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も
う
一
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

　
　
　

│
イ
ギ
リ
ス
立
憲
主
義
の
知
的
源
流
と
政
治
的
思
惟
様
式

土
井　

美
徳

「
近
代
化
と
民
主
主
義
」
研
究
会
よ
り

※
本
稿
は
、
２
０
０
９
年
１
月
22
日
、
東
洋
哲
学
研
究

所
主
催
の
「
近
代
化
と
民
主
主
義
」
研
究
会
で
の
報
告

に
基
づ
き
、
加
筆
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

 

は
じ
め
に

　

今
回
の
報
告
で
は
、
研
究
会
の
「
近
代
化
と
民
主
主
義
」
と

い
う
テ
ー
マ
に
近
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、「
も
う
一
つ
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
政
治
的
な

伝
統
あ
る
い
は
政
治
的
思
惟
様
式
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た

の
か
、
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
政
治

的
伝
統
、
政
治
的
思
惟
様
式
は
、
特
に
十
七
世
紀
のEnglish 

C
onstitutionalism

の
中
に
み
ら
れ
る
知
の
あ
り
方
で
あ
り
、
こ

れ
が
十
八
世
紀
に
な
っ
て
バ
ー
ク
の
憲
法
論
や
保
守
主
義
の
な

か
に
代
表
的
に
現
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
国

家
、
そ
の
政
治
的
な
思
考
様
式
が
、
ど
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に

し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
知
的
源
流
を
探
っ
て
み
る
、
と

い
う
の
が
、
本
日
の
報
告
の
課
題
で
す
。

　

十
七
世
紀
の
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
、
あ
る
い
は
「
古

来
の
国
制
」論（ancient constitution

の
議
論
）に
つ
い
て
の
研
究
は
、

ち
ょ
う
ど
早
稲
田
大
学
の
オ
ー
バ
ー
・
ド
ク
タ
ー
の
時
代
に
こ
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の
研
究
会
（
現
研
究
会
の
前
身
の
「
政
治
と
宗
教
研
究
会
」）
で
一
度

発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
時
、
研
究
が
中
断
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
五
年
ほ
ど
前
に
博
士
論
文
と
し
て
完
成
さ
せ
、

そ
の
後
、『
イ
ギ
リ
ス
立
憲
政
治
の
源
流

│
前
期
ス
チ
ュ
ア
ー

ト
時
代
の
統
治
と
「
古
来
の
国
制
」
論

│
』（
木
鐸
社
、
二
〇
〇

六
年
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

あ
る
法
的
思
惟
様
式
の
類
型
が
、
あ
る
一
つ
の
時
代
、
一
つ

の
民
族
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
、
そ
の
民
族
も
し
く
は
国
民
（nation

）
の
政
治
的
な
思

惟
様
式
、
な
い
し
政
治
的
生
活
に
お
い
て
も
重
要
な
影
響
力
を

持
つ
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
十
七

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
い
え
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
曹
集
団
の
法

的
思
惟
様
式
で
す
。
と
く
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
、
か
つ

同
時
に
議
会
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
人
び
と
、
す
な
わ
ち
庶

民
院
議
員
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
活
動
的
生
活
」
に
従
事
し
て
い

た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
、
か
れ
ら
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国

制
を
再
考
す
る
う
え
で
、
当
時
の
所
与
の
政
治
的
言
語
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
を
ど
う
い
う
形
で
組
み
替
え
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の

時
の
思
惟
様
式
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
の

が
私
の
研
究
の
主
た
る
関
心
で
す
。
こ
の
時
に
形
成
さ
れ
た
「
古

来
の
国
制
」
論
が
イ
ギ
リ
ス
立
憲
主
義
の
源
流
を
形
成
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

１　

イ
ギ
リ
ス
立
憲
主
義
の
系
譜

　

イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
系
譜
は
、
十
九
世
紀
に
ベ
ン
サ
ム
が
登
場

す
る
く
ら
い
ま
で
は
一
般
的
に
、
十
三
世
紀
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル

タ
か
ら
、
そ
の
後
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
そ
し
て
十
五
世
紀
の
フ
ォ

ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
そ
し
て
十
七
世
紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
時

代
の
サ
ー
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
、
そ
し
て
そ
の
ク
ッ
ク
の

議
論
を
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
論
争
を
ふ
ま
え
た
上
で
再
編
成
し
て
い

く
サ
ー
・
マ
シ
ュ
ー
・
ヘ
イ
ル
、
さ
ら
に
は
名
誉
革
命
の
翌
年

一
六
八
九
年
に
体
制
決
着
が
図
ら
れ
た
際
の
「
権
利
章
典
」
と

た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
後
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
ブ

ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
を
学
問
的
に
体
系
化

し
、ま
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
直
面
し
た
局
面
で
は
、エ
ド
マ
ン
ド
・

バ
ー
ク
が
こ
れ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
的
な
思
考
様
式
と
し

て
定
式
化
し
、
こ
こ
に
バ
ー
ク
の
憲
法
論
、
保
守
主
義
が
登
場

し
て
き
ま
す
。
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ま
た
も
う
一
つ
の
系
譜
と
し
て
は
、
ク
ッ
ク
と
同
時
代
の
フ

ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
、
ク
ッ
ク
を
批
判
し
た
ト
マ
ス
・
ホ
ッ

ブ
ズ
、
さ
ら
に
十
九
世
紀
に
な
る
と
、
ベ
ン
サ
ム
の
憲
法
典
、

こ
の
ベ
ン
サ
ム
の
延
長
線
上
で
い
わ
ゆ
る
主
権
者
命
令
説
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
い
う
、
法
実
証
主
義
の
流

れ
が
一
方
で
あ
り
ま
す
。
特
に
私
の
関
心
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

に
直
面
し
て
バ
ー
ク
が
『
省
察
』
を
書
い
た
際
の
彼
の
憲
法
観
、

そ
し
て
保
守
主
義
と
し
て
改
め
て
定
式
化
さ
れ
る
思
惟
様
式
の

類
型
が
、
十
七
世
紀
前
半
期
に
お
け
る
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー

理
論
、
あ
る
い
は
「
古
来
の
国
制
」
論
の
な
か
で
構
築
さ
れ
た

体
系
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
立
憲
主
義
の
な
か
の
法
の
支
配

や
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
の
自
由
と
い
う
形
で
定
式
化
さ
れ
た

自
由
の
観
念
は
、「
相
続
（inheritance

）」
の
原
理
に
立
脚
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
か
ら「
保
守
」と
い
う
観
念
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

た
だ
こ
の
保
守
と
い
う
観
念
は
、
た
し
か
に
（
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ

ー
ク
の
）『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
の
段
階
で
、
大
陸
の
い
わ

ゆ
る
啓
蒙
主
義
的
理
性
に
よ
る
作
為
の
論
理
と
対
置
し
た
局
面

で
は
、
過
去
と
の
連
続
性
を
重
視
し
、
古
来
の
伝
統
的
国
制
を

擁
護
す
る
保
守
主
義
の
思
考
様
式
と
し
て
表
れ
て
き
ま
す
が
、

同
時
に
、
こ
のEnglish C

onstitutionalism

は
、
典
型
的
な
ラ
デ

ィ
カ
リ
ズ
ム
の
作
用
、
す
な
わ
ち
非
常
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革

主
義
と
し
て
表
れ
て
く
る
側
面
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
古
来
性

の
原
理
に
立
ち
返
り
な
が
ら
、
現
在
を
改
革
し
て
い
く
と
い
う

そ
の
思
考
様
式
に
は
、
よ
り
根
源
的
な
古
来
の
価
値
に
立
ち
返

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
を
改
変
し
ゆ
く
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の

働
き
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
コ
ン

サ
ー
バ
テ
ィ
ズ
ム
の
働
き
は
と
も
に
、
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ

ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
本
質
的
要
素
と
し
て
、
コ

イ
ン
の
裏
と
表
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。

　

