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マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
な
ぜ
微
笑
む
の
か
。
マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
・
ヴ
ィ
ロ
リ
 
（
M
a
u
r
i
N
i
O
く
i
r
O
－
i
）
 
は
、
サ
ン
テ
ィ
・
デ
ィ
・
テ
ィ
ト
 
 

（
S
a
n
t
i
d
i
T
i
t
O
）
 
に
よ
っ
て
彼
の
死
後
に
措
か
れ
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ヴ
エ
ツ
キ
オ
宮
殿
に
飾
ら
れ
て
い
る
肖
 
 

－
・
■
 
 

像
画
の
な
か
で
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
投
げ
か
け
て
い
る
微
笑
の
謎
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
そ
の
微
笑
み
の
意
味
は
、
ま
ず
彼
自
身
 
 

（
り
ご
 
 

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
貧
し
い
生
ま
れ
で
あ
り
な
が
ら
も
、
一
五
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
混
乱
の
続
い
た
フ
ィ
 
 

レ
ン
ソ
エ
に
お
い
て
、
第
二
書
記
局
の
書
記
長
と
し
て
様
々
な
職
務
と
重
責
に
耐
え
、
運
命
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
結
局
一
五
一
二
年
 
 

一
一
月
七
日
に
も
は
や
彼
が
公
職
に
な
い
こ
と
を
ご
く
簡
単
に
申
し
渡
さ
れ
た
。
彼
の
微
笑
み
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
 
 

八
三
 
 
 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
背
徳
の
徒
に
微
笑
む
か
？
 
 

－
 
マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
・
ヴ
イ
ロ
リ
に
お
け
る
徳
の
概
念
に
つ
い
て
 
（
ニ
 
ー
 
 

大
 
 
森
 
 
 秀
 
 
臣
 
 

一
 
は
じ
め
に
 
 

四 三 ニ ー  

は
じ
め
に
 
 

公
民
的
徳
性
の
現
代
的
意
義
 
－
 
ヴ
ィ
ロ
リ
の
「
徳
」
理
解
（
以
上
本
号
）
 
 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
背
徳
の
徒
に
微
笑
む
か
？
 
 

結
び
に
か
え
て
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八
四
 
 
 

と
イ
タ
リ
ア
を
諸
外
国
の
軍
事
的
支
配
か
ら
解
放
」
よ
う
と
奔
走
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
胞
か
ら
無
慈
悲
に
も
解
任
さ
れ
た
忘
恩
 
 

へ
の
恨
み
や
悔
し
さ
を
覆
い
隠
す
た
め
、
そ
し
て
し
か
る
べ
き
職
務
と
尊
敬
が
自
分
に
与
え
ら
れ
な
い
不
条
理
へ
の
諦
念
と
冷
笑
を
表
 
 

（
3
㌧
 
 

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
が
笑
っ
た
の
は
、
泣
く
こ
と
を
遠
ざ
け
て
お
く
た
め
だ
っ
た
の
だ
」
。
 
 
 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
微
笑
み
は
、
し
か
し
ま
た
も
う
一
つ
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
一
五
年
の
あ
い
だ
尽
く
し
、
 
 

運
命
を
共
に
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
の
、
彼
の
祖
国
へ
の
純
粋
な
変
情
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
彼
と
同
じ
よ
う
 
 

に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
愛
し
、
祖
国
に
献
身
し
た
同
胞
へ
の
尊
敬
と
共
感
を
も
表
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
陥
っ
 
 

て
い
た
危
機
を
無
為
に
傍
観
す
る
だ
け
で
、
混
乱
し
た
政
局
に
乗
じ
て
自
ら
の
私
益
や
党
利
を
求
め
、
政
治
の
主
導
権
を
握
ろ
う
と
躍
 
 

起
に
な
っ
て
い
た
人
々
に
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
諸
外
国
の
勢
力
の
脅
威
に
晒
さ
れ
、
国
内
の
混
迷
の
続
く
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
留
 
 

ま
り
、
都
市
の
自
由
を
守
る
た
め
に
自
ら
の
命
を
も
顧
み
ず
立
ち
上
が
っ
た
、
彼
と
社
会
的
地
位
を
同
じ
く
す
る
民
衆
に
向
け
ら
れ
て
 
 

い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
の
微
笑
に
は
、
自
由
へ
の
愛
と
、
彼
の
中
に
強
く
あ
っ
た
市
民
の
平
等
へ
の
愛
が
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
彼
の
 
 

微
笑
は
、
彼
の
同
時
代
に
生
き
た
、
信
心
探
〈
敬
虔
な
、
そ
し
て
勇
猛
果
敢
な
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
巾
民
へ
の
尊
敬
と
共
感
の
眼
差
し
で
あ
っ
 
 

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
彼
の
死
後
も
肖
像
画
の
う
ち
か
ら
、
危
機
と
混
乱
に
見
舞
わ
れ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
運
命
を
暖
か
く
見
守
り
続
 
 

け
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
そ
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
微
笑
は
、
現
代
の
自
由
社
会
に
住
む
人
々
に
も
注
が
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
多
く
の
社
会
で
 
 

は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
生
存
し
て
い
た
時
代
の
中
世
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
と
は
異
な
り
、
諸
都
市
に
別
々
に
住
む
国
民
を
精
神
的
に
統
 
 

一
で
き
る
ほ
ど
の
強
力
な
宗
教
的
権
威
も
存
在
し
な
け
れ
ば
、
国
民
を
常
時
給
動
員
す
る
必
要
が
あ
る
ほ
ど
の
喫
緊
の
軍
事
的
脅
威
も
 
 

な
い
。
現
代
の
社
会
は
、
社
会
に
共
通
す
る
単
一
の
価
値
や
目
的
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
社
会
を
構
成
す
る
各
々
の
個
人
に
 
 

価
値
や
目
的
の
追
求
を
委
ね
る
多
元
的
な
社
会
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
人
々
が
も
は
や
公
共
心
を
も
た
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
社
 
 

会
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
で
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
時
代
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
人
々
が
備
え
て
い
た
よ
う
な
、
神
へ
の
畏
怖
や
純
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粋
な
信
仰
心
、
あ
る
い
は
ま
た
軍
人
的
な
気
質
や
気
概
も
失
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
勇
気
、
知
恵
、
節
制
、
公
共
 
 

心
、
同
胞
愛
な
ど
と
い
っ
た
「
徳
」
が
、
も
は
や
人
々
の
な
か
に
失
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

こ
の
よ
う
な
「
徳
」
を
失
っ
た
人
た
ち
に
も
微
笑
み
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
 
 

肖
像
画
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
 
 

が
肖
像
画
か
ら
抜
け
出
し
て
、
信
仰
も
勇
気
も
も
た
な
い
 
「
背
徳
の
徒
」
を
目
に
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
微
笑
み
は
口
元
か
ら
消
え
失
せ
 
 

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
－
－
－
。
 
 
 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
微
笑
が
「
背
徳
の
徒
」
 
に
も
向
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
の
間
い
は
、
次
の
よ
う
な
よ
り
本
質
的
な
問
題
 
 

を
象
徴
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
 
「
徳
」
 
へ
の
期
待
が
、
彼
と
同
時
代
の
同
胞
た
ち
に
向
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
 
 

く
、
現
代
の
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
住
む
人
々
に
も
向
け
ら
れ
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
徳
」
 
の
概
念
は
現
代
 
 

の
自
由
社
会
で
も
妥
当
す
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
 
 
 

現
代
の
共
和
主
義
者
た
ち
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
 
「
徳
」
 
の
概
念
は
、
ま
さ
に
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
 
 

て
い
る
。
硯
代
の
社
会
に
践
屈
す
る
様
々
な
病
理
現
象
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
が
孤
立
し
た
個
人
に
分
解
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
 
 

公
共
心
を
失
っ
た
帰
結
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
共
和
主
義
の
伝
統
の
な
か
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
徳
」
 
の
意
義
を
 
 

も
う
一
度
見
直
し
て
、
現
代
に
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
再
び
「
徳
」
を
備
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
由
 
 

で
あ
り
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
徳
」
は
、
何
も
怖
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
硯
在
の
多
元
的
状
況
に
も
適
 
 

合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
自
由
社
会
に
と
っ
て
異
質
的
な
何
も
の
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
社
会
を
成
立
せ
し
め
 
 

る
た
め
の
前
提
条
件
な
の
で
あ
る
、
と
。
 
 
 

し
か
し
硯
代
の
共
和
主
義
者
た
ち
の
 
「
徳
」
理
解
は
、
こ
の
よ
う
に
楽
観
的
に
見
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
 
 

キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
 
「
徳
」
 
の
概
念
は
、
彼
の
同
時
代
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
国
が
諸
外
国
の
軍
事
的
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
た
と
い
う
特
殊
な
 
 

文
脈
に
依
存
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ
で
は
市
民
を
結
束
さ
せ
る
た
め
に
、
単
一
の
宗
教
的
権
威
が
援
用
さ
れ
、
祖
国
の
 
 

八
五
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八
大
 
 
 

た
め
に
死
を
も
厭
わ
ぬ
英
雄
的
な
気
概
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
徳
」
概
念
を
 
 

そ
の
ま
ま
無
批
判
的
に
再
現
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
、
そ
し
て
現
代
の
自
由
社
会
に
と
っ
て
有
害
で
さ
え
あ
る
の
 
 

で
は
な
い
か
 
ー
。
 
 
 

本
稿
は
、
現
代
の
共
和
主
義
の
論
者
の
う
ち
、
と
く
に
ヴ
ィ
ロ
リ
を
対
象
に
し
て
、
彼
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
帰
し
て
い
る
「
徳
」
 
 

の
概
念
を
明
ら
か
に
し
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
古
典
的
共
和
主
義
が
、
現
代
の
「
徳
」
な
き
社
会
に
も
妥
当
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
 
 

5
）
 
る
。
本
稿
の
狙
い
ほ
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
肖
像
画
に
描
か
れ
た
微
笑
の
謎
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
 
