
｢
共
和
制
は
必
然
的
に
民
主
的
で
あ
る
｣
?

-

共
和
制
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
と
F
r
･
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

ー

田

中
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(
本
稿
は
､
以
下
の
拙
稿
を
日
本
語
訳
し
た
も
の
で
あ
る
｡

ゴ
ロ
a
k
a
-
H
i
t
O
S
h
i
‥
l
s
t
d
e
r
｡
R
e
p
u
b
-
i
k
a
n
i
s
m
u
s
【
…
]
n
O
t
W
e
コ
d
i
g
d
e
ヨ
O
k
r
a
t
i
s
c
b
一
一
ヾ
芥
賀
t
u
n
d
F
r
.
S
c
h
-
e
g
e
-
N
亡
ヨ
R
e
p
u
b
-
i
k
a
n
i
s
∋
u
S
｣
コ
‥
Z
e
u
e
B
e
i
t
r
㌣

g
e
2
r
G
e
m
a
n
i
s
t
i
k
.
H
r
s
甲
V
O
n
d
e
r
j
a
p
呂
i
s
c
h
e
n
G
e
s
e
ニ
s
c
h
a
淳
許
r
G
e
コ
ゴ
呂
i
s
t
声
B
d
.
]
)
H
t
｣
.
M
ぎ
c
h
e
n
(
i
u
d
i
c
i
u
ヨ
)
N
書
♪
S
｣
巴
⊥
已
･

【
】
内
は
日
本
語
訳
へ
の
補
足
で
あ
る
)

本
稿
が
主
と
し
て
論
じ
る
の
は
､
イ
マ
ヌ
エ
ル
･
カ
ン
ト
の
『
永
遠
平
和
の
た
め
に

-

イ
マ
ヌ
エ
ル
･
カ
ン
ト
の
哲
学
的
構
想
』
(
N
u
ヨ
牒
w
i
g
e
n

F
計
d
e
n
.
E
i
n
p
h
i
-
O
S
O
p
h
i
s
c
h
e
r
E
コ
ぎ
r
f
く
O
n
i
ヨ
ヨ
a
n
u
e
-
芥
a
n
ニ
｣
茎
と
､
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
｢
永
遠
平
和
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト

の
書
物
に
促
さ
れ
た
､
共
和
制
の
概
念
に
つ
い
て
の
試
論
｣

(
ぷ
r
s
u
c
h
旨
e
r
d
e
n
B
e
g
r
i
巧
d
e
s
R
e
p
u
b
弄
a
コ
i
s
ヨ
u
S
V
e
r
a
n
-
邑
t
d
u
r
c
h
d
i
e
K
a
n
t
i
s
c
-
】
e

S
c
h
誌
2
ヨ
e
W
i
g
e
コ
F
r
i
e
d
e
コ
｣
｣
漂
)
･
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
で
あ
る
(
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
『
平
和
論
』
お
よ
び
｢
共

和
制
論
｣
と
呼
ぶ
)
T
)
｡

｢
共
和
制
論
｣
に
お
け
る
政
治
理
論
は
､
そ
の
題
名
が
既
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
､
『
平
和
論
』
に
対
す
る
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
批
判
と
密
接
に
関

係
し
て
い
る
｡
｢
共
和
制
は
必
然
的
に
民
主
的
で
あ
る
｣
云
ぎ
こ
首
ぎ
要
旨
邑
箋
至
;
こ
…
】
吉
ぎ
箋
h
百
計
喜
秤
量
訂
c
三
⊥
.
‥
不
>
V
l
〓
｣
)
と
い
う
シ



ユ
レ
ー
ゲ
ル
の
テ
ー
ゼ
も
､
カ
ン
ト
に
対
す
る
批
判
的
コ
メ
ン
ト
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
テ
ー
ゼ
は
､
｢
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る

民
主
制
[
の
国
家
形
態
]
は
必
然
的
に
専
制
｣
(
【
…
〓
s
t
d
i
e
[
S
t
邑
s
訂
m
]
d
e
r
b
昏
さ
已
ヨ
已
訂
i
ヨ
e
i
g
e
n
t
-
i
c
h
e
n
£
r
s
t
S
d
e
d
e
s
妻
)
き
n
O
t
h
w
e
n
d
i
g
e
i
n

9
薫
亘
を
三
…
】
.
‥
A
A
≦
l
】
い
量
で
あ
り
従
っ
て
共
和
制
で
は
な
い
､
と
い
う
カ
ン
ト
に
よ
る
民
主
制
の
定
義
に
反
論
し
て
い
る
｡

こ
の
村
立
関
係
を
考
慮
す
る
と
､
『
平
和
論
』
の
政
治
理
論
は
保
守
的
で
あ
ぃ
さ
ら
に
は
反
民
主
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
｡
そ
し
て

反
対
に
｢
共
和
制
論
｣
の
政
治
理
論
は
リ
ベ
ラ
ル
で
烏
主
主
義
を
支
持
す
る
選
択
肢
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡
若
き
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
政
治
的
に
革

命
派
で
あ
っ
た
が
後
に
反
動
に
転
じ
た
､
と
い
う
広
く
流
布
し
た
イ
メ
ー
ジ
も
こ
う
し
た
理
解
に
適
合
す
る
(
2
〉
｡
し
か
し
｢
共
和
制
論
｣
に
お
け

る
他
の
テ
ー
ゼ
､
例
え
ば
独
裁
制
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
は
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
矛
盾
す
る
｡
実
際
､
以
下
に
示
す
よ
う
に
､
共
和
制
と
い
う
概

念
か
ら
見
た
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
関
係
は
､
一
見
し
た
印
象
よ
り
も
複
雑
で
あ
る
(
3
〉
｡

以
下
本
稿
で
は
､
第
一
節
で
､
カ
ン
ト
は
『
平
和
論
』
に
お
い
て
持
続
的
な
平
和
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
共
和
制
を
要
求
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
､
｢
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
｣
民
主
制
を
退
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
を
明
ら
か
に
す
る
｡
第
二
節
で
は
『
平
和
論
』
に
お
け
る
共
和

制
の
概
念
を
｢
共
和
制
論
｣
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較
す
る
｡
結
論
で
は
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
共
和
主
義
の
帰
結
と
し
て
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
三
六

九
番
(
一
七
九
八
年
)
を
分
析
す
る
｡

一
､
イ
マ
ヌ
エ
ル
･
カ
ン
ト
r
永
遠
平
和
の
た
め
･
に
〓
一
七
九
五
年
)

-なぜ(｢本来の意味における｣)民主制は｢必

然
的
に
専
制
で
あ
る
｣
の
か

『平和論』において｢共和制｣(dierepub-ikanischeぷ註ss弓g)は｢根源的契約の理千一人民によるあらゆる合法的立法

は
こ
の
理
念
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
-
-
に
由
来
す
る
｣
(
A
A
≦
【
=
登
唯
一
の
国
利
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
カ
ン

ト
は
共
和
制
を
､
国
民
(
S
t
邑
s
b
屠
e
r
)
〈
｡
〉
の
一
般
意
志
に
よ
る
立
法
の
必
要
条
件
と
し
て
規
定
し
て
い
る
｡
共
和
制
の
概
念
は
宇
和
論
』
に
お
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い
て
二
つ
の
方
法
で
よ
り
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
第
一
の
方
法
(
A
)
は
､
共
和
制
の
原
則
を
列
挙
す
る
も
の
で
あ
り
､
第
二
の
方
法
(
B
)

は
二
つ
の
政
体
(
共
和
制
と
専
制
)
を
相
互
に
比
較
す
る
も
の
で
あ
る
｡

A

カ
ン
ト
の
挙
げ
る
共
和
制
の
三
つ
の
原
則
と
は
､
･
①
｢
(
人
間
と
し
て
の
)
社
会
の
成
員
の
自
由
｣
(
d
i
e
ヽ
古
家
､
こ
e
r
G
ニ
e
d
e
r
e
i
n
e
r
G
e
s
e
ニ
s
c
h
a
諦

(a-s才幹nscheコ))､②｢単一共通の立法への(臣民としての)全員の従属｣(dieゝ賢哲g昔､;ニervOコeiコerei邑geコgeヨeinsaヨeコG
e
s
e
t
N
g
e
b
u
n
g
(
巴
s
U
n
t
e
き
a
n
e
n
)
)
､
.
③
｢
(
国
民
と
し
て
の
)
全
員
の
平
等
｣
(
d
i
e
G
訂
註
訂
宣
e
r
s
e
-
b
e
n

(
a
-
s
旨
各
賞
嘆
ユ
)
で
あ
る
(
A
A
≦
i
l

岩
買
)
｡

②
の
従
属
の
原
則
は
､
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
す
で
に
国
利
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
､
『
平
和
論
』
で
は
詳
論
さ
れ
て
い
な
い
が
､
彼
は
註
に
お

い
て
他
の
二
つ
の
原
則
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
｡
①
の
原
則
に
お
け
る
自
由
は
｢
外
的
(
法
的
)
自
由
｣
と
呼
ば
れ
る
｡
カ
ン
ト
に
よ
れ

ば
そ
れ
は
､
｢
私
が
そ
れ
に
同
意
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
も
の
以
外
の
外
的
法
律
に
は
従
わ
な
い
権
能
｣
(
A
A
≦
i
I
い
苫
(
A
コ
m
.
)
)
で
あ
る

(
5
)
｡
③
の
平
等
の
原
則
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
｢
国
民
の
こ
の
関
係
に
従
う
と
､
誰
か
が
他
人
に
何
ら
か
の
法
的
な
義
務
を
負
わ
せ

