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史
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1
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べ
－
コ
ン
．
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
　
　
偉
大
な
哲

学
者
で
あ
る
と
同
時
に
法
律
家
そ
し
て
有
能
な
政
治
家
で
も
あ
づ

た
フ
ラ
ン
シ
ス
．
べ
ー
コ
ン
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
有
名
な
警
句
が
あ

る
。　

「
哲
学
者
は
、
空
想
的
な
国
家
の
た
め
に
空
想
的
な
法
を
作
り

上
げ
る
。
彼
ら
の
議
論
は
言
わ
ぱ
天
空
に
そ
び
え
る
星
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
そ
の
星
は
あ
ま
り
に
も
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、

こ
の
世
に
光
が
届
か
な
い
」
。
（
『
学
識
の
発
達
』
＞
O
く
彗
O
①
昌
彗
↓

○
申
－
g
昌
ぎ
σ
q
一
x
竺
－
－
ミ
）

　
べ
ー
コ
ン
の
冷
徹
と
も
冷
笑
的
と
も
い
え
る
こ
の
認
識
方
法
に

し
た
が
え
ば
、
お
よ
そ
法
と
い
う
も
の
は
、
現
実
の
国
家
の
現
実

の
法
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
・
か
し
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に
た
い

し
て
、
た
と
え
ぱ
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

　
「
特
別
の
知
的
な
生
き
物
は
、
自
ら
制
定
し
た
法
を
有
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
ま
た
、
彼
ら
が
制
定
し
な
か
っ

た
法
を
も
有
す
る
。
そ
の
よ
う
な
法
は
、
知
的
な
生
き
物
が
出
現

す
る
前
か
ら
法
に
な
り
う
る
も
の
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

知
的
な
生
き
物
は
、
そ
一
の
あ
り
う
べ
き
諸
関
係
、
つ
ま
り
あ
り
う

べ
き
法
を
実
際
に
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
制
定
法
が
登
場
す
る
前

か
ら
、
正
義
の
あ
り
う
べ
き
諸
関
係
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
制

定
法
が
命
ず
る
か
禁
ず
る
か
し
な
い
限
り
、
お
よ
そ
正
義
も
不
正

義
も
存
在
し
な
い
生
言
う
の
は
、
円
を
引
く
前
に
は
そ
の
半
径
は

す
べ
て
等
し
く
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
」
。

（
『
法
の
精
神
』
－
．
露
肩
岸
忌
ω
■
o
－
ω
二
－
－
⊥
）

　
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
自
然
法
論
者
で
あ
る
。
自
然
法
論
者
は
、

法
を
国
家
法
に
限
定
し
な
い
。
し
か
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
お
い
て
、
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ニ
ハ
世
紀
頃
か
ら
始
ま
る
近
代
自
然
法
思
想
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場

含
、
国
際
法
の
思
想
と
密
接
な
結
び
付
き
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の

代
表
的
な
恩
想
家
は
、
む
ろ
ん
、
オ
ラ
ン
ダ
の
生
ん
だ
偉
大
な
法

学
者
、
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
で
あ
る
。
彼
は
、
惰
熱
的
に

国
際
社
会
に
お
け
る
「
法
」
の
存
在
に
つ
い
て
語
っ
た
。

　
「
ロ
ー
マ
の
法
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
国
の
法
で
あ
れ
、
国
の
法

を
取
り
扱
っ
た
論
者
は
多
数
、
存
在
す
る
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、

複
数
の
国
民
も
し
く
は
国
民
の
指
導
者
た
ち
の
間
に
存
在
す
る
法

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
自
然
そ
の
も
の
に
起
源
を
も
つ
に
せ
よ
、

神
の
律
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
に
せ
よ
、
憤
習
も
し
く
は
黙
示
の

契
約
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
に
関
心
を
示
し
た
者

た
ち
は
非
常
に
す
く
な
い
。
こ
の
法
を
普
遍
的
か
つ
確
固
と
し
た

方
法
に
よ
っ
て
論
じ
た
者
に
い
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
一
人
も
い

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
著
作
を
を
記
す
こ
と
は
、
人
類
に

と
う
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
…
…
諸
国
民
の
問
に
存
在
す
る
法

に
関
し
て
確
固
と
し
た
作
品
を
著
わ
す
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
を

考
え
れ
ぱ
、
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
。
古
に
お
い
て
も
現
代
に
お

い
て
も
、
法
の
こ
の
分
野
を
空
虚
な
名
称
以
外
に
は
何
も
な
い
か

の
よ
う
に
軽
蔑
す
る
者
た
ち
が
決
し
て
後
を
絶
た
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
々
が
言
う
こ
と
は
、
ツ
キ

ユ
デ
ィ
デ
ス
に
登
場
す
る
エ
ウ
フ
ェ
ム
ス
の
言
葉
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
国
王
も
し
く
は
国
の
権
カ
に
関
す
る
限
り
、
有
益
な
こ
と

で
あ
れ
ば
不
正
義
で
は
な
い
、
と
。
こ
れ
と
同
様
の
主
張
に
よ
れ

ぱ
、
最
高
の
幸
運
の
下
で
は
、
よ
り
強
カ
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
公

正
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
は
不
正
義
な
く
し
て
は
運
営
さ
れ
え
な

い
、
と
L
。
（
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
∪
巴
昌
①
｝
①
旨
碧
霊
9
ω
』
『
O
・

『
①
o
q
o
昌
①
量
F
ω
1
）

　
お
よ
そ
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

「
盗
賊
団
の
例
」
が
示
す
よ
う
に
、
「
い
か
な
る
社
会
も
法
な
く
し

て
は
維
持
さ
れ
え
な
い
」
。
む
ろ
ん
、
国
際
社
会
も
ま
た
そ
の
例

外
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
国
際
社
会
こ
そ
、
法
と
正
義
へ

の
揺
る
ぎ
な
い
信
念
を
必
要
と
す
る
。
彼
は
、
こ
う
し
て
「
人
類

も
し
く
は
複
数
の
国
家
を
互
い
に
結
び
付
け
る
社
会
は
、
法
を
必

要
と
す
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
国
際
法
の
古
典
『
戦
争
と
平
和

の
法
』
（
：
ハ
ニ
五
年
）
を
書
き
記
す
の
で
あ
る
。

現
代
国
際
去
の
思
想
と
思
想
の
連
鎖
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
古

来
、
「
法
」
を
め
ぐ
つ
て
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ

れ
は
、
い
ま
示
し
た
よ
う
に
、
国
内
の
制
定
法
だ
け
で
な
く
、
国

際
社
会
あ
る
い
は
人
類
の
法
を
も
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
国
際
社
会
の
法
を
め
ぐ
る
議
論
を
正
面
か
ら
「
思
想
の
連
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鎖
L
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
思
想
の
連
鎖
」
と
は
、
過
去
の
恩
想

と
の
対
決
（
否
定
・
肯
定
・
修
正
）
の
う
ち
に
新
し
い
恩
想
を
作

り
上
げ
て
い
く
作
業
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
業
が
歴
史
の
な
か

で
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想
は
「
伝
統
」
と
な

り
、
現
実
的
カ
す
ら
獲
得
し
て
い
く
。

　
現
代
国
際
法
も
ま
た
、
こ
の
「
思
想
の
連
鎖
」
と
無
縁
で
は
あ

り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
思
想
」
と
い
う
観
点
か
ら
現
代
国
際

法
に
接
近
す
る
こ
と
は
、
現
に
存
在
す
る
国
際
法
を
原
理
的
に
理

解
し
、
ま
た
現
代
そ
の
も
の
を
考
え
る
た
め
に
、
一
つ
の
有
益
な

方
法
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
で
は
余
り
に
も
漠
然
と

し
て
い
る
の
で
、
私
は
、
以
下
の
論
述
で
、
こ
の
観
点
か
ら
現
代

国
際
法
思
想
の
一
つ
の
潮
流
を
描
き
出
す
作
業
に
従
事
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
一
つ
の
重
要
な
潮
流
と
は
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ

ス
主
義
」
か
ら
「
新
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
主
義
」
に
い
た
る
、
「
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統
」
を
織
り
成
す
流
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
、
目
本
で
は
国
際
法
恩
想
の
こ
の
潮
流
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献

は
ほ
と
ん
ど
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
理
論
的

に
も
実
務
的
に
も
、
ま
た
歴
史
的
に
も
か
な
ヶ
重
要
な
「
思
想
の

流
れ
」
で
あ
り
、
こ
の
潮
流
の
存
在
と
意
義
を
知
う
て
お
く
こ
と

は
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
私
は
考
え
る
。

　
前
置
き
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
本
論
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

