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「
自
由
放
任
」
と
は
、

と
国
際
友
好
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
政
策
で
あ
る
。

自
由
放
任
政
策
が
広
く
支
持
さ
れ
て
、

国
家
に
よ
る
保
護
貿
易
を
主
張
す
る
立
場
は
、

七
五

完
全
な
異
端
と
し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
た
。

ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
ー

(
H
a
r
o
l
d
J. 
L
a
s
k
i
)

ら
が
学
問
的
活
動
を
開
始
し
た
二
十
世
紀
の
十
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
思
想
界
で
は
、

ン
サ
ム

(
J
e
r
e
m
y
B
e
n
t
h
a
m
)
流
の
伝
統
的
個
人
主
義
が
退
潮
し
て
、
国
家
の
意
義
や
役
割
を
あ
る
程
度
容
認
し
て
、

調
和
を
は
か
ろ
う
と
す
る
考
え
方
が
興
っ
て
き
た
。
十
九
世
紀
の
末
期
に
は
、
未
だ
国
家
を
信
頼
し
な
い
と
い
う
思
想
が
正
統
と
さ
れ
、

ろ
正
統
と
さ
れ
、

国
家
と
個
人
の

一
方
で
は
、
内
政
面
で
国
家
活
動
を
ギ
リ
ギ
リ
の
最
少
限
に
ま
で
制
限
し
、
他
方
で
は
、
対
外
関
係
で
自
由
貿
易

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
自
由
主
義
は
、

1
8
8
0
年
以
後
は
次
第
に
消
え
去
っ
て
、
や
が
て
、
国
家
を
信
頼
し
て
国
家
機
能

の
長
所
を
認
め
、
個
人
自
由
の
貫
徹
の
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
、
国
家
の
干
渉
も
己
む
を
得
ぬ
、

っ
て
代
ろ
う
と
し
た
。
第
一
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
思
想
界
で
は
、

ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題

と
す
る
干
渉
主
義
が
従
来
の
立
場
に
と

一
般
に
か
か
る
干
渉
主
義
が
台
頭
し
て
、
国
家
信
頼
の
立
場
が
む
し

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
傾
向
は
逆
に
批
判
さ
れ
る
と
い
う
空
気
が
生
じ
た
。

即
ち
、
ベ
ン
サ
ム
流
の
個
人
主
義
は
、
あ
ま
り
に
も
強
く
個
人
的
単
位
を
重
視
し
て
、
国
家
を
単
に
原
子
的
個
人
の
集
計
に
過
ぎ
な
い

な
も
の
と
し
て
、
反
面
、
国
家
を
構
成
す
る
「
集
団
」
の
存
在
に
留
意
し
な
か
っ
た
。
個
人
は
、
単
に
原
子
的
個
人
と
し
て
は
、
も
は
や
、

個
人
的
自
由
の
実
現
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
、
個
人
の
集
り
で
あ
る
集
団
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、

発
見
さ
れ
始
め
た
。
た
と
え
、
人
は
個
人
至
上
主
義
者
で
あ
っ
て
も
、
最
早
、
そ
れ
は
団
体
的
個
人
主
義
者
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
。
か
っ
て
の
個
人
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
今
や
集
団
に
と
っ
て
代
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
も
早
、
人
間
対
国
家
の
時
代
で
は
な
く
、

ベ
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集
団
対
国
家
の
時
代
で
あ
る
、

同
'
-
職
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
組
合
が
、

自
主

と
い
う
考
え
方
は
、
個
人
主
義
の
行
き
づ
ま
り
を
語
る
と
同
時
に
、
個
人
が
集
団
を
介
し
て
、
自
己
の
面

目
を
取
り
か
え
そ
う
と
す
る
、
新
し
い
個
人
主
義
の
発
芽
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

バ
ー
カ
ー
(
E
.
B
a
r
k
e
r
)

は
、
こ
う
し
た
集
団
の
役
割
に
注
目
し
て
、
国
家
と
集
団
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
種
の
連
立
主
義

(
F
e
d
e
-

r
巴
i
s
m
)
を
提
唱
し
た
。
彼
は
、
当
時
の
思
想
家
達
の
間
で
唱
え
ら
れ
は
じ
め
た
こ
の
よ
う
な
連
立
主
義
を
支
持
し
て
、

「
最
近
連
立
主
義
に
つ
い
て
の
論
議
が
多
く
な
っ
た
。
こ
の
論
議
の
背
後
に
あ
る
感
情
は
、
単
一
主
権
を
も
つ
単
一
統
合
国
家
と

い
う
の
は
、
実
際
生
活
に
は
ほ
と
ん
ど
適
合
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
い
う
疑
念
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
感
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、

ど
の
国
家
も
一
種
の
連
立
社
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
領
域
内
に
色
々
さ
ま
ざ
ま
の
民
族
集
団
、

さ
ま
ざ
ま
の
教
会
、
さ
ま
ざ
ま
の
経
済
組
織

①
 

を
包
含
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
各
成
員
の
上
に
統
制
の
方
法
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
」
こ
う
い
う
集
団
と
国
家
の
関
係

集
団
の
価
値
と
存
在
意
義
を
強
調
す
る
余
り
、

国
家
を
否
定
し
た
り
、

国
家
の
意
義
を
過
少
評
価
し
た

り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
む
し
ろ
、
国
家
は
そ
れ
な
り
の
目
的
と
意
義
に
照
ら
し
て
、
集
団
と
協
力
し
つ
つ
、
そ
の
機
能
と

役
割
を
発
揮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
承
認
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
カ
ー
の
い
う
い
こ
ろ
を
続

「
最
近
の
社
会
主
義
は
、
単
一
の
中
心
か
ら
管
理
さ
れ
る
一
元
的
集
産
主
義

(
C
o
l
l
e
c
t
i
v
i
s
m
)

の
道
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
は
、
ギ
ル
ド

(
G
u
i
l
d
)

と
い
う
名
の
集
団
を
育
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、

同
一
職
業
の
労
働
者
か
ら
成
る
各
ギ
ル
ド
の
た
め
に
は
、
受
託
者
と
し
て
こ
れ
ら
生
産
手
段
の
使
用
監
理
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
又
、

