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神
な
き
時
代
の
政
治
哲
学

へ
の
予
備
的
考
察

伊

藤

恭

彦

は
じ
め
に

欧
米
の
み
な
ら
ず
わ
が
国
の
政
治
哲
学
と
政
治
理
論
の
分
野
で
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
＝
自
由
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
展
開
さ
れ
て
い

る
。
近
代
資
本
主
義
に
適
合
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
を
思
想
的
に
基
礎
づ
け
て
き
た
と
言
わ
れ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
、
現
在
ま
た
議
論
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
は
じ
ま
る
社
会
主
義
の

「崩
壊
」
は
表
面
的
に
は
自
由
主
義
体
制
の

「勝
利
」
を
地
球
上
の
全
て
の
人
に
印
象
づ

け
た
。
ラ
イ
バ
ル
を
失
っ
た
自
由
主
義
体
制
は
そ
の
威
力
を
縦
横
に
発
揮
す
べ
き
絶
好
の
機
会
を
む
か
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
ラ
イ
バ
ル
を
失
っ
た
自
由
主
義
体
制
は
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
深
刻
な

危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
自
由
主
義
体
制
の
危
機
に
関
し
て
は
、
八
〇
年
代
以
降
、
政
治
学
に
お
い
て
は
福
祉
国
家
の
危
機
と
し
て
種
々
の

議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
な
福
祉
国
家
と
は
異
な
る

「利
益
」
調
整
政
治
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
模
索
が
、

自
由
主
義
体
制
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
て
き
た
と
さ
れ
る
多
元
的
民
主
主
義

へ
の
理
論
的
反
省
と
並
行
し
な
が
ら
提
示
さ
れ
始
め
て
い
る
（℃

他
方
、
こ
の
よ
う
な
政
治
体
制
分
析
の
問
題
と
十
分
に
交
錯
し
な
い
形
で
、
思
想
、
哲
学
の
分
野
か
ら
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
議
論
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が
提
示
さ
れ
始
め
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
分
野
の
議
論
は
七

一
年
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ

（『
３
５
”

，
１
】３

『正
義
論
』
出
版
以

降
、
特
に
活
況
を
呈
し
て
き
た
。
七
〇
年
代
は
、
例
え
ば
リ
ベ
ラ
ル
対
リ
バ
テ
ア
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
論
争
と
い
う
い
わ
ば
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
内

部
論
争
だ
っ
た
の
が
、
八
〇
年
代
以
降
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
総
体
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ア
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
論
者
か
ら
の
挑
戦
を

受
け
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ア
リ
ア
ニ
ズ
ム
論
争
上
の
争
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
多
元
社
会
と
多
元
主
義
の

評
価
が
大
き
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
政
治
体
制
分
析
の
分
野
か
ら
は
非
常
に
奇
妙
に
思
え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
先
進
国
政
治

分
析
に
お
い
て
は
、
「多
元
主
義
以
後
」
が
語
ら
れ
、
わ
が
国
に
お
い
て
も

「多
元
主
義
を
超
え
て
」
と
い
う
こ
と
が
真
剣
に
議
論
さ
れ
て
い

（３
）

る
か
ら
だ
。

本
稿
は
政
治
体
制
分
析
上
の
多
元
主
義
と
政
治
哲
学
上
の
多
元
主
義
の
関
係
を
問
う
た
め
の
予
備
的
素
描
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
経
済

の
国
際
化
に
規
定
さ
れ
て
、
利
益
調
整
が
ま
す
ま
す
国
際
化
し
て
い
く
と
い
う
メ
ガ
ト
レ
ン
ド
、
他
方
で
、　
一
人

一
人
の
人
間
の
生
の
領
域

そ
れ
自
体
が
政
治
化
し
て
い
く
と
い
う
問
題
を
考
え
る
な
ら
、
多
元
主
義
を
め
ぐ
る
二
つ
の
議
論
を
う
ま
く
交
錯
さ
せ
る
こ
と
は
、
先
進
国

政
治
の
巨
大
な
変
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
連
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（１
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
石
田
徹

『自
由
民
主
主
義
体
制
分
析
―
多
元
主
義
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
ム
ア
ュ
ア
リ
ズ
ム
ー
』
（法
律
文
化

社
　
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

（２
）

こ
れ
ら
の
論
争
状
況
に
関
し
て
は
、
川
本
隆
史
『現
代
倫
理
学
の
冒
険
―
社
会
理
論
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
ヘ
ー
』
（創
文
社
　
一

九
九
五
年
）、
井
上
達
夫

「共
同
体
論
―
そ
の
諸
相
と
射
程
」
日
本
法
哲
学
会
編

『現
代
に
お
け
る

〈個
人
―
共
同
体
―
国
家
〉
法

哲
学
年
報

一
九
八
九
』
（有
斐
閣
　
一
九
九
〇
年
所
収
）
を
参
照
。

（３
）

石
田
徹
、
前
掲
書
お
よ
び
田
辺
国
昭
、
辻
中
豊
、
真
渕
勝

Д
座
談
会
〕
多
元
主
義
を
超
え
て
」
亀
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
四
　
一



九
九
四
年
所
収
）
を
参
照
。

価
値
多
元
化
社
会

政
治
哲
学
や
政
治
理
論
の
分
野
で
近
年
議
論
さ
れ
て
い
る
価
値
多
元
化
社
会
に
つ
い
て
ま
ず
そ
の
代
表
的
な
議
論
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

価
値
多
元
化
社
会
と
は
個
人
が
選
び
と
り
、
帰
依
し
て
い
る
価
値
が
、
当
の
個
人
内
部
で
葛
藤
を
起
こ
し
た
り
、
他
者
の
価
値
と
対
立
し
た

り
す
る
こ
と
が
、
社
会
的
病
理
で
は
な
く
、
む
し
ろ
恒
常
的
な
状
態
で
あ
る
と
の
社
会
観
で
あ
る
。
ト
マ
ス
・ネ
ー
ゲ
ル
（↓

，
０
８
３
Ｚ
”零
じ

は
対
立
、
葛
藤
を
引
き
起
こ
す
基
礎
的
価
値
と
し
て
他
人
や
団
体
に
対
す
る
特
殊
な
責
務
、　
一
般
的
権
利
に
由
来
す
る
行
為
へ
の
強
制
、
功

利
性
、
卓
越
主
義
的
な
目
的
ま
た
は
価
値
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
自
分
自
身
の
立
て
た
計
画
や
仕
事
へ
の
献
身
の
も
つ
価
値
を
挙
げ
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
こ
れ
ら
の
価
値
ど
う
し
が
対
立
し
た
り
葛
藤
を
引
き
起
こ
し
た
り
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「私
は
、
価
値
の
源
泉

は

一
元
的
で
あ
り
、
そ
の
源
泉
を
世
界
へ
適
用
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
外
見
上
の
多
様
性
が
現
れ
る
、
と
は
考
え
な
い
。
私
は
諸
価
値

は
基
本
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
源
泉
を
持
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
諸
源
泉
は
、
価
値
を
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
際
に
も
、
そ
こ

に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
信
じ
て
」
縫
」。
ネ
ー
ゲ
ル
は
価
値
の
源
泉
の
複
数
性
を
承
認
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
こ
れ
は
一
元
主
義

（Ｂ
ｏ
●
ぉ
日
）
に
対
立
す
る
多
元
主
義

（■
日
“
中お
ヨ
）
の
典
型
的
な
表
明
で
あ
る
。
そ
し
て
対
立
、
葛
藤
し
て
い
る
価
値
ど
う
し
の
調
停
は

多
く
の
場
合
に
巨
大
な
障
害
に
つ
き
あ
た
る
。
そ
の
点
も
ネ
ー
ゲ
ル
は
巧
み
に
述
べ
て
い
る
。
「人
間
は
道
徳
や
そ
の
他
の
非
常
に
さ
ま
ざ
ま

