
世
論
の
社
会
史

一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
場
合

森
村
敏
己

現
在
で
は
国
民
が
政
治
に
対
す
る
意
見
を
表
明
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
、

マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
世
論
調
査
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
絶
対
王
政
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
建
前
上
、
世
論
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と
は
い
え
、

も
ち
ろ
ん
人
び
と
は
政
治
や
社
会
に
対
し
て
不
満
を
抱
き
、
政
府
も
そ
の
動
向
に
神
経
を
と
が
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
で

は、

当
時
の
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
自
分
た
ち
の
思
い
を
表
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
こ
と

を
通
し
て
世
論
の
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に

絶
対
王
政
下
の

「
世
論
」

で
す
。

と
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

歴
史
研
究
の
一
環
と
し
て
今
日
は
「
世
論
」
を
扱
う
わ
け
で
す
が
、
対
象
と
な
る
の
は
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス

一
八
世
紀
と
い
う
と
絶
対
王
政
の
時
代
で
す
。

「
世
論
」
を
扱
う
こ
と
に
関
し
て
、

こ
の
時
代
の

ひ
と
こ
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（

1
）
出
来
事
だ
け
で
は
な
い
歴
史
文
化
、
思
想
、
意
見
、
価
値
観
、
感
性
な
ど

歴
史
研
究
と
い
う
と
過
去
に
何
が
起
き
た
の
か
調
べ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

教
科
書
な
ど
は
「
教
科
書
」
と
い
う
性
格
上
い
ろ
い
ろ
と
制
約
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
う
し
て
も
出
来
事
を
中
心

に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
事
件
や
出
来
事
は
実
は
歴
史
研
究
の
対
象
の
一
部
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
歴
史
家
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は
基
本
的
に
は
過
去
の
社
会
、
そ
こ
に
生
き
て
い
た
人
聞
の
こ
と
を
知
り
た
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ど
の
よ
う

な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
の
か
、
ど
ん
な
価
値
観
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
調
べ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
最
近
で
は
、

泣
く、

悲
し
む
、
怒
る
、
あ
る
い
は
親
子
の
情
と
い
っ
た
「
感
性
」
も
研
究
対
象
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

今
日
取
り
上
げ
る
の
は
「
世
論
」
で
す
。
特
定
の
人
物
が
何
を
考
え
て
い
た
か
で
は
、
な
く
て
、
も
う
少
し
広
く
、

当
時
の
人
々
が
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
と
き
、
有
効
な
ア
プ
ロ

ー
チ

の
ひ
と
つ
が
「
世
論
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

（

2
）
「
世
論
」
を
め
ぐ
る
本
音
と
建
前

一
八
世
紀
の
絶
対
王
政
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
を
対
象

に
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
す
。
絶
対
王
政
と
い
う
の
は
、
建
前
上
は
国
王
の
意
思
が
絶
対
で
あ
る
政
治
制
度
で
す
。

絶
対
王
政
の
理
論
か
ら
す
る
と
、
王
は
究
極
的
に
は
す
べ
て
の
権
限
を
握
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
「
国
王
の
意
思
が
国
の
意
思
だ
」
と
い
う
の
が
絶
対
王
政
の
表
向
き
の
考
え
方
で
す
。
誤
解
の
な
い
よ

も
う

一
点
、
あ
ら
か
じ
め
申
し
上
げ
た
い
の
は
、



う
に
言
い
ま
す
と
、
「
国
王
の
意
思
が
絶
対
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
「
国
民
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
国
王
の
務
め
は
国
民
を
幸
福
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
、
「
こ
の
義
務
に
背
く
者
に
王
た
る

資
格
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
す
。
よ
く
例
え
に
出
さ
れ
た
の
は
、
「
羊
飼
い
と
羊
」
の
話
で
す
。
羊
飼

い
は
羊
を
豊
か
な
草
地
に
連
れ
て
い
っ
て
餌
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
オ
オ
カ
ミ
が
や
っ
て
く
れ
ば
撃
退
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
「
ど
こ
の
草
地
に
行
く
か
」
と
い
う
こ
と
は
羊
に
相
談
は
し
な
い
。
つ
ま
り
羊
は
守
る
が
、
｛
寸
る

方
法
、
ど
う
す
れ
ば
羊
の
た
め
に
な
る
か
を
決
め
る
の
は
羊
飼
い
な
の
で
す
。

そ
れ
と
同
じ
で
、
絶
対
王
政
で
は
国
民
の
幸
福
を
実
現
す
る
方
法
を
決
め
る
の
は
国
王
で
あ
っ
て
、
国
民
で
は

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
建
前
上
「
世
論
」
は
存
在
し
な
い
。
王
も
そ
れ
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
も
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
建
前
で
す
。
実
際
に
は
国
王
な
ら
び
に
政
府
は
、
「
世
論
」
を
非
常
に
気
に
し
て
い

ま
し
た
。
特
に
一
八
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
そ
れ
を
調
査
し
た
り
、
押
さ
え
込
ん
だ
り
、
さ
ら
に
は
、
味
方
に

付
け
よ
う
と
し
始
め
ま
す
。

つ
ま
り
絶
対
王
政
が
揺
ら
い
で
く
る
。
国
民
の
意
見
が
重
き
を
成
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
測
る
指
標
の
ひ
と

つ
が
、
「
世
論
」
の
力
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

世論の社会史

い
か
に
し
て
当
時
の
世
論
を
知
る
か
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で
は
、

一
八
世
紀
の

「
世
論
」
を
ど
う
や
っ
て
知
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
な
ら
世
論
調
査
が
あ
り
ま
す
が
、



当
時
は
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
家
が
便
利
に
利
用
で
き
る
よ
う
な
統
計
資
料
は
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。
で
は
、
何
を
史
料
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
は
三
つ
ほ
ど
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ひ
と
つ
は
書
物
で
す
。
室
田
か
れ
た
本
を
読
む
だ
け
で
あ
れ
ば
、
書
い
た
人
の
考
え
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
と
こ

ろ
が
、
ど
ん
な
本
を
だ
れ
が
読
ん
で
い
た
か
を
調
べ
る
と
、
も
う
少
し
広
い
範
囲
で
、
少
な
く
と
も
読
者
と
い
う

程
度
の
幅
ま
で
広
げ
て
、
当
時
の
人
た
ち
の
も
の
の
考
え
方
の
傾
向
が
わ
か
る
、
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
し

た
調
査
は
四
O
年
以
上
前
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

二
番
目
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
訴
訟
趣
意
書
と
い
う
も
の
に
注
目
す
る
研
究
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
裁
判
で

は
弁
護
士
は
法
廷
に
立
ち
、
そ
こ
で
自
分
の
依
頼
主
で
あ
る
原
告
あ
る
い
は
被
告
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
、
裁
判

で
勝
訴
を
勝
ち
取
る
こ
と
を
目
指
し
て
弁
護
を
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
が
、

一
八
世
紀
の
法
廷
で
は
、
口
頭
で
弁

論
す
る
場
合
と
、
文
書
に
よ
っ
て
弁
論
す
る
場
合
が
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
文
書
に
よ
る
弁
論
が
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
場
合
、
弁
護
士
は
法
廷
で
弁
舌
を
ふ
る
う
代
わ
り
に
、
「
こ
の
事
件
の
真
相
は
こ
う
で
、
被
告
、
原
告