る
た
め
に
は
､
同
時
に
自
分
自
身
が
法
律
に
従
属
し
､
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
相
互
に
自
分
も
他
人
と
同
じ
様
に
義
務
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
･
(
e
b
d
.
)
｡

B

カ
ン
ト
は
国
政
の
分
類
に
つ
い
て
二
つ
の
方
法
を
区
別
し
て
い
る
｡
①
｢
支
配
の
形
式
｣
(
d
i
e
F
O
∃
d
e
r
B
e
h
e
ヨ
C
h
u
n
g
も
∃
已
眉
鼠
ユ
に

ょ
る
分
類
と
②
｢
統
治
の
形
式
｣

(dieFO∃derカegie2ng-符∃∃areg-ヨinis)

に
よ
る
分
類
で
あ
る
(
A
A
≦
l
-
い
u
N
)
｡
前
者
の
分
類
は
｢
最
高

の
国
家
権
力
｣
(
こ
の
文
脈
で
は
執
行
権
)
を
持
つ
者
の
数
に
よ
る
も
の
で
､
君
主
制
､
貴
族
制
､
民
主
制
を
区
別
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
分

類
は
｢
国
家
が
そ
の
絶
対
権
力
を
い
か
に
行
使
す
る
か
｣
を
顧
慮
し
､
国
利
を
共
和
制
ま
た
は
専
制
に
分
類
す
る
｡
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｢
共
和
制
は
執
行
権
(
政
府
)
の
立
法
権
か
ら
の
分
儲
と
い
う
国
家
原
則
で
あ
る
の
に
対
し
､
専
制
は
国
家
が
自
分
で
立
法
し
た
法
律
を
自
分
で

執
行
す
る
と
い
う
国
家
原
則
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
.
こ
の
場
合
法
を
制
定
す
る
の
は
公
的
意
志
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
､
そ
れ
は
統
治
者
が
そ
の
公



的
意
志
を
自
分
の
私
的
意
志
と
し
て
取
り
扱
う
限
り
で
の
こ
と
で
あ
る
｡
｣

(
A
A
≦
〓
い
ぃ
N
)

引
用
し
た
箇
所
に
お
い
て
君
主
制
ま
た
は
貴
族
制
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
､
こ
の
箇
所
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
｡
一

人
な
い
し
幾
人
か
.
が
執
行
権
を
独
占
し
て
い
る
よ
う
な
国
家
が
(
A
の
定
義
に
よ
る
)
共
和
制
の
三
つ
の
原
則
に
適
合
し
て
共
和
的
で
あ
る
と
称
す

る
た
め
に
は
､
立
法
権
が
執
行
権
か
ら
分
離
さ
れ
国
民
の
一
般
意
志
に
譲
渡
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ゆ
え
に
先
の
引
用
は
以
下
の
よ
う
な
問
い
を
呼

ぶ
で
あ
ろ
う
｡
民
主
制
国
家
が
共
和
的
で
あ
る
た
め
に
は
､
立
法
権
を
執
行
権
か
ら
分
離
す
る
の
で
は
な
く
両
者
を
統
一
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
､

と
い
う
問
い
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
B
の
定
義
に
よ
れ
ば
民
主
制
は
､
全
て
の
国
民
が
既
に
執
行
権
を
所
有
し
て
い
る
よ
う
な
｢
支
配
の
形
式
｣

を
特
徴
と
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
カ
ン
ト
な
ら
ば
こ
の
間
い
に
否
と
答
え
た
に
違
い
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
彼
は
､
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
､
｢
言
葉
の

本
来
の
意
味
に
お
け
る
民
主
制
｣
を
必
然
的
な
専
制
に
分
類
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
根
拠
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

｢
国
家
の
三
形
態
の
う
ち
､
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
民
主
制
は
必
然
的
に
専
制
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
民
主
制
が
設
立
す
る
執
行
権
に

お
い
て
は
､
仝
貞
が
あ
る
個
人
に
つ
い
て
決
定
し
､
場
合
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
こ
の
個
人
に
逆
ら
っ
て
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
(
従
っ
て
こ
の
個

人
は
賛
成
し
て
い
な
い
)
､
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
全
員
で
は
な
い
全
員
が
決
定
す
る
(
d
a
a
ニ
e
答
e
r
5
d
a
ニ
e
n
空
-
s
a
u
c
h
w
i
d
e
r
E
ぎ
e
n
(
d
e
r
a
-
s
O

n
i
c
h
t
ヨ
i
t
e
i
n
s
t
i
m
邑
)
-
ヨ
i
t
b
i
n
A
ニ
e
ゝ
i
e
d
O
C
h
コ
i
c
b
t
A
ニ
e
s
i
n
d
ゝ
e
s
c
≡
i
e
謬
n
)
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
は
一
般
意
志
の
自
己
矛
盾
で
あ
り
ま
た
自
由
と

の
矛
盾
で
あ
る
｡

っ
ま
り
代
表
制
(
､
奄
鼓
3
巨
‡
で
な
い
統
治
形
式
は
ど
れ
も
本
来
ゆ
が
ん
だ
形
式
(
音
∃
)
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
そ
の
場
合
同
一
人
格
に

お
い
て
立
法
者
が
同
時
に
自
分
の
意
志
の
執
行
者
で
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
(
そ
れ
は
理
性
推
理
に
お
い
て
､
大
前
提
の
普
遍
が
同

時
に
小
前
提
に
お
け
る
特
殊
の
普
遍
へ
の
包
摂
で
あ
る
の
と
同
様
に
不
可
能
な
話
で
あ
る
)
｡
｣

(
e
b
d
.
)

59



カ
ン
ト
は
A
の
定
義
で
共
和
制
を
､
一
般
意
志
に
よ
る
立
法
に
唯
一
適
合
し
た
国
家
形
態
と
呼
ん
で
い
る
が
､
執
行
権
に
関
し
て
は
一
般
意
志
に
よ

る
決
定
の
可
能
性
を
排
除
t
て
い
る
｡
し
か
し
立
法
権
に
よ
る
決
定
と
執
行
権
に
よ
る
決
定
と
は
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
｡
カ
ン
ト
は
先
の
引
用
の

最
後
で
政
治
的
決
定
と
論
理
判
断
の
類
比
を
用
い
て
こ
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
､
立
法
権
に
よ
る
決
定
と
執

行
権
に
よ
･
る
決
定
と
の
関
係
は
､
｢
大
前
提
の
普
遍
｣
と
｢
小
前
提
に
お
け
る
特
殊
の
普
遍
へ
の
包
摂
｣
と
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
｡
こ
の
類
比
は
以

下
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
｡
立
法
権
は
法
律
を
普
遍
的
な
も
の
と
t
て
決
定
す
る
の
に
対
し
て
､
執
行
権
は
個
別
の
事
例
を
特
殊
な
も
の
と
し
て
普

遍
的
な
法
律
に
包
摂
す
る
の
で
あ
る
｡
カ
ン
ト
が
執
行
権
に
お
い
て
は
一
般
意
志
に
よ
る
決
定
が
不
可
能
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と

い
う
問
い
に
は
､
こ
の
区
別
に
基
づ
い
て
以
下
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
す
な
わ
ち
､
普
遍
的
な
法
律
は
全
て
の
国
民
に
同
様
の
義
務
を

負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
(
共
和
制
の
第
三
の
原
則
を
見
よ
)
か
ら
､
こ
の
法
律
は
さ
ま
ざ
ま
な
特
殊
利
害
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

つ
ま
り
一
般
意
志
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
執
行
権
は
反
対
に
､
各
人
が
普
遍
的
な
も
の
に
還
元
で
き
な
い
自
分
固
有
の
利
害
を
持
ち

う
る
よ
う
な
個
々
の
特
殊
な
事
例
を
扱
う
｡
こ
の
こ
と
か
ら
は
､
執
行
権
で
は
多
様
な
私
的
意
志
だ
け
が
決
定
で
き
る
の
で
あ
っ
て
､
一
様
な
一
般

意
志
が
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
｡
従
っ
て
民
主
制
国
家
の
執
行
権
で
は
多
様
な
特
殊
意
志
か
ら
妥
協
が
導
き
出
さ
れ

る
か
｣
さ
も
な
け
れ
ば
多
数
者
の
特
殊
意
志
が
少
数
者
の
特
殊
意
志
に
優
越
す
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
全
員
で
は
な
い
全
員
｣
と
い
う
カ
ン
ト
の
表
現
は

こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ケ
う
す
る
と
､
カ
ン
ト
が
先
の
引
用
で
民
主
制
を
､
｢
公
的
意
志
｣
す
な
わ
ち
一
般
患
志
を
｢
統
治
者
が
自

分
の
私
的
意
志
[
す
な
わ
ち
特
殊
意
志
]
と
し
て
取
り
扱
う
｣
専
制
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
理
由
を
理
解
す
る
の
は
難
し
く
な
い
｡
民
主
制
国
家

で
両
方
の
権
力
を
独
占
す
る
国
民
｢
全
員
｣
は
､
統
一
的
な
一
.
般
意
志
の
主
体
で
は
な
く
多
様
な
特
殊
意
志
の
担
い
手
と
し
て
理
解
で
き
る
(
6
〉
｡

前
の
段
落
で
は
『
平
和
論
』
に
お
け
る
政
治
的
判
断
の
理
論
を
分
析
し
た
が
､
こ
の
理
論
か
ら
は
､
い
か
な
る
数
の
人
間
に
よ
っ
て
綻
治
さ
れ
よ