な
種
類
の
動
機
を
与
え
る
権
利
要
求
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
は
世
界
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
―
個
人
的
、
関
係
的
、
非
個

人
的
、
理
想
的
と
い
っ
た
諸
視
点
―
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
複
雑
な
生
物
で
あ
り
、
各
視
点
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
権
利
要
求
を
提
示

す
る
か
ら
で
あ
る
。
葛
藤
は
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
の
内
部
に
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
解
決
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
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れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
の
間
に
葛
藤
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
問
題
は
さ
ら
に
困
難
な
も
の
と
な
る
。
個
人
的
要
求
と
非
個
人

的
要
求
の
間
に
生
じ
る
葛
藤
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。
私
の
見
解
で
は
、
そ
う
し
た
葛
藤
は

一
方
の
観
点
を
他
方
に
、
あ
る
い
は

両
者
を
第
二
の
観
点
に
、
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
え
な
い
。
と
い
っ
て
、
ど
の
観
点
も
簡
単
に
放
棄
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
ま
た
そ
う
す
べ
き
理
由
も
な
い
。
同
時
に
次
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
を
眺
め
る
能
力
が
、
人
間
性
の
特
徴
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

他
者
と
の
観
点
、
時
間
的
に
ひ
ろ
が
っ
た
自
己
の
人
生
と
い
う
観
点
、
同
時
的
な
万
人
の
観
点
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
し
ば
し
ば

『永
遠

の
相
の
下
に
』
と
表
現
さ
れ
る
超
然
と
し
た
観
点
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
な
能
力
が
、
単

一
化
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
」。

ま
た
、
ロ
ー
ル
ズ
は
理
に
か
な
っ
た
人
々
の
間
で
、
価
値
問
題
に
つ
い
て
不

一
致
が
起
こ
る
原
因
を

「理
性
の
負
荷
」
（一ぎ

げ
日
８
房
Ｒ

（３
）

お
“
８
口
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
内
容
を
以
下
の
六
点
に
整
理
し
て
い
る
。

ａ
当
該
事
例
に
関
係
す
る
経
験
的
、
科
学
的
根
拠
が
対
立
し
複
雑
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
ら
を
評
価
し
、
価
値
づ
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ

２
つ

。

ｂ
そ
の
問
題
に
関
連
し
て
ど
ん
な
種
類
の
考
慮
が
必
要
か
に
つ
い
て
、
我
々
が
十
分
に
合
意
し
て
い
る
場
合
で
さ
え
も
、
そ
れ
ら
の
考
慮

の
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て
一
致
せ
ず
、
異
な
っ
た
判
断
に
到
達
し
う
る
。

ｃ
我
々
の
政
治
的
、
道
徳
的
概
念
の
み
な
ら
ず
全
て
の
概
念
が
あ
る
程
度
ま
で
漠
然
と
し
て
お
り
、
ハ
ー
ド
ケ
ー
ス
に
属
し
て
い
る
。
こ

の
決
定
の
難
し
さ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
理
に
か
な
っ
た
人
々
が
異
な
っ
た
意
見
を
も
ち
う
る

一
定
の
領
域
内
で
の
判
断
と
解
釈
に

我
々
が
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。

ｄ
我
々
の
全
経
験
、
現
在
ま
で
の
我
々
の
生
の
全
て
の
行
程
が
、
道
徳
的
、
政
治
的
価
値
を
評
価
し
、
ウ
ェ
イ
ト
づ
け
る
方
法
を
形
づ
く

る
が
、
我
々
の
全
経
験
は
確
実
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
無
数
の
公
職
と
地
位
、
そ
の
多
様
な
分
業
、
多
く
の
社
会
集
団
と
エ

ス
ニ
ッ
ク
な
多
様
性
を
伴
う
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
市
民
達
の
全
経
験
は
多
様
化
し
て
お
り
、
そ
の
判
断
を
分
岐
さ
せ
る
に
十
分



で
あ
る
。

ｅ
あ
る
問
題
に
つ
い
て
両
方
向
か
ら
異
な
っ
た
力
を
も
つ
規
範
的
考
慮
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
包
括
的
な
評
価
を
困
難
に
す
る
。

ｆ
社
会
制
度
の
い
か
な
る
シ
ス
テ
ム
も
あ
る
限
ら
れ
た
領
域
の
価
値
し
か
許
容
し
え
な
い
か
ら
、
本
来
実
現
さ
れ
る
べ
き
道
徳
的
、
政
治

的
価
値
の
全
領
域
か
ら
あ
る
種
の
選
択
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
ま
さ
に
人
間
の
条
件
が
価
値
の
多
元
化
と
そ
れ
ら
の
間
の
対
立
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
対
立
の
調
停
の

難
し
さ
を
も
引
き
起
こ
す
と
す
る
が
、
そ
の
点
は
今
日
多
く
の
人
々
が
指
摘
を
し
て
い
る
。
個
人
の
内
面
に
お
い
て
諸
価
値
が
対
立
す
る
だ

け
で
な
く
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
個
人
と
個
人
の
間
で
も
価
値
を
め
ぐ
る
深
刻
な
争
い
が
起
こ
り
う
る
。
ネ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
個
人

の
中
に
も
複
数
の
視
点
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
社
会
全
体
で
は
無
限
の
視
点
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン

（Ｈ紹

”̈
，

”
ｏＨ】̈
●
）
が

「
二
つ
の
自
由
概
念
」
の
冒
頭
で
印
象
深
く
指
摘
し
た
事
態
も
こ
の
よ
う
な
価
値
の
多
元
性
と
そ
の
対
立
で
あ
る
。

以
上
が
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
価
値
多
元
化
社
会
の
一
端
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
単
に
視
点
の
複

数
性
や
人
間
の
複
数
性
か
ら
の
み
説
明
し
た
の
で
は
そ
の
現
代
的
特
徴
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
視
点
と
人
間
の
複
数
性
は
い
わ
ば
歴
史
貫

通
的
事
態
だ
か
ら
で
あ
る
（℃

こ
の
点
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
、
ロ
ー
ル
ズ
を
は
じ
め
と
し
た
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
背
負
う
課
題
が
も
つ

固
有
の
困
難
性
も
明
瞭
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
例
え
ば

「神
の
目
的
」
（Ｏ
ｏ
Ｏ
．ｏ
宮
む
８
ｏ３

と
ぃ
っ
た

一
元
的
価
値
が
支
配
し
各
人
の
生
は
そ
れ
と
の
調
和
を

求
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
一
元
的
価
値
が
支
配
す
る
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
前
近
代
社
会
と
近
代
社
会
を
機
械
的
に
対
置
さ
せ
る

議
論
は
、
あ
ま
り
に
単
純
で
あ
る
。
例
え
ば
、　
一
口
に
前
近
代
社
会
と
言
っ
て
も
、
封
建
社
会
と
古
代
社
会
で
は
支
配
的

一
元
的
価
値
の
内

実
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
個
々
人
と
の
関
係
も
異
な
っ
て
い
る
。
古
代
社
会
に
あ
っ
て
は
個
人
原
理
は
あ
っ
た
と
し
て
も
全
体
原
理
に
よ
っ

て
絶
え
ず
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
封
建
社
会
で
は
、
個
的
原
理
が
全
体
を
媒
介
す
る
段
階
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
階
層
秩

