」
の
加
筆
部
分
に
、

か
れ
の
教
育
思
想
を
も
ち
こ
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。

す
ぐ
れ
た
中
央
評
議
会
が
設
立
さ
れ
る
た
め
に
は
、
選
挙
人
も
被
選
挙
人
も
、
「
す
ぐ
れ
た
教
育
」
を
う
け
た
人
ぴ
と
で
な
く
て
は
な
ら

ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
国
民
に
「
徳
力
あ
る
信
仰
、
節
制
、
謙
虚
、
謹
厳
、
倹
し
さ
、

な
い
。
自
由
共
和
国
の
支
柱
と
さ
れ
る
「
貴
族
と
お
も
だ
っ
た
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
」
は
、
社
会
層
そ
の
も
の
へ
の
言
及
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
た

教
育
を
う
け
た
有
徳
の
、
国
民
の
範
と
な
り
う
る
人
士
た
ち
を
指
し
て
、
ミ
ル
ト
ン
が
用
い
た
表
現
で
あ
っ
(
的
。
か
つ
て
の

正
義
」
を
教
え
う
る
政
治
体
制
は
つ
く
り
上
げ
ら
れ

『
教
育
論
』

主
張
が

」
こ
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

、
ル
ト
ン
は
こ
の
文
書
の
改
定
増
補
版
で

「
中
央
評
議
会
」
そ
の
も
の
の
構
成
を
、

よ
り
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
各
州

の
お
も
な
都
市
に
個
別
の
「
通
常
会
議
」

E

。
円
弘
山
口
問
可

ω
ω
8
5豆
町
ω3を
設
け
、

そ
れ
が
州
単
位
の
「
州
会
議
」

hmgq巳
8
8
5
E目。
ωョ

の
選
出
母
体
と
な
る
。

さ
ら
に
州
会
議
か
ら
代
表
者
が
選
ば
れ
て
「
中
央
評
議
会
」

い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

E

の吋
m
H

ロ【目。吋

。gR
M凶

]

(

U

。EE-3を
構
成
す
る

(
こ
の
三
段
階
の
ア
イ
デ
ア
は
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
基
盤
は
、
前
に
も
の
べ
た
長
老
派
の
教
会
統
治
法
に

酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

『
教
会
統
治
の
理
由
』
)
。
そ
こ
で
は

か
れ
は
「
教
区
会
議
」

ポリ〈
O
吋
一
可
円

)mw円。。
F日
開
戸
]

グ〉
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8
5宮
R
M
V
、
「
教
会
会
議
」

ば

-5-oω
ヨ
。
門
守
、
「
中
央
会
議
」

d
m
g
m
w
g日

g
Z
B
E
M
1
3
の
三
段
階
構
想
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
の
こ

174 

と
は
王
政
回
復
期
に
反
長
老
派
の
立
場
か
ら
前
述
の
三
段
階
構
想
を
提
言
し
て
い
る
ミ
ル
ト
ン
に
も
、
な
お
長
老
派
的
な
思
考
様
式
が
残
存

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
は
す
ま
い
か
。
)

ミ
ル
ト
ン
の
共
同
社
会
の
ア
イ
デ
ア
は
、
倫
理
的
自
律
性
を
か
ち
え
た
人
ぴ
と
が
そ
の
基
礎
を
構
成
す
る
市
民
社
会
を
指
向
し
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
わ
れ
わ
れ
は
『
自
由
共
和
国
樹
立
の
要
諦
』

の
改
定
増
補
版
で
、
ミ
ル
ト
ン
が
行
な
っ
た
加
筆
箇
所
を
中
心
に
、
三
点
に
わ
た
る
著

者
の
主
張
を
観
察
し
て
き
た
。
「
自
然
の
法
」

の
倫
理
も
、

そ
の
倫
理
に
の
っ
と
っ
た
共
同
社
会
|
|
つ
ま
り
市
民
社
会
ー
ー
の
提
議
も
、

「
終
身
制
の
元
老
院
」
制
構
想
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
根
底
に
指
導
者
層
の
教
育
の
問
題
が
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
っ
た
。