う
と
も
執
行
権
に
お
い
て
は
一
般
意
志
に
即
し
て
決
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
三
｡
そ
れ
ゆ
え
に
共
和
制
で
は
立
法
権
が
執
行
権
か

ら
分
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
カ
ン
ト
は
両
者
を
媒
介
す
る
た
め
の
｢
代
表
制
｣
(
r
e
p
昏
e
n
t
a
t
i
v
e
s
S
y
s
t
e
ヨ
)
を
提
案
し
て
い
る
(
旦
｡
『
平
和
論
』

の
議
論
は
簡
潔
で
あ
り
カ
ン
ト
は
｢
代
表
制
｣
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
な
い
が
､
文
脈
か
ら
推
論
す
る
と
､
『
平
和
論
』
に
お
け
る
｢
代
表
制
｣
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は
二
つ
の
要
素
か
ら
成
る
｡
執
行
権
の
保
持
者
は
､
一
方
で
自
分
の
特
殊
意
志
を
､
立
法
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
一
般
意
志
か
ら
自
覚
的
に
区
別
す

べ
き
で
あ
り
､
他
方
で
前
者
を
後
者
に
従
属
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
〈
9
}
｡

カ
ン
ト
は
､
代
表
制
を
欠
い
た
国
制
は
必
然
的
に
専
制
で
あ
る
と
述
べ
る
一
方
､
他
方
で
は
､
代
表
制
の
な
い
国
利
で
も
｢
代
表
制
の
精
神
に
即

し
た
統
治
様
態
｣

(
A
A
≦
Ⅰ
-
い
ぃ
N
)
は
可
能
で
あ
る
と
も
論
じ
て
い
る
｡
彼
は
そ
の
例
と
し
て
､
｢
少
な
く
と
も
､
国
家
第
一
の
下
僕
で
あ
る
と
言
っ

た
｣
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
を
挙
げ
て
い
る
｡
専
制
君
主
は
､
そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
自
分
の
私
的
意
志
に
よ
っ
て
法
律
を
決
定
す
る
の

だ
が
､
理
念
と
し
て
の
み
存
在
す
る
人
民
の
｣
般
意
志
を
自
分
の
私
的
意
志
か
ら
区
別
し
て
､
後
者
(
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
表
現
で
は
｢
下
僕
｣
)

を
前
者
(
下
僕
の
主
人
)
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
試
み
る
な
ら
ば
､
｢
代
表
制
の
精
神
に
即
し
て
｣
統
治
す
る
こ
と
が
で
き
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
カ

ン
ト
に
よ
れ
ば
､
民
主
制
で
は
反
村
に
｢
代
表
制
の
精
神
｣
が
な
お
ざ
勺
に
さ
れ
る
､
と
い
う
の
も
｢
誰
も
が
主
人
で
あ
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
｣

(
A
A
≦
l
=
u
い
)
｡
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
は
こ
の
表
現
を
以
下
の
意
味
で
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡
民
主
制
に
お
い
て
両
方
の
権
力
を
掌
握
し
て
い
る

意
志
は
､
す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
､
多
様
な
特
殊
意
志
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
か
ま
た
は
多
数
派
の
意
志
で
あ
る
が
､
こ
の
意
志
は
自
分
を
一
般

意
志
(
｢
主
人
｣
)
と
取
り
違
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
は
､
民
主
制
に
お
い
て
統
治
す
る
意
志
は
一
般
意
志
に
適
合
し
よ
う
と
し
な

い
し
､
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
般
意
志
と
自
己
自
身
と
の
差
異
を
認
識
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
(
1
｡
)
｡

『
平
和
論
』
に
お
け
る
共
和
制
概
念
の
核
心
に
は
､
諸
個
人
の
私
的
利
害
は
立
法
か
ら
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
が
あ
る
｡
そ
の
際

に
カ
ン
ト
は
国
民
の
道
徳
性
に
頼
ら
な
い
｡
彼
に
と
っ
て
共
和
制
の
問
題
は
倫
理
学
に
は
関
わ
り
の
な
い
単
な
る
政
治
制
度
の
問
題
で
あ
る
｡
カ
ン

ト
に
よ
れ
ば
｢
国
家
創
設
｣
に
際
し
て
は
｢
人
間
の
道
徳
的
改
善
｣
が
問
題
な
の
で
は
な
く
､
人
間
に
お
け
る
｢
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
｣
を
い
か
に

正
し
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
(
>
A
く
【
【
】
い
票
)
｡
そ
れ
ゆ
え
に
国
家
創
設
の
た
め
の
根
源
的
契
約
は
.
､
｢
悪
魔
か
ら
成
る

人
民
(
彼
ら
が
悟
性
を
持
ち
さ
え
す
れ
ば
)
｣

(
e
b
d
.
)

に
と
っ
て
さ
え
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
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二
､
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
｢
共
和
制
の
概
念
に
つ
い
て
の
試
論
｣
〓
七
九
六
年
)

-共和制の基礎としての

62

｢
道
徳
の
共
同
性
｣
.

前
節
で
は
､
カ
ン
ト
が
共
和
制
を
､
執
行
権
の
立
法
権
か
ら
の
分
離
と
し
て
理
解
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
論
じ
た
｡
こ
の
権
力
分
立
の
構
想
を

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は

｢
共
和
制
論
｣

で
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
｡

｢
『
共
和
制
は
執
行
権
を
立
法
権
か
ら
分
離
す
る
国
家
原
理
で
あ
る
』
と
い
う
主
張
と
､
最
初
に
与
え
ら
れ
た
定
義
[
共
和
制
の
三
原
則
]
お
よ
び

『
共
和
制
は
代
表
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
』
[
…
]
と
い
う
命
題
と
は
い
か
に
し
て
合
致
す
る
の
だ
ろ
う
か

-

国
家
権
力
の
全
体
が
人
民
の

諸
代
表
(
室
k
s
r
e
p
r
腎
n
t
a
t
e
n
‥
e
b
d
.
)
の
手
に
あ
る
の
で
は
な
く
､
世
襲
君
主
ヒ
世
襲
貴
族
と
の
間
で
分
け
ら
れ
て
､
前
者
は
執
行
権
を
占
め
､

後
者
は
立
法
権
を
占
也
る
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
す
る
と
分
割
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
国
利
は
代
表
制
で
は
な
く
､
従
っ
.
て
(
著

者
自
身
の
説
明
に
従
え
ば
)
専
制
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
そ
う
で
な
く
て
も
国
家
官
僚
の
世
襲
[
…
]
は
共
和
制
と
相
容
れ
な
い
の
だ
か
ら
｡
｣

(
ご
r
≦
〓
い
)

カ
ン
ト
を
批
判
す
る
こ
の
議
論
は
二
つ
の
点
で
注
目
に
催
す
る
｡
第
一
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
権
力
分
立
の
構
想
を
､
君
主
と
世
襲
貴
族
と

い
う
二
つ
の
世
襲
権
力
の
併
存
と
言
い
換
え
て
い
る
｡
従
っ
て
彼
は
権
力
分
立
を
､
人
民
の
世
襲
諸
身
分
へ
の
分
割
に
対
応
し
た
制
度
と
し
て
解
釈

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
第
二
に
こ
こ
で
は
代
表
制
の
概
念
が
『
平
和
論
』
と
は
別
様
に
理
解
さ
れ
て
い
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
国
家
権
力
の
全
体
｣

を
｢
人
民
の
諸
代
表
｣
(
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
別
の
箇
所
で
｢
代
議
士
と
委
員
会
｣
(
D
e
p
亡
t
-
e
ユ
e
u
n
d
不
○
ヨ
ヨ
i
s
s
a
r
i
e
n
‖
ご
r
≦
〓
｣
)
と
表
現
し
て
い
る
)

が
掌
握
す
る
こ
と
を
共
和
制
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
｡
こ
の
二
点
か
ら
わ
か
る
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
立
場
は
､
一
国
の
人
民
が
統
一
さ
れ
た
全
体
を

成
す
な
ら
ば
､
｢
人
民
の
諸
代
表
｣
が
国
家
権
力
の
全
体
を
占
有
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
彼
は
こ
の
立
場
か
ら
､
｢
人
民
の
一
般
意



志
が
特
定
の
期
間
あ
る
一
人
に
国
家
権
限
の
全
体
を
委
任
す
る
こ
と
(
譲
渡
す
る
こ
と
で
は
な
く
)
を
決
定
す
る
｣
よ
う
な
形
式
の
独
裁
制
を
､
共

和
制
的
な
形
式
の
代
表
制
と
し
て
正
当
化
し
て
い
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
共
和
制
的
｣
独
裁
制
を
規
定
す
る
際
に
､
権
力
分
立
の
必
要
性
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
が
､
彼
が
言
っ
て
い
る
の
は
､
様
々
な
｢
政
治
的
人
格
｣
へ
の
諸
権
力
の
分
割
で
あ
り
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
の
権
力

を
同
時
に
唯
一
の
｢
物
理
的
人
格
｣
が
担
う
こ
と
は
矛
盾
な
く
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
e
b
d
.
)
｡

カ
ン
ト
の
権
力
分
立
の
概
念
に
対
す
る
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
論
難
は
､
我
々
を
あ
る
問
い
へ
と
導
く
｡
す
な
わ
ち
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
理
論
に
お
い

て
一
般
意
志
は
存
在
し
得
る
の
か
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
間
い
は
不
可
避
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
『
平
和
論
』
に
お
い
て
権
力
分
立
は
一
般
意

