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は
じ
め
に

｢

政
治｣

は
人
間
と
そ
の
生
活
、
そ
し
て
そ
れ
ら
多
く
の
生
活
を

包
含
す
る
共
同
体
か
ら
、
誰
彼
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、

切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の

｢

政
治｣

を
学
的
に
考

察
し
た
最
初
の
人
間
の
、
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
典
型
例
が
古
代
ギ

リ
シ
ア
人
で
あ
る
。
彼
ら
こ
そ

｢

政
治
学｣

の
生
み
の
親
で
あ
る
と

す
ら
言
い
う
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
哲
学
者

た
ち
が

｢

政
治｣

に
つ
い
て
語
り
、｢

政
治｣

に
関
わ
っ
た
。
そ
の

ひ
と
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
、
そ
の
多
く
の
著
作
の
う
ち
二
つ
の
大

著
の
書
名
は

『

国
家』

(『

国
制』)

と

『

法
律』

と
で
あ
っ
た
。
プ

ラ
ト
ン
の
哲
学
は
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
、
政
治
哲
学
で
あ
る
、
と

言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
性
格
は
、

直
接
的
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
に
由
来
し
、
し
か
し
間
接
的
あ
る

い
は
む
し
ろ
い
っ
そ
う
基
本
的
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
歴
史
・

伝
統
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
と
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
影
響
の
下
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
政
治
哲
学
・
思
想
は
何
を
め
ざ
し
、

ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
共
同
討
議
の
た

め
の
題
材
を
提
示
し
た
い
。

一

｢

政
治
哲
学｣

と
は
何
を
さ
す
の
か

わ
れ
わ
れ
の
言
う

｢

政
治
哲
学
・
思
想｣

に
相
当
す
る
古
代
ギ
リ

シ
ア
語
は
、
ま
ず
はp

o
litik

e
te

c
h

n
e
/

e
p

is
te

m
e

で
あ
ろ
う
。

そ
の
文
字
ど
お
り
の
意
味
は

｢

ポ
リ
ス
に
関
す
る
技
術
、
知
識｣

で
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あ
る
。
ま
た
、ta

p
o

litik
a
(
p

o
litic

s

の
語
源)

と
い
う
古
代
ギ

リ
シ
ア
語
の
文
字
ど
お
り
の
意
味
は
、｢

ポ
リ
ス
に
関
す
る
こ
と
が

ら

(
複
数
形)｣

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
政
治
哲
学
・
思
想

(

あ
る
い
は
単
純

に

｢

政
治
学｣)
と
呼
ぶ
も
の
は
、
か
れ
ら
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
思

考
に
即
し
て
考
え
て
み
た
場
合
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も

｢

ポ
リ
ス｣

と
そ
の
あ
り
方
を
基
礎
に
お
き
、
そ
れ
ら
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
ポ
リ
ス
と
そ
の
あ
り
方
は
、
そ
こ
に

生
活
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
生
活
と
幸
不
幸
と
を
、
現
代
の
わ
れ

わ
れ
が
想
像
す
る
以
上
に
、
直
接
的
に
左
右
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、
あ
る
共
同
体
の
内
部
に
身
を
お

き
な
が
ら
、｢

政
治
か
ら
距
離
を
お
く｣

こ
と
は
比
較
的
容
易
に
な

し
う
る
が
、
か
れ
ら
の
時
代
、
ポ
リ
ス
の
あ
り
方
か
ら
身
を
引
い
て

第
三
者
的
な
立
場
に
身
を
お
く
こ
と
の
可
能
な
範
囲
は
、
当
人
の
意

志
に
か
か
わ
り
な
く
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
狭
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
知
性
を
も
っ
て
人
間
の
生
き
方
や
幸
福
を
、
そ
し
て
世
界

を
考
え
よ
う
と
す
る

(

知
を
愛
し
哲
学
を
な
す)

と
き
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
人
の
場
合
は
そ
の
営
み
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
側
面
が

｢

ポ
リ
ス

に
関
す
る
知
識
・
技
術｣

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
も

｢

政
治
哲
学｣

と
い
う
言
葉
を
い
ま
こ
こ
で

使
用
す
る
と
き
、
そ
の
意
味
と
し
て
当
面
、
右
の
よ
う
な
事
情
を
念

頭
に
お
い
て
お
き
た
い

(

１)

。

二

ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
の
時
代
を

形
成
し
た
も
の

歴
史
的
背
景

ギ
リ
シ
ア
の
諸
ポ
リ
ス
は
、
は
じ
め
、
地
理
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
本

土
東
南
部
、
小
ア
ジ
ア
西
岸
、
エ
ー
ゲ
海
の
島
々
に
、
時
間
的
に
は

前
八
世
紀
前
半
頃
に
、
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
前

八
世
紀
半
ば
頃
、
侵
入
ド
ー
リ
ア
人
の
子
孫
に
よ
り
、
ス
パ
ル
タ
国

家
が
成
立
す
る
。
ま
た
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
ポ
リ
ス
と
し
て
の
ア
テ
ナ

イ
国
家
も
そ
の
成
立
を
み
る
。
ア
テ
ナ
イ
は
ミ
ケ
ー
ネ
時
代
の
先
住

ギ
リ
シ
ア
人
の
う
ち
、
唯
一
ド
ー
リ
ア
人
の
侵
入
を
防
ぎ
、
王
政
か

ら
貴
族
政
そ
し
て
僭
主
政
を
へ
て
、
民
主
政
へ
と
到
っ
た
特
異
な
国

家
で
あ
っ
た
。

民
主
政
ア
テ
ナ
イ
の
出
発
点
は
、
前
五
九
四
―
三
年
の
ソ
ロ
ン
の

改
革
に
も
と
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
お
よ
そ
半
世
紀
後
、
前
五

四
六
年
頃
、
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
僭
主
政
を
確
立
し
、
反
対
派
貴

族
か
ら
の
没
収
地
そ
の
他
を
、
土
地
再
配
分
を
求
め
て
い
た
中
小
農

民
に
分
配
し
、
平
民
層
の
力
の
向
上
を
促
し
た
。
結
果
と
し
て
、
貴

族
に
よ
る
旧
来
の
集
団
支
配
体
制
に
終
止
符
を
う
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
前
六
世
紀
末

(

前
五
〇
八
年)

、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
改
革

が
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
へ
の
移
行
を
決
定
づ
け
た

(

一
〇
の
部
族
制

と
約
一
七
〇
の
デ
ー
モ
ス

(

区)

制
を
導
入
し
、
従
来
の
地
縁
、
血
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縁
関
係
を
分
断
、
一
部
族
五
〇
人
、
計
五
〇
〇
人
か
ら
な
る
五
〇
〇

人
評
議
会
の
設
置
、
一
〇
部
族
制
に
よ
る
軍
隊
と
一
〇
人
の
将
軍
の

選
出
、
役
人
の
一
〇
人
同
僚
制
の
導
入

等
に
よ
り
、
有
力
貴
族

の
勢
力
を
分
断
し
、
陶
片
追
放

(

オ
ス
ト
ラ
キ
ス
モ
ス)

制
度
の
導

入
に
よ
り
将
来
の
僭
主

(

ま
た
は
政
敵)

を
追
放
せ
ん
と
し
た)

。

そ
の
後
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
生
ま
れ
る
前
四
七
〇
／
四
六
九
ま
で
の

三
〇
数
年
の
間
に
、
三
次
に
わ
た
る
過
酷
な
ペ
ル
シ
ア
戦
争

(

前
四

九
二
・
四
九
〇
・
四
八
〇
年)
を
経
て
そ
れ
に
勝
利
し
、
デ
ロ
ス
同

盟
を
結
成
し
て
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
地
位
を
獲
得
し

(

前
四
七
七
年)