国
際
社
会
の
思
想

1
　
中
江
兆
民
『
三
酔
人
経
総
問
答
』

紳
士
君
・
豪
傑
君
・
南
海
先
生
　
　
国
際
法
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
人
間
社
会
の
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
主
た
る
対
象
と

な
る
世
界
が
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
そ
の
社
会
と
は
、
国
際

社
会
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
国
際
社
会
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
あ
る
認
識
に
よ
れ
ば
狼
の
ば
づ
こ
す
る
無
法
地
帯
で
あ

り
、
そ
も
そ
も
社
会
で
は
な
い
。
ま
た
、
あ
る
論
者
は
、
こ
れ
を

各
主
権
国
家
の
妥
協
と
協
調
の
場
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を

統
一
的
で
平
和
な
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
い
わ
ば
世
界
国
家
と
考

え
る
理
論
家
も
存
在
す
る
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
分
か
り
や
す
く
興
味
深
い
素
材

が
す
で
に
日
本
に
存
在
す
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
利
用
し
な

が
ら
話
を
進
め
よ
う
。
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
（
一
八
八
九
年
）

の
直
前
、
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
－
五
年
）
の
七
年
前
に
刊
行
さ

れ
た
中
江
兆
民
の
『
三
酔
人
経
総
問
答
』
（
一
八
八
七
年
）
で
あ

る
。
こ
の
著
作
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
帝
国
主
義
を
前
に
し
て
、
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弱
小
な
明
治
日
本
が
ど
の
よ
う
な
内
政
・
外
交
政
策
を
取
る
べ
き

か
を
論
じ
た
も
の
で
、
三
人
の
人
物
が
登
場
す
る
。
一
人
は
「
紳

士
君
」
、
他
の
一
人
は
「
豪
傑
君
」
、
最
後
の
一
人
は
「
南
海
先

生
」
で
あ
る
。

　
紳
士
君
と
豪
傑
君
は
、
あ
る
諺
陶
し
い
雨
の
周
に
、
南
海
先
生

の
下
に
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
携
え
て
や
っ
て
き
た
。
杯
を
交
わ
し
つ
つ
、

「
政
治
を
論
ず
る
」
た
め
で
あ
る
。

　
紳
士
君
は
、
非
武
装
の
理
想
主
義
的
平
和
主
義
者
で
あ
る
。
彼

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
が
遺
徳
の
原
理
と
経
済
の
理
法
に
そ
む

き
、
数
十
百
万
の
常
傭
軍
を
た
く
わ
え
、
「
罪
の
な
い
人
民
に
殺

し
合
い
を
さ
せ
る
」
現
実
を
指
摘
し
つ
つ
、
こ
う
主
張
す
る
。

　
「
文
明
の
進
歩
に
お
く
れ
た
一
小
国
が
、
昂
然
と
し
て
ア
ジ
ア

の
端
う
こ
か
ら
立
ち
上
が
り
、
一
挙
に
白
由
、
博
愛
の
境
地
に
と

び
こ
み
、
要
塞
を
破
壊
し
、
大
砲
を
鋳
つ
ぶ
し
、
軍
艦
を
商
船
に

し
、
兵
卒
を
人
民
に
し
、
一
心
に
道
徳
の
学
問
を
き
わ
め
、
工
業

の
技
術
を
研
究
し
、
純
粋
に
哲
学
の
子
と
な
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
、

文
明
だ
と
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
人
々
は
、
は
た

し
て
心
に
恥
じ
い
ら
な
い
で
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
…
剣
を
ふ

る
っ
て
風
を
斬
れ
ぱ
、
剣
が
い
か
に
鋭
く
て
も
、
ふ
う
わ
り
と
し

た
風
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
風
に
な
ろ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
L
（
桑
原
武
夫
、
島
囲
虞
次
訳
・
校
注
、
岩
波
文
庫
一

四
頁
。
）

　
豪
傑
君
は
、
政
治
的
自
然
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
、
紳
士
君
の

主
張
に
呆
れ
て
、
こ
う
反
論
す
る
。
「
そ
も
そ
も
戦
争
と
い
う
も

の
は
、
学
者
風
の
理
論
・
か
ら
は
ど
ん
な
に
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
も
、
現
実
の
事
実
と
し
て
は
、
け
っ
き
よ
く
避
け
る
こ
と
の
で

き
な
い
勢
い
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
：
…
争
い
は
個
人
の
怒
り

で
あ
る
。
戦
争
は
国
の
怒
り
で
あ
る
。
よ
う
争
わ
な
い
も
の
は
、

弱
虫
で
あ
る
。
よ
う
戦
争
し
な
い
も
の
は
、
弱
国
で
あ
る
。
も
し

争
い
は
悪
徳
で
、
戦
争
は
く
だ
ら
ぬ
こ
と
だ
と
言
う
者
が
あ
れ
ば
、

ぼ
く
は
答
え
て
言
い
た
い
。
個
人
に
現
に
悪
徳
が
あ
る
の
を
、
ど

う
し
よ
う
も
な
い
で
は
な
い
か
。
国
が
現
に
く
だ
ら
ぬ
こ
と
を
や

っ
て
い
る
の
を
ど
う
し
よ
う
も
な
い
で
は
な
い
か
。
現
実
と
い
う

も
の
を
ど
う
し
よ
う
も
な
い
で
は
な
い
か
、
と
」
（
同
前
、
六
三

頁
）
。
彼
は
、
名
前
こ
そ
明
記
し
な
い
が
、
明
ら
か
に
中
国
を
さ

し
て
、
「
よ
く
肥
え
た
イ
ケ
ニ
エ
の
牛
」
と
呼
び
、
「
な
ぜ
、
さ
っ

さ
と
出
か
け
て
い
っ
て
、
そ
の
半
分
、
あ
る
い
は
三
分
の
一
を
割

き
取
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
す
ら
言
い
き
ウ
て
い
る
。

　
南
海
先
生
但
穏
健
で
冷
静
な
理
性
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
、

紳
士
君
も
豪
傑
君
も
極
端
で
あ
り
、
結
局
、
同
一
の
「
病
原
菌
」
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に
侵
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
。

　
「
あ
た
が
た
は
み
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
国
が
百
万
の
強
兵
を

や
し
な
い
、
千
万
の
軍
艦
を
造
っ
て
、
噛
み
合
い
、
と
っ
く
み
あ

い
、
ま
た
し
ょ
ウ
ち
ゅ
う
ア
ジ
ア
ま
で
荒
し
に
来
る
の
を
見
て
き

た
も
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
恩
い
す
占
こ
し
て
、
彼
ら
は
そ
の
う
ち
き

っ
と
百
・
千
の
軍
艦
を
装
備
し
て
、
侵
略
に
く
る
に
違
い
な
い
、

と
考
え
る
。
…
…
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
形
勢

を
い
さ
さ
か
恩
い
す
、
こ
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
の
で
す
。

・
…
：
そ
れ
に
世
界
平
和
の
主
張
は
、
ま
だ
実
行
は
で
き
な
い
に
し

て
も
、
国
際
社
会
に
お
い
て
、
道
徳
の
主
義
が
し
だ
い
に
そ
の
範

囲
を
ひ
ろ
め
、
腕
カ
の
主
義
が
し
だ
い
に
そ
の
領
域
を
せ
ば
め
て

く
る
の
は
、
自
然
の
勢
い
で
、
紳
士
君
の
言
わ
れ
る
進
化
の
神
の

進
路
と
い
う
の
が
こ
れ
で
す
。
…
…
だ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

の
兵
隊
は
虎
か
ラ
イ
オ
ン
、
議
会
や
新
聞
は
金
網
と
い
っ
た
と
こ

ろ
、
そ
の
う
え
勢
力
均
衡
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
ま
た
国
際
法
と

い
う
約
束
が
あ
づ
て
、
眼
に
見
え
ぬ
と
こ
ろ
で
手
足
を
拘
束
し
て

い
ま
す
」
（
同
前
、
一
〇
三
頁
）
。

　
つ
ま
り
、
勢
カ
の
均
衡
や
道
徳
の
伸
長
に
よ
っ
て
、
「
多
少
と

も
国
際
法
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
「
国
際
社

会
」
の
現
実
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
る
。
そ
こ
で
は
、
い
た
ず
ら

に

「
腕
力
」
だ
け
が
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

2
　
兆
民
に
お
け
る
国
際
社
会
の
三
つ
の
型

洋
学
紳
士
型
国
際
社
会
　
　
洋
学
紳
士
君
の
立
場
は
、
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ニ
ズ
ム
で
、
個
別
国
家
の
枠
を
取
り
払
お
う
と
す
る
。
彼
は