 

ろ
ヴ
ィ
ロ
リ
ら
現
代
の
共
和
主
義
者
た
ち
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
帰
し
て
い
る
「
徳
」
の
概
念
の
畢
む
危
う
さ
を
明
ら
か
に
し
、
「
徳
」
 
 

の
概
念
を
現
代
の
自
由
社
会
に
再
生
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
の
論
述
の
 
 

お
お
ま
か
な
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
ヴ
ィ
ロ
リ
の
「
徳
」
の
概
念
が
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
読
解
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
 
 

説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
徳
」
の
概
念
を
彼
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
析
出
す
る
こ
と
を
通
し
 
 

て
、
そ
の
概
念
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
明
ら
か
に
す
る
「
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
ヴ
ィ
ロ
リ
の
理
解
と
ど
こ
ま
で
適
合
す
る
か
を
明
 
 

ら
か
に
し
て
、
「
徳
」
概
念
の
現
代
的
音
義
を
批
判
的
に
検
討
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
以
上
の
現
代
共
和
主
義
と
古
典
的
共
和
主
義
の
 
 

比
較
検
討
を
通
し
て
、
共
和
主
義
の
「
徳
」
の
概
念
が
現
代
社
会
に
ど
れ
ほ
ど
の
妥
当
性
を
も
ち
う
る
の
か
に
つ
い
て
疑
念
を
呈
し
た
 
 

己
U
」
 
 
 

l
 
U
 
 

I
Y
 
 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
主
義
は
現
代
的
意
義
を
も
つ
 
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
ほ
、
し
ば
し
ば
国
家
の
統
治
術
（
a
r
t
e
d
e
】
】
O
S
t
a
t
O
）
を
説
い
た
君
主
制
の
擁
護
者
あ
る
 
 
 

二
 
公
民
的
徳
性
の
現
代
的
意
義
 
－
 
ヴ
ィ
ロ
リ
の
「
徳
」
理
解
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い
は
加
担
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
彼
は
、
『
君
主
論
』
 
に
お
い
て
チ
エ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア
 
 

（
C
e
s
a
r
e
B
O
r
阻
a
）
ら
を
賞
賛
し
た
が
、
し
か
し
け
っ
し
て
彼
ら
を
英
雄
と
し
て
称
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
ウ
 
マ
キ
ァ
ヴ
ュ
ツ
リ
は
、
 
 

む
し
ろ
政
治
生
活
（
v
i
く
e
r
e
p
O
旨
〔
○
）
 
へ
の
深
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
政
治
年
活
を
創
り
だ
す
人
々
に
対
 
 

（
7
）
 
 

し
て
愛
情
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
っ
彼
は
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
キ
ケ
ロ
 
（
M
a
r
〔
u
S
T
u
－
－
i
u
s
C
i
c
e
r
O
）
ら
共
和
主
義
者
の
知
恵
や
 
 

言
語
を
当
時
の
混
乱
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
再
生
す
る
た
め
に
、
法
の
支
配
、
共
通
の
善
、
市
民
の
平
等
な
ど
と
い
っ
た
語
童
を
駆
使
 
 

ヾ
・
 
 

し
な
が
ら
、
共
和
国
を
擁
護
し
て
い
た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
そ
の
意
味
で
、
古
典
的
共
和
主
義
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
彼
が
生
き
 
 

て
い
た
時
代
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
人
文
主
義
の
よ
き
継
承
者
で
あ
っ
た
。
「
彼
は
、
政
治
の
共
和
主
義
的
言
語
を
保
ち
 
 

u
こ
 
 

続
け
、
政
治
家
の
共
和
主
義
的
理
想
を
何
と
か
生
き
な
が
ら
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
㌃
」
。
 
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
主
義
は
、
一
六
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ソ
エ
に
花
開
い
た
優
れ
た
古
典
的
思
想
で
あ
る
と
言
う
 
 

ば
か
り
で
な
く
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
妥
当
し
え
る
政
治
理
論
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
よ
く
秩
序
付
け
ら
れ
た
社
会
 
 

（
w
e
ニ
・
〇
r
d
e
r
e
d
s
O
C
i
e
t
y
）
」
の
理
想
を
掲
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
正
義
を
欠
く
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
社
会
を
批
判
し
、
更
正
す
る
 
 

「
′
U
′
 
 

た
め
の
構
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
現
代
の
社
会
が
抱
え
る
様
々
な
病
理
や
腐
敗
を
見
走
め
、
治
療
す
る
た
め
の
処
方
と
な
り
え
る
の
 
 

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
掲
げ
る
理
想
は
現
代
の
社
会
を
編
成
す
る
規
範
的
原
理
と
な
り
え
る
。
し
た
が
っ
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
主
 
 

義
は
、
た
ん
な
る
過
去
の
遺
物
と
し
て
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
公
共
の
精
神
が
忘
れ
ら
れ
た
今
だ
か
ら
こ
そ
再
生
さ
れ
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
、
現
代
的
意
義
を
も
つ
規
範
的
政
治
理
論
で
も
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
共
和
主
義
は
、
失
わ
れ
た
共
同
体
へ
の
単
な
る
郷
愁
を
説
く
だ
け
の
思
想
で
は
な
い
。
ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
共
和
主
義
 
 

は
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
が
、
現
代
の
い
わ
ゆ
る
 
「
共
同
体
論
 
（
c
O
m
m
u
n
i
t
a
r
i
冒
i
s
m
）
」
と
も
異
な
る
。
共
同
体
論
の
思
想
的
淵
 
 

源
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
ギ
リ
シ
ャ
的
な
伝
統
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
共
和
主
義
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
共
和
主
 
 

義
の
思
想
は
、
む
L
ろ
キ
ケ
ロ
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
ロ
ー
マ
の
伝
統
に
由
来
す
る
の
だ
、
と
い
う
。
共
和
主
義
は
、
「
人
は
ポ
リ
ス
的
 
 

八
七
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自
由
は
公
民
的
徳
性
を
陶
冶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
 
 
 

た
だ
し
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
共
和
主
義
と
 
「
法
の
支
配
」
 
の
理
念
を
共
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
 
 
 

▼
し
1
し
 
ノ
′
ノ
 
 
 

動
物
で
あ
る
」
と
の
定
式
に
基
づ
き
、
人
々
を
単
一
の
共
通
善
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
倫
理
的
共
同
体
の
優
越
性
を
説
く
の
で
は
な
く
、
 
 

〓
 
 

法
の
下
の
平
等
や
正
義
の
理
念
の
も
と
に
、
自
由
平
等
な
人
々
か
ら
な
る
政
治
共
同
体
の
理
想
を
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
共
同
 
 

体
論
に
お
い
て
は
、
特
殊
な
善
や
、
文
化
や
、
あ
る
い
は
伝
統
が
共
同
体
を
結
束
さ
せ
る
基
盤
と
し
て
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
共
 
 

和
主
義
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
前
提
と
さ
れ
な
い
。
共
和
主
義
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
止
義
や
平
等
な
権
利
（
a
e
q
u
u
ヨ
i
u
s
）
二
そ
が
 
 

〔
1
2
）
 
 

都
市
の
基
盤
と
な
る
。
し
か
し
共
同
体
論
は
、
正
義
や
平
等
な
権
利
を
共
同
体
の
基
盤
に
据
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
共
同
体
を
 
 

共
和
国
に
転
換
す
る
こ
と
を
約
束
し
は
し
な
い
。
「
共
同
体
論
の
議
論
は
、
共
和
国
の
死
で
あ
っ
て
、
共
和
国
を
再
生
さ
せ
る
手
段
で
は
 
 

（
1
3
〕
 
 

な
い
の
で
あ
ふ
」
。
 
 
 

む
し
ろ
共
和
主
義
は
、
個
人
の
自
由
を
基
調
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
ニ
i
b
e
r
a
】
i
s
ヨ
）
に
通
底
す
る
観
念
を
も
っ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ロ
リ
 
 

に
よ
れ
ば
、
共
和
主
義
は
、
八
〇
年
代
か
ら
争
わ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
対
共
同
体
論
」
論
争
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
 
 

れ
る
と
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
共
同
体
論
の
側
に
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
側
に
近
い
位
 
 

〓
 
 

置
に
置
か
れ
る
、
と
い
う
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
論
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
 
（
J
O
h
n
R
a
w
－
s
）
が
提
起
し
た
正
義
の
政
治
的
構
想
は
「
魅
 
 

力
的
」
 
で
あ
り
、
共
和
主
義
の
論
者
が
伝
統
的
に
主
張
し
て
き
た
正
義
の
観
念
よ
り
も
「
い
っ
そ
う
豊
か
な
理
論
」
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
 
 

リ
ズ
ム
が
共
和
主
義
と
共
通
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
が
共
に
「
平
等
な
権
利
と
平
等
な
自
由
の
観
念
」
を
、
さ
ら
に
重
要
な
 
 

r
ほ
ノ
 
 

こ
と
に
そ
れ
ぞ
れ
「
法
の
支
配
」
 
の
理
念
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
ウ
 
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
現
在
の
自
由
社
会
の
政
治
文
化
に
支
 
 

配
的
な
影
響
力
を
も
っ
て
お
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
基
本
観
念
と
大
枠
で
は
車
合
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
和
主
義
は
現
代
社
会
の
文
 
 

′
川
〕
 
 

脈
に
整
合
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
復
活
に
は
大
き
な
現
代
的
意
義
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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も
と
も
と
共
和
主
義
か
ら
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
共
和
主
義
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
 
『
リ
ウ
ィ
ウ
 
 

ス
論
』
 
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
「
法
の
支
配
」
と
「
人
民
主
権
」
 
の
二
つ
の
原
理
を
も
っ
て
い
た
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
 
 

こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
の
う
ち
、
人
民
主
権
の
方
を
あ
ま
り
重
視
し
な
く
な
り
、
法
の
支
配
の
方
だ
け
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
 
 