は
そ
れ
ぞ
れ
こ
う
い
う
状
況
に
あ
り
、
こ
う
い
う
事
情
で
こ
う
し
た
結
果
に
至

っ
た
。
ゆ
え
に
こ
の
事
件
は
か
く

裁
か
れ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
文
書
、
つ
ま
り
訴
訟
趣
意
書
を
提
出
し
ま
す
。

読
者
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
裁
判
官
と
検
察
官
を
想
定
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
こ
の
訴
訟

趣
意
書
を
千
部
、
二
千
部
と
印
刷
し
て
、
無
料
で
ば
ら
ま
く
と
い
う
ケ
ー
ス
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
目
的
は
基
本

的
に
二
つ
あ
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
「
世
論
」
を
味
方
に
付
け
る
こ
と
で
す
。
「
自
分
の
顧
客
で
あ
る
原
告
あ
る
い

は
被
告
は
こ
ん
な
に
気
の
毒
だ
」
、
「
相
手
方
は
こ
ん
な
に
ひ
ど
い
や
つ
だ
」
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て

歴史の読み方
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「
世
論
」
を



引
き
寄
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
に
圧
力
を
か
け
、
勝
訴
に
持
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

有
名
な
裁
判
で
勝
訴
し
て
自
分
の
知
名
度
を
上
げ
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
仕
事
が
増
え
、
弁
護
料
も
上
が
り

ま
す
。
そ
の
場
合
、
訴
訟
趣
意
書
は
世
間
か
ら
注
同
さ
れ
て
い
る
裁
判
で
弁
護
士
の
手
腕
を
示
す
手
段
だ
っ
た
と

世論の社会史

ま

る

よ

う

に

話

を

組

み

立

て

て

初

め

て

つ

ま

り

世

間

の

常

識

に

逆

ら

う

よ

う
な
訴
訟
趣
意
書
を
書
い
て
も
、
世
間
は
味
方
に
な
っ
て
く
れ
な
い
。
で
す
か
ら
逆
に
、
訴
訟
趣
意
書
で
描
か
れ

た
図
式
か
ら
当
時
の
世
論
の
あ
り
ょ
う
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

三
つ
目
は
、
ス
パ
イ
報
告
で
す
。
当
時
の
パ

リ
の
警
察
は
、
た
く
さ
ん
の
ス
パ
イ
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
カ
フ

ェ
や
居
酒
屋
に
は
警
察
に
一
展
わ
れ
た
ス
パ
イ
連
中
が
う
ろ
う
ろ
し
て
い
て
、
そ
れ
が
街
の
う
わ
さ
話
に
聞
き
耳
を

立
て
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
、
政
府
や
国
王
へ
の
ど
ん
な
悪

U
を
言
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
警
察
に
報
告
し

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
報
告
を
史
料
と
し
た
研
究
が
あ
り
ま
す
。

以
上
、
三
つ
の
種
類
の
史
料
か
ら
、
あ
る
い
は
三
つ
の
方
法
と
言
っ
た
ほ
、
つ
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当

考
え
ら
れ
ま
す
。

な
ぜ
、
こ
れ
が
「
世
論
」
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
る
の
か
。
「
世
論
」
は
受
け
身
で
作
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
当
時
の
人
々
の
価
値
観
や
善
悪
の
区
別
に
関
す
る
考
え
方
が
べ

l
ス
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
う
ま
く
当
て
は

「
世
論
」
は
味
方
に
付
く
わ
け
で
す
。

時
の
人
た
ち
の

「
世
論
」
と
い
う
も
の
の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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歴史の読み方

2 

書
物
の
分
析

82 

（

1
）
史
料
と
調
査
方
法

ま
ず
は
書
物
で
す
。
当
時
、
誰
が
ど
ん
な
本
を
読
ん
で
い
た
の
か
を
知
る
た
め
に
調
査
す
る
史
料
は
、
基
本
的

に
は
以
下
の
よ
う
な
目
録
で
す
。
例
え
ば
誰
か
が
死
に
ま
す
と
、
遺
産
目
録
を
作
り
ま
す
。
本
を
た
く
さ
ん
持
っ

て
い
る
人
の
場
合
は
、
蔵
書
の
部
が
付
い
て
い
て
「
こ
ん
な
本
が
遺
産
と
し
て
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
警
か
れ
て

い
ま
す
。
あ
る
い
は
何
か
事
情
が
あ
っ
て
自
分
の
蔵
書
を
売
り
に
出
し
た
い
人
は
、
当
然
売
り
立
て
目
録
を
作
り

ま
す
。
「
こ
ん
な
本
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
れ
の
値
段
で
い
か
が
で
し
ょ
う
」
と
い
う
も
の
で
す
。
ま
た
、

少
し
性
格
は
違
い
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
に
大
量
の
亡
命
貴
族
が
出
て
、
彼
ら
は
命
か
ら
が
ら
国
外
に

逃
げ
て
い
き
ま
す
。
当
然
な
が
ら
本
は
置
い
て
い
く
。
そ
れ
は
政
府
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
目
録

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
史
料
を
体
系
的
に
調
べ
て
い
く
わ
け
で
す
。
な
か
で
も
遺
産
目
録
が
主
要
な

史
料
、
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
史
料
を
大
量
に
調
査
し
て
、
蔵
書
を
、
例
え
ば
宗
教
、
文
学
、
歴
史
、
哲
学
と
い
う
項
目
に
分
け
た

う
え
で
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
た
人
物
を
そ
の
身
分
、
職
業
、
居
住
地
、
財
産
規
模
な
ど
に
よ
っ
て
分
類
し
、
さ
ら

に
そ
の
結
果
を
時
代
順
に
並
べ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
、
あ
る
時
代
の
こ
う
い
う
職
業
の
人
は
、
こ
う
い
う
本
を

読
ん
で
い
た
が
、
時
代
が
進
む
と
読
書
傾
向
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
身
分
ご
と
や
地
域
ご
と
に
わ
か
つ
て



き
ま
す
。

（

2
）
成
果

一
九
六
0
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
大
規
模
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
全
般
的
な
傾
向
は
ほ
ぼ

わ
か
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
し
ま
う
と
、
出
て
き
た
結
果
は
さ
ほ
ど
面
白
い
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
か
、
意
外
な
点
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
簡
単
に
説
明
を
し
て
お

く
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
調
査
は
、

世論の社会史

ま
ず
、
持
っ
て
い
る
本
の
数
は
財
産
規
模
に
比
例
し
ま
す
。
当
然
で
す
が
、
お
金
持
ち
ほ
ど
た
く
さ
ん
本
を
持

っ
て
い
ま
す
。
次
に
、

書
物
を
持
っ
て
い
る
人
が
、
そ
の
職
業
や
階
層
の
う
ち
二
人
に

一
人
以
上
い
る
、
つ
ま
り

割
と
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
集
団
は
、
文
筆
業
、
学
校
の
先
生
、
弁
護
士
、
聖
職
者
、
裁
判
官
、
そ
れ
と
ヴ
エ
ル