志
に
よ
る
立
法
の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢
共
和
制
論
｣
で
は
こ
れ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
､
一
般
意
志
は

｢
経
験
の
領
域
で
は
現
れ
え
ず
､
純
粋
な
思
考
の
世
界
に
の
み
存
在
す
る
｣
の
で
あ
っ
て
､
｢
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
ら
れ
た
絶
村
的
な
一
般
意
志
の
代

替
と
し
て
､
･
経
験
的
な
意
志
を
擬
制
(
∋
ぎ
Q
3
)
に
よ
っ
て
通
用
さ
せ
る
｣
(
六
ゝ
｢
<
l
=
空
し
か
な
い
と
言
わ
れ
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
提
案
す
る

｢
擬
制
｣
は
多
数
決
原
則
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
以
下
に
引
用
す
る
よ
う
に
彼
は
こ
の
原
則
を
｢
民
主
制
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡

｢
唯
一
有
効
な
政
治
的
擬
制
は
､
平
等
の
法
則
に
依
拠
し
た
擬
制
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
多
数
者
み
意
志
が
一
般
意
志
の
代
替
と
し
て
通
用
す
べ

き
で
あ
る
｡
従
っ
て
共
和
制
は
必
然
的
に
民
主
的
な
の
で
あ
っ
て
､
民
主
制
は
必
然
的
に
専
制
で
あ
る
と
い
う
証
明
さ
れ
ざ
る
逆
説
が
正
し
い
こ

と
は
あ
り
得
な
い
｡
｣

(
ご
r
≦
〓
｣
)

こ
れ
に
補
足
す
べ
き
は
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
世
界
史
観
に
お
い
て
多
数
派
の
経
験
的
意
志
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
一
般
意
志
へ
不
断
に
接
近
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
=
)
｡
し
か
し
｢
共
和
制
論
｣
に
お
け
る
｢
政
治
的
擬
制
｣
は
､
『
平
和
論
』
に
お
い
て
注
意
深
く
予
防
さ
れ
て

い
る
多
数
派
の
専
制
に
対
し
て
無
防
備
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
〈
ほ
〉
｡

し
か
し
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
理
論
の
ナ
イ
ー
ヴ
さ
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
､
彼
の
政
治
理
論
の
掛
殊
性
を
正
当
に
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
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ろ
う
｡
そ
の
一
例
を
以
下
に
挙
げ
よ
う
牒
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
カ
ン
ト
が
『
平
和
論
』
に
お
い
て
代
表
制
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
古
代
民
主
制
を
批

判
し
て
い
る
こ
と
を
､
｢
的
は
ず
れ
｣
(
s
c
h
i
e
ユ
な
判
断
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
近
代
人
は
古
代
人
の
政
治
制
度
の
不
完

全
性
を
批
判
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
古
代
人
の
｢
政
治
的
形
成
｣
(
d
i
e
p
O
-
i
t
i
s
c
h
e
B
i
-
d
u
n
g
)
､
と
り
わ
け
彼
ら
の
｢
道
徳
の
共
同
性
｣
(
d
i
e
G
e
m
e
i
n
～
C
h
a
淳

d
e
r
S
i
芳
n
)
を
模
範
と
す
る
べ
き
で
あ
る
(
芥
>
V
l
〓
∞
)
〈
1
3
)
｡
そ
う
し
た
主
張
の
背
景
に
は
､
由
利
の
不
完
全
性
は
共
同
体
の
統
一
に
よ
っ
て
補
足

さ
れ
得
る
と
い
う
思
想
が
あ
る
｡
｢
政
治
的
擬
制
｣
の
多
数
決
原
則
は
､
共
同
体
の
統
一
に
よ
っ
て
の
み
多
数
派
の
専
制
に
移
行
す
る
危
険
か
ら
免
れ

ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
共
和
制
論
｣
で
構
想
さ
れ
た
民
主
制
的
共
和
制
は
､
共
通
の
｢
道
徳
｣
を
持
つ
文
化
的
に
同
質
な
共
同

体
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
1
4
)
｡

シ
ユ
･
レ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
共
同
体
の
同
質
性
が
国
利
の
完
全
性
よ
り
も
優
越
し
て
い
る
こ
と
の
も
､
つ
一
つ
の
例
は
､
｢
共
和
制
論
｣
に
お
け
る
抵
抗

権
擁
護
の
議
論
に
見
出
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
二
種
類
の
権
力
を
区
別
し
て
い
る
｡
一
方
の
｢
構
成
さ
れ
た
権
力
｣
(
d
i
e
k
O
n
S
t
ぎ
i
e
ユ
e

M
a
c
h
t
‥
不
A
≦
-
N
∽
)
は
､
立
法
権
･
執
行
権
･
司
法
権
と
い
っ
た
諸
制
度
に
体
現
さ
れ
る
が
､
他
方
の
｢
構
成
す
る
権
力
｣
(
d
i
e
k
O
n
S
t
i
2
t
i
v
e
M
a
c
h
t
‥

不
才
≦
〓
∞
)
は
諸
制
度
に
先
行
し
そ
れ
ら
を
創
設
す
る
｡
政
府
の
諸
制
度
に
対
す
る
人
民
の
｢
反
乱
｣
は
構
成
す
る
権
力
の
｢
独
裁
的
｣
で
｢
暫
定

的
｣
な
行
使
と
定
義
さ
れ
､
｢
独
裁
官
が
自
分
の
権
力
を
決
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
保
持
す
る
場
合
､
ま
た
構
成
さ
れ
た
権
力
が
構
成
行
為
す
な
わ

ち
自
己
の
正
当
な
存
在
の
基
礎
を
破
壊
し
､
従
っ
て
自
己
自
身
を
破
壊
す
る
場
合
､
等
々
｣
(
芥
A
≦
l
N
∽
)
に
は
反
乱
が
許
容
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
｡

こ
こ
で
以
下
の
よ
う
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
古
代
に
見
出
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
共
同
体
の
統
一
性
が
､
近
代
人

-
そ

の
｢
政
治
的
形
成
｣
は
｢
古
代
人
の
そ
れ
に
対
し
て
未
だ
子
供
時
代
に
あ
る
｣
(
声
P
≦
l
喜
と
さ
れ
る
1
-
に
と
っ
て
所
与
で
は
な
く
将
来
到
達

す
べ
き
目
標
で
あ
る
な
ら
ば
､
近
代
人
の
現
在
の
政
治
的
形
成
に
は
い
か
な
る
国
利
が
適
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
未
熟
な
､
あ
る
い
は
堕
落
し
た
政
治
文
化
に
と
っ
て
は
､
民
主
制
よ
り
も
マ
ル
ク
ス
=
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二

世
の
よ
う
な
｢
公
正
な
君
主
｣
に
よ
る
専
制
が
適
し
て
い
る
.
(
ご
r
<
コ
呈
｡
｢
公
正
な
｣
君
主
の
｢
擁
護
｣
に
関
し
て
『
平
和
論
』
と
｢
共
和
制
論
｣
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の
間
に
は
一
見
違
い
が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
､
あ
る
国
利
が
人
民
に
と
っ
て
適
切
か
ど
う
か
は
そ
の
人
民
の
政
治
文
化
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
｢
共

和
制
論
｣
の
テ
ー
ゼ
は
『
平
和
論
』
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
『
平
和
論
』
に
よ
れ
ば
専
制
君
主
制
は
代
表
制
の
導
入
に
よ
っ
て
制
度
的
に
共

和
制
へ
と
改
革
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
､
｢
共
和
制
論
｣
に
お
け
る
｢
公
正
な
｣
君
主
は
､
共
和
制
の
道
徳
的
基
盤
と
し
て
の
政
治
文
化
を
促
進
す
る

と
い
う
人
民
の
教
育
者
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
未
だ
存
在
し
な
い
統
一
さ
れ
た
共
同
体
の
代
わ
り
に
｢
公

正
な
｣
君
主
に
構
成
す
る
権
力
を
担
わ
せ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
｡

以
上
の
よ
う
に
｢
共
和
制
論
｣
の
政
治
理
論
を
分
析
す
る
こ
と
で
､
｢
共
和
制
論
｣
と
『
平
和
論
』
は
政
治
と
道
徳
と
の
関
係
に
つ
い
て
対
立
す
る

立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
｡
前
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
､
カ
ン
ト
に
お
い
て
政
治
の
間
蓮
は
道
徳
か
ら
切
り
離
さ
れ
て

い
る
｡
｢
国
家
創
設
と
い
う
問
題
と
は
､
と
て
も
難
し
い
こ
と
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
悪
魔
か
ら
成
る
人
民
に
と
っ
て
す
ら
(
彼
ら

が
悟
性
を
持
ち
さ
え
す
れ
ば
)
可
能
で
あ
る
｣
(
A
A
く
ー
l
I
い
誅
)
｡
こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
道
徳
的
に
同
質
な
共
同
体
と
い
う
構
成
す
る

権
力
に
､
政
治
制
度
と
い
う
構
成
さ
れ
た
権
力
を
従
属
さ
せ
て
お
り
､
道
徳
に
よ
る
政
治
の
基
礎
づ
け
を
構
想
し
て
い
る
(
1
5
〉
｡
し
か
し
シ
ュ
レ
ー

ゲ
ル
の
構
想
の
弱
点
は
､
｢
道
徳
の
共
同
性
｣
が
古
代
に
投
影
さ
れ
た
理
想
に
過
ぎ
ず
現
実
に
は
存
在
し
な
い
点
に
あ
る
｡
こ
の
理
想
的
共
同
体
の
不