言
う
。

　
「
精
神
と
身
体
を
持
つ
も
の
は
、
ひ
と
し
く
人
間
で
す
。
弓
ー

ロ
ッ
パ
人
、
ア
ジ
ア
人
の
区
別
な
ど
、
ど
こ
に
あ
り
ま
し
ょ
う
。

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
な
ど
は
、
な
お
さ
ら

の
こ
と
で
す
。
…
…
だ
か
ら
、
私
は
何
国
人
だ
と
い
う
の
は
、
け

っ
き
上
く
、
地
球
の
う
え
の
何
部
分
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
意
味

で
す
。
だ
か
ら
、
自
分
と
他
人
の
あ
い
だ
に
境
界
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
敵
対
意
識
が
生
ま
れ
る
は
ず
も
な
い
。
…
…
民
主
制
！

民
主
制
！
　
甲
国
と
か
、
乙
風
と
か
い
う
の
は
、
た
だ
呼
ぶ
便
宜

の
た
め
に
、
地
球
の
部
分
を
区
切
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
、
居
住
民

の
心
を
わ
け
へ
だ
て
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
（
同
前
、
四
一

－
二
頁
）
。

　
つ
ま
り
、
紳
士
君
の
考
え
で
は
、
人
は
み
な
、
民
族
や
人
種
の

差
異
を
こ
え
た
平
等
な
存
在
で
あ
り
、
人
々
を
分
け
隔
て
る
も
の

は
本
来
な
に
も
な
い
。
そ
こ
で
は
「
敵
対
意
識
」
な
ど
存
在
し
よ
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う
も
な
い
。
「
地
球
の
各
部
分
を
き
り
裂
き
、
居
住
民
の
心
を
た

が
い
に
わ
け
へ
だ
て
る
の
は
王
制
の
の
こ
し
た
禍
い
」
で
あ
り
、

世
界
を
「
一
個
の
大
き
な
完
全
体
に
仕
上
げ
る
」
こ
と
こ
そ
肝
要

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
紳
士
君
の
こ
の
立
場
は
、
国
際
政
治
学

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
学
派
の
用
語
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
革
命
主
義
者

の
伝
統
」
（
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ワ
イ
ト
）
も
し
く
は
「
カ
ン
ト
の
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

統
」
（
ヘ
ッ
ド
リ
ー
・
ブ
ル
）
に
合
致
す
る
。
洋
学
紳
士
の
主
張

は
あ
ま
り
革
命
的
に
は
見
え
な
い
が
、
主
権
国
家
を
認
め
な
い
と

い
う
点
で
、
ま
た
国
家
よ
り
も
さ
ら
に
高
い
価
値
に
立
脚
す
る
点

で
革
命
的
な
の
で
あ
る
。

　
ワ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
革
命
主
義
者
は
、
自
己
の
価
値
観
を
絶
対

視
し
、
普
遍
化
し
、
二
兀
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
点
で
、
カ
ル

ヴ
ア
ン
、
ル
ソ
ー
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
神
」
を
持
っ
て

お
り
、
世
界
も
ま
た
そ
の
普
遍
的
な
「
神
」
の
下
で
二
兀
化
さ
れ

る
。
紳
士
君
の
信
仰
す
る
の
は
、
「
進
化
の
神
」
で
あ
り
、
ま
た

「
民
主
制
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
の
「
人
民
」
に
つ
ら
な
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
兆
民
は
ル
ソ

ー
の
『
社
会
契
約
論
』
の
翻
訳
者
で
あ
っ
た
。

　
カ
ン
ト
も
ま
た
、
普
遍
的
な
世
界
国
家
を
想
定
し
て
い
た
。
当

時
、
も
う
と
も
著
名
な
自
然
法
論
者
で
あ
づ
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ア

ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
「
最
大
国
家
O
～
岸
竃
昌
翼
－
昌
ど
を
主
張

し
た
。
こ
こ
で
は
、
あ
る
意
味
で
、
国
際
社
会
は
存
在
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
社
会
は
そ
の
も
の
と
し
て
普
遍
的
な
国
家
で
あ

う
て
、
「
国
際
」
と
い
う
概
念
は
消
失
す
る
・
か
ら
で
あ
る
。
紳
士

君
が
「
民
主
制
」
に
よ
っ
て
「
世
界
」
を
二
個
の
大
き
な
完
全

体
L
に
す
る
、
と
い
う
の
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

　
紳
士
君
型
国
際
社
会
は
、
社
会
の
構
成
員
を
た
だ
「
人
問
」
だ

け
と
し
、
圭
権
国
家
を
排
除
し
、
自
ら
が
普
遍
的
な
国
家
と
な
る

社
会
で
あ
る
。
ワ
イ
ト
の
表
現
を
使
え
ば
、
こ
う
な
る
。
「
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
国
家
で
あ
る
（
あ
る
い
は
、
国
家
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
）
」
。

豪
傑
君
型
国
際
社
会
　
　
豪
傑
君
の
立
場
は
、
政
治
的
自
然
主
義

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
際
政
治
の
世
界
を
弱
肉
強
食
の
自
然
界
と

の
類
似
の
う
ち
に
理
解
す
る
。
彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
「
勝
つ
こ

と
を
好
ん
で
負
け
る
こ
と
を
嫌
う
の
は
、
動
物
の
本
性
」
で
あ
る
。

「
虎
、
ラ
イ
オ
ン
、
山
犬
、
狼
は
も
ち
ろ
ん
、
昆
虫
の
類
に
い
た

る
ま
で
、
い
や
し
く
も
天
地
の
問
に
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
の
も
の

は
、
獲
物
を
殺
し
、
取
る
こ
と
に
専
念
し
な
い
も
の
は
な
い
」
。

し
か
も
、
「
生
物
の
な
か
で
賢
い
も
の
ほ
ど
勇
ま
し
く
、
愚
か
な

も
の
ほ
ど
臆
病
」
で
あ
る
。
自
然
が
よ
り
優
れ
た
も
の
を
強
く
、

よ
り
劣
っ
た
も
の
を
弱
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
よ
り
優
れ
た
文
明
を
も
っ
た
国
が
よ
り
強
く
、
よ

　
り
劣
っ
た
弱
い
国
を
襲
う
こ
と
は
な
ん
ら
「
不
仁
」
で
は
な
い
。

国
際
政
治
と
は
、
そ
の
よ
う
な
狼
た
ち
の
跳
梁
す
る
舞
台
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
豪
傑
君
は
言
う
。
「
あ
あ
、
こ
の
よ
う
な
い
く
万
と

．
も
知
れ
ぬ
虎
、
狼
の
視
線
の
も
と
で
国
を
お
さ
め
て
ゆ
く
も
の
は
、

軍
備
以
外
の
な
に
を
頼
み
と
し
て
国
を
保
っ
て
ゆ
け
ま
し
ょ
う

　
か
」
。

　
豪
傑
君
の
こ
の
立
場
は
、
「
現
実
主
義
者
の
伝
統
」
（
ワ
イ
ト
）

も
し
く
は
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
伝
統
」
（
ブ
ル
）
に
合
致
す
る
。
こ
の

立
場
は
、
つ
ぎ
の
マ
キ
ア
ベ
ッ
リ
の
見
解
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ

　
て
い
る
。

　
　
二
国
の
安
全
が
こ
れ
か
ら
と
る
決
定
に
金
面
的
に
か
か
っ
て

　
い
る
場
合
、
正
義
か
不
正
義
か
、
親
切
か
残
虐
か
、
称
賛
に
値
す

　
る
・
か
非
難
に
値
す
る
か
、
一
と
い
う
こ
と
に
気
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら

　
な
い
。
反
対
に
、
一
国
の
生
命
を
救
い
、
そ
の
自
由
を
守
り
う
る

　
か
否
か
、
と
い
う
二
者
択
一
だ
け
を
真
剣
に
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
こ
と
が
ら
は
、
い
っ
さ
い
考
え
て
は
な
ら
な
い
L
（
冒
ω
－

o
o
邑
ω
ε
s
5
勺
ユ
昌
與
o
①
8
〇
一
ヨ
↓
o
巨
三
〇
＼
冒
ω
8
弓
ω
窃

g
｝
①
ヨ
冨
↓
H
彗
困
o
o
斎
o
｛
↓
岸
易
＝
く
ド
昌
－
昌
）
。

　
　
ま
た
、
ワ
イ
ト
の
言
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
方
程
式
「
国
際
関
係
お
よ

び
国
際
社
会
は
自
然
状
態
と
等
し
い
L
も
ま
た
、
豪
傑
君
型
国
際

社
会
論
を
適
切
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と

っ
て
、
「
自
然
状
態
」
は
即
「
戦
争
状
態
」
を
意
味
し
た
。
し
か

も
、
「
社
会
」
は
契
約
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
「
契
約
」
に
よ
っ
て
「
国
際
社
会
」
が
成
立
し
た
と
い
う