一
方
で
は
、
国
家
に
対
し
て
文
化
の
促
進
と
い
う
任
務
を
与
え
、
ギ
ル
ド
の
た
め
に
は
、
経
済
生
活
の
統
制
と
い
う
任
務
を
要
求
し
よ
う

と
す
る
。
こ
の
新
社
会
主
義
に
お
い
て
、
労
働
組
合
は
自
由
団
体
な
る
こ
と
を
宣
言
し
、
彼
等
自
身
の
目
的
を
遂
行
し
な
が
ら
、
自
由
に

②
 

自
己
の
生
活
を
発
展
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
バ
ー
カ
ー
も
認
め
る
よ
う
に
、

け
る
と
、

に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識
は
、

っ
た
。

一
方
で
は
国
家
を
生
産
手
段
の
終
局
の
所
有
者
と
考
え
、

次
の
よ
う
に
語

七
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的
に
生
産
の
監
理
者
と
な
っ
て
、
経
済
生
活
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
、

て
、
こ
う
い
う
傾
向
を
な
ん
ら
か
の
形
で
承
認
し
て
、
こ
れ
を
経
済
的
、
ま
た
は
政
治
的
理
論
の
基
礎
に
置
い
て
、
新
し
い
社
会
理
論
の

構
成
を
試
み
る
こ
と
は
、
当
時
の
学
者
達
の
急
務
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
国
家
も
や
は
り
、

ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
国
家
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
て
他
の
社
会
集
団
に
優
位
す
る
絶
対
的
存
在
で
は
な
く
、
教
会
、
労
働
組

も
、
こ
の
立
場
か
ら
論
ず
れ
ば
、
単
な
る
相
対
的
権
威
に
す
ぎ
ざ
る
も
の
で
、
他
の
権
威
を
圧
し
て
、
こ
れ
に
勝
手
な
命
令
を
下
す
こ
と

な
ど
は
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、

―
つ
の
機
能
団
体
と
し
て
、
そ
の
各
々
が
相
互
に
独
立
し
て
他
団
体
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
、

と
い
う
理
論
が
お
こ
っ
て
も
、
不
思
議
と
す
る
に
足
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
個
の
団
体

(association)
と
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

協
力
し
つ
つ
、
共
同
体

(
c
o
m
m
u
n
i
t
y
)
の
一
員
と
し
て
、
共
同
生
活
の
統
制
を
お
こ
な
う
制
度
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
、
国
家
に
そ
の

特
殊
の
機
能
と
し
て
、
立
法
権
が
み
と
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
同
一
の
意
味
に
お
い
て
、
他
の
ア
ソ
シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
ズ
に
も
、
そ
の
機
能
の

す
べ
て
の
形
式
の
団
体
は
、

⑧
 

て
、
国
家
同
様
に
立
法
行
為
に
対
し
て
、
社
会
的
地
位
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

当
時
の
社
会
理
論
の
中
に
は
、
国
家
の
主
権
性
、
絶
対
性
に
対
し
て
、
極
端
な
反
対
を
唱
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
む

し
ろ
、
社
会
的
諸
集
団
の
社
会
的
役
割
が
新
し
い
角
度
で
注
目
さ
れ
た
結
果
、
個
人
主
義
の
遂
行
が
単
な
る
個
人
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
ス
を
介
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
理
論
の
中
に
は
、
国
家
不
信
、
ま
た
は
、
国
家
否
定
の
態
度
は
存
し

ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題

範
囲
内
に
お
い
て
、

立
法
権
が
み
と
め
ら
れ
て
も
不
合
理
で
は
な
い
で
は
な
い
か
、

七
七

そ
の
重
要
さ
に
応
じ

国
家
と
い
え
ど
も
、
要
す
る
に
、

他
の
団
体
と
協
力
し
て
活
動
す
る
と
き
に
、

そ
の
目
的
を
最
も
よ
く
は
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
、

い
わ
ゆ
る
集
団
の
機
能
的
活
動
が
各
方
面
に
発
達
し
て
き

一
個
の
機
能
的
集
団
と
考
え

考
え
ら
れ
た
。

他
の
ア
ソ
シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
ズ
に

と
い
う
こ
と
が
新
し
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な

し
た
が
っ
て
、

合
、
消
費
組
合
、
市
会
、
学
校
な
ど
は
、

国
家
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な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
批
判
的
な
態
度
に
出
て
お
り
、

家
の
主
権
性
を
強
く
否
認
す
る
見
解
は
存
在
し
て
も
、
国
家
を
抹
殺
す
る
よ
う
な
理
論
は
、
生
じ
な
か
っ
た
。
国
家
の
主
権
性
を
否
定
し

逆
に
従
来
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
集
団

(
G
r
o
u
p
s
)

の
主
権
性
を
強
調
せ
ん
が
た
め
に
、

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

た
め
に
設
け
ら
れ
た
一
種
の
制
度
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
在
っ
て
は
困
る
が
、

ま
た
な
け
れ
ば
具
合
も
悪
い
、

そ
れ
と
対
照
的
に

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
対
に
諸
集
団
の
権
威
と
価
値
が
、
増
大
し
た
と
も
見

国
家
の
主
権
性
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て

自
由
放
任
政
策
を
建
前
と
す
る
以
上
は
、
国
家
に
よ
る
個
人
の
干
渉
は
、
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
、
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
。
個
人
の
経

済
的
活
動
は
い
う
に
及
ば
ず
、
政
治
、
文
化
、
宗
教
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
、
国
家
の
干
渉
や
統
制
は
、
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
、
排

除
し
て
、
個
人
的
活
動
の
範
囲
を
拡
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
は
、
個
人
の
自
由
活
動
が
百
。
ハ
ー
セ
ン
ト
可
能
に
な
る
よ
う
、
こ
の

と
い
っ
た
、

ま
こ
と

に
厄
介
な
、
一
種
の
必
要
悪
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
、
時
代
は
移
り
、
社
会
状
況
の
変
化
が
著
し
く
認
め
ら
れ
る
今
日
に
あ
っ

て
、
相
変
ら
ず
、
国
家
を
継
子
あ
っ
か
い
に
す
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
妥
当
で
あ
ら
う
か
、
こ
の
こ
と
の
反
省
が
国
家
論
や
社
会
理
論
の