い
う
。
も
と
も
と
こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
ら
共
和
主
義
者
た
ち
の
諸
著
作
に
お
い
て
は
、
分
か
ち
が
た
く
内
在
的
 
 

に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
共
和
主
義
の
諸
観
念
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
受
け
継
が
れ
る
な
か
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
が
別
 
 

個
独
立
し
た
も
の
と
し
て
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
選
別
は
、
共
和
主
義
の
歴
史
的
継
受
の
点
で
は
、
残
念
な
結
果
で
あ
 
 

り
、
「
称
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
悲
し
む
べ
き
で
あ
を
」
。
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
共
和
主
義
か
ら
重
要
な
観
念
を
受
け
継
い
で
い
る
と
は
い
え
、
共
和
主
義
を
も
は
や
必
要
な
し
と
す
 
 

る
だ
け
の
理
論
的
資
源
を
そ
れ
自
体
に
は
備
え
て
い
な
い
。
ヴ
イ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
「
理
論
的
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
 
 

（
は
）
 
 

は
、
貧
困
な
一
貫
し
な
い
共
和
主
義
で
あ
り
、
共
和
主
義
に
と
っ
て
代
わ
る
別
の
選
択
肢
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
、
と
い
う
。
 
 

共
和
主
義
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
有
し
て
い
な
い
「
人
民
主
権
」
の
観
念
を
含
む
ば
か
り
で
な
く
、
「
法
の
支
配
」
と
「
人
民
主
権
」
と
 
 

を
内
在
的
に
関
連
す
る
観
念
と
し
て
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
二
つ
の
点
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
決
定
的
に
区
別
さ
れ
る
、
 
 

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
一
に
共
和
主
義
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
自
由
の
観
念
の
捉
え
方
を
異
に
す
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
自
由
は
「
干
渉
の
 
 

な
い
こ
と
（
f
r
e
e
f
r
O
m
i
n
｛
e
r
f
e
r
e
n
c
e
）
」
を
意
味
す
る
。
個
人
は
、
他
人
に
よ
る
物
理
的
そ
の
他
の
侵
害
を
被
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
自
 
 

由
で
は
あ
り
え
な
い
。
個
人
は
、
自
分
が
行
お
う
と
し
て
い
る
行
為
を
、
国
家
で
あ
れ
他
の
権
力
で
あ
れ
、
誰
か
ら
も
介
入
さ
れ
な
い
 
 

で
実
行
で
き
る
か
ぎ
り
で
自
由
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
共
和
主
義
に
お
い
て
は
、
自
由
は
「
依
存
し
て
い
な
い
 
（
n
O
（
 
 

（
1
9
）
 
 

d
e
p
e
ロ
d
e
n
t
）
」
あ
る
い
は
「
支
配
さ
れ
な
い
 
（
n
O
t
d
O
m
i
ロ
a
｛
e
d
）
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
個
人
は
、
た
と
え
物
理
的
な
侵
害
行
為
が
な
 
 

〔
）
 
 

く
て
も
、
他
人
の
悪
意
的
な
意
志
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
。
た
と
え
ば
市
民
が
暴
君
に
抑
圧
さ
れ
る
 
 

八
九
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九
〇
 
 
 

か
も
し
れ
な
い
と
き
、
妻
が
夫
の
暴
力
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
き
、
労
働
者
が
雇
用
者
に
暴
行
を
加
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
 
 

き
、
そ
れ
ぞ
れ
然
る
べ
き
法
的
制
裁
が
後
者
に
下
さ
れ
る
よ
う
予
定
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
前
者
は
自
由
で
は
な
い
。
現
実
に
抑
圧
 
 

さ
れ
、
暴
力
を
受
け
、
暴
行
を
加
え
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
だ
け
で
自
由
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
 
 

う
な
潜
在
的
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
法
に
よ
っ
て
自
由
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
個
人
は
、
法
に
よ
っ
 
 

〔
2
1
一
 
 

て
他
の
個
人
の
悪
意
的
な
意
志
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
自
由
で
あ
り
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
に
、
第
一
の
点
に
も
か
か
わ
る
が
、
共
和
主
義
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
異
な
り
、
自
由
ば
か
り
で
な
く
、
自
由
を
実
現
す
る
た
め
 
 

の
条
件
や
基
盤
を
も
必
要
と
し
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
 
（
i
s
a
i
巴
】
∞
e
ユ
i
n
）
 
の
 
 

よ
う
に
、
自
由
は
「
障
害
が
な
い
」
と
い
う
消
極
的
な
意
味
で
の
み
理
解
さ
れ
、
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
政
治
参
加
や
自
己
流
治
を
 
 

行
う
こ
と
は
、
自
分
が
行
う
べ
き
こ
と
を
教
え
る
自
分
と
は
別
の
道
徳
的
実
在
を
招
き
い
れ
、
社
会
の
多
元
性
を
否
定
す
る
危
険
な
倫
 
 

2
2
〕
 
 

理
的
一
元
論
に
陥
る
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
参
加
や
自
己
統
治
は
自
由
の
条
件
で
ほ
け
っ
し
て
な
く
、
自
由
へ
 
 

の
障
害
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
共
和
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
、
む
し
ろ
自
由
を
手
放
す
こ
と
に
な
る
。
も
 
 

し
都
市
が
外
国
の
勢
力
や
強
欲
で
倣
慢
な
人
た
ち
の
手
に
落
ち
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
他
人
の
慈
恵
的
な
意
志
に
依
存
し
、
支
配
さ
れ
 
 

る
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
け
っ
し
て
自
由
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
＝
ま
さ
に
自
由
を
維
持
す
る
た
め
に
、
人
々
は
政
治
参
加
と
自
己
 
 

′
2
3
）
 
 

統
治
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

4
 
 
 

2
 

そ
こ
で
共
和
主
義
は
、
人
々
が
自
由
を
維
持
・
実
現
す
る
た
め
に
、
公
民
的
徳
性
が
陶
冶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
 
 

個
人
の
自
由
は
、
都
市
の
自
由
と
は
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
都
市
が
国
内
外
の
支
配
に
晒
さ
れ
る
と
き
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
規
律
 
 

す
る
法
が
他
人
に
よ
っ
て
取
り
決
め
ら
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
自
己
統
治
が
脅
か
さ
れ
る
と
き
、
個
人
の
自
由
も
ま
た
失
わ
れ
る
。
個
人
 
 

の
自
由
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
都
市
の
安
全
に
配
慮
し
、
自
分
た
ち
の
自
由
を
守
る
法
を
自
ら
取
り
決
め
、
同
胞
と
と
も
に
協
力
す
 
 

る
姿
勢
と
気
質
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
政
治
生
括
（
く
i
く
e
r
e
p
C
】
E
〔
○
）
、
法
の
支
配
、
共
通
の
善
に
対
す
る
深
い
コ
ミ
ッ
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公
民
的
徳
惟
は
祖
国
愛
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
る
 
 
 

で
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
主
義
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
公
民
的
徳
性
が
陶
冶
さ
れ
る
と
考
え
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
公
民
的
徳
性
 
 

は
、
八
が
生
来
有
し
て
い
る
先
天
的
な
気
質
で
は
な
く
、
無
為
の
う
ち
に
自
然
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
人
が
生
 
 

ま
れ
て
か
ら
身
に
つ
け
る
後
天
的
な
気
質
で
あ
り
、
宗
教
や
歴
史
の
教
育
な
ど
を
通
し
て
陶
冶
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
共
同
体
の
構
成
員
 
 

が
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
祝
祭
や
儀
礼
を
受
け
継
ぎ
、
ま
た
祖
先
や
建
国
に
か
ん
す
る
過
去
の
記
憶
や
起
源
を
共
有
さ
せ
る
こ
と
を
 
 

通
し
て
、
同
胞
た
ち
と
協
力
し
、
共
通
の
善
に
奉
仕
す
る
市
民
と
し
て
の
気
質
が
育
ま
れ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
共
和
主
義
は
、
 
 

へ
2
8
）
 
 

一
般
的
に
、
「
市
民
宗
教
」
や
「
歴
史
教
育
」
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
公
民
的
徳
性
を
陶
冶
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
資
 
 

源
と
な
り
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ロ
リ
も
ま
た
、
共
和
主
義
は
、
世
俗
的
な
倫
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
「
記
憶
と
記
 
 

念
祭
を
非
常
に
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
」
、
「
過
去
は
、
新
た
な
世
代
の
市
民
教
育
の
資
源
と
な
り
え
る
」
と
述
べ
、
「
記
憶
は
公
民
的
徳
 
 

九
一
 
 
 

5
 

（
2
）
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
－
●
■
●
■
－
■
■
●
●
 
 

ト
メ
ン
ト
、
こ
れ
こ
そ
が
市
民
が
備
え
る
べ
き
徳
な
の
で
あ
る
。
公
民
的
徳
性
は
、
し
た
が
っ
て
個
人
の
自
由
を
否
定
す
る
の
で
は
け
っ
 
 

し
て
な
く
、
む
し
ろ
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
。
 
 
 

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
が
、
そ
の
た
め
の
条
件
や
前
提
を
考
え
な
い
点
で
、
一
貫
し
て
 
 

い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
条
件
や
前
提
に
無
頓
着
で
あ
る
が
ゆ
え
に
不
十
分
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
目
標
た
る
個
人
 
 

の
自
由
が
十
分
に
享
受
さ
れ
る
社
会
を
守
る
た
め
に
も
、
政
治
参
加
、
自
己
統
治
、
公
民
的
徳
性
な
ど
の
共
和
主
義
の
言
語
が
再
生
さ
 
 

（
2
6
一
 
 

れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
代
の
民
主
的
社
会
に
お
い
て
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
自
由
論
で
は
な
く
、
共
和
主
義
の
自
由
論
の
方
 
 

が
む
し
ろ
有
用
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
人
あ
る
い
は
複
数
の
個
人
の
悪
意
的
な
意
志
へ
の
依
存
 
 