在
が
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
共
和
主
義
の
逆
説
的
な
構
造
の
原
因
を
成
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
彼
は
民
主
制
を
擁
護
す
る
議
論
を
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
､
そ
の
実
現
を
不
特
定
の
将
来
に
先
送
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
矛
盾
を
い
か
に
解
決
し
た
か
は
､
一
七
九
人
年
に
公
に
さ
れ
た
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
三
六
九
番
に
表
さ
れ
て
い
る
｡

本
稿
の
結
論
で
は
こ
の
断
片
が
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
共
和
主
義
の
帰
結
と
し
て
分
析
さ
れ
る
｡
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結論

｢
国
家
の
可
視
的
な
世
界
霊
｣
と
し
て
の
君
主
(
F
r
･
▼
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
三
六
九
番
〓
七
九

八
年
)
)

66

以
下
が
当
該
の
断
片
で
あ
る
｡

｢
代
議
士
は
代
表
者
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
｡
代
表
者
と
は
､
自
分
の
人
格
に
お
い
て
政
治
的
全
体
を
表
現
す
る
･
-

い
わ
ば
政
治
的
全

体
と
同
一
に
な
る
と
い
う
仕
方
で
そ
れ
を
表
現
す
る

-

人
物
に
他
な
ら
ず
､
選
挙
で
選
ば
れ
て
も
選
ば
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
り
､
彼
は
い

わ
ば
周
家
の
可
視
的
な
世
界
霊
で
あ
る
｡
明
ら
･
か
に
こ
の
観
念
は
し
ば
し
ば
君
主
制
の
精
神
で
あ
っ
た
が
､
こ
の
観
念
が
ス
パ
ル
タ
ほ
ど
純
粋
か

つ
首
尾
一
貫
し
て
実
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
｡
ス
パ
ル
タ
王
た
ち
は
同
時
に
最
高
の
神
官
､
軍
の
指
揮
官
､
公
教
育
の
長
官

で
あ
っ
た
｡
彼
ら
は
本
来
の
行
政
と
は
あ
ま
り
関
わ
り
が
な
か
っ
た
｡
と
い
う
の
も
彼
ら
は
あ
の
観
念
の
意
味
に
お
け
る
王
以
外
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
神
官
､
司
令
官
､
教
育
者
の
権
力
は
そ
の
本
性
か
ら
し
て
無
規
定
的
で
総
合
的
で
あ
り
､
多
か
れ
少
な
か
れ
合
法
的
専
制

で
あ
る
｡
合
法
的
専
制
は
代
表
の
精
神
に
よ
.
っ
て
の
み
緩
和
さ
れ
正
当
化
さ
れ
得
る
｡
｣

(
芥
A
〓
N
〕
N
〇
･

｢
共
和
制
論
｣
と
比
較
し
て
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
､
代
表
者
の
概
念
が
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
､
｢
共
和

制
論
｣
に
お
け
る
代
議
士
は
代
表
者
の
概
念
に
含
ま
れ
て
お
り
､
そ
の
際
に
代
表
者
は
､
｢
代
議
士
と
委
員
会
｣

(
不
才
≦
〓
｣
)
に
せ
よ
､
｢
共
和
制

的
｣
独
裁
官
に
せ
よ
､
人
民
の
多
数
派
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
仕
方
で
制
度
化
さ
れ
て
い
る
｡
引
用
し
た
断
片
で
は
こ
れ
と
反

対
に
､
代
表
者
は
代
議
士
か
ら
区
別
さ
れ
､
選
挙
と
本
質
的
な
関
係
を
持
た
な
い
｡
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
三
六
九
番
に
お
け
る
代
表
者
と
代
議
士

と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
､
｢
共
和
制
論
｣
に
お
け
る
構
成
さ
れ
た
権
力
と
構
成
す
る
権
力
の
概
念
対
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
代
議

士
は
構
成
さ
れ
た
権
力
の
担
い
手
と
し
て
｢
本
来
の
行
政
｣
に
従
事
す
る
一
方
‥
代
表
者
は
構
成
す
る
権
力
を
体
現
す
る
の
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も



代
表
者
の
権
力
に
は
戦
争
､
宗
教
､
教
育
の
最
高
決
定
権
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
､
共
同
体
の
存
立
が
そ
の
権
力
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ

の
観
点
か
ら
す
る
と
､
こ
の
断
片
に
お
け
る
代
表
者
は
､
｢
共
和
制
論
｣
に
お
け
る
､
存
在
し
な
い
紘
一
さ
れ
た
丑
へ
同
体
の
代
わ
り
に
構
成
す
る
権
力

を
行
使
す
べ
き
｢
公
正
な
｣
君
主
と
同
一
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
｡

し
か
し
両
者
の
間
に
は
重
要
な
差
異
が
あ
る
｡
確
か
に
｢
共
和
制
論
｣
に
お
い
て
君
主
制
は
正
当
化
さ
れ
て
い
る
が
､
あ
く
ま
で
も
｢
公
正
な
｣

君
主
が
共
和
制
に
適
合
す
る
政
治
文
化
を
促
進
す
る
限
り
の
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
君
主
制
は
､
将
来
共
和
制
の
創
設
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ

ら
れ
る
べ
き
暫
定
的
な
国
利
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
と
反
対
に
､
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
三
六
九
番
で
は
代
表
者
が
｢
政
治
的
全
体
｣
を

代
議
士
よ
り
も
よ
く
表
現
し
､
そ
れ
ど
こ
ろ
か
比
喰
的
に
｢
国
家
の
可
視
的
な
世
界
霊
｣
と
呼
ば
れ
う
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
､
代
表
者
は
単

に
暫
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
こ
の
比
較
か
ら
は
以
下
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
共
和
制
論
｣
で
は
民
主
的

共
和
制
の
理
念
の
実
現
が
不
特
定
の
将
来
に
先
送
り
さ
れ
つ
つ
も
政
治
文
化
の
歴
史
的
発
展
の
目
標
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
､
二
年
後
に
は
目

標
と
し
て
の
地
位
を
失
い
､
以
前
は
こ
の
目
標
に
よ
っ
て
の
み
許
容
さ
れ
て
い
た
専
制
君
主
が
本
来
の
(
も
は
や
暫
定
的
で
は
な
い
)
代
表
者
の
地

位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
共
和
制
論
｣
と
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
三
六
九
番
と
の
間
に
は
確
か
に
政
治
理
論
の
重
要
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
が
､
こ
の
変
化
は
､
共
和

制
的
民
主
制
を
擁
護
す
る
議
論
が
そ
の
実
現
の
先
送
り
の
口
実
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
共
和
主
義
の
内
的
な
矛
盾
の
必
然
的
な

帰
結
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ゆ
え
に
本
稿
の
最
初
の
問
い
に
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
反
動
へ
の
政
治
的
転
向
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
､
実
際
に
は
彼
の
共
和
主
義
の
首
尾
一
貫
し
た
展
開
で
あ
っ
て
､
一

見
す
る
と
人
民
主
権
の
擁
護
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｢
共
和
制
論
｣
の
議
論
か
ら
は
､
全
て
の
権
力
を
唯
一
の
人
格
へ
無
条
件
に
譲
渡
す
る
こ
と
の

弁
明
が
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
村
し
て
カ
ン
ト
は
『
平
和
論
』
で
断
固
と
し
て
権
力
の
分
立
に
固
執
し
た
の
で
あ
る
｡
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(
1
)

イ
マ
ヌ
エ
ル
･
カ
ン
ト
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
著
作
は
以
下
の
著
作
集
か
ら
引
用
す
る
｡

一ヨヨaコue-Kaコt‥Ka⊃tSWerke‥Akadeヨieゴxtausgabe.〓rsg.<○コderPreussischeコAkadeヨiederWisseコSCha夢二藁葺ぞpエコt‥Beユiコ(deG⊇y･ter)-芸00.F-iedユchSch-ege】‥不ユーぎh?Fユed計h･Sch一egeTAusgabe･〓磨･<0コE∋～-Be≡e-uコーe↑Miぎ斉uコgくgJeaヲJacquesA蔓e‡亡･=aコSEichコe-･Pa･d
e
r
b
O
ヨ
u
.
a
.
(
S
c
b
ぎ
i
コ
g
h
)
-
援
∞
声

以
下
に
お
い
て
前
者
は
A
A
と
略
し
､
後
者
は
不
>
と
略
す
｡

さ
ら
に
以
下
の
電
子
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
た
｡

K
a
コ
t
ぎ
二
ご
ヨ
t
星
P
r
U
S
.
B
e
r
i
i
コ
(
K
a
邑
e
コ
雲
0
∃
)
】
票
コ
.

