
カ
ン
ト
と
常
備
軍
論
争

御
子
柴
　
　
善
　
　
之

は
じ
め
に

カ
ン
ト
が
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』（
一
七
九
五
年
）
の
第
三
予
備
条
項
と
し
て
「
常
備
軍
は
時
と
と
も
に
全
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

（V
III 345 （

１
））
と
い
う
命
題
を
掲
げ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
特
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
条
項
が
「
陸
海
空
軍
そ
の

他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
日
本
国
憲
法
第
九
条
第
二
項
と
遠
く
響
き
合
っ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
が
ゆ
え

に
、
同
書
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
条
項
の
中
で
も
特
に
印
象
深
く
、
重
要
な
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
は
、
第
三
予
備
条

項
に
含
ま
れ
て
い
る
「
時
と
と
も
に
（m

it der Zeit

）」
と
い
う
表
現
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
の
条
項
を
掲
げ
た
カ
ン
ト
が
何
を
考
え

て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
第
三
予
備
条
項
が
具
体
的
状
況
に
関
連
し
た
条
項
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

そ
の
際
、
特
に
注
目
す
る
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
が
置
か
れ
て
い
た
当
時
の
状
況
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、『
平
和
論
』
の
第
一
予
備
条

項
が
バ
ー
ゼ
ル
条
約
と
、
第
二
予
備
条
項
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
と
、
第
四
予
備
条
項
が
イ
ギ
リ
ス
の
戦
費
対
策
と
、
第
五
予
備
条
項
が
フ
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ラ
ン
ス
革
命
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
予
備
条
項
に
も
類
似
し
た
な
ん
ら
か
の
歴
史
的
背
景
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（

２
）。

こ
の
観
点
か
ら
本
稿
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
官
僚
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
の
行
動
と
発
言
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。
と

い
う
の
は
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
、
カ
ン
ト
が
常
備
軍
の
全
廃
を
主
張
す
る
少
し
前
に
常
備
軍
の
増
強
を
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
第

一
節
）。

さ
ら
に
本
稿
は
、
常
備
軍
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
に
先
行
す
る
時
代
、
あ
る
い
は
同
時
代
の
議
論
、
そ
れ
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
議
論
を
視
野
に
収
め
る
。
カ
ン
ト
が
複
数
の
イ
ギ
リ
ス
の
友
人
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
彼
が
イ
ギ
リ
ス

の
議
論
状
況
に
一
定
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
特
に
注
目
す
る
の
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

『
国
富
論
』
に
お
け
る
常
備
軍
肯
定
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
な
お
、
カ
ン
ト
が
常
備
軍
の
全
廃
を
主
張
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
し

た
い
。
こ
の
議
論
は
、
カ
ン
ト
を
ガ
ン
ジ
ー
の
よ
う
な
平
和
主
義
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
さ
り
と
て
彼
を
民
兵

肯
定
論
者
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
視
点
へ
と
私
た
ち
を
導
く
だ
ろ
う
。（
第
二
節
）。

さ
て
、
常
備
軍
か
民
兵
論
か
と
い
う
議
論
は
明
治
期
の
日
本
で
も
反
復
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
議
論
か
ら
本
稿
で
は
中
江
兆
民
の
所
説
を

取
り
出
し
て
検
討
す
る
。
と
い
う
の
は
、
兆
民
自
身
が
複
数
の
箇
所
で
カ
ン
ト
の
所
説
に
触
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
第
三

予
備
条
項
と
第
一
確
定
条
項
と
を
接
合
し
て
理
解
す
る
と
い
う
手
法
が
示
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
（
第
三
節
）。
こ
の
議
論
を
介
し
て
、

本
稿
は
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
の
核
心
的
な
議
論
が
、
各
国
が
共
和
制
を
採
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
第
一
確
定
条
項
に
見
定
め
ら
れ
る

べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
三
予
備
条
項
に
カ
ン
ト
が
「
時
と
と
も
に
」
と
記
し
た
理
由
と
し
て
、
す
べ
て
の
国
家

が
共
和
制
を
採
用
す
る
ま
で
は
国
防
の
た
め
に
常
備
軍
が
必
要
に
な
る
と
彼
が
考
え
た
と
推
察
す
る
よ
う
な
解
釈
と
は
異
な
る
理
解
を
本

稿
は
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
第
四
節
）。
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一

第
三
予
備
条
項
に
含
ま
れ
る
「
時
と
と
も
に
」
と
い
う
表
現
が
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
を
常
備
軍
を
全
廃
す
る

の
は
〈
い
ま
で
は
な
い
、
い
つ
か
〉
の
こ
と
だ
と
解
し
、
そ
の
全
廃
を
先
延
ば
し
す
る
こ
と
を
認
め
る
根
拠
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
の
同
時
代
に
お
い
て
も
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
も
、
彼
の
予
期
に
反
し
て
常
備
軍
は

存
続
し
続
け
、
し
か
も
そ
の
装
備
は
高
度
に
技
術
的
に
発
展
し
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
カ
ン
ト
が
「
時
と
と
も
に
」
と
書
き
込
ん
だ
理
由
と
し
て
想
定
さ
れ
る
第
一
の
も
の
に
目
を
向
け
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
批
判

し
て
お
き
た
い
。
あ
る
国
家
が
常
備
軍
を
撤
廃
す
る
こ
と
は
、
他
国
に
そ
の
国
を
侵
略
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
す
べ
て
の
国
家
が
い
っ
せ
い
に
常
備
軍
を
廃
止
す
る
の
で
な
い
限
り
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
侵
略
戦
争
を
惹
起
し
、
国
際
関
係
に

お
け
る
平
和
を
毀
損
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
誰
で
も
思
い
つ
く
こ
と
を
カ
ン
ト
が
考
え
て
み
な
い
わ
け
が
な
い
。
隣

り
合
う
す
べ
て
の
国
家
が
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
地
球
上
の
す
べ
て
の
国
家
が
い
っ
せ
い
に
常
備
軍
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と

は
、
私
た
ち
を
永
遠
平
和
の
構
想
か
ら
遠
ざ
け
る
も
の
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、『
平
和
論
』
の
第
一
確
定
条
項
で
提
起
さ
れ
る
「
共
和
制
」
を
視
野
に
入
れ
、
共
和
制
な
ら
ざ
る
専
制
国
家
に
は
戦
争
を
行
う

傾
向
が
あ
る
の
で
、
す
べ
て
の
国
家
が
共
和
制
を
採
用
す
る
ま
で
は
、
常
備
軍
を
撤
廃
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
理
由
づ
け
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
も
ま
た
、
先
の
理
由
づ
け
と
同
様
の
空
想
性
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
カ
ン
ト
自
身
に
は
、
あ
る
国
家
が
共
和
制
を

採
用
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
隣
国
に
影
響
を
与
え
、
や
が
て
共
和
制
を
採
用
し
た
国
家
が
増
え
て
い
く
と
い
う
想
定
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

も
の
の
、
二
十
一
世
紀
の
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
国
家
が
い
っ
た
ん
共
和
制
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
同
じ
国
家
が
専

制
国
家
に
逆
戻
り
す
る
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
理
由
づ
け
も
ま
た
、
永
遠
平
和
の
構
想
を
困
難

カントと常備軍論争

31



に
す
る
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
時
と
と
も
に
」
と
い
う
表
現
が
、〈
し
だ
い
に
〉
や
〈
段
階
的
に
〉
と
い
う
意
味
を
含
み
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（

３
）。

問
題
な
の
は
、
こ
の
表
現
を
書
き
込
ん
だ
際
に
カ
ン
ト
自
身
が
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
的
な
幅
を
想
定
し
て
い
た
の
か
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
私
た
ち
が
そ
れ
を
二
十
一
世
紀
に
ま
で
及
ぶ
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
永
遠
平
和
の
構
想
や
そ
の
た
め
の
努
力
を
先
送
り
す
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
視
点
を
い
っ
た
ん
カ
ン
ト
の
『
平
和
論
』
か
ら
、
こ
の
著
作
が
書
か
れ
た
一
七
九
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
世
界
史
的
状
況
へ
と
移
し
、
特
に
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
事
政
策
に
注
目
し
て
み
た

い
。
た
だ
し
、
こ
の
視
野
に
は
広
汎
な
情
報
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
本
稿
の
範
囲
で
包
括
的
に
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
当
時
の
一
人
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
官
僚
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
時
代
に
外
務
官
僚
と
し
て
働
い
て
い
た
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
（Ew

ald Fr. G
raf V. 