サ
イ
ユ
に
い
る
貴
族
な
ど
で
す
。
田
舎
の
貴
族
の
二
人
に

一
人
は
本
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
旧
公
口
貴
族
の
中
に
は
、

ま
だ
字
の
読
め
な
い
人
さ
え
い
ま
す
。
本
を
持
っ
て
い
な
い
集
団
、
五
人
に

一
人
も
持
っ
て
い
な
い
の
は
、
商
人
、

職
人
、

召
使
、
農
民
で
す
。
つ
ま
り
「
民
衆
」
と
言
っ
て
い
い
人
た
ち
で
す
。

一
八
世
紀
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
本
を
持
っ
て
い
る
人
の
割
合
、
所
有
す
る
冊
数
が
全
体
と
し
て
増
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
少
し
詳
し
く
言
、
っ
と
、
ま
ず
聖
職
者
が
持
っ
て
い
る
本
の
半
分
以
上
は
宗
教
に
関
す
る
本
で
す
。
こ
れ
も

予
想
ど
お
り
で
す
。
た
だ
し
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
起
こ
る
直
前
、
し
か
も
パ
リ
に
限
り
ま
す
が
、
聖
職
者
の
蔵
書
に
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占
め
る
宗
教
の
本
の
割
合
は
三
分
の

一
に
ま
で
下
が
り
ま
す
。

パ
リ
と
い
う
大
都
市
、
様
々
な
変
化
の
中
心
に
住
ん
で
い
る
人
は
宗
教
以
外
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
た
こ
と
が
こ
れ
で
わ
か
り
ま
す
。

つ
ま
り
カ
ト
リ
ッ
ク
の
お
坊
さ
ん
た
ち
で
さ
え
、
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次
に
貴
族
で
す
が
、
宮
廷
貴
族
は
割
と
持
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
当
時
は
「
法
服
貴
族
」
と
呼
ば
れ
る
司
法
官

た
ち
が
い
ま
し
た
が
、
こ
の
人
た
ち
は
職
業
柄
も
あ
っ
て
さ
ら
に
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
ま
す
。
傾
向
と
し
て
宗
教

の
本
は
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
逆
に
増
え
た
の
は
、
文
学
や
歴
史
で
す
。
貴
族
は
あ
ま
り
科
学
の
本
は

持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

で
は
町
人
た
ち
は
ど
う
か
？
「
町
人
」
と
言

っ
て
も
、
医
者
や
弁
護
士
や
教
師
と
い
う
文
字
に
携
わ
る
人
た
ち

は
、
さ
す
が
に
本
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
弁
護
士
な
ら
法
律
の
本
、
医
者
な
ら
医
学
の
本
と
、

白
分
の
仕
事
に
必
要
な
本
を
持
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
ど
れ
ぐ
ら
い
本
を
読
む
か
と
い
う
と
、

そ
ん
な
に
広
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

一
方
、
商
売
を
す
る
人
た
ち
は
実
用
書
を
持
っ
て
い
ま
す
。
当
時
は
商
売
人
の
た
め
の
実
用
書
が
定
期
的
に
出

て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
今
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
品
物
を
買
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
に
売
り
込
ん
だ
ら
、
ど
れ
ぐ
ら
い
で
売

れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
商
人
た
ち
は
非
常
に
気
に
し
て
い
る
。
為
替
の
動
き
を
見
る
と
フ
ラ
ン
ス
の
通
貨
が

強
い
け
れ
ど
も
、
い
つ
ま
で
続
く
か
心
も
と
な
い
の
で
、
今
の
う
ち
に
仕
入
れ
て
お
こ
う
な
ど
と
一
生
懸
命
考
え

る
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
に
、
今
ど
の
町
で
は
ど
の
商
品
が
高
く
売
れ
る
の
か
、
比
較
的
安
く
買
え
る
の
か
と
い

う
情
報
を
、
商
人
た
ち
は
熱
心
に
求
め
て
い
ま
し
た
。



一
方
、
民
衆
は
、
持
っ
て
い
て
も
大
抵
一
冊
で
、
宗
教
の
本
で
す
。
た
だ
宗
教
の
本
と
い
っ
て
も
、
当
時
の
識

字
率
は
五
割
以
下
で
、
自
分
の
名
前
を
書
け
る
人
が
半
分
い
な
い
時
代
で
す
か
ら
、
難
し
い
も
の
は
読
み
ま
せ
ん
。

ご
く
簡
単
な
聖
人
伝
や
一
種
の
暦
で
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
文
章
は
短
く
、
ペ
ー
ジ
の
半
分
以
上
が
挿
絵
だ
っ
た

り
す
る
薄
い
本
で
す
。
た
だ
し
パ
リ
で
は
、
革
命
前
に
な
る
と
本
を
持
っ
て
い
る
民
衆
が
増
え
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
ら
は
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
結
果
に
驚
い
た
歴
史
家
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

世論の社会史

（

3
）
批
判

こ
う
し
た
調
査
結
果
が
発
表
さ
れ
た
あ
と
に
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
現
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
大
き
く
分
け
て
、

史
料
の
問
題
と
方
法
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
史
料
に
本
質
的
な
欠
陥
が
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
利
用
さ
れ
る
蔵
書
目
録

は
、
遺
産
目
録
の
一
部
、
も
し
く
は
売
り
立
て
目
録
で
す
。
そ
の
た
め
、
価
値
の
あ
る
書
物
し
か
載
っ
て
い
な
い

と
い
う
の
で
す
。
今
で
一
言
う
と
、
一
冊
二
万
円
、
三
万
円
す
る
本
は
載
せ
ま
す
が
、
稀
観
本
で
も
な
い
限
り
文
庫

本
は
わ
ざ
わ
ざ
財
産
と
し
て
、
あ
る
い
は
売
り
立
て
の
目
玉
と
し
て
－
記
載
し
た
り
し
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
日
銀
に

載
っ
て
い
る
本
は
そ
の
人
の
蔵
書
の
ご
く

一
部
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
実
に
こ
う
し
た
目
録
を
見
て
み

る
と
、
「
こ
の
本
棚
に

O
Oと
い
う
本
、
以
下
五
O
冊
所
有
」
な
ど
と
書
い
て
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ

と
は
、
五
O
冊
中
一
冊
し
か
タ
イ
ト
ル
が
わ
か
ら
な
い
。
ど
れ
ぐ
ら
い
の
資
産
が
あ
っ
た
の
か
を
一
記
録
し
て
い
る

遺
産
目
録
に
は
財
産
と
言
え
る
よ
う
な
本
し
か
記
載
し
な
い
。
こ
れ
が
ひ
と
つ
の
欠
点
で
す
。
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（4
）
禁
書
の
分
析

も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
も
大
き
な
欠
点
で
す
が
、
禁
室
聞
が
載
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
当
時
は
厳
格
な
検
閲
制

度
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。
一

八
世
紀
は
事
前
検
閲
の
時
代
で
す
。

つ
ま
り
原
稿
段
階
で
政
府
に
提
出
し
て
、

一
頁

ず
つ
検
閲
官
が
読
ん
で
そ
こ
に
O
K
の
サ
イ
ン
を
し
な
い
と
本
は
出
ま
せ
ん
。

検
閲
の
基
準
と
い
う
の
は
、
公
序
良
俗
に
反
し
て
は
い
け
な
い
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
批
判
し
て
は
な
ら
な
い
、