十
七
世
紀
の
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
、
も
し
く
は
「
古

来
の
国
制
」
論
が
展
開
さ
れ
た
時
代
は
、
一
六
〇
三
年
に
エ
リ

ザ
ベ
ス
が
死
去
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
王
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ

が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
即
位
し
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
が
成
立

し
た
時
代
で
す
。
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
典

型
的
な
絶
対
主
義
者
で
は
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
カ
ト

リ
ッ
ク
の
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
王
権
神
授
説

を
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
使
っ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
ス
コ
ッ
ト
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ラ
ン
ド
で
は
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ロ
ー
マ
法

に
対
す
る
強
い
シ
ン
パ
シ
ー
も
持
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
即
位
す
る
と
、コ
モ
ン
・

ロ
ー
法
曹
集
団
や
庶
民
院
を
中
心
に
強
い
警
戒
心
が
生
ま
れ
ま

す
。
実
際
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
政
策
を
め
ぐ
っ
て
、
国
制
論
争
が

起
こ
り
、
体
制
の
混
乱
・
動
揺
が
生
じ
て
き
ま
す
。
そ
の
時
に
、

特
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
議
論
の
焦
点
に
し
た
の
は
、

大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
展
的
人
文
主
義
法
学
（
ロ
ー
マ
法
の
系
譜
）

の
な
か
で
提
起
さ
れ
て
い
た
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の
よ
う
な
主
権

理
論
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
し
て

受
け
止
め
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
り
ま
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
お
い
て
、
国
家
の
基
本
構
造
な
い
し
基
本
法
と
い
う
意
味
で

C
onstitution

と
い
う
概
念
が
最
初
に
提
起
さ
れ
た
の
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
で
す
。
と
く
に
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
担
当
の
ジ
ョ
ン
・

カ
ウ
エ
ル
が
著
作
の
な
か
で
使
っ
た
こ
と
が
論
争
の
発
端
と
な

り
ま
す
。
そ
れ
以
前
はC

onstitution

に
当
た
る
言
葉
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
で
は
、
一
般
的
に
制
定
法
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
即
位
に
と
も
な
っ
て
大
陸
の

王
権
神
授
説
と
、
ロ
ー
マ
法
由
来
の
主
権
論
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
も
政
治
的
争
点
と
な
っ
て
き
て
、
そ
の
文
脈
でconstitution

を
め
ぐ
る
論
争
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
国
制
論
の
な
か

で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
目
指
し
た
の
は
、「
絶
対
的
国
王

大
権
（absolute prerogative

）」
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
法
の

支
配
と
議
会
権
力
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
形
で
、
二
重

に
制
限
を
加
え
る
こ
と
の
で
き
る
国
制
の
あ
り
方
で
し
た
。
そ

し
て
、「
法
の
支
配
」
の
法
、
こ
れ
が
ま
さ
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に

な
る
わ
け
で
す
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
至
高
の
基
本
法
で
あ
る

こ
と
の
正
当
性
を
、
彼
ら
が
ど
う
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
組
み
上
げ

て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
、
重
要
と
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
近
代
の
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ

ナ
リ
ズ
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
働
き
の
な
か

で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

 

２　

バ
ー
ク
の
憲
法
論
と
保
守
主
義

　

バ
ー
ク
に
関
し
て
は
、
私
の
専
門
で
は
な
い
の
で
す
が
、
彼

の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
の
中
に
現
れ
た
思
想
体
系
の
基
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本
的
な
構
成
要
素
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
思

想
的
系
譜
に
沿
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
バ
ー

ク
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
、
そ
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
人
の
自
由
を
「
古
来
の
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
法
と
自
由
」
と
い

う
形
式
に
お
い
て
擁
護
し
ま
す
。
少
し
引
用
し
ま
す
。

　

革
命
（
＝
名
誉
革
命
）
が
行
わ
れ
た
の
は
、
わ
が
国
の
古

来
の
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
（ancient and undoubted

）
法
と
自
由

を
維
持
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は

法
と
自
由
に
対
す
る
唯
一
の
保
障
で
あ
る
、
あ
の
古
来
の

国
制
（ancient constitution

）
を
維
持
す
る
た
め
で
し
た
（
カ

ッ
コ
内
は
筆
者
）。

　

さ
ら
に
、
彼
が
こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
国
制
・
憲
法
と
い
う

の
は
、
あ
く
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
、
も
し
く
は
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
臣
民
と
し
て
「
相
続
財
産
」
と
い
う
形
式
に
お
い
て
享
受
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
、
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

わ
れ
わ
れ
の
自
由
を
要
求
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
、

祖
先
か
ら
発
し
て
わ
れ
わ
れ
に
至
り
、
更
に
は
子
孫
に
ま

で
伝
え
ら
れ
る
べ
き
相
続
財
産
（inheritance

）
と
す
る
こ
と
、

ま
た
こ
の
王
国
の
民
衆
に
だ
け
特
別
に
帰
属
す
る
財
産
と

し
て
、
何
に
せ
よ
そ
れ
以
外
の
よ
り
一
般
的
権
利
（
＝
人
間

の
権
利
）
や
先
行
の
権
利
（
＝
自
然
権
）
な
ど
と
は
決
し
て

結
び
つ
け
な
い
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に

始
ま
っ
て
権
利
章
典
に
至
る
我
が
憲
法
（constitution

）
の

不
易
の
方
針
で
あ
っ
た
（
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
）。

　

バ
ー
ク
に
と
っ
て
、
相
続
（inheritance

）
と
い
う
観
念
こ
そ
が

確
実
な
保
守
の
原
理
を
な
し
、
世
代
間
を
超
え
た
確
実
な
伝
達

の
原
理
を
涵
養
す
る
も
の
で
す
。
し
か
も
同
時
に
、
こ
の
保
守

の
原
理
は
、
改
革
の
原
理
を
排
除
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

改
革
に
つ
い
て
、
バ
ー
ク
は
こ
う
説
明
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
行
っ
て
き
た
す
べ
て
の
改
革
は
、

昔
日
に
照
ら
す
と
い
う
原
理
の
上
に
立
っ
て
い
ま
す
。
今

後
あ
る
い
は
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
す
べ
て
の
改
革
も
、

先
例
や
権
威
や
実
例
と
の
類
比
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
上
に
注
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意
深
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
私
は
願
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
バ
ー
ク
は
、
古
来
の
「
相
続
財
産
（inheritance

）」

と
い
う
観
念
に
依
拠
し
な
が
ら
、そ
こ
か
ら
「
保
守
」
と
「
改
革
」

と
い
う
二
つ
の
政
治
原
理
を
導
い
て
い
き
ま
す
。
他
方
、
バ
ー

ク
の
国
制
観
の
中
に
は
、
宇
宙
論
的
な
存
在
論
的
観
念
が
伏
在

し
て
い
る
と
、
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
バ
ー
ク
は
『
省
察
』

の
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
な
い
し
は
憲
法
と
イ
ギ
リ
ス
人

が
享
受
す
る
自
由
と
い
う
の
は
、
実
は
自
然
（nature

）
に
服
従

し
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
幸
福
な
結
果
な
の
で
あ
る
と
い
い

ま
す
。
こ
こ
で
い
う
自
然

│
あ
る
い
は
自
然
の
持
つ
理
性
と

置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が

│
に
つ
い
て
バ
ー
ク
は
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
自
然
と
は
、
省
察

を
要
せ
ず
し
て
そ
れ
自
体
す
で
に
叡
智
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以

上
の
も
の
な
の
で
あ
る
」。「
自
然
と
い
う
範
型
に
倣な
ら

っ
て
作
動

す
る
憲
法
政
策
、
つ
ま
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
のconstitution 

と
い

う
の
は
、
自
然
と
い
う
範
型
に
倣
っ
て
作
動
し
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
…
…
わ
れ
わ
れ
の
統
治
と
諸
特
権
、

自
由
と
を
受
領
し
保
持
し
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
」、
と
。
つ
ま