神
な
き
時
代
の
政
治
哲
学
へ
の
予
備
的
考
察
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序
の
内
部
で
の
み
個
的
原
理
が
現
実
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
（℃

ム
ー
ン

Ｇ
。∪
Ｏ
●
”
巨
〓
８
じ

は
こ
の
よ
う
な
個
別
性
な
ら
び
に
個
的
価
値

の
肯
定
を

「階
層
的
カ
プ
セ
ル
化
」
曾
【．ｑ
鶴
ｏＦ
一ｏ
Ｌ
ｏＲ
”
ｏ
２
】鮮
ｏ̈
じ

に
よ
る

「多
元
主
義
」
の
解
決
と
呼
ん
で
い
る
。
歴
史
的
段
階
に
よ

る
超
越
的

一
元
的
価
値
と
個
的
原
理
の
内
実
と
両
者
の
関
係
に
注
意
を
は
ら
い
、前
近
代
社
会
も
独
特
の
や
り
か
た
で
価
値
の
多
元
性
を
「解

決
」
し
て
い
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で
、
前
近
代
社
会
＝
価
値

一
元
化
社
会
と
規
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
。

近
代
資
本
主
義
の
誕
生
は
個
人
原
理
の
全
面

「解
放
」
を
も
た
ら
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
個
人
原
理
や
個
的
価
値
が
ア
ナ
ー
キ
ー
に
対
立
す

る
こ
と
を
結
果
し
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー

（〓
“
ｘ
■
３
ｑ
）
が

『プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
で
描
い
た
よ

う
に
、
近
代
社
会
＝
資
本
主
義
社
会
の
エ
ー
ト
ス
は
、
禁
欲
の
世
俗
内
化
、
つ
ま
り
超
越
的
価
値
＝
神
の
個
人
へ
の
内
面
化
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
近
代
初
頭
の
価
値
の
多
元
性
は
、
内
面
化
さ
れ
た
神
を
共
通
価
値
と
し
て
前
提
に
し
た
多
元
性
で
あ
る
と
言
え
る
。
ロ
ッ
ク
ら
近

代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
直
面
し
た
多
元
性
な
ら
び
に
個
人
原
理
拡
大
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
最
近
の
新
し
い
ロ
ッ
ク
研
究
が
明
ら
か

に
し
て
い
る
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
の
神
学
的
前
提

翁
神
の
作
品
」
と
し
て
の
人
間
）
は
以
上
の
よ
う
な
文
脈
で
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
近
代
倫
理
学
の
代
表
で
あ
る
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
み
な
ら
ず
そ
の
哲
学
体
系
全
体
も

「信
仰
に
席
を
与
え
る
た
め
に
知
識
を
廃
棄
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
前
提
に
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
定
言
命
法
と

い
う
形
式
倫
理
が
倫
理
的
ア
ナ
ー
キ
ー
を
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
社
会
は
個
人
原
理
の
全
面
的

「解
放
」
を
も
た
ら
し
た
。
た
と
え
そ
の
個
人
が
男
に
限
定
さ
れ
て
い
た
り
、
教
養
と
財
産
の
あ
る
人

間
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
当
初
よ
り
そ
こ
に
は
人
間

一
般
へ
個
人
原
理
を
拡
大
し
う
る
普
遍
的
要
求
＝
権
利
が
含
み
込
ま
れ
て
い

た
。
こ
の
権
利
要
求
が
欲
望
の
放
縦
化
や
ホ
ッ
ブ
ス
流
の
自
然
状
態
＝
戦
争
状
態
へ
転
化
し
な
い
の
は

（絶
え
ず
、
そ
の
よ
う
な
転
化
の
危

険
性
を
は
ら
み
な
が
ら
も
）、
一
方
で
の
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
や
市
民
政
府
と
い
う
公
権
力
の
創
出
に
よ
る
現
世
秩
序
問
題
の
解
決
と
、
他
方
で

の
世
界
観
的
要
求
＝
意
味
問
題
の
神
に
よ
る
解
決

（意
味
問
題
に
つ
い
て
の
共
通
法
廷
の
存
在
）
に
よ
る
二
重
の
保
障

（そ
れ
は
前
近
代
の



ご
と
く
超
越
的
な
も
の
で
な
く
、
個
人
に
内
面
化
さ
れ
た
も
の
だ
が
）
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
ネ
ー
ゲ
ル
の
価
値
の
葛
藤

に
関
す
る
記
述
は
、
こ
の
よ
う
な
共
通
価
値
を
前
提
に
す
れ
ば
、
起
こ
っ
た
と
し
て
も
基
本
的
に
解
決
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
二
〇
世
紀
の
自
由
社
会
は
様
相
を
異
に
す
る
。
個
人
原
理
の
「解
放
」
の
結
果
出
現
し
た
価
値
の
多
元
性
と
い
う
事
態
は
、

近
代
初
頭
と
異
な
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
思
想
的
に
価
値
多
元
性
の
巨
大
な
変
貌
が
あ
る
。
そ
れ
を

一
言
で

表
現
す
れ
ば

「神
が
死
せ
る
」
時
代
の
価
値
多
元
性
で
あ
る
。
「神
の
死
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ニ
ー
チ
ェ

（『
『お
彎
】ｏ，
Ｚ
いｏ一ＮｏｏＦ
ｅ

の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
神
＝
共
通
価
値
の
崩
壊
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を

は
じ
め
近
代
思
想
が
前
提
に
し
て
い
た
共
通
価
値
＝
意
味
問
題
審
判
の
法
廷
が
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
注
意
す

べ
き
は
、
共
通
価
値
と
し
て
の
神
が
ど
こ
か
で
我
々
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
死
ん
だ
の
で
は
な
い
こ
と
だ
。
ニ
ー
チ
ェ
の
次
の
恐
る
べ
き
記

述
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

「狂
気
の
人
間
―
諸
君
は
あ
の
狂
気
の
人
間
の
こ
と
を
耳
に
し
な
か
っ
た
か
、
―
白
昼
に
提
灯
を
つ
け
な
が
ら
、
市
場
へ
馳
け
て
き
て
、

ひ
っ
き
り
な
し
に

『お
れ
は
神
を
探
し
て
い
る
！
お
れ
は
神
を
探
し
て
い
る
！
』
と
叫
ん
だ
人
間
の
こ
と
を
。
―
市
場
に
は
折
し
も
、
神
を

信
じ
な
い
ひ
と
び
と
が
大
勢
群
が
っ
て
い
た
の
で
、
た
ち
ま
ち
彼
は
ひ
ど
い
物
笑
い
の
種
と
な
っ
た
。
『神
さ
ま
が
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
と

い
う
の
か
？
』
と
あ
る
者
は
言
っ
た
。
『神
さ
ま
が
子
供
の
よ
う
に
迷
子
に
な
っ
た
の
か
？
』
と
他
の
者
は
言
っ
た
。
『そ
れ
と
も
神
さ
ま
は

隠
れ
ん
坊
し
た
の
か
？
神
さ
ま
は
お
れ
た
ち
が
怖
く
な
っ
た
の
か
？
神
さ
ま
は
船
で
出
か
け
た
の
か
？
移
住
と
き
め
こ
ん
だ
の
か
？
』
―
彼

ら
は
が
や
が
や
わ
め
き
立
て
嘲
笑
し
た
。
狂
気
の
人
間
は
彼
ら
の
中
に
と
び
こ
み
、
孔
の
あ
く
ほ
ど
ひ
と
り
び
と
り
を
晩
み
つ
け
た
。
『神
が