事
実
は
な
い
の
で
、
「
国
際
社
会
」
は
実
は
「
存
在
し
な
い
」
。

　
豪
傑
君
の
自
然
主
義
と
ホ
ッ
ブ
ズ
的
「
自
然
状
態
」
論
は
、
と

も
に
利
害
と
実
カ
だ
け
を
国
際
政
治
の
世
界
の
基
本
的
構
成
要
素

と
す
る
点
で
、
軌
を
一
に
す
る
。
こ
の
論
理
の
下
で
は
、
主
権
国

家
の
意
思
だ
け
が
国
際
関
係
を
規
定
す
る
。
主
権
国
家
は
自
己
の

意
思
以
外
の
な
に
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
。
国
家
は
完
全
に
自

由
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
際
社
会
は
、
紳
士
君
型
国
際
社
会
と
は
異
な
っ

た
意
味
で
、
社
会
た
り
え
な
い
。
社
会
と
し
て
の
公
共
性
、
自
律

性
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。
豪
傑
君
型
国
際
社
会
は
、
そ
れ
ゆ
え
、

ワ
イ
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
社
会
で
は
な
く
、
む
し
ろ
闘
技

　
　
（
2
〕

場
で
あ
る
」
。

南
海
先
生
型
国
際
社
会
　
　
南
海
先
生
は
、
穏
健
な
、
と
い
う
よ

り
も
冷
徹
で
、
あ
る
意
味
で
豪
傑
君
型
国
際
社
会
論
よ
り
か
さ
ら

に
現
実
主
義
的
な
認
識
を
示
す
。
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
が
互
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い
に
軍
備
の
拡
充
を
図
り
、
勢
力
均
衡
の
原
理
が
支
配
し
て
い
る

が
故
に
、
容
易
に
衝
突
も
侵
略
も
始
ま
ら
な
い
、
と
言
う
。
国
際

法
も
ま
た
、
そ
の
限
り
で
順
守
さ
れ
る
。
列
強
の
ど
こ
か
一
国
が

と
く
に
強
大
に
な
れ
ば
、
「
国
際
法
な
ど
て
ん
で
顧
み
な
い
よ
う

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
は
そ
う
で
は
な
い
」
。
つ
ま
り
、

「
四
国
の
勢
カ
が
だ
い
た
い
つ
り
合
っ
て
い
る
か
ら
、
彼
ら
は
み

な
や
む
を
得
ず
、
多
少
と
も
国
際
法
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

多
く
の
小
国
が
、
併
呑
の
禍
か
ら
免
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
い
う

理
出
か
ら
で
す
」
と
。

　
彼
が
、
国
際
社
会
に
お
け
る
「
道
義
」
の
重
み
や
国
際
法
が
そ

れ
な
り
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
「
現
実
」
を
強
調
し
て
い

る
の
は
、
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
勢
力
均
衡
の
原
理
を
前
提

と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
も
ま
た
互
い
に
交
渉

し
、
協
調
す
る
、
あ
る
い
は
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
「
現

実
」
が
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
限
り
で
、
南
海
先
生
は
、
勢
力
均
衡
を
基
本
原
則
と
し
つ

つ
、
諸
国
家
が
利
害
の
調
整
を
図
る
独
自
の
場
と
し
て
国
際
社
会

が
存
在
す
る
、
と
認
識
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
は
、
「
理
性
主
義
者
の
伝
統
」
（
ワ
イ
ト
）
も
し
く
は
「
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統
」
（
ブ
ル
）
に
連
な
る
。

　
ち
な
み
に
、
、
ワ
イ
ト
は
、
こ
の
独
自
の
国
際
社
会
に
つ
い
て
、

こ
う
記
し
て
い
る
。
「
そ
れ
は
、
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
は
異
な
っ
た
社
会
で
あ
る
」
。

3
　
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統

理
性
主
義
者
の
伝
統
　
　
中
江
兆
民
の
三
酔
人
は
、
「
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
学
派
」
の
ワ
イ
ト
や
ブ
ル
の
三
類
型
に
か
な
り
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
合
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
紳
士
君
と
豪
傑
君
の
明
快
さ

と
迫
カ
に
比
較
し
て
、
肝
心
の
南
海
先
生
の
論
理
と
熱
気
は
い
ま

一
つ
と
い
う
印
象
は
拭
い
が
た
い
。
兆
民
白
身
、
な
ぜ
か
最
後
の

部
分
を
「
南
海
先
生
は
ご
ま
か
し
た
」
と
要
約
し
て
い
る
。

　
お
そ
ら
く
、
兆
民
の
鋭
敏
な
感
覚
が
「
理
性
主
義
的
」
国
際
社

会
論
を
南
海
先
生
に
と
ら
せ
た
と
し
て
も
、
彼
は
こ
の
点
で
は
確

固
と
し
た
明
快
な
論
理
を
も
た
な
－
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
南
海
先

生
は
た
し
か
に
国
際
法
の
存
在
を
語
っ
て
い
る
が
、
ど
う
み
て
も

強
力
な
信
念
を
も
っ
て
主
張
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
は
、

せ
い
ぜ
い
列
強
が
「
や
む
を
得
ず
」
守
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
と
国
際
法
を
研
究
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
語
っ
た
あ
の
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
情
熱
的
な
言
葉
と
を
比
較
し
て
み
る
と
よ
い
。
南

海
先
生
は
、
信
念
と
明
確
な
構
図
を
も
っ
て
独
自
の
国
際
社
会
論
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を
展
開
し
き
れ
な
か
っ
た
為
に
、
紳
士
君
と
豪
傑
君
の
論
理
の
危

う
さ
と
危
険
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
つ
い
に
彼
ら
を
説
得
で
き
な

か
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
明
治
日
本
の
よ
り

健
全
な
成
長
に
と
っ
て
、
じ
つ
に
不
孝
な
事
態
を
象
徴
的
に
表
現

し
て
い
た
、
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
ぜ
な
ら
、
国
際
社
会
の
理
性
主
義
的
把
握
は
、
国
際
社
会
の

構
成
員
相
互
の
「
知
的
な
交
流
」
を
重
視
し
、
他
の
構
成
員
の
存

在
と
利
益
そ
し
て
権
利
を
尊
重
す
る
－
か
ら
で
あ
る
。
人
は
、
な
る

ほ
ど
流
血
を
好
み
、
罪
深
い
存
在
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人

は
ま
た
、
理
性
的
存
在
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
「
社
会
は
理
性
的

人
々
の
問
の
協
同
の
大
い
な
る
成
功
の
場
で
あ
る
」
。
こ
の
認
識

の
下
で
は
、
ロ
ッ
ク
が
示
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
人
間
社
会
は

そ
の
最
初
の
段
階
か
ら
あ
る
種
の
「
平
和
」
な
「
秩
序
」
を
有
す

る
。　

理
性
主
義
者
は
、
自
然
状
態
を
戦
争
状
態
と
は
考
え
な
い
。
ロ

ッ
ク
と
同
様
に
人
問
理
性
を
信
頼
七
た
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
確
信
す

、
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
、
人
が
「
社
会
的
性
向
」
を
有
し
た
状

態
で
あ
る
。
ワ
イ
ト
に
よ
れ
ぱ
、
こ
れ
は
、
「
社
会
と
な
る
能
カ

の
あ
る
状
態
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
自
然
法
は
社
会

的
行
動
を
命
令
す
る
」
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
白
然
法
を
重
視
す
る

所
以
で
あ
る
。
こ
の
自
然
法
の
も
と
に
あ
る
「
自
然
状
態
」
は
、

す
で
に
「
共
通
の
交
渉
」
を
取
り
交
わ
し
、
「
平
和
な
状
態
」
の

下
に
あ
る
。
　
　
　
　
、

　
た
だ
、
そ
れ
は
、
不
安
定
で
壊
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
の
不

安
定
さ
は
、
こ
の
（
国
際
）
社
会
の
理
性
的
構
成
員
の
自
立
性
を

放
棄
し
て
、
革
命
主
義
者
的
な
「
最
大
国
家
」
を
求
め
る
ほ
ど
の

も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
有
限
契
約
＝
邑
一
＆
0
9
－

旨
竃
ご
に
よ
っ
て
、
よ
り
安
定
的
な
社
会
を
構
築
す
れ
ば
、
そ

れ
で
十
分
で
あ
る
。
こ
の
「
よ
り
安
定
的
な
社
会
」
こ
そ
「
国
際

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
〕

社
会
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

グ
0
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統
　
　
ヘ
ッ
ド
リ
ー
・
ブ
ル
に
よ
れ
ぱ
、
国

