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は
じ
め
に

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
の
政
治
思
想
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
現
代
の
政
治
に
見
ら
れ
る
強
い
価
値
中
立
性
で
あ
る
（
1
）

。
現
代
の
リ
ベ

ラ
ル
な
政
治
理
論
は
寛
容
性
や
手
続
上
の
公
正
さ
、
個
人
的
な
権
利
を
何
よ
り
も
重
視
し
、
人
間
の
生
の
目
的
や
道
徳
性
を
捨
象
し
て
、

善
き
生
に
関
す
る
特
定
の
価
値
の
追
求
は
政
治
的
な
課
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
サ
ン
デ
ル
は
、
リ
ベ
ラ

ル
な
政
治
思
想
に
お
い
て
も
目
標
と
す
べ
き
理
想
は
存
在
す
る
は
ず
だ
が
、
も
し
最
高
善
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
理
想
の
道
徳
的
基
礎
は
一
体
ど
こ
に
見
出
せ
る
の
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
サ
ン
デ
ル
の
批
判
は
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
思
想
の
み
に
該
当
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
リ
ベ
ラ
ル
の
対
抗
軸
と
見

な
さ
れ
て
い
る
保
守
主
義
に
も
、
価
値
中
立
的
な
思
想
傾
向
が
存
在
し
て
い
る
。

保
守
主
義
の
第
一
目
標
は
「
維
持
す
る
こ
と
」
も
し
く
は
「
保
存
す
る
こ
と
」（conserve

）
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
肝

心
の
維
持
す
べ
き
対
象
や
保
存
す
べ
き
対
象
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。「
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
本
質
が
特
定
の
価
値
の
提
示
や
そ
の

理
念
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
保
守
主
義
の
こ
の
曖
昧
さ
は
「
主
義
」
と
し
て
、
ま
た
政
治
思
想
と
し
て
致
命
的
で

あ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
前
提
と
な
る
問
題
意
識
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
稿
の
目
的
は
、
政
治
思
想
や
政
治
哲
学
の
存
在
意
義
は
価
値
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
に
あ
る
と
い
う
考
え
に
立
脚
し
た

上
で
、
現
実
の
政
治
に
も
直
接
的
な
影
響
力
を
持
つ
政
治
思
想
で
あ
る
保
守
主
義
の
中
に
、
価
値
追
求
に
関
し
て
消
極
的
な
性
向
が
存
在

し
て
い
る
た
め
に
生
じ
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
保
守
主
義
が
価
値
の
中
立
性
を
志
向
す
る
こ
と
に
対
し
て
積
極
的
な
評
価
を
与
え
た
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ

五
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ト
の
政
治
思
想
を
批
判
的
に
考
察
す
る
。
次
い
で
、
保
守
主
義
の
始
祖
と
理
解
さ
れ
て
い
る
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
お
よ
び

バ
ー
ク
の
思
想
の
理
解
者
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
政
治
家
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル
の
保
守
主
義
観
の
分
析
を
通
し
て
、
保
守
主
義
の
本

質
に
つ
い
て
考
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
理
論
的
・
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
国
教
会
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
政
治
や
保
守
主
義
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
る
。
最
後
に
保
守
主
義
を
価
値

中
立
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
点
に
つ
い
て
扱
い
、
結
論
と
し
て
当
為
の
学
で
あ
り
、
そ
し
て
批
判
の
学
と
し

て
の
政
治
思
想
・
政
治
哲
学
の
中
に
保
守
主
義
を
位
置
づ
け
る
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

一　

価
値
追
求
を
捨
て
た
保
守
主
義　

〜
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
〜

マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
トM

ichael O
akeshott

（
一
九
〇
一
│
一
九
九
〇
）
は
、
保
守
と
い
う
も
の
を
「
教
義
」（creed

）
や
「
教

理
」（doctrine

）
と
し
て
で
は
な
く
、「
保
守
的
で
あ
る
こ
と
」（being conservative

）
と
い
う
「
気
質
」（disposition

）
と
し
て
理
解
す

べ
き
だ
と
考
え
た
（
2
）

。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
保
守
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
知
な
も
の
よ
り
馴
れ
親
し
ん
だ
も

の
を
、
試
み
ら
れ
な
い
も
の
よ
り
試
み
ら
れ
た
も
の
を
、
神
秘
よ
り
事
実
を
、
可
能
性
よ
り
現
実
性
を
、
無
限
よ
り
有
限
を
、
遠
い
も

の
よ
り
近
い
も
の
を
、
億
万
長
者
の
豊
か
さ
よ
り
不
足
感
が
な
い
程
度
の
豊
か
さ
を
、
完
全
さ
よ
り
便
利
さ
を
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
至
福

よ
り
現
在
の
笑
い
を
、
選
好
す
る
こ
と
。
親
し
い
者
と
の
関
係
や
親
し
い
者
に
誠
を
尽
く
す
こ
と
の
方
が
、
も
っ
と
有
利
な
コ
ネ
の
誘

惑
よ
り
も
選
び
取
ら
れ
る
。
獲
得
し
拡
張
す
る
こ
と
は
、
保
持
し
錬
磨
し
享
受
す
る
こ
と
ほ
ど
大
切
で
は
な
い
。
喪
失
の
嘆
き
の
方
が
、

五
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新
奇
な
も
の
や
約
束
の
興
奮
よ
り
切
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
己
れ
の
運
命
に
耐
え
る
こ
と
、
己
れ
の
資
力
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
生
き
る
こ
と
、

あ
ま
り
完
璧
で
な
く
て
も
│
そ
の
欠
け
は
自
分
の
せ
い
で
も
あ
れ
ば
環
境
の
せ
い
で
も
あ
る
│
満
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
人
び
と

の
場
合
は
、
そ
れ
は
一
つ
の
選
択
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
の
人
々
の
場
合
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
ま
た
は
と
き
ど
き
好
き
嫌
い
に
現
わ

れ
る
気
質
で
あ
っ
て
決
意
し
て
選
び
取
ら
れ
た
り
、
取
り
分
け
錬
磨
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
（
3
）

。

こ
こ
で
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
示
し
て
い
る
の
は
、
保
守
主
義
と
い
う
政
治
思
想
の
性
格
が
、
特
定
の
価
値
の
称
揚
や
そ
の
具
体
化
を
志

向
す
る
、
そ
の
他
の
多
く
の
政
治
思
想
と
は
完
全
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

政
治
思
想
や
政
治
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
本
質
的
に
は
当
為
の
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
今
の
政
治
や
社
会
、
経
済
、
文
化
な
ど
の
問
題

点
を
批
判
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
克
服
を
目
指
す
理
論
的
枠
組
み
や
新
た
な
価
値
規
範
の
提
示
を
使
命
と
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
歴
史

上
の
政
治
思
想
家
の
多
く
は
そ
の
時
々
の
為
政
者
や
社
会
か
ら
の
弾
圧
や
迫
害
を
被
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
政
治
思
想
や
政
治

哲
学
は
当
為
の
学
で
あ
る
と
共
に
、
批
判
の
学
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
現
状
の
是
認
を
第
一
と
し
、
不
安

定
さ
や
不
確
実
さ
へ
の
懸
念
か
ら
変
革
を
回
避
せ
よ
と
説
く
。
い
う
な
れ
ば
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
保
守
と
い
う
も
の
を
「
保
守
的
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
姿
勢
や
性
向
を
表
す
概
念
と
再
定
義
し
、
価
値
的
内
実
の
追
求
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
く
か
ら
政
治
思

想
や
政
治
哲
学
の
使
命
と
さ
れ
て
き
た
価
値
規
範
の
提
起
者
と
し
て
の
役
割
と
現
状
へ
の
批
判
者
と
い
う
役
割
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
あ

る
。オ

ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
議
論
は
、「
合
理
主
義
」（R

ationalism

）
に
対
す
る
批
判
か
ら
始
ま
る
。

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
知
に
は
「
技
術
的
知
識
」（technical know

ledge, know
ledge of technique

）
と
「
実
践
的
知
識
」

五
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（practical know
ledge

）
な
い
し
「
伝
統
的
知
識
」（traditional know

ledge

）
の
二
種
類
が
あ
る
（
4
）

。
技
術
知
と
は
意
図
的
な
学
習
が
可
能
で
、

諸
々
の
ル
ー
ル
に
定
式
化
で
き
る
よ
う
な
知
の
こ
と
で
あ
り
、
対
し
て
実
践
知
な
い
し
伝
統
知
と
は
教
条
的
に
定
式
化
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
、
実
践
を
通
し
て
初
め
て
身
に
つ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
知
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
い
う
合
理
主
義
と

は
「
実
践
的
知
識
と
わ
た
く
し
の
呼
ん
だ
も
の
は
知
識
で
も
何
で
も
な
い
と
い
う
主
張
」「
正
確
に
は
、
技
術
的
知
識
で
な
い
知
識
は
存

在
し
な
い
と
い
う
主
張
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
合
理
主
義
者
に
と
っ
て
「
理
性
」
の
主
権
は
技
術
の
主
権
（sovereignty of technique

）

を
意
味
す
る
」
こ
と
に
な
る
（
5
）

。

合
理
主
義
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
政
治
に
は
、「
欠
乏
感
の
政
治
」（politics of the felt need

）、「
完
全
性
の
政
治
」（politics of 

perfection

）
お
よ
び
「
統
一
性
の
政
治
」（politics of uniform

ity

）
と
い
う
三
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
（
6
）

。
第
一
に
欠
乏
感
の
政
治
と
は
、

政
治
と
い
う
も
の
の
性
格
を
危
機
の
連
続
と
考
え
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
合
理
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
政
治
で
あ
り
、
こ
こ
で

は
政
治
上
の
営
み
は
工
学
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
完
全
性
の
政
治
と
は
、
合
理
的
な
解
決
が
困
難
な
問
題
、
す
な
わ
ち
不
合
理
性

は
政
治
が
対
処
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
排
除
す
る
政
治
の
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
統
一
性
の
政
治
と
は
、
個
別
の

状
況
を
無
視
し
た
完
全
性
の
政
治
を
行
っ
た
場
合
に
生
じ
る
、
完
全
性
と
い
う
条
件
を
人
間
の
行
為
に
画
一
的
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
強

い
る
政
治
を
指
し
て
い
る
。

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
合
理
主
義
を
批
判
し
た
際
、
そ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
古
く
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
後
の
革
命
体
制
で
あ
り
、

新
し
く
は
二
十
世
紀
の
左
右
の
全
体
主
義
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
理
性
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
が

攻
撃
し
た
の
は
、
近
現
代
以
降
の
政
治
や
思
考
様
式
に
お
け
る
理
性
の
適
用
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
過
度
の
合
理
主
義
で
あ
っ
た
（
7
）

。

さ
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
の
第
一
の
眼
目
は
合
理
主
義
批
判
に
あ
る
が
、
看
過
で
き
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
、