を
自
由
の
喪
失
と
し
て
見
定
め
、
そ
し
て
と
り
わ
け
自
由
と
公
民
的
徳
性
と
の
結
び
つ
き
を
は
っ
き
り
と
よ
り
説
得
的
に
示
す
こ
と
が
 
 

′
2
7
し
 
 

で
き
る
一
か
ら
で
あ
る
。
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九
．
一
 
 
 

「
2
9
 
 

性
を
鼓
舞
す
る
強
力
な
手
段
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
 
 

〔
罰
〕
 
 
 

し
か
し
ヴ
ィ
ロ
リ
が
公
民
的
徳
性
の
資
源
と
し
て
最
も
重
視
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
と
も
折
り
重
な
る
が
、
よ
り
直
接
的
に
は
「
パ
 
 

ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
（
p
a
t
r
i
〇
t
i
s
m
）
」
で
あ
る
。
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
、
何
世
紀
も
の
あ
い
だ
、
「
人
々
の
共
通
の
自
由
を
維
持
す
 
 

】
馳
円
 
 

る
政
治
的
諸
制
度
や
生
活
様
式
へ
の
愛
を
、
つ
ま
り
共
和
国
へ
の
愛
を
強
め
、
喚
起
す
る
」
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

と
く
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
伝
統
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
腐
敗
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
更
正
す
る
た
め
に
、
祖
 
 

「
3
2
）
 
国
愛
と
い
う
言
葉
を
再
生
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
、
彼
自
身
が
生
ま
れ
育
っ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
国
に
愛
情
を
も
っ
た
、
共
和
主
義
的
パ
 
 

〔
．
3
3
 

ト
リ
オ
ソ
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
公
民
的
徳
性
と
同
義
で
あ
る
と
し
、
公
民
的
徳
性
が
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
 
 

封
一
 
ズ
ム
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
語
っ
た
。
彼
は
、
共
和
国
が
市
民
に
対
し
て
市
民
的
・
政
治
的
そ
の
他
の
諸
権
利
を
保
護
す
る
の
で
あ
 
 

れ
ば
、
市
民
は
共
和
国
へ
の
変
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
祖
国
愛
が
、
共
和
国
が
必
要
と
す
る
市
民
的
徳
性
を
可
能
に
す
る
、
と
述
 
 

（
3
5
〕
 
べ
た
。
す
な
わ
ち
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
い
て
、
公
民
的
徳
性
は
、
彼
自
身
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
国
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
よ
う
な
、
祖
 
 

り
兆
」
 
 

国
へ
の
愛
情
を
育
む
こ
と
に
よ
っ
て
陶
冶
さ
れ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
告
 
 
 

ヴ
イ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
（
n
a
t
i
O
ロ
a
－
i
s
m
）
と
は
異
な
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
人
 
 

世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
一
つ
の
国
民
J
a
t
ぎ
）
 
の
「
文
化
的
、
言
語
的
、
民
族
的
統
一
性
と
同
質
性
を
擁
護
し
た
り
強
化
 
 

し
た
り
す
る
目
的
で
創
り
出
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
異
文
化
の
交
流
、
人
種
間
の
混
交
、
社
会
的
不
統
一
が
嫌
 
 

（
3
7
」
 
 

悪
さ
れ
、
文
化
的
精
神
的
統
一
体
と
し
て
の
国
家
（
n
a
t
i
O
n
）
に
対
す
る
、
無
条
件
的
か
つ
盲
目
的
な
従
順
が
推
奨
さ
れ
る
。
し
か
も
 
 

「
3
8
）
 
 

そ
れ
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
大
地
や
民
族
の
血
の
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
、
自
ず
と
生
ま
れ
強
ま
っ
て
い
く
自
然
的
感
情
に
訴
え
か
け
る
′
U
 
 

そ
れ
に
対
し
て
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
説
と
複
雑
に
」
父
錯
し
な
が
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
も
と
 
 

も
と
共
和
国
へ
の
愛
、
す
な
わ
ち
「
自
由
を
維
持
す
る
政
治
的
諸
制
度
と
生
活
様
式
へ
の
愛
」
だ
け
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
 
 

こ
で
は
、
文
化
的
同
質
性
や
統
一
性
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
多
様
性
や
内
部
対
立
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
、
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（
3
9
）
 
 

さ
ら
に
政
治
的
自
由
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
さ
え
、
考
え
ら
れ
て
い
た
。
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
異
文
化
の
交
流
や
人
 
 

（
4
0
）
 
 

種
間
の
混
交
を
嫌
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
異
邦
人
や
他
の
人
種
ま
で
を
も
包
み
込
む
、
慈
悲
深
く
寛
大
な
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
 
 

‖
 
 

が
敵
と
み
な
す
の
は
、
あ
く
ま
で
も
暴
政
や
独
裁
、
抑
圧
や
腐
敗
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
大
地
や
血
縁
に
も
と
づ
く
自
然
的
 
 

感
情
に
訴
え
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
自
由
を
維
持
す
る
政
治
的
諸
制
度
と
生
活
様
式
」
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
る
 
 

の
で
あ
っ
て
、
つ
ね
に
絶
え
間
な
く
政
治
的
手
段
に
よ
っ
て
喚
起
し
鼓
舞
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
人
為
的
に
生
み
出
さ
れ
る
感
 
 

（
4
2
、
〉
 
 

情
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
い
て
も
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
著
 
 

書
に
お
い
て
、
パ
ト
リ
ア
 
（
p
a
t
r
i
a
）
と
い
う
言
葉
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
中
心
的
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
 
 

て
ナ
ツ
ィ
オ
1
不
（
ロ
a
N
i
O
ロ
e
）
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
ヤ
 
 

イ
タ
リ
ア
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
ナ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
あ
る
い
は
プ
ロ
ヴ
イ
ン
チ
ヤ
 
（
p
r
O
く
i
ロ
C
i
a
）
と
い
う
語
を
用
い
る
が
、
そ
れ
ら
 
 

を
腐
敗
し
た
社
会
習
慣
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
愛
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
愛
さ
れ
る
べ
き
は
共
和
 
 

国
、
す
な
わ
ち
パ
ト
リ
ア
で
あ
る
。
ま
た
ヴ
ュ
ツ
ト
ー
リ
宛
て
の
手
紙
の
な
か
で
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
告
白
し
た
有
名
な
言
葉
、
「
私
 
 

は
、
私
の
魂
よ
り
も
、
私
の
国
（
p
a
t
r
i
a
）
を
愛
す
る
」
の
な
か
で
も
、
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
パ
ト
リ
ア
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
治
 
 

生
活
（
く
i
く
e
r
e
p
O
寮
c
O
）
に
置
き
換
え
れ
ば
意
味
は
通
じ
る
が
、
し
か
し
も
し
ナ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
に
置
き
換
え
れ
ば
意
味
は
ま
っ
た
く
通
 
 

へ
4
3
）
 
 

じ
な
い
。
彼
が
生
涯
を
か
け
て
愛
し
た
の
は
、
ナ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
で
は
な
く
、
パ
ト
リ
ア
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
区
別
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
と
 
 

も
に
人
々
を
結
集
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
パ
ト
リ
ア
（
p
a
t
r
i
a
）
あ
る
い
は
レ
ス
・
プ
ブ
リ
カ
（
r
e
s
p
u
b
－
i
c
a
）
の
結
束
は
、
ナ
テ
ィ
 
 

4
1
）
 
 

オ
（
ロ
a
t
i
O
）
 
の
結
束
よ
り
も
強
く
し
か
も
尊
い
か
ら
で
あ
る
っ
結
束
の
強
さ
と
尊
さ
を
測
定
す
る
こ
と
は
現
実
に
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
 
 

う
が
、
少
な
く
と
も
キ
ケ
ロ
ら
の
古
典
的
共
和
主
義
は
そ
う
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
公
民
的
徳
性
を
人
々
に
陶
冶
す
る
た
め
に
は
、
 
 

九
三
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公
民
的
徳
性
は
危
険
で
は
な
い
 
 
 

共
和
主
義
が
主
張
し
て
き
た
公
民
的
徳
性
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
 
 

危
う
さ
を
畢
む
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
公
民
的
人
文
主
義
者
や
、
彼
ら
の
語
彙
を
引
き
継
い
 
 

だ
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
人
格
的
完
成
を
目
指
す
厳
格
な
徳
性
で
は
な
く
、
た
だ
品
位
を
も
っ
て
生
き
た
い
と
願
 
 

う
人
た
ち
に
適
し
た
徳
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
暴
力
や
差
別
へ
の
義
憤
、
品
格
や
礼
節
の
欲
求
、
道
路
や
公
園
の
安
全
と
快
適
さ
へ
関
 
 

心
、
評
判
や
名
声
へ
の
期
待
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
動
機
を
も
と
に
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
と
も
に
織
り
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
強
め
ら
れ
る
徳
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
公
民
的
徳
性
は
、
「
不
可
能
で
も
な
け
れ
ば
危
険
で
も
な
い
」
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
榊
を
 
 

信
仰
す
る
よ
う
に
強
要
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
勇
猛
な
市
民
兵
と
な
っ
て
他
国
を
侵
略
す
る
よ
う
に
駆
り
立
て
る
わ
け
で
も
な
い
じ
 
 

そ
れ
は
、
宗
教
や
戦
争
と
は
無
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
で
公
民
的
徳
性
は
、
狂
信
的
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
 
（
c
h
a
u
v
i
n
i
s
m
）
と
は
無
縁
で
あ
る
。
確
か
に
も
し
市
民
た
ち
が
、
共
通
の
 
 

神
や
教
義
へ
の
強
固
な
信
仰
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
同
質
的
な
宗
教
的
共
同
体
に
属
す
る
な
ら
ば
、
公
民
的
徳
件
は
そ
れ
が
希
望
 
 

し
え
る
最
高
の
極
み
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
徳
性
は
ま
た
、
「
市
民
の
政
治
へ
の
愛
へ
と
変
わ
る
の
で
は
 
 

〈
1
6
）
 
 