ど
こ
か
へ
行
っ
た
か
っ
て
？
』
、
と
彼
は
叫
ん
だ
、
『お
れ
が
お
前
た
ち
に
言
っ
て
や
る
！
お
れ
た
ち
が
神
を
殺
し
た
の
だ
―
お
前
た
ち
と
お

れ
が
だ
！
お
れ
た
ち
は
み
な
神
の
殺
害
者
な
の
だ
！
…
■
神
を
埋
葬
す
る
墓
掘
人
た
ち
の
ざ
わ
め
き
が
ま
だ
何
も
き
こ
え
て
こ
な
い
か
？
神

の
腐
る
臭
い
が
ま
だ
何
も
し
て
こ
な
い
か
？
―
神
だ
っ
て
腐
る
の
だ
！
神
は
死
ん
だ
！
神
は
死
ん
だ
ま
ま
だ
！
そ
れ
も
、
お
れ
た
ち
が
神
を

神
な
き
時
代
の
政
治
哲
学
へ
の
予
備
的
考
察
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殺
し
た
の
だ
！
殺
害
者
中
の
殺
害
者
で
あ
る
お
れ
た
ち
は
、
ど
う
や
っ
て
自
分
を
慰
め
た
ら
い
い
の
だ
？
世
界
が
こ
れ
ま
で
に
所
有
し
て
い

た
最
も
神
聖
な
も
の
最
も
強
力
な
も
の
、
そ
れ
が
お
れ
た
ち
の
刃
で
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
死
ん
だ
の
だ
、
―
お
れ
た
ち
が
浴
び
た
こ
の
血
を

誰
が
拭
い
と
っ
て
く
れ
る
の
だ
？
』
…
」。

狂
気
の
人
間
に
よ
る
神
の
死
の
宣
告
、
さ
ら
に
は
神
殺
し
を
遂
行
し
た
の
が
我
々
自
身
で
あ
る
と
い
う
恐
る
べ
き
宣
告
、
こ
れ
ら
が
意
味

す
る
こ
と
は
人
々
の
人
生
に
意
味
を
与
え
て
き
た
共
通
の
価
値
の
崩
壊
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
こ
の
よ
う
な
宣
告
を
し
た
の
は
、　
一
九
世
紀

末
で
あ
る
。
先
の
引
用
箇
所
の
直
後
で
か
の
狂
気
の
人
間
は
手
に
し
た
提
灯
を
地
面
に
投
げ
つ
け

「ま
だ
お
れ
の
来
る
時
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
恐
る
べ
き
出
来
事
は
な
お
ま
だ
中
途
に
ぐ
ず
つ
い
て
い
る
…
…
（「

と
述
べ
る
。
市
場
で
狂
気
の
人
間
を
取
り
囲
ん
だ
人
々
に
と
っ
て
、

「神
の
死
」
は
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
〇
世
紀
、
と
り
わ
け
現
在
の
我
々
に
と
っ
て
は
、
現
実
的
な
も
の
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
と
も
か
く
も
、　
一
九
世
紀
ま
で
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
前
提
に
し
て
き
た
意
味
問
題
審
判
の
た
め
の
共
通
の
法
廷
は
瓦
解
し
た
の
で

あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う

「神
々
の
闘
争
」、
「多
信
教
の
登
場
」
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

共
通
価
値
崩
壊
の
下
で
の
価
値
の
多
元
化
と
い
う
事
態
が
、
政
治
の
課
題
に
な
り
う
る
前
提
を
次
に
検
討
し
よ
う
。
現
代
社
会
に
お
け
る

価
値
の
多
元
性
な
ら
び
に
そ
の
葛
藤
と
対
立
の
原
因
を
多
く
の
論
者
は
価
値
の
多
様
性

（０
【お
『り中■
）、
価
値
の
通
約
不
可
能
性

（】●
ｏｏ
ヨ
・

口
①房
日
”
σ
【澤
じ

そ
し
て
諸
価
値
の
両
立
不
可
能
性

含
●
８
日
●
”け̈
げ
澤̈
じ

に
求
め
る
。
多
様
性
と
は
文
字
ど
お
り
世
界
観
、
人
生
観
、
善

き
生
の
構
想
の
多
様
性
を
意
味
す
る
。
通
約
不
可
能
性
と
は
「価
値
の
獲
得
と
損
失
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
共
通
の
通
貨
↑
１
‐

お
●
ｏじ
が
存
在
せ
ず
、
諸
価
値
ま
た
は
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
基
礎
的
な
価
値
は
多
元
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
言
葉
の
真
の
意
味
で
通
約

不
可
能
で
あ
る
（理

と
い
う
と
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
テ
イ
ラ
ー

（Ｑ
口鶴
】８
↓
”
く
】８
）
に
従
え
ば
、
価
値
の
多
様
性
な
ら
び
に
通
約
不
可

能
性
を

「解
決
」
す
る
方
法
は
二
つ
あ
る
。
す
べ
て
の
価
値
の
質
を
無
差
別
に
効
用

↑
豊
】けじ

と
い
う
量
に
還
元
す
る
功
利
主
義
と
倫
理
の

領
域
か
ら
善
き
生
の
実
質
的
内
容
を
放
郷
し
、
そ
れ
を
形
式
化
す
る
カ
ン
ト
流
の
や
り
方
で
あ
る
（電

二
〇
世
紀
の
現
実
政
治
に
お
い
て
は
論



理
と
し
て
も
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
も
、
特
に
功
利
主
義
的
な
考
え
が
価
値
の
対
立
を
処
理
し
て
き
た
と
言
え
よ
う

（そ
れ
が
な
ぜ
機
能
し
な

く
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
次
節
で
み
る
）。

神
と
い
う
共
通
価
値
が
死
に
さ
ら
に
効
用
と
い
う
量
的
指
標
へ
の
還
元
が
も
し
不
可
能
で
あ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
価
値
と
価
値
の
質
的
違

い
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
現
れ
る
。
も
は
や
質
的
差
異
を
量
に
変
換
す
る
こ
と
も
、
複
数
の
価
値
が
共
通
に
も
つ
質
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
な

ら
、
価
値
の
通
約
不
可
能
性
が
結
果
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
価
値
の
通
約
不
可
能
性
は
直
ち
に
諸
価
値
の
対
立
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
通
約
不
可
能
な
価
値
を
も
つ
人
々
が
複
数
存
在
し
て
も
、
そ
れ
が
自
ら
の
世
界
で
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
価
値
を
信
奉
し
た
生
を
自
己
完

結
的
に
ま
っ
と
う
す
る
な
ら
、
社
会
全
体
と
し
て
は
何
ら
の
対
立
も
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。　
一
社
会
に
お
い
て
あ
る
価
値
と
他
の
価
値
が

両
立
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
、
価
値
と
価
値
の
対
立
は
決
定
的
な
局
面
に
突
入
す
る
。
そ
の
意
味
で
価
値
対
立
の
起
動
因
は
、
そ
の
両
立
不

可
能
性
に
あ
り
、
他
方
、
通
約
不
可
能
性
は
対
立
の
調
停
不
可
能
性
の
原
因
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
（躍

以
上
の
よ
う
に
、
人
が
自
ら
の
善
き
生
の
構
想
を
形
作
る
た
め
に
追
求
す
る
諸
価
値
が
多
様
で
あ
り
、
相
互
に
通
約
不
可
能
で
あ
り
、
時

と
し
て
そ
れ
ら
が
両
立
不
可
能
で
あ
る
事
態
が
恒
常
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
病
理
現
象
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
社
会
を
価
値
多
元
化
社