五
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国
家
や
権
力
が
道
徳
的
・
規
範
的
役
割
を
担
う
こ
と
に
対
す
る
警
戒
感
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
政
治
的
保
守
気
質
を
知
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
は
、
自
然
法
や
摂
理
に
基
づ
く
秩
序
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
道
徳

や
宗
教
と
も
無
関
係
で
あ
る
。
知
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
と
は
、
次
の
よ
う
な
信
念
（
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
信
念
は
一
つ

の
仮
説
以
上
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
）
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
生
活
様
式
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
信
念
は
、
統
治
と
は
あ
る
特
別
の
限
定
さ
れ
た
活
動
、
す
な
わ
ち
営
為
の
一
般
的
ル
ー
ル
を
供
給
し
保
護
す
る
こ
と
だ
、
と
す
る

信
念
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
一
般
的
ル
ー
ル
は
、
人
び
と
に
実
体
的
な
活
動
を
押
し
つ
け
る
計
画
と
し
て
で
は
な
く
、
か
れ
ら
を
し

て
自（
マ
マ
）

か
ら
選
ん
だ
活
動
を
挫
折
を
最
小
限
に
止
め
つ
つ
遂
行
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
道
具
│
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
に
つ
い
て
保
守
的

で
あ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
何
も
の
か
│
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
8
）

。

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
は
じ
め
、
多
く
の
保
守
主
義
者
に
よ
っ
て
攻
撃
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
・
ボ

ベ
ロ
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
は
「
あ
る
種
の
宗
教
性
」
が
発
達
し
、
国
民
・
憲
法
・
法
な
ど
が
「
聖
な
る
も
の
」
と
さ
れ
た
と
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
9
）

、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
後
の
革
命
政
権
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
の
新
た
な
「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
」
が
単

に
政
治
共
同
体
や
政
治
体
制
、
統
治
機
構
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
道
徳
・
倫
理
・
規
範
の
主
宰
者
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
価
値
体
系
を
破
壊
し
た
後
に
成
立
し
た
市
民
社
会
の
規
範
体
系
を
規
定
す
る
の
は
、
市
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
成

立
し
た
、
も
は
や
唯
一
の
権
威
と
な
っ
た
「
共
和
国
」
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
が
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー

の
提
示
し
た
「
市
民
宗
教
」（religion civile

）
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。

五
二
二



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
七
一
）

ル
ソ
ー
に
お
い
て
政
治
共
同
体
は
両
義
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
は
一
般
意
思
が
展
開
さ
れ
る
た
め
の
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

場
で
あ
る
と
同
時
に
、
ル
ソ
ー
が
人
間
の
道
徳
的
堕
落
の
原
因
だ
と
考
え
た
社
会
性
（sociabilité

）
が
必
然
的
に
生
じ
て
し
ま
う
場
で
も

あ
る
。
そ
の
た
め
、
ル
ソ
ー
に
は
共
同
体
が
道
徳
性
や
倫
理
性
を
備
え
る
た
め
の
理
論
的
裏
付
け
を
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
市

民
宗
教
で
あ
る
。「
…
主
権
者
が
そ
の
項
目
を
き
め
る
べ
き
、
純
粋
に
市
民
的
な
信
仰
告
白
が
あ
る
。
そ
れ
は
厳
密
に
宗
教
の
教
理
と
し

て
で
は
な
く
、
そ
れ
な
く
し
て
は
善
き
市
民
、
忠
実
な
市
民
た
り
え
ぬ
、
社
交
性
（sociabilité

）
の
感
情
と
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
を
信
じ

る
こ
と
は
何
び
と
に
も
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
主
権
者
は
、
そ
れ
を
信
じ
な
い
も
の
は
誰
で
あ
れ
、
国
家
か
ら
追
放
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
10
）

」
と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
い
う
市
民
宗
教
の
目
的
は
国
家
を
維
持
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
市

民
的
徳
性
の
涵
養
に
あ
る
が
、
そ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
国
家
（
共
同
体
）
は
あ
た
か
も
実
際
の
宗
教
に
お
け
る
権
威
者
の
よ
う
に
振
る
舞

う
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
ル
ソ
ー
の
提
示
し
た
市
民
宗
教
は
、
政
治
な
い
し
国
家
（
共
同
体
）
自
体
と
宗
教
を
一
体
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
11
）

。

保
守
主
義
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
が
嫌
悪
し
て
き
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
政
治
と
宗
教
の
関
係
、
す
な
わ
ち
国

家
自
体
が
宗
教
や
社
会
規
範
の
主
宰
者
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ク
イ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
保
守
主
義
の
前
提
に
は
人
間
の
不
完
全
性
に
対
す
る
顧
慮
が
存
在
す
る
（
12
）

。
こ
の
人
間
の
不
完

全
性
の
中
に
は
、
知
的
不
完
全
性
と
道
徳
的
不
完
全
性
が
あ
る
。
知
的
不
完
全
性
と
い
う
見
解
か
ら
導
出
さ
れ
る
の
は
実
際
の
政
治
生
活

か
ら
隔
た
っ
て
い
る
政
治
思
想
家
の
抽
象
的
理
論
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
政
治
に
対
す
る
懸
念
で
あ
り
、
道
徳
的
不
完
全
性
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
の
は
法
律
や
制
度
の
整
備
を
通
し
て
、
暴
走
し
が
ち
な
人
間
の
行
動
に
一
定
の
制
限
を
課
す
法
律
や
制
度
の
整
備
の
必
要
性
で
あ

る
。
そ
の
上
で
ク
イ
ン
ト
ン
は
、
保
守
主
義
の
原
理
と
し
て
、
伝
統
主
義
と
有
機
体
主
義
と
政
治
的
懐
疑
主
義
を
挙
げ
る
（
13
）

。
ま
ず
、
伝
統

主
義
と
は
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
慣
習
や
制
度
に
対
す
る
愛
着
や
敬
意
で
あ
る
。
次
に
有
機
体
主
義
と
は
一
体
的
か
つ
自
然
に
成
長
す

五
二
三
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る
組
織
的
な
存
在
と
し
て
社
会
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
政
治
的
懐
疑
主
義
と
は
政
治
に
必
要
な
知
恵
や
知
識
は
ひ
と
り
の
特

異
な
思
想
家
の
観
念
的
理
論
の
中
に
で
は
な
く
、
社
会
全
体
に
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
社
会
的
経
験
の
中
に
の
み
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ク
イ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
は
、
知
と
道
徳
の
双
方
に
お
け
る
人
間
の
不

完
全
性
に
依
拠
し
た
伝
統
主
義
と
有
機
体
主
義
と
政
治
的
懐
疑
主
義
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に

基
づ
け
ば
、
人
工
的
共
同
体
に
過
ぎ
な
い
国
家
が
人
間
の
内
面
に
関
す
る
絶
対
的
権
威
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
不
完
全
な
人
間
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
国
家
は
当
然
な
が
ら
同
様
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
不
完
全
で
あ
る
以
上
、
市
民
の
教
化
な
ど
望
む
べ
く
も
な
く
、
ま
た

国
家
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
介
入
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
保
守
主
義
観
に
則
し
て
評
価
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
に
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
彼
は
さ
ら
に
徹
底
し
、
保
守
と
い
う
も
の
を
「
保
守
的
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
「
気
質
」
へ
と
変
質
さ
せ
た
。「
し
た
が
っ
て
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
保
守
家
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
統
治
は
別
の
よ
り
良
い
世
界
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
て
始
ま
る
の
で
は
な
い
。

…
要
す
る
に
、
統
治
を
予
示
す
る
も
の
は
儀
礼
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
宗
教
や
哲
学
に
お
い
て
、
で
は
な
い
。
秩
序
だ
っ
た
平
穏
な
行

動
を
喜
び
楽
し
む
こ
と
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
真
理
や
完
全
性
を
探
求
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
で
は
な
い
（
14
）

」
と
い
う
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト

の
言
葉
に
は
、
当
為
の
学
、
そ
し
て
批
判
の
学
と
し
て
の
政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
の
絶
縁
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

も
は
や
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
、「
保
守
〝
主
義
〞
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
新
奇
な
も
の
よ
り
も
馴
れ
親
し
ん

だ
も
の
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
一
見
穏
当
な
思
想
を
説
い
た
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
だ
が
、
そ
の
実
彼
の
思
想
は
ど
の
政
治
哲
学
者
の
も
の
よ

り
も
過
激
で
あ
っ
た
。

五
二
四



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
七
三
）

二　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
保
守
主
義　

〜
バ
ー
ク
と
セ
シ
ル
〜

前
節
で
記
し
た
よ
う
に
、
保
守
主
義
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
国
家
が
道
徳
的
・
倫
理
的
・
規
範
的
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
対
す
る
強
い
懸
念
に
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
を
考
察
す
る
際
に
失
念
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
保
守
主
義
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
り
、
か
つ
保
守
主
義
者
を
自
認
す
る
者
が
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の

君
主
と
並
ん
で
、
国
教
会
制
度
、
と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
（C

hurch of E
ngland

）
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
15
）

。
日
本

も
含
め
、
君
主
制
を
採
用
し
て
い
る
国
家
に
お
い
て
、
保
守
主
義
者
と
し
て
の
要
件
と
し
て
君
主
や
王
室
に
対
す
る
尊
敬
や
忠
誠
心
が
挙

げ
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
の
場
合
、
君
主
に
対
す
る
敬
意
だ
け
で
は
保
守
主
義
の
要
件
を
満
た
す

こ
と
に
は
な
ら
ず
、
国
教
会
の
尊
重
も
揃
っ
て
は
じ
め
て
、
十
全
の
保
守
主
義
と
な
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
クE

dm
und B

urke

（
一
七
二
九
│
一
七
九
七
）
と
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ルH

ugh C
ecil

（
一
八
六
九

│
一
九
五
六
）
と
い
う
代
表
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
者
の
言
説
を
材
料
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
や

国
教
会
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
バ
ー
ク
は
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
道
徳
上
の
諸
制
度
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
的
諸
制
度
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
政
治
的
諸
制
度
│
人
間
的
理
解
力
と

愛
情
と
を
神
的
に
結
び
付
け
る
理
性
的
自
然
的
紐
帯
の
助
け
と
な
る
も
の
│
は
す
べ
て
、「
人
間
」
と
い
う
あ
の
素
晴
ら
し
い
構
造
を

築
き
上
げ
る
た
め
必
要
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
す
。
実
に
こ
の
「
人
間
」
た
る
こ
と
の
大
な
る
権
利
と
は
、
高
度
に
自
己
形
成
す

五
二
五
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四
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る
被
造
物
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
る
べ
く
形
成
さ
れ
た
「
人
間
」
は
、
創
造
の
秩
序
に
あ
っ
て
決
し
て
卑
し
か
ら
ぬ

位
置
を
占
め
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
勿
論
、
よ
り
良
き
本
性
が
常
に
支
配
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
し
て
他
の

人
々
の
上
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
た
人
物
の
場
合
に
は
特
に
、
可
能
な
限
り
彼
に
と
っ
て
の
完
全
さ
へ
接
近
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
（
16
）