、

ア
テ
ナ
イ
は
絶
頂
期
へ
と
む
か
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
生
ま
れ
て
、
か
れ
が
少
年
時
代
の
あ
る
年

(

前
四

六
二
年)

に
、
エ
ピ
ア
ル
テ
ス
の
改
革
が
な
さ
れ
、
貴
族
出
身
政
治

家
た
ち
の
最
後
の
牙
城
で
あ
っ
た
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
評
議
会
の
実
権
が

奪
わ
れ
る
。
こ
の
直
後
か
ら
活
動
を
始
め
た
ペ
リ
ク
レ
ス
は
、
ペ
ロ

ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
の
開
戦
直
前
ま
で
に
い
わ
ゆ
る

｢

ペ
リ
ク
レ
ス
時
代｣

を
現
出
し
、
さ
ら
な
る
民
主
化
を
推
し
進
め
、
ア
テ
ナ
イ
ひ
い
て
は

ギ
リ
シ
ア
全
体
の
黄
金
時
代
を
築
い
た
。

そ
の
後
の
時
代
の
推
移
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
刑
死
の
年
ま
で
た
ど
り
、

節
目
の
年
を
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

前
四
四
三
年

プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
最
初
の
ア
テ
ナ
イ
訪
問

(

ソ
ク

ラ
テ
ス
二
六
歳)

前
四
三
一
年

ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
開
戦

(

ソ
ク
ラ
テ
ス
三
八
歳)

(

翌
年
、
ア
テ
ナ
イ
に
疫
病
が
流
行
し
、
ペ
リ
ク

レ
ス
も
前
四
二
九
年
に
病
死
。
享
年
六
五
歳
く
ら

い)

前
四
二
七
年

プ
ラ
ト
ン
生

(

ソ
ク
ラ
テ
ス
四
二
歳)

前
四
二
三
年

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス

『

雲』

上
演

(

ソ
ク
ラ
テ
ス
四

六
歳)

前
四
〇
四
年

ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
終
結

ア
テ
ナ
イ
の
降
伏

(

ソ
ク
ラ
テ
ス
六
五
歳

プ
ラ
ト
ン
二
三
歳)

前
三
九
九
年

ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
と
そ
の
死

(

ソ
ク
ラ
テ
ス
七
〇

歳

プ
ラ
ト
ン
二
八
歳)

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
前
半
生
は
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
に
重
な
り
、
そ
れ
は

民
主
化
が
さ
ら
に
す
す
む
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
、
長
期
に
わ
た
る
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
に
よ
り
ア
テ
ナ
イ
が
徐
々

に
疲
弊
し
て
い
く
時
代
を
生
き
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
推
移
を
み
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
ア
テ
ナ
イ

の
民
主
化
を
お
し
す
す
め
た
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
の
名
門

中
の
名
門
で
あ
る
貴
族
の
家
柄
、
ア
ル
ク
メ
オ
ン
家
の
当
主
で
あ
り
、

ペ
リ
ク
レ
ス
の
母
も
こ
の
ア
ル
ク
メ
オ
ン
家
の
出
身
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
民
主
化
の
動
き
は
、
民
衆
・
大
衆
そ
の
も
の
が
主
体

と
な
っ
て
す
す
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
、
民
衆
の
支
持
を
得
ん
と
す
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る
貴
族
た
ち
の
闘
争
の
下
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
構
図

は
僭
主
政
の
形
成
過
程
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
そ
し
て
い
っ
そ
う
興
味
深
い
こ
と
は
、
民
主
化
が
す
す

め
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
同
時
代
状
況
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
そ
の
指
導

者
で
あ
る

｢
偉
大
な
る
大
政
治
家｣

ペ
リ
ク
レ
ス
な
ら
び
に
そ
の
他

の
政
治
家
た
ち
を
批
判
し
、
ま
た
、
ア
テ
ナ
イ
黄
金
期
の
民
主
政
そ

の
も
の
を
批
判
す
る
視
点
を
、
自
身
も
平
民
層
出
身
の
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る

(『

メ
ネ
ク
セ
ノ
ス』

、『

ゴ
ル
ギ
ア
ス』

参
照)

。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
ぜ
可
能
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か

(

そ
れ
が
哲
学
だ
か
ら
、
と
す
ま
す
こ
と
は
で

き
な
い)

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、｢

そ
の
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス｣

の
思
想

の
大
枠
を
、
プ
ラ
ト
ン
は
継
承
し
た
。

三

プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
継
承
し
た
も
の

(

と
く
に
政
治
思
想
の
側
面
で)

で
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
何
を
継
承
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
と
く
に
政
治
思
想
の
側
面
に
限
定
し
て
、
そ
の

問
い
に
応
じ
る
と
思
わ
れ
る
事
項
を
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
の
対
話
編
か

ら
引
き
出
し
て
み
た
い
。

1

(

ポ
リ
ス
の
一
員
と
し
て
の)

徳
、
真
実
、
魂
へ
の
配
慮
と

し
て
の
愛
知
・
哲
学
の
提
唱

(
『

弁
明』

二
九
Ｅ
―
三
〇
Ａ)

こ
の
意
味
で
の

｢

愛
知
・
哲
学｣

の
考
え
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ

ラ
ト
ン
哲
学
の
大
前
提
で
あ
る
。
な
お
、
右
の

『

弁
明』

の
箇

所
で
は
、｢

個
人
が
も
つ
べ
き
徳｣

の
問
題
と
ポ
リ
ス
と
の
関

係
は
明
ら
か
で
な
い
が
、｢

素
性
の
良
い
馬

(

ア
テ
ナ
イ
と
い

う
ポ
リ
ス)

に
神
か
ら
付
着
さ
せ
ら
れ
た
虻｣

の
た
と
え

(『

弁
明』

三
〇
Ｅ)

か
ら
推
測
す
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
有
徳

の
国
民
の
集
ま
り
か
ら
す
ぐ
れ
た
ポ
リ
ス
が
成
り
立
つ
と
考
え

て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る

(

さ
ら
に
ク
セ
ノ
ポ
ン

『

ソ
ク

ラ
テ
ス
の
思
い
出』

Ⅰ
・
六
・
一
五
以
下
も
参
照)

。

2

国
家
と
国
法
の
関
係：

｢

国
法
を
抜
き
に
し
て
国
家
だ
け
が

気
に
入
る
な
ん
て
こ
と
が
、
何
人
に
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か｣

(『

ク
リ
ト
ン』

五
三
Ａ)

こ
の
引
用
箇
所
と
そ
の
前
後
の
文

脈
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
国
家
を
国
家
た
ら
し
め
る
も
の
は

国
法
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
有
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

3

法
治
主
義
と
遵
法
精
神

(『

弁
明』

、『

ク
リ
ト
ン』)

端
的

に
言
っ
て
、
法
治
主
義
を
奉
じ
、
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
脱
獄
を
し
な
か
っ
た
。

4

敬
神
と
愛
国
心

(『

弁
明』

、『

ク
リ
ト
ン』)

ソ
ク
ラ
テ
ス

の
愛
知
・
哲
学
と
そ
の
他
者
へ
の
す
す
め
は
、
神
か
ら
あ
た
え

ら
れ
た
使
命
・
神
へ
の
奉
仕
と
し
て
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
畢
竟
、

同
胞
た
る
ア
テ
ナ
イ
国
民
の
モ
ラ
ル
の
向
上
と
祖
国
の
徳
治
に
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よ
る
再
建
を
め
ざ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

5

政
治
の
役
割
・
目
標：

国
民
を
す
ぐ
れ
た
も
の

(

有
徳
の
者)

に
す
る
こ
と

(『

ゴ
ル
ギ
ア
ス』

五
一
五
Ｂ
―
Ｃ)