Deu宮he｢訂ra2r<○コ｢eSSiコgbisKa弄a.Ausgew萱tく○コMathias毒e号aヨ.Beユiコ(Directヨedia)-¢声カ
ン
ト
お
よ
び
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
強
調
は
､
原
文
で
は
斜
体
に
よ
っ
て
､
【
訳
文
で
は
傍
点
に
よ
っ
て
】
示
す
｡
【
〓
内
は
本
稿
の
著
者
に
よ
る
補
足

で
あ
る
｡
】

【
以
下
の
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
｡

カ
ン
ト

(
宇
都
宮
芳
明
訳
)

『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』

岩
波
文
庫
一
九
八
五
年

-

(
小
倉
志
祥
訳
)

『
カ
ン
ト
全
集

第
十
三
巻

(
歴
史
哲
学
論
集
)
』

理
想
社
一
九
八
八
年

-

(
福
田
喜
一
郎
他
訳
)

r
カ
ン
ト
全
集

第
十
四
巻

(
歴
史
哲
学
論
集
)
』

岩
波
書
店

二
〇
〇
〇
年

-

(
樽
井
い
池
尾
訳
)
･
『
カ
ン
ト
全
集

第
十
一
巻

(
人
倫
の
形
而
上
学
)
｣

岩
波
書
店

二
〇
〇
二
年

薗
田
宗
人
編

『
太
古
の
夢
･
革
命
の
夢

-

自
然
論
･
国
家
論
集
』

(
『
ド
イ
ツ
･
ロ
マ
ン
派
全
集
』

第
二
十
巻
)

一
九
九
二
年

山
本
･
平
野
他
訳

『
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
｣

(
F
ド
イ
ツ
･
ロ
マ
ン
派
全
集
｣

第
十
二
巻
)

一
九
九
〇
年
】

(
2
)
例
え
ば
カ
ー
ル
･
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
に
お
い
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
革
命
派
か
ら
反
動
へ
の
転
向
に
言
及
し
て
い
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
こ
の

.
転
向
は
｢
機
会
原
因
主
義
的
態
度
の
帰
結
｣
､
す
な
わ
ち
受
動
性
の
表
れ
で
あ
る
｡
｢
革
命
が
現
存
し
て
い
る
限
り
､
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
は
革
命
派
で
あ
り
､

革
命
の
終
結
と
と
も
.
に
保
守
的
に
な
る
｣
(
C
a
ユ
S
c
h
ヨ
一
戸
P
O
≡
i
s
c
h
e
R
O
ヨ
a
コ
t
i
k
.
♪
A
u
芦
B
e
r
ニ
コ
(
D
亡
コ
C
k
e
r
紆
〓
u
∋
b
】
O
t
)
-
塞
ご
】
.
A
u
芦
】
雲
芦
S
｣
芦
)
｡
マ

ン
フ
レ
ー
ト
･
フ
ラ
ン
ク
は
革
命
派
の
ロ
マ
ン
主
義
者
の
詳
細
な
リ
ス
ト
を
示
し
て
い
る
(
M
a
コ
許
d
F
r
a
コ
k
‥
W
i
e
r
e
a
k
t
i
O
訂
r
w
a
r
e
i
g
e
コ
t
ニ
c
h
d
i
e
F
彗
r
O
ヨ
a
コ
t
-
k
｣
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ー
コ
‥
A
t
h
e
コ
賢
ヨ
｣
a
h
r
b
u
c
h
苧
R
O
∋
a
コ
t
声
→
J
甲
P
a
d
e
r
b
O
ヨ
(
S
c
h
箸
i
コ
g
h
)
-
篭
｣
-
S
｣
皇
⊥
宗
一
)
｡

(
3
)
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
エ
ド
マ
ン
ド
･
バ
ー
ク
の
政
治
理
論
は
以
下
の
論
考
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
p
e
t
e
r
s
c
h
コ
y
d
e
r
‖
P
0
1
奏
u
コ
d
S
p
莞
h
e
i
コ
d
e
r
F
邑
h
r
O
ヨ
a
コ
t
i
k
.

【
n
‥
A
t
h
e
コ
賢
ヨ
.
や
J
g
｣
竃
や
一
S
.
念
r
認
.

(
4
)
本
稿
に
お
け
る
カ
ン
ト
政
治
理
論
の
分
析
で
は
男
性
名
詞
の
｢
国
民
｣
(
S
t
臣
答
辞
嘆
r
)
だ
け
を
用
い
る
が
､
そ
れ
は
能
動
的
国
民
と
受
動
的
国
民
を
カ
ン
ト
が

区
別
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
｡
｢
人
倫
の
形
而
上
学
｣
四
六
節
で
は
受
動
的
国
民
が
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
｢
商
人
や
手
工
業
者

の
所
の
職
人
､
被
雇
用
者
(
国
家
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
)
､
(
自
然
と
し
て
の
､
あ
る
い
は
市
民
と
し
て
の
)
未
成
年
､
全
て
の
女
性
､
そ
し
て
お
よ

そ
自
分
の
経
営
に
よ
る
の
で
は
な
く
(
国
家
以
外
の
)
他
人
の
指
図
に
よ
っ
て
自
分
の
生
存
(
生
計
と
保
護
)
を
維
持
せ
ざ
る
を
得
な
い
あ
ら
ゆ
る
人
に
は
､

市
民
と
し
て
の
人
格
が
欠
け
て
お
り
､
こ
の
者
の
存
在
は
い
わ
ば
内
属
(
【
コ
h
腎
e
コ
N
)

に
過
ぎ
な
い
｣

(
A
A
≦
ヒ
土
｡
こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
女

性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
あ
る
人
格
に
全
く
投
票
権
を
認
め
な
い
こ
と
の
合
法
的
な
根
拠
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る

(
不
A
≦
〓
｣
)
｡

(
5
)
オ
ト
フ
リ
ー
ト
･
ヘ
ッ
フ
エ
は
こ
の
文
に
お
け
る
完
了
形
(
｢
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
h
a
b
e
コ
g
e
b
e
コ
k
穿
コ
e
コ
｣
)
を
､
あ
る
国
民
の
同
意
が
直
接
的
に
で

は
な
く
間
接
的
に
代
表
者
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
が
(
○
童
e
d
エ
¢
穿
‥
一
.
K
ぎ
i
g
ニ
c
h
e
<
望
k
e
ヽ
.
.
F
⊇
5
k
2
ユ
a
.
M
⊥
S
u
h
r
k
a
ヨ
P
)

N
含
】
一
S
.
N
-
買
)
､
そ
う
し
た
解
釈
に
は
根
拠
が
な
い
｡
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
､
あ
る
法
律
が
議
決
さ
れ
る
場
合
に
は
､
い
か
な
る
国
民
も
､
賛
成
な
い
し
反
対
の

意
思
表
示
を
す
る
機
会
を
自
分
自
身
が
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ヘ
ッ
フ
エ
の
誤
解
の
背
景
に
は
､
｢
平
和
論
｣
に
お
け
る
共
和
制
を
議
会

制
的
民
主
制
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
い
う
彼
の
意
図
が
あ
る
｡

【
こ
の
註
で
私
は
以
上
の
よ
う
に
ヘ
ッ
フ
エ
の
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
が
､
彼
の
議
論
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
や
や
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
｡

ヘ
ッ
フ
エ
は
r
平
和
論
』
に
お
け
る
共
和
制
の
第
一
の
原
則
(
自
由
の
原
則
)

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
こ
の
第
一
の
基
準
[
自
由
の
原
則
]
は
､
極
め
て
厳
格
な
立
場
に
由
来
す
る
合
意
理
論
に
､
す
な
わ
ち
正
当
化
に
関
す
る
個
人
主
義
(
e
i
コ
ー
e
g
i
t
i
ヨ
a
t
O
ユ
s
c
h
e
r

-
コ
d
-
く
i
d
u
a
-
i
s
ヨ
u
S
)

に
対
応
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
誰
で
あ
れ
当
事
者
の
同
意
を

-

よ
り
正
確
に
は
､
同
意
に
催
す
る
と
い
う
こ
と

(
r
与
え
る
こ
と
が
で
き

る｣

(gebeコk穿nOコ))1を要求するものである[…]｡カント自身が以下のように解きほぐしているわけではないが､第一の基準はそ

れ
自
体
の
内
で
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
｡
当
事
者
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
､
形
式
的
に
は
､
権
力
の
全
体
が
究
極
的
に
は
当
事
者
に
､
つ
ま
り

国
家
理
論
の
意
味
で
の
人
民
(
ざ
ー
k
)
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
外
的
法
律
が

-

し
か
も
全
て
の
外
的
法
律
が
[
…
]

-

同
意
に
催

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
､
基
準
は
形
式
的
に
の
み
な
ら
ず
実
質
的
に
も
満
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
い

か
な
る
法
律
も
､
そ
れ
が
当
事
者
の
同
意
に
催
す
る
こ
と
を
示
す
立
証
責
任
を
負
っ
て
い
る
[
…
]
｡
そ
し
て
､
カ
ン
ト
は
r
私
｣
と
か
r
私
の
｣
賛
同
と
言
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
､
こ
の
基
準
は
集
合
的
(
k
O
ニ
e
k
t
i
<
)

に
で
は
な
く
配
分
的
(
d
i
s
ま
b
u
t
‡
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
誰
で
あ
れ
個
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別
の
当
事
者
の
同
意
で
あ
っ
て
､
総
体
と
し
て
.
の
当
事
者
全
員
の
同
意
で
は
万
い
ご
(
〓
¢
寿
}
一
票
コ
i
g
ニ
c
h
e
く
算
e
r
.
.
.
S
.
N
-
雫
)

｢
カ
ン
ト
は
単
に
原
則
的
な
意
味
で
同
意
に
つ
.
い
て
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
つ
ま
り
､
法
律
､
特
に
憲
法
の
条
項
は
全
て
の
面
で
同
意
し
得
る
も
れ

で
居
れ
ば
.
な
支
い
､
と
い
う
よ
､
ナ
に
｡
一
し
か
⊥
彼
は
､
共
和
制
ザ
平
和
を
志
向
す
る
､
｣
法
解
釈
に
お
い
千
国
民
の
ー
賛
同
』
を
諷
求
し
て
い
三
…
]
.
｡

っ
ま
り
､
開
戦
の
決
定
の
よ
う
七
重
要
な
政
府
の
決
定
は
国
民
の
実
際
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
い
†
｣
t
で
あ
り
､
こ
れ
に
よ
っ
て
民
主
主
義
は
既
に
カ
ン