。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
「
紳
士
の
精
神
」（the spirit of a gentlem

an

）
と
「
宗
教
の
精
神
」（the spirit of religion

）
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
と
考
え
る
バ
ー
ク
に
と
っ
て
（
17
）

、
キ
リ
ス
ト
教
は
彼
の
思
想
に
と
っ
て
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
こ
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
バ
ー
ク
の
考
え
で
は
、
人
間
の
権
利
（prerogative

）
は
人
間
が
被
造
物
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
普
遍
的
な
人
権
概
念
が
、
人

間
は
そ
の
存
在
自
体
の
絶
対
性
の
必
然
と
し
て
権
利
を
有
す
る
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、
バ
ー
ク
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う

被
造
物
と
し
て
の
自
覚
が
、
人
間
に
規
範
を
与
え
る
と
共
に
尊
厳
を
も
付
与
す
る
と
認
識
し
た
。
被
造
物
と
し
て
の
意
識
は
、
創
造
主
で

あ
る
神
の
絶
対
性
と
完
全
性
に
対
置
さ
れ
る
有
限
な
存
在
と
し
て
の
自
覚
を
人
間
に
強
い
る
。
だ
が
、
自
ら
の
不
完
全
性
の
自
覚
こ
そ
が
、

自
身
や
理
性
を
含
む
自
身
の
能
力
を
誇
る
こ
と
の
傲
慢
さ
を
痛
感
さ
せ
、
不
遜
な
態
度
を
反
省
さ
せ
て
、
人
間
を
尊
厳
あ
る
も
の
へ
と
導

く
。
こ
こ
ま
で
は
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
本
質
的
特
性
に
関
す
る
こ
と
だ
が
、
バ
ー
ク
は
こ
れ
に
加
え
て
、
政
治
・
社
会
制
度
や

道
徳
と
い
っ
た
後
天
的
・
経
験
的
要
素
も
人
格
形
成
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
バ
ー
ク
が
「
道
徳

上
（m

oral

）
の
諸
制
度
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
要
す
る
に
、

人
間
は
本
性
的
に
神
に
よ
る
被
造
物
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
後
天
的
・
経
験
的
に
も
神
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
通
し
て
人
格
が

形
成
さ
れ
て
い
く
存
在
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
「
宗
教
こ
そ
文
明
社
会
の
基
礎
で
あ
り
、
す
べ
て
の
善
、
す
べ
て
の
慰
め

五
二
六



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
七
五
）

の
源
泉
で
あ
る
と
知
っ
て
い
ま
す
。
知
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
層
良
い
こ
と
に
は
内
的
に
そ
う
感
じ
（
18
）

」
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
で
は
、
世
俗
と
宗
教
が
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
特
徴
的
な
地
位
が
確
立
さ
れ
て
い
る
国
教
会
は
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
に
と
っ
て
決
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
思
索
上
の
要
件

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

バ
ー
ク
は
、
国
教
会
制
度
に
つ
い
て
、「
こ
れ
こ
そ
は
数
あ
る
我
が
偏
見
中
第
一
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
理
性
を
欠
い
た
偏
見
で
は

な
く
、
内
に
深
遠
宏
大
な
叡
智
を
内
包
し
て
い
る
偏
見
（
19
）

」
で
あ
る
と
明
言
す
る
。
周
知
の
と
お
り
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
に
お
い
て
、
偏

見
（prejudice

）
は
負
の
概
念
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
偏
見
の
第
一
義
的
な
意
味
と
は
「
古
来
の
意
見
」（ancient opinions

）
で
あ
り
、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
歴
史
を
通
し
て
遠
い
過
去
か
ら
継
承
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に
習
慣
的
に
受
容
さ
れ
た
結
果
、
今
や
社
会
の
一
般
的
な
考

え
に
ま
で
至
っ
た
意
見
や
信
念
を
指
す
も
の
で
あ
る
（
20
）

。
そ
の
た
め
、「
我
が
国
の
思
想
家
の
多
く
は
、
共
通
の
偏
見
を
退
け
る
ど
こ
ろ
か
、

そ
う
し
た
偏
見
の
中
に
漲
る
潜
在
的
智
恵
を
発
見
す
る
た
め
に
自
ら
の
賢
察
を
発
揮
す
る
の
で
す
。
彼
ら
は
自
ら
探
し
求
め
て
い
た
も
の

を
発
見
し
た
場
合
│
実
際
失
敗
は
滅
多
に
無
い
の
で
す
が
│
偏
見
の
上
着
を
投
げ
捨
て
て
裸
の
理
性
の
他
は
何
も
残
ら
な
く
す
る
よ
り
は
、

理
性
折
り
込
み
済
み
の
偏
見
を
継
続
さ
せ
る
方
が
遥
か
に
賢
明
で
あ
る
と
考
え
ま
す
（
21
）

」
と
、
バ
ー
ク
は
こ
れ
を
評
価
す
る
。
偏
見
は
、
人

間
が
有
限
な
被
造
物
で
あ
る
以
上
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
逸
脱
や
暴
走
を
抑
制
し
、
人
間
の
思
考
と
行
動
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え

て
い
る
。
い
わ
ば
、
国
家
を
含
め
、
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
様
々
な
も
の
は
偏
見
を
通
し
て
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
た
め
、
バ
ー
ク
の
見
解
で
は
、
種
々
の
偏
見
の
中
で
も
第
一
の
も
の
で
あ
る
国
教
会
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
家
の
あ
り
様
を

知
ら
し
め
る
も
の
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
家
の
本
質
を
意
味
し
て
い
た
。

五
二
七
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こ
の
原
理
は
、
彼
ら
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
民
衆
〕
の
政
治
組
織
の
全
体
系
を
貫
い
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
自
ら
の
教
会
制
度
を
以
て
、

自
ら
の
国
家
に
と
っ
て
便
宜
的
な
も
の
で
は
な
く
本
質
的
な
も
の
と
考
え
ま
す
。
ま
た
そ
れ
は
、
国
家
と
は
異
質
で
分
離
可
能
な
も
の
、

妥
協
の
た
め
付
加
さ
れ
た
も
の
、
一
時
的
な
便
宜
の
観
念
に
従
っ
て
取
り
上
げ
た
り
抛
り
出
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ま

す
。
更
に
、
そ
れ
は
彼
ら
の
憲
法
全
体
の
基
礎
で
あ
っ
て
、
憲
法
そ
の
も
の
及
び
あ
ら
ゆ
る
部
分
と
分
ち
難
く
結
合
し
て
い
る
、
と
も

考
え
ま
す
。
教
会
と
国
家
は
、
彼
ら
の
精
神
の
中
で
は
不
可
分
の
観
念
で
あ
り
、
一
が
言
及
さ
れ
る
時
他
が
言
及
さ
れ
な
い
こ
と
は
ま

ず
あ
り
得
ま
せ
ん
（
22
）

。

こ
こ
で
は
、「
憲
法
」（constitution
）、「
国
家
」（state

）、
そ
し
て
「
教
会
制
度
」（church establishm

ent

）
が
完
全
に
一
体
視
さ
れ
て

い
る
。
バ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
国
教
会
制
度
は
「
国
家
の
聖
別
」（consecration of the state （23
）

）
を
意
味
す
る
。
い
か
な
る
統
治
に
も
何
ら

か
の
正
統
化
装
置
は
必
要
だ
が
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
の
根
底
に
は
被
造
物
の
宿
命
と
も
い
え
る
有
限
性
・
不
完
全
性
に
対
す
る
あ
き
ら

め
が
あ
り
、
人
為
に
対
し
て
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
そ
の
た
め
、
社
会
契
約
説
の
よ
う
に
人
為
に
完
全
に
依
拠
し

た
正
統
化
理
論
は
採
用
で
き
な
い
。
こ
こ
に
長
い
歴
史
の
中
で
育
ま
れ
た
叡
知
で
あ
る
偏
見
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
教

会
制
度
は
単
独
の
個
人
の
理
性
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
偏
見
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
教
会
が
国
家
や
憲
法
と
い
う
世
俗
的
権
威
お
よ
び
権
力
を
「
聖
別
」
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
は
正
統
性

を
獲
得
し
う
る
。
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル
は
バ
ー
ク
の
政
治
哲
学
の
基
調
に
は
国
家
は
聖
な
る
有
機
体
で
あ
る
と
い
う
感
覚
が
存
在
す
る
と
指

摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
的
を
射
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
（
24
）

。

こ
の
セ
シ
ル
も
ま
た
、
バ
ー
ク
と
同
様
に
保
守
主
義
に
お
け
る
国
教
会
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
彼
は
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に

五
二
八
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か
け
て
活
動
し
た
保
守
党
政
治
家
だ
が
、
自
身
の
所
属
政
党
に
関
し
て
、「
ト
ー
リ
ー
は
本
質
的
に
国
教
会
の
党
（a C

hurch P
arty

）
で

あ
っ
た
。
彼
ら
の
関
心
に
お
い
て
、
王
も
二
の
次
で
あ
っ
た
（
25
）

」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
社
会
規
範
と
さ
れ
る
べ
き
は
「
新
約
聖
書
に
お
い

て
啓
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
（
26
）

」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
お
い
て

は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
社
会
や
政
治
に
関
す
る
規
範
性
を
具
現
化
し
た
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
が

わ
か
る
（
27
）

。

だ
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
保
守
主
義
が
重
ん
じ
る
国
教
会
制
度
と
保
守
主
義
が
警
戒
し
た
は
ず
の
ル
ソ
ー
的
な
市
民
宗
教
と
の
相
違

で
あ
る
。

政
治
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
バ
ー
ク
は
「
そ
も
そ
も
政
治
と
説
教
台
と
は
共
通
点
を
殆
ど
持
た
な
い
間
柄
な
の
で
す
（
28
）

」
と
い
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
支
持
す
る
非
国
教
派
牧
師
リ
チ
ャ
ー
ド
・
プ
ラ
イ
ス
に
対
す
る
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
文
章
の
た
め
、

こ
の
個
所
だ
け
を
取
り
上
げ
て
バ
ー
ク
の
政
治
観
や
宗
教
観
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
が
聖
俗
の
間
に
は
一
定
の
距
離
が
設

け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。

こ
の
件
に
つ
い
て
、
バ
ー
ク
の
信
奉
者
で
あ
り
、
優
れ
た
解
釈
者
で
も
あ
っ
た
セ
シ
ル
は
よ
り
明
快
に
述
べ
て
い
る
。
新
約
聖
書
が
教

え
て
い
る
と
こ
ろ
は
「
カ
エ
サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
」（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
二
十
二
章
二
十
一

節
）
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
宗
教
的
事
項
と
世
俗
的
事
項
の
分
離
」（separation of spiritual and secular m

atters

）
で
あ

る
た
め
、「
国
家
の
権
威
が
及
ぶ
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
領
域
は
純
粋
に
宗
教
的
な