国
王
（
政
府
）
を
批
判
し
て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
お
上
に
盾
突
く
よ
う
な
本
は
、
表
向
き
は

一
冊
も
出
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
表
向
き
の
話
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
禁
書
が
あ
り
ま
す
。
許

可
を
得
て
出
る
本
は
、
「
特
認
付
き
の
本
」
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
「
黙
許
」
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
本
が
出
る
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
側
は
、
そ
れ
を
輸
入
禁
止
に
す

る
か
、
し
な
い
か
だ
け
を
決
め
ま
す
。
ほ
か
の
国
で
刷
っ
て
い
る
本
で
す
か
ら
、
事
前
に
検
閲
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
う
す
る
と
、
事
前
検
閲
を
す
る
な
ら
ば
こ
こ
は
削
ら
せ
る
の
だ
け
れ
ど
と
い
う
箇
所
を
見
つ
け
た
と
き
に
、
全

面
禁
止
に
す
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
え
ば
、
大
目
に
見
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
輸
入
を
許
し
ま

す
。
つ
ま
り
、
検
閲
の
基
準
が
国
内
で
本
を
作
る
よ
り
も
緩
や
か
に
な
り
が
ち
で
す
。
そ
こ
で
、
作
家
た
ち
は
外

国
で
印
刷
し
て
持
ち
込
む
ほ
う
が
比
較
的
制
約
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
手
を
使
い
ま
す
。
こ
れ
を
黙
許

と
一一一一口
い
ま
す
。
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そ
う
す
る
と
、
今
度
は
、
本
当
は
パ
リ
で
刷
っ
て
い
る
の
に
、
「
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
」
と
記
載
し
て
、
輸
入
し
た



体
裁
を
取
っ
て
販
売
す
る
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
当
時
の
本
を
見
る
と
、
出
版
地
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
や
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
ど
こ
ま
で
信
用
し
て
い
い
か
怪
し
い
も
の
で
す
。
実
は
パ
リ
で

刷
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
。

そ
の
下
に
「
黙
認
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
政
府
が
、
そ
の
本
が
非
合
法
に
刷
ら
れ
て
流
通
し
て
い
る
こ
と
は

知
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
え
て
騒
が
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
「
黙
認
」
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
騒

ぐ
と
か
え
っ
て
評
判
に
な
っ
て
売
れ
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
政
府
が
「
け
し
か
ら
ん
」
と
言
っ
て
、
著
者
を
逮
捕

し
た
り
、
出
版
者
を
捕
ま
え
た
り
す
る
と
話
題
に
な
る
。
話
題
に
な
る
と
読
者
が
増
え
る
。
下
手
に
逮
捕
す
る
と

や
ぶ
蛇
で
す
。

そ
の
さ
ら
に
下
に
、
政
府
の
監
視
の
目
を
か
く
ぐ
っ
て
、
非
合
法
に
出
回
っ
て
い
る
本
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
事
情
を
考
え
る
と
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
流
通
し
て
い
た
本
の
半
分
ぐ
ら
い
は
正
式
な
許
可
を
得
て

世論の社会史

い
な
い
本
、
つ
ま
り
禁
書
だ
ろ
う
と
い
う
研
究
者
も
い
ま
す
。
で
は
禁
書
は
な
ぜ
目
録
に
出
て
こ
な
い
の
か
。
当

時
、
あ
る
本
が
林
一茎
自
に
な
っ
た
と
き
の
判
決
文
に
は
「
こ
の
本
の
印
刷
販
売
及
び
所
持
を
禁
じ
る
」
と
書
い
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
持
っ
て
い
る
こ
と
も
罪
な
の
で
す
。
遺
産
目
録
に
禁
書
が
載
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
こ
の
故

人
は
法
を
犯
し
て
い
ま
し
た
」
と
告
白
す
る
こ
と
で
す
。
売
り
立
て
目
録
で
も
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な

も
の
は
載
せ
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
目
録
に
は
安
い
本
が
出
て
こ
な
い
だ
け
で
な
く
、
当
時
売
れ
た
に
違
い
な
い
非
合
法
出
版
物
も
出
て

こ
な
い
。
こ
う
し
た
大
き
な
欠
陥
の
あ
る
史
料
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
、
信
頼
で
き
る
結
論
が
引
き
出
せ
る
の
か
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と
い
う
批
判
が
あ
る
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
、
蔵
書
を
調
べ
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
持
っ
て
い
る

こ
と
と
読
む
こ
と
は
別
だ
か
ら
で
す
。
官
（
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
読
む
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
「
蔵
書
家
」
と

呼
ば
れ
て
、
何
千
冊
も
本
を
寅
い
集
め
て
い
た
人
が
全
部
読
ん
で
い
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
は
反
論
が

あ
り
ま
す
。
「
読
ま
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
買
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
タ
イ
ト
ル
や
目
次
を
見

て
面
白
そ
う
だ
と
思
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
蔵
書
を
見
れ
ば
、
そ
の
人
が
ど
う
い
う
傾
向
の
本

を
好
ん
だ
か
は
や
は
り
わ
か
る
は
ず
だ
」
と
い
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
も

「本
人
が
買
っ
た
か
ど
う
か
わ

か
ら
な
い
」
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
目
録
に
載
っ
て
い
た
本
は
、
本
好
き
だ
っ
た
父
親
か
ら
財
産
と

し
て
譲
り
受
け
た
も
の
で
、
本
人
は
何
の
興
味
も
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
い
く
ら
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
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す
。逆

に
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
読
ん
で
い
な
い
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
書
物
の
貸
し
借
り
が
よ
く
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
人
た
ち
の
手
紙
を
読
み
ま
す
と
、
「
私
の
町
で
は
今
評
判
の
何
と
か
と
い
う
本
が
手
に
入

ら
な
い
の
で
、
よ
ろ
し
け
れ
ば
貸
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？
」
と
か
、
「
こ
の
間
お
貸
し
し
た
本
を
そ
ろ
そ
ろ
返

し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
？
」
と
い
う
や
り
取
り
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
特
に
文
学
は
そ
う
で
す
が
、
作
品
を
「
サ
ロ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
集
ま
り
な
ど
で
朗
読
を
し
て
、
出
席

有
が
そ
れ
を
聞
き
、
批
評
す
る
と
い
う
例
が
多
く
あ
り
ま
す
。
朗
読
と
い
う
習
慣
は
民
衆
麿
の
問
で
も
あ
り
ま
し

た
。
サ
ロ
ン
な
ど
と
い
う
高
級
な
場
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
カ
フ
ェ
な
ど
で
誰
か
ん
子
の
読
め
る
人
間
が
新
聞
な





歴史の読み方

点
を
克
服
す
れ
ば
、
ど
ん
な
本
を
当
時
の
人
々
が
好
ん
だ
か
は
、
過
去
の
世
論
を
知
る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
に

な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
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現
在
の
ス
イ
ス
に
ヌ

l
シ
ャ
テ
ル
と
い
う
町
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
地
に
あ
っ
た
「
ヌ
l
シ
ャ
テ
ル
印
刷
協
会
」