際
社
会
と
は
「
（
秩
序
あ
る
）
無
政
府
社
会
彗
§
O
ざ
巴
ω
0
9
①
q
」

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
諸
国
家
は
白
然
状
態

の
下
に
あ
る
の
で
も
、
何
ら
か
中
央
の
権
カ
の
下
に
あ
る
の
で
も

な
く
、
全
人
類
と
い
う
大
き
な
社
会
、
つ
ま
り
昌
品
；
8
目
－

昌
…
篶
鶉
す
⊆
昌
彗
－
o
q
竃
翌
ω
の
下
で
互
い
に
共
通
の
規
則
や
制

度
に
服
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
共
通
利
益
を
得
る
存
在
で
あ
る
。

国
際
政
治
の
主
体
は
基
本
的
に
は
国
家
だ
が
、
そ
の
本
質
は
戦
争

で
は
な
く
、
相
互
的
な
交
通
に
あ
る
。
こ
の
社
会
は
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
諸
国
家
社
会
で
あ
り
、
ま
た
「
国
際
社
会
」
に
ほ
か
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な
ら
な
い
。

　
つ
ま
り
、
ブ
ル
に
と
っ
て
「
国
際
社
会
」
と
は
「
ア
ナ
ー
キ
カ

ル
（
つ
ま
り
無
政
府
的
）
」
だ
が
特
有
の
秩
序
を
も
つ
「
社
会
」

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
政
府
」
こ
そ
有
し
な
い
が
、
お
互
い
の
「
共

通
利
益
」
の
た
め
に
、
そ
れ
な
り
に
ル
ー
ル
を
守
り
、
協
調
的
で

平
和
的
で
あ
る
。
こ
の
「
国
際
社
会
」
を
支
配
す
る
最
も
基
本
的

な
ル
ー
ル
が
「
国
際
法
」
で
あ
る
。

　
ブ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
国
際
社
会
」
と
「
国
際

法
」
の
観
念
を
生
み
出
し
、
一
般
化
さ
せ
る
の
に
最
も
貢
献
し
た

の
が
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
で
あ
り
、
ま
た
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
を
め
ぐ
る
思

想
の
連
鎖
だ
と
考
え
た
。
こ
こ
に
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統
」
が

生
ま
れ
る
。
彼
は
言
う
。

　
「
こ
れ
が
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
時
代
に
正
当
性
を
獲
得
し
た
観

念
で
あ
る
。
こ
の
観
念
は
、
現
代
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
国
際

関
係
の
根
底
に
あ
り
、
そ
の
形
態
や
表
現
は
異
な
り
こ
そ
す
れ
、

お
よ
そ
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統
と
呼
ば
れ
う
る
よ
う
な
も
の
の
核

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

心
を
構
成
し
て
い
る
」
。

　
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
セ
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ

ッ
バ
の
国
際
社
会
は
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統
」
の
下
に
あ
る
。

そ
れ
は
、
個
別
国
家
の
個
別
的
利
害
追
求
を
決
し
て
否
定
し
な
い

が
、
国
際
社
会
の
共
通
利
益
を
あ
く
ま
で
も
要
求
す
る
。
こ
の
共

通
利
益
を
無
視
す
る
徹
底
し
た
国
家
理
性
主
義
は
否
認
さ
れ
る
。

豪
傑
君
流
の
一
面
的
な
自
然
主
義
は
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

グ
0
テ
ィ
ウ
ス
主
義
　
　
こ
の
よ
う
な
独
立
的
か
つ
自
律
的
国
際

社
会
と
そ
れ
に
見
合
っ
た
国
際
法
形
成
へ
の
動
き
を
鋭
く
把
握
し
、

決
定
的
に
推
進
し
よ
う
と
し
た
国
際
法
思
想
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「
グ
ロ
テ
■
ウ
ス
主
義
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の

伝
統
」
に
お
け
る
国
際
正
義
へ
の
信
念
と
国
際
社
会
の
自
律
性
へ

の
確
信
、
国
際
社
会
の
構
成
員
の
一
体
化
と
連
帯
化
を
徹
底
し
て

強
調
し
、
二
〇
世
紀
の
国
際
法
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
主
義
は
、
国
際
社
会
を
弱
肉
強
食
の
世
界
と
も

単
に
強
国
の
駆
け
引
き
の
舞
台
と
見
る
の
で
も
な
く
、
諸
国
家
の

個
別
的
利
害
を
人
類
の
共
通
利
益
の
た
め
に
調
整
し
、
抑
制
し
、

法
の
支
配
の
下
に
置
こ
う
と
す
る
国
際
共
同
体
と
考
え
る
。
そ
の

背
後
に
は
、
人
類
の
「
連
帯
性
眈
O
巨
胃
床
昌
」
へ
の
確
信
が
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
は
、
「
連
帯
主
義
者
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
紳
士
君
型
国
際
社
会
論
（
革
命
主
義
・
カ

ン
ト
主
義
）
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
グ
ロ
テ

ィ
ウ
ス
主
義
は
、
あ
く
ま
で
国
家
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
う
え
で

連
帯
主
義
的
な
協
調
と
協
力
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
南
海
先
生
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が
も
し
、
紳
士
君
に
対
抗
す
る
独
自
の
理
想
主
義
を
展
開
す
る
と

す
れ
ば
、
こ
れ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
思
想
は
、

国
際
社
会
の
提
示
す
る
価
値
観
に
た
い
す
る
、
深
い
共
感
を
必
要

と
す
る
。
あ
る
い
は
、
自
身
が
共
感
し
う
る
価
値
観
を
国
際
社
会

の
価
値
観
と
す
る
た
め
の
信
念
と
努
カ
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
国
際
社
会
に
た
い
し
て
白
ら
の
説
得
的
な
価
値
観
の
下
に
こ

れ
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
な
か
っ
た
明

治
日
、
本
と
そ
の
知
識
人
に
、
理
性
的
連
帯
主
義
を
主
張
す
る
よ
う

に
求
め
る
の
は
酷
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ヨ
i
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
主
義
が
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
だ

が
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
日
本
は
少
な
く
と
も
そ
れ
を
理
解

し
、
的
確
に
対
処
し
う
る
ほ
ど
の
地
位
と
能
力
を
有
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
目
本
は
、
新
し
い
国
際
法

思
想
を
自
己
の
も
の
と
な
し
え
ず
、
結
局
は
豪
傑
君
型
国
際
政
治

に
ま
い
進
し
て
い
づ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
豪
傑
君
型
帝
国
主

義
を
恩
想
的
に
、
そ
し
て
思
想
を
通
じ
て
政
治
の
現
実
に
お
い
て

強
く
否
定
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
主
義
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

二
　
国
際
法
に
お
け
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
主
義

ー
　
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
　
　
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
主
義
の
代
表
的
論
者
は
、

二
〇
世
紀
初
頭
オ
ラ
ン
ダ
の
国
際
法
学
者
、
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ォ
レ
ン

ホ
ー
ヴ
ェ
ン
と
そ
の
少
し
後
に
活
躍
し
た
英
国
の
著
名
な
国
際
法

学
者
、
ハ
ー
シ
ュ
・
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
で
あ
る
。

　
ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
慣
習
法
の
権
威
で
、

レ
イ
デ
ン
大
学
で
担
当
し
た
議
座
も
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
憤
習
法
・
憲
法
・
行
政
法
だ
っ
た
が
、
国
際
法
学
に
も
造
詣
が

深
く
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
際
し
て
、
国
際
法
学
者
と
し
て
は
お

そ
ら
く
最
も
早
く
、
主
権
国
家
の
個
別
的
意
恩
を
越
え
る
「
普
遍

的
国
際
共
同
体
」
の
構
想
を
示
し
、
そ
の
観
点
か
ら
「
国
際
法
上

の
犯
罪
O
ユ
昌
彗
旨
ユ
ω
O
q
彗
↓
ζ
昌
」
と
い
う
概
念
を
提
起
し
た
。

彼
は
、
そ
の
よ
う
な
「
国
際
法
上
の
犯
罪
」
を
処
罰
す
る
た
め
に
、

主
要
国
の
軍
隊
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
国
際
警
察
」
を
作
り
上
げ
る

よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

　
彼
の
こ
の
見
解
は
、
少
な
く
と
も
当
時
の
権
威
あ
る
学
説
の
基

本
認
識
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
た
。
実
証
主
義
的
国
際
法
学

の
代
表
的
論
客
で
あ
る
ラ
ッ
サ
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
そ
の
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『
国
際
法
』
（
第
一
版
）
で
国
家
主
権
を
重
視
す
る
立
場
を
と
り
、