事
柄
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
（
29
）

」。
政
治
や
社
会
に
お
け
る
規
範
の
根
本
と
し
て
宗
教
は
絶
対
不
可
欠
で
あ
る
が
、
規
範
と
い
う
も
の
は
疑
似

宗
教
化
し
た
政
治
（
国
家
）
に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
規
範
は
、
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
信
仰
を
通
し
て
涵
養
さ
れ
た
自

五
二
九
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身
の
内
面
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
政
治
（
国
家
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
強
制
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

セ
シ
ル
は
そ
う
考
え
た
。「
人
間
の
社
会
の
仕
組
み
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
性
質
を
表
現
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が

人
間
の
性
質
を
つ
く
り
変
え
る
こ
と
な
ど
で
き
る
わ
け
が
な
い
（
30
）

」
と
い
う
セ
シ
ル
の
社
会
観
は
、
個
人
の
内
面
の
自
由
や
政
治
と
宗
教
の

分
離
の
重
要
性
、
そ
し
て
国
家
に
よ
る
市
民
の
教
化
（
公
民
化
）
の
不
可
能
性
の
表
明
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
セ
シ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
社
会
改
革
に
対
す
る
強
い
志
向
性
を
認
め
て
い
る
が
、
国
家
が
宗
教
的
な
理
念
か
ら
社
会
改
革
に
乗
り
出
す
こ
と
に
は
反
対
し
た
。

社
会
改
革
は
、
信
仰
心
を
持
っ
た
個
々
人
が
そ
の
精
神
を
も
っ
て
政
治
を
動
か
し
た
時
に
初
め
て
可
能
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
宗
教
は
社

会
や
政
治
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
人
の
信
仰
に
基
づ
く
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
教
会
は
、
社
会
に
お
け
る
価
値
や
規
範
の
問
題
に
つ
い
て
直
接
に
率
先
垂
範
す
る
国
家
の
一
機
関
と
し
て
で
は

な
く
、
人
々
に
内
面
性
涵
養
の
場
と
機
会
を
提
供
す
る
点
に
お
い
て
有
意
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
は
宗
教
の
社
会
的
効
用
の
み
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
バ
ー
ク
や
セ
シ
ル
が
宗
教
を
重
視
し
た
理
由

は
そ
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
バ
ー
ク
は
篤
い
信
仰
心
の
持
ち
主
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
31
）

。
彼
は
単
に
社
会
秩
序
を
守
る
た
め
の

擁
壁
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
宗
教
を
効
用
面
か
ら
の
み
、
評
価
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
（
32
）

。
こ
の
バ
ー
ク
に
し
て
も
、
セ
シ
ル
に

し
て
も
、
篤
い
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
持
ち
、
そ
の
精
神
を
最
大
限
尊
重
し
て
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
社
会
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
み

な
が
ら
も
、
国
家
に
よ
っ
て
特
定
の
宗
教
が
直
接
的
に
唱
道
さ
れ
、
市
民
の
あ
る
べ
き
範
型
と
し
て
そ
の
精
神
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
は

反
対
し
た
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
個
人
の
内
面
へ
の
国
家
介
入
に
対
す
る
嫌
悪
感
や
警
戒
感
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
バ
ー
ク
が

「
感
情
や
習
俗
や
道
徳
思
想
に
つ
い
て
の
革
命
（
33
）

」
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
三
〇
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三　

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
根
幹
と
し
て
の
国
教
会
お
よ
び
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム

バ
ー
ク
に
し
て
も
、
セ
シ
ル
に
し
て
も
、
政
府
や
狭
義
の
国
家
自
体
が
人
々
の
内
面
に
直
接
的
に
入
り
込
む
こ
と
に
対
し
て
明
確
に
反

対
を
示
し
て
い
た
。
国
家
と
い
っ
て
も
、
所
詮
は
不
完
全
な
人
間
の
作
為
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
国
家
に
何
ら
か
の
道
徳
的
・
倫
理

的
・
規
範
的
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
不
完
全
性
と
い
う
本
質
的
欠
陥
を
無
視
し
た
傲
慢
な
人
間
観
に
立
脚
し
た
共
和
主
義
、
バ
ー
ク

に
と
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
的
・
ル
ソ
ー
的
な
共
和
主
義
に
沿
っ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
（
34
）

。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
は
市
民
宗
教
を

忌
避
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
国
教
会
制
度
を
保
守
主
義
の
必
須
要
件
と
し
て
考
え
る
。

本
節
で
は
、
市
民
宗
教
と
国
教
会
制
度
の
相
違
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
歴
史
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て

詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
や
そ
の
教
義
へ
の
反
発
や
疑
問
は
か
な
り
中
世
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
、
大

規
模
か
つ
組
織
的
に
行
わ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
や
は
り
ヘ
ン
リ
ー
八
世
（
在
位
一
五
〇
九
│

一
五
四
七
）
に
よ
る
改
革
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ン
リ
ー
は
一
五
三
四
年
に
国
王
至
上
法
（A

ct of S
uprem

acy

）
を
発
し
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
の
首
長
と
な
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
ヘ
ン
リ
ー
の
離
婚
と
再
婚
と
い
う
個

人
的
問
題
と
王
権
強
化
や
修
道
院
財
産
の
没
収
と
い
っ
た
政
治
的
問
題
の
み
が
注
目
さ
れ
が
ち
だ
が
、
や
は
り
そ
こ
に
は
神
学
的
な
取
り

組
み
も
存
在
し
て
い
た
。

ヘ
ン
リ
ー
八
世
に
始
ま
る
一
連
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宗
教
改
革
の
特
性
と
し
て
、
塚
田
理
は
次
の
九
点
を
挙
げ
て
い
る
（
35
）

。
第
一
に
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
は
決
し
て
〈
新
し
い
教
会
〉
の
創
設
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
世
教
会
の
腐
敗
と
堕
落
を
清
算
し
て
、

五
三
一



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
八
〇
）

あ
く
ま
で
も
原
初
的
・
使
徒
的
教
会
を
継
承
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
（
使
徒
的
教
会
の
継
承
│
原
始
カ
ト
リ
ッ
ク
性
の
保
持
）。
第
二
に
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
が
原
始
教
会
以
来
の
有
機
的
宗
教
共
同
体
か
ら
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
（
連
続
性
の
強
調
）。
第

三
に
、
教
会
が
有
機
的
な
共
同
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
当
然
な
が
ら
教
会
は
多
様
な
時
代
や
文
化
に
応
じ
た
個
別
的
な
国
民
教
会
と
し

て
発
展
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
た
（
国
民
教
会
の
権
威
）。
第
四
と
し
て
、
有
機
的
共
同
体
と
し
て
個
別
的
に
成
長
し
て
い
く
教
会

が
原
始
教
会
と
の
同
一
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
そ
の
制
度
的
保
証
と
し
て
歴
史
的
三
聖
職
位
（
主
教
・
司
祭
・
執
事
）
が
維
持
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
伝
統
的
職
制
の
保
持
）。
第
五
に
、
永
遠
の
救
い
に
必
要
な
事
柄
は
す
べ
て
聖
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
が
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
最
重
要
原
理
と
さ
れ
た
（
聖
書
の
権
威
）。
第
六
と
し
て
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
対
抗
し
う
る
権
威
を
必
要
と
し
て
い
た

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
、
聖
書
の
権
威
と
な
ら
ん
で
、
初
代
教
会
師
父
（
教
父
）
た
ち
の
教
え
、
と
り
わ
け
教
会
分
裂
以
前
の
四
つ
の

総
会
議
（
公
会
議
）（
三
二
五
年
の
ニ
カ
イ
ア
総
会
議
・
三
八
一
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
総
会
議
・
四
三
一
年
の
エ
ペ
ソ
総
会
議
・
四
五
一
年

の
カ
ル
ケ
ド
ン
総
会
議
）
で
の
決
議
を
聖
書
解
釈
な
ら
び
に
教
会
制
度
の
根
本
規
範
と
し
た
（
教
会
師
父
と
総
会
議
の
権
威
）。
第
七
に
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
、
個
人
的
救
済
を
重
視
す
る
ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
説
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
上
に
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（
聖

奠
）
的
な
恵
み
が
提
供
さ
れ
る
場
と
し
て
の
教
会
共
同
体
に
お
け
る
生
活
を
第
一
義
的
に
重
要
視
し
、
聖
書
も
信
仰
共
同
体
で
の
生
活
の

中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
（
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
生
活
の
重
視
）。
第
八
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
ロ
ー
マ
教
会
の
実
現
に
は
議

会
の
賛
同
と
支
持
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
の
影
響
か
ら
、
国
教
会
内
の
教
会
政
治
や
信
仰
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
も
、
信
徒
を
不
可

欠
か
つ
主
要
な
構
成
員
と
す
る
教
会
会
議
体
に
よ
っ
て
意
思
決
定
さ
れ
る
も
の
と
し
た
（
信
徒
の
権
限
の
公
認
）。
最
後
に
、
第
九
と
し
て
、

聖
霊
降
臨
の
際
に
使
徒
た
ち
が
様
々
な
言
葉
で
話
し
出
し
た
と
い
う
「
使
徒
言
行
録
」（
二
章
三
│
四
節
）
の
逸
話
を
根
拠
と
し
て
、〝
ひ

と
つ
の
聖
霊
に
よ
る
多
様
性
〞
こ
そ
が
教
会
共
同
体
の
原
点
で
あ
る
と
考
え
、
各
国
教
会
の
独
立
性
を
重
視
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

五
三
二



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
八
一
）

（
国
民
主
義
の
原
則
）。

こ
れ
ら
の
特
徴
の
う
ち
、
政
治
思
想
、
特
に
保
守
主
義
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
の
使
徒
的
教
会
の
継
承
、
第

二
の
連
続
性
の
強
調
、
第
三
の
国
民
教
会
の
権
威
、
そ
し
て
第
八
の
信
徒
の
権
限
の
公
認
、
第
九
の
国
民
主
義
の
原
則
が
重
要
に
な
っ
て

く
る
と
思
わ
れ
る
。

バ
ー
ク
が
国
教
会
制
度
を
支
持
し
た
理
由
は
、
そ
れ
が
長
い
歴
史
の
中
で
受
容
さ
れ
、
支
持
さ
れ
て
き
た
制
度
だ
と
い
う
実
績
に
あ
っ

た
。
実
際
に
は
ヘ
ン
リ
ー
八
世
以
降
の
宗
教
改
革
を
始
点
と
す
る
真
新
し
い
教
会
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会

が
伝
統
性
を
主
張
で
き
た
の
は
、
そ
れ
が
自
ら
の
源
を
原
始
教
会
に
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
で
は
、

ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
教
会
と
い
う
も
の
が
一
定
の
普
遍
性
を
有
し
な
が
ら
も
、
そ
の
展
開
は
時

代
や
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
が
、
こ
れ
は
何
よ
り
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
す
な
わ
ち
ハ

プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
権
威
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
中
世
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
継
続
し
て
き
た
普
遍
的
政
治
の
理
念
と