上
に
、
国
家
役
割
の
再
認
識
と
し
て
登
場
し
、
個
人
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
、
完
全
な
る
個
人
主
義
の
立
場
を
放
棄
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
個
人
的
自
由
と
幸
福
の
追
求
は
、
も
早
、

一
人
一
人
の
個
人
が
個
々
別
々
に
お
こ
な
う
こ
と
は
、
不
可
能
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
集
団
的
活
動
を
介
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
目
的
と
意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
早
く
も
、
自
由
の
実
現
は
集
団
的
組
織
に

お
い
て
、
労
働
者
は
組
合
的
組
職
に
お
い
て
、
同
職
者
は
ギ
ル
ド
的
協
会
に
お
い
て
、
宗
教
的
行
事
は
各
宗
派
、
各
教
会
の
自
立
的
活
動

た
の
は
、

Il 

コ
ー
ル
や
ラ
ス
キ
ー
の
よ
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に
、
国
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に
お
い
て
、
実
際
に
着
々
と
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
で
は
な
い
か
、
こ
と
は
宗
教
的
、
経
済
的
問
題
に
限
ら
ず
、
政
治
的
問
題
に
お
い
て

も
、
地
方
分
権
的
傾
向
が
著
し
く
な
り
、
又
、
小
民
族
集
団
に
対
す
る
政
治
的
権
限
の
大
幅
移
譲
、

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
変
化
と
相
侯
っ
て
、
集
団
的
活
動
の
も
た
ら
す
実
際
的
効
果
が
社
会
学
者
や
政
治
学
者
ら
の
注
目
す
る
所
と

な
り
、
人
類
生
活
に
自
由
と
幸
福
を
約
束
す
る
真
実
の
方
途
が
あ
ら
た
に
生
誕
し
た
か
に
見
ら
れ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
国
家
と
，

い
え
ど
も
、
最
早
、
特
殊
の
集
団
で
は
あ
り
え
な
い
、
ま
た
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
も
の
は
究
極
に
お
い
て
、
人
間
的
自
由
と
幸

福
を
保
証
す
る
生
活
方
式
な
の
で
あ
る
。

に
生
起
し
た
、

の
名
前
で
総
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
種
の
意
識
的
集
団
で
あ
っ
て
、
明
確
な
目
的
を
有
し
て
、
そ
の
目
的
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
機
能
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

結
成
さ
れ
た
一
種
の
形
式
的
団
体
と
い
う
ほ
か
な
く
、
こ
の
限
り
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
他
の
ア
ソ
シ
ェ
イ
シ
三
ン
ズ
と
、
そ
の
本
性
に
お

い
て
何
等
異
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
国
家
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
包
括
的
、
綜
合
的
組
織
と
し
て
、
／
一
段
違
っ
た
場
所
か
ら
諸
他

の
組
織
に
命
令
を
下
す
な
ど
、

T
h
e
o
r
y
 o
f
 t
h
e
 S
t
a
t
e
)
 

と
し
て
い
る
。

七
九

コ
ー
ル
な
ど
も
、
国
家
の
主
権
性
を
否
認
す
る

一
般
に
、
多
元
的
国
家
論
(Pluralistic

と
い
う
よ
う
な
現
象
も
み
ら
れ
よ
う

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
的
生
存
を
人
間
生
存
の
基
本
と
す
れ
ば
、
国
家
は
こ
の
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
の
埓
内

と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
っ
て
、
国
家
が
厳
然
と
君
臨
し
て
諸
他
の
団
体
の
上
に
主
権
的
横

暴
を
振
舞
う
な
ど
は
、
人
間
生
活
の
破
壊
に
も
ひ
と
し
い
、

と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
は
、
国
家
と
し
て
、
そ
の
目
的
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
他
の
団
体
と
平
和
的
に
共
存
し
て
こ
そ
、
真
の
国
家
的
面
目
が
存
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
学
説
乃

至
は
国
家
論
が
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
出
現
し
た
こ
と
は
、
非
常
に
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

多
元
論
者
の
中
で
国
家
の
主
権
性
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
方
向
に

歩
ん
だ
学
者
の
な
か
で
は
、
ラ
ス
キ
ー
な
ど
は
、
最
も
急
進
的
分
子
の
一
人
で
あ
っ
た
。

上
で
は
、
ラ
ス
キ
ー
に
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
が
、
国
家
の
主
権
な
ど
に
は
余
り
こ
だ
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
、
集
団
の
役
割
や
任
務
を
重
視
し

ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題
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て
、
．
こ
れ
を
積
極
的
に
弁
護
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
バ
ー
，
カ
ー
ら
で
あ
っ
た
。
バ
ー
カ
ー
な
ど
の
所
説
を
見
る
と
、
国
家
と
集
団
の
優
位

云
々
な
ど
に
触
れ
る
処
は
あ
ま
り
見
当
ら
ず
、
国
家
の
主
権
性
や
絶
対
性
を
特
に
峻
別
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
国
家
と
集
団
の
上
位

個
人
的
自
由
の
実
現
は
、
最
早
、
楽
観
的
な
自
然
法
的
観
念
に
頼
っ
て
い
て
は
、
画
餅
に
似
た
も
の
と
な
り
、
空
虚
な
一
巻
の
夢
物
語

に
終
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
無
制
限
な
自
然
権
の
主
張
は
、
世
界
も
広
く
、
交
通
機
関
・
産
業
・
技
術
な
ど
の
成
長
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど

で
も
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
存
在
意
義
は
充
分
に
認
め
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人

は
各
人
の
人
間
的
自
由
を
充
分
に
伸
ば
す
こ
と
も
で
き
た
し
、
こ
れ
こ
そ
、
人
類
全
体
の
進
歩
と
福
祉
に
役
立
つ
大
き
な
ニ
ネ
ル
ギ
ー
の

源
泉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
化
的
幸
福
と
社
会
的
福
祉
を
望
む
人
間
の
欲
望
は
、
別
段
、
近
代
の
特
殊
現
象
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
こ

れ
は
歴
史
の
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
人
間
の
欲
望
で
あ
り
、
実
に
歴
史
推
進
の
母
体
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
的
幸
福
を
享
受
で
き
る
為
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
政
治
的
保
障
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
抽
象
的
、
観