H
ertzberg 1725-1795

）
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
本
稿
に
と
っ
て
、
こ
の
人
物
に
注
目
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
デ
ィ
ル

タ
イ
の
『
ド
イ
ツ
精
神
史
研
究
』
に
含
ま
れ
た
論
考
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
と
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
」
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
、
ヘ
ル
ツ
ベ

ル
ク
へ
の
言
及
で
あ
る
。

新
生
の
共
和
制
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
す
で
に
一
七
九
三
年
に
次
の
よ
う
に
予
言
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
き
わ

め
て
恐
ろ
し
い
苦
難
の
後
で
、
君
主
制
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
幸
運
で
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
仕

方
で
彼
は
当
時
の
大
規
模
な
常
備
軍
を
正
当
化
す
る（

４
）。

こ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
の
引
用
文
は
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
が
君
主
制
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、
大
規
模
な
常
備
軍
の
保
持
を
正
当
な
こ
と
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と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
『
平
和
論
』
を
刊
行
す
る
二
年
前
に
こ
の
よ
う
な
動
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
の
動
向
が
カ
ン
ト
の
思
索
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
よ
う

な
確
認
に
意
義
を
見
る
の
は
強
引
と
い
う
誹
り
を
免
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
と
い
う
人
物
名
を

カ
ン
ト
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
ベ
ル
リ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
正
会
員
で
あ
り
、
そ
の
事
務
局
長
を
務
め
た
人
物
で
も
あ
る（

５
）。

そ
の
関
係
で
、
カ
ン
ト

に
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
と
い
う
人
物
の
存
在
を
直
接
に
知
ら
せ
た
書
簡
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ォ
ル
マ
イ
に
よ
る
一
七
八
六
年
一
二
月
九
日
付

の
カ
ン
ト
宛
書
簡
で
あ
る
。
こ
こ
で
フ
ォ
ル
マ
イ
は
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
が
ベ
ル
リ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
に
推
挙

さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（X

 472

）。
さ
ら
に
、

ヤ
ー
コ
プ
の
一
七
八
七
年
七
月
二
八
日
付
の
カ
ン
ト
宛
書
簡
（X

 491

）
と
キ
ー
ゼ
ベ
ッ
タ
ー
の
一
七
八
九
年
一
二
月
一
五
日
付
の
カ
ン

ト
宛
書
簡
（X

I 114

）
に
も
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
特
に
前
者
は
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
が
カ
ン
ト
の
こ
と
を
評
価
し
て
い

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
傍
証
に
基
づ
く
な
ら
、
カ
ン
ト
が
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
の
名
前
だ
け
で
も
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
推
測
す

る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
大
規
模
な
常
備
軍
を
正
当
化
し
て
い
た
。
そ
の
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
を
め
ぐ
る
、
さ
ら
に
い

く
つ
か
の
断
片
的
な
言
及
を
参
照
し
て
お
こ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
上
記
の
論
文
で
、「
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
と
と
も
に
君

主
制
を
近
代
国
家
の
自
然
な
体
制
と
し
て
擁
護
し
た
」
と
記
し
て
い
る（

６
）。
他
方
、
イ
ル
リ
ツ
の
大
著
『
カ
ン
ト
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
に

も
、
わ
ず
か
な
が
ら
次
の
言
及
が
あ
る
。「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
対
す
る
同
盟
戦
争
を
支
持
す
る
政
策
に
対
し
て
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
大
臣

（
一
七
六
三
年
以
来
そ
の
職
に
あ
っ
た
）
は
そ
の
政
策
を
諫
め
、
一
七
九
一
年
に
職
を
辞
し
た（

７
）」。

こ
れ
ら
の
わ
ず
か
な
情
報
か
ら
、
ヘ
ル

ツ
ベ
ル
ク
の
思
想
と
行
動
に
関
す
る
何
か
確
定
的
な
こ
と
が
言
え
る
は
ず
も
な
い
が
、
彼
が
、
対
仏
大
同
盟
（
こ
れ
は
、
一
七
九
三
年
に

カントと常備軍論争
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形
成
さ
れ
る
）
に
加
わ
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
、
他
方
で
大
規
模
な
常
備
軍
を
要
す
る
君
主
国
家
を
維
持
す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
以

上
、
彼
に
と
っ
て
は
、
軍
備
を
備
え
た
君
主
国
た
ち
の
勢
力
均
衡
に
よ
る
平
和
こ
そ
が
目
指
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る（

８
）。

こ
れ
が
た
ん
な
る
想
像
で
は
な
い
こ
と
の
傍
証
に
な
る
の
が
、
一
七
九
四
年
六
月
に
彼
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
に
送
っ

た
手
紙
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
引
用
し
て
み
た
い
。

も
し
陛
下
が
、
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
あ
り
い
ま
だ
武
器
の
栄
光
と
い
う
点
で
良
好
な
状
態
に
あ
る
軍
隊
を
擁
し
て
い
る

う
ち
に
、
準
備
を
整
え
る
な
ら
、（
中
略
）
ま
た
、
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
、
も
し
陛
下
が
、
戦
争
を
遂
行
し
て
い
る
諸

権
力
に
対
し
て
武
力
を
背
景
と
し
た
調
停
を
行
い
停
戦
に
導
く
た
め
に
、
あ
る
い
は
戦
前
の
状
況
を
基
盤
と
し
た
完
全
な
平
和
に
も

導
く
た
め
に
、
い
ま
な
お
あ
な
た
の
手
中
に
あ
る
措
置
を
た
だ
ち
に
行
う
よ
う
急
ぐ
な
ら
、
陛
下
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
す
べ

て
の
社
会
秩
序
の
完
全
な
破
滅
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
権
力
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す（

９
）。

こ
の
引
用
文
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
「
武
力
を
背
景
と
し
た
調
停
」
で
あ
る
。
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に

二
つ
の
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
対
仏
大
同
盟
を
離
脱
す
る
こ
と
、
第
二
に
戦
争
を
遂
行
す
る
力
を
も
っ
た

「
大
規
模
な
常
備
軍
」
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
一
七
九
五
年
の
バ
ー
ゼ
ル
平
和
条
約
に
よ
っ
て
実
現
し
た
。
す
る
と
、
常
備

軍
を
確
保
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
た
課
題
と
な
る
。
こ
れ
は
バ
ー
ゼ
ル
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
を
反
映
し
た
思
考
で
あ
る
。

他
方
、
カ
ン
ト
は
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
と
対
照
的
に
、
同
年
に
刊
行
し
た
『
平
和
論
』
に
お
い
て
常
備
軍
の
廃
止
を
主
張
し
た
。
た
だ

し
、
そ
の
際
に
書
き
込
ま
れ
た
文
言
が
、
本
稿
が
問
題
に
し
て
い
る
「
時
と
と
も
に
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
文
言
を
書
き
な
が
ら
、
カ
ン
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ト
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
状
態
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
永
遠
平
和
の
展
望
を
得
る
た
め
に
は
、
ま
ず

も
っ
て
終
結
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
い
っ
た
ん
は
武
力
を
背
景
に
置
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
態
も
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
対
処
も
、
長
く
維
持
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
私
た
ち
は

こ
の
文
言
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、〈
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
戦
争
状
態
が
終
結
し
た
ら
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
〉
と
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
、「
時
と
と
も
に
」
と
い
う
文
言
が
想
定
し
て

い
る
時
間
的
な
幅
は
あ
ま
り
長
い
も
の
で
は
な
い
と
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
第
三
予
備
条
項
を
見
直
す
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
『
平
和
論
』
の
理
解
を
そ
の
時
代
状
況
の
理
解
だ
け
に
依
存
さ
せ

て
し
ま
い
、
同
書
の
現
代
的
価
値
を
見
失
わ
せ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
が
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き