3
-
J
-

、

宇
J

今
/

こ
の
増
補
版
は
初
版
そ
の
も
の
に
く
ら
べ
る
と
、
共
和
政
の
瓦
解
を
目
前
に
し
て
い
る
だ
け
に
、
悲
観
の
度
合
い
の
深

ま
り
を
示
す
筆
は
こ
び
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
ミ
ル
ト
ン
は
ん
ら
い
の
理
想
が
、
よ
り
純
粋
に
全
面
に
押
し
出
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
端
的
に
現
わ
れ
た
の
が

」
こ
で
指
摘
し
た
加
筆
三
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
楽
園
の
喪
失
』

J¥ 

一
六
六

O
年
の
二
月
、
三
月
段
階
の
ミ
ル
ト
ン
が
、
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
口
述
を
進
め
て
い
た
叙
事
詩
の
な
か
に
、
改
訂
版

の
自
由
共
和
国
論
の
主
張
を
、
詩
的
な
か
た
ち
に
生
か
し
て
最
め
こ
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
に
、
か
ん
た
ん
に

た
し
か
に



ふ
れ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
最
初
に
「
自
然
の
法
」

の
問
題
で
あ
る
。
叙
事
詩
の
第
一
二
巻
二
四
行
以
下
に
お
い
て
、

天
使
ミ
カ
エ
ル
が
ア
ダ
ム
に
語
る
数
行
は
、

『
自
由
共
和
国
樹
立
の
要
諦
」

の
加
筆
部
分
で
ミ
ル
ト
ン
じ
し
ん
が
論
じ
た
こ
と
と
、

ほ
ぼ
同
一
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

や
が
て
心
た
か
ぶ
れ
る

ひ
と
り
の
野
望
家
が
起
こ
り
、
正
し
き
平
等
、

兄
弟
相
愛
の
状
況
に
あ
き
た
ら
ず
、

せ
ん
し
よ
う

兄
弟
の
う
え
に
不
当
の
主
権
を
倦
称
し
て
、

調
和
と
自
然
の
法
と
を

大
地
か
ら
除
去
せ
ん
と
す
る
。

か
れ
の
専
制
政
体
へ
の
屈
従
を
こ
ば
む
も
の
に
は

わ
な

戦
闘
と
敵
意
の
畏
を
仕
か
け
て
、
狩
り
こ
む
。

ひ

と

(

日

)

(
獲
物
は
け
も
の
で
は
な
く
、
人
間
な
の
だ
。
)

こ
こ
で
い
う
。
「
野
望
家
」
は
神
に
逆
ら
う
専
制
暴
君
ニ
ム
ロ
デ
を
指
す
(
創
世
記
一

O
の
八
以
下
)
。
ミ
ル
ト
ン
は
か
つ
て
『
偶
像
破
壊

者
』
同
匙
。
唱
曲
。

qNS町
内
的
(
一
六
四
九
年
)

そ
の
ニ
ム
ロ
デ
と
い
う
名
称
を
も
っ
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
を
指
し
た
こ
と
が
あ
る
。

の
な
か
で
、

ミルトンの「市民社会」論175 



ー
ー
を
、
同
じ
サ
タ
ン
的
な
野
望
家
と
と
ら
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ニ
ム
ロ
デ
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
テ
ュ
ア

l
ト
l
|
こ
の
ば
あ
い
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世

の
尊
重
が
「
平
等
」
、
「
兄
弟

さ
ら
に
、
「
調
和
」
と
「
自
然
の
法
」

176 

だ
か
ら
『
楽
園
の
喪
失
』
を
口
述
す
る
ミ
ル
ト
ン
も
、

相
愛
」

の
基
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、

そ
れ
へ
の
尊
重
の
念
の
な
い
と
こ
ろ
に
「
専
制
政
体
」
が
の
さ
ば
り
は
じ
め
る
と
い
う
図
式
は
、
改

訂
・
自
由
共
和
国
論
で
ミ
ル
ト
ン
が
い
っ
て
い
る
こ
と
と
、

ぴ
た
り
と
合
致
す
る
。

と
す
れ
ば
、

」
の
「
野
望
家
」
は

」
こ
で
は
、
ミ
ル

ト
ン
が
「
ス
ル
ラ
の
専
制
」
と
野
次
っ
た
。
そ
の
当
の
マ
ン
ク
将
軍
を
指
す
表
現
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
叙