（
・３
）

会
と
呼
び
た
い
。
二
〇
世
紀
末
の
現
在
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
貌
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

↓
Ｆ
ｏ
日
お

Ｚ
“
器
】・
ミ
ヽ
き
ミ
Ｖ
ａ
ざ
ヾ
∽
（９
目
げ
晏
ぼ
①
ｇ
”
８
ざ
）

，
お
∵
Ｎ
翻
訳
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
　

水ヽ
井
均
訳

『
コ
ウ

モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
』
（勁
草
書
房
　
一
九
八
九
年
）
二
〇
七
頁

３
い０
・
●
Ｌ
露

前
掲
翻
訳
二

一
一
頁

”
，
１
″
。∪
ｏ
日
”
●̈
０
」
け，
①
”
ｏ
】̈
一お
”
【
”
●
一
〇
く
ｏユ
”
ｏ
り
Ｆ
両
０
９
あ
Ｑ
あ
口
∽
（ン
ｅ
Ｓ

Ｋ
Ｙ
Ｓ
Ｑ
ざ
ざ

あヽ
せヽ
い
ヽ
Ｓ
、
ヽヾ
や
Ｓ
く
ｏ
ｒ
Ｏ卜
Ｚ
９

Ｎ　ＨＯ
∞
０
）
りｒ
Ｎ
ω
Ｎ

神
な
き
時
代
の
政
治
哲
学
へ
の
予
備
的
考
察

二
五

一
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（４
）

も
と
よ
リ
ネ
ー
ゲ
ル
は
価
値
の
対
立
を
歴
史
貫
通
的
な
事
態
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
自
身
は
西
洋
に
身
を
お
く
者
と
し

て
価
値
の
分
裂
に
つ
い
て
の
あ
る
思
想
的
前
提
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
西
洋
社
会
で
は
あ
ま
り
に
当
然
な
前
提
で

あ
る
が
故
に
彼
は
こ
と
さ
ら
そ
れ
を
詳
述
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
西
洋
に
と
っ
て
の
自
明
な
前
提
は
、
必
ず
し
も
我
々

に
と
っ
て
の
前
提
で
は
な
い
。

（５
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
守
本
順

一
郎

『日
本
思
想
史

（上
）
～
（下
こ

（新
日
本
新
書
）
を
参
照
。

（
６

）

｝

∪
ｏ
●
“
】０
〓

ｏ
ｏ
Ｐ

Ｏ
厖
変
Ｓ

ヽ
き
ミ

（
ざ
ミ
ミ
ｓ
ヽ
さ

・・
ミ

ο
ミ

ヽ
、
き
ミ
ン

Ｓ

ヽ
ド
ヽ

Ｂ
ξ
Ｌ
ヽ
９
ヽ
い
ヽ

貧
８

ω
■
■
Ｒ̈

ｏ
ざ
●
ｃ
。「
し

０
・
Ｈ
０

（７
）

わ
が
国
の
新
し
い
ロ
ッ
ク
研
究
を
代
表
す
る
文
献
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
加
藤
節

『ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
思
想
世

界
　
神
と
人
間
と
の
間
』
（東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
八
七
年
）、
友
岡
敏
明

『ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
―
″伝
統
″
と

″革

新
″
の
一
断
面
―
』
（名
古
屋
大
学
出
版
会
　
一
九
八
六
年
）

（８
）

ニ
ー
チ
ェ

『悦
ば
し
き
知
識
』
翁
ニ
ー
チ
ェ
全
集
　
第
八
巻
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
　
一
九
九
二
年
）
二
一
九
―
三
二
〇
頁
　
現
代

政
治
思
想
に
と
っ
て
の
ニ
ー
チ
ェ
の
意
味
は
、
川
田
稔

『意
味
の
地
平
へ
』
（未
来
社
　
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

（９
）

ニ
ー
チ
ェ
同
書
三
二
一
頁

（
１０

）

”
Ｒ

●
鶴

０
ョ

一〓
ご
Ｂ

コ

Ｏ
ｏ
亀

】】偉

Ｒ

く
，

一●
８

含
●
ョ

〓

ご
Ｂ

ｐ

ミ

ｓ
Ｓ

ヽ
い
ヽ
ふ

ｏ
，

日
ギ

ニ

器

Ｃ
・”

８

曽

）

や

ぶ

価

値

の

通

約

不

可
能
性
と
い
う
問
題
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う

「神
の
死
」
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
的
確
に
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（１１
）

０
，

”
『Ｆ
∽
↓
“
く
ざ
炉
↓

，
①
∪
いく
ｏ『り】”く
Ｏ
喘
Ｏ
ｏ
ｏ
鮎
り
含
口
↓
”
Ч
ざ
Ｆ
ヽ
ミ
ｓヽな
ヽ
ご
ｓ
ｓ
ヽ
ｂ
Ｓ
Ｓ
ｓ
ｓ
∽
ミ
ドヽ
鍮ヽ
・・ヽ
ミ
ヽヽ
Ｒ
ミ
〉ｓ
ゃ
ミ
、
母

あヽ

い
０

，
日
げ
ュ
語
Б
Ｃ
句
。日０∞３

（・２
）

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
「
魚
５
【
ｏド
８
ｋ
ξ
ヽ
ミ
ｓＳ
さヽ

ミ

、
ョ
ミ
諄
ミ

（「
『【●
８
けｏ
●
ｇ
ｐ
８
８
）
フ
田

′‐　
∽
一ｏく
ｏ●



ｒ
●
ド
ｏｐ
ミ
ｏＳ
ヽ
ｏ
晨
ヽ
ミヽ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ
工
諄
∽
（ｏ
ｘ
喘９
０
Ｃ
句
Ｌ
８
じ

ｏ
，
ｕ
卜
を
参
照
。

（・３
）

な
お
、
こ
の
よ
う
な
社
会
観
は
必
ず
し
も
哲
学
的
多
元
主
義

へ
の
コ
ミ
ッ
ト
を
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
は
多
元
化
と
い
う
現
象

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
そ
れ
ら
を
包
摂
し
う
る
よ
り
根
源
的
な
価
値
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
疑
念
が
残
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
多
元
主
義
か
一
元
主
義
か
と
い
う
こ
と
事
態
が
現
代
社
会
で
は
価
値
観
の
一
つ
の
争
い
に
な
り
う
る
の
で
あ

る
。
ラ
ー
モ
ア
ー
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
注
意
を
払
い
、
多
元
主
義
と
「理
に
か
な
っ
た
不

一
致
」
（お
８
●
“げ
お
０
８̈
鴨
８
日
のュ
）

と
を
区
別
し
て
い
る
。
Ω
訂
ュ
８

ｒ
鶴
ｏ日
Ｒ
ｐ
コ
日
”
房
ヨ

”
●
０
”
ｏ８
口
“げ
Ｆ

∪
【紹
鴨
８
８
８
↑
（Ｆ

口
】８

「
Ｓ
●
Ｆ
２

”
”
●
Ｆ

『
お
０
）
〓
〓
ｑ
・
『Ｆ

『ｏ識
お
Ч
”
”
Ｌ
ｏ
お
・
ｏ
ミ
ヾ
ヾ
ヽ
ヽ
き
ミ
諄
ド

ヽ
ｓ
ヽ
ミ
ｓ毯
Ｆ
さ
ｏｓＳ
Ｓ
心
ヽ
ｏ

，
日
ギ
さ
器

Ｃ
句
Ｌ
８
じ

な

お
、
政
治
哲
学
に
お
け
る
多
元
主
義
に
つ
い
て
は
「
バ
ｏ
Ｆ
８

の
前
掲
書
を
参
照
。
哲
学
に
お
け
る
多
元
主
義
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、