と
い
う
出
版
業
者
兼
本
屋
が
残
し
て
い
た
膨
大
な
記
録
が
三

O
年
ほ
ど
前
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
研
究
か
ら

こ
れ
ま
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の
本
屋
の
記
録
が

貴
重
な
の
か
と
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
内
の
本
屋
で
は
な
い
、
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て

い
な
い
か
ら
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
禁
じ
た
本
を
印
刷
し
ょ
う
が
売
ろ
う
が
自
由
な
の
で
す
。

こ
の
本
屋
に
フ
ラ
ン
ス
囲
内
の
書
店
か
ら
「
こ
れ
こ
れ
の
本
を
十
冊
送
っ
て
欲
し
い
」
な
ど
と
注
文
書
が
来
ま

す
。
注
文
書
に
皆
一
円
か
れ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
需
要
が
あ
る
本
な
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
調
べ
て
い
け
ば
、
本

当
の
意
味
で
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。

ヌ
l
シ
ャ
テ
ル
印
刷
協
会
は
「
哲
学
」
と
い
う
項
目
の
つ
い
た
特
別
の
カ
タ
ロ
グ
を
用
意
し
て
、
親
し
い
顧
客

だ
け
に
渡
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
項
目
に
載
っ
て
い
る
の
は
禁
書
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
に
持
ち
込
む
に
は
密
輸
し

な
い
と
い
け
な
い
よ
う
な
本
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
の
で
す
。

そ
の
う
え
で
、
ど
う
い
う
本
に

一
番
注
文
が
多
か
っ
た
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
本
当
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
わ
か

り
ま
す
。
ベ
ス
ト
テ
ン
に
入
っ
て
い
る
の
は
大
抵
が
こ
の
「
哲
学
」
に
分
類
さ
れ
た
本
、
す
な
わ
ち
禁
書
で
す
。

つ
ま
り
政
府
が
許
可
し
て
い
な
い
本
を
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
好
ん
で
読
ん
で
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か

り
ま
す
。



密
輸
は
結
構
大
変
で
、
ス
イ
ス
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
行
く
に
は
ア
ル
プ
ス
を
越
え
て
い
き
ま
す
。
い
く
つ
か
の
ル

ー
ト
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
人
足
が
背
中
に
木
の
箱
を
背
負
っ
て
、
そ
こ
に
表
紙
を
付
け
て
い
な
い
本
を
詰
め
込

ん
で
運
ぶ
と
い
う
の
が
よ
く
取
ら
れ
た
方
法
で
す
。
人
足
た
ち
は
、
中
身
は
何
か
教
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
「
向
的

地
ま
で
役
人
に
捕
ま
ら
ず
に
行
っ
て
、
こ
の
人
に
渡
せ
ば
い
く
ら
出
す
」
と
い
う
条
件
で
仕
事
を
請
け
負
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。

公
式
ル

l
ト
を
た
ど
っ
て
運
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大
き
な
木
の
箱
に
装
丁
す
る
前
の
本
、

糸
で
留
め
た
だ
け
の
簡
単
な
も
の
を
詰
め
て
運
ぶ
の
で
す
が
、
林
一茎
自
は
一
番
下
に
、
並
べ
て
上
に
は
合
法
的
な
本
を

並
べ
る
。
役
人
は
一
番
底
ま
で
見
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
、
大
型
の
本
を
く
り
ぬ
い

て
中
に
小
型
の
禁
書
を
入
れ
る
と
か
、
初
め
の
十
ペ
ー
ジ
は
聖
書
の
お
話
で
、
あ
と
の
百
ペ
ー
ジ
は
ポ
ル
ノ
だ
と

か
い
ろ
ん
な
手
で
密
輸
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
も
の
が
、
大
量
に
フ
ラ
ン
ス
に
流
れ
込
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
禁
書
の
研
究
か
ら
は
興
味
深
い
事
実
が
色
々
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
い
く
つ
か
を
申
し
上
げ

つ
ま
り
紙
の
束
を

ま
す
。

世論の社会史

ひ
と
つ
は
、
作
家
た
ち
が
上
層
と
下
層
に
分
か
れ
て
い
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
は
功
な
り
名
を
遂

げ
た
人
た
ち
で
す
。
有
名
に
な
り
、
収
入
も
あ
り
、
社
会
的
に
地
位
も
名
声
も
得
た
人
た
ち
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
一
七
六
O
年
以
降
に
な
る
と
、
自
分
も
あ
あ
な
り
た
い
と
思
う
若
者
が
増
え
ま
す
。
彼
ら
は
こ
ぞ

っ
て
パ
リ
に
や
っ
て
き
ま
す
。
本
屋
に
自
分
の
原
稿
を
売
り
込
も
う
と
し
ま
す
。
ヌ
！
シ
ャ
テ
ル
印
刷
協
会
に
も
、

自
分
の
原
稿
を
出
し
て
欲
し
い
と
い
う
手
紙
が
盛
ん
に
送
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
作
家
と
し
て
成
功
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（

1
）
貴
族
対
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

ま
ず
最
初
の
対
立
図
式
は
、
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
い
う
場
合
で
す
。
ヴ
エ
ロ
ン
・
モ
ラ
ン
ジ
工
事
件
と
呼
ば

れ
る
訴
訟
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
出
て
く
る
貴
族
は
要
す
る
に
悪
徳
貴
族
の
典
型
で
す
。
表
面
的
に
は
と
て

も
社
交
的
で
愛
想
が
い
い
が
、
裏
で
は
非
常
に
卑
劣
、
倣
慢
、
偽
善
的
と
い
う
人
物
で
す
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
悪

役
の
典
型
み
た
い
な
も
の
で
す
。
こ
れ
は
当
時
の
人
び
と
が
貴
族
と
い
う
存
在
を
ど
の
よ
う
な
目
で
見
て
い
た
か

と
い
う
こ
と
を
あ
る
意
味
で
表
し
て
い
ま
す
。

社
会
的
地
位
は
貴
族
が
上
で
す
か
ら
、
貴
族
は
商
人
を
歯
牙
に
も
掛
け
ず
軽
蔑
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
実
際

に
は
商
人
か
ら
借
金
を
し
、
挙
げ
句
に
は
返
済
で
き
ず
に
踏
み
倒
す
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
商

人
た
ち
は
貴
族
を
嫌
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
民
事
訴
訟
に
な
る
と
弁
護
士
は
待
っ
て
ま
し
た
と
ば
か
り
に
、

金
を
借
り
に
く
る
と
き
は
に
こ
や
か
で
愛
想
が
よ
く
、
い
ざ
「
返
せ
」
と
言
、
っ
と
門
前
払
い
を
す
る
、
世
間
で
は

紳
士
で
通
っ
て
い
る
が
、
実
は
全
く
卑
劣
な
男
だ
と
い
う
ふ
う
に
貴
族
を
描
き
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
金
を
払

っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
商
人
の
ほ
う
は
、
誠
実
さ
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
人
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