｢

現
代
の

人
間
た
ち
の
中
で
は
た
だ
一
人
私

(

ソ
ク
ラ
テ
ス)

が
政
治
の

仕
事
を
し
て
い
る｣

(

同

五
二
一
Ｄ)

。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
主
張

す
る
こ
の
政
治
目
標
と
彼
の

｢

政
治
活
動

(

問
答
活
動)｣

と

は
、
愛
知
・
哲
学
と
知
性
に
よ
る
政
治
指
導
の
必
要
性
を
う
っ

た
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ま
た
そ
の
観
点
か
ら
、
ア
テ
ナ
イ

民
主
政
は
批
判
さ
れ
る

(
同

五
一
七
Ａ
―
五
二
二
Ａ)

。

こ
れ
ら
1
〜
5
ま
で
の
事
項
す
べ
て
が
プ
ラ
ト
ン
の
政
治
哲
学
の

基
礎
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
圧
縮
し
て
表
現
す
れ
ば
、
国
民
の
幸
福

(

福
徳
一
致)

を
め
ざ
す
国
家
の
建
設
と
そ
の
国
家

(

国
制)

を
形

作
る
た
め
の
国
法

(

立
法
作
業)

の
研
究
考
察

(

そ
し
て
提
案)

、

そ
し
て
そ
れ
ら
国
家
国
法
を
貫
き
支
配
す
る
、
知
性
の
優
位
、
愛
知
・

哲
学
の
王
座
の
承
認
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
の
具
体
的
な
展
開
は

中
期
著
作
の

『

国
家』

以
降
、
主
と
し
て

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス

(

政
治

家)』
(

後
期
著
作)

、『

法
律』

(

最
晩
年
の
著
作)

の
内
容
の
う
ち

に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

『

国
家』

哲
人
王

『

国
家』

の
政
治
哲
学
を
考
え
る
場
合
の
ポ
イ
ン
ト
を
暫
定
的
に

ま
と
め
て
お
こ
う
。

1

国
家
建
設
の
現
実
的
側
面
を
プ
ラ
ト
ン
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
か
。

プ
ラ
ト
ン
は

｢

言
葉

(

ロ
ゴ
ス)

の
上
で
の
国
家
建
設｣

を
す
る

に
あ
た
り
、
そ
の

｢

建
設
過
程｣

に
関
す
る
議
論
の
内
容
は
き
わ
め

て
現
実
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
彼
の
冷
徹
な
現
実
観
察
に
も
と
づ

い
て
い
る
。
し
か
し
、｢

言
葉

(

ロ
ゴ
ス)

の
上
で｣

と
い
う
姿
勢

に
は
っ
き
り
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

｢

建
設｣

は
一
種
の

｢

思

考
実
験｣

と
言
え
る
。

2

国
家
建
設
の
目
標
＝
国
家
の
構
成
員
全
体
を
幸
福
に
す
る
こ

と

(

す
ぐ
れ
た
も
の
に
す
る
こ
と)

こ
の
目
標
の
た
め
に
、
現
実
に
可
能
な
限
り
で
の
最
小
限
度
の
変

革
が

｢

哲
人
統
治｣

と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
哲
人
統
治
は

｢
き
わ
め
て
困
難
で
は
あ
る
が
不
可
能
で
は
な
い｣

と
プ
ラ
ト
ン
は

評
価
す
る
。

3

｢
欲
望
の
増
大｣

(

第
八
巻
よ
り
第
九
巻
第
三
章：

哲
人
統
治

国→

名
誉
支
配
制
国
家→

寡
頭
制
国
家→

民
主
制
国
家→

僭
主
独
裁
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制
国
家
へ
と
国
家
が
転
落
す
る
過
程
と
そ
れ
に
対
応
す
る
魂
の
あ
り

方
を
導
く
原
理
が

｢

欲
望
の
増
大｣

で
あ
る

(

２))

と
、
こ
れ
に
対
抗
す

る
知
恵
、
勇
気
、
節
制
、
正
義
の
調
和
的
あ
り
か
た
。
こ
の
、
ふ
た

つ
の
対
立
項
の
そ
れ
ぞ
れ
に

｢

欲
望
の
極
に
あ
る
僭
主
独
裁
国
家
と

そ
の
独
裁
者｣
お
よ
び

｢

最
も
す
ぐ
れ
た
哲
人
統
治
国
と
哲
学
者｣

が
位
置
づ
け
ら
れ
る

(

な
お
、『

国
家』

本
来
の
テ
ー
マ
か
ら
す
る

と
、
個
人
の
正
義
の
確
定
が
主
眼
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
確
定
の
た
め
に
国
家
の
正
義
を
主
題
と
す
る
国
家
論
が
論

じ
ら
れ
る)

。

4

パ
ラ
デ
イ
グ
マ

(

範
型)
と
し
て
の
国
家

｢

少
な
く
と
も
こ
の
地
上
に
は
、(

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
理

想
的
な)

そ
の
よ
う
な
国
家
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
…｣

。｢

そ
れ

は
お
そ
ら
く

(

理
想
的
な)

範
型

(

パ
ラ
デ
イ
グ
マ)

と
し
て
、
天

上
に
捧
げ
ら
れ
て
存
在
す
る
だ
ろ
う

そ
れ
を
見
よ
う
と
望
む
者
、

そ
し
て
そ
れ
を
見
な
が
ら
自
分
自
身
の
内
に
国
家
を
建
設
し
よ
う
と

望
む
者
の
た
め
に
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
国
が
現
に
ど
こ
か
に
あ

る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
将
来
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、

ど
ち
ら
で
も
よ
い
こ
と
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
国

家
の
政
治
だ
け
に
、
彼
は
参
加
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の

い
か
な
る
国
家
の
そ
れ
で
も
な
い
の
だ
か
ら｣

。｢

当
然
そ
の
は
ず
で

す｣
(

第
九
巻
末

五
九
二
Ａ
―
Ｂ)

。

プ
ラ
ト
ン
は
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
思
考
実
験
に
よ
り
、
し
か
し
現

実
的
条
件
を
も
十
分
に
考
慮
に
入
れ
な
が
ら

｢

哲
人
王｣

と
い
う
思

想
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
理
念
形
で
あ
る
と
同
時
に

現
実
に
実
現
さ
れ
う
る
、
そ
し
て
、
さ
れ
る
べ
き
、
目
標
と
も
考
え

ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

の
テ
ー
マ
は
、
と
く
に
ソ
フ
ィ
ス
ト

(

そ
し

て
哲
学
者)

と
の
関
連
に
お
い
て
、
真
の
政
治
家
を
規
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
対
話
篇
で
の

｢

真
の
政
治
家
・
王｣

と
呼
ば
れ
る
者

は
、
実
質
的
に
は

『

国
家』

に
お
い
て
哲
人
王
と
み
な
さ
れ
る
者
と

同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
対
話
編
の
議
論
が
あ
つ
か
う
対
象

は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
政
治
哲
学
に
的
を
絞

り
、
必
須
事
項
の
み
を
整
理
す
る
と
、
次
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
が
注
目
さ

れ
る
。

(

一)
真
の
政
治
家
の
資
格
は
統
治
の
知
識

(

技
術)

を
有
す
る

こ
と

(

二)

代
表
的
国
制

(

一
般
論)

(

二
九
一
Ｄ
以
下)
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①

単
独
者
支
配
制

(

僭
主
独
裁
制
、
君
主
制

(

王
制))

②

少
数
者
支
配
制

(

上
流
者
支
配
制

[

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ

ア
ー]

、
寡
頭
制

(

少
数
者
専
制
制

オ
リ
ガ
ル
キ
ア
ー)

③

多
数
者
支
配
制

(

民
主
制)