ｈ
ヾ
労

Ｈ８

（８
露
）
の
特
集
を
参
照
。

政
治
争
点
の
変
容

以
上
述
べ
て
き
た
価
値
多
元
化
社
会
に
関
す
る
議
論
の
背
景
と
し
て
、
例
え
ば
、
民
族
＝
文
化
対
立
を
原
因
と
す
る
地
域
紛
争
の
多
発
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
民
族
対
立
と
文
化
対
立
、
さ
ら
に
は
脳
死
、
同
性
愛
、
妊
娠
中
絶
と
い
っ
た
人
の
生
と
死
に
関
わ
る
問
題
が
政
治
争

点
化
し
て
き
た
こ
と
を
現
象
的
に
は
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
思
想
的
に
は
社
会
主
義
的

「
一
元
論
」
に
対
す
る
信
仰
の

解
体
も
指
摘
で
き
よ
う
（．

こ
の
よ
う
な
価
値
多
元
化
社
会
の
登
場
が
な
ぜ
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
政
治
の
課
題
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を

一
言
で
、
世
界
観

的
要
求
の
政
治
空
間
へ
の
再
侵
入
と
表
現
し
て
お
き
た
い
。
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
古
く
か
ら
の
人
間
の
紛
争
は
物
質
的
財
を

神
な
き
時
代
の
政
治
哲
学
へ
の
予
備
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
三
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（２
）

め
ぐ
る
も
の
だ
け
で
な
く
世
界
観
的
要
求
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
る
と
、
価
値
を
め
ぐ
る
争
い
が
政
治
争
点
に
な
っ
た
こ
と
は

何
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
価
値
を
め
ぐ
る
争
い
が
政
治
争
点
化
し
な
い
か
、
争
点
化
の
程
度
が
低
い
こ
と
が

む
し
ろ
異
常
な
現
象
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

現
在
、
世
界
観
的
要
求
が
政
治
の
課
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
理
由
と
し
て
少
な
く
と
も
二
つ
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
は
、
先

に
指
摘
し
た
共
通
価
値
の
崩
壊

（「神
の
死
し

と
い
わ
れ
る
事
態
で
あ
る
。
世
界
観
的
要
求
や
そ
の
対
立
に
つ
い
て
、
も
し
意
味
問
題
審
判

の
共
通
の
法
廷
が
存
在
す
る
な
ら
、
そ
の
多
く
は
市
民
社
会
内
部
で
そ
れ
な
り
に
自
律
的
に
解
決
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

「自
分
の
魂

の
救
済
と
他
人
の
魂
の
救
済
を
願
う
者
は
、
こ
れ
を
政
治
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
求
め
は
し
な
い
」
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
葉
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
彼
岸
的
内
容
を
伴
う
世
界
観
的
要
求
は
政
治
の
世
界
へ
の
参
入
を
警
戒
し
さ
え
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
よ

う
に
、
こ
の
共
通
の
法
廷
が
崩
壊
し
た
の
が
二
〇
世
紀
の
思
想
的
特
徴
で
あ
る
な
ら
、
世
界
観
的
要
求
が
そ
の
対
立
解
決
の
方
途
を
政
治
に

求
め
始
め
る
こ
と
も
予
想
で
き
る
。
第
二
に
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
現
代
社
会
の
技
術
水
準
の
向
上
が
全
社
会
的
に
倫
理
の
再
定

義
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
脳
死
、
遺
伝
子
治
療
と
い
っ
た
現
代
の
医
療
現
場
が
直
面
し
て
い
る
課
題
が
そ
の
端
的
な
例
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

世
界
観
的
要
求
の
政
治
へ
の
再
侵
入
の
理
由
と
し
て
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
二
〇
世
紀
政
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
福
祉
国
家

の
機
能
不
全
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
政
治
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、
ロ
ウ
ィ

（↓
Ｆ
ｏ
ｏ
０
９
ｏ

，
Ｆ
ｏ
■
じ

は
二
〇
世
紀
政
治
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
多
元
主
義
を
捉
え
た
上
で
、
そ
れ
を

「利
益
集
団
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
名
称
で
呼
ん
だ
。
こ
こ
で
言
う
多
元
主
義

は
多
元
的
な
利
益
集
団
が
政
府
を
も
巻
き
込
み
物
質
的
財
の
配
分
を
め
ぐ
っ
て
競
争
を
行
っ
た
結
果
、
あ
る
種
の

「公
益
」
が
導
き
出
さ
れ

る
と
の
政
治
信
仰
で
あ
り
、
冒
頭
述
べ
た
先
進
国
政
治
体
制
分
析
の
中
で
は
、
多
元
主
義
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
意
味
あ
い
で
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
多
元
主
義
は
先
に
述
べ
た
価
値
の
多
元
性
で
は
な
く
、
利
益
集
団
の
多
元
性
を
意
味
し
て
い
る
（℃

「利
益
集
団
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
に
対



し
て
、
ロ
ウ
ィ
は
人
民
に
よ
る
統
治
の
減
退
、
特
権
の
創
出
、
変
化
に
抵
抗
す
る
保
守
主
義
等
、
手
厳
し
い
批
判
を
加
え
る
が
、
多
元
的
集

団
の
競
争
が
そ
れ
な
り
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
こ
こ
で
の
政
治
的
対
立
は
、
相
対
立
す
る
利
益
が
競
争
の
結
果
、
あ
る

種
の
妥
協
や
均
衡
に
達
し
う
る
こ
と
が
は
じ
め
か
ら
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
が
可
能
と
な
っ
た
要
因
の
一
つ
は
、
福
祉
国

家
の
再
配
分
機
能
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
の
妥
協
と
し
て
で
き
あ
が
る
均
衡
を

「公
益
」
と
し
て
、
財
の
配
分
を
行
う
福
祉
国
家
は
、

価
値
中
立
的
な
財
＝
貨
幣
の
提
供
者
と
し
て
、
中
立
性
を
標
榜
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
福
祉
国
家
の
機
能
は
質
的
な
対
立
や

世
界
観
的
対
立
を
も
当
初
は
背
後
に
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
集
団
の
利
益
を
、
量
的
な
要
求
に
還
元
す
る
、
す
な
わ
ち
貨

幣
量
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
貨
幣
の
提
供
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
観
的
要
求
が
飼
い
慣
ら
さ
れ
る
と

い
う
よ
う
な
、
人
間
の
精
神
的
価
値
を
侮
蔑
し
た
考
え
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
に
対
し
て
等
し
く
財
を
提
供
し
う

る
存
在
と
し
て
政
府
が
捉
え
ら
れ
、
政
治
の
機
能
も
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
な
ら
、
世
界
観
的
要
求
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
対

立
に
政
府
は
巻
き
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
観
的
要
求
の
政
治
化
を
回
避
す
る
巧
妙
な
戦
略
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。
福
祉
国
家
の

こ
の
よ
う
な
戦
略
の
哲
学
的
表
現
が
功
利
主
義
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
功
利
主
義
は
価
値
の
質
的
差
異
を

「効
用
」
と

（６
）

い
う
量
的
基
準
に
還
元
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
強
み
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
七
〇
年
代
か
ら
始
ま
る
先
進
国
の
経
済
環
境
の
変
化
は
か
か
る
福
祉
国
家
的
戦
略
に
大
き
な
軌
道
修
正
を
迫
る
の
で
あ
る
。
七

〇
年
代
の
二
回
に
わ
た
る
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
は

「福
祉
国
家
の
危
機
」
を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
中
心
的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
国
家
の
財