た
の
は
、
永
遠
平
和
へ
の
展
望
を
得
る
た
め
に
は
、
ま
ず
当
面
の
戦
争
の
終
結
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
後
に
長
い
時
間
を
か
け
る
こ
と
な

く
、
常
備
軍
の
準
備
の
よ
う
な
敵
対
行
為
を
も
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
、
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

常
備
軍
全
廃
が
「
予
備
条
項
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
所
説
は
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
理
説
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
点
で
、
戦
争
が
現
存
す
る
限
り
、
私
た
ち
は
今
な
お
『
平
和
論
』
を
参
照
枠
と
し
つ
つ
、
永
遠
平
和
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
カ
ン
ト
が
書
き
加
え
た
「
時
と
と
も
に
」
と
い
う
文
言
を
〈
い
ま
で
は
な
い
、
い
つ
か
〉
と
読

ん
で
、
そ
れ
を
常
備
軍
全
廃
を
先
送
り
に
す
る
理
由
と
し
て
解
さ
な
い
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

二

カ
ン
ト
は
、
第
三
予
備
条
項
で
常
備
軍
の
撤
廃
を
掲
げ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
は
別
の
こ
と
が
ら
と
し
て
、
国
民
が
武
器
を
手
に

取
っ
て
自
分
や
祖
国
の
防
衛
に
立
ち
上
が
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。
さ
っ
そ
く
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。

カントと常備軍論争
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自
分
や
自
分
の
祖
国
を
外
部
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
防
衛
す
べ
く
、
国
民
が
武
器
を
手
に
取
っ
て
自
発
的
に
一
定
期
間
、
練
習
を
す

る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
。（V

III 345

）

こ
の
引
用
か
ら
、「
自
分
」
や
「
自
国
」
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
国
民
が
武
器
を
も
つ
こ
と
ま
た
国
民
が
武
器
使
用
の
た
め
の
練
習
を

す
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
が
認
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
文
は
私
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
抱
か
せ
る
も

の
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
民
が
手
に
す
る
武
器
は
、
国
民
自
身
が
購
入
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
国
家
か
ら
支
給
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
か
ら
は
多
く
の
武
器
が
国
内
で
準
備
・
所
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
外
国
に
と
っ
て
は

一
種
の
敵
対
行
為
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
武
器
使
用
の
練
習
が
行
わ
れ
る
際
に
、
誰
が
そ
れ
を
教
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
は
、
穿
っ
た
見
方
を
す
る
な
ら
、
国
民
に
武
装
の
可
能
性
を
認
め
る
国
家
に
と
っ
て
、
そ
の
武
力
が
と
き
に
統
治
者
に
と
っ
て
の
脅
威

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
多
く
の
論
者
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
常
備
軍
論
争
（Standing A

rm
y Controversy

）
あ
る
い
は
民
兵
論
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
の
論

争
は
、
カ
ン
ト
が
『
平
和
論
』
を
刊
行
し
た
時
代
に
ま
で
続
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
政
府
は
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
に

対
抗
す
る
た
め
に
、
一
七
九
三
年
に
民
兵
法
案
を
成
立
さ
せ
た
が
、
国
民
の
抵
抗
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
ず
、
よ
う
や
く
一
七
九
七
年
に
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

10
（

。
し
か
し
、
こ
の
論
争
に
か
か
わ
っ
た
人
物
は
た
い
へ
ん
多
く
、
本
稿
の
範
囲
内
で
そ
の
多
く
に
言
及
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る）

11
（

。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
生
き
た
時
代
は
異
な
る
が
、
常
備
軍
の
整
備
に
反
対
し
た
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
と
『
国
富
論
』
に
お

い
て
常
備
軍
を
肯
定
し
た
ス
ミ
ス
の
所
説
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
常
備
軍
論
争
の
初
期
の
争
点
は
、
平
時
に
も
軍
隊
を
維
持
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
常
備
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軍
の
維
持
に
反
対
し
た
の
が
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
（A

ndrew
 Fletcher of Saltoun, 1663-1726

）
で
あ
る）

12
（

。
彼
は
、
常
備
軍
を
平
時
に
維
持
す

る
こ
と
は
、
国
民
に
高
い
租
税
を
課
す
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
国
民
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
は
、

常
備
軍
に
入
っ
て
戦
争
を
仕
事
と
す
る
よ
う
な
人
は
、
お
そ
ら
く
世
襲
財
産
を
も
た
ず
、
経
済
的
基
盤
の
不
足
ゆ
え
に
兵
役
に
就
く
こ
と

し
か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
篠
原
は
、
こ
こ
で
租
税
の
み
な
ら
ず
国
民
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
が
話
題
に
な
る
背
景
に
は
、
か
つ
て
ク

ロ
ム
ウ
ェ
ル
（O

liver Crom
w

ell, 1599-1658

）
が
形
成
し
た
常
備
軍
（N

ew
 M

odel A
rm

y

）
が
政
治
権
力
と
結
託
し
、
国
政
に
介
入
す

る
こ
と
で
、
君
主
制
が
専
制
政
治
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
事
実
が
反
常
備
軍
感
情
を
ひ
と

つ
の
政
治
的
な
力
へ
と
高
め
た
と
い
う
の
で
あ
る）

13
（

。

さ
ら
に
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
代
表
さ
れ
る
反
常
備
軍
論
者
が
民
兵
組
織
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
主
張
と
し

て
、
民
兵
組
織
こ
そ
が
武
勇
の
精
神
を
涵
養
・
維
持
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
商
業
文
明
の
発
達
と

と
も
に
、
裕
福
な
地
位
に
あ
る
も
の
は
軍
事
を
傭
兵
に
任
せ
、
や
が
て
そ
れ
が
国
王
の
も
つ
常
備
軍
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
で
、
武
勇
の
精

神
が
国
民
に
共
有
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
こ
れ
を
問
題
だ
と
捉
え
る
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
民
兵
キ
ャ
ン
プ
に
お
い
て

国
民
誰
も
が
武
器
使
用
の
た
め
の
訓
練
を
受
け
る
と
と
も
に
、
国
民
に
武
勇
の
精
神
が
涵
養
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た）

14
（

。
フ
レ
ッ

チ
ャ
ー
の
こ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
彼
が
構
想
し
た
民
兵
論
は
、
国
民
皆
兵
と
い
う
思
想
に
基
づ
く
徴
兵
制
で
あ
る
。

篠
原
に
よ
る
と
、
十
八
世
紀
の
常
備
軍
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
常
備
軍
か
民
兵
組
織
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
民
兵
組
織
を
常
備
軍
を

補
完
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
議
論
へ
と
推
移
し
た）

15
（

。
こ
の
議
論
で
あ
い
か
わ
ら
ず
主
張
さ
れ
た
の
は
、
国
民
に
武
勇
の
精
神
を
涵

養
す
る
方
途
と
し
て
民
兵
組
織
が
必
要
だ
と
い
う
論
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
動
向
に
対
し
て
常
備
軍
を
擁
護
し
た
の
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

dam
 Sm

ith, 1723-1790

）
で
あ
る
。
彼
の
主
張

は
、『
国
富
論
』（
一
七
七
六
年
）
の
第
五
編
第
一
章
第
一
節
「
防
衛
費
に
つ
い
て
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
常
備
軍
擁
護
論
の
主
た

カントと常備軍論争
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る
論
点
は
、
第
一
に
、
火
器
を
使
用
す
る
近
代
化
さ
れ
た
軍
隊
に
お
い
て
は
技
術
的
な
訓
練
が
必
要
で
あ
る
こ
と
と
、
第
二
に
、
軍
務
上

の
規
律
に
服
従
す
る
習
慣
を
身
に
着
け
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
第
一
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
臨
時
の
訓
練
を
受
け
る
民
兵
よ
り
も
常

備
軍
の
方
が
優
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
の
論
点
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

し
か
し
規
律
、
秩
序
、
命
令
へ
の
即
座
の
服
従
と
い
う
習
慣
は
、
大
き
な
集
団
を
な
し
て
訓
練
さ
れ
る
部
隊
に
よ
っ
て
の
み
取
得
で