り
、
バ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、English C

onstitution

と
い
う
の
は 

ancient constitution 

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
正
当
性
と
卓
越
性

は
、
実
はnature

に
適か
な

っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
由
来
し
て

い
る
の
で
す
。
一
方
に
お
け
るancient constitution

と
し
て
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
憲
法
な
い
し
国
制
と
、
他
方
に
お
け
る

nature

、
前
者
は
歴
史
的
概
念
で
あ
り
、
後
者
は
存
在
論
的
概
念

で
す
。
こ
の
古
来
性
と
自
然
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
概
念
を
切

り
結
ぶ
地
点
に
、
バ
ー
ク
は
、inheritance

と
い
う
「
世
襲
原
理
」

を
設
定
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、古
来
性
と
自
然
を「
世
襲
」（
相

続
）
の
観
念
に
お
い
て
媒
介
し
、
両
者
を
あ
た
か
も
等
価
な
い
し

近
似
の
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
古

来
性
と
自
然
を
「
世
襲
」
の
原
理
が
媒
介
で
き
る
の
は
、そ
こ
に
、

「
時
効
（prescription

）」
に
よ
る
時
の
叡
智
の
働
き
を
想
定
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
バ
ー
ク
は
こ
う
説
明
し
ま
す
。

　

わ
れ
わ
れ
の
政
治
の
体
系
は
、
世
界
の
秩
序
と
正
確
に

見
合
い
照
応
す
る
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、

移
ろ
い
ゆ
く
諸
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
永
遠
の
身
体

に
と
っ
て
あ
る
べ
く
定
め
ら
れ
た
存
在
の
様
態
に
正
確
に
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適
っ
て
も
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
人
類
を
ば
偉
大
で
神
秘

に
満
ち
た
集
合
体
と
し
て
纏ま
と

め
上
げ
て
い
る
驚
嘆
す
べ
き

叡
智
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
全
体
が
一
時
に
老
年
で
あ
っ
た

り
若
年
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
全
体
は
一
種
の
不
変
恒
常
的
状
態
に
あ
り
、
衰
微
、

没
落
、
再
生
、
進
歩
と
い
う
様
々
な
行
程
を
、
い
ず
れ
も

不
断
に
辿た
ど

り
つ
つ
進
ん
で
い
く
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

自
然
の
方
法
を
国
家
の
行
為
の
な
か
に
維
持
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
改
善
を
行
う
に
際
し
て
新
奇
ず
く

め
と
は
決
し
て
な
ら
ず
、
維
持
す
る
に
際
し
て
ま
っ
た
く

陳
腐
に
な
り
切
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
う
し
た

方
法
と
原
理
に
則の
っ
と
り
な
が
ら
、
自
ら
の
祖
先
に
つ
き
従
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
な
類
比
の
精
神
に

│
好
古
家

の
迷
信
に
で
は
あ
り
ま
せ
ん

│
導
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
彼
の
な
か
で
は
、constitution

と
い
う
一
個
の 

body politique

は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
世
代
間
を
超
え
て

歴
史
的
に
連
続
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
古
来
よ
り
現
在

に
至
る
ま
で
世
代
間
を
超
え
て
、
歴
史
的
通
用
性
を
保
っ
て
き

た
、
そ
の
連
続
性
と
継
承
性
の
な
か
に
「
自
然
」
の
「
叡
智
」

を
見
よ
う
と
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
彼
の
な
か
で
は
自
然
の
叡

智
と
は
、
時
（tim

e

）
の
叡
智
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
が
、
バ
ー
ク
の
「
時
効
の
哲
学
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

で
す
。
バ
ー
ク
は
、「
時
効
の
憲
法
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
統
治

の
時
効
」
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
用
い
て
い
ま
す
。
い
く
つ

か
、
そ
の
語
用
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

　

わ
が
国
の
憲
法
（constitution

）
は
、
時
効
（prescription

）

の
憲
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
唯
一
の
権
威
は
、
そ
れ

が
時
代
を
超
え
て
長
年
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
き
た
、
と

い
う
点
に
つ
き
る
憲
法
な
の
で
あ
る
。

　

わ
が
国
の
政
府
の
よ
う
な
時
効
的
存
在
は
、
絶
対
に
、

あ
る
特
定
の
立
法
者
が
制
定
し
た
も
の
で
も
な
い
し
、
既

成
の
理
論
に
基
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
…
…
。

そ
れ
は
…
…
人
数
や
空
間
的
な
広
が
り
ば
か
り
で
な
く
、

時
間
的
に
も
広
が
る
連
続
性
の
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
は

…
…
幾
多
の
時
代
を
経
た
何
世
代
に
も
渡
る
慎
重
か
つ
入
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念
な
結
果
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
選
択
、
つ
ま
り
理
性
的

個
人
に
よ
る
選
択
よ
り
も
一
万
倍
も
優
れ
た
原
理
に
よ
っ

て
つ
く
ら
れ
た
憲
法
で
あ
り
、民
衆
の
特
殊
的
状
況
、機
縁
、

性
情
、
意
向
、
そ
し
て
道
徳
的
、
制
度
的
、
社
会
的
な
慣

行
が
長
い
時
間
の
な
か
で
徐
々
に
形
を
取
っ
て
現
れ
た
産

物
で
あ
る
。
…
…
統
治
の
時
効
は
決
し
て
盲
目
的
で
無
意

味
な
偏
見
に
根
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
彼
は
、
統
治
の
権
威
を
「
時
効
」
の
な
か
に
求
め

ま
す
。
そ
し
て
、
憲
法
な
い
し
国
制
（constitution

）
と
は
、
ま

さ
に
時
（tim

e

）
の
産
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憲
法
、
国
制
の
も

つ
権
威
と
い
う
も
の
は
、
時
の
効
力
に
よ
っ
て
、
時
の
叡
智
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
時
の
叡
智

は
、
人
間
の
限
ら
れ
た
理
性
よ
り
も
、
は
る
か
に
自
然
（nature

）

に
適
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
イ
ギ
リ
ス
の
古
来
の
国

制
が
究
極
的
に
は
そ
の
正
当
性
をnature

に
お
い
て
説
明
さ
れ
る

わ
け
で
す
。
バ
ー
ク
が
宇
宙
論
的
、
存
在
論
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク

を
用
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
を
擁
護
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に

こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
で
す
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
、
バ
ー
ク
の
憲
法
観
の
基
本
的
な
構

成
要
素
は
、『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
の
な
か
で
思
想
的
に
練

り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
啓
蒙
主
義
的
理
性
に
依

拠
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
動
乱
に
直
面
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る

リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

そ
こ
で
、
バ
ー
ク
が
展
開
し
て
い
る
思
想
体
系
は
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
国
制
や
統
治
に
お
い
て
自
明
の
前
提
と
し
て
継
承
さ
れ

て
い
た
所
与
の
観
念
を
、
バ
ー
ク
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代

に
再
定
式
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
保
守
主
義
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
彼
の
思
想
の
基

本
型
は
、
す
で
に
バ
ー
ク
に
と
っ
て
は
所
与
の
自
明
の
も
の
で

あ
っ
て
、
近
代
国
家
の
形
式
と
い
う
点
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
近
代
国
家
と
対
峙
し
た
、
も
う
一
つ
の

近
代
国
家
の
あ
り
方
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
と
い
う
形
で
有

り
え
る
の
だ
と
確
信
し
え
た
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
所
与
の
思
想
体
系
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な

形
で
形
成
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
の
が
、
以
下
の
考
察
と
な
り

ま
す
。
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３　

17
世
紀
の
「
古
来
の
国
制
」
論
と　

　
　
　
　
　
　
　

   

そ
の
政
治
的
位
置

　

す
で
に
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
思
想
的
系
譜
を
た
ど
っ
た
時
に
、

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ク

ッ
ク
、
ヘ
イ
ル
、
権
利
章
典
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
、

こ
の
系
譜
が
学
問
的
に
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
に
よ
っ
て
体
系

化
さ
れ
、
政
治
的
伝
統
と
し
て
は
バ
ー
ク
に
よ
っ
て
保
守
主
義

の
形
式
で
再
定
式
化
さ
れ
た
、
と
述
べ
ま
し
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス

ト
ー
ン
や
バ
ー
ク
が
十
八
世
紀
に
表
現
し
た
思
想
体
系
の
原
型

は
、
上
記
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
の
、
と
く
に
十
七
世
紀
前

半
期
に
お
け
る
ク
ッ
ク
等
を
は
じ
め
と
す
る
一
群
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
（discourse

）
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
い

っ
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
の
な
か
か
ら
、

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思

想
体
系
が
形
成
さ
れ
る
局
面
に
つ
い
て
、
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
十
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
史
は
、
以

下
の
よ
う
な
時
代
設
定
で
い
く
つ
か
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
一
般
的
に
、
一
六
〇
三
年
か
ら
一
六
四
九
年
、
す
な
わ

ち
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
即
位
か
ら
そ
の
息
子
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世

の
処
刑
に
至
る
ま
で
の
時
代
を
「
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
」
と

呼
び
ま
す
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
処
刑
の
後
、
オ
リ
バ
ー
・
ク
ロ
ム

ウ
ェ
ル
に
よ
る
共
和
制
の
試
み
、
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
制
の
登
場
が

続
き
ま
す
。
そ
し
て
一
六
五
八
年
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が
死
去
し
、

そ
の
政
権
が
息
子
リ
チ
ャ
ー
ド
に
継
承
さ
れ
る
と
、「
諸
身
分
の

調
和
」
と
呼
ば
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
の
再
生
へ

と
、
一
気
に
歴
史
の
歯
車
が
逆
方
向
に
回
転
し
て
い
き
、

R
estoration

、
す
な
わ
ち
王
政
復
古
に
至
り
ま
す
。
こ
の
一
六
四

九
年
か
ら
一
六
六
〇
年
ま
で
の
時
代
を「
空
位
期
」と
呼
び
ま
す
。

そ
の
後
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
即
位
に
よ
る
立
憲
君
主
制
の
再

興
、
さ
ら
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
に
よ
る
反
動
化
を
経
て
、
最
終

的
に
名
誉
革
命
体
制
の
確
立
へ
と
至
る
、
こ
の
一
六
六
〇
年
か

ら
一
六
六
八
年
が
「
後
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

こ
の
体
制
決
着
（settlem

ent

）
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

国
制
の
基
本
原
理
と
な
る
も
の
が
、一
六
八
九
年
の
「
権
利
章
典
」

の
各
条
項
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
権
利
章
典
」

の
各
条
項
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
そ
の
観
念
は
、
ほ
と
ん
ど
が
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前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
と
く
に
一
六
一
〇
年
の
議
会
か
ら
一

六
二
九
年
ま
で
の
約
二
十
年
間
の
時
代
に
提
起
さ
れ
た
も
の
だ

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
と
く
に
一
六
一
〇
年
議
会
と
い

う
の
は
、
そ
の
議
事
録
を
見
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
異
様
な

く
ら
い
の
長
広
舌
の
ス
ピ
ー
チ
が
ひ
し
め
い
て
い
ま
す
。
そ
し

て
そ
の
議
会
演
説
の
な
か
に
は
、
後
の
一
六
四
〇
年
代
の
長
期

議
会
の
開
催
以
降
に
一
冊
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
も
複
数

存
在
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
一
六
〇
三
年
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
即

位
か
ら
、
一
六
一
〇
年
議
会
に
至
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か

で
、
一
群
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
本
格
的
に
理
論
武
装

を
は
か
っ
て
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
一
六
一
〇
年
の
議
会
で
国

制
論
争
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
一

六
一
〇
年
前
後
の
国
制
論
争
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

拙
著
『
イ
ギ
リ
ス
立
憲
政
治
の
源
流
』
の
第
５
章
で
詳
細
に
跡

づ
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
省
き
ま
す
。

　

こ
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
も
大
き
く
三
つ
の
時
代
に
分
か

れ
ま
す
。
一
六
〇
四
年
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
第
一
議
会
が
開
始
さ

れ
て
か
ら
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
死
後
、
議
会
を
解
散
し
て
無
議
会

時
代
に
突
入
す
る
ま
で
の
、
一
六
〇
四
年
か
ら
二
九
年
。
そ
れ

以
降
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
親
政
政
治
が
始
ま
り
、
そ
し
て
長

期
議
会
開
催
（
一
六
四
〇
年
）
ま
で
の
時
代
。
そ
の
後
、
一
六
四

一
年
か
ら
四
九
年
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
内
乱
の
時
代
と
分
か
れ

ま
す
。

　

こ
の
親
政
政
治
の
時
代
は
、
実
は
議
会
も
開
か
れ
て
お
り
ま

せ
ん
し
、
検
閲
に
か
か
り
ま
す
の
で
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
内
容
を

含
ん
だ
出
版
物
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
一
六
〇
四
年
か
ら
二
九
年

の
時
代
に
、
各
議
会
の
な
か
で
非
常
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ス
ピ
ー

チ
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
時
代
は
、
非
常
に
数
多

く
の
法
書
が
一
気
に
雨
後
の
竹
の
子
の
よ
う
に
次
か
ら
次
へ
と

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ

の
あ
た
り
に
出
て
き
た
言
説
が
、「
古
来
の
国
制
」
論
の
基
本
型

を
つ
く
っ
た
も
の
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
議

会
政
治
の
時
代
」
と
あ
え
て
ネ
ー
ミ
ン
グ
し
ま
し
た
が
、
こ
の

一
六
〇
四
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
現
れ
た
一
連
の
政
治
言
語

が
、
そ
の
後
、
一
六
四
〇
年
の
長
期
議
会
の
庶
民
院
が
駆
使
し

た
重
要
な
政
治
言
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
一
六
六
〇
年

の
諸
身
分
の
調
和
に
立
っ
て
、
伝
統
的
国
制
の
再
生
を
目
指
し

た
。
こ
の
王
政
復
古
期
の
論
者
た
ち
が
依
拠
し
た
の
も
、
ま
さ
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に
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
政
治

言
語
・
法
言
語
で
し
た
。
そ
し
て
一
六
六
八
年
の
名
誉
革
命
体

制
に
お
け
る
権
利
章
典
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
た
統
治
原
理
の

基
本
的
な
要
素
も
、
ま
さ
に
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
提
起
さ

れ
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
に

お
い
て
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
一
六
〇
四
年
か
ら
二
九

年
の
時
代
、
一
六
四
〇
年
代
初
頭
の
長
期
議
会
、
王
政
復
古
期
、

名
誉
革
命
体
制
、
こ
れ
ら
四
つ
の
歴
史
的
地
点
は
、
同
じ
思
想

的
系
譜
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
展
開
さ
れ
た
「
古
来
の
国
制
」
論

あ
る
い
は
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
こ
そ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の

立
憲
主
義
、
さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
近
代
の
政
治
的
思
考
様
式
の

原
型
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
「
古
来
の
国
制
」
論
な
い
し
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ

ー
理
論
の
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
他
で
も
な
い
「
臣

民
の
自
由
」
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
は
同
時
に
イ
ギ
リ
ス

の
古
典
的
自
由
主
義
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
端
緒
と
も
い
う
べ

き
政
治
言
説
で
も
あ
り
ま
す
。「
選
挙
の
自
由
」「
言
論
の
自
由
」

「
逮
捕
・
拘
禁
か
ら
の
自
由
」、
そ
し
て
「
経
済
活
動
の
自
由
」

等
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
根
本
的
要
点
（fundam

ental points

）」

と
さ
れ
る
「
格
率
（m

axim
s

）」
と
い
う
形
式
に
お
い
て
定
式
化

さ
れ
て
い
っ
た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
代
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
駆

使
し
た
言
語
と
い
う
の
は
、
先
例
と
な
る
過
去
の
裁
判
所
の
判

例
を
繙ひ
も
と
く
単
な
る
〝
法
曹
の
思
考
〞
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
古
来
の
国
制
」

論
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
は
、
政
治
論
争
を
行
う
た
め

の
最
も
重
要
な
思
考
様
式
を
提
供
し
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期