政
危
機
は
、
あ
ら
ゆ
る
利
益
に
等
し
く
財
を
提
供
す
る
（あ
る
い
は
提
供
し
う
る
可
能
性
を
も
っ
た
）、
中
立
的
な
存
在
と
し
て
の
国
家
に
大

き
な
疑
念
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
も
は
や
国
家
は
あ
ら
ゅ
る
利
益
を
量
的
に
、
そ
の
限
り
で
等
し
く
扱
う
よ
う
な
機
能
を
も
っ
た
も
の
と

は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
政
府
が
扱
う
財
の
希
少
化
は
、
特
定
の
利
益
に
財
を
配
分
し
た
と
た
ん
に
、
量
的
対
立
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た

質
的
対
立
を

一
気
に
顕
在
化
さ
せ
る
危
険
性
を
と
も
な
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
新
保
守
主
義
戦
略
で
あ
る
。

神
な
き
時
代
の
政
治
哲
学
へ
の
予
備
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
五



法
経
研
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四
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四
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（
一
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九
六
年
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一一五
六

新
保
守
主
義
戦
略
は
政
府
の

「過
重
負
担
」
論
を
基
礎
に
政
府
機
能
の
縮
減
を
か
か
げ
、
か
つ
て
政
府
に
向
け
ら
れ
て
い
た
要
求
を
徹
底
的

に
非
政
治
化
＝
私
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「小
さ
な
政
府
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
か
か
る
戦
略
の
当
否
は
別
に
し
て
、
財
の
配
分
を
め

ぐ
る
争
い
か
ら
政
府
が
撤
退
し
、
財
の
配
分
を
市
場
に
委
ね
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
対
立
の
場
が
市
場
と
い
う
弱
肉
強
食
の
世
界
に
移
行
す

る
点
で
、
対
立
を
さ
ら
に
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
。

政
治
的
対
立
を
量
的
対
立
に
還
元
し
、
そ
の
妥
協
と
均
衡
化
に
よ
る

「公
益
」
の
発
見
と
い
う
福
祉
国
家
的
戦
略
の
ほ
こ
ろ
び
は
、
質
的

対
立
、
す
な
わ
ち
価
値
対
立
を
顕
在
化
さ
せ
る
と
同
時
に
、
政
治
の
世
界
の
再
定
義
を
も
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
利
益
集
団
の
多
元
的

競
争
に
政
府
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
間
は
、
政
治
と
は
何
か
、
政
府
の
役
割
は
何
か
と
い
う
問
題
は
表
面
化
し
な
い
翁
正
統
性
観
念
の
排
除
」

ロ
ウ
ィ
）。
し
か
し
、
価
値
中
立
的
な
財
の
配
分
者
と
し
て
の
政
府
と
い
う
観
念
が
、
新
保
守
主
義
戦
略
の
中
で
批
判
に
曝
さ
れ
る
と
、
そ
れ

と
は
異
な
る
政
府
の
定
義
が
求
め
ら
れ
ヽ
そ
の
こ
と
は
政
治
の
世
界
の
そ
も
そ
も
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
へ
と
連
動
す
る
。
福
祉
国
家
の

（７
）

危
機
と
並
行
し
て
政
治
的
正
統
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
性
化
し
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

同
時
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
福
祉
国
家
の
危
機
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
福
祉
国
家
の

「不
可
逆
性
」
が
確
認
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
国
家
は
依
然
と
し
て
一
定
の
財
の
配
分
を
継
続
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
配
分
さ
れ
れ
る
財
が
希
少
で
あ
る
が
故
に
、
特
定
の
財
を
特

定
の
集
団
や
特
定
の
個
人
に
配
分
す
る
こ
と
が
、
価
値
の
対
立
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
る
（℃

こ
の
よ
う
に
政
治
の
世
界
で
は
物
質
的
財
の
配

分
が
依
然
と
し
て
争
点
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
福
祉
国
家
の
危
機
以
降
、
価
値
対
立
に
転
化
し
う
る
と
い
う
点
に
現
代
的
な
特
徴
が
あ

る
（℃

政
治
は
再
び
価
値
対
立
の
世
界
へ
と
変
容
し
始
め
た
。
価
値
対
立
を
福
祉
国
家
的
に
回
避
す
る
戦
略
は
、
現
在
の
財
政
状
況
の
も
と
で

は
不
可
能
に
近
い
。
他
方
、
政
治
が
再
び
特
定
の
世
界
観
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
、
「神
が
死
せ
る
」時
代
の
価
値
多
元
性
が
そ
れ
を
許
さ

な
い
。
特
定
の
世
界
観
を
基
礎
に
政
治
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
言
う
よ
う
に
国
家
権
力
の
暴
力
的
発
動
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
（電

ロ
ー
ル
ズ
を
は
じ
め
と
し
た
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
背
負
お
う
と
し
て
い
る
困
難
な
課
題
は
こ
こ
に
あ
る
。



（１
）

先
進
社
会
に
お
け
る
価
値
意
識
の
変
化
と
そ
の
政
治
争
点
へ
の
影
響
に
関
す
る
実
証
研
究
と
し
て
、
ロ
ナ
ル
ド

・
イ
ン
グ
ル
ハ
ー

ト
著
　
村
山
皓
、
富
沢
克
、
武
重
雅
文
訳

『カ
ル
チ
ャ
ー
シ
フ
ト
と
政
治
変
動
』
（東
洋
経
済
新
報
社
　
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

（２
）

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
源
泉
と
し
て
ロ
ー
ル
ズ
が
宗
教
戦
争
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
”
”
ｌ
Ｆ

旨
ａ
８

３

Ｐ
ｒ

Ｏ脇
亀

＆
澤
ユ
８
”
〓
ｏ一”
づ
Ｆ
く
のご

】
ｃ
Ｓ
ン
ｓ
Ｓ

ヽ
き

墨
ミ
黙
ヽ
あ

尽

８
３

●
・圏
ｕ

（３
）

ウ
ェ
ー
バ
ー
　
脇
圭
平
訳

『職
業
と
し
て
の
政
治
』
（岩
波
文
庫
）

一
〇
〇
頁

（４
）

↓
ｒ
・〕
ロ
ウ
ィ
著
　
村
松
岐
夫
監
訳

『自
由
主
義
の
終
焉
　
現
代
政
府
の
問
題
性
』
（木
鐸
社
　
一
九
八
一
年
）

（５
）

利
益
集
団
の
多
元
性
と
し
て
多
元
主
義
を
考
え
る
論
者
も
価
値
の
多
元
性
に
無
自
覚
な
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
多
元
的
民
主

主
義
の
代
表
的
論
客
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
も
、
多
元
的
民
主
主
義
と
文
化
的
多
元
性
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。

（６
）

↓
”
Ч
】Ｒ
・
ｏ
り
。ｏＦ
な
お
、
こ
の
よ
う
に
福
祉
国
家
と
功
利
主
義
の
親
和
性
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
福
祉
国
家
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
さ
れ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
哲
学
が
出
発
点
か
ら
功
利
主
義
批
判
を
正
面
に
据
え
て
き
た
こ
と
は
改
め
て
注
目
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（７
）

こ
の
時
期
の
正
統
性
に
関
す
る
議
論
の
代
表
と
し
て
ハ
ー
バ
マ
ス
、
オ
ッ
フ
ェ
、
オ
コ
ン
ナ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
価