事
詩
に
お
け
る
「
自
然
の
法
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

明
ら
か
に
倫
理
的
意
味
あ
い
を
も
ち
、

そ
の
点
、
散
文
の

『
要
諦
』

で
語
っ
た
こ
と
を

そ
の
延
長
線
で
、
よ
り
明
確
化
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
に
、

ア
リ
社
会
の
部
分
に
相
応
す
る
詩
行
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
叙
事
詩
の
第
七
巻
四
八
四
行
以
下
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ぁ、小未
り、き来
はきを
こ 胸心
の にカf

のっけ
ちつ ま

む寛2ず
倹2き簡は
し心う
きをの
あ、は
り 、 、

民
の
共
同
社
会
を

型2か
とた
なち
るづ

り

正
し
き
平
等
の



の
改
訂
部
分
の
な
か
で
、
共
和
政
の
象
徴
と
さ
れ
た
ア
リ
社
会
の
諸
特
徴
の
一
切
が
、
こ
こ
に
出
そ
ろ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

ひ

ろ

マ

グ

ナ

ニ

ミ

テ

イ

「
未
来
」
、
「
倹
し
さ
」
、
「
平
等
」
と
い
う
語
ば
か
り
で
な
く
、
「
寛
き
心
」
と
い
う
語
が
出
る
。
こ
の
語
が
「
雅
量
」
の
変
形
で
あ
る
こ

コ

モ

ナ

ル

テ

イ

(
叙
事
詩
の
な
か
で
は
こ
こ
一
回
か
ぎ
り
の
)
「
共
同
社
会
」
と
い
う
重
要
な
語
が
あ
ら
わ
れ

『
要
諦
』

と
は
、
論
を
ま
た
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は

る
。
注
解
家
た
ち
は
こ
の
語
に
ほ
と
ん
ど
目
も
く
れ
ず
、
ま
し
て
や
改
訂
・
自
由
共
和
国
論
と
の
関
連
で
の
説
明
は
、

い
ま
の
と
こ
ろ
皆
無

と
い
っ
て
い
い
。
『
要
諦
』

で
は
、
す
で
に
観
察
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
が
「
州
会
議
」
を
中
核
と
す
る
政
治
体
を
指
し
た
こ
と
を
配
慮
す
れ

lま

こ
れ
は
た
ん
に
「
民
主
政
体
」
な
ど
と
い
う
漠
然
た
る
内
容
の
語
で
は
な
く
、
詩
人
と
し
て
は
も
っ
と
具
体
的
な
内
容
の
実
体
を
脳
裏

に
え
が
い
て
用
い
た
語
で
あ
る
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
叙
事
詩
に
お
け
る
ア
リ
社
会
の
美
徳
は
、
自
由
共
和
国
の
選
出
母
体
た
る

ち
ょ
く
せ
つ

の
、
あ
る
べ
き
姿
を
詩
的
に
、
よ
り
直
裁
に
う
た
い
あ
げ
た
も
の
と
考
え
て
い
い
。

「
貴
族
と
お
も
だ
っ
た
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
」

重
要
な
こ
と
は

こ
の
ア
リ
社
会
の
叙
述
の
あ
と
に
、
人
間
の
創
造
の
叙
述
が
す
ぐ
に
つ
づ
く
こ
と
で
あ
る
。

な
お
欠
け
る
は
主
要
た
る
作
、
す
で
に

き

わ

み

造
ら
れ
た
る
も
の
の
完
成
。
他
の
生
き
も
の
の

」
と
く
に
は
う
つ
向
か
ず
、
愚
で
も
な
く
、

き
よ
き
理
性
を
さ
ず
け
ら
れ
て
、
全
身
を
直
立
さ
せ

し
ず
か
な
る
ひ
た
い
を
ま
っ
直
ぐ
に
も
ち
あ
げ
て

み
ず
か
ら
を
知
り
つ
つ
、
他
を
治
め
る

ミルトンの「市民社会」論177 



ひ
ろ

ゆ
え
に
寛
や
か
な
る
心
を
も
っ
て
天
と
交
わ
る
。

(
第
七
巻
五

O
五
!
五
一
一
行
)
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ひ
ろ

ア
ダ
ム
は
「
き
よ
き
理
性
」
を
き
ず
か
り
、
「
寛
や
か
な
る
心
」
|
|
つ
ま
り
「
雅
量
」
|
ー
を
も
っ
て
神
と
交
わ
り
、
節
制
を
尊
ぴ
つ
つ
、