の
決
別
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
議
会
と
い
う
制
度
を
通
し
た
国
民
や
信
徒

の
参
加
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

さ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
教
義
だ
が
、
強
固
な
神
学
体
系
が
確
立
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
の
分
離
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

大
き
な
困
難
が
伴
っ
た
。
こ
れ
に
あ
た
っ
て
は
単
に
神
学
的
問
題
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
政
治
問
題
も
絡
ん
で
い
た
た
め
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
独
自
の
教
義
を
立
て
て
、
こ
れ
を
定
着
さ
せ
る
ま
で
に
は
、
多
く
の
紆
余
曲
折
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
五
三
六
年
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
初
の
信
仰
箇
条
で
あ
る
「
十
箇
条
」（T

en A
rticles

）
が
発
表
さ
れ
る
（
36
）

。
こ
れ
は
ル
タ
ー
派
の

「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
」（
一
五
三
〇
年
）
の
信
仰
義
認
説
を
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
教
義
上
で
の
決

五
三
三



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
八
二
）

裂
は
回
避
さ
れ
て
い
た
。
一
五
三
九
年
の
「
六
箇
条
」（T

he S
ix A

rticles A
ct

）
は
、
こ
こ
ま
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
改
革
を
主
導
し

て
き
た
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
ト
マ
ス
・
ク
ラ
ン
マ
ーT

hom
as C
ranm

er

（
一
四
八
九
│
一
五
五
六
）
や
王
の
側
近
ト
マ
ス
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ

ルT
hom
as C

rom
w
ell

（
一
四
八
五
│
一
五
四
〇
）
に
対
抗
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
巻
き
返
し
の
成
果
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
色
が
き
わ
め

て
強
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
五
四
九
年
と
一
五
五
二
年
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
お
よ
び
聖
公
会
の
最
大
の
特
色
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
第
一
と
第
二
の
『
祈
祷
書
』（T

h
e B

ook of C
om

m
on

 P
rayer

）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ン
マ
ー
の
主
導
で
作
成
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
『
祈
祷
書
』
は
祈
り
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
信
徒
ら
の
聖
書
理
解
を
助
け
る
こ
と
も
目
的
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
内

容
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
ラ
テ
ン
語
礼
拝
か
ら
自
国
語
礼
拝
へ
の
移
行
や
礼
拝
や
聖
日
・
祝
日
の
簡
素
化
、
伝
説
や
迷
信
の
否
定
と

い
っ
た
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
経
て
、
一
五
三
六
年
に
は
「
宗
教
条
項
」（T

he A
rticles of R

eligion

）、
い
わ
ゆ
る

「
三
十
九
箇
条
」
が
定
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
い
う
二
つ
の
主
要
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
要
素
を
併
せ

持
つ
信
仰
箇
条
で
あ
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
な
ら
び
に
聖
公
会
の
公
式
教
義
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
聖
書
の

十
全
性
と
そ
の
権
威
（
第
六
条
）
や
信
仰
義
認
と
善
行
の
意
義
（
第
十
一
条
な
ら
び
に
第
十
二
条
）
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
の
根
本
教
義
で
あ
る
予
定
説
は
一
応
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
人
間
を
絶
望
に
導
く
も
の
だ
と
し
て
そ
の
過
度
の
詮
索
を
戒
め
て

い
る
（
第
十
七
条
）。
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
王
の
統
治
権
に
つ
い
て
扱
わ
れ
た
第
三
十
七
条
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
統
治
権
は
国
王
に
属
す
る
こ
と
、
教
会
の
最
高
統
治
者
が
国
王
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
教
皇
の
管
轄
権
の
排
除
を
目
的
と
し
て
い
た
。
こ
の
条
項
に
関
し
て
、「
三
十
九
箇
条
」
制
定
時
の
君
主
エ

リ
ザ
ベ
ス
一
世
は
、
教
会
統
治
者
の
称
号
を
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
以
来
用
い
て
き
た
「
至
高
の
首
長
」（T

he S
uprem

e H
ead

）
か
ら
「
至
高

の
統
治
者
」（T

he S
uprem

e G
overnor

）
へ
と
改
め
て
い
る
。
こ
れ
は
「
至
高
の
首
長
」
と
い
う
表
現
に
は
ロ
ー
マ
教
皇
の
よ
う
な
サ
ク

五
三
四



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
八
三
）

ラ
メ
ン
ト
の
執
行
権
や
聖
職
叙
任
権
を
含
む
す
べ
て
の
最
高
管
轄
者
と
い
う
印
象
が
あ
る
と
の
批
判
に
応
え
た
も
の
で
あ
り
、
君
主
は
聖

職
位
に
関
わ
る
権
威
を
持
た
ず
、
た
だ
教
会
政
体
の
統
括
者
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
宣
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
37
）

。
す
な
わ
ち
、
国
王

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
教
会
組
織
や
教
会
制
度
全
体
に
関
す
る
統
治
権
は
有
し
て
い
る
が
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
や
聖
職
そ
れ
自
体
に
関

す
る
権
能
や
教
義
に
関
す
る
権
限
は
何
も
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
国
家
が
自
ら
信
仰
箇
条
を
定
め
、
そ
れ
を
も
っ
て

直
接
的
に
国
民
の
教
化
を
図
る
ル
ソ
ー
的
な
市
民
宗
教
と
は
異
な
る
第
一
の
点
で
あ
る
。

十
七
世
紀
以
降
、
欽
定
訳
聖
書
の
刊
行
（
一
六
一
一
年
）
や
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
奉
じ
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
君
主
の

排
除
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
排
斥
、
メ
ソ
デ
ィ
ズ
ム
運
動
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
と
い
っ
た
信
仰
運
動
、
そ
し
て
現
在
の
同
性
愛
者

の
聖
職
叙
任
問
題
に
至
る
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
様
々
な
事
件
や
問
題
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
国
教
会
と
い
う
制
度
や

組
織
自
体
の
改
廃
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
な
く
、
今
日
ま
で
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
に
つ
い
て
考
察
し
た
時
に
気
付
か

さ
れ
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
政
治
・
社
会
制
度
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
る
で
一
定
の
政
治
体
制
内

に
お
い
て
も
政
権
交
代
に
よ
っ
て
政
策
が
変
更
し
て
い
く
か
の
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
は
国
教
会
制
度
と
い
う
枠
組
み

の
中
で
折
々
の
有
力
な
勢
力
に
よ
る
教
義
の
変
化
を
経
験
し
て
き
た
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
ど
の
勢
力
も
国
教
会
と
い
う
制
度
や
機
構

自
体
を
否
定
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ち
な
み
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
教
会
（C

hurch of S
cotland

）

が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
拠
っ
て
立
つ
監
督
制
（E

piscopalian

）
で
は
な
く
、
長
老
制
（P

resbyterian

）
を
採

用
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
で
あ
る
。
セ
シ
ル
は
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
教
徒
は
長
老
派
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
教
会
は
支
持
し
て
い

な
い
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
滞
在
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
系
の
）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
聖
公
会
の
礼
拝
に
参
加
す

る
け
れ
ど
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
教
は
長
老
派
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
教
会
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
支
持
し
、
受
け
入
れ
る

五
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だ
ろ
う
し
、
事
実
そ
う
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
38
）

。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
教
義
よ
り
も
、
国
教
会
と
い

う
制
度
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
国
教
会
制
度
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
北
欧
諸
国
で
は
ル
タ
ー
派
教
会
に
よ
る
国
教
会
制
度
が
現
在

で
も
存
続
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
は
領
邦
教
会
（L

andeskirche

）
の
伝
統
が
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
ガ
リ
カ
ニ
ス
の
考
え
が
存

在
し
た
。
要
す
る
に
、
国
教
会
や
そ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
制
度
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
的
・
社
会
的
・
宗
教
的
伝
統
の
ひ
と

つ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
国
教
会
と
イ
ギ
リ
ス
の
国
教
会
と
の
間
に
は
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。
他
の
国
々
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク

や
ル
タ
ー
派
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
い
っ
た
既
存
の
教
義
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
国
教
会
の
教
義
と
し
て
受
容
し
た
の
に
対
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
お
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
要
素
を
残
し
な
が
ら
も
、
ル
タ
ー
派
お
よ
び
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
教
義
や
宗
教
改
革
の
諸
成
果
を
摂
取
す

る
こ
と
で
、
そ
れ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
独
自
の
教
義
、
す
な
わ
ち
「
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」（A

nglicanism

）
と
し
て
結
実
さ
せ
よ
う

と
努
力
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
他
の
ど
こ
に
も
な
い
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
成
立
要
因
が
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
あ
ま
り
に
も
世
俗
的
な
理
由
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
で
は
そ
れ
か
ら
一
世
紀
ほ

ど
の
時
間
を
か
け
て
、
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
独
自
の
教
義
の
確
立
に
努
力
が
払
わ
れ
て
き
た
。

け
れ
ど
も
、
君
主
や
国
家
と
の
関
係
を
考
え
た
場
合
、
独
自
の
教
義
の
確
立
に
は
大
き
な
危
険
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
国
教
会
と
い
う

形
式
を
採
用
し
て
い
る
以
上
、
教
会
組
織
の
運
営
に
国
家
の
支
援
は
欠
か
せ
な
い
。
だ
が
、
教
義
上
の
独
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、

場
合
に
よ
っ
て
は
国
教
会
の
教
義
上
の
方
針
と
君
主
や
政
府
の
考
え
と
の
間
に
齟
齬
や
対
立
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
国
家
が
必
要
と
す
る
市
民
の
養
成
を
主
眼
と
す
る
ル
ソ
ー
的
な
市
民
宗
教
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
隔
て
る
第
二
の
点
で
あ
る
。
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国
教
会
制
度
と
い
う
言
葉
に
は
、
ど
う
し
て
も
政
治
と
宗
教
の
癒
着
と
い
う
印
象
が
伴
う
。
だ
が
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
国
教
会
制

度
は
、
宗
教
の
持
つ
超
越
的
理
念
へ
の
志
向
（
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
絶
対
的
な
唯
一
神
を
信
仰
す
る
宗
教
の
場
合
に
特
に
顕
著
で
あ
ろ

う
）
と
政
治
の
世
俗
性
や
現
実
性
と
の
緊
張
関
係
を
、
制
度
と
し
て
恒
久
化
し
た
も
の
だ
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
現
実
性
と

い
う
名
分
の
下
に
強
行
さ
れ
る
様
々
な
政
治
的
方
策
に
対
し
て
、
宗
教
は
そ
れ
と
は
完
全
に
独
立
し
た
意
思
に
基
づ
い
て
価
値
判
断
を

行
っ
て
い
る
た
め
、
宗
教
は
時
に
時
代
錯
誤
な
、
時
に
反
体
制
的
な
、
ま
た
時
に
反
社
会
的
な
主
張
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

宗
教
と
い
う
も
の
は
、
社
会
に
お
い
て
強
烈
な
異
質
性
を
放
つ
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
国
家
や
権
力
に
と
っ
て
は
正
統
性
を
も
っ
て
自
ら