念
的
自
由
の
享
楽
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
あ
り
得
て
も
、
そ
れ
は
恐
ら
く
実
効
の
伴
わ
ぬ
、
永
続
性
の
な
い
、
一
時
の
快
楽
に
終
る
こ
と
、

が
多
い
だ
ろ
う
。
歴
史
的
に
、
ま
た
は
社
会
的
に
、
あ
る
一
定
の
民
族
に
、
あ
る
一
定
の
階
級
に
、
自
由
の
実
現
と
文
化
の
創
造
が
見
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
は
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
、
そ
れ
を
保
障
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
政
治
的
自
由
と
い

う
も
の
が
成
立
し
て
お
る
は
ず
で
あ
る
。
古
代
ア
テ
ネ
の
文
化
的
絢
爛
は
、
自
由
な
る
市
民
に
与
え
ら
れ
た
政
治
的
保
証
が
こ
れ
を
も
た

ら
し
た
、
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
し
、
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
学
は
、
東
部
地
中
海
を
制
す
る
商
業
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
特
権
が
生

Ill 

関
係
な
ど
の
問
題
は
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
観
が
あ
る
。

ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題
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と
す
る
、
理
論
的
構
成
と
考
え
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
。

動
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

み
出
し
た
賜
物
と
、

を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
政
治
的
組
織
が
な
け
れ
ば
、
到
底
、
陽
の
目
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
そ
の
よ
う
に
、
人
間
的
自
由
の
獲
得
と
実
現
の
前
に
は
、
政
治
的
保
障
が
随
伴
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
抵
、
こ
の
よ

う
な
自
由
の
障
害
と
な
る
古
き
特
権
的
政
治
制
度
や
封
建
的
束
縛
か
ら
の
解
放
と
い
う
か
た
ち
で
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。
政
治
的
自
由
と

い
う
の
は
、
先
づ
、
こ
の
よ
う
な
解
放
運
動
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ
が
成
功
す
れ
ば
、
そ
の
次
に
そ
の
状
態
を
安
定
さ
せ
、
永
続
さ
せ
る

た
め
の
、
理
論
や
運
動
が
準
備
さ
れ
る
に
至
る
。
自
由
は
、
ま
づ
、
不
自
由
を
打
破
し
、
そ
こ
か
ら
自
分
を
解
放
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま

る
け
れ
ど
も
、

一
部
の
人
間
、
即
ち
、
．
近
代
市
民
階
級
で
あ
っ
て
、
こ
の
恩
恵
の
ゆ

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
イ
ク
リ
ア
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
豪
華
な
文
化
的
諸
作
品
は
、
自
由
な
る
商
業
市
民
と
、
そ
れ

い
つ
の
間
に
か
、
自
分
の
行
き
過
ぎ
を
反
省
し
て
、
今
度
は
逆
に
、
自
分
を
規
律
す
る
よ
う
に
な
る
、
安
定
と
か
、
秩
序

る
自
然
権
の
主
張
が
、
政
治
的
解
放
運
動
の
理
論
的
武
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
、

て
い
、
自
由
を
満
喫
し
た
時
に
、
自
分
か
ら
吐
く
と
こ
ろ
の
自
制
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
近
代
啓
蒙
期
に
お
け

と
か
い
う
言
葉
は
、
た
い

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
時
代
に
は
、
勃
興
期
資
本
主
義
の
花
形
役
者
た
る
近
代
市
民
の
、
人
間
的
自
由
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
、
大
き
な
ニ
ネ
ル
ギ
ー
が
胎

意
味
が
な
い
。
こ
れ
を
権
力
的
に
組
織
化
し
、
安
定
的
な
制
度
に
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
、
議
会
民
主
主
義
の
理
論
、
立
憲
民
主

制
論
、
法
治
国
家
論
な
ど
の
学
説
は
、
す
べ
て
近
代
市
民
の
政
治
的
自
由
を
意
義
あ
ら
し
め
、
こ
れ
を
永
続
的
な
価
値
と
し
て
承
認
せ
ん

然
し
、
こ
う
い
う
政
治
的
自
由
の
恩
恵
に
浴
し
た
の
は
、
実
は
、

え
に
、
彼
等
は
ま
た
、
そ
こ
に
す
ぐ
れ
た
文
化
を
建
設
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
自
由
と
文
化
の
関
係
は
こ
こ
に
お
い
て
も
裏
切
．

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
等
が
、

し
か
し
、
自
由
の
永
続
を
願
お
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
与
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
々
の

ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題

八

一
度
政
治
的
発
言
権
を
奪
取
す
れ
ば
、
こ
れ
に
拝
脆
し
、
こ
れ
を
礼
讃
す
る
だ
け
で
は
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能
に
ま
で
進
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

は
、
当
然
除
々
に
大
き
な
波
紋
を
描
い
て
、

ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題

層
が
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
政
治
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ー
プ
を
現
実
に
と
っ
た
の
は
、

と
は
、

1
8
3
2
年
英
国
に
お
け
る
第
一
選
挙
法
改
正
の
示
す
と
お
り
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
般
の

い
わ
ゆ
る
、
新
興
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
称

せ
ら
れ
る
階
級
で
あ
っ
て
、
中
央
集
権
的
な
近
代
国
家
の
成
立
と
産
業
革
命
の
も
た
ら
す
利
潤
の
増
大
に
よ
っ
て
、
益
々
自
己
資
本
を
蓄

積
し
、
貴
族
や
地
主
階
級
に
よ
る
寡
頭
的
支
配
に
対
し
て
、
大
い
に
抵
抗
を
試
み
る
に
至
っ
た
。
ま
た
彼
等
は
、
自
由
放
任
政
策
を
堅
持

し
て
、
経
済
的
自
由
を
叫
び
、
国
際
的
に
自
由
貿
易
を
、
国
内
的
に
は
営
業
の
自
由
を
唱
道
し
て
、
国
家
権
力
の
干
渉
を
極
端
に
排
斥
し

た
。
政
治
的
分
野
に
お
い
て
は
、
同
様
に
非
干
渉
主
義
を
呼
号
し
て
国
家
権
力
の
介
入
を
極
度
に
制
限
し
、
法
的
拘
束
力
を
か
り
て
国
家