斗
に
お
い
て
強
い
意
l
味
で
の
参
加
民
主
主
義
の
性
格
む
含
ん
で
い
や
[
…
]
従
っ
て
.
ヵ
■
ン
ト
Ⅵ
共
和
制
は
共
伺
牒
主
義
弥
雀
(
和
主
義
よ
力
も
か
な
り
要
求
の

高
い
民
主
的
立
憲
国
家
-
自
由
で
法
治
国
家
弥
で
あ
り
参
加
的
な
民
主
主
義
-
に
対
応
し
て
車
告
従
っ
て
今
日
町
政
治
学
者
が
共
和
制
の
平
称
志
向
に

つ
い
て
の
ヵ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
を
今
日
の
民
主
制
に
適
用
し
て
い
る
け
は
不
当
で
は
▼
な
い
｡
し
か
し
彼
ら
は
そ
の
適
用
を
限
定
し
て
.
､
最
も
狭
い
意
味
で
の
民
主

70

主
義
､
つ
ま
り
単
な
る
人
民
主
権
で
は
十
分
で
は
な
い
と
付
け
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
｣

(
e
b
d
.
S
.
N
】
N
O

ヘ
ッ
フ
工
は
カ
ン
ト
の
訂
e
コ
g
e
b
e
コ
k
ぎ
e
コ
と
言
う
表
現
キ
あ
ら
ゆ
る
国
民
れ
実
際
の
同
意
で
は
な
く
｢
同
意
に
修
す
ケ
J
と
｣
(
N
u
s
t
ぎ
ヨ
u
コ
g
S
W
g
i
g
k
e
三

と
解
釈
し
て
お
り
､
こ
こ
で
彼
は
代
表
者
に
よ
る
間
接
的
か
同
意
㌢
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
.
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
軍
和
論
』
に
お
け
る
共
和
制

を
｢
今
月
の
民
主
制
｣
す
な
わ
ち
議
会
制
民
主
主
義
に
対
応
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
だ
が
､
彼
の
議
論
の
趣
旨
は
､
r
平
和
論
｣
に
お
け
る
演
劇
制
が

積
極
的
な
国
民
の
関
与
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
盲
求
の
高
｣
さ
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
へ
ッ
フ
エ
の
議
論
は
評
価
で
き
る
｡

た
だ
し
､
ヘ
ッ
フ
エ
は
宇
和
論
』
の
共
和
制
に
お
け
る
｢
配
分
的
｣
な
｢
正
当
化
に
関
す
る
個
人
主
義
｣
に
つ
い
て
論
じ
て
車
る
が
､
こ
の
解
釈
に
は
問
題

が
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
､
脚
下
に
本
文
で
詳
論
す
る
よ
う
に
､
.
r
平
和
蓮
で
烏
立
法
権
と
潮
行
権
の
分
立
が
重
視
さ
れ
て
い
る
玖
だ
が
､
そ
の
根
拠
に
な
っ
て

い
る
の
甘
か
ン
ト
が
ル
ソ
ー
か
ら
受
容
し
た
｢
一
般
意
志
｣
と
｢
特
殊
意
志
｣
(
お
よ
び
特
殊
意
志
の
総
計
七
し
そ
の
｢
全
体
意
志
｣
)
▼
の
区
別
だ
か
ら
で
為
る
｡

ヘ
ッ
フ
エ
の
解
釈
で
は
こ
の
区
別
が
唆
昧
に
な
っ
て
い
滝
よ
う
に
思
わ
れ
る
ぺ
以
下
も
参
照
｡
〓
畑
辱
D
e
ヨ
｡
k
邑
訂
山
ヨ
N
e
i
邑
智
d
e
r
G
一
昔
-
i
s
訂
2
コ
g
j
コ
C
h
e
コ

(
穿
負
)

】霊道一S.uいヱ

(
6
〓
落
梅
は
普
遍
的
な
も
の
に
関
偏
し
､
執
行
権
は
特
殊
な
も
町
に
関
係
す
る
と
い
ナ
丁
ゼ
は
､
す
で
に
フ
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
還
治
学
こ
見
ら
葱
｡
｢
=

と
い
う
の
も
法
律
が
凡
て
の
普
遍
的
な
も
の
盈
支
配
し
､
茂
人
は
た
だ
個
々
の
特
殊
の
も
の
む
支
配
す
べ
き
で
､
か
か
る
も
の
こ
そ
国
利
で
あ
る
ヒ
判
断
す
べ

きでぁるからである｣(Aユ～-邑es‥琶-ik･Eiコ昔訂…3e-誉コdkOヨ∋㌢盲㌻○-○盲gOコ･=亡与ges･uコd七ヨeiつeコKOmeコーare㌢Au声望
溝
h
L
む
s
2
香
ユ
(
A
ユ
e
号
-
ヨ
u
笹
-
賢
【
山
本
光
雄
訳

｢
政
治
学
｣
(
デ
リ
J
寸
1
丁
レ
ス
全
集
J
第
十
五
巻
所
収
:
岩
波
書
店

五
六
九
年
)
一

五
九
頁
】
)
｡

(
7
)
従
っ
て
カ
ン
ト
は
｢
社
会
契
約
論
｣
に
お
け
る
ル
ナ
ー
の
以
下
の
テ
ー
ゼ
を
取
り
入
れ
て
い
告
｢
一
般
意
志
は
[
…
]
特
殊
な
対
象
を
持
つ
と
そ
の
性
質
を

変
え
る
の
で
あ
り
､
表
意
志
と
し
て
は
一
人
の
人
間
に
つ
い
て
も
一
つ
の
行
為
に
.
つ
ぃ
て
-
も
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〓
宜
コ
･
首
q
u
e
s
き
葛
S
牒
宣
u

C
O
コ
蔓
S
O
C
草
.
計
ユ
言
○
書
u
e
s
.
昔
t
i
O
コ
p
室
話
オ
u
言
d
i
r
e
㌻
コ
d
e
野
㌢
r
d
G
a
習
官
む
M
a
む
R
a
y
ヨ
○
コ
d
.
P
a
旦
G
a
≡
⊇
a
乙
)
-
ぎ
ご
こ
云
)



(
8
)
近
年
の
研
究
に
は
､
｢
平
和
論
｣
の
第
一
確
定
条
項
に
お
け
る
民
主
制
の
批
判
を
､
直
接
民
主
制
だ
け
を
批
判
し
議
会
制
の
間
接
民
主
制
を
正
当
化
す
る
議
論

と
し
て
解
釈
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
(
以
下
を
参
照
｡
G
e
O
扁
C
a
く
a
ニ
a
r
‥
P
買
K
a
n
t
i
a
コ
a
W
i
巾
コ
■
亡
.
a
⊥
B
彗
a
u
)
】
禁
中
∴
吉
-
k
e
r
G
e
r
h
a
己
t
‥
D
i
e
r
e
p
u
b
ニ
k
a
⊃
訂
c
h
e

£
r
訂
s
u
コ
g
･
K
a
コ
t
S
S
t
a
a
望
h
e
O
計
<
O
r
d
e
∋
〓
i
コ
t
e
扇
2
コ
d
d
e
r
F
r
a
n
N
賢
s
c
h
e
コ
R
e
く
〇
一
u
t
-
○
コ
｣
コ
‥
D
e
u
宮
h
巾
二
d
e
a
ニ
s
ヨ
u
S
u
コ
d
F
⊇
コ
Z
蔓
s
c
b
e
R
e
く
0
-
亡
t
i
O
コ
.
≦
呈
患
g
e

く
○
コ
M
a
コ
ぎ
d
B
u
h
r
u
･
a
･
→
ユ
e
r
(
K
a
r
T
M
a
宇
〓
a
u
s
)
-
霊
津
ロ
e
声
‥
l
ヨ
ヨ
a
コ
u
e
一
K
a
コ
房
E
コ
ぎ
亡
ち
〉
N
u
∋
e
W
官
⊃
F
計
d
e
芦
D
a
∃
S
訂
d
t
(
W
】
s
s
e
コ
S
C
h
a
要
c
h
e
B
u
c
h
g
?

s
生
s
c
h
a
診
)
-
¢
芦
)
｡
こ
う
し
た
解
釈
は
､
カ
ン
ト
が
｢
代
表
制
｣
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
｡
し
か
し
カ
ン
ト
は
r
平
和
論
｣
に
お
い
て
､
立

法
権
と
執
行
権
と
の
分
離
と
の
関
係
で
代
表
制
を
提
案
し
て
い
る
｡
彼
は
全
国
民
が
立
法
権
を
保
持
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
､
代
表
制
の
機
能
は
執
行
権

に
し
か
認
め
る
つ
も
り
が
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
『
平
和
論
｣
に
お
け
る
代
表
制
は
､
執
行
権
も
立
法
権
も
代
表
者
に
委
譲
さ
れ
る
今
日
の
意
味
で
の
代
表
民
主

制
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

こ
の
点
で
カ
ン
ト
の
代
表
制
概
念
は
r
社
会
契
約
論
｣
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
｡
｢
法
は
一
般
意
志
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､

立
法
権
に
お
い
て
人
民
は
代
表
さ
れ
得
な
い
､
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
し
か
し
執
行
権
は
法
へ
適
用
さ
れ
る
力
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
､
執
行
権

に
お
い
て
人
民
は
代
表
さ
れ
得
る
し
､
代
表
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｣
(
R
O
u
S
S
e
a
u
‥
D
u
C
O
コ
t
邑
S
O
C
i
a
-
ち
怠
〇
.
)
｡