ヴ
ェ
口
ン
・
モ
ラ
ン
ジ
工
事
件

歴史の読み方
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（

2
）
領
、
王
と
村
人
「
バ
ラ
の
冠
」
事
件

今
度
は
領
、
王
と
村
人
の
け
ん
か
と
い
う
例
で
す
。
こ
こ
で
挙
げ
る
の
は
、
「
パ
ラ
の
冠
」
事
件
で
す
。
サ
ラ
ン
シ

！
と
い
う
小
さ
な
村
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
毎
年
お
祭
り
を
し
て
い
ま
し
た
。
今
で
言
う
と
ミ
ス
コ
ン
み
た
い
な
も

の
で
す
が
、
パ
ラ
の
冠
を
授
け
る
娘
を
毎
年

一
人
村
人
が
選
ぶ
の
で
す
。
ミ
ス
・
サ
ラ
ン
シ

l
で
す
。
領、
王
は
お



祝
い
の
お
金
を
出
し
ま
す
。
そ
の
あ
と
み
ん
な
で
教
会
に
行
っ
て
、
ミ
サ
を
行
い
「
今
年
も
豊
作
で
あ
り
ま
す
よ

う
に
」
と
お
祈
り
を
し
て
解
散
と
い
う
、
た
わ
い
の
な
い
行
事
が
毎
年
続
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
領

主
が
代
替
わ
り
し
、
新
し
く
領
主
に
な
っ
た
人
物
は
ど
う
い
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
「
パ
ラ
の

冠
娘
を
自
分
が
選
び
た
い
」
と
言
い
だ
し
ま
し
た
。
教
会
に
行
く
と
き
も
、
彼
女
が
自
分
と

一
緒
に
行
き
、
自
分

の
横
に
座
る
よ
う
に
要
求
し
、
さ
ら
に
、
お
祝
い
に
出
す
金
を
値
切
ろ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
で
村
人
と
け
ん
か
に

な
り
、
揚
げ
句
に
訴
訟
で
す
。

そ
こ
で
、
弁
護
士
が
作
り
上
げ
た
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
こ
の
領
主
が
い
か
に
好
色
か
と
い
う
話
で
す
。
当
然

「少

女
を
選
ぶ
権
利
を
よ
こ
せ
」
と
、
「
教
会
で
は
自
分
の
横
に
座
れ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
「
領
主
に
は
下
心
が
あ
る
」

と
い
う
話
を
作
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。
し
か
も
お
祝
い
の
金
ま
で
値
切
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
「
け
ち
で
因
業

な
領
、
王
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

も
の
の
人
た
ち
で
す
。

そ
う
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
こ
の
裁
判
は
進
む
わ
け
で
す
が
、
描
か
れ
て
い
る
村
人
は
、
善
良
、
素
朴
そ
の

つ
ま
り
そ
う
す
る
こ
と
が
、
世
間
の
価
値
観
に
沿
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

世論の社会史

（

3
）
か
弱
い
女
性
と
権
力
者
の
男
性
サ
ン

・
ヴ
ァ
ン
サ
ン
事
件

三
番
目
と
し
て
、
女
性
と
権
力
者
の
男
性
の
例
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ユ
l
公
爵
は
名
門
貴
族
で
す
。
彼
は
、
若
い
と
き
か
ら
派
手
な
女
性
関
係
で
知
ら
れ
た
人
で
し
た
。
こ
う
し
た
例

は
当
時
の
貴
族
に
は
時
々
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
自
体
は
別
に
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
の
主
人
公
で
あ
る
リ
シ
ユ
リ
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く
な
っ
た
公
爵
は
、

そ
の
リ
シ
ュ
リ
ュ

l
公
爵
に
サ
ン

・
ヴ
ア
ン
サ
ン
と
い
う
名
の
愛
人
が

一
時
い
た
わ
け
で
す
が
、
彼
女
が
捕
ま

り
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
リ
シ
ユ
リ
ュ
ー
か
ら
も
ら

っ
た
手
形
を
現
金
化
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
手
形

が
偽
物
、
だ
と
い
う
の
で
文
書
偽
造
の
罪
で
逮
捕
さ
れ
た
の
で
す
。
サ
ン

・
ヴ
ア
ン
サ
ン
は
当
然
で
」
れ
は
本
物
だ
」
、

「
確
か
に
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
に
も
ら
っ
た
」
と
言
い
張
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一

方
の
リ
シ
ユ
リ
ュ
！
は
、
「
そ
ん
な

手
形
を
書
い
た
覚
え
は
な
い
」
、
「
あ
の
女
は
ペ
テ
ン
師
、
だ
」
と
主
張
し
ま
す
。

サ
ン

・
ヴ
ァ
ン
サ
ン
の
弁
護
を
引
き
受
け
た
弁
護
士
は
、
ど
ん
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
す
れ
ば
勝
て
る
か
を
考
え
ま

し
た
。
そ
の
と
き
に
、
「
女
性
は
か
弱
い
存
在
で
、
公
爵
リ
シ
ユ
リ
ュ

l
は
好
色
な
権
力
者
、
だ
」
と
い
う
筋
書
き
を

作
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
世
間
は
味
方
に
付
く
と
踏
ん
だ
わ
け
で
す
。

サ
ン
・
ヴ
ア
ン
サ
ン
自
身
も
貴
族
で
す
が
、
田
舎
貴
族
の
出
で
し
た
。
一

方
リ
シ
ユ
リ
ュ

l
は
名
門
貴
族
で
す

か
ら
、
社
会
的
な
威
信
は
全
然
違
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
「
田
舎
か
ら
出
て
き
た
後
ろ
盾
の
な
い
か
弱
い
女
性
が
、
好

色
な
貴
族
に
も
て
あ
そ
ば
れ
た
揚
げ
句
、
捨
て
ら
れ
た
」
、
「
手
切
れ
金
を
手
形
で
渡
し
て
お
き
な
が
ら
金
が
惜
し

い
ざ
現
金
化
さ
れ
る
と
き
に
な
る
と
知
ら
ぬ
と
言
い
だ
し
た
」
と
彼
女
の
弁
護
士
側
は
主
張
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し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
歴
史
家
が
こ
の
事
件
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
サ
ン

・
ヴ
ア
ン
サ
ン
の
愛
人
は
ほ
か
に
も
幾
人
も
い

た
そ
う
で
す
。
こ
の
女
性
は
、
と
に
か
く
金
持
ち
の
男
を
見
つ
け
て
は
愛
人
に
な
っ
て
金
を
引
き
出
し
て
暮
ら
し

て
い
た
の
で
す
。
リ
シ
ュ
リ
ュ

i
公
爵
か
ら
も
ら
っ
た
と
い
う
手
形
も
偽
造
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
彼
女
と
す
れ
ば
あ
ち
こ
ち
で
や
っ
て
い
た
手
で
た
ま
た
ま
運
悪
く
捕
ま
っ
た
ぐ
ら
い
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思



い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
つ
て
は
裁
判
に
勝
て
ま
せ
ん
し
、

者
と
女
性
と
い
う
世
間
が
納
得
し
や
す
い
対
立
図
式
に
も
う
ま
く
乗
ら
な
い
の
で
、
サ
ン

・
ヴ
ア
ン
サ
ン
に
は
ほ

か
に
も
愛
人
が
い
た
こ
と
な
ど
も
ち
ろ
ん
弁
護
士
が
言
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
裁
判
で
勝
つ
に
は
、
そ
し
て
世