主
権
に
も
と
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
戦
争
に
対
し
て
、
国
際
法
が

「
平
和
」
を
要
請
す
る
立
場
か
ら
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
、
と
断
言
し
た
。
「
国
家
は
、
主
権
者
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
そ
の
上
位
に
、
独
自
の
要
求
に
服
従
す
る
よ
う
に
強
制
す

る
こ
と
の
で
き
る
中
央
権
力
な
ど
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

戦
争
を
常
に
避
け
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
」
と
。

　
む
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
づ
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
国
際
社
会

を
「
自
然
状
態
」
に
み
た
て
た
わ
け
で
は
な
い
。
戦
争
が
勃
発
し

て
諸
国
家
の
問
に
「
あ
ら
ゆ
る
平
和
的
な
関
係
」
が
な
く
な
っ
た

と
し
て
も
、
な
お
「
確
固
と
し
た
、
相
互
的
な
法
的
義
務
は
残
存

す
る
」
。
そ
れ
が
、
交
戦
法
規
つ
ま
り
戦
時
国
際
法
で
あ
る
。
彼

は
言
う
。
「
国
際
法
は
、
紛
争
に
際
し
て
相
互
の
相
違
を
平
和
的

に
解
決
す
る
代
わ
り
に
互
い
に
戦
争
を
行
う
こ
と
に
し
た
諸
国
家

に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
う
し
な

い
。
し
か
し
、
諸
国
家
は
戦
争
を
行
う
こ
と
を
選
択
し
て
も
、
戦

争
行
為
や
交
戦
者
お
よ
び
中
立
国
相
互
の
関
係
に
関
す
る
国
際
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
諸
規
則
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

　
し
た
が
っ
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
「
勃
発
し
た
戦

争
の
原
因
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
原
因
が
い
わ
ゆ
る
正

当
原
因
で
あ
る
に
せ
よ
、
な
い
に
せ
よ
、
相
互
に
戦
争
を
行
っ
て

い
る
交
戦
者
に
よ
っ
て
、
ま
た
交
戦
者
と
中
立
国
と
の
間
で
、
な

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
な
さ
れ
う
る
こ
と
、
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
関
し
て
、
国
際
法
の
諸
規
則
は
等
し
く
適
用
さ
れ

る
L
。
つ
ま
り
、
と
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
断
言
す
る
。

　
「
国
際
法
の
諸
規
則
は
、
い
か
な
る
原
因
に
由
来
す
る
に
せ
よ
、

す
べ
て
の
戦
争
に
適
用
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
戦
争
の
原
因
に
関
す

る
問
題
は
、
国
際
的
倫
理
に
と
っ
て
は
と
も
か
く
、
国
際
法
に
と

っ
て
は
ほ
と
ん
ど
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
。
こ
の
案
件
は
、
そ

も
そ
も
多
数
の
論
者
が
戦
争
の
正
当
原
因
を
決
定
し
規
定
す
る
国

際
法
の
諸
規
則
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
な
け
れ
ば
、
国
際
法
に
関

す
る
著
作
で
論
ず
る
必
要
性
の
金
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
戦
争
の

正
当
原
因
を
定
め
る
国
際
法
規
な
ど
決
し
て
存
在
し
な
い
。
こ
の

点
は
、
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
。
戦
争
の
あ
る
原
因
を
正
当
と
し
、

他
の
原
因
を
不
正
と
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
な
国
際
法
規
は
す

べ
て
、
国
際
法
に
関
す
る
著
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も

の
で
、
言
わ
ば
そ
の
著
作
家
た
ち
の
規
則
で
あ
る
。
国
際
慣
習
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
く
は
国
際
条
約
に
基
づ
い
た
国
際
法
規
で
は
な
い
」
。

「
国
際
法
上
の
犯
罪
」
と
グ
日
テ
ィ
ウ
ス
　
　
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

の
実
証
主
義
的
立
場
を
明
快
に
否
定
し
た
最
初
の
国
際
法
学
者
が
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ヴ
才
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
で
あ
る
。
彼
は
、
戦
争
当
事
国
の
正
、
不

正
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
考
え
、
果
敢
に
か
つ
大
胆
に

そ
の
認
識
の
普
及
に
努
め
た
。
彼
は
言
う
。
戦
争
の
正
、
不
正
は
、

要
す
る
に
、
い
ず
れ
の
側
に
「
正
当
原
因
」
が
あ
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
判
断
基
準
は
個
々
の
主
権
国
家
を
越
え
る
「
国

際
秩
序
」
に
反
す
る
か
、
否
－
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
。
こ
れ

は
、
正
し
い
戦
争
と
不
正
な
戦
争
と
を
明
確
に
区
別
す
る
と
い
う

意
味
で
、
現
代
の
「
正
戦
」
論
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
彼
は
、
一
九
ニ
ハ
年
四
月
一
五
日
の
「
イ
ー
ブ
ニ
ン
グ
・
ポ
ス

ト
．
サ
タ
デ
イ
・
マ
ガ
ジ
ー
ン
」
誌
で
彼
自
身
も
そ
れ
ま
で
用
い

て
い
た
「
国
際
法
上
の
不
法
行
為
監
＝
；
自
彗
2
」
と
い
う
用

語
に
か
え
て
、
国
際
法
史
上
は
じ
め
て
「
国
際
法
上
の
犯
罪
o
『
一
．

ヨ
昌
旨
ユ
ω
鷺
旦
巨
ヨ
」
と
い
う
概
念
を
公
に
し
た
。
そ
の
よ
う

な
「
犯
罪
」
を
防
止
す
る
た
め
に
、
「
す
ぺ
て
の
文
明
諸
国
家
の

公
平
な
協
カ
活
動
」
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
彼
は
訴
え
た
。

　
こ
の
よ
う
な
概
念
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
例
え
ぱ
一
方
的
な
侵

略
は
「
世
界
平
和
に
た
い
す
る
脅
威
」
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
、
文
明
諸
国
家
は

集
団
的
条
約
を
締
結
し
、
「
国
際
法
廷
一
鼻
雪
冨
巨
o
冨
；
ユ
g
・

墨
こ
を
設
置
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
法
廷
は
、
あ
る
国

家
が
他
国
に
よ
っ
て
不
法
に
安
全
を
脅
か
さ
れ
る
か
、
現
に
攻
撃

さ
れ
て
い
る
、
と
の
訴
え
が
行
わ
れ
た
時
に
、
「
共
同
行
動
亘
旦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

9
ま
己
を
と
る
必
要
性
を
決
定
す
る
。

　
ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
彼
の
構
想
す
る
正
戦
論
を
空
論
と

は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
文
明
諸
国
の
派
遣
軍
に
よ
る

「
国
際
警
察
」
活
動
こ
そ
、
国
際
社
会
と
国
際
法
に
新
し
い
時
代

を
切
り
開
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
し
か
も
、
こ
の
構
想
は
、
長
い
歴
史
的
根
拠
と
思
想
的
背
景
を

有
す
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
す
で
に
三

〇
〇
年
ほ
ど
前
に
、
同
一
の
構
想
を
提
示
し
た
偉
大
な
思
想
家
が

存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
祖
国
オ
ラ
ン
ダ
の
思
想
家
、
「
国

際
法
の
父
」
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
で
あ
る
。

　
ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
戦
争

と
平
和
の
法
』
は
、
い
ま
ま
さ
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
国
際
正
義

の
た
め
の
壮
大
な
正
戦
論
を
展
開
し
た
現
代
的
な
作
品
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ガ
ン
ジ
ー
の
非
暴

力
主
義
と
等
置
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
の
平
和
主
義
者
で
は
決
し

て
な
か
っ
た
。
彼
は
、
放
縦
で
無
規
律
な
戦
争
を
否
定
し
た
が
、

一
切
の
武
力
行
使
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

は
、
い
わ
ば
中
問
的
な
立
場
を
と
ろ
う
と
し
て
い
た
。
彼
に
と
っ
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て
、
「
正
義
」
や
「
権
利
」
を
守
り
実
現
す
る
た
め
に
武
カ
を
行

使
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
正
当
か
つ
合
法
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。

む
し
ろ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
平
和
が
維
持
さ

れ
る
。
問
題
は
何
が
「
正
義
」
で
あ
り
、
何
が
「
権
利
」
で
あ
る

か
、
つ
ま
り
「
正
戦
」
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
ど
だ
っ
た
。

彼
は
そ
れ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ロ
ー
マ
・
ギ
リ
シ
ア
の
古
典

や
哲
学
書
、
そ
し
て
法
律
書
を
渉
猟
し
、
そ
れ
を
体
系
化
し
て
い

っ
た
。
彼
の
著
作
は
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
。
『
戦
争
と
平
和
の