の
最
も
重
要
な
政
治
言
語
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
グ
レ
ン
・

バ
ー
ジ
ェ
ス
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
政
治
言
語
の
な
か
で
特
に
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
は
、「
神
学
的
な
政
治
言
語
」
と
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
政
治
言
語
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
特

に
内
政
に
関
わ
る
問
題
を
論
じ
る
際
に
、
そ
の
支
配
的
言
語
と

な
っ
て
い
た
の
は
慣
習
や
先
例
、
権
利
、
特
権
的
自
由
、
国
王

大
権
な
ど
と
い
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
政
治
が
語
ら
れ
る
、
ま
さ

に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
政
治
言
語
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

神
学
的
言
語
に
つ
い
て
は
、
誰
が
論
者
と
な
っ
て
い
た
か
と

い
う
と
、
第
一
に
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
本
人
で
す
。
他
方
で
教
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会
の
急
進
的
な
聖
職
者
た
ち
が
、
神
学
的
言
語
を
用
い
て
い
わ

ゆ
る
絶
対
主
義
（absolutism

）
の
言
説
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

も
っ
と
も
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
王
権
神
授
説

の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
彼
が
王
権

神
授
説
を
展
開
す
る
の
は
、
だ
い
た
い
二
つ
の
局
面
に
お
い
て

だ
け
で
す
。
対
外
的
に
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
政
治
理
論
と
の
対
抗

関
係
に
お
い
て
国
王
権
力
の
至
高
性
を
主
張
す
る
局
面
と
、
国

内
的
に
は
国
王
が
持
つ
権
力
の
権
威
の
由
来
に
つ
い
て
語
る
局

面
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
、
国
内
の
内
政
問
題
に
つ
い
て

議
論
す
る
と
き
に
は
、
王
権
神
授
説
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
国
王
と
し
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に

従
っ
て
統
治
す
る
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
繰
り
返
し
宣
言
し

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
自
身
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
か
ら
来
て
い
ま
す
か
ら
、
当
然
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
は
疎う
と

い

わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
六
一
〇
年
、
一
六
一
四
年
、
そ
し

て
一
六
二
〇
年
代
の
議
会
と
回
を
重
ね
て
い
く
に
つ
れ
、
次
第

に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
言
語
を
習
得
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
ま
す
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た

ち
の
論
争
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
言
語
の
上
に
立
っ
て
、「
絶
対

的
国
王
大
権
（absolute prerogative

）」（
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
な
か
で
も

承
認
）
と
「
臣
民
の
自
由
」「
議
会
の
特
権
」
と
の
関
係
を
め
ぐ

っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
時
代
の
政
治
言
語
の

な
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
主
義
、
議
会
主
義
、
古
典
的
自
由

主
義
が
成
立
し
て
い
く
思
惟
様
式
の
枠
組
み
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

あ
え
て
大
雑
把
な
表
現
を
し
ま
す
と
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
の
政
治

的
思
考
様
式
の
な
か
に
は
、
伝
統
に
立
脚
し
つ
つ
、
一
方
で
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
改
革
の
契
機
が
、
も
う
一
方
で
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ

ィ
ブ
な
契
機
が
、
ま
さ
に
コ
イ
ン
の
裏
表
の
よ
う
に
併
存
し
て

い
る
特
徴
が
確
認
さ
れ
ま
す
が
、
ま
さ
に
こ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
「
古
来
の
国
制
」
を
主
題
と
し
たEnglish 

C
onstitutionalism

に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
、
そ
のEnglish 

C
onstitutionalism

の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
側
面
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
古

典
的
自
由
主
義
の
発
展
を
促
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
す
し
、
他
方
で
そ
れ
が
も
つ
も
う
一
方
の
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ

ィ
ブ
な
側
面
が
、
先
ほ
ど
述
べ
た
バ
ー
ク
の
保
守
主
義
と
し
て

現
れ
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
重
要
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な
の
は
、
こ
のradicalism

の
作
用
も
、conservatism

の
働
き
も 

English C
onstitutionalism

が
持
つ
相
対
的
な
働
き
と
し
て
見
る

べ
き
だ
と
い
う
点
で
す
。
実
際
、
自
由
主
義
と
い
い
保
守
主
義

と
い
っ
て
も
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
あ
る
時
期
に
至
る
ま
で
、
つ

ま
り
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
ベ
ン
サ
ム
と
か
ミ
ル
が
出
て

く
る
時
代
ま
で
の
古
典
的
自
由
主
義
に
お
い
て
は
、
同
じ
観
念

の
異
な
っ
た
現
れ
と
し
て
コ
イ
ン
の
裏
表
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
十
九
世
紀
の
保
守
主
義
者
と
呼

ば
れ
て
い
る
人
々
が
、
当
時
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
は
同

時
に
非
常
に
積
極
的
な
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

点
に
端
的
に
現
れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
「
古
来
の
国
制
」

論
は
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
伝
統
の
母
型
と
も
い
う
べ
き
政
治
的

位
置
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
「
古
来
の
国
制
」
論
と

い
う
政
治
言
語
が
形
成
さ
れ
る
際
に
依
拠
し
た
所
与
の
言
語
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
察
し
て
い
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
大
き
く

二
つ
の
系
譜
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
一
つ
は
、

ancient constitution

の
名
称
に
あ
る
ご
と
く 「
古
来
性

（antiquity

）」、
も
し
く
は
古
来
の
慣
習
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

歴
史
性
に
由
来
す
る
側
面
で
す
。
具
体
的
に
は
、
十
三
世
紀
の

ブ
ラ
ク
ト
ン
、
十
五
世
紀
後
半
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
そ
し

て
十
六
世
紀
の
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
が
重
要
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を

な
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
来
の
慣
習
と
い
う
島
嶼

的
な
閉
じ
た
体
系
の
な
か
で
思
考
し
て
い
た
わ
け
で
は
決
し
て

な
く
、
当
時
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

を
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
大
陸
の
知
的
系

譜
と
し
て
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
知
の
様
式
と
、

中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
概
念
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
後
者
に
つ
い
て

い
え
ば
、
具
体
的
に
は
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
の
ロ
ー
マ
法
学
、
そ

の
後
の
ボ
ダ
ン
等
に
代
表
さ
れ
る
発
展
的
人
文
主
義
法
学
（
別
名

ネ
オ
・
バ
ル
ト
ー
ル
ス
派
と
呼
ば
れ
ま
す
）
が
重
要
で
す
。
こ
う
し

た
ロ
ー
マ
法
学
の
知
の
成
果
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
ー
マ
法

学
者
た
ち
と
の
交
流
の
な
か
か
ら
、
あ
る
い
は
大
陸
の
テ
ク
ス

ト
を
通
し
て
受
容
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
な
か
に
は
、 

Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
か
つ
て
概
念
化
し
た
「
コ
モ
ン
・

ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
に
加
え
て
、「
シ
ヴ
ィ
ル
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
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と
も
い
う
べ
き
知
の
系
譜
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
知
の
系

譜
が
交
錯
し
合
う
な
か
で
、「
古
来
の
国
制
」
論
、
あ
る
い
は
古

典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
二
つ
の
知
の
系
譜
が
切
り
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
不
文
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
近
代
国
家
の
基
本
法
に

な
り
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
が
近
代
国
家
に
お
い
て
、
慣
習
を
法
源
と
し
た
不
文
法
の