論
の
支
持
を
得
る
に
は
、
彼
女
は
あ
く
ま
で
か
弱
い
女
性
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
わ
ゆ
る
好
色
な
貴
族
の
男
性
権
力

世論の社会史

（

4
）
女
性
の
権
力
リ
王
妃
マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
と
ダ
イ
ヤ
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
事
件

四
つ
目
は
、
王
妃
マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
、
不
ッ
ト
の
事
件
で
す
。
彼
女
は
被
告
に
も
原
告
に
も
な
っ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
彼
女
を
め
ぐ
っ
て
裁
判
が
起
き
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
「
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
事
件
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
「
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
」
と
言
っ
て
も
先
端
に
ひ
と
つ
だ
け
ダ
イ
ヤ
が
付
い
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
ダ
イ
ヤ
が
ず
ら
り
と
、
並
ん
だ
と
て
つ
も
な
く
高
価
な
も
の
で
す
。

こ
れ
を
作
っ
た
宝
石
商
は
初
め
か
ら
買
い
手
と
し
て
あ
る
人
物
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
ル
イ

一
五

世
の
愛
人
デ
ユ

・
パ
リ
！
と
い
う
女
性
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
肝
心
の
ル
イ

一
五
世
が
天
然
痘
で
死
ん
で
し
ま
い
ま

し
た
。
デ
ユ

・
パ
リ
！
も
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
を
追
放
さ
れ
ま
す
。

そ
の
結
果
、
莫
大
な
借
金
と
ネ
ッ
ク
レ
ス
だ
け
が
宝
石
商
の
手
元
に
残
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
目
を
付
け
た
の
が

ル
イ
一
六
世
の
王
妃
マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
は
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
派

手
好
き
で
金
遣
い
も
荒
い
ら
し
い
。
そ
こ
で
彼
女
に
売
り
込
も
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
は
、
そ
ん
な
高
価
な
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
買
う
お
金
は
な
い
と
断
っ
て
い
ま
す
。

マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
で
す
。
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マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
「
赤
字
夫
人
」
な
ど
と
榔
撤
さ
れ
る
ほ
ど
浪
費
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ

き
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
彼
女
が
途
方
も
な
い
金
を
使
っ
た
の
は
事
実
で
す
が
、
彼
女
だ
け
が
金
遣
い
が
荒
く
、
そ

れ
ま
で
の
王
妃
や
王
の
愛
人
や
王
族
が
質
素
だ
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
が
目
立
っ

た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
そ
の
言
動
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
常
識
か
ら
す
る
と
あ
ま
り
に
自
由
だ

っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
彼
女
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
は
、

二
百
年
以
上

敵
対
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
彼
女
の
お
輿
入
れ
自
体
が
政
略
結
婚
で
す
。

つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が

外
交
方
針
を
変
え
て
、
同
盟
関
係
を
結
ぶ
こ
と
の
証
し
と
し
て
結
婚
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
国
民
感
情

は
外
交
上
の
転
換
に
合
わ
せ
て
変
化
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
の
母
親
で
あ
る
女
帝
マ
リ
ア

・
テ
レ
ジ

ア
は
そ
れ
を
気
に
し
て
い
て
、
娘
に
対
し
「
あ
な
た
は
国
民
の
注
目
を
浴
び
て
い
る
の
だ
。
軽
率
な
ま
ね
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
両
国
の
き
ず
な
に
も
か
か
わ
る
問
題
、
だ
」
と
い
う
こ
と
を
、
し
ば
し
ば
手
紙
で
繰
り
返
し
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て
い
ま
す
。

実
際
に
当
時
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
に
駐
留
し
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
使
は
、
マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
様
子
を

絶
え
ず
観
察
し
、
マ
リ
ア

・
テ
レ
ジ
ア
に
書
き
送
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
母
親
は
娘
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
で
何

を
し
て
い
る
の
か
事
細
か
に
承
知
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
い
ち
い
ち
く
ぎ
を
刺
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
母
親
の
苦
言
が
効
い
て
い
た
の
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
は
と
に
か

く
ネ
ッ
ク
レ
ス
の
購
入
を
断
り
ま
し
た
。
宝
石
商
は
が
っ
か
り
し
て
家
に
帰
り
ま
す
。
こ
の
ま
ま
だ
と
莫
大
な
借

金
が
払
え
ず
に
、
監
獄
行
き
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
ド
・
ラ
・
モ
ッ
ト
と
い
う
女
性
が
現
れ
て
、
「
私
は



王
妃
の
側
近
で
す
。
先
ほ
ど
は
ほ
か
の
人
間
が
い
た
の
で
、
人
目
を
は
ば
か
っ
て
買
い
ま
せ
ん
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
が
、
実
は
王
妃
は
あ
の
宝
石
を
お
買
い
に
な
り
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
当
然
宝
石
商
は
大
喜
び
で
す
。
そ

し
て
、
こ
の
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
と
い
う
女
性
は
、
仲
介
に
立
っ
て
実
際
に
宝
石
を
受
け
取
り
に
来
る
の
は
ロ
ア
ン

枢
機
卿
だ
と
い
っ
た
の
で
す
。

こ
の
ロ
ア
ン
と
い
う
の
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
宮
廷
司
祭
長
と
い
う
高
い
地
位
に
い
た
人
物
で
す
が
、
彼
は
な
ぜ

だ
か
知
り
ま
せ
ん
が
マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
と
ル
イ

一
六
世
に
嫌
わ
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア

駐
在
大
使
で
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
少
女
マ
リ
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
不
興
を
買
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
彼

と
し
て
は
こ
こ
で
王
妃
の
覚
え
が
め
で
た
く
な
れ
ば
、
国
王
陛
下
の
覚
え
も
め
で
た
く
な
る
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
で

の
自
分
の
威
信
が
上
が
る
と
踏
ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
彼
も
、
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
の
話
に
即
座
に
乗
り
ま
し
た
。

ロ
ア
ン
は
、
ド

・
ラ
・
モ
ッ
ト
に
念
の
た
め
に
王
妃
か
ら
直
接
声
を
掛
け
て
い
た
だ
き
ま
す
と
言
わ
れ
て
、
あ

る
夜
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
庭
園
に
呼
び
出
さ
れ
ま
す
。
す
る
と
、
白
い
ド
レ
ス
を
着
た
女
性
が
立
っ
て
い
て
、
ロ
ア

ン
に
「
よ
ろ
し
く
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
す
っ
と
姿
を
消
し
ま
し
た
。
す
っ
か
り
信
じ
込
ん
だ
ロ
ア
ン

は
ド
・
ラ

・
モ
ッ
ト
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
、
宝
石
商
の
と
こ
ろ
に
そ
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
受
け
取
り
に
行
き
ま
す
。

世論の社会史

も
ち
ろ
ん
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
は
す
ぐ
に
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
の
手
に
渡
り
ま
し
た
。

宝
石
商
は
第
一
回
目
の
支
払
い
を
待
っ
て
い
ま
し
た
が
、
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
金
は
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
ヴ
ェ
ル