権
力
の
お
よ
ぶ
範
囲
と
、
そ
の
行
使
の
方
法
と
を
明
確
に
定
め
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
彼
等
の
社
会
的
地
位
の
向
上
と
発
言
力
の
増
大

と
こ
ろ
が
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
社
会
的
進
出
と
政
治
的
特
権
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
自
由
と
財
産
を
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

反
対
に
、
労
働
者
階
級
や
一
般
の
勤
労
者
階
層
は
、
生
活
の
不
安
に
直
面
し
て
、
自
由
と
い
う
言
辞
は
、
か
え
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
達
に

と
っ
て
栓
桔
の
文
句
と
な
っ
て
き
た
。
古
典
学
派
の
唱
え
る
経
済
的
自
由
主
義
と
予
定
調
和
の
学
説
は
、
結
局
は
、
資
本
家
達
の
資
本
蓄

積
を
応
援
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
学
問
的
見
通
し
は
あ
ま
り
に
も
楽
観
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
由
競
争

の
結
果
、
最
も
不
利
益
を
蒙
る
の
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
労
働
者
や
勤
労
大
衆
で
あ
る
。
自
由
乎
等
の
標
語
は
自
然
法
的
命
題
と

し
て
永
遠
の
真
理
た
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
て
も
、
現
実
に
自
由
と
平
等
を
享
楽
し
て
い
る
の
は
、
資
本
家
階
級
で
あ
っ
て
、

市
民
は
慨
し
て
、
こ
の
埓
外
に
お
か
れ
て
い
る
。
加
う
る
に
、
技
術
革
新
と
産
業
革
命
の
進
行
は
、
産
業
界
に
活
況
を
も
た
ら
し
、
労
働

者
や
勤
労
大
衆
の
収
入
も
増
大
し
て
、
教
育
や
教
養
の
面
で
も
向
上
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
市
民
層
の
増
加

―
つ
の
社
会
問
題
に
発
展
し
、
こ
れ
を
等
閑
に
附
す
こ
と
は
、
最
早
、
政
治
的
に
殆
ど
不
可

デ
イ
ズ
レ
ー
リ

(
B
e
n
j
a
m
i
n
Disraeli, 1
8
0
4
ー1
8
8
1
)

の
か
か
げ
た
民
衆
的
原
則

(
p
o
p
u
l
a
r

八
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ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題

的
伝
統
に
立
ち
つ
つ
、

ウ

(
B
e
r
n
a
r
d
S
h
a
w
)

を
主
要
会
員
と
す
る
、

協
会
を
創
立
し
、
論
文
を
刊
行
し
て
大
い
に
社
会
主
義
の
宣
伝
に
つ
と
め
、

J¥ 

調
整
の
必
要
を
力
説
し
た
が
、
彼
等
が
無
政
府
主
義
や
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
か
ら
多
く
の
滋
養
を
摂
取
し
た
事
実
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て

コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
主
張
し
て
個
人
的
利
益
の
国
家
的

フ
ェ
ビ
ア
ソ
協
会

(
F
a
b
i
a
n
i
s
m
)

で
あ
っ
た
。

フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
者
は
、

1
8
8
4
年、

特
色
あ
る
社
会
主
義
を
唱
道
し
た
の
が
、

(
S
i
d
n
e
y
 
W
e
b
b
)
 
や
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ

も
あ
ら
わ
れ
て
、
社
会
主
義
的
思
想
は
漸
次
、
レ
ッ
セ
、

一
般
福
祉
に
必
要
な
義
務
か
ら
逃
れ
ん
と
す
る
自
由
主
義

(liberal
o
p
i
n
i
o
n
s
)

に
対
し
て
、

う
と
す
る
新
し
い
統
治
原
理
で
あ
っ
た
。
か
か
る
民
衆
的
原
則
に
立
っ
て
、
彼
は
労
働
者
の
道
徳
的
要
求
に
耳
を
傾
け
、
社
会
福
祉
的
立

法
を
矢
継
早
に
制
定
し
て
、
労
働
者
の
社
会
的
不
安
の
解
消
に
努
め
た
が
、
な
か
で
も
、

1
8
6
7
年
の
第
二
次
選
挙
法
改
正
は
、

に
お
け
る
大
衆
民
主
主
義
の
開
幕
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、

1
8
2
5
年
頃
か
ら
始
ま
る
べ

コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
時
代
に
移
行
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
尤
も
、

か
か
る
国
家
的
社
会
政
策
の
成
功
の
背
景
に
は
、

⑤
 

の
対
外
的
膨
脹
と
、
帝
国
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
一
層
の
拍
車
を
か
け
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
に
よ
る
第
二
次
選
挙
法
改
正
に
つ
づ
い
て
、

1
8
8
4
年
に
は
、

グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン

第
三
次
選
挙
法
改
正
が
実
施
さ
れ
、
こ
こ
に
長
年
懸
案
の
産
業
労
働
者
の
政
治
参
加
と
い
う
課
題
が
解
決
を
み
る
に
至
っ
た
。
こ
の
頃
に

は
、
す
で
に
、
大
陸
の
社
会
主
義
的
思
想
も
英
国
に
輸
入
さ
れ
て
、
プ
ル
ー
ド
ン

(
P
r
o
u
d
o
h
n
)

や
マ
ル
ク
ス

(
M
a
r
x
)

ら
の
共
鳴
者

フ
ェ
ー
ル
を
追
放
す
る
か
に
見
え
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
に
あ
っ
て
、
英
国

シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
プ

(
G
l
a
d
s
t
o
n
e
)

に
よ
る
、

い
わ
ゆ
る

w" 

て、

イ
ギ
リ
ス

ン
サ
ム
的
自
由
主
義
は
、

1
8
7
0
年
頃
に
は
一
応
の
終
末
を
と
げ
、

一
般
に
こ
の
頃
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
レ
ッ
セ
、

フ
ェ
ー
ル
が
退
潮
し

p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
)

は、

人
民
の
福
祉
を
図
ろ

イ
ギ
リ
ス
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所
に
お
こ
り
、

こ
の
国
に
あ
っ
て
も
拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

な
く
、

つ
と
に
先
輩
の
ミ
ル

(
J
.

S
.
 