法
』
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
実
質
的
に
は
『
戦
争
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

法
』
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
「
権
利
」
の
内
容
を
明
確
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
を
隈
定
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

『
戦
争
と
平
和
の
法
』
が
「
権
利
を
執
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
戦

争
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
立
場
か
ら
書
か
か
れ
て
い
る

の
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
、
戦
争
の
「
不
正
な
原
因
」
を
論
じ
、

た
と
え
戦
争
の
「
正
当
な
原
因
」
が
あ
る
場
合
で
も
で
き
る
だ
け

避
け
る
よ
う
に
強
調
さ
え
し
て
い
る
。
た
だ
単
に
異
教
徒
で
あ
る

と
か
キ
リ
ス
ト
教
を
採
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
戦

争
を
開
始
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
平

和
」
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
な
ん
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て

も
、
彼
の
狙
い
は
、
や
は
り
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
を
描
く
こ
と

に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
の
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
解
釈
　
　
ヴ
ォ
レ
ン
ホ

ー
ヴ
ェ
ン
も
ま
た
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
平
和
主
義
的
な
側
面
が
あ

る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
だ
が
、
彼
は
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
の
「
正
戦
」
論
と
の
結
び
付
き
の
う
ち
に
理
解
し
よ
う

と
し
た
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
「
平
和
」
は
「
戦
争
」
と

不
可
分
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
基
本
認
識
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
「
平
和
の
法
と
戦
争
行
為
の

法
を
と
も
に
戦
争
と
い
う
問
題
の
光
の
下
に
お
い
た
」
の
で
あ
り
、

そ
の
基
本
姿
勢
を
；
冒
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
「
戦
争
か
ら
平
和

へ
」
と
か
、
「
戦
争
を
通
じ
て
平
和
へ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
が
『
賢
者
は
平
和

の
た
め
に
戦
争
を
行
う
』
と
い
う
の
は
、
最
高
に
正
し
い
。
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
こ
れ
に
同
意
す
る
。
『
戦
争
を
行
う
た
め
に
平

和
が
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
戦
争
が
行
わ
れ
て
も
よ
い
の
は
、

平
和
を
得
る
た
め
で
あ
る
』
と
」
（
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
目
－

爵
山
）
。

　
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
場
合
、
平
和
の
た
め
の
戦
争
は
、
他
国
の
権

利
と
国
際
社
会
の
秩
序
に
た
い
す
る
侵
害
を
排
除
し
、
処
罰
す
る
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も
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
戦
争
の
第
一

の
権
利
は
「
国
家
的
義
務
の
強
制
」
で
あ
る
。
「
国
家
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
不
法
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
大
な
も
の
は
国
家
犯
罪

ω
＄
8
o
ユ
昌
①
、
つ
ま
り
昌
巴
①
饒
o
貝
o
ユ
∋
巨
p
o
①
－
－
o
冨
で
あ
る
。

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
彼
の
作
品
の
多
く
の
箇
所
で
、
刑
罰
を
科
し

え
な
い
不
法
行
為
と
犯
罪
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
」
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
彼
が
こ
の
理
解
を
「
連
帯
主
義
」
に

基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
人
類
社
会
す
ζ
昌
彗
－
O
q
彗
①
ま
ω
O
ユ
①
訂
ω

の
存
在
に
基
づ
い
て
こ
う
主
張
し
て
い
る
。
諸
国
民
お
よ
び
個
人

は
、
国
際
法
上
の
不
正
に
た
い
し
て
『
無
実
の
』
国
民
を
救
う
権

限
を
有
す
る
、
と
。
人
類
社
会
は
ー
現
代
的
な
概
念
を
周
い
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ら
ぱ
」
人
類
と
そ
の
構
成
員
を
守
る
権
利
を
有
す
る
L
。

　
ヴ
才
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
彼
独
白
の
、
時
代
を
先
取
り
す
る

構
想
の
源
泉
を
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
求
め
た
。
そ
れ
は
、
豪
傑
君
型

国
家
行
動
を
人
類
社
会
の
名
の
下
に
「
犯
罪
」
視
し
、
こ
れ
に
た

い
し
て
「
諸
国
民
と
諸
個
人
」
が
「
刑
罰
戦
争
」
を
行
い
う
る
、

と
す
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
国
際
法
恩
想
の
革
新
を
意
味
し
た
。

『
国
際
法
の
三
つ
の
段
階
』
　
　
ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
の
グ
ロ
テ

ィ
ウ
ス
主
義
は
明
快
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は

現
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
思
想
家
だ
っ
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
彼
の
法
恩
想
は
、
現
代
に
お
い
て
改
め
て
そ
の
真
価

を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
か
な
り
大
胆
に

示
し
た
作
品
が
『
国
際
法
の
三
つ
の
段
階
』
（
一
九
一
九
年
）
で

あ
る
。
ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
こ
の
著
作
で
国
際
法
の
歴
史

を
大
き
く
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
論
じ
た
。

　
そ
の
第
一
は
、
「
初
期
国
際
法
の
段
階
」
で
、
オ
ラ
ン
ダ
独
立

戦
争
の
頃
か
ら
一
七
五
〇
年
こ
ろ
ま
で
の
段
階
で
あ
る
。
そ
の
第

二
は
、
「
第
二
期
国
際
法
の
時
代
」
で
、
一
七
〇
〇
年
代
後
半
か

ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
時
代
を
さ
す
。
そ
の
第
三
は
、
「
第
三
期

国
際
法
の
時
代
」
で
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
時
代
；
①
＝
O
…
O
｝

O
『
O
巨
易
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
第
一
期
を
代
表
す
る
の
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
「
義
務
理
論
」

で
、
国
家
が
国
際
社
会
の
な
か
で
義
務
を
負
う
存
在
で
あ
り
、
違

法
な
行
為
に
つ
い
て
は
国
家
に
た
い
し
て
も
刑
罰
が
科
さ
れ
う
る
、

と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
第
二
期
を
代

表
す
る
の
は
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
で
、
彼
は
国
家
の
主
権
と
独
立
を
過
度

に
尊
重
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
家
は
完
全
に
自
由
な
存
在
と
な
り
、

こ
れ
を
他
の
国
家
が
「
処
罰
」
す
る
こ
と
な
ど
も
は
や
許
さ
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
ウ
た
。
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ぱ
、
犯
罪
を
犯
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し
た
国
家
｝
Φ
o
ユ
ま
冨
1
3
冨
は
他
の
諸
国
家
に
よ
っ
て
処
罰

さ
れ
う
る
。
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
に
よ
れ
ぱ
、
侵
略
さ
れ
た
国
家
で
す
ら
、

怒
り
に
う
ち
震
え
つ
つ
も
、
自
己
の
領
土
の
侵
略
者
を
裁
く
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
『
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
侵
略
者
を
国
際
法
の
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

反
者
と
し
て
訴
え
る
こ
と
を
受
け
い
れ
な
い
』
と
L
。

　
し
か
し
、
ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
四
年
の

戦
争
に
よ
づ
て
、
「
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
国
際
法
が
破
産
し
た
」
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
戦
争
は
「
犯
罪
と
刑
罰
と
の
あ
い
だ

の
闘
争
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
類
を
そ
の
よ
う
な
犯
罪
か

ら
守
る
の
は
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
で
は
な
く
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
国
際
法

で
あ
る
、
と
人
々
は
よ
う
や
く
認
識
す
る
に
い
た
っ
た
。
「
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
の
時
代
」
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、

そ
の
歴
史
的
著
作
を
こ
う
結
ん
で
い
る
。

　
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
国
際
法
は
、
戸
口
に
立
っ
て
、
ノ
ッ
ク
し

て
い
る
。
三
〇
〇
年
も
の
間
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
に
ジ
ッ
ク
を
さ
せ

つ
づ
け
て
き
た
。
そ
の
ノ
ッ
ク
の
音
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ま
す
ま

す
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
、
鍵
を
回
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

な
い
。
し
か
し
、
か
ん
ぬ
き
は
す
で
に
抜
か
れ
た
」
。

　
ヴ
ォ
レ
ン
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
国
際
法
の
三
つ
の
段
階
』
は
、
作

品
の
出
来
と
し
て
は
、
あ
ま
り
良
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
当
時
か
な
り
関
心
を
集
め
た
著
作
で
あ
り
、
グ
ロ
テ
ィ

ウ
ス
主
義
を
鮮
明
に
し
た
最
初
の
作
品
と
し
て
の
価
値
を
有
し
て

い
る
。
そ
の
後
、
彼
ほ
ど
明
快
か
つ
大
胆
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
現

代
化
を
試
み
る
国
際
法
学
者
は
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
を
措
い
て
い