他
を
治
め
る
。
こ
れ
ら
の
美
徳
は
、
前
段
の
結
ぴ
で
説
明
し
た
よ
う
に
、

明
ら
か
に
「
貴
族
と
お
も
だ
っ
た
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
」
に
ミ
ル
ト
ン

が
求
め
た
理
想
的
人
間
像
で
あ
る
。

つ
ま
り
創
造
さ
れ
た
ア
ダ
ム
の
姿
に
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
考
え
る
指
導
者
層
の
典
型
が
見
い
だ
さ
れ
る
の

で
あ
る

(
こ
の
理
想
型
た
る
ア
ダ
ム
が
堕
落
し
、
悔
い
改
め
、
神
に
従
順
を
誓
う
に
い
た
る
過
程
が
、
『
楽
園
の
喪
失
』
そ
の
も
の
の
ド
ラ

マ
で
あ
る
)
。

最
後
に
、
『
要
諦
』
改
訂
版
の
加
筆
部
で
強
調
さ
れ
て
い
る
「
終
身
制
の
元
老
院
」
に
か
ん
し
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
叙
事
詩
の
第
一
二
巻

で
、
天
使
ミ
カ
エ
ル
は
ア
ダ
ム
に
た
い
し
て

エ
ジ
プ
ト
脱
出
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
、

ア
ラ
ビ
ア
の
砂
漠
を
さ
迷
い
つ
つ
、

み
ず
か
ら
の
統
治
法
を
確
立
し
、

ゃ
か
ら

十
二
の
族
か
ら
元
老
を
え
ら
ぴ
、

お
き
て

律
法
に
も
と
づ
い
た
統
治
を
始
め
よ
う
と
す
る
。

(
第
一
二
巻
二
二
四

l
二
二
六
行
)

「
元
老
」
と
い
う
語
は
、
叙
事
詩
中
こ
こ
い
ち
ど
か
ぎ
り
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
行
の
元
本
は
旧
約
聖
書
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
二
四
章

一
節
か
ら
九
節
ま
で
で
、

そ
こ
に
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
七
十
人
の
長
老
」
と
あ
る
。



ミ
ル
ト
ン
が
「
長
老
」
と
い
う
表
現
を
避
け
て
「
元
老
」
と
い
う
語
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
箇
所
が
『
要
諦
』

の
改
訂
版
と
な

ん
ら
か
の
関
係
の
あ
る
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
中
央
評
議
会
の
「
元
老
院
」
構
想
を
う
ち
だ
し
た
ミ
ル
ト
ン
で
な
け
れ

ば
、
叙
事
詩
の
こ
の
部
分
で
「
元
老
」
と
い
う
語
は
使
え
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る

(
そ
も
そ
も
叙
事
詩
で
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に

「
長
老
」
と
い
う
語
は
い
ち
ど
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
長
老
派
が
王
政
復
古
期
に
お
い
て
は
「
新
た
に
王
党
化
し
た
長
老
派
」

と
し
て
、

王
政
の
回
復
の
た
め
に
暗
躍
す
る
反
動
勢
力
に
な
り
さ
が
っ
た
と
い
う
、
ミ
ル
ト
ン
一
流
の
批
判
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
)
。
共
和
政
府
派
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ズ
バ
ラ
将
軍
は
六