の
意
思
を
強
制
で
き
な
い
厄
介
な
存
在
で
あ
る
。
国
教
会
制
度
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
や
政
治
に
お
け
る
規
範
的
な
緊
張
関
係
を
制
度
的

に
維
持
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
市
民
革
命
よ
り
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
教
会
が
王
権
の
専
制
に
対
抗
す
る
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
（
39
）

。

バ
ー
ク
や
セ
シ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
、
決
し
て
〝
抵
抗
す
る
教
会
〞
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
彼
ら
は
、
宗

教
や
教
会
が
世
俗
と
は
異
な
る
論
理
に
基
づ
い
て
動
い
て
い
る
、
も
し
く
は
動
く
べ
き
で
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
権
威
が
宗

教
の
そ
れ
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
教
会
が
国
教
会
と
い
う
形
式
を
採
用
し
た
場
合
に
政
治
や
社
会
に
与

え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
考
察
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
40
）

。

四　

政
治
に
お
け
る
価
値
の
問
題

本
稿
で
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
が
価
値
追
求
を
あ
き
ら
め
、
政
治
思
想
や
政
治
哲
学
と
呼
ば
れ
る
分
野
が
担
っ
て
き
た
当

為
の
学
・
批
判
の
学
と
し
て
の
役
割
を
放
棄
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
か
ら
論
を
始
め
た
。
そ
し
て
バ
ー
ク
や
セ
シ
ル
の
保
守
主
義
思
想
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が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
独
自
の
教
義
を

具
え
て
お
り
、
そ
れ
が
単
に
社
会
に
お
い
て
規
範
を
担
保
す
る
存
在
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
政
治
と
の
緊
張
関
係
を
内
包
し
た
存
在
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
政
治
に
お
け
る
価
値
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

さ
て
、
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
違
い
と
し

て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
資
本
主
義
や
市
場
経
済
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
が
経
済
活
動
を
積
極
的
に

評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
は
自
由
な
経
済
活
動
や
富
を
容
認
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
警
戒
感
を
捨

て
な
か
っ
た
点
で
あ
る
（
41
）

。

そ
し
て
、
も
う
一
点
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の
違
い
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
宗
教
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
宗
教
に
対
す
る
熱
心
さ
は
保
守
主
義
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
社
会
全
体
の
特
徴
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

新
保
守
主
義
を
代
表
す
る
ア
メ
リ
カ
の
政
治
哲
学
者
ラ
ッ
セ
ル
・
カ
ー
ク
は
、
次
の
よ
う
に
保
守
主
義
を
定
義
し
て
い
る
（
42
）

。
保
守
主
義

と
は
、
第
一
に
人
間
の
良
心
と
社
会
が
神
の
意
思
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
に
あ
る
。
第
二
に
、
画

一
性
や
平
等
主
義
、
功
利
主
義
な
ど
と
は
一
線
を
画
し
て
、
伝
統
の
持
つ
多
様
性
や
神
秘
性
に
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
第
三
に
、

文
明
社
会
に
は
秩
序
と
階
級
が
必
要
で
あ
り
、
平
等
と
呼
べ
る
も
の
は
道
徳
的
平
等
の
み
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、

政
治
の
積
極
的
な
介
入
に
よ
る
社
会
的
平
等
の
実
現
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
第
四
と
し
て
私
有
財
産
の
肯
定
と
自
由
が
不
可

分
な
も
の
と
考
え
る
点
に
あ
る
。
第
五
に
、
時
効
概
念
へ
の
信
頼
と
、
空
理
空
論
を
弄
ぶ
「
哲
学
屋
」（sophister

）
な
ら
び
に
極
端
な
合

理
主
義
を
採
用
す
る
「
計
算
屋
」（calculator

）
へ
の
不
信
が
あ
る
。
最
後
に
、
第
六
と
し
て
、
変
化
（change

）
と
改
革
（reform

）
は
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同
一
の
も
の
で
は
な
く
、
革
新
（innovation

）
は
人
間
を
絶
望
へ
と
誘
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
真
の
変
化
を
実
現
で
き
る
の
は
た
だ
神

意
（P

rovidence

）
の
み
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
挙
げ
ら
れ
る
。
佐
々
木
毅
は
、
伝
統
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
保
守
主
義
思
想
家
と
し
て

カ
ー
ク
を
位
置
づ
け
て
い
る
（
43
）

。
伝
統
主
義
的
な
保
守
主
義
は
、
ユ
ダ
ヤ
│
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
秩
序
へ
の
服
従
を
強
く
要
求
し
、
世
俗
主

義
や
人
間
中
心
主
義
を
批
判
す
る
。
こ
の
考
え
に
基
づ
け
ば
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
批
判
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
自
由

の
比
重
が
低
下
し
て
し
ま
う
た
め
、
自
由
を
何
に
対
し
て
、
い
か
に
、
ど
の
程
度
ま
で
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
し
て
浮
上

す
る
。
そ
こ
で
伝
統
主
義
は
道
徳
や
倫
理
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
政
治
に
お
い
て
は
分
権
主
義
・
多
元
主
義
を
主
張
し
、
経
済
に
お
い

て
は
市
場
機
構
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
佐
々
木
は
、
伝
統
主
義
に
は
自
由
へ
の
厳
し
い
批
判
と
賞
讃
が
同
居
す
る

「
ア
メ
リ
カ
的
特
徴
」
が
現
わ
れ
て
い
る
と
し
、
伝
統
主
義
的
保
守
主
義
が
中
央
集
権
化
や
政
府
に
よ
る
経
済
介
入
、
思
想
信
条
の
絶
対

的
自
由
を
唱
え
て
い
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
正
反
対
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

少
な
く
と
も
、
カ
ー
ク
自
身
は
、
自
ら
の
政
治
思
想
が
バ
ー
ク
の
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
事
実
、
カ
ー
ク
に

よ
る
保
守
主
義
の
定
義
と
前
節
ま
で
に
紹
介
し
た
バ
ー
ク
の
思
想
は
き
わ
め
て
似
通
っ
て
い
る
。
一
般
に
、
資
本
主
義
や
市
場
経
済
の
称

揚
は
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
が
、
カ
ー
ク
の
保
守
主
義
に
お
い
て
は
定
義
の
う
ち
の
一
項
目
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
五

項
目
は
宗
教
的
・
規
範
的
な
内
容
の
も
の
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の
違
い
を
列
挙
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
確
か
に
多
く
の
相
違
点
が
挙
げ
ら
れ
る
に
違
い

な
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
保
守
主
義
は
、
社
会
や
政
治
の
形
態
が
地
域
や
時
代
と
い
っ
た
状
況
的
要
因
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
そ
の
展
開

が
多
様
な
も
の
に
な
る
こ
と
を
当
然
視
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
国
・
各
地
域
の
保
守
主
義
の
違
い
を
殊
更
に
強
調
す
る
よ
り
も
、
そ

れ
ら
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
本
質
的
な
共
通
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
に
通
底
す
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る
点
と
は
何
よ
り
も
人
間
の
不
完
全
性
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
り
、
そ
の
認
識
は
完
全
で
あ
る
神
に
対
し
て
被
造
物
で
あ
る
人
間
は
決
し

て
完
全
性
を
獲
得
で
き
な
い
と
考
え
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
観
に
基
づ
い
て
い
る
。

ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
社
会
主
義
革
命
、
毛
沢
東
体
制
、
そ
し
て
現
代
の
新
保
守
主
義
と
い
っ
た
近
代
以
降
の
政
治

思
想
や
政
治
的
事
象
は
い
ず
れ
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
想
定
し
、
善
悪
二
元
論
的
な
思
考
に
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
千
年
王
国
主
義
」
が

原
因
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
保
守
主
義
（
右
派
）
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
、
右
派
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
構
想
に
反
対
す
る
も
の
と
自
己
定
義
し
て
き
た
。
…
か
つ
て
右
派
は
人
間
の
弱
さ
を

現
実
的
に
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
進
歩
の
展
望
に
関
し
て
は
懐
疑
主
義
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
変
化
は
何
で
あ
れ
、
い
つ
も

抵
抗
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
燦
々
と
輝
く
高
み
へ
と
向
か
う
進
展
と
し
て
歴
史
を
捉
え
る
考
え
に
対
し
て
は
、
ど
ん
な
も
の

で
あ
れ
、
固
く
拒
絶
し
た
。
代
わ
り
に
政
治
を
人
間
の
不
完
全
性
の
事
実
に
対
処
す
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
考
え
て
い
た
。
こ
う
し

た
見
方
は
し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
の
教
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
考
え
が
保
守
主
義
の
思
想
家
に
見
出
さ
れ
る
と

き
は
、
こ
う
し
た
信
念
を
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
宗
教
的
で
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
右
派
は
人
間
本
性
の
欠
陥
を
克
服
す

る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
44
）

。

グ
レ
イ
は
、
新
保
守
主
義
に
代
表
さ
れ
る
近
年
の
保
守
主
義
が
、
本
来
の
保
守
主
義
の
思
想
的
伝
統
を
放
棄
し
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
追

求
を
歓
迎
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
グ
レ
イ
も
、
多
く
の
保
守
主
義
思
想
の
前
提
と
な
る
人
間
観
が
キ

リ
ス
ト
教
の
原
罪
思
想
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

五
四
〇



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
八
九
）

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
本
来
の
保
守
主
義
と
は
「
保
守
的
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
「
気
質
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。

グ
レ
イ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
に
基
づ
く
保
守
主
義
（
新
保
守
主
義
）
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
あ
え
て
保
守
主

義
か
ら
価
値
志
向
性
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
守
主
義
の
再
興
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
た
思
想
家
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、
本
稿
の

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
思
想
は
当
為
の
学
・
批
判
の
学
と
し
て
政
治
思
想
・
政
治
哲
学
の
意
義
を
著
し
く
損
な
う
も
の

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
政
治
に
お
い
て
、
宗
教
勢
力
が
大
き
な
発
言
力
と
影
響
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
福
音
主

義
的
（evangelical

）
な
キ
リ
ス
ト
教
は
人
工
妊
娠
中
絶
や
同
性
愛
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
り
、
そ
の
信
者
は
保
守
と
し
て
共
和
党
を
支

持
す
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
近
年
は
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
層
に
も
宗
教
的
価
値
観
を
重
ん
じ
る
人
々
が
増
加
し
、
そ
れ

が
一
定
の
政
治
的
影
響
力
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
（
45
）

。
宗
教
左
派
と
称
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
人
々
は
近
代
主
義
神
学
の
立
場
に
立
っ
て
比

較
的
自
由
な
聖
書
解
釈
を
許
容
し
、
中
絶
な
ど
に
は
否
定
的
な
姿
勢
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
貧
困
問
題
や
平
和
問
題
に
関
し
て
は
リ
ベ
ラ

ル
な
立
場
に
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
右
派
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
左
派
な
い
し
リ
ベ
ラ
ル
派
の
中
に
も
、
キ
リ
ス
ト