な
く
、
一
体
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
狂
信
者
の
愛
へ
と
堕
落
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
。
公
民
的
徳
性
は
、
同
質
的
な
宗
教
共
同
体
に
お
い
 
 

て
陶
冶
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
共
菩
へ
の
さ
ら
に
強
固
な
献
身
を
促
す
二
と
が
期
待
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
現
 
 

実
に
は
実
施
困
難
で
あ
る
ば
か
り
か
、
た
と
え
吋
能
で
あ
っ
て
も
望
ま
し
く
も
な
い
〔
）
社
会
が
価
値
多
元
的
に
分
裂
し
て
い
る
二
と
が
 
 

所
与
で
あ
る
以
上
、
単
一
の
宗
教
へ
の
信
仰
を
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
も
し
仮
に
国
家
が
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
て
単
一
の
宗
教
 
 
 

九
凹
 
 
 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
再
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
に
お
い
て
誰
も
が
祖
国
愛
を
も
つ
こ
と
が
 
 

で
き
る
な
ら
ば
、
国
籍
や
人
種
の
違
い
を
超
え
て
、
す
べ
て
の
人
々
が
等
し
く
自
由
を
享
受
で
き
る
条
件
が
整
う
の
で
あ
る
。
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を
信
仰
す
る
よ
う
に
強
要
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
宗
教
を
信
仰
す
る
か
、
あ
る
い
は
信
仰
す
る
宗
教
を
も
た
な
い
個
人
に
そ
の
宗
教
 
 

を
押
し
っ
け
る
こ
と
に
な
り
、
社
会
の
多
元
性
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
も
ま
た
、
宗
教
が
公
民
的
徳
性
を
も
た
ら
す
町
能
性
に
過
大
な
期
待
を
抱
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
確
か
に
彼
は
、
 
 

袖
に
対
す
る
畏
敬
は
、
人
間
の
品
行
に
良
い
影
響
を
与
え
、
と
く
に
共
和
国
の
権
威
に
力
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
彼
 
 

が
述
べ
た
神
と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
ほ
と
ん
ど
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
神
で
あ
っ
て
、
国
を
統
治
す
る
た
め
に
便
宜
上
求
め
ら
れ
 
 

一
4
7
）
 
 

る
に
す
ぎ
な
い
「
政
治
的
な
神
」
あ
る
い
は
、
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
神
」
で
あ
る
。
〉
マ
キ
7
ヴ
ュ
ツ
リ
は
、
概
し
て
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
 
 

教
会
に
対
し
て
 
ー
と
く
に
堕
落
し
た
司
祭
や
修
道
士
に
対
L
て
－
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
 
 

信
仰
を
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
の
市
民
た
ち
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
公
民
的
徳
性
を
陶
冶
す
る
よ
う
な
計
画
を
立
て
て
は
い
な
 
 

か
っ
た
。
彼
は
、
宗
教
教
育
の
意
義
を
せ
い
ぜ
い
道
具
的
に
し
か
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

他
方
で
公
民
的
徳
性
は
、
軍
隊
や
侵
略
戦
争
と
結
び
つ
く
の
で
も
な
い
。
確
か
に
市
民
た
ち
が
軍
事
的
な
訓
練
と
規
律
を
受
け
、
他
 
 

国
の
軍
隊
を
打
ち
破
り
自
国
の
領
土
を
拡
張
す
る
な
ら
ば
、
た
ん
な
る
公
共
心
ど
こ
ろ
か
、
自
分
た
ち
の
命
を
捧
げ
る
こ
と
を
も
厭
わ
 
 

ぬ
ほ
ど
の
強
力
な
都
市
へ
の
忠
誠
心
を
備
え
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
共
和
主
義
に
と
っ
て
、
軍
隊
が
正
当
化
さ
れ
る
 
 

理
由
は
、
む
し
ろ
都
市
の
自
由
を
守
る
こ
と
、
そ
し
て
国
の
内
外
の
攻
撃
か
ら
市
民
を
守
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
郡
市
が
国
内
 
 

外
の
敵
に
よ
っ
て
危
険
に
晒
さ
れ
れ
ば
、
市
民
た
ち
は
武
器
を
と
り
、
都
市
の
秩
序
を
回
復
す
る
た
め
に
立
ち
上
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
市
民
た
ち
が
自
由
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
都
市
の
安
全
と
自
由
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
 
 

で
あ
る
。
し
か
し
も
し
戦
争
の
脅
威
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
軍
事
力
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
話
（
d
i
巴
○
習
e
）
や
分
別
 
 

（
p
r
u
d
e
n
c
e
）
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
都
市
の
市
民
た
ち
に
と
っ
て
、
他
国
へ
の
侵
略
や
内
政
の
支
配
は
目
的
で
は
な
い
 
 

（
 
 

か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
共
和
主
義
に
お
い
て
は
、
「
平
和
が
政
府
の
主
な
目
標
で
あ
っ
た
」
 
の
で
あ
る
。
 
 
 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
い
て
も
、
軍
事
力
の
行
使
は
積
極
的
に
薦
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
彼
は
、
『
君
主
論
』
に
お
 
 

九
五
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3 

九
六
 
 
 

い
て
、
「
す
べ
て
回
の
重
要
な
土
ム
［
と
な
る
の
は
、
よ
い
法
律
と
し
っ
か
り
し
た
武
力
で
あ
る
。
し
か
し
し
っ
か
り
し
た
軍
隊
を
も
た
な
 
 

4
9
）
 
 

い
と
こ
ろ
、
よ
い
法
律
が
生
ま
れ
よ
う
が
な
く
、
し
つ
か
り
し
た
軍
隊
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
よ
い
法
律
が
あ
り
う
る
」
と
述
べ
、
フ
ィ
 
 

レ
ン
ツ
ェ
国
が
傭
兵
軍
で
な
く
正
規
の
自
国
軍
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
繰
り
返
し
進
言
し
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
 
 

し
ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
確
か
に
軍
事
的
規
律
と
徳
性
を
確
か
に
擁
護
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
 
 

（
∽
）
 
 

ま
で
主
張
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
彼
の
共
和
主
義
が
征
服
と
掠
奪
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
、
 
 

と
い
う
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
共
和
国
が
支
配
と
依
存
に
置
か
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
軍
隊
を
必
要
と
し
た
に
す
ぎ
ず
、
あ
く
 
 

（
封
）
 
 

ま
で
軍
事
力
を
最
後
の
手
段
と
し
て
提
携
や
同
盟
に
よ
っ
て
都
市
の
安
全
を
守
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
だ
け
で
あ
る
。
彼
が
繰
り
返
 
 

し
強
調
し
た
の
は
、
「
郡
市
は
、
そ
の
自
由
を
守
る
た
め
に
戦
う
立
場
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
は
平
和
を
保
つ
た
め
に
戦
争
に
行
か
な
 
 

5
2
、
）
 
 

け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
堕
落
し
た
都
市
を
救
済
す
る
た
め
に
、
 
 

「
暴
力
と
絶
対
的
権
力
」
 
の
行
使
を
勧
め
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
現
行
の
秩
序
の
回
復
を
通
し
た
平
和
的
手
段
」
を
採
る
こ
と
を
 
 

ノ
 
′
〓
J
＼
 
 

勧
め
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
主
義
は
、
公
民
的
徳
性
を
む
し
ろ
法
の
支
配
の
理
念
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
 
 

ば
、
今
ま
で
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
研
究
は
、
彼
の
共
和
主
義
を
徳
性
、
軍
人
的
勇
気
、
領
土
拡
張
、
掠
奪
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
し
 
 

て
捉
え
て
き
た
が
、
し
か
し
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
政
治
的
徳
性
を
論
じ
て
い
る
本
当
の
意
味
は
、
法
の
支
配
の
原
理
へ
の
彼
の
全
幅
 
 

（
5
4
）
 
 

の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
マ
キ
ア
 
 

ヴ
ェ
ッ
リ
が
賞
賛
し
た
徳
性
は
、
つ
ね
に
法
の
支
配
の
尊
重
に
結
び
つ
い
て
お
り
」
、
「
彼
が
賞
揚
し
た
公
民
的
徳
性
は
、
軍
人
的
勇
気
 
 

と
し
て
示
す
こ
と
よ
り
も
ず
っ
と
、
規
律
正
し
く
市
民
の
義
務
を
果
た
し
、
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
翻
訳
さ
れ
る
日
常
的
な
徳
性
な
の
 
 

（
5
5
）
 
 

で
あ
っ
た
」
。
今
ま
で
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
理
解
で
は
、
彼
は
腐
敗
し
堕
落
し
た
都
市
を
救
済
す
る
た
め
に
、
卓
越
し
た
徳
性
を
も
つ
 
 

伝
説
的
な
立
法
者
の
力
量
（
ヴ
ィ
ル
ト
ウ
）
が
必
要
で
あ
り
、
あ
た
か
も
彼
ら
が
法
の
支
配
を
無
視
し
て
都
市
の
回
復
を
強
行
す
る
べ
し
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公
民
的
徳
性
は
個
人
と
都
市
の
自
由
の
条
件
で
あ
る
 
 
 

し
た
が
っ
て
公
民
的
徳
性
と
は
、
あ
く
ま
で
も
市
民
た
ち
が
共
和
国
に
お
い
て
自
由
に
か
つ
平
和
に
生
き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
 
 

条
件
な
の
で
あ
る
。
ヴ
イ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
共
和
主
義
は
、
市
民
た
ち
に
私
的
生
活
の
犠
牲
と
、
公
的
生
活
へ
の
全
面
的
な
奉
仕
と
コ
 
 

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
強
要
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
的
生
活
を
安
全
に
か
つ
豊
か
に
す
る
た
め
に
公
的
生
活
へ
の
～
こ
う
い
っ
て
 
 

よ
け
れ
ば
、
部
分
的
な
 
ー
 
奉
仕
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
勧
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
公
民
的
徳
性
を
鼓
舞
す
る
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
 
 