(

そ
の
他
、
支
配
者
の
貧
富
の
違
い
、
強
制
的
な
支
配
か
自
由

意
志
に
よ
る
服
従
か
、
法
治
か
否
か
、
の
観
点
か
ら
の
区
別
が

あ
り
う
る
と
さ
れ
る
。)

(

三)

真
の
政
治
家
・
王
者

(

哲
人
王)

の
根
本
条
件

(

二
九
二

Ｂ
以
下)

上
の

(

二)

に
あ
げ
ら
れ
た
条
件
は
関
係
な
く
、
た
だ
知

識

(

エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー)

に
よ
る
支
配
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
国
民
と
国
家
の
善
を
め
ざ
す
こ
と(
cf.
医
者
の
処
方
箋
と

治
療
の
比
喩
＝
後
述)

(

四)
(

三)

へ
の
補
足：

知
識

(

技
術)

の
み
に
よ
っ
て
支
配

し
、
国
家
・
国
民
の
善
を
め
ざ
す
理
想
的
国
家

(
哲
人
統
治

国)

以
外
の
諸
国
家
は
、
こ
の
理
想
的
国
家
を
模
写
し
た
も

の
で
あ
り
、
比
較
的
立
派
に
模
写
し
て
い
る
国
家
も
あ
れ
ば
、

そ
う
で
な
い
国
家
も
あ
る
。

(

五)

法
律
の
限
界
と
必
要
性

(

二
九
三
Ｅ
以
下)

理
想
的
な
あ
り
方
は
法
律
が
強
力
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、

知
性
を
そ
な
え
た
真
の
政
治
家
・
王

(

哲
人
王)

が
強
力
で

あ
る
こ
と
。

法
律
の
限
界：

す
べ
て
の
者
に
最
善
で
も
っ
と
も
適
切
な

処
置
を
す
る
こ
と
は
法
律
に
は
不
可
能
。
多
様
な
人
間
・
世

界
・
状
況
に
単
純
不
変
な
公
式

(

法
律)

は
対
応
で
き
な
い
。

し
か
し
、
法
律
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

法
律
が
大
多
数
の
国
民
に
と
っ
て
大
体
の
場
合
に
妥
当
す
る

事
柄
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
大
雑
把
な
が
ら

｢

有
益
な
こ

と｣

を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
成
文
法
た
る
法
律
の
場
合
も
、
不
文
律
の
も
の
と
し
て

の
父
祖
伝
来
の
習
慣
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

(

し
か
し
、
真
の
政
治
家
・
王

(

哲
人
王)

が
そ
の
活
動
を

法
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い(

cf.
医
者
の
処
方

箋
と
治
療
の
比
喩
＝
後
述)

。

(

六)

説
得
な
し
の
法
改
正
な
い
し
強
制

(

真
の
政
治
家
・
王
に

の
み
許
さ
れ
る)

現
行
の
法
律
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
法
律
が
見
出
さ
れ
た
場
合
、

国
民
を
説
得
し
て
か
ら
法
改
正
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

考
え
が
大
衆
に
あ
る
。
し
か
し
、
説
得
を
は
ぶ
い
て
も

｢

有

益
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
さ
え
す
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、

あ
る
い
は
こ
の
種
の
こ
と
に
近
い
こ
と
が
、
国
家
の
正
当
な

管
理
と
い
う
も
の
の
な
に
よ
り
も
真
正
な
標
準
を
な
す
べ
き｣

(
二
九
六
Ｅ)

な
の
で
あ
る

(

医
者
、
舵
手

(

船
長)

の
例)

。

プ
ラ
ト
ン
は
こ
こ
で
、
真
の
政
治
家
・
王

(

哲
人
王)

と
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法
律
の
関
係
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
比
喩
を
用
い
て
い
る
。

そ
れ
は
、
医
者
の

(

過
去
に
書
か
れ
た)

処
方
箋
と

(

現
在

の)

治
療
の
関
係
に
た
く
さ
れ
た
比
喩
で
あ
る
。
そ
の
比
喩

の
概
略
は

｢

名
医
が
所
用
で
旅
に
出
る
。
か
れ
は
留
守
の
間

の
、
患
者
の
治
療
の
た
め
の
処
方
箋
を
残
し
て
、
旅
立
っ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
そ
の
医
者
が
帰
っ
た
。
予
定
よ
り
も
早
く

戻
れ
た
。
医
者
は
町
で
の
治
療
を
再
開
し
た
。
そ
の
と
き
、

か
れ
は
自
分
が
残
し
て
い
っ
た
処
方
箋
の
内
容
に
制
約
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
否
、
か
れ
は
現
在
の
患
者
の
容

体
に
応
じ
た
治
療
を
す
る
だ
け
で
あ
る｣

と
い
う
趣
旨
の
も

の
で
あ
る
。
法
律
が
処
方
箋
に
、
哲
人
王
が
名
医
に
、
該
当

す
る
。

(

七)

真
の
政
治
家
・
王
の
統
治

(

哲
人
統
治)
に
代
わ
る

｢

次

善
の
方
策｣

と
は
、(

知
識
あ
る
者

(

哲
人
王)
が
制
定
し

た)

法
律
を
厳
格
に
遵
守
す
る
法
治
主
義
で
あ
る
。

(

七
―
二)

極
端
な
民
主
制
国
家
の
法
治
主
義
の
例：

あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
学
術
・
技
術
が
か
か
わ
る
問
題
が

｢

民
主
的
に
制
定
・

立
法
さ
れ
る
こ
と｣

の
奇
妙
さ
、
愚
か
さ
、
そ
し
て
害
悪

(

七
―
三)

真
の
政
治
家
・
王

(

哲
人
王)

が
制
定
し
た
法
律
を

運
営
・
管
理
す
る
者
が
、
法
律
に
敬
意
を
払
わ
ず
、
私
利
私

欲
の
た
め
に

(

哲
人
王
が
有
す
る)

知
識
も
な
い
の
に
法
を

外
れ
る
と
き
は
、
法
治
的
民
主
制
国
家
よ
り
も
ひ
ど
い
害
悪

を
も
た
ら
す
。

(

七
―
四)
(

そ
の
名
に
値
す
る)

法
律
と
い
う
も
の
は
、
知
識

を
も
っ
た
者

(

哲
人
王)

が
善
意
を
つ
く
し
、
試
行
錯
誤
を

経
た
う
え
で
民
衆
を
納
得
さ
せ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
な
い
こ
と
、
こ

れ
が
次
善
の
策
で
あ
る
。

(

八)

ま
た
、
こ
の
意
味
で
の
法
律
は
、
各
々
の
事
柄
の
真
実
を

写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
を
手
に
し
、
知
識
に

よ
り
こ
の
法
律
よ
り
す
ぐ
れ
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き

る
者
は
真
実
の
統
治
を
で
き
る
者
で
あ
る
が
、
知
識
を
も
た

な
い
の
に
真
実
の
統
治
を
写
そ
う
と
す
る
者
は
拙
劣
な
写
し

手
に
す
ぎ
な
い
。

(

九)

真
実
の
統
治
を
写
せ
な
い
諸
国
家

法
律
遵
守
と
哲
人
統

治
者
の
知
識
に
近
い
知
識
を
も
ち
う
る
度
合
い
に
応
じ
て
、

国
制
が
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

①

法
律
を
遵
守
す
る
単
独
支
配
制

(

立
憲
君
主
制)

②

無
知
で
私
利
的
な
単
独
支
配
制

(

独
裁
僭
主
制)

③

法
律
を
遵
守
す
る
少
数
支
配
者
が
富
裕
で
あ
る
支
配
制

(

上
流
者
支
配
制

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ
ア
ー)

④

法
律
を
無
視
す
る
少
数
者
支
配
制

(

オ
リ
ガ
ル
キ
ア
ー)