O
名
構
成
の
元
老
院
制
を
提
唱
し
た
が
、
ミ
ル
ト
ン
が
叙
事
詩
の
第
一
二
巻
二
二

五
行
で
七

O
人
の
「
長
老
」
と
い
う
語
に
代
え
て
「
元
老
」
と
い
う
語
を
採
っ
た
こ
と
は
、

か
れ
が
七

O
名
構
成
の
、

と
ま
で
は
明
言
で
き

な
い
に
せ
よ
、

デ
ス
パ
ラ
将
軍
の
提
唱
に
ほ
ぼ
等
し
い
規
模
の
元
老
院
|
|
つ
ま
り
中
央
評
議
会
ー
ー
ー
を
構
想
し
た
可
能
性
を
さ
え
、

わ
れ
は
推
定
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

、
ル
ト
ン
は
こ
の

『
自
由
共
和
国
樹
立
の
要
諦
』

の
改
訂
版
を
出
す
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
れ
以
前
の
か
れ
の
よ
う
に
、
な
ん
と
し
て
も
理

想
の
実
現
を
図
ろ
う
と
す
る
気
持
は
、
も
は
や
捨
て
て
、

理
想
は
理
想
と
し
て
そ
れ
を
書
き
と
ど
め
よ
う
、

と
い
う
心
境
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
改
訂
版
に
お
い
て
は
、
未
来
展
望
的
な
表
現
が
ず
い
し
ょ
に
書
き
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
楽
園
の
喪
失
』
は
そ
の
か

ち
ょ
う
た
く

れ
の
理
想
を
芸
術
的
に
整
理
・
彫
琢
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
と
き
に
黙
示
的
に
、
と
き
に
預
言
者
的
に
、
と
き
に
直
裁
に
表
現
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
『
要
諦
』

で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
言
い
き
れ
な
か
っ
た
も
の
を
、
思
う
存
分
に
吟
唱
し
て
い
る
感
が
ふ
か
い
。
し
た
が

っ
て
叙
事
詩
は
、

ア
ダ
ム
の
楽
園
追
放
と
い
う
神
話
を
枠
組
み
と
し
て
も
ち
な
が
ら
も
、

じ
つ
は
王
政
復
古
期
の
詩
人
の
願
望
を
い
い
つ
く

し
た
も
の
と
み
て
い
い
。
詩
人
は
「
貴
族
と
お
も
だ
っ
た
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
」
の
理
想
型
を
創
造
時
の
ア
ダ
ム
の
姿
に
う
た
い
こ
み
、 わ

れ

ミルトンの「市民社会j論179 



フ

リ

ー

・

コ

モ

ン

ウ

エ

ル

ス

コ

モ

ナ

ル

テ

イ

自
由
共
和
国
の
栄
光
の
構
造
を
ア
リ
社
会
の
共
同
社
会
で
象
徴
し
つ
つ
、
成
る
べ
く
し
て
成
ら
な
か
っ
た
自
由
共
和
国
へ
の
挽
歌
と
、

そ

れ
へ
の
新
た
な
展
望
を
、
こ
こ
に
う
た
い
あ
げ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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四

人
文
主
義
者
ミ
ル
ト
ン

ミ
ル
ト
ン
は
、

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
政
権
の
内
に
い
て
外
国
語
担
当
秘
書
官
と
し
て
の
公
的
任
務
に
つ
い
て
い
た
時
期
に
は

と
く
に
そ
の
前

半
に
お
い
て
は
)

こ
こ
に
成
っ
た
共
和
政
に
た
い
し
て
深
く
は
批
判
の
言
辞
を
弄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

や

そ
の
暇
は
な
か
っ
た

と
い
っ
た
ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

『

P

-

、、-p-、

宇
J
宇
J

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
一
六
五
九
年
九
月
に
世
を
去
り
、

そ
の
後
ミ
ル
ト
ン
も
公
職
を
辞
す
る
段
階

で

つ
ま
り
王
政
回
復
が
必
至
の
状
況
の
な
か
で
、

か
れ
は
共
和
政
と
は
何
か
、

と
い
う
深
刻
な
反
省
を
強
い
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ク

ロ
ム
ウ
ェ
ル
そ
の
人
に
た
い
す
る
批
判
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
う
ぜ
ん
の
こ
と
だ
が
、
共
和
政
府
を
牛
耳
っ
た
独
立
派
の
面
々
に

た
い
す
る
批
判
も
あ
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
が
『
自
由
共
和
国
樹
立
の
要
諦
』