教
的
・
聖
書
的
価
値
に
基
づ
い
て
自
己
の
政
治
姿
勢
を
決
定
す
る
と
い
う
環
境
が
ア
メ
リ
カ
に
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
こ
と
は
宗
教
を
否
定
す
る
立
場
の
人
に
も
、
な
ぜ
神
や
宗
教
、
信
仰
を
否
定
す
る
の
か
と
い
う
問
い
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
り
、
彼
ら
は
こ
れ
に
対
し
て
そ
れ
な
り
の
理
屈
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
や
社

会
に
関
す
る
議
論
で
は
、
価
値
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
社
会
や
政
治
に
お
け
る
宗
教
の
存
在
感
の
大
き
さ

に
懸
念
を
抱
く
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
逆
に
い
え
ば
ア
メ
リ
カ
は
価
値
に
関
す
る
議
論
の
機
会
が
絶
え
ず
提
供
さ
れ
て
い
る
社
会
だ
と
評

価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

五
四
一
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四
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（
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〇
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三
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三
月
）

（
一
八
九
〇
）

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
は
、
バ
ー
ク
の
よ
う
な
政
治
思
想
的
保
守
主
義
と
は
思
想
的
源
流
を
異
に
す
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
保
守
主
義
が

存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ル
ト
ンIzaak W

alton

（
一
五
九
三
│
一
六
八
三
）
や
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ルT

hom
as 

C
arlyle

（
一
七
九
五
│
一
八
八
一
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
一
見
政
治
と
は
無
関
係
な
、
い
わ
ば
「
生
き
方
」
か
ら
導
出
さ
れ
る
保
守
主

義
で
あ
る
（
46
）

。
そ
し
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
や
グ
レ
イ
の
思
想
は
、
政
治
思
想
的
な
保
守
主
義
よ
り
も
、
ウ
ォ
ル
ト
ン
や
カ
ー
ラ
イ
ル
ら
の
非

政
治
思
想
的
保
守
主
義
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
政
治
思
想
的
保
守
主
義
も
、
そ
の
下
部
に
は

ウ
ォ
ル
ト
ン
の
よ
う
な
保
守
思
想
や
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
い
う
「
保
守
的
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
「
気
質
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
実
際
に
政
治
や
社
会
に
お
い
て
存
在
意
義
を
認
め
ら
れ
る
保
守
主
義
、
す
な
わ
ち
政
治
思
想
と
し
て
の
保
守
主
義
は
、
や
は

り
価
値
志
向
性
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
は
り
保
守
主
義
は
価
値
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
で
初
め
て
、
当
為
の
学
、
そ
し

て
批
判
の
学
と
し
て
の
政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
役
割
を
全
う
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

か
つ
て
、
新
渡
戸
稲
造
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
学
者
と
交
わ
し
た
会
話
の
経
験
か
ら
『
武
士
道
』
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
（
47
）

。
日
本
の
学
校

教
育
で
は
宗
教
教
育
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
語
る
新
渡
戸
に
対
し
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
学
者
は
宗
教
な
し
で
ど
の
よ
う
に
道
徳
教
育
を
授
け

る
の
か
と
驚
き
を
示
す
。
こ
の
時
、
こ
の
問
い
に
適
切
な
回
答
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
新
渡
戸
は
、
教
育
の
中
に
宗
教
が
登
場
し

な
い
日
本
で
は
、
武
士
道
が
道
徳
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
武
士
道
が
日
本
に
お
い
て
道
徳
観
を
形
成
し
た
と

い
う
新
渡
戸
の
見
解
へ
の
評
価
は
と
も
か
く
、
日
本
社
会
に
お
い
て
宗
教
的
価
値
体
系
が
明
確
か
つ
直
接
に
政
治
・
社
会
理
論
を
形
成
し
、

ま
た
そ
れ
に
関
し
て
広
く
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
言
い
難
い
。

五
四
二



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
九
一
）

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の
根
底
に
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
が
根
強
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に

記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
啓
典
に
基
づ
く
宗
教
で
あ
る
た
め
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
に
は
明
確
な
価
値
規
範
体
系
が
存
在
し
て
い
る
。

当
然
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
よ
う
な
政
治
思
想
は
自
ず
と
そ
の
価
値
観
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
保
守
主
義

と
い
う
政
治
思
想
は
、
そ
れ
自
体
が
価
値
規
範
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
保
守
主
義
と
い
う
社
会
的
・
政
治
的
に
有
力
な
思
想
の

本
質
的
な
性
格
が
、
価
値
内
在
的
で
あ
る
意
味
は
大
き
い
だ
ろ
う
。

本
稿
の
目
的
は
、
特
定
の
宗
教
や
そ
の
価
値
観
、
ま
た
特
定
の
政
治
思
想
を
支
持
す
る
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
の
意
図
は
、

当
為
の
学
、
批
判
の
学
と
し
て
の
政
治
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
立
場
が
重
視
す
る
価
値
を
明
確
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
や
政

治
に
お
け
る
様
々
な
議
論
の
活
性
化
さ
せ
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。

今
日
の
日
本
に
お
け
る
社
会
・
政
治
に
関
す
る
議
論
の
多
く
は
具
体
的
な
政
策
論
争
で
あ
り
、
特
定
の
価
値
規
範
に
則
っ
た
論
争
は
忌

避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
だ
が
、
価
値
的
な
裏
付
け
な
し
に
、
社
会
や
政
治
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
今
後
困
難
に
な
っ
て
い
く
こ
と
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
環
境
の
大
規
模
か
つ
急
激
な
変
化
が
常
態
化
し
、
既
存
の
社
会
秩
序
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
継

続
的
に
発
生
し
て
い
る
た
め
、
社
会
や
人
間
の
あ
り
方
に
関
す
る
価
値
的
問
題
が
議
論
の
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
必
至
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
時
、
価
値
に
関
す
る
議
論
に
対
し
て
何
の
準
備
も
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
議
論
は
「
感
情
」
と
「
計
算
」
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
政
治
思
想
と
し
て
の
保
守
主
義
が
批
判
し
て
き
た
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

（
1
） S

andel, M
ichael J., D

em
ocracy’s D

iscon
ten

t, A
m

erica in
 S

earch
 of a P

u
blic P

h
ilosoph

y 

（C
am
bridge, T

he B
elknap P

ress 
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四
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of H
arvard U

niversity P
ress, 1998

）, pp. 7-8. 

〔
マ
イ
ケ
ル
・
Ｊ
・
サ
ン
デ
ル
『
民
主
政
の
不
満　

公
共
哲
学
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
（
上
）
手

続
き
的
共
和
国
の
憲
法
』
金
原
恭
子
・
小
林
正
弥
監
訳
（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
六
│
七
頁
〕。

（
2
） O

akeshott, M
ichael, R

ation
alism

 in
 politics an

d
 oth

er essays, N
ew

 an
d

 E
xpan

d
ed

 E
d

ition 

（Indianapolis, L
iberty F

und, 

1991
）, p. 407. 

〔
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
『
保
守
的
で
あ
る
こ
と　

政
治
的
合
理
主
義
批
判
』
澁
谷
浩
・
奥
村
大
作
・
添
谷
育
志
・
的
射
場

敬
一
訳
（
昭
和
堂
、
一
九
八
八
年
）
一
七
一
頁
〕。

（
3
） 

Ibid
., pp. 408-409. 

〔
邦
訳
一
七
三
頁
〕。

（
4
） 

Ibid
., pp. 11-15. 

〔
邦
訳
一
│
一
六
頁
〕。

（
5
） 

Ibid
., pp. 15-16. 

〔
邦
訳
一
六
頁
〕。

（
6
） 

Ibid
., pp. 9-10. 

〔
邦
訳
八
│
一
〇
頁
〕。

（
7
） 

中
金
聡
『
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
哲
学
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
）
一
一
七
│
一
一
八
頁
。

（
8
） O

akeshott, op. cit., pp. 423-424. 
〔
邦
訳
一
九
二
│
一
九
三
頁
〕。

（
9
） 

ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
脱ラ
　
イ
　
シ
　
テ

宗
教
性
の
歴
史
』
三
浦
信
孝
・
伊
達
聖
伸
訳
（
白
水
社
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
、
二
〇
〇
九
年
）
三
〇
│

三
一
頁
。

（
10
） R

ousseau, Jean-Jacques, Œ
u

vres com
plètes, t. III （D

u
 C

on
trat S

ocial ou
 P

rin
cipes d

u
 d

roit poltiqu
e

）, B
iblioth

èqu
e d

e 

la P
léiad

e 

（P
aris, É

ditions G
allim

ard, 2004

）, p. 468.  

〔
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四

年
）
一
九
一
頁
〕。

（
11
） 

ル
ソ
ー
は
、
内
面
的
信
仰
と
し
て
の
「
人
間
の
宗
教
」
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
社
会
統
合
は
実
現
さ
れ
な
い
と
し
て
、
市
民
宗

教
を
提
唱
し
た
。
伊
達
聖
伸
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
注
目
す
べ
き
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
〔
伊
達
聖
伸
『
ラ
イ
シ
テ
、
道
徳
、
宗
教
学　

も

う
ひ
と
つ
の
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
宗
教
史
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
四
七
│
四
九
頁
〕。
第
一
に
、
人
間
の
宗
教
と
市
民
宗
教
は
そ
れ
ぞ
れ
領

分
を
異
に
し
な
が
ら
も
両
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
公
私
の
明
確
な
分
離
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
公
私
の
分

離
は
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
に
は
対
応
し
て
い
な
い
。
ル
ソ
ー
は
近
代
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
宗
教
を
思
い
描
い
て
お
り
、
彼
の
思
想
に
お
い
て

五
四
四



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
九
三
）

は
政
治
の
領
域
に
明
示
的
に
宗
教
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
に
お
い
て
、
市
民
宗
教
は
制
度
と
し
て
構
想
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
「
司
祭
の
宗
教
」
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
寛
容
を
旨
と
し
、
社
交
性
を
重
ん
じ
る
。
第
四
に
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
宗
教
に
は
不
寛
容
な
側
面
が
あ
り
、
不
信
仰
者
の
排
除
と
い
っ
た
暴
力
に
転
化
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
伊
達
は
ル
ソ
ー
の
市
民
宗
教
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
ル
ソ
ー
の
モ
デ
ル
は
ラ
イ
シ
テ
の
先
駆
だ
と

い
え
る
が
、
政
治
と
宗
教
と
の
密
接
な
結
び
付
き
を
認
め
る
点
で
、
ラ
イ
シ
テ
に
反
す
る
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
、
市
民
宗
教
は
そ
の
暴
力
的
な
側

面
か
ら
宗
教
的
多
元
主
義
を
困
難
に
す
る
た
め
、
宗
教
的
自
由
を
尊
重
す
る
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
か
ら
は
遠
ざ
か
る
。
だ
が
、
ラ
イ
シ
テ
に
は
国
民

の
精
神
形
成
の
一
元
化
を
目
指
し
て
既
存
の
宗
教
を
弾
圧
す
る
よ
う
な
側
面
が
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
お
い
て
ラ
イ
シ
テ
と
暴
力
的
な
市
民
宗
教
は
重

な
り
う
る
。

（
12
） 

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ク
イ
ン
ト
ン
『
不
完
全
性
の
政
治
学　

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
の
二
つ
の
伝
統
』
岩
重
政
敏
訳
（
東
信
堂
、
二
〇
〇
三
年
）

一
〇
│
一
一
頁
。

（
13
） 

ク
イ
ン
ト
ン
、
前
掲
書
、
一
五
│
一
九
頁
。

（
14
） O

akeshott, op. cit., p. 428. 