⑤

民
主
制

(

民
衆
全
体
が
政
治
知
識
を
習
得
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
民
主
制
は
法
律
遵
守
的
と
軽
視
的
の
二
つ
に

36

Hosei University Repository



分
け
ら
れ
る
。)

上
の
諸
体
制
の
優
劣
の
順
位
は
次
の
と
お
り
。

一
位

①

二
位

③
④
は
法
律
遵
守
的
で
あ
っ
て
も
、
法
律
を
軽
視
す

る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
最
善
と
最
悪
の
中
間
に
位
置
す

る
。

三
位

⑤
は
す
べ
て
の
法
律
遵
守
国
家
の
中
で
最
も
劣
悪
、

す
べ
て
の
法
律
軽
視
政
体
の
中
で
最
良

四
位

②
は
法
律
を
軽
視
し
最
悪
の
国
制

真
の
政
治
家
・
王

(

哲
人
王)
が
統
治
す
る
国
は
、
上
の
諸

国
制
に
対
し
て
は
る
か
上
方
に
あ
る
神
的
な
も
の
で
あ
る
。

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

の
政
治
哲
学
に
つ
い
て
暫
定
的
に
ま
と
め
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1

前
期
著
作

『

ゴ
ル
ギ
ア
ス』

で
宣
言
さ
れ
た

｢

政
治
の
目
標｣

は

『

国
家』

を
と
お
し
て

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

に
ひ
き
つ
が
れ

て
い
る
。

2

『

国
家』

の
哲
人
王
な
い
し
政
治
の
理
想
的
形
態
を
模
索
す

る
姿
勢
は

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

に
も
明
確
に
確
認
で
き
る
。

3

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
政
治
に
不

可
欠
と
考
え
る

｢

法
治
主
義｣

が
哲
人
王
と
の
か
か
わ
り
で
意

義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

4

『

国
家』

第
八
巻
か
ら
第
九
巻
に
わ
た
る
国
制
論
と

『

ポ
リ

テ
ィ
コ
ス』

の
国
制
論
と
で
は
、
用
語
の
異
同
が
あ
り
説
明
の

仕
方
も
異
な
っ
て
い
る
。『

国
家』

で
は
、
哲
人
統
治
制
―
名

誉
支
配
制
―
寡
頭
制
―
民
主
制
―
僭
主
独
裁
制
、
の
順
で
国
制

の
優
劣
が
語
ら
れ
た
。『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

で
も
哲
人
統
治
制

は
別
格
に
お
か
れ
、
哲
人
統
治
制
―
立
憲
君
主
制
―
上
流
者
支

配
制
・
少
数
者
支
配
制

(

寡
頭
制)

―
民
主
制
―
僭
主
独
裁
制

の
順
で
優
劣
が
示
さ
れ
る
。『

国
家』

に
お
け
る

｢

名
誉
支
配

制｣

、｢

寡
頭
制｣

の
内
容
と
、『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

に
お
け
る

｢

上
流
者
支
配
制
・
少
数
者
支
配
制｣

の
内
容
と
が
ど
の
よ
う

に
比
較
整
理
さ
れ
る
べ
き
か
、
い
ま
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
民
主
制
と
僭
主
独
裁
制
の
位
置
づ
け
は
両
対
話
篇

に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。

5

正
し
い
政
治
は
哲
学
か
ら
し
か
明
ら
か
に
さ
れ
な
い

(

cf.

『

第
七
書
簡』)

。
政
治
か
ら
哲
学
を
理
解
す
る
こ
と
は
極
め
て

困
難
で
あ
る(

cf.『

ゴ
ル
ギ
ア
ス』)

。
し
か
し
、
哲
学
は
政
治

を
超
越
し
、
そ
し
て
政
治
を
自
ら
の
一
部
に
包
括
す
る

(

cf.

『
国
家』)

。『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

は
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
の
あ
り

か
た
を

｢

真
の
政
治
家
の
探
求｣

と
い
う
視
点
か
ら
、
あ
ら
た

め
て
光
を
当
て
て
い
る
。
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六
『

法
律』哲

人
王
思
想
を
背
景
に
し
た
法
治
国
の
構
想

『

法
律』

(
全
十
二
巻)

は
、
プ
ラ
ト
ン
著
作
の
中
で
最
長
編
で
あ

り
、
ま
た
最
晩
年
の
著
作
で
あ
る
。
ま
た
、
語
ら
れ
る
話
題
も

『

国

家』

と
同
じ
く
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る

(

し
か
し
、
細
か
い
法

律
規
定
が
相
当
の
分
量
を
占
め
る
こ
と
や
内
容
の
地
味
さ
ゆ
え
に
か
、

本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
従
来
あ
ま
り
な
か
っ
た)

。
こ
こ
で

は
必
要
最
小
限
度
の
情
報
を
抽
出
し
て
お
き
た
い

(

し
か
し
そ
れ
で

も
相
当
の
量
に
わ
た
る
。
ロ
ー
マ
数
字
は
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字

は
章
を
し
め
す)

。

(

一)
『

法
律』

の
テ
ー
マ
は
、
ク
レ
テ
の
あ
る
地
域
に
国
家
を

建
設
す
る
と
い
う
想
定
の
下
で

｢

法
の
支
配｣

に
も
と
づ
い

た
国
家
を

｢

ロ
ゴ
ス｣

の
上
で
建
設
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
国
民
を
有
徳
に
す
る
た
め
の
国
家
の
構
想
で
も
あ
る
。

(

二)

立
法
の
目
的
は

(

ス
パ
ル
タ
と
ク
レ
テ
の
よ
う
に)

戦
争

で
は
な
く
、
平
和
で
あ
り
、
ま
た
国
民
に
お
け
る
徳
の
涵
養

で
あ
る
。
そ
し
て
立
法
者
は
と
く
に
正
義
に
着
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

(

以
上
、
Ⅰ
、
四
―
六)

。

(

三)

適
度
と
権
力
分
立
の
必
要
性

(

Ⅲ
、
一
一)

(

こ
こ
で

｢

適
度｣

の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
の
ち
の
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
庸
論
へ
と
つ
な
が
る)

(

四)

立
法
の
目
標
は
、
国
家
に
お
け
る
自
由
・
思
慮

(

知
性)

・

友
愛
の
育
成
で
あ
る
。(

Ⅲ
、
一
一)

(

五)

国
制
の
母
胎
は
君
主
制
と
民
主
制
で
あ
る
。
い
ま
も
と
め

ら
れ
る
国
家
は
両
者
の
長
所
を
か
ね
そ
な
え
る
べ
き
で
あ
る

(

Ⅲ
、
一
二)

(

ア
テ
ナ
イ
民
主
制
の
崩
壊
は
、
音
楽
か
ら
始

ま
っ
た
過
度
の
自
由
が
原
因
で
あ
る
こ
と

(

Ⅲ
、
一
五)

。

こ
の
考
え
は

『

国
家』

の
思
想
と
同
じ)

(

六)

モ
デ
ル
国
家

(

ロ
ゴ
ス
の
上
で
の
国
家)

の
具
体
的
建
設
、

ク
レ
テ
に
建
設
さ
れ
る
国
家
の
地
理
的
そ
の
他
の
諸
条
件
を

か
た
り
な
が
ら：

｢

目
下
わ
た
し
た
ち
が
、
国
土
の
性
質
や
法
律
の
組
み
立

て
方
を
検
討
し
て
い
る
の
は
、
国
制
の
立
派
さ
を
目
標
と
し

て
の
こ
と
な
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
世

の
大
多
数
の
人
々
の
よ
う
に
、
た
だ
命
を
救
わ
れ
て
こ
の
世

に
あ
る
こ
と
だ
け
が
、
人
間
に
と
っ
て
、
最
も
貴
い
こ
と
だ

と
は
考
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
で
き
る
か
ぎ
り
善
き
人
と
な