の
な
か
で
、
「
終
身
制
の
元
老
院
」
を
基
礎
と
す
る
中
央
評
議
会

を
つ
く
り
、

そ
れ
を
共
同
社
会
|
|
つ
ま
り
市
民
社
会
ー
ー
の
礎
石
と
す
る
と
い
う
構
想
の
背
景
に
は
、

か
つ
て
か
れ
が
『
教
育
論
』

グ〉

な

か
で
、
「
わ
が
国
の
貴
族
と
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
の
子
弟
」

i

l
つ
ま
り
教
育
面
・
倫
理
面
に
お
い
て
堅
牢
な
基
礎
を
誇
り
得
る
層
ー
ー
の
形
成

を
提
議
し
た
こ
と
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
文
主
義
的
な
人
間
の
育
成
に
自
由
共
和
国
建
設
の
将
来
を
託
す
る
と
い
う
考

え
方
が
、

か
れ
の
胸
中
深
く
に
あ
っ
た
。
以
上
で
ミ
ル
ト
ン
の
市
民
社
会
論
の
政
治
形
態
と
、

か
れ
が
そ
の
内
実
を
ど
う
考
え
た
か
は
、

お

お
よ
そ
判
明
し
た
も
の
と
思
う
。



『
自
由
共
和
樹
立
の
要
諦
』
改
定
版
の
な
か
で
も
大
き
な
比
重
を
有
す
る
「
雅
量
」

B
m
w
m
g
E自
由
片
山

ω
の
概
念
が
、
そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト

こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
で
る
議
論
で
あ
る
こ
と
は
、

(
こ
の
こ
と
は
す
で

に
見
た
よ
う
に
、
『
教
育
論
』

の
な
か
で
も
現
わ
れ
て
い
た
。
)
『
要
諦
』

の
一
時
即
で
、

良
心
の
自
由
を
大
切
に
し
、
そ
れ
を
保
護
す
る
の
は
、
自
由
共
和
国
だ
け
で
あ
る
。
自
由
共
和
国
だ
け
が
雅
量
に
と
み
、

恐
れ
を
知
ら

ず
、
み
ず
か
ら
の
公
平
の
処
置
を
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
王
政
は
、
じ
つ
は
小
心
で
、
徳
と
大
き
な
心

EmO55ω51
え

B
E門
守
の
ゆ
え
に
尊
敬
を
か
ち
え
た
人
び
と
を
信
用
し
な
か
っ
た
が
、
信
仰
あ
つ
き
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
人
び

と
に
猪
疑
の
ま
な
こ
を
向
け
る
の
で
あ
る
。

「
雅
量
」
、

つ
ま
り
「
大
き
な
心
」
を
は
ぐ
く
む
の
は
自
由
共
和
国
で
あ
っ
て
、
王
政
は
そ
れ
を
嫌
い
、
「
信
仰
」
を
こ
ば
む
と
い
う
文
脈
か

ら
わ
か
る
こ
と
は
、
ミ
ル
ト
ン
は
「
雅
量
」
と
「
信
仰
」
を
ほ
ぼ
等
価
値
的
に
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
雅
量
の
美

徳
を
は
ぐ
く
む
主
体
が
自
由
共
和
国
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
美
徳
の
根
源
は
、
自
由
共
和
国
の
主
柱
で
あ
る
「
貴
族
と
お

も
だ
っ
た
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
」
以
外
に
は
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
政
局
の
急
激
な
反
動
化
の
時
期
を
迎
え
て
、
ミ
ル
ト
ン
が
そ
の
共
和

政
論
を
急
逮
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
に
、

か
れ
の
脳
裏
を
走
っ
た
も
の
が
、

こ
の
人
文
主
義
的
な
倫
理
観
で
あ
っ
た
こ
と

は
疑
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
意
図
は
、
『
楽
園
の
喪
失
』

の
な
か
に
、
文
芸
の
純
粋
性
と
永
遠
性
を
託
さ
れ
て
歌
い
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る

内
容
で
も
あ
っ
た
。
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※
本
論
考
は
一
九
九
七
年
五
月
一
九
日
に
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
拙
著