Mill)
か
ら
継
承
し
た
も
の
だ
け
に
、

彼
等
の
論
説
の
重

「
資
本
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
土
地
」
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ミ
ル
に
倣
っ
て
地
主

の
収
得
す
る
地
代
の
不
労
増
価
に
対
し
て
、
酷
し
い
攻
撃
を
加
え
、
地
代
に
関
す
る
漸
進
的
社
会
化
政
策
を
採
用
し
て
、

⑥
 

会
的
に
創
造
さ
れ
た
価
値
と
い
う
も
の
を
重
要
視
し
て
、
利
子
や
使
用
料
の
国
家
移
管
を
唱
え
る
に
至
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
、
社

フ
ェ
ビ
ア
ン
派
は
一
般
に
漸
進
的
改
革
を
好
み
、
そ
の
関
心
の
標
的
も
資
本
主
義
に
と
も
な
う
労
慟
争
議
や
組
合
運
動
に
あ
る
の
で
は

イ
ギ
リ
ス
に
根
を
張
る
大
地
主
の
、
地
代
取
立
て
に
よ
る
不
労
所
得
に
あ
っ
た
。
然
し
、
す
で
に
、
資
本
主
義
に
よ
る
弊
害
は
各

フ
ラ
ン
ス
的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

(
S
y
n
d
i
c
a
l
i
s
m
)

の
影
響
は
、

た
。
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
の
微
温
的
な
社
会
化
政
策
に
飽
き
足
ら
ず
、

ま
だ
幾
分
因
習
的
な
風
味
を
た
だ
よ
わ
す
、
こ
の
進
歩
的
思
想
に
対

し
て
、
最
早
、
新
し
い
二
十
世
紀
は
か
な
り
の
感
覚
的
な
隔
り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
経
済
の
国
家
的
管
理
と
い
う
社

会
化
方
式
そ
の
も
の
が
批
判
さ
れ
、
国
家
を
社
会
主
義
の
機
関
と
し
て
認
め
る
考
え
方
に
は
、
反
対
の
態
度
が
表
明
さ
れ
は
じ
め
た
。

か
え
っ
て
、
経
済
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立
場
が
貫
か
れ
、
中
世
的
ギ
ル
ド
の
経
済
自
律
主
義
な
ど
が
参
考
に
さ
れ
て
、
各
種
経
済
団
体

の
自
主
的
運
営
と
自
律
的
統
制
に
よ
る
経
済
界
の
再
編
成
が
待
望
さ
れ
た
。

い
わ
ゆ
る
、

ギ
ル
ド
社
会
主
義

(
G
u
i
l
d
S
o
c
i
a
l
i
s
m
)

の
立

場
は
か
か
る
見
解
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
集
団
に
よ
る
自
己
統
制
と
、
集
団
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
ジ
ー
と
い
う
考
え
方
が
、

本
信
条
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
た
と
え
、
社
会
主
義
的
政
策
で
あ
っ
て
も
、
国
家
が
こ
れ
ら
の
集
団
に
優
越
し
て
、
主
権
的

そ
の
根

立
場
か
ら
経
済
政
策
を
施
行
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
っ
て
、
も
し
、
こ
の
政
策
が
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
精
神
に
反
し
、
経
済
的
自
律
主
義
を
破
壊
す
る
も
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
た
。
ギ
ル
ド
社
会
主
義
で
は
、
そ
の
意
味
で
、
社
会
主
義
よ

り
も
職
能
主
義
が
尊
重
さ
れ
、
現
代
国
家
は
優
越
的
な
法
的
主
権
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
諸
ギ
ル
ド
よ
り
成
る
―
つ
の
社
会
と
な
っ
て

点
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、

も
、
何
と
い
っ
て
も
、
そ
の
基
本
的
信
念
は
、

ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題

八
四
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ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題

衆
社
会
の
特
色
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、

集
団
に
媒
介
さ
れ
た
新
し
い
自
由
の
自
覚
と
、

八
五

し
ま
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
そ
の
国
家
も
―
つ
の
大
き
な
ギ
ル
ド
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
諸
ギ
ル
ド
を
包
含
し
た
―
つ
の
社
会
で
あ
る
。
機
能

的
な
役
割
を
果
し
な
が
ら
、
そ
の
も
の
自
体
が
そ
こ
に
実
在
す
る
実
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
―
つ
の
重
要
な
る
存
在
で
も
あ
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
こ
に
、
階
級
的
立
場
か
ら
、
国
家
の
撲
減
を
企
図
す
る
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
本
質
的
相
違
が
存
す
る
わ
け
で
、
ギ

⑦
 

ル
ド
主
義
の
イ
ギ
リ
ス
的
特
質
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

資
本
主
義
と
民
主
主
義
の
進
行
が
か
え
っ
て
大
衆
の
社
会
的
台
頭
を
う
な
が
し
、
単
な
る
古
典
的
な
自
由
放
任
主
義
の
遂
行
は
、
既
に

―
つ
の
壁
に
突
き
当
り
、
社
会
的
状
況
の
変
化
に
対
応
し
て
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
よ
う
な
新
し
い
社
会
学
説
内
乃
は
政
治
理
論
の
構

成
が
、
必
然
的
に
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
衆
社
会
の
発
達
は
、
当
然
、
民
主
主
義
の
拡
大
を
う
な
が
し
、

大
と
内
容
の
復
雑
化
が
、

そ
の
規
模
の
増

か
え
っ
て
、
権
力
の
集
中
と
強
化
を
喚
び
起
し
て
、
大
衆
社
会
そ
の
も
の
が
、
権
力
の
道
具
と
し
て
翻
弄
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
実
質
的
に
は
民
主
主
義
の
否
定
と
い
う
、
逆
説
的
な
現
象
が
お
こ
る
こ
と
に
な
る
。
独
乙
な
ど
で
は
、
実
際
に
民
主
主

義
が
否
定
さ
れ
て
、
．
強
力
な
独
裁
的
国
家
権
力
が
大
衆
を
自
然
の
断
片
と
し
て
取
扱
っ
て
し
ま
っ
た
。

独
乙
と
は
ち
が
っ
て
、
伝
統
的
に
個
人
主
義
、
自
由
主
義
の
強
固
な
地
盤
の
上
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
な
ど
で
は
、
大
衆
の