き
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
民
兵
は
ど
の
よ
う
な
や
り
か
た
で
規
律
を
教
え
ら
れ
、
訓
練
さ
れ
て
も
、
よ
く
規
律
を
教
え
ら
れ
よ
く
訓
練
さ
れ

た
常
備
軍
よ
り
も
、
つ
ね
に
、
大
き
く
劣
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い）

16
（

。

こ
の
引
用
文
に
は
、
規
律
等
の
習
得
に
お
け
る
、
民
兵
組
織
に
対
す
る
常
備
軍
の
優
越
が
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
臨
時
の
仕
事

と
し
て
軍
事
訓
練
を
受
け
る
民
兵
が
、
訓
練
そ
の
も
の
を
仕
事
と
す
る
常
備
軍
よ
り
も
、
よ
く
訓
練
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る）

17
（

。

ス
ミ
ス
は
こ
の
よ
う
な
常
備
軍
の
優
越
を
、『
国
富
論
』
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
上
の
出
来
事
を
例
示
し
な
が
ら
根
拠
づ
け
て
い
る）

18
（

。

他
方
、
ス
ミ
ス
は
常
備
軍
が
国
民
の
自
由
に
対
す
る
危
険
に
な
り
得
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
そ
れ
を
退
け
て
い
る
。
彼
は
む
し
ろ

反
対
の
こ
と
を
主
張
す
る）

19
（

。
す
な
わ
ち
、
常
備
軍
の
保
持
が
国
民
の
自
由
の
た
め
に
有
利
に
な
る
場
合
も
あ
る
、
と
。
そ
れ
は
、
主
権
者

（
こ
こ
で
は
統
治
権
の
保
持
者
）
が
軍
の
主
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
場
合
、
そ
う
し
た
主
権
者
は
自
分
の
国
家
を
国
内
か
ら
乱
さ
れ
る

こ
と
へ
の
警
戒
心
を
抱
く
必
要
が
な
い
が
ゆ
え
に
、
国
民
が
感
じ
発
言
す
る
不
平
を
抑
圧
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。
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放
恣
に
近
い
ほ
ど
の
自
由
は
、
主
権
者
の
安
全
が
よ
く
規
制
さ
れ
た
常
備
軍
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
国
々
に
お
い
て
の
み
許
さ

れ
る）

20
（

。

こ
の
引
用
文
は
、
主
権
者
が
疑
心
暗
鬼
に
陥
る
可
能
性
の
な
い
国
家
体
制
で
は
、
国
民
に
大
幅
な
自
由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
な
お
、
残
る
問
題
と
し
て
、
こ
の
論
争
で
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
た
武
勇
の
精
神
の
涵
養
が
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
問
題

を
、
常
備
軍
や
民
兵
組
織
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
若
者
の
教
育
と
い
う
別
の
文
脈
に
お
い
て
論
じ
て
い
る）

21
（

。

さ
て
、
お
そ
ら
く
は
ス
ミ
ス
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
常
備
軍
擁
護
論
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
カ
ン
ト
は
、
上
述
の
よ
う
に
、『
平
和
論
』

に
お
い
て
常
備
軍
の
全
廃
を
主
張
し
て
い
る
。
同
書
に
お
い
て
そ
の
根
拠
は
三
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
常
備
軍
は
他
国
へ
の
敵
対
行

為
と
し
て
、
他
国
を
戦
争
の
脅
威
に
さ
ら
す
。
第
二
に
、
常
備
軍
の
た
め
の
軍
備
拡
大
は
、
短
期
の
戦
争
を
目
途
と
し
た
先
制
攻
撃
の

き
っ
か
け
に
な
る
。
第
三
に
、
常
備
軍
に
雇
わ
れ
る
こ
と
は
、「
人
間
性
の
権
利）

22
（

」
と
合
致
し
な
い
。

第
一
の
論
点
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
議
論
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
論
点
は
、
カ
ン
ト
が
第
一
予
備
条
項
の
記
述

の
中
で
、
永
遠
平
和
を
「
一
切
の
敵
対
行
為
の
終
焉
」（V

III 343

）
と
規
定
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
第
二
の
論
点
に
関
連

し
て
、
軍
備
が
多
額
の
費
用
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
ス
ミ
ス
も
共
有
し
て
い
る
が
、
ス
ミ
ス
に
は
そ
の
こ
と
自
体
を
問
題

視
す
る
観
点
が
見
い
だ
せ
な
い
。
第
三
の
論
点
は
、
カ
ン
ト
が
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
第
二
章
で
提
示
し
た
「
人
間
性
の
定

式
」（IV

 429

）、
現
代
的
に
表
現
す
れ
ば
「
道
具
化
禁
止
命
令
」
に
由
来
す
る
。
該
当
箇
所
を
『
平
和
論
』
か
ら
引
用
す
る
。

殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
す
る
た
め
に
兵
隊
に
な
る
こ
と
は
、
人
間
た
ち
を
た
ん
な
る
機
械
や
道
具
と
し
て
他
の
も
の
の
（
国
家
の
）

手
中
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
使
用
は
私
た
ち
自
身
の
人
格
の
中
の
人
間
性
の
権
利
と
お
よ
そ
合

カントと常備軍論争
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致
す
る
も
の
で
は
な
い
。（V

I 345

）

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
た
ん
に
「
兵
隊
に
な
る
こ
と
」
で
は
な
く
、「
殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
す
る
た
め
に
兵
隊
に
な
る
こ
と
」
と
書
い

て
い
る
。
兵
隊
に
な
る
人
が
「
殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
す
る
」
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
経
済
的
理

由
に
基
づ
い
て
軍
隊
に
入
る
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
所
説
に
見
ら
れ
た
状
況
で
あ
る
。
カ

ン
ト
が
こ
の
よ
う
に
書
い
た
理
由
は
、
国
家
を
「
道
徳
的
人
格
」（V

III 344

）
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
、
兵
隊
を
そ
の
手
段
と
し
て
位

置
づ
け
る
と
い
う
視
点
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
は
も
ち
ろ
ん
国
家
と
は
無
関
係
に
す
で
に
「
人
格
」
で
あ
り
目

的
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
す
る
た
め
に
兵
隊
に
な
る
」
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
、
ま
た
そ
う
し
た
行

為
を
国
家
が
求
め
な
い
こ
と
が
、「
人
間
性
の
権
利
」
と
合
致
す
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。

以
上
の
三
点
に
基
づ
い
て
、
カ
ン
ト
は
常
備
軍
の
全
廃
を
主
張
す
る
が
、
本
節
の
冒
頭
で
引
用
し
た
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
国

民
が
武
器
を
も
つ
こ
と
ま
た
国
民
が
武
器
使
用
の
た
め
の
練
習
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
武
器
使
用
が
侵
略
者

に
対
し
て
実
施
さ
れ
る
場
面
を
想
定
す
る
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
肯
定
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
面
で
は
自
分
自
身
を
防
衛
す
る

こ
と
が
目
的
に
な
り
、
そ
れ
は
侵
略
者
に
対
し
て
抵
抗
す
る
人
が
目
的
そ
れ
自
体
で
あ
る
こ
と
に
矛
盾
し
な
い
。
す
る
と
、
カ
ン
ト
は

英
国
の
常
備
軍
反
対
論
者
と
と
も
に
民
兵
組
織
を
肯
定
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
当
該
の
引
用
文
中
に
「
自
発
的
に

（freiw
illig

）」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
肯
定
す
る
の
は
「
義
勇
軍
（Freiw

illige

）」
の
準
備
で
し
か

な
い
こ
と
は
容
易
に
見
て
と
れ
る
。
彼
は
こ
の
文
言
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
が
考
え
た
よ
う
な
徴
兵
制
を
拒
否
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
義
勇
兵
が
手
に
す
る
武
器
の
提
供
者
や
、
そ
の
訓
練
の
指
導
者
に
つ
い
て
は
、『
平
和
論
』
で
は
不
分
明
な
ま
ま

に
留
ま
っ
て
い
る
。
次
節
で
、
こ
の
不
分
明
さ
の
解
明
に
、
時
代
的
に
も
文
化
的
に
も
ま
っ
た
く
異
な
る
観
点
か
ら
手
が
か
り
を
与
え
る
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か
も
し
れ
な
い
、
日
本
の
明
治
期
の
思
想
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