な
い
が
、
著
作
は
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
に
飛
躍
的
に
発
展
す
る

国
際
法
思
想
の
連
帯
主
義
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
国
際
連

盟
の
成
立
と
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
刊
行
三
〇
〇
年
（
一
九
二
五

年
）
を
前
に
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
た
い
す
る
関
心
は
ま
す
ま

す
高
ま
り
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
主
義
は
そ
の
強
弱
の
差
は
あ
る
に
せ

よ
、
国
際
社
会
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
浸
透
し
て
い
っ
た
。
（
続
）

（
1
）
　
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ワ
イ
ト
は
、
『
国
際
関
係
の
理
論
　
三
つ
の
伝

　
統
』
（
巨
8
『
畠
二
〇
冨
一
↓
幕
o
『
デ
↓
幕
↓
～
8
↓
s
昌
巨
昌
ω
ト
o
コ
ー

匝
昌
二
〇
豊
）
で
、
「
国
際
関
係
に
関
す
る
思
想
の
様
々
な
伝
統
、
実

　
際
の
担
い
手
や
市
民
、
学
者
と
い
っ
た
人
々
に
影
響
を
与
え
て
い
る

　
伝
統
」
に
注
目
し
て
、
こ
れ
を
次
の
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
。

　
ω
　
現
実
圭
義
者
（
忍
竺
ω
邑
の
伝
統
・
…
－
国
際
関
係
戦
争
状

　
　
態
論

　
ω
　
革
命
主
義
者
（
河
睾
o
巨
饒
o
冨
＝
ω
房
）
の
伝
統
－
－
国
際
関

　
　
係
最
大
国
家
論

　
㈹
　
理
性
主
義
者
（
カ
凹
9
0
畠
＝
ω
房
）
の
伝
統
…
－
国
際
関
係
平

　
　
和
社
会
論

〃5



グロティウスの伝統（31）

　
　
ま
た
、
ヘ
ッ
ド
リ
ー
・
ブ
ル
は
、
『
無
政
府
社
会
　
世
界
政
治
に

　
お
け
る
秩
序
の
研
究
』
（
↓
烹
＞
冨
；
巨
o
巴
o
o
o
g
g
｝
一
＞
ω
巨
ξ

　
o
↓
○
『
｛
①
『
－
目
婁
o
『
δ
巾
o
＝
ご
o
g
r
o
目
o
o
p
－
o
↓
↓
）
で
、
　
こ
の
一
二

　
類
型
に
ほ
ぼ
見
合
う
形
で
、
近
代
的
国
際
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
に
お
け

　
る
「
競
合
す
る
思
想
的
伝
統
」
と
し
て
次
の
三
つ
の
伝
統
を
あ
げ
て

　
い
る
。

　
　
ω
　
ホ
ッ
ブ
ズ
の
伝
統
・
・
…
・
現
実
主
義

　
　
ω
　
カ
ン
ト
の
伝
統
…
－
普
遍
主
義

　
　
ω
　
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統
－
－
国
際
主
義

　
　
ワ
イ
ト
の
三
類
型
と
ブ
ル
の
三
類
型
は
ま
っ
た
く
同
一
と
い
う
わ

　
け
で
は
な
い
が
－
と
く
に
国
際
法
実
証
主
義
に
対
す
る
理
解
1
、
大

　
幅
に
重
な
り
合
う
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
（
1
）
（
2
）
（
3
）

　
を
ほ
ぽ
同
じ
類
型
と
理
解
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ブ
ル
の
三
類
型

　
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
拙
稿
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン

　
ス
」
（
大
谷
良
雄
編
『
共
通
利
益
概
念
と
国
際
法
』
国
際
書
院
、
一

　
九
九
三
年
、
三
五
頁
）
。

（
2
）
　
≦
ミ
后
葦
一
8
．
o
戸
P
鼻
国
際
社
会
の
一
国
化
、
国
内
秩

　
序
化
構
想
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
H
・
ス
ガ
ナ
ミ
（
臼
杵
英
一

　
訳
）
『
国
際
社
会
論
－
国
内
類
推
と
世
界
秩
序
構
想
1
』
（
信
山
社
、

　
一
九
九
四
年
）
が
有
益
で
あ
る
。

（
3
）
≦
ξ
后
耳
o
o
－
o
戸
P
ω
↓
ム
o
1

（
4
）
　
甲
害
戸
．
．
↓
烹
巨
o
o
ユ
昌
8
o
｛
9
o
巨
＝
二
目
；
①
ω
g
身

　
o
＝
鼻
o
；
g
一
〇
冨
一
宛
o
5
ご
o
冨
．
．
一
甲
｝
ζ
＝
一
軍
5
目
o
q
昌
一
』
～
一
＞
．

　
カ
O
σ
①
ユ
ω
（
＆
1
）
一
鳶
0
9
§
畠
㎞
§
～
ぎ
討
§
ミ
ざ
§
－
完
と
ミ
｛
O
§

　
（
O
×
申
o
『
P
－
o
o
o
）
一
P
↓
N
．

（
5
）
　
F
O
o
o
o
目
す
9
昌
一
ぎ
膏
§
ミ
ざ
茗
ミ
ト
s
S
一
く
o
F
戸
奉
與
『
與
昌
o

　
z
彗
9
竺
昇
（
－
o
巨
昌
L
o
8
）
一
p
墨

（
6
）
　
－
巨
P
P
窒
ち
な
み
に
、
著
者
の
死
後
に
発
行
さ
れ
た
第
四

　
版
の
編
者
、
マ
ク
ネ
ア
ー
は
、
こ
の
「
戦
争
の
原
因
、
種
類
、
諸
目

　
的
」
の
章
に
つ
い
て
、
「
も
し
著
者
が
生
き
て
い
て
戦
後
の
版
を
自

　
ら
改
訂
し
て
い
た
な
ら
ぱ
、
こ
の
部
分
を
大
幅
に
改
訂
し
て
い
た
こ

　
と
で
あ
ろ
う
」
（
杜
艘
8
。
」
竃
9
P
曽
ご
と
記
し
て
い
る
。

（
7
）
　
O
o
『
コ
価
＝
m
く
－
く
o
＝
①
目
庁
o
く
o
P
く
宰
ω
o
冨
巳
①
O
霧
o
す
『
旨
詩
目
一

　
自
（
＝
墨
ま
員
轟
震
）
一
p
ω
蜆
o
R

（
8
）
甲
壷
o
q
①
q
彗
昌
竃
ま
『
一
．
．
9
o
饒
毒
彗
旦
Ω
竃
巨
二
＞
内
o
睾

　
器
ω
ω
∋
彗
一
〇
｛
↓
ぎ
昌
窒
向
－
＝
〇
一
一
彗
｛
、
伽
5
嘗
①
q
胃
巴
－
o
g
冒
o
．
．
一

甲
ω
；
一
里
ヨ
晶
毒
σ
；
き
＞
．
雰
σ
雪
a
（
＆
－
）
一
〇
p
g
．
o
．
ミ
ω
．

（
9
）
〇
一
く
ー
＜
2
彗
ぎ
く
昌
一
、
↓
亭
｝
冨
∋
o
奏
o
冬
o
｛
9
o
巨
自
m
．
ω

　
吋
o
o
斥
忌
；
鳥
黒
…
竃
霊
〇
一
ω
（
5
曽
）
．
．
一
さ
き
§
皆
s
轟
§

　
き
「
宗
§
｛
茎
喜
ぎ
㌧
s
き
§
｛
雨
e
§
§
｝
§
竃
ぎ
§
§
一
㌧
さ
．
卜
Φ
㍗

　
“
ミ
㌃
§
§
一
ω
o
（
5
曽
）
ら
I
o
．
p
参
照
、
巨
o
員
一
、
9
o
巨
易
嘗
｛
o
①
－

　
；
竃
、
．
一
嚢
§
ミ
ぎ
ぎ
ミ
眈
竃
ミ
§
β
』
（
－
竃
①
）
一
暑
」
－
o
o
－
．

（
1
0
）
　
5
①
ヨ
ー
一
§
雨
§
ミ
雨
望
昌
鷺
吻
ぎ
“
ぎ
昏
o
－
ミ
｛
§
呉
§
耐

卜
s
§
呉
き
き
姜
（
↓
ま
＝
品
罵
一
－
嘗
o
）
一
p
轟
－
o
1

（
1
1
）
　
；
庄
．
ら
．
撃
な
お
、
国
際
法
の
規
範
的
構
造
転
換
に
つ
い
て

　
は
、
参
照
、
石
本
泰
雄
『
国
際
法
の
構
造
転
換
』
有
信
堂
、
一
九
九

　
八
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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