形
式
の
ま
ま
、
言
い
換
え
れ
ば
、
権
威
あ
る
人
な
い
し
は
機
関

に
よ
る
制
憲
行
為
を
経
た
成
文
法
の
形
態
を
取
る
こ
と
な
く
、

何
ゆ
え
に
近
代
国
家
の
基
本
法
と
な
り
え
た
の
か
、
と
い
う
問

題
を
考
え
る
と
き
の
答
え
が
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

慣
習
と
い
う
の
は
、
過
去
の
歴
史
の
所
産
で
あ
り
、
本
来
、

地
域
的
な
も
の
で
す
。
そ
れ
が
一
個
のnation

に
お
い
て

│
こ

の
場
合
の nation

は
、
十
七
世
紀
で
はEngland

で
す
が
、
そ
の

後
はB

ritish

と
い
う
枠
組
み
に
拡
大
し
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も

│
不
文
法
の
様
式
を
維
持
し
た
ま
ま
、
制
定
法
の
形
式
を
取

る
こ
と
な
く
近
代
国
家
の
一
般
法
と
な
り
え
た
そ
の
理
由
は
一

体
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
つ
ま
り
、England

の
立
憲
主
義
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
法
の
支
配
（R

ule of Law

）」
と
い
う
原
則
に

あ
り
、
そ
し
て
そ
の
法
と
は
ま
さ
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
あ
り
、

そ
れ
は
単
な
る
実
定
法
の
法
規
を
超
え
て
、
道
徳
的
規
範
力
を

帯
び
た
、
い
っ
て
み
れ
ばjus

と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
の
法
改
革
の
試
み
に
お

い
て
は
、
議
会
制
定
法
を
も
っ
て
成
文
法
と
し
て
の
憲
法
典

（constitutional code

）
を
作
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
お
い
て
は
、「
法
と
は
主
権
者
の
命
令
で
あ
る
」

と
の
主
権
者
命
令
説
に
立
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
法
と
道
徳
と
の
分

離
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス

特
有
の
「
法
の
支
配
」
と
は
、
元
来
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
、

道
徳
的
規
範
力
を
と
も
な
っ
た
、jus

と
し
て
の
法
に
よ
る
支
配

を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
特
徴
は
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
非

常
に
矛
盾
し
て
い
ま
す
。
仮
に
ロ
ー
マ
法
で
い
う
「
法
」（lex

）

と
「
慣
習
」（consuetudo

）
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
使
っ
て
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
が
近
代
国
家
の
基
本
法
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
通

常
の
形
態
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
少
し
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
「
法
」
は
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
通
常
そ
れ
は
制
定
手
続
き
を
経
て
、
権
威
あ
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る
も
の
に
よ
っ
て
布
告
さ
れ
た
成
文
の
も
の
を
意
味
し
ま
す
。

ま
た
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
慣
習
」
と
は
、
そ
の
地
域
的
な
実

態
に
即
し
て
慣
例
的
に
運
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
本
来

的
に
そ
れ
は
不
文
の
も
の
で
す
。
そ
し
て
慣
習
法
と
し
て
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
も
当
然
、当
時
の
定
義
で
はlex non scripta

と
さ
れ
、

不
文
法
の
形
式
を
と
っ
て
い
ま
す
。
他
方
で
、「
法
」
と
は
本
来

は
地
域
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
国
家
の
一
般
的
な
も
の
を
意

味
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
慣
習
」
と
は
、
そ
の
成
立
の
経

緯
か
ら
い
っ
て
本
来
地
域
的
な
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
慣
習
法

と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
地
域
的
な
も
の
で
は
な
く
国
家

の
一
般
的
な
法
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は

成
文
で
は
な
く
不
文
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
申

し
ま
す
と
、い
わ
ゆ
る
完
全
な
意
味
で
の
「
法
」
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
逆
に
そ
れ
は
、
地
域
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
一
般
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
以
上
、
単
な
る
慣
習
で
も
あ
り
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
ロ
ー
マ
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
法
」
と

し
て
の
特
徴
を
持
ち
な
が
ら
、
同
時
に
「
慣
習
」
と
し
て
の
特

徴
を
併
せ
持
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
基
本
法
と
し

て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
特
徴

こ
そ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
し
て
近
代
国
家
の
基
本
法
た
ら
し

め
て
き
た
ゆ
え
ん
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

４　

古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
形
成

　

以
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
十
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の

言
説
を
、
彼
ら
の
法
書
と
議
会
演
説
等
を
素
材
と
し
な
が
ら
、

考
察
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
日
本

語
に
訳
し
ま
す
と
、
慣
習
法
、
不
文
法
、
一
般
法
、
共
通
法
と

い
ろ
い
ろ
な
訳
が
あ
て
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
持
つ
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
言
い
当
て
て
お
り
ま
す
。
当
時
の

彼
ら
の
言
葉
で
い
い
ま
す
と
、
彼
ら
は
「
慣
習
」
と
い
う
側
面

で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
把
握
す
る
説
明
方
式
と
、「
理
性
」
と
い
う

側
面
で
把
握
す
る
説
明
方
式
を
用
い
て
い
ま
す
。「
慣
習
」
と
い

う
側
面
か
ら
い
え
ば
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は

決
し
て
単
な
る
慣
習
で
は
な
い
。
慣
習
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
な

り
得
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
二
つ
の
条
件
が
あ
る
と
主
張
し
ま

す
。
ひ
と
つ
は
、「
超
記
憶
的
時
代
（tim

e out of m
ind, tim

e 

im
m

em
orial

）」
と
い
う
条
件
で
す
。
た
と
え
ば
、以
下
の
ジ
ョ
ン
・

デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
説
明
が
そ
の
典
型
例
の
一
つ
で
す
。
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あ
る
合
理
的
な
行
為
が
か
つ
て
行
わ
れ
、
そ
れ
が
人
民

に
と
っ
て
善
く
か
つ
有
益
な
も
の
（good and profitable

）
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
性
質
と
性
向
が
同
意
可
能
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
、
彼
ら
は
何
度
も
く
り
返
し

そ
れ
を
慣
例
的
に
用
い
実
践
す
る
（use and practice

）
よ
う

に
な
る
。
そ
う
し
て
そ
の
行
為
が
頻
繁
に
反
復
さ
れ
、
増

幅
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
慣
習
と
な
り
、

そ
し
て
古
来
よ
り
間
断
な
く
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
は
法
と
し
て
の
効
力
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
超
記
憶
的
時
代
（tim

e out of m
ind

）
と
い
う
古
来

か
ら
の
連
続
性
を
持
っ
た
慣
習
と
い
う
条
件
が
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

慣
習
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
な
る
た
め
の
も
う
ひ
と
つ
の
条
件

は
、
そ
れ
が
「
王
国
の
一
般
的
慣
習
（general custom

）」
で
あ
る

と
い
う
点
で
す
。
す
な
わ
ち
、
地
域
ご
と
の
、
あ
る
い
は
マ
ナ

ー
ご
と
の
慣
習
で
は
な
く
、「
王
国
共
通
」
の
慣
習
だ
と
い
う
わ

け
で
す
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
ま
す
。

　
「
慣
習
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
」。
ひ
と
つ
は
、「
全
王
国
を

通
じ
て
通
用
す
る
一
般
的
慣
習 

（G
eneral custom

s

）」
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
、「
あ
る
特
定
の
州
、
都
市
、
町
、
領
地
で
通
用

し
て
い
る
個
別
的
慣
習
（Particular custom

s

）」
で
あ
る
。
そ
し

て
前
者
の
王
国
共
通
の
一
般
的
慣
習
こ
そ
が
、「
時
に
は
格
率
と

呼
ば
れ
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
全
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
わ
た
っ
て
通
用
し
て
い
る
一
般
的
慣
習
が
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
な
の
で
あ
る
」。
他
方
、「
個
別
的
慣
習
」、
す
な
わ
ち
「
マ
ナ

ー
ご
と
、
地
域
ご
と
に
異
な
っ
た
諸
慣
習
は
、
こ
の
王
国
を
統

治
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
民
族
（nations

）
に
よ
っ
て
主
に
も
た

ら
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
」。

　

歴
史
的
な
経
緯
で
申
し
ま
す
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
ノ
ル

マ
ン
・
コ
ン
ク
エ
ス
ト
（
一
〇
六
六
年
）
以
降
に
、
過
去
の
ア
ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
法
を
尊
重
す
る
と
い
う
建
前
の
も
と
に
、

ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
エ
ス
ト
以
前
の
慣
習
に
従
い
な
が
ら
、
国