三

常
備
軍
論
争
は
明
治
期
の
日
本
で
も
反
復
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
時
代
に
、
常
備
軍
の
保
持
を
否
定
し
民
兵
組
織
の
有
効
性
を
主
張
し
た

人
物
と
し
て
、
中
江
兆
民
（1847-1901

）
の
所
説
を
取
り
上
げ
る
。
一
八
八
八
年
、『
東
雲
新
聞
』
の
発
行
が
開
始
さ
れ
、
兆
民
は
そ
の

主
筆
と
な
っ
た
。
同
年
、
彼
は
同
紙
に
「
土
着
兵
論
」
を
発
表
す
る）

23
（

。
彼
は
そ
こ
で
、「
経
済
主
義
」
と
「
平
民
主
義
」
の
観
点
か
ら
、

常
備
軍
を
排
し
て
「
土
着
兵
」
を
置
く
こ
と
を
主
張
す
る
。
な
お
、
こ
の
「
土
着
兵
」
は
「
民
兵
」
と
同
義
で
あ
る
。

平
時
に
も
維
持
さ
れ
る
常
備
軍
が
、
大
き
な
経
済
的
負
担
を
市
民
社
会
に
も
た
ら
す
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
そ
こ
で
兆
民
は
、
一
定

の
地
域
の
住
民
が
一
定
期
間
の
軍
事
訓
練
を
受
け
る
と
い
う
民
兵
組
織
を
提
案
す
る
。
自
余
の
期
間
、
住
民
は
自
分
の
生
業
に
勤
し
む
こ

と
に
な
る
。
こ
の
構
想
に
よ
っ
て
、
兆
民
は
国
民
に
対
し
て
武
勇
の
精
神
を
涵
養
で
き
る
と
と
も
に
、
国
民
の
平
等
を
実
現
で
き
る
と
考

え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
常
備
軍
を
保
持
し
て
も
、
そ
れ
に
兵
隊
と
し
て
入
る
の
は
貧
し
い
国
民
だ
け
で
あ
り
、
社
会
的
地
位
が
あ
っ
て

裕
福
な
家
庭
の
子
弟
が
兵
役
に
就
く
こ
と
は
な
い
と
予
想
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
民
兵
組
織
の
方
が
平
等
を
実
現
で
き
る
か
ら
で
あ
る）

24
（

。
彼

は
さ
ら
に
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
兵
器
の
技
術
的
な
高
度
化
を
踏
ま
え
て
、
軍
事
訓
練
を
指
導
す
る
将
校
を
育
成
す
る
た
め
に
、
各
地
に

「
士
官
学
校
」
を
置
く
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
所
説
に
は
見
ら
れ
な
い
具
体
的
な
議
論
で
あ
る
。

加
え
て
言
え
ば
、
兆
民
の
こ
の
よ
う
な
提
案
の
背
景
に
は
、
彼
の
明
治
政
府
に
対
す
る
不
信
が
あ
る
。
江
戸
幕
府
が
倒
れ
た
後
、
政
府

で
実
権
を
掌
握
し
た
の
は
薩
摩
藩
と
長
州
藩
で
あ
る
。
兆
民
は
、
こ
の
状
況
で
は
常
備
軍
も
ま
た
薩
長
両
藩
の
出
身
者
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
常
備
軍
が
兵
役
に
お
い
て
国
民
の
平
等
を
毀
損
す
る
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
者

た
ち
に
と
っ
て
有
利
に
働
く
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
私
た
ち
は
こ
の
議
論
に
、
か
つ
て
十
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

カントと常備軍論争
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で
行
わ
れ
た
議
論
の
残
響
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
略
述
し
た
論
説
「
土
着
兵
論
」
に
は
、
平
和
論
の
先
駆
者
と
し
て
、
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
と
と
も
に
カ
ン
ト
の
名
前
が
複

数
回
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
兆
民
の
代
表
的
著
作
『
三
酔
人
経
綸
問
答
』（
一
八
八
七
年
）
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
の
所
説
へ
の

言
及
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
彼
が
、
カ
ン
ト
と
と
も
に
、
平
和
実
現
に
お
け
る
「
民
主
制）

25
（

」
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
兆
民
は
カ
ン
ト
の
所
説
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

カ
ン
ト
が
言
う
に
は
、
す
べ
て
の
国
が
戦
争
を
や
め
、
平
和
を
盛
ん
に
す
る
と
い
う
好
結
果
を
得
よ
う
と
思
う
な
ら
、
諸
国
が
み
な

民
主
制
を
と
る
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
諸
国
が
民
主
制
に
な
れ
ば
、
人
民
の
身
体
は
も
は
や
君
主
の
所
有
で
は
な
く
て
、

自
分
の
所
有
で
あ
る
。
い
や
し
く
も
人
民
が
自
分
で
自
分
を
所
有
し
、
自
分
で
自
分
の
主
人
で
あ
る
と
き
は
、
す
き
好
ん
で
殺
し
合

い
を
す
る
道
理
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
…
…）

26
（

。

カ
ン
ト
は
『
平
和
論
』
の
第
一
確
定
条
項
（V

III 349
）
で
、
各
国
家
に
「
共
和
制
」
を
採
用
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で

兆
民
は
、
当
該
条
項
に
言
及
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
理
由
づ
け
に
第
三
予
備
条
項
の
内
容
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
「
い
や
し
く
も
人

民
が
自
分
で
自
分
を
所
有
し
、
自
分
で
自
分
の
主
人
で
あ
る
と
き
は
、
す
き
好
ん
で
殺
し
合
い
を
す
る
道
理
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
」
と
い

う
疑
問
の
提
示
に
見
て
と
れ
る
。
カ
ン
ト
自
身
は
、
第
一
確
定
条
項
の
説
明
に
お
い
て
、
戦
時
の
軍
事
的
、
経
済
的
負
担
、
戦
後
の
経
済

的
負
担
、
戦
争
準
備
に
お
け
る
経
済
的
負
担
が
、
国
民
を
戦
争
か
ら
遠
ざ
け
る
は
ず
だ
と
い
う
見
込
み
を
語
っ
て
い
て
、
そ
の
視
点
の
中

心
は
経
済
的
な
も
の
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
兆
民
は
む
し
ろ
、
戦
時
の
軍
事
上
の
負
担
を
印
象
的
な
語
り
口
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は

「
所
有
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
戦
争
は
、
自
分
の
所
有
で
あ
る
自
分
自
身
を
殺
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
で
「
自
分
の
所
有
」
を
揺
る
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が
せ
、
他
人
の
所
有
で
あ
る
他
人
自
身
を
殺
す
可
能
性
の
あ
る
場
に
身
を
置
く
こ
と
で
他
人
の
所
有
を
揺
る
が
せ
る
も
の
だ
と
い
う
理
解

で
あ
る
。
こ
れ
は
兆
民
に
よ
る
特
徴
的
な
理
解
の
仕
方
で
は
あ
る
が
、『
平
和
論
』
の
核
心
を
私
た
ち
に
伝
え
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
三
酔
人
経
綸
問
答
』
か
ら
、
さ
ら
に
一
段
落
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
か
ら
私
た
ち
は
、
カ
ン
ト
が
考
え
る
侵
略
者
に
対
す
る

義
勇
軍
に
よ
る
抵
抗
を
、
兆
民
が
民
兵
組
織
に
置
き
換
え
て
、
ど
の
よ
う
に
想
像
し
て
い
る
か
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
し
彼
ら
が
ほ
か
の
国
々
の
批
判
を
も
恐
れ
ず
、
国
際
法
の
説
に
も
遠
慮
せ
ず
、
議
会
の
議
論
を
も
無
視
し
、
よ
こ
し
ま
な
心
で
あ

え
て
攻
め
て
く
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
力
の
か
ぎ
り
抵
抗
し
、
国
民
す
べ
て
が
兵
士
と
な
り
、
あ
る
い
は
要
害
に
よ
っ
て
守