確
か
に
カ
ン
ト
は
｢
人
倫
の
形
而
上
学
｣
の
法
論
で
(
執
行
･
立
法
･
司
法
の
)
ど
の
権
力
に
つ
い
て
も
代
表
制
を
議
論
し
て
お
り
､
こ
れ
は
現
代
の
代
表
民

主
制
の
モ
デ
ル
に
適
合
し
て
い
る
｡
し
か
し
｢
平
和
論
』
に
お
け
る
代
表
制
の
概
念
は
r
人
倫
の
形
而
上
学
｣
に
お
け
る
そ
れ
と
同
一
で
は
あ
り
得
な
い
｡
な

ぜ
な
ら
､
そ
れ
ら
を
同
一
化
し
て
し
ま
う
と
r
平
和
論
｣
の
文
脈
に
お
け
る
こ
の
概
念
の
意
味
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡

(
9
)

フ
ィ
ヒ
テ
は
一
七
九
六
年
に
r
平
和
論
｣
の
書
評
に
お
い
て
権
力
分
立
と
代
表
制
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
説
を
取
り
あ
げ
､
｢
自
分
の
表
現
を
カ
ン
ト
の
そ
れ

に
付
け
加
え
る
｣
こ
と
を
試
み
て
い
る
｡
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
彼
は
カ
ン
ト
の
理
論
の
補
足
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
自
分
自
身
の
構
想
を
示
し
て
い
る
｡
(
l
O
h
a
コ
コ

G
O
邑
i
e
b
F
i
c
h
t
e
‥
S
鉾
ヨ
t
H
c
h
e
毒
e
r
k
e
.
〓
磨
.
く
○
コ
1
.
〓
.
F
i
c
h
t
e
.
ロ
e
r
H
コ
(
d
e
G
2
y
t
旦
-
芸
u
-
匿
.
0
0
一
S
.
缶
】
き
｡
確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
カ
ン
ト
と
同
様
に
執
行
権
を

一
人
の
人
格
な
い
し
一
つ
の
団
体
(
C
O
召
S
‥
S
.
£
N
)

に
委
譲
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
､
彼
が
執
行
権
に
対
置
す
る
の
は
立
法
権
で
は
な
く
｢
監
督
官
｣

(
E
p
h
O
r
a
t
)

の
権
力
で
あ
る
｡
｢
監
督
官
｣
は
､
｢
自
由
と
法
が
危
殆
に
瀕
し
て
い
る
と
み
な
す
場
合
｣
に
は
｢
そ
れ
に
つ
い
て
の
審
判
に
人
民
を
招
集
す
る
｣
､

｢
も
う
一
人
の
行
政
官
｣
(
S
.
£
〕
)
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
立
法
に
関
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
､
全
て
の
国
民
に
よ
る
投
票
は
不
要
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
｡

な
ぜ
な
ら
､
彼
に
よ
る
と
実
定
法
は
純
粋
な
理
性
と
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
経
験
的
状
況
(
｢
国
家
に
お
い
て
統
合
さ
れ
て
い
る
人
間
の
数
､
彼
ら
が
占
有
し
て
い

る
地
域
､
彼
ら
が
従
事
し
て
い
る
生
業
の
分
野
｣
)
か
ら
矛
盾
な
く
導
き
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
(
S
.
会
ぃ
)
｡
r
自
然
法
の
基
碇
｣
(
一
七
九
六
年
)
で
は
同
じ
思
想

が
よ
り
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
(
S
師
ヨ
t
-
i
c
h
巾
≦
e
r
k
e
.
B
d
.
い
〉
S
｣
告
き
｡

(10)

こ
う
し
た
議
論
か
ら
は
､
民
主
制
に
お
け
る
専
制
は
君
主
制
に
お
け
る
専
制
よ
り
も
劣
悪
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
帰
結
す
る
｡
｢
唯
一
者
の
主
権
の
も
と
で

の
専
制
は
そ
れ
で
も
全
て
の
専
制
の
う
ち
で
最
も
耐
え
や
す
い
｣

(
>
A
≦
-
〓
ぃ
い
)
｡
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
そ
れ
ゆ
え
に
古
代
民
主
制
に
お
け
る
専
制
は
必
然
的
に
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解
体
し
て
唯
一
者
の
専
制
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
ぐ
彼
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
の
征
服
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

(
‖
)

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
カ
ン
ト
の
政
治
的
歴
史
哲
学
の
比
較
は
以
下
の
論
考
に
見
ら
れ
る
｡
F
r
i
a
e
ユ
k
e
R
e
s
e
‥
R
e
p
u
b
-
i
k
a
コ
山
s
ヨ
u
S
}
G
e
s
e
≡
g
k
e
i
t
u
コ
d
要
一
d
u
⊃
g
･
N
u

F
r
i
巾
d
ユ
c
h
S
与
】
e
g
e
-
s
一
一
ざ
⊇
u
C
h
旨
e
r
d
e
コ
B
e
g
ユ
司
d
e
s
R
e
p
u
b
弄
a
コ
i
s
…
u
S
.
ご
コ
‥
A
t
h
e
コ
ぎ
ヨ
.
｣
｣
g
｣
芸
｣
〕
S
･
当
1
ご
･

(
ほ
)
一
見
す
る
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
多
数
派
の
専
制
の
危
険
に
つ
い
て
考
慮
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
彼
は
非
世
襲
の
｢
貴
族
身
分
｣
(
d
g
P
a
t
r
i
N
訂
ユ

の
導
入
を
提
案
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
原
則
は
､
｢
票
の
有
効
性
を
､
数
に
即
し
て
で
は
な
く
重
み
に
即
し
て
決
定
す
る
(
つ
ま
り
､
各
個
人
が
意
志
の

絶
対
的
普
遍
性
に
近
似
し
て
い
る
程
度
に
即
し
て
決
定
す
る
)
｣
(
不
A
≦
〓
｣
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
貴
族
身
分
に
属
す
る
の
は
｢
そ
の
人
の
私
的
意
志

が
､
推
定
さ
れ
る
一
般
意
志
に
と
り
わ
け
近
い
､
そ
の
よ
う
な
人
々
｣
で
あ
り
､
｢
政
治
的
貴
族
｣
す
Q
､
蔓
c
訂
巨
寿
)
と
呼
ば
れ
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
､
彼
ら
の
票
は
そ
の
他
の
人
々
の
票
よ
り
も
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
､
｢
貴
族
身
分
｣
に
よ
っ
て
多
数
派
の
専
制
の
危
険
が
取
り

除
か
れ
る
わ
ヤ
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
依
然
と
し
て
｢
人
民
の
多
数
派
｣
が
､
誰
が
｢
政
治
的
貴
族
｣
に
選
ば
れ
い
か
な
る
権
力
を
持
つ
べ
き
か
を
決
定
せ
ね

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

(
1
3
)
一
七
九
六
年
頃
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
ギ
リ
シ
ア
文
学
研
究
の
傍
ら
古
代
の
政
治
を
研
究
し
て
お
り
､
こ
の
主
題
に
つ
い
て
大
部
の
著
作
を
公
刊
す
る
意
図
を
持
っ

て
い
た
｡
ハ
ン
ス
･
ア
イ
ヒ
ナ
一
に
よ
る
不
A
≦
-
の
序
論
を
参
照

(
S
.
X
】
X
辛
)
｡

(
1
4
)
｢
共
和
制
論
｣
に
お
け
る
こ
う
し
た
前
提
は
､
｢
実
践
的
命
法
｣
か
ら
の
｢
政
治
的
命
法
｣
の
導
出
に
も
見
て
取
れ
る
｡
前
者
(
｢
自
我
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
｣

(
d
琵
-
c
h
s
O
ニ
s
e
i
コ
‥
芥
A
≦
〓
u
)
)
で
は
他
者
へ
の
関
係
を
度
外
視
し
た
個
々
の
人
格
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
後
者
で
は
共
存
す
る
人
間
相
互
の

関
係
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
､
こ
の
命
法
は
｢
人
類
の
共
同
体
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
自
我
が
共
有
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｣
(
G
§
き
萬
と
亀
計
r

呑
3
詫
ゝ
ぎ
､
邑
､
邑
き
Q
計
1
計
h
訂
ぎ
墓
象
専
､
竪
焉
象
巽
e
b
d
.
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
古
代
人
に
お
け
る
｢
道
徳
の
共
同
性
｣
が
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

政
治
的
命
法
の
模
範
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
跡
づ
け
る
の
は
難
し
く
な
い
｡

(
ほ
)
ク
ラ
ウ
ス
･
ベ
ー
タ
ー
は
､
カ
ン
ト
は
｢
平
和
論
』
で
目
的
論
的
な
自
然
概
念
に
よ
っ
て
｢
共
和
制
を
一
人
一
人
の
個
人
に
関
わ
り
な
く
定
義
し
た
｣
が
､
シ

ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
共
和
制
論
｣
で
｢
あ
ら
ゆ
る
個
人
が
自
己
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
過
程
に
参
画
す
る
｣
こ
と
を
要
求
し
た
､
と
述
べ
て
い
る
(
K
一
a
u
s

Peter‥S已ie⊃derAu彗ぎコg.MO邑u己PO-itikbe一｢essing}ZO<a】isuコdFriedユchSch】ege】.W-esbade⊃(Atheコaぎコ).-蓋〇一S･】芦)｡

*

本
稿
の
著
者
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
で
あ
る

(
二
〇
〇
五
-
二
〇
〇
七
年
度
)
｡
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