り
、
こ
の
世
に
あ
る
か
ぎ
り
そ
の
よ
う
に
あ
り
つ
づ
け
る
こ

と
こ
そ
、
最
も
貴
い
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。
…｣

｢

し
た

が
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
道
を
歩
ん
で
い

る
か
ど
う
か
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
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う
。
建
国
と
立
法
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
道
こ
そ
、
国

家
に
は
最
善
の
も
の
な
の
で
す
か
ら｣

(

Ⅳ
、
二
、
七
〇
七

Ｄ)

(

七)
自
然
・
宇
宙
万
有
に
お
け
る
人
間
の
境
遇

(

原
則
論)

万
物
を
統
べ
る
神
と
、
神
を
助
け
る

｢

偶
然｣

と

｢

機
会｣

、

そ
し
て
こ
れ
ら
を
補
完
す
る
技
術

(

Ⅳ
、
四
、
七
〇
九
Ａ
―

Ｄ)

こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
立
法
者
は

｢

技
術

(

知
識)

を
も

つ
者｣

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

(

八)

上
の

｢

立
法
者｣

が
必
要
と
す
る
国
家

(

必
要
条
件
と
し

て
の
国
家)

と
は
、(

意
外
な
こ
と
に
思
え
る
が)

｢

僭
主
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
国
家｣
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
制
を

と
と
の
え
る
方
法
と
し
て
も
っ
と
も
速
や
か
で
も
っ
と
も
す

ぐ
れ
た
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
と
す
ぐ
れ
た
立
法

者
が
め
ぐ
り
あ
う
時
、
最
善
の
国
家
が
生
じ
る

(
Ⅳ
、
四
、

七
〇
九
Ｄ
―
七
一
一
Ｄ)

。

(

こ
れ
は

｢

哲
人
王
国
家｣

の
現
実
的
な
実
現
可
能
性
を

プ
ラ
ト
ン
が
語
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
直

後
に
こ
れ
と
比
較
し
て
語
ら
れ
る

｢

ひ
と
り
の
人
間
に
お
け

る
最
善
の
国
制
と
最
善
の
法
律
の
誕
生｣

は
、
本
来
の
哲
人

王
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る

(

３))

(

九)

モ
デ
ル
国
家

(

ロ
ゴ
ス
の
上
で
の
国
家)

の
た
め
の
法
律

に
付
さ
れ
る

｢

序
文｣

こ
の
序
文
は
、
ク
レ
テ
に
建
設
さ
れ
る
国
家

(

ロ
ゴ
ス
の

上
で
の
モ
デ
ル
国
家)

の
国
法
全
体
の
序
文
と
し
て
語
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
・
社
会
に
対
す
る

(

そ
し

て
そ
の
背
景
に
あ
る
宇
宙
と
神
々
に
対
す
る)

、
基
本
的
か

つ
哲
学
的
な
思
想
を
語
る
も
の
と
し
て
、
き
わ
め
て
興
味
深

い
。

�

神
と
関
係
す
る
人
間
の
生
の
営
み
に
関
し
て

①
神
に
従
う
べ
き
こ
と

(

Ⅳ
、
七)

②
神
に
愛
さ
れ
る

者

(

節
度)

③
神
々
へ
の
敬
い
の
序
列

④
両
親
へ
の

敬
い

(

以
上
、
Ⅳ
、
八)

⑤
自
己
の
魂
へ
の
敬
い

(

Ⅴ
、

一)

⑥
自
己
の
身
体
へ
の
敬
い

⑦
金
銭
・
財
産

(

遺

産)

⑧
親
族
へ
の
敬
い

⑨
友
人
へ
の
接
し
方

⑩
国

法
に
奉
仕
す
る
人

⑪
外
国
人
へ
の
接
し
方

⑫
嘆
願
者

へ
の
接
し
方

(

以
上
、
Ⅴ
、
二)

⑬
ど
の
よ
う
な
人
で

あ
る
べ
き
か：

真
実
の
人
、
不
正
行
為
を
許
さ
な
い
人
、

良
き
徳
性
を
分
か
ち
与
え
る
人
、
徳
を
目
指
し
て
競
い
合

う
べ
き
こ
と

⑭
怒
る
こ
と
と
温
和
で
あ
る
こ
と

(

以
上
、

Ⅴ
、
三)

⑮
す
ぎ
た
自
己
愛

⑯
見
苦
し
さ
を
避
け
る

こ
と
、
希
望

(

以
上
、
Ⅴ
、
四)

�

人
間
対
人
間
の
生
の
営
み
に
関
し
て

①
快
楽
と
苦
痛
の
選
択

(

Ⅴ
、
五)

②
快
適
な
生：

節

度
、
思
慮
、
勇
気
、
健
康
あ
る
生

(

Ⅴ
、
六)
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(

一
〇)

モ
デ
ル
国
家
の
法
律
本
文

(

た
だ
し
プ
ラ
ト
ン
は
国
家

の
法
律
の
下
書
き
と
言
っ
て
い
る
。)

こ
こ
で
は
今
回
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
重
要
項
目
の
み
あ
げ

る
。

(

一
〇
―
一)
国
家
の
基
本
は
、
し
か
る
べ
き
人
を
役
職
に
つ
け

る
こ
と
と
、
そ
の
役
職
に
法
律
を
定
め
る
こ
と
。

(

一
〇
―
二)

植
民
に
あ
た
り
、
土
地
の
分
配
と
負
債
の
帳
消
し

を
め
ぐ
り
、
恐
ろ
し
く
て
、
危
険
な
争
い
が
生
じ
や
す
い
が
、

こ
れ
を
克
服
す
る
手
段
は
、
変
革
を
行
う
人
々
の
中
の
、
広

大
な
土
地
所
有
者
で
し
か
も
正
義
感
あ
り
貪
欲
を
免
れ
た
人

の
犠
牲
に
よ
る
ほ
か
は
な
い

(
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
国
家
は

言
論
の
上
で
建
設
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
恐
る
べ
き
困
難

か
ら
免
れ
て
い
る)

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
財
産
が
相
互
の
争
い

の
原
因
に
な
ら
な
い
よ
う
な
国
家
建
設
の
工
夫
が
必
要
で
あ

る
。
市
民
の
総
数
、
市
民
の
区
分
、
土
地
家
屋
の
可
能
な
限

り
等
分
の
分
配
、
国
土
の
広
さ
は
、
現
実

(

エ
ル
ゴ
ン)
と

理
論

(

ロ
ゴ
ス)

と
を
勘
案
し
て
決
め
る
。
土
地
保
有
者
の

数
は
五
〇
四
〇
に
限
定
し
、
こ
れ
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
五
〇
四
〇
と
い
う
数
の
意
義
。(

ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派

の
影
響
か
？)

(

以
上
、
Ⅴ
、
八)

(

一
〇
―
三)

神
殿
、
神
域
を
各
地
域
に
配
す
る
こ
と
。
そ
の
目

的
は
、
各
地
域
が
、｢

決
め
ら
れ
た
時
期
に
行
う
集
ま
り

[

集
会
・
祭
礼
・
市
等
か
？]

が
、
あ
ら
ゆ
る
必
要
を
み
た

す
機
会
を
提
供
し
、
ま
た
人
び
と
が
犠
牲
を
通
し
て
、
互
い

に
好
意
を
抱
き
、
親
し
く
な
り
、
知
り
合
う
こ
と
に
あ
る
。

国
家
に
と
っ
て
、
市
民
が
相
互
に
知
り
合
う
以
上
に
大
き
な

善
は
な
い
。｣

(

七
三
八
Ｄ)

(

Ⅴ
、
九
前
半)

(

一
〇
―
四)