王
の
権
威
の
下
で
裁
判
官
た
ち
が
、
法
を
発
見
し
宣
言
す
る
と

い
う
形
式
で
集
積
さ
れ
て
い
っ
た
、
国
王
裁
判
所
の
法
廷
の
判

決
が
、
い
わ
ゆ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
た
だ
、

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
説
明



255

「東洋学術研究」第48巻第２号

もう一つのヨーロッパ近代

は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
実
体
を
超
え
て
、
い
わ
ゆ
る
バ
ー
ク
の

い
う
と
こ
ろ
の「
哲
学
的
類
比
」の
よ
う
な
思
考
作
業
を
通
じ
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
至
高
法
と
し
て
洗
練
し
て
い
き
ま
す
。

　

彼
ら
は
、
ス
コ
ラ
学
の
伝
統
的
思
考
に
従
い
な
が
ら
、「
理
性
」

を
、
一
次
的
な
理
性
と
二
次
的
な
理
性
に
分
け
ま
す
。
一
次
的

な
理
性
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
数
学
的
な
理
性
で
あ
り
、
普

遍
妥
当
性
の
あ
る
命
題
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
次
的
な
理

性
の
働
き
と
は
、
こ
の
一
般
的
命
題
を
、
具
体
的
な
状
況
の
な

か
で
個
別
的
妥
当
性
の
あ
る
形
式
で
確
定
し
て
い
く
も
の
で
す
。

こ
の
思
考
作
業
の
結
果
と
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
格
率
」

が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
と
、
彼
ら
は
い
い
ま
す
。
こ
う
し
て
素

材
と
し
て
は
慣
習
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
紡
ぎ
出
さ

れ
て
き
た
格
率
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
理
性
の
結
晶
な
の
で
あ

る
と
主
張
さ
れ
ま
す
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
単
な
る
慣
習
法
で
は

な
く
て
、
法
源
と
し
て
は
慣
習
を
素
材
と
し
て
い
る
だ
け
で
、

そ
こ
に
定
式
化
さ
れ
た
格
率
は
、
理
性
の
精
髄
そ
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
の
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
正
当
化
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
以
下
の
ク
ッ
ク
の
説
明
に
も
こ
の
点
が
現
れ
て

い
ま
す
。

　

理
性
は
法
の
生
命
で
あ
る
。
否
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
そ
れ

自
体
が
、
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

長
い
研
究
と
観
察
と
経
験
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ

の
、
理
性
の
技
巧
的
な
完
成
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
持
つ
と
こ
ろ
の
自
然

的
理
性
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
誰
も
技
能
を
備
え
た
も

の
と
し
て
生
ま
れ
は
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
法
の

理
性
は
、
理
性
の
集
積
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
も

し
多
数
の
頭
脳
に
分
散
す
る
理
性
を
す
べ
て
ひ
と
つ
に
統

合
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の

よ
う
な
法
を
創
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
何
世

代
に
も
わ
た
る
時
代
の
継
続
の
な
か
で
、
威
厳
と
教
養
の

あ
る
無
数
の
人
び
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
古
き
そ
の
よ
う
な

完
成
に
い
た
る
ま
で
の
長
い
経
験
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
洗

練
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。< N

em
inem

 oportet 

esse sapientiorem
 legibus>

と
あ
る
ご
と
く
、
何
人
も
法

よ
り
も
賢
明
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
法
と
は
、

理
性
の
完
成
な
の
で
あ
る
。
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同
様
な
説
明
は
、
次
の
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
定
式
化
に

も
見
ら
れ
ま
す
。

　

自
然
法
は
、Jus com

m
une 

（
共
通
法
、
一
般
法
）
と
呼
ば

れ
る
が
、
ま
た
そ
れ
はJus non Scriptum

 

（
不
文
法
）
で
も

あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
心
の
中
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
び
と
が
そ
の
自
然
法
の
規
則
を
遵

守
す
る
な
ら
ば
、自
然
法
は
、世
界
の
ど
の
成
文
法
よ
り
も
、

人
び
と
を
廉
直
に
し
幸
福
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
同

様
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
慣
習
法
もJus com
m

une 

（
共
通
法
、

一
般
法
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
は
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
良
き
法
の
源
で
あ
り
基
礎

で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
法
に
最
も
近
づ
い
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
ま
た
そ
れ
もJus non Scriptum

 

（
不
文
法
）
で
あ
っ

て
人
間
の
記
憶
の
な
か
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る

│
確
か
に
そ
れ
は
生
き
て
い
る
個
人
の
人
間
の
記
憶

を
越
え
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
生
き
て
い
る
人
間

の
人
び
と
の
記
憶
の
な
か
に
連
続
し
維
持
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
説
明
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
正
当
性
、
あ

る
い
は
卓
越
性
の
主
張
は
、
自
然
法
、
さ
ら
に
言
え
ば
自
然
法

の
な
か
の
「
理
性
の
法
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
、
す
な
わ
ち
動
物

も
す
べ
て
含
め
て
該
当
す
る
一
次
的
な
理
性
で
は
な
く
て
、
人

間
に
特
有
な
万
民
法
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
よ
う
な
「
理
性
の

法
」
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
る
形
で
展
開
さ
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
、
自
然
法
に
世
界
で
最

も
近
似
し
た
法
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
ら
の
正
当
化
の
レ
ト
リ

ッ
ク
で
す
。

　

格
率
は
、
法
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
し
て
理
性
の
結
論
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
理
性
と
い
う
も
の
は
、
法
の
動
因

（efficient cause

）
で
あ
り
、
法
は
、
理
性
か
ら
流
れ
出
た
と

こ
ろ
の
効
果
（effect

）
で
あ
る
。

　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
根
拠
と
格
率
も
す
べ
て
、
自
然
法
と
理
性

の
法
の
光
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
慣
習
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
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「
理
性
の
法
」
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
正
当
性
と
卓
越
性
は
、

こ
の
「
理
性
の
法
」
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。「
慣
習
」
と
い
う
の
は
歴
史
的
次
元
に
お
い
て
形
成
さ

れ
た
、可
変
的
な
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
理
性
」
と
い
う
の
は
、

存
在
論
的
な
地
平
に
位
置
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
変
わ
り
う

る
歴
史
の
産
物
と
し
て
の
慣
習
と
、
不
変
の
理
性
と
い
う
、
こ

の
二
つ
を
ど
う
い
う
形
で
節
合
し
て
い
く
の
か
と
い
う
局
面
に

お
い
て
、
先
ほ
ど
の
バ
ー
ク
の
場
合
と
同
様
に
、「
時
の
叡
智
」

と
い
う
観
念
が
持
ち
出
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。「
時
の
叡
智
」

に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
、
時
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
作
品
、
そ

れ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
あ
る
と
。
そ
の
意
味
で
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
は
、「
時
（tim

e

）」
に
こ
そ
あ
る
と
さ
れ

ま
す
。
時
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た
理
性
の
精
髄
と
も
い
う
べ
き

も
の
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
格
率
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
時
の
観
念
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
説
明
に
適
用
し
て
い
る

最
も
典
型
的
な
、
か
つ
時
系
列
的
に
最
も
初
期
の
も
の
と
思
わ

れ
る
、
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
の
一
六
一
〇
年
議
会
で
の
長
大
な

演
説
を
例
と
し
て
挙
げ
て
み
ま
す
。
こ
の
な
か
で
彼
が
主
題
と

し
て
い
る
の
は
、「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
何
か
」、
す
な
わ
ち
コ

モ
ン
・
ロ
ー
に
特
有
の
性
格
、「
種
差
（differentia specifica

）」
に

つ
い
て
で
す
。

　

国
王
、
貴
族
、
聖
職
者
、
庶
民
ら
が
み
な
結
合
し
た
議

会
の
叡
智
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
本
質
的
形
式
で
あ
る
と

わ
れ
わ
れ
が
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
ほ
ど
に
は
、

真
の
理
性
の
検
証
者
た
り
え
な
い
。
唯
一
、
理
性
を
検
証

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー

の
本
質
的
形
式
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ

は
時
（tim

e

）
で
あ
る
。
時
は
、
真
実
の
検
証
者
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
の
叡
智
と
教
養
と
知
識
の
本
源
（author