値
の
多
元
化
と
そ
の
対
立
と
の
関
係
で
は
、
次
の
論
文
が
示
唆
的
で
あ
る
。
↓
Ｆ
ｏ
日
お
Ｚ
”
ｍ
β

〓
８
Ｌ
ｏ
８
Ｄ
】偉
”
口
魚
り
ｏ
澤
中ｏ
出

Ｆ
ｏ”
〓
日
８
Ч
貧
ヾ
ヽヽ
Ｄ
Ｓ
Ｓ

い

ヽ
多
い浮

さ
さ
ヽ

８

８
鶏
）

（８
）

例
え
ば
エ
イ
ズ
予
算
に
対
し
て
同
性
愛
反
対
論
者
が
そ
の
削
減
を
要
求
す
る
よ
う
な
事
態
が
そ
う
で
あ
る
。
国
家
に
よ
る
財
の
配

分
が
同
性
愛
は
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
価
値
対
立
に
連
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
手
短
な
ン
ポ
ー
ト
と
し
て

朝
日
新
聞

一
九
九
五
年
九
月

一
三
日
夕
刊

「
ア
メ
リ
カ
の
分
裂
　
不
寛
容
の
時
代
６
」
を
参
照
。

神
な
き
時
代
の
政
治
哲
学
へ
の
予
備
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
七



法
経
研
究
四
四
巻
四
号

（
一
九
九
六
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
八

（９
）

井
上
達
夫
は
利
益
対
立
か
ら
価
値
対
立
へ
と
い
う
政
治
的
争
点
の
変
化
が

「正
統
性
危
機
の
位
相
転
換
」
を
も
た
ら
し
た
と
す
る

が
、
利
益
対
立
と
価
値
対
立
が
相
互
に
政
治
的
対
立
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
点
に
も
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。
井
上
達
夫

「リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
正
統
性
―
多
元
性
の
政
治
哲
学
―
」
「
岩
波
講
座
　
現
代
思
想

一
六
　
権
力
と
正
統
性
』
岩
波
書
店
　
一
九
九
五

年
所
収
）。
こ
の
論
文
は
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
論
点
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
出
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
執
筆
に
お
い

て
参
考
に
な
っ
た
。
た
だ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
あ
ま
り
に
経
済

一
元
論
的
に
解
釈
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
通
俗

的
な
マ
ル
ク
ス
理
解
と
は
別
に
、
近
年
の
欧
米
の
新
し
い
マ
ル
ク
ス
研
究
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
内
在
す
る
価
値
要
求
を
次
々
と

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
動
向
に
つ
い
て
は
松
井
暁

「社
会
主
義
と
規
範
理
論
」
島
富
大
経
済
論
集
』
第
四
〇
巻
第
二
号
　
一

九
九
五
年
）、
同

「分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義

へ
の
招
待
」
翁
同
』
第
四

一
巻
第

一
号
）
を
参
照
。

（１０
）

”
“
■
】ｐ
』ざ
ヽヽ
ミ
ｓミ

い
き
Ｓヽ
ヽ
こミ
　
（ｏ
２
Ｅ
ヨ
げ
】，
Ｃ
・り
。日００３

お
わ
り
に

先
進
国
政
治
の
争
点
は
妥
協
可
能
な
物
質
的
利
害
の
多
元
的
争
い
が
妥
協
不
可
能
な
世
界
観
的
要
求
の
多
元
的
争
い
を
誘
発
す
る
形
に
変

貌
し
つ
つ
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
政
治
の
世
界
の
再
定
義
を
迫
る
の
も
の
で
あ
る
。
財
の
配
分
が
政
治
の
主
要
な
機
能

で
あ
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
変
わ
り
が
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
価
値
対
立
と
連
動
し
、
あ
ら
た
な
紛
争
次
元
を
形
成
す
る
以
上
、
政
治
が

価
値
の
多
元
的
対
立
と
い
か
に
向
き
合
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
政
治
を
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
言
う
よ
う
に
、
政
治
権
力
が
特
定
の
世
界
観
や
善
き
生
の
構
想
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
り
、
相
互
に
対
立
す
る
価
値
の
い
ず

れ
が

「正
し
い
」
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
巨
大
な
暴
力
を
伴
わ
な
く
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
治
観
に
か
わ
っ
て
、
政
治



を
世
界
観
的
対
立
＝
論
争
の
主
宰
者
と
し
て
定
義
す
る
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
魅
力
的
で
あ
る
が
、
政
治
の
悪
魔
性
、
暴
力
性
に
あ
ま
り
に

ナ
イ
ー
ブ
で
あ
る
。
政
治
は
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
を
押
し
切
っ
て
も
、　
一
定
の
決
定
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
争
に
終
始
し
決
定

力ゝ で を
¨
力
一
¨
一
¨
¨
一
¨
一
¨
『
螂
は

「
的

は
時
剌
『
瞳
脚
漱
姉
熊
ぽ
『
御
¨
杉
獅

う
（
的

『
４
け
い
”
嘲
¨
濠
［
［
響
【
い
い
』
け
融
時
向
型
嘲

い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
し
い
政
治
像
の
獲
得
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
多
元
主
義
を
超
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
と

真
剣
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
が
な
い
。

（１
）

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ア
リ
ア
ニ
ズ
ム
両
者
の
多
元
主
義
と
の
向
き
合
い
方
が
、
等
し
く
政
治
の

「脱
政
治
化
」
戦
略
で

あ
り
、
政
治
の
紛
争
次
元
を
見
失
う
も
の
と
の
指
摘
が
近
年
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
ｏ

，
“
●
”』
〓
ｏ
〓
Ｆ

い
き
ヽ
お
きヽ
ミ

ミ

Ｓ
ヽ

Ｎ

濠
ミ
Ｓ

ヽ

（く
ｏ
あ
ｏ

Ｈ
０
０
じ

・
”
２
５
ぉ

国
ｏ
ュ
”

』ざ
ヽヽ
ミ
Ｓ

ヽ

Ｄ
Ｓ
ｓ
Ｓ

ヽ
ド
ヽ

滲
ヽ

し
き
ヽ
き
Ｒ
ミ
ヽ
ｓ
ヽ
ミ

知
つヽ

ミヽ
ａ

（ｏ
ｏ
『
●
①
〓

ｃ
句
。

８
８
）
を
参
照
。
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
構
想
は
、
政
治
哲
学
を

「脱
哲
学
化
」
し
た
と
い
う
の
が
、
も
っ
ぱ
ら

の
評
判
だ
が
、
同
時
に
そ
こ
で
は
政
治
哲
学
の
脱
政
治
化
も
語
り
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（２
）

人
間
能
力
の
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
陶
冶
に
一
つ
の
可
能
性
を
み
た
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
一
つ
の
試
み
と
し
拙

稿

「人
間
と
政
治
」
（金
子
晴
勇
編

『人
間
学
―
そ
の
歴
史
と
射
程
』
創
文
社
　
一
九
九
五
年
　
所
収
）
を
参
照
。

付
記本

稿
執
筆
後
、
＞
く
”̈
“
〓̈
。口
８
３
ｏ置
・
ヽ
ヽヽ
ｓｓ
客
Ｓ
きヽ
に
ヽ
ｓヽ
Ｓ
Ｓ
ヽ
ヽ
Ｓ
Ｓ
諄
ミ

（ｒ
”
け
ｃ
ユ
く
ｏ■ｏ【ぞ
Ｒ
Ｚ
①ヨ
く
Ｒ
Ｆ
「
お
協
８
８
）

神
な
き
時
代
の
政
治
哲
学
へ
の
予
備
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
九



法
経
研
究
四
四
巻
四
号

（
一
九
九
六
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
ハ
○

に
接
し
た
。
本
稿
と
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
論
点
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
検
討
対
象
に
で
き
な
か
っ
た
。