「
英
雄
的
な
自
己
犠
牲
と
は
異
な
る
」
。
英
雄
的
な
自
己
犠
牲
と
は
、
公
共
善
の
た
め
に
私
的
関
心
を
犠
牲
に
し
、
命
を
さ
え
も
捧
げ
る
 
 

こ
と
を
も
要
求
す
る
。
し
か
し
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
私
的
活
動
に
捧
げ
る
以
上
の
努
力
を
要
求
す
る
が
、
「
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

〔
5
7
）
 
 

な
い
時
に
は
、
公
共
広
場
や
集
会
場
に
出
か
け
る
が
、
そ
の
後
は
家
や
自
分
の
店
や
友
人
の
も
と
へ
帰
っ
て
く
る
」
こ
と
を
許
容
す
る
。
 
 

共
和
主
義
に
お
い
て
、
公
民
的
徳
性
は
、
公
的
生
活
へ
の
全
身
全
霊
の
奉
仕
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
的
生
活
を
安
定
か
つ
 
 

充
実
さ
せ
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
。
レ
オ
ン
・
バ
ソ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
 
（
L
e
O
コ
B
a
t
t
i
s
t
a
A
－
b
e
r
t
i
）
 
ら
一
五
世
紀
の
フ
ィ
 
 

レ
ン
ツ
ェ
人
共
和
主
義
者
た
ち
に
お
い
て
も
、
「
公
民
的
徳
性
は
、
私
的
牛
活
の
犠
牲
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
私
的
生
活
を
快
適
に
安
全
 
 

′
∬
）
 
 

な
も
の
に
す
る
た
め
の
基
礎
で
あ
っ
た
」
。
し
た
が
っ
て
共
和
主
義
は
、
公
民
的
徳
性
に
訴
え
る
と
き
に
、
私
的
生
活
へ
の
隠
遁
も
公
的
 
 

生
活
へ
の
全
面
的
奉
仕
も
認
め
ず
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
す
る
。
共
和
主
義
は
、
「
個
人
を
市
民
に
、
私
的
生
活
 
 

（
5
野
 
を
公
的
生
活
に
還
元
す
る
の
で
は
な
い
。
生
活
の
私
的
次
元
と
公
的
次
元
を
相
互
に
補
完
す
る
も
の
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
 
 
 

そ
し
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
公
民
的
徳
件
の
理
解
は
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
ヴ
イ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
 
 

九
七
 
 
 

と
説
い
た
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
た
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
、
卓
越
し
た
徳
性
を
備
え
る
者
が
ま
さ
に
法
を
創
設
し
、
再
 
 

び
法
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
こ
そ
徳
性
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
っ
て
、
 
 

5
6
）
 
 

徳
性
は
、
「
法
の
支
配
に
取
っ
て
代
わ
る
の
で
は
な
く
、
法
の
支
配
を
創
設
し
、
そ
し
て
回
復
す
る
」
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
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九
人
 
 
 

共
和
主
義
の
思
想
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
時
代
に
も
息
づ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
個
々
の
市
民
が
自
由
に
生
き
る
た
め
に
 
 

は
、
都
市
の
政
治
生
活
が
そ
の
た
め
の
条
件
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
。
実
際
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
 
 

リ
が
古
代
ロ
ー
マ
の
市
民
を
描
く
と
き
、
彼
は
個
人
の
利
益
を
公
共
黄
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
人
々
を
措
い
た
の
で
は
な
く
、
個
人
の
 
 

（
6
1
」
 
 

生
活
右
安
全
に
享
受
す
る
た
め
に
共
通
善
に
奉
仕
す
る
市
民
を
描
い
た
の
で
あ
り
、
自
由
に
生
き
る
こ
と
を
愛
し
自
由
に
奉
仕
し
た
人
 
 

㌫
聖
 
 

々
を
措
い
た
の
で
あ
る
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
い
て
も
、
公
民
的
徳
性
に
訴
え
か
け
る
と
き
に
は
、
公
的
生
活
と
私
的
生
活
と
の
あ
 
 

い
だ
に
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
市
民
が
わ
れ
先
に
共
通
善
に
奉
仕
す
る
な
ら
ば
、
私
的
幸
福
と
公
的
幸
福
 
 

二
h
3
 

ノ
 
 

の
い
ず
れ
も
が
「
驚
く
べ
き
く
ら
い
に
増
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
。
公
民
的
徳
性
は
、
都
市
の
自
由
と
個
人
の
自
由
を
と
も
に
安
全
 
 

に
保
護
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
7
ツ
リ
に
お
い
て
、
 公
民
的
徳
性
は
、
公
的
生
活
と
私
的
生
活
を
幸
福
の
う
ち
に
結
合
 
 

す
る
重
要
な
要
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
は
、
以
上
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
主
義
と
そ
の
公
民
的
徳
性
の
観
念
が
、
硯
代
の
自
由
社
会
に
 
 

お
い
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
ら
は
、
政
治
生
活
（
く
i
v
e
r
e
p
O
旨
c
O
）
の
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
、
 
 

わ
れ
わ
れ
が
真
に
自
由
な
生
を
営
む
た
め
の
条
件
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
狂
信
的
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
 
 

も
軍
事
的
栄
光
と
も
無
縁
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
代
の
多
元
的
か
つ
平
和
な
社
会
に
お
い
て
再
興
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
再
 
 

興
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
ら
古
典
的
共
和
主
義
が
主
張
し
て
き
た
公
民
的
徳
性
に
は
、
も
と
も
と
危
険
は
な
い
。
 
 

彼
ら
は
そ
も
そ
も
、
公
民
的
徳
性
を
宗
教
や
戦
争
に
結
び
つ
け
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
信
仰
を
も
た
 
 

ず
、
戦
争
に
協
力
し
な
い
背
徳
の
徒
に
も
微
笑
む
は
ず
で
あ
る
、
と
。
 
 
 

し
か
し
こ
の
ヴ
ィ
ロ
リ
の
マ
キ
ヤ
ヴ
ュ
ツ
リ
像
は
、
本
物
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
姿
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
 
 

リ
は
、
私
利
党
利
ば
か
り
追
求
し
、
郡
市
の
秩
序
を
乱
す
人
々
を
嫌
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
彼
の
微
笑
は
、
腐
敗
・
堕
落
し
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た
市
民
に
も
向
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
今
度
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
自
身
が
公
民
的
徳
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
 
 

（
6
4
）
 
 

た
か
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
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「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
微
笑
」
と
は
、
こ
の
肖
像
画
に
現
れ
た
彼
の
謎
め
い
た
笑
み
を
指
す
ゥ
そ
れ
は
、
今
ゃ
ヴ
エ
ツ
キ
寸
言
殿
の
ジ
リ
の
広
間
 
 

（
S
a
【
a
d
e
i
巴
賢
）
 
の
片
隅
に
、
彼
が
生
前
公
務
に
就
い
て
い
た
と
き
に
開
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
一
間
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
肖
像
画
の
若
 
 
 

き
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
あ
ま
り
観
光
客
の
足
も
向
か
ず
、
他
人
に
相
手
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
自
分
の
現
況
さ
え
も
自
嘲
す
る
か
の
よ
う
に
穏
や
か
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（
6
）
 
 

な
微
笑
が
浮
か
べ
て
い
る
。
 
 

（
2
）
 
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
自
分
自
身
の
こ
と
を
「
私
は
貧
し
い
生
ま
れ
で
、
幼
い
頃
は
楽
し
む
こ
と
よ
り
も
苦
労
を
学
ん
だ
」
と
考
え
て
い
た
と
さ
れ
 
 
 

る
。
く
i
r
O
－
i
N
書
○
ら
．
か
（
一
四
貢
）
．
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く
i
r
〇
一
i
N
≡
N
も
．
か
（
一
四
頁
。
た
だ
し
訳
語
を
変
え
て
あ
る
「
 
 
 

く
i
r
O
ニ
N
O
昂
p
．
N
諾
（
一
七
九
頁
）
．
 
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
を
主
た
る
対
象
と
す
る
の
は
、
彼
が
硯
在
の
著
名
な
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
 
 

リ
ヘ
の
最
も
直
積
的
な
依
拠
を
通
し
て
「
徳
」
 
の
概
念
右
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
し
な
お
ヴ
ィ
ロ
リ
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
研
究
・
共
和
主
 
 

義
研
究
は
、
よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
十
分
に
吟
味
▼
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
 
 

思
わ
れ
る
。
く
i
r
〇
一
こ
器
∞
の
ル
ソ
ー
論
に
つ
い
て
は
O
n
O
N
O
喜
一
五
七
－
人
二
頁
に
、
く
i
r
0
1
i
N
0
0
N
に
つ
い
て
は
、
Y
O
S
h
i
N
a
W
a
N
茎
A
に
紹
介
が
 
 

あ
る
〔
 
 
 

な
お
本
稿
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
思
想
研
究
を
試
み
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
〈
ま
で
も
現
代
の
共
和
主
義
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
を
ど
の
よ
う
に
 
 

扱
っ
て
い
る
か
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
l
一
人
の
マ
キ
7
ヴ
ュ
ツ
リ
」
関
学
－
⊥
君
主
論
』
を
著
し
、
 
 

権
力
を
得
た
君
主
が
ど
の
よ
う
に
権
謀
術
数
を
用
い
て
国
を
統
治
す
る
か
を
問
題
と
す
る
「
国
家
理
性
」
 
の
思
想
家
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
と
、
『
デ
ィ
 
 

ス
コ
ル
シ
』
そ
の
他
の
著
作
を
記
し
、
民
衆
の
自
己
統
治
や
徳
の
陶
冶
を
説
く
共
和
主
義
者
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
 
 
 

ー
 
を
論
じ
る
の
で
は
な
い
し
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
『
君
主
論
』
と
 
『
デ
ィ
ス
コ
ル
、
ン
』
と
の
あ
い
だ
の
理
論
的
整
合
性
を
問
題
に
す
る
の
で
は
 
 