自
然
化
な
ど
は
簡
単
に
は
お
こ
り
よ
う
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
選
挙
権
さ
へ
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
間
生
来
の
理
性
と
相
侯
っ
て
、
必

然
的
に
自
由
平
等
と
い
う
報
酬
が
確
保
さ
れ
る
だ
ろ
う
、

⑧
 

ス
キ
ー
な
ど
に
は
大
い
に
疑
問
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
な
楽
観
的
な
見
方
を
す
る
ベ
ン
サ
ム
的
個
人
主
義
で
さ
へ
も
、
ラ

大
衆
の
社
会
的
進
出
と
い
っ
て
も
、
独
立
的
な
個
人
の
数
が
増
加
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
利
害
関
係
の
上
で
は
、
む
し
ろ
何
ら

か
の
社
会
集
団
に
属
し
て
、
個
人
的
自
由
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
集
団
的
個
人
と
し
て
の
自
覚
が
発
生
し
た
と
こ
ろ
に
、

イ
ギ
リ
ス
的
大

こ
れ
を
育
成
す
る
た
め
の
団
体
的
自
律
行
為
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ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題

と
、
自
主
的
経
営
権
の
擁
護
、

と
い
う
立
場
が
、
社
会
経
済
学
説
な
ど
に
よ
っ
て
新
し
く
注
目
さ
れ
て
、
大
衆
化
に
よ
る
弊
害
か
ら
自
己

こ
こ
で
当
然
起
っ
て
く
る
大
き
な
問
題
は
、

か
か
る
集
団
と
国
家
と
の
関
係
で
あ
る
。
国
家
的
主
権
と
集
団
的
自
主
権
が
ど
の
よ
う
に

調
和
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
全
く
調
和
し
な
い
か
、
調
和
し
な
い
と
す
れ
ば
、
国
家
主
権
を
否
認
す
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
立
場
を
貫
く

ラ
ス
キ
ー
の
国
家
主
権
否
認
論
が
い
か
な
る
背
景
か
ら
生
れ
た
か
。
こ
の
問
題
は
今
日
で
も
、
学
者
の
関
心
を
よ
び
お
こ
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
、
単
に
ギ
ー
ル
ケ
（
G
i
e
r
k
e
)
思
想
の
影
響
だ
、

リ
ス
を
風
靡
し
た
理
想
主
義
的
国
家
論
に
対
す
る
反
対
だ
、

と
見
る
学
者
も
い
る
だ
ろ
う
し
、

1
9
1
4
年
、
大
戦
勃
発
と
と
も
に
、

と
す
る
見
方
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
、
大
戦
の
原
因
を
つ
く
っ
た

独
乙
軍
国
主
義
に
対
す
る
嫌
悪
と
、
プ
ロ
シ
ヤ
国
法
学
に
対
す
る
反
感
、

ル
の
国
家
至
上
主
義
へ
の
挑
戦
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
一
般
的
通
説
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
然
し
、
何
故
ラ
ス
キ
ー

が
他
人
よ
り
も
積
極
的
に
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
発
見
に
努
め
た
か
、

ひ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
精
神
的
支
柱
と
も
見
倣
さ
れ
る
ヘ
ー
ゲ

と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
反
感
と
か
、
挑
戦
と
か
で
は
片
附
け
ら
れ

⑨
 

ぬ
、
さ
ら
に
深
い
根
本
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
見
出
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ラ
ス
キ
ー
の
多
元
的
国
家
論
が
彼
の
強
靱
な
る
自
由
へ
の
確
信
、
こ
と
に
、

の
に
最
大
の
ニ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
し
た
の
が
、
ラ
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
。

を
救
う
た
め
の
唯
一
の
道
程
と
な
っ
た
。

イ
ギ

イ
ギ
リ
ス
思
想
界
に
根
深
く
浸
潤
し
た
自
由
主
義
的
個
人

主
義
の
伝
統
に
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
よ
う
も
な
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
が
初
期
の
作
品
に
お
い
て
一
貫
し
て
示

⑩
 

し
た
主
権
へ
の
関
心
が
彼
本
来
の
自
由
主
義
に
対
す
る
確
信
か
ら
生
れ
た
こ
と
も
容
易
に
首
肯
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
ー
は
そ
の

意
味
で
も
、
グ
リ
ー
ン
の
薫
陶
を
う
け
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
的
な
理
想
主
義
者
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
、

か
れ
自
身
、
単
な
る
否
認
や
破
壊
を
好
ん
だ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
創
造
的
、
建
設
的
な
精
神
を
も
っ
て
、
現
代
の
理
想
的
国
家
構
造
の

八
六
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参
加
す
る
な
ど
、

実
践
的
、
政
治
的
分
野
か
ら
得
ら
れ
た
諸
経
験
が
、

さ
ら
に
、

八
七

ラ
ス
キ
ー
の
理
論
的
背
景
を
豊
富
に
盛
り
上
げ
て
い

描
写
と
、
そ
の
実
現
に
貢
献
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
決
し
て
、

し
た
の
で
は
な
く
、
国
家
は
か
え
っ
て
、
彼
の
理
論
体
系
の
中
で
は
生
か
さ
れ
て
い
る
と
も
い
う
べ
き
で
、
国
家
権
力
の
存
在
も
、
理
想

的
な
最
善
の
社
会
の
維
持
と
発
展
の
た
め
に
は
、
む
し
ろ
是
認
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
位
い
で
あ
る
。

彼
が
最
大
の
弊
害
と
し
て
極
力
排
撃
し
た
も
の
は
、
こ
う
い
う
権
力
が
過
度
に
集
中
し
て
、

も
、
対
内
的
に
も
絶
対
独
立
的
に
、
最
高
無
制
約
の
行
動
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
形
式
的
に
固
定
し
た
法
学
的
主
権
性
が
、
相

変
ら
ず
国
家
の
根
本
原
理
と
さ
れ
、
人
間
生
活
部
門
の
全
体
を
包
摂
し
て
、
無
制
限
な
命
令
を
発
し
て
こ
れ
を
圧
迫
す
る
な
ら
ば
、
市
民

⑪
 

と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
権

の
福
祉
は
ど
う
な
る
か
、
主
権
国
家
の
概
念
は
全
く
人
類
の
利
益
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
、