り
、
あ
る
い
は
不
意
を
つ
い
て
進
撃
し
、
進
み
、
退
き
、
出
、
か
く
れ
、
予
測
も
で
き
ぬ
変
化
を
見
せ
、
相
手
は
客
、
こ
ち
ら
は

主
、
相
手
は
不
義
、
こ
ち
ら
は
正
義
と
い
う
の
で
、
わ
が
将
校
や
兵
卒
が
敵
愾
心
を
い
よ
い
よ
激
し
く
燃
や
す
な
ら
ば
、
ど
う
し
て

防
衛
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
な
ど
と
い
う
道
理
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
点
、
軍
人
の
職
に
あ
る
も
の
に
は
、
当
然
、
す
ば
ら
し
い
戦

術
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
す）

27
（

。

こ
こ
に
は
民
兵
組
織
が
自
国
の
防
衛
に
お
い
て
、
ま
さ
に
そ
れ
が
自
国
内
で
遂
行
さ
れ
る
場
合
に
、
有
利
で
あ
る
理
由
が
、
地
理
的
、

道
義
的
、
心
理
的
な
要
因
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
十
一
世
紀
の
読
者
に
と
っ
て
、
こ
の
引
用
文
を
読
む
こ
と
は
、
カ

ン
ト
や
兆
民
の
想
定
に
何
ほ
ど
か
時
代
遅
れ
の
部
分
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
ら
せ
る
に
相
違
な
い
。
今
日
の
軍
事
技
術
は
、
ス
ミ
ス
、
カ

ン
ト
、
兆
民
が
眼
前
に
し
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
進
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
ロ
ー
ン
を
用
い
た
侵
攻
に
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
抵
抗

が
ど
れ
ほ
ど
の
有
効
性
を
も
て
る
だ
ろ
う
か
。
引
用
文
中
の
「
力
の
か
ぎ
り
」
や
「
敵
愾
心
」
と
い
う
表
現
に
見
て
と
れ
る
よ
う
な
武
勇

の
精
神
に
国
防
の
威
力
を
期
待
し
そ
れ
に
平
和
の
帰
趨
を
委
ね
る
思
考
法
そ
の
も
の
が
時
代
遅
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四

カ
ン
ト
自
身
に
と
っ
て
第
三
予
備
条
項
は
、『
平
和
論
』
が
執
筆
さ
れ
た
時
代
の
状
況
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
上
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
一
つ
の
理
説
と
し
て
受
け
止
め
る
道
が
私
た
ち
に
残
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
と
と
も
に
常
備

軍
の
全
廃
を
義
勇
軍
の
準
備
と
一
対
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
永
遠
平
和
へ
の
展
望
を
開
く
も
の
か

ど
う
か
疑
念
が
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
自
身
は
言
及
し
な
い
も
の
の
、
義
勇
軍
の
想
定
の
中
に
武
勇
の
精
神
へ
の
期
待
が

温
存
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
予
備
条
項
と
は
別
に
準
備
さ
れ
た
確
定
条
項
に
こ
そ
目
を
向
け
ね
ば
な

ら
な
い
。

『
平
和
論
』
に
は
、
国
家
法
、
国
際
法
、
世
界
市
民
法
と
い
う
公
法
の
秩
序
に
対
応
し
て
、
三
つ
の
確
定
条
項
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

（V
III 349A

nm
.

）。
確
定
条
項
と
は
、
予
備
条
項
（
永
遠
平
和
へ
の
展
望
を
開
く
た
め
の
禁
止
法
則
）
に
対
し
て
、
積
極
的
に
平
和
を

「
創
設
」（V

III 348

）
す
る
た
め
の
条
項
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
、
三
つ
の
確
定
条
項
の
中
で
第
一
確
定
条
項
に
、
カ
ン
ト
平
和
論
に
と
っ
て
格
別
の
重
要
性
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘

し
た
い）

28
（

。
戦
争
と
平
和
の
問
題
が
基
本
的
に
国
家
間
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
扱
う
の
は
国
際
法
に
対
応
す
る
第
二
確
定

条
項
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
国
内
法
に
対
応
す
る
第
一
確
定
条
項
か
ら
叙
述
を
開
始
す
る
。
こ
こ
に
は
、
公
法
の
た

ん
な
る
順
序
を
超
え
た
、
平
和
創
設
上
の
重
要
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
確
定
条
項
と
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

各
国
家
に
お
け
る
市
民
的
体
制
は
共
和
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（V

III 348
）
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こ
こ
で
「
共
和
的
」
で
あ
る
と
は
、「
専
制
的
」
で
あ
る
こ
と
の
対
義
語
で
あ
り
、
国
家
の
統
治
に
お
い
て
立
法
権
力
が
執
行
権
力
か

ら
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（V

III 352

）。
こ
の
統
治
形
態
に
お
い
て
国
家
は
、
戦
争
を
開
始
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
際
し

て
、
立
法
権
力
を
も
っ
て
い
る
「
国
民
の
賛
同
を
必
要
」（V

III 351

）
と
す
る
。
カ
ン
ト
の
見
る
と
こ
ろ
国
民
は
、
戦
争
は
そ
こ
か
ら
自

分
た
ち
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
重
荷
に
比
し
て
割
に
合
わ
な
い
こ
と
だ
と
考
え
、
戦
争
の
遂
行
に
か
ん
し
て
慎
重
に
な
る
傾
向
に
あ

る
。
こ
う
し
た
思
考
法
が
、
戦
争
開
始
を
抑
止
す
る
こ
と
に
資
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
（
立
法
者
と
し
て
の
）
国
民
理
解
を
安
易

で
楽
天
的
な
も
の
だ
と
断
じ
る
こ
と
は
容
易
い
よ
う
に
見
え
る
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
な
お
戦
争
を
賛
美
す
る
国
民
が
い
た
こ
と
を
私
た

ち
は
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
の
は
、
立
法
権
力
に
お
い
て
、
感
情
的
に
で
は
な
く
、（
純
粋
理
性
に

よ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
）
理
性
的
に
戦
争
を
め
ぐ
る
損
得
勘
定
が
行
わ
れ
る
な
ら
、
立
法
府
が
得
る
結
論
が
戦
争
開
始
に
傾
く
可
能

性
は
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
詳
し
く
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
範
囲
を
超
え
て
さ
え
、
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

共
和
的
な
体
制
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
権
力
が
分
割
さ
れ
て
い
て
、
執
行
権
力
は
立
法
権
力
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

共
和
制
は
代
表
制
と
不
可
分
な
の
で
あ
る
（V

III 352f.

）。
さ
て
、
執
行
権
力
を
担
う
機
関
は
、
そ
れ
が
国
民
の
「
一
般
意
志
」（V

III 

352

）
を
代
表
す
る
こ
と
で
代
表
で
あ
り
得
る
の
だ
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
職
責
を
全
う
す
る
に
は
、
何
が
代
表
さ
れ
る
べ
き
こ
と
か
を
知

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
立
法
者
に
よ
る
投
票
で
あ
る）

29
（

。
こ
の
よ
う
な
投
票
が
不
正
を
孕
ん
だ
も
の
に
な

ら
な
い
た
め
の
条
件
と
し
て
、
十
分
な
情
報
が
公
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
表
現
に
よ
る
な
ら
、「
理
性
を
公
開
的
に
使
用
す
る
自
由
」（V

III 36

）
の
保
障
が
必
要
な
の
で
あ
る）

30
（

。
こ
の

と
き
、
こ
の
よ
う
な
理
性
の
公
開
的
使
用
は
国
民
の
損
得
勘
定
に
終
始
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
と
が
ら
は
（
外
的
）
立
法
の
場
面
で
あ

る
か
ら
、
問
題
に
な
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
外
的
自
由
（
他
人
の
選
択
意
志
か
ら
の
自
由
）
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
議
論
す
る
国
民
は
、
同
時

に
、
道
徳
的
法
則
を
自
己
立
法
す
る
自
律
的
な
自
由
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
指
摘
し
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
は
、
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戦
争
と
い
う
事
態
を
、
禍
福
を
め
ぐ
る
損
得
勘
定
の
観
点
の
み
な
ら
ず
、
善
悪
と
い
う
道
徳
的
観
点
か
ら
も
判
定
す
る
可
能
性
が
見
い
だ

さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
戦
争
開
始
を
抑
止
す
る
一
因
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
第
一
確
定
条
項
に
従
っ
て
各
国
家
が
共
和
制
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
国
際
法
や
世
界
市
民
法
の
次
元
に
お
い
て
も
本
質

的
な
意
味
を
も
つ
。
国
際
法
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
国
際
条
約
は
国
家
の
代
表
者
が
締
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
共
和
制
を
欠
い

た
国
家
に
よ
る
国
際
条
約
の
締
結
は
、
戦
争
開
始
に
慎
重
な
国
民
の
意
志
と
無
関
係
な
も
の
と
な
り
、
平
和
を
保
障
す
る
も
の
に
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
条
約
の
内
容
が
国
民
に
公
開
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
将
来
の
紛
争
の
種
を
残
す
可
能
性
も
あ
る
。
世
界

市
民
法
に
つ
い
て
は
、
他
国
の
国
民
が
自
国
へ
の
入
国
を
求
め
た
場
合
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
の
は
執
行
権
力
だ
が
、
そ
の
対
応
方
針
は

立
法
権
力
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
世
界
市
民
権
と
し
て
の
「
訪
問
権
」（V

III 358

）
が
誰
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

前
提
し
て
も
、
他
国
人
の
入
国
許
可
に
あ
る
種
の
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
で
も
変
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
入
国
可
否

に
か
ん
す
る
一
般
意
志
が
あ
ら
か
じ
め
形
成
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、

執
行
権
力
に
よ
る
外
国
人
に
対
す
る
不
当
な
対
応
が
起
き
た
場
合
に
、
そ
れ
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

三
つ
の
確
定
条
項
は
い
ず
れ
も
独
立
し
た
重
要
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
な
ら
、
第
一
確
定
条
項

こ
そ
が
そ
の
全
体
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
後
の
教
育
を
受
け
た
日
本
人
は
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
に
よ
る
戦
争
放
棄
や
国
連
中
心
主
義
を
、
平
和
の
た
め

に
最
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
考
え
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
目
線
で

カ
ン
ト
の
『
平
和
論
』
を
見
る
と
き
、
常
備
軍
全
廃
を
求
め
る
第
三
予
備
条
項
と
、
国
際
連
盟
構
想
を
掲
げ
る
第
二
確
定
条
項
が
際
立
っ

て
重
要
な
も
の
に
見
え
て
く
る
反
面
、
第
一
確
定
条
項
の
重
要
性
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
自
国
の
市
民
的
体
制
が

「
共
和
的
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
で
理
性
の
公
開
的
使
用
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
こ
そ
が
平
和
創
設
へ
の
第
一
歩
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に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
カ
ン
ト
と
と
も
に
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
最
高
の
政
治
的
善
」
と
し
て
の
永
遠
平
和
は
あ
く
ま
で
理
念
で
あ
る
。
そ
の
点
で
永
遠
平
和
は
私
た
ち
に
と
っ
て
、
到
達
す
る
こ
と

は
も
と
よ
り
、
そ
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
永
遠
平
和
へ
の
一
歩
を
、
自
分
が
そ
の
成
員
と

な
っ
て
い
る
国
家
が
十
全
に
「
共
和
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
定
め
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
自
国
が
十
分
に

「
共
和
的
」
で
あ
る
な
ら
そ
れ
を
維
持
し
、
そ
う
で
な
い
な
ら
そ
れ
を
改
善
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
ど
の
国
の
国
民
に
と
っ
て
も
、
け
っ
し

て
遥
か
彼
方
に
思
い
描
か
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
が
第
三
予
備
条
項
に
書
き
込
ん
だ
「
時
と
と
も
に
」
と
い
う
表
現
の
背
景
を
探
り
、
当
該
条
項
が
一
定
の
時
代
的

背
景
と
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
に
、
カ
ン
ト
に
先
行
す
る
時
代
か
ら
彼
の
時
代
に
ま
で
続
く
常
備
軍
論
争
の
概
略
を

見
て
、
ス
ミ
ス
と
カ
ン
ト
の
所
説
を
対
比
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
の
立
場
を
な
に
ほ
ど
か
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
中
江
兆
民
の
カ
ン
ト
理

解
を
手
が
か
り
に
、
第
三
予
備
条
項
と
第
一
確
定
条
項
と
を
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
可
能
性
を
検
討
し
た
上
で
、
第
一
確
定
条
項
と
「
理

性
の
公
開
的
使
用
」
を
関
係
づ
け
つ
つ
、
当
該
確
定
条
項
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。

な
お
、
常
備
軍
論
争
の
さ
ら
に
詳
細
な
具
体
相
を
研
究
す
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
論
争
が
十
八
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
回
の
研
究
の
範
囲
で
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注
（
１
）　

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
版
か
ら
行
い
、
引
用
箇
所
は
そ
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
ペ
ー
ジ
数
（
算
用
数
字
）
で

示
す
。『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
の
書
名
は
、
以
下
、『
平
和
論
』
と
略
す
。

（
２
）　

第
六
予
備
条
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
歴
史
上
の
事
象
と
関
連
づ
け
る
べ
き
か
不
分
明
で
あ
る
。
な
お
、
同
条
項
に
つ
い
て
は
、
別

の
観
点
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
論
「
信
頼
と
永
遠
平
和 

―
カ
ン
ト
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
を
手
が
か
り
に
―
」、
拓
殖
大
学
人
文
科
学
研

究
所
、『
人
文
・
自
然
・
人
間
科
学
研
究
』（
23
）、
二
〇
一
〇
年
。

（
３
）　

カ
ン
ト
は
『
平
和
論
』
に
掲
げ
ら
れ
た
六
つ
の
予
備
条
項
を
二
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
第
一
に
、「
厳
格
で
事
情
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
妥
当

す
る
」
禁
止
法
則
と
、
第
二
に
、
法
的
規
制
に
例
外
を
認
め
る
の
で
は
な
い
も
の
の
、
執
行
に
関
し
て
は
そ
の
「
実
行
の
延
期
を
許
容
す
る
」
禁
止

法
則
で
あ
る
。
第
三
予
備
条
項
は
こ
の
第
二
の
も
の
に
含
ま
れ
る
（V

III 347

）。

（
４
）　W

ilhelm
 D

ilthey, Studien zur G
eschichite des deutschen G

eistes, G
esam

m
elte Schriften III. Band, 5., unveränderte A

uflage, R. B. 
Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1976, S. 194. 

邦
訳
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
村
岡
晢
訳
『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
と
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
』
創
文
社
、

一
九
七
五
年
、
一
五
七
頁
。
訳
出
は
、
邦
訳
を
参
照
し
つ
つ
筆
者
が
行
っ
た
。

（
５
）　W

erner Euler, Im
m

anuel K
ants A

m
tstätigkeit. A

ufgaben und Problem
e einer G

esam
tdokum

entation, R. Brand und W
. Stark 

（H
g.

）, 
Autographen, D

okum
ente und Berichte. Zu Edition, Am

tsgeschäften und W
erk Im

m
anuel Kants, Kant-Forschungen 5, Felix M

einer Verlag, 
H

am
burg 1994, S. 68.

（
６
）　D

ilthey, ibid., S. 193f.　

な
お
、
こ
の
引
用
文
中
の
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
」
と
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
こ
と
で
あ
る
。

（
７
）　G

erd Irrlitz, Kant-H
andbuch. Leben und W

erk, Verlag J. B. M
etzler, Stuttgart 2002, S. 43.

（
８
）　

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
の
当
時
の
思
想
と
行
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
か
ら
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
彼
の
生
涯
全
体
を
描
い
た
著
作
で
あ

る
。 Ewalt Friedrich G

raf von H
ertzberg, K

arl G
ottlieb H

ofm
ann, Chem

nitz 1796. 

な
お
、
筆
者
が
入
手
し
た
資
料
か
ら
は
こ
の
著
作
の
著
者

を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
９
）　Ernst Ludw

ig Posselt, Ewalt Friedrich G
raf von H

ertzberg. M
it Auszügen aus seiner Correspondenz, die neuesten W

elthändel betreffend, 
Verlagder J. G

. Cotta 'schen Buchhandlung, Tübingen 1798, S. 50.