な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
現
代
の
共
和
主
義
者
 
－
 
と
り
わ
け
本
稿
で
は
ヴ
ィ
ロ
リ
を
主
な
対
象
に
す
る
 
ー
 
が
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
解
釈
 
 

を
通
し
て
、
共
和
主
義
の
理
念
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
現
代
の
社
会
に
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
の
か
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
∪
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想
史
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主
に
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レ
ン
ツ
ェ
を
舞
台
と
L
た
人
文
主
義
者
た
ち
と
そ
の
流
れ
を
汲
む
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
ら
を
 
 

主
人
公
と
す
る
が
、
よ
り
包
括
的
な
論
考
、
と
く
に
英
米
圏
へ
の
共
和
主
義
の
伝
播
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
も
は
や
共
和
主
義
研
究
に
欠
 
 

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
 
こ
○
－
J
n
 
P
C
〔
C
C
k
）
 
の
 
『
マ
キ
7
ヴ
ュ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
、
ノ
ト
』
 
（
P
O
C
O
C
k
－
讐
望
を
挙
げ
る
こ
と
 
 

が
で
き
よ
う
。
同
書
は
よ
う
ヤ
〈
翻
訳
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
今
後
の
共
和
主
義
の
思
想
史
研
究
の
さ
ら
な
る
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。
イ
タ
 
 

リ
ア
の
共
和
主
義
研
究
は
ま
だ
手
薄
な
観
が
あ
る
が
、
近
年
の
貴
重
な
研
究
と
L
て
O
k
u
d
a
N
ロ
○
の
を
挙
げ
た
い
。
 
 
 

V
i
r
O
－
こ
憲
N
も
」
ヨ
．
 
 
 

く
i
r
O
－
こ
鐘
声
p
p
．
N
望
・
N
．
 
 
 

く
i
邑
こ
憲
∽
一
P
p
．
－
コ
・
N
（
二
九
七
】
八
頁
）
．
ヴ
ィ
ロ
リ
の
こ
こ
で
の
言
及
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
 
（
J
冒
g
e
n
H
a
b
e
r
m
a
s
）
 
の
共
和
 
 

一
〇
一
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（
1
7
）
 
 

141312  

一
〇
二
 
 

主
義
理
解
に
対
す
る
批
判
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
誤
解
は
そ
も
そ
も
チ
ャ
ー
ル
ズ
‥
ア
イ
ラ
ー
（
C
h
a
ユ
e
s
 
 

T
a
y
【
O
r
）
 
の
誤
解
に
由
来
し
て
い
る
、
と
い
う
。
 
 
 

く
i
r
O
－
こ
芸
N
一
p
p
．
N
笠
1
害
．
 
 
 

く
i
r
O
－
こ
芸
N
一
p
．
N
笠
．
 
 
 

レ
イ
・
タ
ー
ナ
ー
（
「
e
i
g
h
T
亡
r
n
e
r
）
は
、
ヴ
ィ
ロ
リ
の
表
そ
う
と
し
て
い
る
共
和
主
義
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
整
合
性
を
述
べ
よ
う
と
す
る
 
 

点
で
、
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
 
（
R
O
b
〔
r
t
 
P
u
t
n
P
m
）
 
ヤ
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
（
R
O
b
e
r
t
 
B
e
－
訂
h
）
 
ら
と
「
非
常
に
類
似
」
し
て
い
る
、
と
い
 
 

う
。
T
u
r
完
r
N
含
㌣
p
一
N
3
一
ま
た
駒
村
圭
吾
も
、
ヴ
ィ
ロ
リ
を
「
リ
ベ
ラ
ル
な
共
和
主
義
を
模
索
す
る
方
向
」
を
強
め
る
硯
代
の
共
和
、
上
轟
音
の
一
 
 

人
と
し
て
挙
げ
て
い
る
リ
K
O
m
a
m
u
r
a
N
害
↓
二
四
一
－
二
頁
ウ
 
 
 

ノ
J
r
O
－
こ
芸
N
一
p
．
崇
戸
 
 
 

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
整
合
的
な
什
方
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
ヴ
ィ
ロ
リ
の
共
和
‡
義
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
周
知
の
区
別
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
特
定
の
 
 

善
の
構
想
を
特
権
祝
す
る
包
括
的
ド
ク
ト
リ
ン
を
前
提
と
」
た
「
公
民
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 
（
c
i
v
i
c
 
h
u
m
呂
i
s
m
）
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
的
 
 

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
両
立
し
え
る
「
古
典
的
共
和
主
義
（
c
－
a
s
s
i
c
a
－
r
e
p
u
b
－
i
c
呂
i
s
m
ご
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
R
a
】
w
s
－
諾
〕
も
p
．
N
宗
・
り
 
 

な
お
こ
の
区
別
は
、
や
や
言
葉
を
変
え
ら
れ
こ
そ
す
れ
、
共
和
主
義
の
分
類
と
し
て
か
な
り
一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
（
K
y
m
－
i
c
k
b
 
N
O
声
p
p
．
 
 

N
澄
ム
O
N
（
E
二
七
1
≡
九
頁
）
一
P
a
t
t
e
n
－
慧
至
、
基
本
的
に
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
自
由
論
と
両
立
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
～
具
体
的
に
は
バ
ー
リ
 
 

ン
の
言
う
「
消
極
的
R
由
 
盲
e
g
a
t
i
v
e
【
i
b
e
r
t
y
）
」
を
支
持
す
る
か
い
な
か
〉
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
共
和
主
義
思
想
の
 
 

豊
穣
さ
と
多
様
性
と
を
十
分
に
踏
ま
、
生
し
い
な
い
点
で
受
け
入
れ
が
た
い
。
か
つ
て
筆
者
は
、
共
和
主
義
を
「
徳
性
－
陶
冶
型
」
と
「
審
議
－
参
加
 
 

型
」
の
∴
つ
の
類
型
に
区
別
し
た
こ
と
が
あ
る
が
へ
O
m
O
r
i
N
O
宗
一
六
〇
－
五
頁
）
、
こ
れ
は
公
私
結
合
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
観
 
 

点
か
ら
現
代
の
共
和
主
義
の
傾
向
を
あ
え
て
両
極
に
分
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
共
和
主
義
の
思
想
を
「
公
民
的
徳
性
」
 
の
要
素
を
排
L
て
再
構
成
す
 
 

る
と
い
う
立
論
卜
の
目
的
の
た
め
に
用
い
た
道
共
立
て
に
す
ぎ
な
い
。
小
m
川
大
典
は
、
共
和
主
義
の
区
別
に
関
し
て
「
争
点
は
、
徳
を
共
和
主
義
 
 

の
重
要
な
構
成
要
素
と
見
る
か
、
見
な
い
か
と
い
う
問
題
に
こ
そ
存
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

O
d
a
g
a
w
a
N
重
↓
L
五
六
1
七
頁
。
 
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
は
、
共
和
主
義
の
二
つ
の
原
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
ら
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
哲
学
の
側
で
は
法
の
支
配
が
、
ル
ソ
ー
 
 

ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
理
論
の
側
で
は
人
民
主
権
だ
け
が
受
け
継
が
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
く
i
邑
i
N
O
声
p
p
．
？
努
ま
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
共
 
 

和
主
義
か
ら
削
限
国
家
や
個
人
の
自
由
の
保
障
、
さ
ら
に
は
三
権
分
立
の
観
念
ま
で
も
受
け
継
い
で
い
る
、
と
い
う
。
I
b
i
d
も
p
．
監
工
芦
 
 
 

く
i
r
O
－
i
N
芸
N
も
．
巴
．
 
 
 

共
和
主
義
は
、
自
巾
主
義
の
「
干
渉
の
な
い
日
由
（
n
O
n
l
i
n
t
e
r
粁
r
e
n
c
e
）
」
に
「
支
配
の
な
い
自
由
（
n
O
n
．
d
O
m
i
n
a
t
i
O
n
こ
を
対
置
す
る
こ
と
が
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（
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）
 
 

（
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）
 
 

（
2
9
）
 
 

（
3
0
し
 
 

（
3
1
し
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多
い
。
こ
の
共
和
主
義
的
自
由
観
を
い
ち
早
く
打
ち
出
し
た
の
ほ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ペ
テ
ィ
ッ
ト
（
p
h
i
す
P
e
【
t
i
t
）
で
あ
る
。
p
e
｛
t
i
こ
票
苛
一
p
p
．
ピ
 
 

ー
遥
．
 
 
 

く
i
r
O
－
i
N
0
0
N
－
p
p
．
竿
〓
．
 
 
 

く
ー
r
C
－
i
N
0
0
N
▲
p
p
．
u
†
↓
．
 
 
 

か
つ
て
著
者
は
、
バ
ー
リ
ン
の
消
極
的
自
由
擁
護
論
が
単
純
な
推
論
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
単
純
な
推
論
が
、
共
和
主
義
を
も
巻
き
 
 

込
ん
だ
自
由
を
め
ぐ
る
論
争
を
貧
困
に
さ
せ
た
こ
と
を
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
O
m
O
r
i
N
茎
↓
▼
九
九
－
一
〇
l
一
頁
を
参
照
。
 
 
 

個
人
の
自
由
が
都
市
の
自
由
す
な
わ
ち
自
己
統
治
（
s
e
宇
g
O
V
e
r
n
m
e
n
（
）
に
依
存
す
る
と
い
う
理
解
は
、
他
の
共
和
主
義
者
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
 
 

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
s
E
n
n
e
ニ
芸
－
一
p
．
∽
N
（
九
六
－
七
頁
）
一
S
k
i
ロ
ー
亮
r
忘
宗
一
p
p
．
ひ
？
遥
（
七
一
－
⊥
0
0
頁
）
．
 
 
 

「
自
由
は
、
公
民
的
徳
性
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
情
念
を
所
有
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
く
i
r
O
【
i
N
0
0
N
も
」
ド
 