権
力
の
正
当
な
発
動
と
行
使
が
な
さ
れ
る
よ
う
、

⑫
 

対
す
る
制
限
的
方
法
を
考
え
、
責
任
国
家
の
原
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
戦
後
、

こ
れ
に
対
す
る
大
衆
の
監
視
を
厳
し
く
し
、

か
れ
は
、
国
家
そ
の
も
の
の
否
定
や
抹
殺
を
こ
こ
ろ
ざ

い
わ
ゆ
る
、
法
的
主
権
と
し
て
対
外
的
に

と
く
に
、

1
9
2
5
~
1
9
3
0
年
頃
の
ラ
ス
キ
ー
の
学
問
的
活
動
は
主
権
的
問
題
に
向
け
ら
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
権
力
(
p
o
w
e
r
)

「
若
し
、
主
権
概
念
が
完
全
に
放
榔
さ
れ
る
な
ら
ば
、
政
治
学
に
と
っ
て
い
つ
ま
で
も

恩
恵
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
。
わ
れ
わ
れ
が
取
扱
う
問
題
は
、
権
力
で
あ
る
。
権
力
の
本
性
で
重
要
な
こ
と
は
、
権
力
が
奉
仕

⑬
 

せ
ん
と
す
る
目
的
及
び
目
的
に
奉
仕
せ
ん
と
す
る
方
法
で
あ
る
」
こ
の
一
節
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ラ
ス
キ
ー
の
関
心
の
標
的
は

権
力
に
置
か
れ
た
と
も
見
ら
る
べ
き
で
、
こ
の
権
力
の
合
理
的
再
編
成
と
組
織
化
と
い
う
こ
と
が
、
新
し
い
学
問
的
課
題
と
な
っ
て
き
た
。

既
に
1
9
2
0
年
項
か
ら
フ
ェ
ビ
ア
ン
派
こ
と
に
シ
ド
ニ
ー
。
ウ
ニ
プ

(
S
i
d
n
e
y
W
e
b
b
)

ら
と
の
交
渉
が
盛
ん
と
な
り
、
英
国
労
働
党
に

た
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
富
の
生
産
、
分
配
な
ど
に
と
も
な
う
経
済
的
不
平
等
、
階
級
的
対
立
と
い
う
よ
う
な
現
象
は
明
ら
か
に
社

ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
題

へ
の
興
味
が
主
権
問
題
に
代
ら
う
と
し
て
い
る
。

カ
の
存
在
理
由
は
認
め
て
も
、

権
力
に
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会
悪
で
あ
り
、
国
家
は
自
己
の
目
的
に
照
ら
し
て
も
、
こ
の
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
の
最
善
の
方
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家

と
い
う
の
は
、
実
に
、
消
費
者
の
利
益
を
ま
も
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
本
来
の
職
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
市
民
に
は
各
自

の
生
活
に
必
要
な
最
少
限
度
の
財
産
が
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
は
こ
れ
ら
市
民
の
相
反
す
る
欲
望
を
調
整
し
、
経
済
諸
団
体
の
利
害

⑭
 

関
係
を
統
制
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
か
え
っ
て
国
家
に
対
し
て
は
、
こ
れ
に
耐
え
う
る
強
力
な
権
力

が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
、
ラ
ス
キ
の
多
元
論
に
ど
こ
と
な
く
、
正
統
国
家
論
の
蔭
影
が
差
し
込
ん
で
き
た
観
を
、
看
過
す
る
こ
と

は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。

田

E
.
B
a
r
k
e
r
,
 
Political 
T
h
o
u
g
h
t
 in 
E
n
g
l
a
n
d
,
 1
8
4
8
-
1
9
1
4
,
 
p. 
1
5
8
.
 

固

E
.
B
a
r
k
e
r
,
 op. 
cit. 
p. 
1
5
8
.
 

園

G
.
D
•
H
.
Cole, 
Social 
T
h
8
r
y
,
 1
9
2
3
,
 
p. 
1ー

1
1
7
.

山
小
松
春
雄
、
「
ベ
ソ
ジ
ャ
ミ
ン
、
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の
思
想
と
行
動
」
政
治
思
想
に
お
け
る
西
欧
と
日
本
（
南
原
繁
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）
所
収
、

p.
1
8
1
.
 

固
小
松
春
雄
、
前
掲
論
文
、

p.
2
0
7
.
 

固

E
.
B
a
r
k
e
r
,
 op. 
cit. 
p. 
1
8
8ー

1
9
2
.

切

E
.
B
a
r
k
e
r
,
 op. 
cit. 
p. 
1
9
9ー

2
0
0
.

固

H
.
]. 
Laski, 
A
 G
r
a
m
m
e
r
 of 
Politics, 
p. 
1
6
.
 

囮

H
.
A
•
D
e
a
n
e
;

T
h
e
 political 
I
d
e
a
s
 of H
.
 Laski, 
p. 
1
8ー

19.

著
者
は
ラ
ス
キ
ー
の
関
心
が
直
接
主
権
国
家
と
い
う
よ
り
も
、
資
本
主
義
国
家
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
見
て
、
資
本
主
義
国
家
に
内
在
す
る
権
力
的
矛
盾
を
突
く
こ
と

に
よ
っ
て
彼
が
主
権
国
家
の
慨
念
に
挑
戦
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
，

皿
堀
豊
彦
教
授
は
ラ
ス
キ
ー
の
多
元
論
に
お
い
て
、
ラ
ス
キ
ー
の
主
権
へ
の
関
心
と
い
う
こ
と
を
特
に
重
視
し
て
い
る
。

堀
豊
彦
、
「
多
元
的
国
家
論
」
政
治
思
想
に
お
け
る
西
欧
と
日
本
（
上
巻
）
所
収
論
文
、

p.
2
4
2

以
下
。

皿

L
a
s
k
i
,
0
p
.
cit. 
p. 
6
4
.
 

四

Laski,
op. 
cit. 
p. 
7
4ー

8
0
.

⑬

Laski, 
op. 
cit. 
p. 
4
4
-
4
5
.
 

閥

Laski,
op. 
cit. 
p. 
7
9
.
 

ラ
ス
キ
ー
に
於
け
る
国
家
権
力
の
問
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