〔
邦
訳
一
九
九
頁
〕。

（
15
） 

本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
連
合
王
国
に
つ
い
て
は
「
イ
ギ
リ
ス
」
も
し
く
は
「
英
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
連
合
王
国
内
の
各
地
域
に
つ
い
て
は

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
」「
ウ
ェ
ー
ル
ズ
」「（
北
）
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
と
い
う
表
記
を
使
う
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
に
関
し
て
は
、C
hurch of E

ngland

に
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
」、C

hurch of S
cotland

に
は
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
教
会
」、

C
hurch of Ireland

に
は
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
教
会
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
国
や
地
域
と
は
無
関
係
に
、
教
会
制
度
と
し
て
の
国
教
会
に
つ

い
て
触
れ
る
場
合
は
「
国
教
会
」
も
し
く
は
「
国
教
会
制
度
」
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
。

（
16
） B
urke, E

d
m

u
n

d
, R

efl ection
s on

 th
e R

evolu
tion

 in
 F

ran
ce 

（O
xford, O

xford U
niversity P

ress, 1993

）, p. 92. 

〔
エ
ド
マ
ン
ド
・

バ
ー
ク
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
半
澤
孝
麿
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
）
一
一
八
頁
〕。

（
17
） 

Ibid
., pp. 78-79. 

〔
邦
訳
一
〇
〇
頁
〕。

（
18
） 

Ibid
., p. 90. 

〔
邦
訳
一
一
四
頁
〕。

五
四
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
九
四
）

（
19
） 

Ibid
., p. 91. 

〔
邦
訳
一
一
七
頁
〕。

（
20
） 

岸
本
広
司
『
バ
ー
ク
政
治
思
想
の
展
開
』（
お
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
九
八
頁
。

（
21
） B

urke, op. cit., p. 87. 

〔
邦
訳
一
一
一
頁
〕。

（
22
） 

Ibid
., p. 99. 

〔
邦
訳
一
二
六
頁
〕。
引
用
内
の
注
は
、
本
稿
著
者
に
よ
る
。

（
23
） 

Ibid
., p. 92. 

〔
邦
訳
一
一
八
頁
〕。

（
24
） C

ecil, L
ord H

ugh R
ichard H

eathcote, C
on

servatism
 

（H
ardpress P

ublishing, 2012

）, p. 54.

（
25
） 

Ibid
., p. 29.

（
26
） 

Ibid
., p. 74.

（
27
） 

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
保
守
主
義
が
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
認
め
て
い
る

〔O
akeshott, op. cit., p. 423. 

邦
訳
一
九
二
頁
〕。
ま
た
、
彼
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
宗
教
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
記
し
て
お
き
た
い

〔N
eill, E

dm
und, M

ich
ael O

akesh
ott 
（N

ew
 Y
ork, C

ontinuum
, 2010

）, p. 3

〕。

（
28
） B

urke, op. cit., pp. 11-12. 

〔
邦
訳
一
五
頁
〕。

（
29
） C

ecil, op. cit. p. 75.

（
30
） 

Ibid
., p. 91.

（
31
） 

バ
ー
ク
の
信
仰
や
宗
教
観
を
考
え
る
上
で
、
彼
の
出
自
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
〔
中
野
好
之
『
評
伝
バ
ー
ク　

ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の

時
代
（
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
）』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
四
七
│
五
一
頁
〕。
バ
ー
ク
は
、
弁
護
士
を
開
業
す
る
と
い
う
職
業
上
の
事
情
か
ら

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
系
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
教
会
（C

hurch of Ireland

）
に
改
宗
し
た
父
リ
チ
ャ
ー
ド
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

侵
略
の
中
で
も
篤
い
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
保
っ
て
い
た
家
系
出
身
の
メ
ア
リ
・
ネ
ー
グ
ル
の
間
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
当
時
の
慣
習
で
は
、
両
親
の
信

仰
が
異
な
る
場
合
、
男
子
は
父
親
の
、
女
子
は
母
親
の
信
仰
に
従
っ
て
育
て
ら
れ
て
い
た
た
め
、
バ
ー
ク
は
国
教
会
信
徒
と
し
て
幼
少
期
を
送
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
宗
教
環
境
で
幼
少
年
時
代
を
送
っ
た
バ
ー
ク
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
政
治
と
宗
教
に
は
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

（
32
） K

irk, R
ussell, T

h
e C

on
servative M

in
d 

（B
N
 P
ublishing, 2008

）, pp. 29-30.

五
四
六



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
九
五
）

（
33
） B

urke, op. cit., p. 80. 

〔
邦
訳
一
〇
二
頁
〕。

（
34
） 

も
ち
ろ
ん
、
ル
ソ
ー
が
人
間
の
完
全
性
を
肯
定
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
理
解
は
誤
り
で
あ
る
。
彼
が
市
民
宗
教
を
構
想
し
た
の
も
、
人
間
が
そ

の
社
会
性
に
よ
っ
て
必
然
的
に
堕
落
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ル
ソ
ー
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
社
会
契
約
説
は
、
人
間

や
人
間
の
作
為
を
か
な
り
肯
定
的
に
把
握
す
る
と
い
う
前
提
な
し
に
は
決
し
て
成
立
し
え
な
い
。
そ
れ
は
、
政
治
の
問
題
を
宗
教
的
権
威
や
神
学
的

権
威
か
ら
分
離
し
て
、
完
全
に
人
間
の
営
み
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
世
俗
的
統
治
」（C

ivil G
overnm

ent

）
の
た
め
の
理
論

と
し
て
の
で
あ
っ
た
〔
加
藤
節
『
近
代
政
治
哲
学
と
宗
教　

一
七
世
紀
社
会
契
約
説
に
お
け
る
「
宗
教
批
判
」
の
展
開
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
九
年
）
五
│
六
頁
〕。

（
35
） 

塚
田
理
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教　

ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
と
そ
の
特
質
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
四
四
│
五
四
頁
。

（
36
） 

以
下
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
に
関
し
て
は
、
塚
田
・
前
掲
書
、
浜
林
正
夫
『
イ
ギ
リ
ス
宗
教
史
』（
大
月
書
店
、
一
九
八
七
年
）
な
ら
び
に

青
山
武
憲
「
英
国
と
英
国
教
会
」（『
法
学
紀
要
』
第
五
三
巻
、
九
│
四
七
頁
）
を
適
宜
参
照
し
た
。

（
37
） 

塚
田
、
前
掲
書
、
九
八
頁
。

（
38
） C

ecil, op. cit., pp. 104-105.

（
39
） 

世
俗
権
に
対
し
て
教
義
上
の
独
立
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
国
家
の
干
渉
を
度
々

受
け
て
き
た
が
、
二
十
世
紀
後
半
以
降
は
よ
り
自
立
性
を
強
め
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
の
勝
利
を
祝
う

礼
拝
を
行
な
っ
た
際
、
時
の
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
は
イ
ギ
リ
ス
が
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
戦
争
を
選
択
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
、
そ
の
こ
と
を

懺
悔
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
の
和
解
を
祈
る
旨
の
説
教
を
行
っ
て
い
る
〔
塚
田
、
前
掲
書
、
四
六
五
│
四
六
六
頁
〕。

（
40
） 

保
守
主
義
と
宗
教
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
岡
勲
に
よ
る
論
考
が
存
在
し
て
い
る
〔
北
岡
勲
「
政
治
的
保
守
主
義
と
宗
教
」（『
法
学

紀
要
』
第
三
十
八
巻
、
一
九
九
六
年
）
三
八
三
│
四
〇
八
頁
〕。
こ
こ
で
は
、
バ
ー
ク
や
セ
シ
ル
の
著
作
の
考
察
を
通
し
て
、
政
治
的
保
守
主
義
が

宗
教
と
の
強
い
つ
な
が
り
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
ク
イ
ン
ト
ン
の
議
論
を
参
照
し
て
、
保

守
主
義
と
宗
教
と
の
間
に
は
連
関
は
あ
る
が
、
必
然
的

0

0

0

連
関
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
北
岡
の
論
考
に
お
い
て
は
、
政
治
と
宗
教
と
の
間
に
は
支

持
関
係
と
共
に
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
点
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
は
な
い
。

五
四
七
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（
41
） 

ク
イ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
者
と
は
法
的
規
制
に
反
対
す
る
自
由
企
業
や
所
有
権
の
擁
護
論
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
が
、
ボ
リ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
に
至
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
者
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
貨
幣
所
有
階
級
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
だ
と
し
て
、
急
進
的
な
教
条
主
義
と
並
べ
て
批
判
し
て
い
た
〔
ク
イ
ン
ト
ン
、
前
掲
書
、
一
三
六
│
一
三
七
頁
〕。
ま
た
、
佐
々
木
毅
は
、
ア

メ
リ
カ
の
保
守
主
義
は
そ
の
源
流
と
し
て
バ
ー
ク
を
挙
げ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
そ
の
最
大
の
も
の
は
ア
メ

リ
カ
の
保
守
主
義
が
経
済
活
動
を
中
心
と
し
た
経
済
活
動
の
自
由
と
夜
警
国
家
的
な
「
小
さ
な
政
府
」
の
主
張
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
〔
佐
々
木
毅

『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
二
四
│
二
五
頁
〕。

（
42
） K

irk, op. cit., pp. 7-8.

（
43
） 

佐
々
木
、
前
掲
書
、
三
〇
│
三
一
頁
。

（
44
） G

ray, John, B
lack M

ass, A
pocalyptic R

eligion
 an

d
 th

e D
eath

 of U
topia 

（L
ondon, P

enguin, 2008

）, p. 44. 

〔
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
政
治
の
終
焉　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
神
話
』
松
野
弘
監
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
四
五
│
四
六
頁
〕。

（
45
） 

堀
内
一
史
『
ア
メ
リ
カ
と
宗
教　

保
守
化
と
政
治
化
の
ゆ
く
え
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
二
四
六
│
二
六
七
頁
。

（
46
） 

た
だ
し
、
カ
ー
ラ
イ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
関
す
る
著
作
も
著
し
て
い
る
。

（
47
） 

新
渡
戸
稲
造
『
武
士
道
』
矢
内
原
忠
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
八
年
）
一
一
│
一
三
頁
。

【
参
考
文
献
一
覧
】

ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ
『
フ
ラ
ン
ス
に
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