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
は
、
公
民
的
徳
性
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
多
様
で
豊
富
な
（
逆
に
一
言
え
ば
、
そ
の
意
味
の
中
核
が
見
え
に
く
い
）
語
彙
で
表
現
す
る
こ
 
 

と
が
多
い
が
、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ボ
ツ
ビ
オ
 
（
N
O
r
b
e
r
t
O
 
B
C
b
b
i
C
）
 
と
の
対
談
の
な
か
で
は
、
そ
れ
を
「
人
々
が
品
位
の
な
か
で
生
き
た
い
と
鮨
う
 
 

こ
と
 
（
t
O
W
i
s
h
t
O
－
i
＜
e
i
n
d
i
習
i
t
y
）
」
と
い
う
非
常
に
簡
明
な
表
現
で
定
義
し
て
い
る
。
B
〇
b
b
i
〇
如
く
i
邑
i
N
O
声
p
」
】
．
 
 
 

く
i
r
O
－
こ
豊
N
．
p
p
．
N
芝
・
〕
．
ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
、
と
り
わ
け
原
初
状
態
の
思
考
実
験
に
よ
る
正
当
化
は
、
理
性
 
 

に
は
訴
え
る
が
情
念
に
は
訴
え
か
け
ず
、
現
実
の
議
論
を
必
要
と
し
な
い
点
で
、
効
果
的
で
は
な
い
、
と
い
う
。
 
 
 

く
i
r
O
－
i
N
0
0
N
一
p
p
．
註
ム
．
 
 
 

と
く
に
ア
レ
ク
シ
ー
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
 
（
A
訂
首
s
d
e
 
T
O
C
q
u
e
く
i
－
－
e
）
 
と
彼
に
依
拠
す
る
共
和
主
義
者
た
ち
は
、
市
民
宗
教
の
必
要
性
を
説
く
 
 

傾
向
が
あ
る
。
 
 
 

く
i
r
O
－
i
N
0
0
N
一
p
p
．
誌
上
．
 
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
も
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
、
公
民
的
徳
性
を
も
た
ら
す
の
は
宗
教
と
祖
因
愛
の
力
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
、
と
 
 

述
べ
て
い
る
。
く
i
r
O
】
i
N
O
声
p
p
．
芝
・
N
．
 
 
 

く
i
r
O
－
こ
浩
茄
二
Y
－
（
九
頁
。
た
だ
し
訳
語
は
変
え
て
あ
る
）
．
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
 
（
M
a
r
g
a
r
e
t
C
琶
○
ノ
、
呂
）
は
、
ヴ
ィ
ロ
リ
の
パ
ト
 
 

リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
特
殊
な
政
治
体
へ
の
忠
誠
を
重
視
す
る
「
根
を
張
っ
た
共
和
主
義
（
r
0
0
t
e
d
r
e
p
u
b
－
i
c
a
n
i
s
m
）
」
を
擁
護
す
る
の
で
あ
り
、
カ
 
 

ン
ト
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
よ
う
に
、
超
国
家
的
政
治
体
へ
の
忠
誠
と
い
う
新
た
な
見
方
を
示
す
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
立
憲
的
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
 
 

（
c
O
S
m
O
p
O
－
i
t
a
n
c
O
n
S
t
i
t
u
t
i
〇
コ
a
－
p
a
｛
r
i
O
t
i
s
m
）
」
と
は
対
極
的
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
っ
C
a
n
O
＜
a
n
N
吉
〇
一
p
P
．
土
中
↓
 
 
 

ノ
J
r
O
－
こ
憲
0
0
■
p
」
誤
．
 
 
 

ノ
、
i
r
O
－
こ
憲
∝
一
p
」
怠
一
 
 

一
〇
三
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5
）
 
 

〔
4
6
）
 
 

（
4
7
）
 
 

（
4
8
）
 
 

（
4
9
）
 
 

（
5
0
）
 
 益

で
あ
る
と
述
べ
た
、
と
い
う
。
く
i
r
O
】
こ
憲
N
．
p
」
芸
．
ま
た
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
平
和
だ
が
弱
か
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヤ
ス
バ
ル
タ
よ
り
も
、
 
 
 

騒
々
し
い
が
強
か
っ
た
ロ
ー
マ
を
模
範
と
し
て
好
ん
で
開
い
た
が
、
そ
の
な
か
で
彼
は
市
民
の
不
一
致
を
＜
i
く
e
r
e
p
O
寮
c
O
の
所
与
の
事
実
と
し
て
 
 
 

解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
だ
、
と
い
う
。
く
i
r
O
－
こ
諾
〇
一
p
」
芦
 
 

（
4
0
）
 
ヴ
ィ
ロ
リ
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
帰
し
て
い
る
こ
の
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
 
（
M
P
r
t
h
a
 
C
．
N
u
s
s
b
a
u
ヨ
）
 
が
主
張
す
 
 
 

る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
 
（
c
O
S
m
O
p
O
芳
賀
i
s
m
）
」
 
の
立
場
か
ら
は
批
判
の
対
象
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、
パ
ト
リ
オ
 
 
 

テ
ィ
ズ
ム
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
い
N
u
s
s
b
a
亡
m
－
双
岩
一
p
p
．
㌍
ふ
（
一
九
－
二
四
頁
）
一
 
 

44 43 42 ill 39 38 37  36 35 34  

】
〇
四
 
 

く
i
r
〇
一
こ
汝
芦
ら
．
∽
【
 
（
車
九
百
ハ
）
．
 
 
 

く
i
r
O
】
こ
浩
中
ロ
p
」
巴
⊥
（
三
一
六
－
七
頁
〉
．
 
 
 

い
わ
ゆ
る
「
公
民
的
徳
性
の
苗
床
 
（
s
e
e
d
b
e
d
O
f
〔
i
く
i
〔
V
i
r
t
u
e
こ
を
ど
の
よ
う
な
場
に
求
め
る
の
か
に
つ
い
て
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
論
 
 

家
た
ち
の
あ
い
だ
で
争
い
が
あ
る
が
、
祖
国
愛
に
直
接
求
め
る
こ
の
ヴ
ィ
ロ
リ
の
議
論
は
、
多
様
に
重
な
り
合
う
諸
制
度
に
求
め
る
ウ
ィ
ル
・
キ
ム
 
 

リ
ッ
カ
 
（
W
i
l
【
K
y
m
軒
k
a
）
 
の
見
解
と
大
き
く
異
な
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
K
y
m
－
i
c
k
a
N
0
0
N
も
．
∽
岩
（
四
五
一
頁
）
。
な
お
こ
れ
に
関
し
 
 

て
、
正
義
論
の
主
題
と
し
て
公
民
的
徳
性
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
平
井
亮
輔
の
論
考
（
H
i
r
巴
N
含
A
一
四
〇
二
頁
）
 
が
興
味
深
い
n
）
 
 
 

V
i
r
O
－
こ
諾
ぃ
も
p
」
〕
（
九
1
一
〓
星
．
 
 
 

V
i
r
O
－
i
N
0
0
N
一
p
p
∴
黛
T
リ
 
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
社
会
対
立
は
内
戦
に
陥
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
不
吋
避
で
あ
り
か
つ
政
治
的
自
由
の
維
持
に
は
有
 
 

テ
ィ
オ
を
人
種
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
言
語
な
ど
出
生
地
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
用
い
て
い
た
、
 
 
 

く
i
r
O
－
i
N
苦
N
一
℃
p
．
宗
L
声
 
 
 

く
i
r
0
1
こ
若
ひ
．
p
」
賢
二
二
一
七
－
八
頁
）
．
 
 
 

く
i
r
O
－
i
N
O
声
p
p
．
N
宗
⊥
（
二
二
一
兵
）
．
 
 
 

く
i
r
O
－
こ
等
N
一
p
p
．
N
害
⊥
．
 
 
 

『
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
全
集
1
』
 
四
一
頁
。
 
 
 

く
i
r
O
－
こ
涙
声
p
．
－
∽
p
 
 

く
i
邑
こ
盟
中
ロ
p
J
l
∽
（
九
1
二
頁
）
．
 
 

V
i
r
O
【
i
N
0
0
N
一
p
．
宗
．
 
 

V
i
邑
こ
禁
中
p
．
∽
の
（
人
二
－
三
頁
）
一
く
i
r
O
【
こ
諾
0
0
も
p
」
悪
・
芦
 
 

ヴ
ィ
ロ
リ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
、
パ
ト
リ
ア
を
レ
ス
▲
プ
ブ
リ
カ
ヤ
法
や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
生
活
様
式
と
し
て
用
い
て
い
た
が
、
ナ
 
 

と
い
う
。
B
O
b
b
i
O
如
く
i
岩
－
i
N
茎
u
も
」
0
0
．
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i
邑
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諾
∽
一
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設
（
一
二
九
－
二
〇
百
）
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（
弘
）
 
く
i
r
0
1
i
N
苦
N
も
p
．
↓
N
ム
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（
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）
 
く
i
r
O
－
i
N
O
声
p
．
芦
 
 

（
6
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）
 
く
i
r
O
－
こ
貨
車
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p
．
〓
甲
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（
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く
i
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〓
鷲
義
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芝
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く
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〇
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く
i
r
O
≡
雀
0
0
｝
p
p
．
－
貫
く
i
r
O
－
i
N
O
声
p
．
謡
（
た
だ
し
ど
ち
ら
も
引
用
先
は
不
明
で
あ
る
）
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）
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マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
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全
く
そ
の
時
代
〔
十
大
世
紀
初
頭
〕
 
の
人
」
 
（
グ
ラ
ム
シ
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で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
て
く
る
彼
の
英
知
は
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す
べ
て
の
時
代
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
な
く
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
の
内
情
と
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
閲
と
の
確
執
、
そ
れ
に
西
欧
諸
国
家
と
の
均
衡
 
 
 

と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
私
た
ち
は
つ
ね
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
時
代
と
同
じ
視
座
に
立
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
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a
w
a
i
N
0
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】
一
五
八
頁
。
 
 

（
付
記
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稿
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平
成
二
〇
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日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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