（
10
）　

篠
原
久
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
常
識
哲
学
』
有
斐
閣
、
一
七
八
六
年
、
一
三
二
頁
。
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（
11
）　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ト
レ
ン
チ
ャ
ー
ド
と
ワ
ル
タ
ー
・
モ
イ
ル
が
常
備
軍
を
批
判
し
、
他
方
、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
が
そ
れ
を
擁

護
し
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
、
ア
ダ
ム
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
カ
ー
ラ
イ
ル
、
ケ
イ
ム

ズ
卿
が
常
備
軍
を
批
判
し
民
兵
組
織
を
支
持
し
た
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
常
備
軍
を
支
持
し
た
。

（
12
）　

フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
一
六
九
七
年
にA D

iscourse concerning M
ilitias and Standing Arm

ies

を
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
に
つ
い
て
は
、篠
原
、

前
掲
書
、
一
三
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
以
下
の
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
か
ん
す
る
記
述
は
、
篠
原
の
著
作
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
13
）　

篠
原
、
同
書
、
一
三
〇
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
村
松
茂
美
『
ブ
リ
テ
ン
問
題
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦　

フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
と
初
期
啓
蒙
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
四
三
頁
。
野
原
慎
司
「
17
世
紀
末
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
常
備
軍
論
争
―
商
業
と

国
制
―
」、『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』
第
30
号
、
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
、
二
〇
〇
七
年
。

（
14
）　

村
松
、
前
掲
書
、
六
三
頁
。
次
の
文
献
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
田
中
秀
夫
『
文
明
社
会
と
公
共
精
神
―
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
地
層
―
』

昭
和
堂
、
一
九
九
六
年
、
七
七
頁
以
下
。

（
15
）　

篠
原
、
前
掲
書
、
一
二
八
頁
。

（
16
）　A

dam
 Sm

ith, An Inquiry into the Nature and Causes of the W
ealth of Nations, Volum

e 2, Clarendon Press, O
xford 1976, pp. 699-700. 

訳

文
は
、
次
の
邦
訳
に
よ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
水
田
洋
監
訳
、
杉
山
忠
平
訳
『
国
富
論
』（
三
）、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
、
三
五
八
頁
。
な

お
、
こ
こ
で
ス
ミ
ス
が
、
よ
く
訓
練
さ
れ
た
軍
隊
と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
隊
で
あ
る
。

（
17
）　

ス
ミ
ス
は
、
実
際
は
、
常
備
軍
と
民
兵
組
織
と
を
単
純
に
対
比
し
て
い
な
い
。
彼
は
、
ど
の
よ
う
な
民
兵
組
織
も
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
中
で
や
が

て
常
備
軍
と
変
わ
ら
な
い
組
織
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

（
18
）　Sm

ith, ibid. pp. 701-706.

（
19
）　Ibid. pp. 706-708. 

た
だ
し
、
こ
の
ス
ミ
ス
の
見
解
が
堅
固
な
も
の
か
ど
う
か
に
は
疑
問
の
余
地
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
『
法
学
講

義
』
の
中
で
は
、
常
備
軍
が
市
民
の
自
由
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。A

dam
 Sm

ith, Lectures on Jurisprudence, 
Clarendon Press, O

xford 1978, p. 544.

（
20
）　Sm

ith, An Inquiry into the Nature and Causes of the W
ealth of Nations, p. 707.

（
21
）　Ibid. pp. 786-787.

（
22
）　
「
人
間
性
の
権
利
」
は
、『
道
徳
形
而
上
学
』
に
よ
れ
ば
、「
自
己
自
身
に
た
い
す
る
完
全
義
務
」
に
対
応
し
た
権
利
で
あ
る
（V

I 240

）。

（
23
）　

中
江
兆
民
「
土
着
兵
論
」、『
中
江
兆
民
全
集
』
11
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
一
四
二
頁
か
ら
一
五
二
頁
。
な
お
、
兆
民
に
は
、
発
表
箇
所
不

カントと常備軍論争
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明
の
論
考
「
常
備
軍
と
土
着
兵
」
も
あ
る
。『
中
江
兆
民
全
集
』
13
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
二
八
三
頁
か
ら
二
八
六
頁
。

（
24
）　

明
治
期
日
本
で
は
、
す
で
に
一
八
七
三
年
に
徴
兵
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
家
の
主
人
の
他
、
一
定
の
金
を
治
め
た
者
に
は
徴
兵
免

除
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
兆
民
が
こ
の
状
況
に
不
平
等
を
見
い
だ
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
25
）　

兆
民
は
、
カ
ン
ト
が
「
共
和
制
」
と
い
う
用
語
で
表
現
し
た
内
容
を
「
民
主
制
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。

（
26
）　

中
江
兆
民
、
桑
原
武
夫
・
島
田
虔
次
訳
『
三
酔
人
経
綸
問
答
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
五
年
、
五
二
頁
か
ら
五
三
頁
。『
中
江
兆
民
全
集
』
８
、
岩

波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
二
一
八
頁
か
ら
二
一
九
頁
。

（
27
）　

中
江
、
同
訳
書
、
一
〇
四
頁
。『
中
江
兆
民
全
集
』
８
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
二
六
七
頁
。
な
お
、『
三
酔
人
経
綸
問
答
』
は
、
民
主
制
を

支
持
す
る
洋
学
紳
士
、
侵
略
主
義
を
採
る
豪
傑
君
、
さ
ら
に
南
海
先
生
の
三
人
の
対
談
の
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
は
南
海
先
生
が
、

他
の
二
人
か
ら
自
国
を
攻
め
ら
れ
た
場
合
を
問
わ
れ
た
際
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
注
26
が
付
さ
れ
た
発
言
は
、
紳
士
君
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
28
）　

こ
れ
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ド
イ
ル
の
「
民
主
的
平
和
論
」
と
主
張
を
同
じ
く
す
る
も
の
だ
が
、
本
稿
で
は
公
法
と
い
う
枠
組
み
の
範
囲
内
で
「
共
和

制
」
の
重
要
性
を
論
じ
る
。

（
29
）　

カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
』
で
「
投
票
を
行
う
能
力
だ
け
が
国
民
の
資
格
を
な
す
」（V

I 314

）
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
そ
う
し
た
投
票

行
動
に
は
、
さ
ら
に
「
当
人
の
選
択
意
志
に
基
づ
い
て
、
自
分
に
と
っ
て
他
な
る
行
為
的
部
分
〔
国
家
の
他
の
成
員
：
引
用
者
〕
と
協
働
し
よ
う
と

す
る
」
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
（ebenda
）。

（
30
）　

共
和
制
（
民
主
主
義
）
の
実
現
こ
そ
が
平
和
創
設
の
た
め
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
、
そ
う
し
た
主
張
は
一
つ
の
反
論
を
予
想
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
反
論
は
、
民
主
主
義
が
実
現
し
て
い
る
国
家
で
も
戦
争
を
開
始
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
ろ
う
。
そ

う
し
た
反
論
を
受
け
た
場
合
、
件
の
主
張
を
す
る
人
は
、
当
該
の
国
家
に
お
い
て
民
主
主
義
が
ま
っ
と
う
に
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
重
要
な
指
標
に
な
る
の
が
、
当
該
国
家
に
お
い
て
「
理
性
の
公
開
的
使
用
」
が
実
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

付
記
：
本
稿
は
、
二
〇
二
三
年
九
月
十
一
日
に
ゲ
ー
テ
大
学
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
で
、D

em
okratie und Philosophie im

 Zeitalter des Populism
us

と

い
う
表
題
の
下
で
開
催
さ
れ
た
、D

eutsch-japanischer D
ialog in der praktischen Philosophie

に
お
け
る
研
究
発
表
の
原
稿
に
加
筆
す
る
こ
と
で

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
集
会
を
企
画
・
実
施
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
上
智
大
学
の
寺
田
俊
郎
氏
と
ゲ
ー
テ
大
学
の
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ル
ッ
ツ
＝

バ
ッ
ハ
マ
ン
氏
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
こ
の
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）：
課
題
番
号22K

00042

の
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
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