）

を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
人

定
法
は
そ
の
最
も
重
要
な
力
、
名
誉
、
評
価
を
受
け
取
る

の
で
あ
る
。
時
は
、
裁
判
官
よ
り
も
賢
明
で
あ
り
、
議
会

よ
り
も
賢
明
で
あ
る
。
否
、
時
は
、
人
間
の
持
つ
い
か
な

る
機
智
（w

it

）
よ
り
も
賢
明
な
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ド
リ
ィ
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
国
王
の

裁
判
所
で
是
認
を
受
け
て
き
た
王
国
の
慣
習
」
に
由
来
す
る
が
、
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し
か
し
「
先
例
や
慣
行
、
判
決
」
と
い
え
ど
も
、「
時
と
経
験
の

叡
智
」
に
よ
っ
て
、「
不
合
理
な
（unreasonable

）」
も
の
で
あ
る
と
、

す
な
わ
ち
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
一
般
的
善
（the general good

）

に
反
し
て
い
る
」
と
見
な
さ
れ
た
も
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と

し
て
の
「
法
の
効
力
」
を
持
ち
得
な
い
。
つ
ま
り
、
法
の
根
拠

は
あ
く
ま
で
理
性
で
あ
る
、
と
。
た
だ
し
、
そ
の
理
性
を
検
証

す
る
の
は
「
時
」
で
あ
り
、
時
の
試
練
こ
そ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー

を
し
て
「
理
性
の
法
」
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
「
理
性
の
精
髄
」
こ
そ
が
、
先
ほ
ど

の
「
格
率
」
に
あ
た
り
、
ク
ッ
ク
が
い
う
と
こ
ろ
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の「
根
本
的
要
点（fundam

ental points
）」で
す
。
た
と
え
ば
、

「
わ
れ
わ
れ
の
議
会
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
何
ら
か
の
根
本
的
要
点

（fundam
ental points

）
を
変
更
す
る
」
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
必
ず
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
と
っ
て
不
便
が
生
じ
」、
結
局
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、「
時
の
継
続
の
な
か
で
他
の
議
会
制
定
法
に

よ
っ
て
当
該
の
根
本
的
要
点
を
再
び
回
復
し
て
き
た
」
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、わ
れ
わ
れ
は「
経
験
に
よ
っ
て
」知
っ
て
い
る
、と
。

　

こ
のfundam

ental points

と
複
数
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
れ
が
ま
さ
に
格
率
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

先
に
述
べ
た
「
法
の
支
配
」
に
お
け
る
法
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
「
根
本
的
要
点
（fundam

ental points

）」
の
こ
と
を
指
し
て

い
ま
す
。５　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
支
配
の
立
憲
君
主
制

　

以
上
の
よ
う
に
、「
時
の
検
証
」「
時
の
叡
智
」
と
い
う
観
念

に
よ
っ
て
、
慣
習
の
な
か
に
理
性
の
契
機
を
説
明
し
、
そ
れ
を

二
次
的
な
理
性
の
働
き
を
通
じ
て「
格
率
」と
し
て
定
式
化
す
る
。

こ
の
格
率
こ
そ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
「
法
の
支
配
」
の

内
実
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
た
立
憲
君
主
制
こ
そ
が
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ヤ
ー
た
ち
が
「
古
来
の
国
制
」
と
い
う
名
の
下
に
構
想
し
た
国

制
の
あ
り
方
で
す
。

　

こ
の
「
時
の
叡
智
に
よ
る
検
証
」
と
い
う
観
念
は
、「
古
来
の

慣
習
」
と
い
う
、
十
五
世
紀
の
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
観
念
か

ら
受
け
継
い
で
い
る
の
で
す
が
、し
か
し
重
要
な
の
は
、そ
れ
が
、

十
七
世
紀
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
人
文
主
義
や
ロ
ー
マ
法
の
理
性
概

念
に
よ
っ
て
触
媒
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
洗
練
化
さ
れ

て
い
く
わ
け
で
す
。
実
際
、「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
た
当
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時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
多
く
は
、
ロ
ー
マ
法
に
つ
い
て
研
究
し
、

深
い
造
詣
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
ロ
ー
マ
法
の
理
性
概
念
の
影

響
を
受
け
る
な
か
で
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
古
来
の
慣
習
」

が
、「
時
の
検
証
に
基
づ
く
理
性
の
精
髄
」
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
に

よ
っ
て
、
新
し
く
「
古
来
の
国
制
」
と
い
う
形
に
読
み
替
え
ら

れ
て
い
き
ま
す
。「
古
来
の
国
制
」
論
で
は
、「
古
来
の
法
」、
ま

さ
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
国
王
の
大
権
も
、
議
会
の
権
能
も
、

臣
民
の
自
由
も
基
礎
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
時
間
的

な
継
続
性
、
相
続
（inheritance

）
の
観
念
の
な
か
で
正
当
化
さ
れ

て
い
き
ま
す
。Inheritance

に
基
づ
く
国
制
と
い
う
の
は
、
バ
ー

ク
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
時
の
効
力
に
よ
っ
て
、
す

な
わ
ち
「
時
効
（prescription

）」
に
よ
っ
て
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
与

え
ら
れ
、
権
威
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

最
後
に
、
先
ほ
ど
の
バ
ー
ク
と
の
関
係
に
も
う
一
度
立
ち
戻

り
な
が
ら
、
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
思
考
様
式
の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。「
古
来
の
国
制
」
論
を
説
い
た
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

た
ち
の
保
守
す
べ
き
価
値
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
に
あ
る
秩

序
と
し
て
の
慣
習
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
前
提
と
し
、
ま
た
そ
の

歴
史
的
連
続
性
を
強
調
す
る
限
り
に
お
い
て
、
確
か
に
そ
れ
は

本
質
的
に
保
守
主
義
的
な
思
考
様
式
を
伴
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
同
時
に
そ
の
保
守
す
べ
き
価
値
が
古
来
の
も
の
だ
と
い
う

歴
史
論
的
な
主
張
の
基
底
に
は
、
実
は
先
ほ
ど
の
バ
ー
ク
で
出

て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
よ
り
自
然
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
存
在
論
的
な
前
提
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
意
味
で
、

彼
ら
の
古
来
性
の
主
張
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
合
理
性
の
主
張

に
ほ
か
な
ら
ず
、
彼
ら
に
と
っ
て
古
来
に
立
ち
返
る
と
い
う
こ

と
は
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
（the radical

）
に
立
ち
返
る
こ
と

を
意
味
し
、
古
来
の
も
の
（the ancient

）
と
は
、
自
然
に
適
っ

た
根
源
的
な
る
も
の
（the radical

）
を
導
き
出
す
た
め
の
も
の
で

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
然
に
適
っ
た
根
源
性
を
思
考
す
るEnglish 

C
onstitutionalism

の
契
機
の
な
か
に
こ
そ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
特

有
の
す
ぐ
れ
て
保
守
主
義
的
な
思
考
に
内
在
し
た
、
ラ
デ
ィ
カ

リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
思
想
的
ゆ
え
ん
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
の
側
面
が
現
れ
る
か
は
ま
さ
に
相
対

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
内
乱
期
に
平
等
派
が
登
場
し
、



260

自
然
法
思
想
に
立
っ
て
人
民
の
権
利
を
訴
え
た
時
に
は

conservatism

と
し
て
の
特
徴
を
帯
び
ま
す
し
、
同
じ
く
バ
ー
ク

に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
前
に
し
た
と
き
に
も

conservatism

の
特
徴
が
現
れ
ま
す
。
他
方
で
、
そ
の
形
成
期
に

お
い
て
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
絶
対
的
国
王
大
権
に
対
処
す

る
た
め
に
、
典
型
的
に
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
働
き
が
現
れ
、
改

革
主
義
的
な
側
面
が
前
景
に
出
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

（
ど
い　

よ
し
の
り
／
創
価
大
学
准
教
授
）