最
善
の
国
家
と
次
善
の
国
家

①
最
善
の
国
家：

私
有
物
が
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
が
共
有

さ
れ
て
い
る
国
家
。
統
一
さ
れ
た
国
家
。

②
次
善
の
国
家：

土
地
・
家
屋
が
分
配
さ
れ
て
い
る
が
、
共
同
耕
作
は
さ
せ
な

い
。
分
配
さ
れ
た
土
地
は
国
家
の
共
有
で
あ
り
、
土
地
、
そ

の
土
地
の
神
々
、
ダ
イ
モ
ー
ン
の
世
話
を
す
べ
き
。
そ
の
た

め
に
竈
の
数

(

世
帯
の
数)

は
、
五
〇
四
〇
が
守
ら
れ
る
べ

き
。
こ
の
数
を
守
る
た
め
の
施
策
。(

Ⅴ
、
一
〇)

(

一
〇
―
五)

分
配
さ
れ
た
土
地
・
財
産
を
売
買
に
よ
っ
て
損
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。
金
儲
け
、
利
殖
は
許
さ
れ
て
い
な
い
し
、

不
要
で
あ
る
。(

Ⅴ
、
一
一)

(

一
〇
―
六)

ま
た
、
こ
の
国
家
で
は
、
金
銀
の
所
有
は
許
さ
れ

な
い
。
日
常
の
必
要
の
た
め
に
国
内
流
通
の
貨
幣
は
所
持
が

許
さ
れ
る
。
必
要
に
応
じ
て
、
全
ギ
リ
シ
ア
共
通
の
貨
幣
を

使
用
で
き
る
。
嫁
ぐ
際
の
持
参
金
は
不
要
。
信
用
で
き
な
い

者
に
金
を
預
け
る
こ
と
も
、
利
息
を
と
っ
て
貸
す
こ
と
も
し

て
は
な
ら
な
い
。(

こ
の
国
で
は)

借
り
た
金
も
利
息
も
返
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済
し
な
く
て
も
よ
い
の
だ
か
ら
。

国
家
に
と
っ
て
も
個
人
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
富
は
幸
福

と
両
立
し
な
い
。
立
派
な
目
的
の
た
め
に
消
費
し
、
正
当
な

手
段
の
み
で
金
を
も
う
け
る
人
は
、
非
常
な
金
持
ち
に
も
、

非
常
な
貧
乏
に
も
な
る
こ
と
は
な
い
。(

Ⅴ
、
一
二)

(

一
〇
―
七)
農
業
が
与
え
る
も
の
に
満
足
す
べ
き
で
あ
る
。
財

産
の
目
的
を
忘
れ
る
ほ
ど
に
金
儲
け
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

財
産
の
目
的
は
魂
と
身
体
を
養
う
こ
と
で
あ
る
。
人
が
関
心

を
寄
せ
る
べ
き
は
、
ま
ず
魂
で
あ
り
、
次
に
身
体
で
あ
り
、

最
後
が
財
産
で
あ
る
。
四
つ
の
財
産
階
級
の
こ
と
。
国
家
の

最
大
の
病
で
あ
る
内
乱
、
分
裂
を
さ
け
る
た
め
に
、
そ
の
原

因
で
あ
る
、
極
端
な
貧
富
の
差
を
排
除
す
る
た
め
の
施
策
。

(

Ⅴ
、
一
三)

(

一
〇
―
八)

そ
の
他
プ
ラ
ト
ン
の
政
治
哲
学
と
そ
の
背
景
を
知

る
上
で
、
特
に
重
要
な
諸
点

�

護
法
官

(
n

o
m

o
p

h
y

la
x
)
(

第
Ⅵ
巻
他)

：

立
法
、

行
政
、
司
法
に
わ
た
る
、｢

法
律
の
守
護
者｣

。『

法
律』

の
モ
デ
ル
国
家
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
任
務
に
つ
く
。

五
〇
歳
以
上
の
人
徳
す
ぐ
れ
、
優
秀
・
有
能
な
人
び
と
か

ら
選
出
さ
れ
る
。
任
期
は
最
長
二
〇
年
。
任
務
は
き
わ
め

て
多
種
で
あ
る
が
、
主
な
も
の
と
し
て
、
役
人
の
監
督
、

国
家
が
建
設
さ
れ
た
後
の
必
要
な
す
べ
て
の
法
律
の
制
定
・

改
正

(

ま
た
は
制
定
・
改
正
の
指
導)

、
選
挙
の
管
理
、

神
事
の
監
督
・
指
導

(

神
官
と
と
も
に)

、
音
楽
詩
歌
の

監
督

(

審
査
官
と
と
も
に)

、
外
国
旅
行
の
認
可
、
貿
易

管
理
、
市
場
管
理
・
経
済
活
動
の
監
督

(

保
安
官
と
と
も

に)

家
庭
生
活
・
冠
婚
葬
祭
・
相
続
の
監
督
・
調
停
・
世

話
、
国
家
内
の
重
要
問
題
の
裁
判
等
。

な
お
、
護
法
官
も
他
の
役
人
と
同
様
に
、
任
期
を
終
え

る
と
執
務
監
査
を
受
け
る
。

�

法
律
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
の
意
義

(

Ⅸ
、
一
三)

①
生
活
と
生
き
方
を
律
す
る
た
め

②
権
力
者
が
私
利
私

欲
に
走
ら
な
い
た
め

さ
ら
に
こ
の
箇
所

(

Ⅸ
、
一
三)

で
は

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

で
説
明
さ
れ
た
法
律
の
本
質
や
超
法
規
的
哲
人
王
に
つ
い

て

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

と
同
一
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

�

無
神
論
反
駁

(

い
わ
ゆ
る
神
学
論)

(

Ⅹ
、
一
―
一
五

(

４))

(

一
一)

モ
デ
ル
国
家
の｢

最
高
統
治
機
関｣：

夜
明
け
前
の
会
議

構
成
員：

監
査
官

(

エ
ウ
テ
ュ
ノ
ス：

役
人
の
役
人)

、

護
法
官
、
＋
α

(

＝
将
来
の
メ
ン
バ
ー
候
補

と
な
る
若
い
人
々)

資

格：
『

国
家』

に
お
け
る

｢

哲
学
者

(

哲
人
王)｣

と
お
な
じ
教
育
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
よ

い
と
思
わ
れ
る

(

５)

。
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七

共
同
討
議
の
た
め
の
暫
定
的
ま
と
め

(『

法
律』

ま
で
を
ま
と
め
て)

1

プ
ラ
ト
ン
の
初
期
著
作
か
ら
最
晩
年
の
著
作
ま
で
を
一
貫
し

て
い
る
政
治
哲
学

政
治
の
目
的
は
国
民
を
で
き
る
だ
け
す
ぐ
れ
た
者

(

有
徳
の

者)

に
す
る
こ
と

2

中
期
著
作

『

国
家』

か
ら
後
期
著
作

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

を

経
由
し
て
、
最
晩
年
の
著
作

『
法
律』

に
い
た
る
道
程
を
見
渡

し
て
気
づ
く
こ
と

①

『

国
家』

に
は
哲
人
王
思
想
と
と
も
に
法
治
主
義
の
考
え

も
内
包
さ
れ
て
い
る
が
、『

国
家』

の
テ
ー
マ

(｢

正
義
と
は

何
か｣→

｢

正
し
い
国
家
と
は
何
か｣)

に
よ
り
、
哲
人
王
思

想
が
前
面
に
出
て
い
る
。

②

『

国
家』

に
お
い
て
哲
人
王
と
法
治
主
義
と
の
関
係
は
説

明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
説
明
の
必
要
性
も
な
か
っ

た
。『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

に
い
た
っ
て
、
両
者
の
関
係
が
、

真
の
政
治
家
・
王
を
語
る
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
ま
た
そ
れ
を
説
明
す
る
必
要
性
も
生
じ
た
。