『
ミ
ル
ト
ン
』
(
清
水
書
院
〈
人
と
思
想
シ
リ
ー
ズ
〉

一
九
九
七
年
八
月
三

O
日
発
行
)

の
校
正
刷
り
を
手
元
に
お
い
て
語
っ
た
。
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し
た
が
っ
て
同
書
の
あ
る
部
分
ー
ー
と
く
に
第

6
章
「
王
政
復
古
前
夜
」

の
項
ー
ー
は
本
論
考
と
、

ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
を
、
初
め
に

お
断
り
申
し
上
げ
る
。
ま
た
拙
著
『
ミ
ル
ト
ン
と
そ
の
周
辺
』
(
彩
流
社
、

一
九
九
五
年
)
所
収
「
ミ
ル
ト
ン
と
一
六
四
四
年
」

「
ミ
ル
ト
ン
と
王
政
復
古
」

の
章
を
ご
参
照
い
た
だ
け
た
ら
幸
せ
で
あ
る
。

注(
l
)

イ
ェ

l
ル
大
学
出
版
部
『
散
文
全
集
』
第
一
巻
、
七
五

0
1七
五
六
ペ
ー
ジ
。
新
井
明
・
田
中
浩
(
共
訳
)
『
教
会
統
治
の
理
由
」
(
未
来

社
、
一
九
八
六
年
)
、
一
四
l

二
一
ペ
ー
ジ
。

(
2
)

『
散
文
全
集
』
第
二
巻
、
二
九
二
ペ
ー
ジ
。
新
井
・
佐
野
弘
子
・
田
中
(
共
訳
)
『
離
婚
の
教
理
と
規
律
』
(
未
来
社
、

五
ー
一
一
六
ペ
ー
ジ
。

(
3
)

前
記
、
「
ミ
ル
ト
ン
と
一
六
四
四
年
」
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
4
)

『
散
文
全
集
』
第
二
巻
、
四

O
六
ペ
ー
ジ
。
私
市
元
宏
・
黒
田
健
二
郎
(
共
訳
)
『
教
育
論
』
(
未
来
社
、

な
お
注
ご
八
九
)
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
5
)

『
散
文
全
集
』
第
二
巻
、
五
二
七
ペ
ー
ジ
。

(
6
)

『
散
文
全
集
』
第
七
巻
、
三
八
三
、
四
五
八
、
四
五
九
ペ
ー
ジ
。

(
7
)

『
散
文
全
集
』
第
七
巻
、
三
六
九
ペ
ー
ジ
。

一
九
九
八
年
)
、

一
九
八
四
年
)

二
五
ペ
ー
ジ
。



(
8
)

『
散
文
全
集
』
第
七
巻
、
四
一
二
|
四
二
二
ペ
ー
ジ
。

(9)

『
散
文
全
集
』
第
七
巻
、
四
四
三
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
今
関
恒
夫
氏
は
こ
の
解
釈
に
賛
意
を
示
し
て
く
だ
さ
る
。
永
岡
薫
・
今
関
恒
夫
(
共
編
)
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
け
る
ミ
ル
ト
ン
と
パ
ニ

ヤ
ン
』
(
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
一
年
)
、
二
七

0
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
『
散
文
全
集
』
第
七
巻
、
四
四
三
|
四
四
四
ペ
ー
ジ
。

(
ロ
)
『
散
文
全
集
』
第
一
巻
、
七
八
九
ペ
ー
ジ
。
新
井
・
田
中
共
訳
本
、
六
三
ペ
ー
ジ
以
下
。

(
日
)
『
楽
園
の
喪
失
』
の
訳
は
す
べ
て
新
井
訳
(
大
修
館
書
庖
、
一
九
七
八
年
)
よ
り
。

(M)

詳
し
く
は
新
井
『
ミ
ル
ト
ン
の
世
界
|

l
叙
事
詩
性
の
軌
跡
』
(
研
究
社
出
版
、

『
教
育
論
』
」
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
日
)
『
散
文
全
集
』
第
七
巻
、
四
五
六
|
四
五
七
ペ
ー
ジ
。

一
九
八

O
年
)
、
第
五
章
「
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
観
の
実
践
ー
ー
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