③

『

ポ
リ
テ
ィ
コ
ス』

に
お
い
て
、
国
制
分
類
の
ひ
と
つ
の

基
準

(

支
配
者
の
多
寡
、
法
治
の
有
無)

が
、
著
作
の
上
で

は
そ
れ
と
し
て
は
じ
め
て
提
示
さ
れ
た
。

④

『

法
律』

は
具
体
的
な
国
家
建
設
の
た
め
の

｢

モ
デ
ル
国

家｣

を
提
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
法
律
の
こ
ま
か
い
規
定
が

著
作
の
か
な
り
多
く
の
部
分
を
占
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
事

実
を
理
由
に
、
こ
の
著
作
に
お
い
て

(

こ
の
著
作
執
筆
時
の

晩
年
に
お
い
て)

、
プ
ラ
ト
ン
が
哲
人
王
思
想
を
放
棄
し
た

と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
は
、｢

僭

主
が
支
配
す
る
国
家｣

と

｢

こ
の
う
え
な
く
す
ぐ
れ
た
立
法

者｣

と
の
連
携
に
よ
り
、
速
成
の
？
哲
人
統
治
国
の
実
現
を

構
想
す
ら
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
、｢

哲
人
王

思
想｣

は
、
ひ
と
つ
の

｢

完
全
な｣

理
念
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
れ
は
ま
た
、
あ
く
ま
で
実
現
す
べ
き
目
標
で
も
あ
っ
た
。

⑤

④
に
関
連
し
て
、『

国
家』

は
哲
人
王
の
理
念
的
概
論
を

論
じ
、『

法
律』

は
そ
の
概
論
を
も
と
に
モ
デ
ル
的
法
治
国
家

の
具
体
的
細
部
を
論
じ
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

『

国
家』

以
降

『

法
律』

に
い
た
る
ま
で
、
プ
ラ
ト
ン
が
哲

人
王
思
想
を
放
棄
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

プ
ラ
ト
ン
は

『

法
律』

に
お
い
て
、
望
ま
し
い
国
制
の
土
台
を

君
主
制
と
民
主
制
両
者
の
長
所
の
結
合
に
も
と
め
て
い
る
が

(
第
六
節
の

(

五)

参
照)

、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
哲
人
王
思
想
を
、

い
ま
暫
定
的
に
、
そ
し
て
お
お
ま
か
に
言
う
こ
と
を
許
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
、
ア
テ
ナ
イ
の
貴
族
制
の
理
想
的
高
貴
さ
と
民
主
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制
的
自
由
の
精
神

(

こ
の
表
現
が
誤
解
を
招
く
も
の
だ
と
す
れ

ば
、『

テ
ィ
マ
イ
オ
ス』

二
五
Ｂ
―
Ｃ
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
、

プ
ラ
ト
ン
の
時
代
を
�
る
こ
と
九
千
年
前
の
、
も
っ
と
も
す
ぐ

れ
た
ア
テ
ナ
イ
人
が
有
し
た
自
由
独
立
の
精
神)

と
、
そ
し
て

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
と
に
負
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

＊
本
稿
は
、
昨
年
二
〇
一
一
年
六
月
一
八
日
、
第
三
一
回
法
政
哲
学
会
大

会
の

｢

共
同
討
議

プ
ラ
ト
ン
の
政
治
哲
学｣

に
対
す
る
わ
た
し
の
提

題

(

配
布
し
た
発
表
用
レ
ジ
ュ
メ)

を
元
に
し
て
お
り
、
補
足
と
修
正

を
く
わ
え
つ
つ
、
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
時
の
内
容
を
再
吟

味
し
て
稿
を
あ
ら
た
に
お
こ
す
こ
と
も
選
択
肢
と
し
て
念
頭
に
あ
っ
た

け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
そ
の
よ
う
な
時
間
的
余
裕
は
な
か
っ
た
。

な
お
、
わ
た
し
と
は
別
の
角
度
か
ら
論
を
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

も
う
お
一
人
の
提
題
者
と
し
て
東
京
学
芸
大
学
の
栗
原
裕
次
氏
を
適
任

者
と
考
え
て
お
招
き
し
た
。
氏
は
急
な
依
頼
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
間

を
調
整
し
て
出
席
を
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た
。
当
時
、
わ
た
し
は
事
務

局
長
の
立
場
か
ら
企
画
立
案
に
携
わ
っ
た
が
、
こ
の
場
を
お
か
り
し
て
、

あ
ら
た
め
て
栗
原
氏
に
謝
意
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
旨
こ
こ
に
記
し
て
お

き
た
い
。

(

1)

な
お
、『

ゴ
ル
ギ
ア
ス』

(

四
六
四
Ｂ
Ｃ)

に
お
い
て
登
場
人
物
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
、｢

最
善
を
め
ざ
し
て
魂
の
世
話
を
す
る
技
術｣

を
自

分
は

｢

政
治

(

ポ
リ
ス)

の
技
術｣

(
p

o
litik

e
[

te
c
h

n
e])

と
呼

ぶ
、
と
言
っ
て
い
る
。

(

2)

拙
稿

｢

欲
望
の
増
大

プ
ラ
ト
ン

『

国
家』

第
八
巻
第
一
章
〜

第
九
巻
第
三
章

(543
A

�576
B
)

に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト

(

Ⅰ)

・

(

Ⅱ)｣
(『

法
政
大
学
文
学
部
紀
要』

第
四
五
号
・
第
四
六
号

(

二
〇

〇
〇
年
三
月
・
二
〇
〇
二
年
三
月)

参
照
。

(

3)

さ
ら
に
、
う
え
の
両
者

(

僭
主
と
立
法
者
の
組
合
せ
の
例
と
、
ひ

と
り
の
者
に
政
治
権
力
と
哲
学

(

正
確
に
は

｢

思
慮
と
節
制｣)

と

が
一
体
に
な
っ
て
い
る
例
と)

が
一
連
の
も
の
と
し
て

｢

一
種
の
物

語｣

と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
や
、
そ
の

｢

物
語｣

を
現
在
進

行
し
て
い
る

｢

言
葉
の
上
で
の
国
家
建
設｣

に
当
て
は
め
る
、
と
さ

れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、『

法
律』

に
お
け
る
哲
人
王
思
想
の
問
題
に
つ
い
て
、
拙

稿

｢

哲
人
王
の
行
方｣

(

日
本
西
洋
古
典
学
会
編

『

西
洋
古
典
学
研

究』

第
五
九
号

(

岩
波
書
店)

二
〇
一
一
年
三
月)

、
加
来
彰
俊

｢

奥
田
君
の
論
文

｢

哲
人
王
の
行
方｣

に
つ
い
て

読
後
感
と
若

干
の
評

｣
(

西
洋
古
典
研
究
会
編

『

西
洋
古
典
研
究
会
論
集』

第
二
〇
号
、
二
〇
一
一
年
七
月)

を
参
照

(

な
お
、
加
来
先
生
の
評

に
対
す
る
奥
田
の
応
答
文
は

『

西
洋
古
典
研
究
会
論
集』

第
二
一
号

(

二
〇
一
二
年
七
月
刊
行
予
定)

に
掲
載
予
定))

。

(

4)

こ
の
神
学
論
に
つ
い
て
は
拙
稿

｢

自
然
と
人
間

プ
ラ
ト
ン
の

場
合｣

(

大
東
他
編
著

『

自
然
と
人
間』

梓
出
版
社

二
〇
〇
六
年

所
収)

参
照
。

(

5)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
が
、
そ
の
議
論
を
こ
こ
で
す

る
余
裕
は
な
い
。
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