サ
イ
ユ
に
現
れ
て
、
王
妃
の
お
付
き
に
「
失
礼
で
す
が
、
お
約
束
の
お
支
払
い
を
ま
だ
い
た
、
だ
い
て
お
り
ま
せ
ん
」

と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
す
べ
て
が
露
見
し
ま
し
た
。
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マ
リ
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
は
、
も
ち
ろ
ん
何
も
知
り
ま
せ
ん
で



し
た
。

そ
れ
で
早
速
、
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
と
ロ
ア
ン
は
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
調
べ
て
み
る
と
王
妃
に
化
け
て
ロ
ア
ン
に

会
っ
た
女
性
は
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
が
見
つ
け
て
き
た
パ
リ
の
娼
婦
で
し
た
。

国
王
は
娼
婦
と
王
妃
の
区
別
も
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
ロ
ア
ン
に
ま
す
ま
す
激
怒
し
ま
す
。
裁
判
が
始
ま
り
ま
し

た
。

マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
は
直
接
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
と
き
に
出
回
っ
た
訴
訟
趣
意
書

と
町
で
流
さ
れ
た
う
わ
さ
の
中
で
、
い
つ
し
か
彼
女
は
悪
役
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
「
実
は
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
が
マ

リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
側
近
だ

っ
た
と
い
う
の
は
う
そ
で
は
な
く
て
本
当
で
、
陰
で
糸
を
引
い
て
い
た
の
は
王

妃
で
あ
る
」
と
い
う
う
わ
さ
が
さ
さ
や
か
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は

「
王
妃
と
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
は
向
性
愛
者
で
、
愛

人
同
士
だ
っ
た
」
と
い
う
う
わ
さ
も
流
れ
ま
し
た
。
逆
に
、
だ
ま
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
ロ
ア
ン
枢
機
卿
と
マ

リ

・
ア
ン
ト
ワ
、
ネ
ッ
ト
が
で
き
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
り
、
と
に
か
く
王
妃
を
誹
務
、
中
傷
す
る
話
が
こ
の
あ
と
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続
き
ま
す
。

純
粋
な
犠
牲
者
で
あ
っ
た
王
妃
は
、
あ
た
か
も
陰
の
主
役
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
か
ら
わ

か
る
の
は
、
当
時
の
国
王
夫
妻
に
対
す
る
世
間
の
視
線
で
す
。
頼
り
な
い
国
王
に
対
し
て
、
勝
ち
気
で
わ
が
ま
ま

な
王
妃
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
し
か
も
敵
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
王
女
だ

っ
た
マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
に
対
す

る
あ
る
種
の
不
信
感
や
憎
し
み
が
い
か
に
強
か

っ
た
か
を
、
こ
の
事
件
ほ
ど
は

っ
き
り
と
示
し
て
い
る
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。

現
在
で
も
マ
リ

・
ア
ン
ト
ワ
ネ

ッ
ト
と
い
う
と
、
民
衆
暴
動
に
対
し
て

「
パ
ン
が
・
な
け
れ
ば
お
菜
子
を
食
べ
れ



ば
い
い
の
に
」
と
言
っ
た
と
か
、
桁
は
ず
れ
な
浪
費
を
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
財
政
難
に
追
い
込
ん
だ
と
い
う
話
が
あ

と
を
絶
ち
ま
せ
ん
が
、
彼
女
は
当
時
か
ら
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
の
で
す
。

世論の社会史

（

5
）
女
中
と
雇
い
主
日
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

も
う
ひ
と
つ
裁
判
の
例
を
お
話
し
し
ま
す
。
今
度
は
、
さ
っ
き
は
善
良
そ
の
も
の
だ
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
悪
玉

に
な
る
と
い
う
例
で
す
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
が
悪
玉
に
な
る
。
で
は
だ
れ
が
善
玉
か
と
い
う
と
、
民
衆
で
す
。

つ
ま
り
金
持
ち
の
商
人
と
、
田
ふ
古
か
ら
出
て
き
て
そ
の
家
に
一展
わ
れ
た
女
中
と
い
う
対
立
図
式
で
す
。
も
と
も

と
の
発
端
は
給
料
の
不
払
い
で
し
た
。
つ
ま
り
約
束
の
給
料
を
払
っ
て
く
れ
な
い
。
辞
め
る
と
き
に
「
残
り
の
給

料
を
全
部
払
っ
て
く
れ
」
と
い
う
話
で
も
め
ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
弁
護
士
が
作
っ
た
話
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
商
人
は
家
に
い
た
家
政
婦
の
女
性
を
妊
娠
さ
せ
、
そ
れ
が

わ
か
っ
た
途
端
に
堕
胎
を
迫
り
、
挙
げ
句
に
は
家
か
ら
追
い
出
し
た
。
次
い
で
今
度
は
原
告
で
あ
る
女
中
に
迫
り
、

拒
否
さ
れ
る
と
窃
盗
の
濡
れ
衣
を
着
せ
て
給
料
を
払
わ
ず
追
い
出
そ
う
と
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

訴
訟
趣
意
書
は
裁
判
文
書
で
す
が
、
弁
護
士
は
臨
場
感
た
っ
ぷ
り
に
、
ま
る
で
自
分
が
目
撃
者
だ
っ
た
か
の
よ

う
な
文
章
を
書
き
ま
す
。
大
切
な
の
は
事
実
の
解
明
で
は
な
く
、
世
間
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
貴
族
と

並
べ
ば
善
良
な
人
と
し
て
描
か
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
も
、
被
告
と
し
て
民
衆
で
あ
る
女
中
と
、
並
べ
ら
れ
た
と
き
に
は

今
度
は
悪
役
に
な
り
ま
す
。
弁
護
士
の
描
く
こ
う
し
た
図
式
が
事
件
の
真
相
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
人
々
は
身
分
に
よ
る
差
別
が
明
確
な
社
会
に
生
き
て
い
ま
し
た
か
ら
、
身
分
の
違
う

101 



歴史の読み方

人
々
が
対
立
す
る
と
き
に
は
上
の
身
分
の
人
間
を
悪
く
見
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
自
体
に
、
当
時
の
身
分
秩
序
に
対
す
る
潜
在
的
な
不
満
ゃ
い
ら

立
ち
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
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4 

う
わ
さ
話
に
み
る
民
衆
の
世
論

最
後
に
う
わ
さ
の
お
話
を
少
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（

1
）
犯
罪
者
の
人
気

ま
ず
あ
る
種
の
犯
罪
者
は
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。

カ
ル
ト
ゥ
1
シ
ユ
と
い
う
盗
賊
が
い
ま
し
た
。
盗
賊
と
い
っ
て
も
武
装
を
し
、
部
下
が
数
十
人
も
い
る
か
な
り

の
大
物
で
す
。
当
時
の
警
察
は
基
本
的
に
町
の
中
を
守
っ
て
い
ま
す
。
町
と
町
を
結
ぶ
道
路
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
隊

の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
二
四
時
間
監
視
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
治
安
は

あ
ま
り
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ル
ト
ゥ
！
シ
ユ
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
盗
賊
行
為
を
働
い
て
た
大
物
の
ひ
と
り
で

す
。
や
が
て
、
彼
も
つ
い
に
捕
ま
っ
て
死
刑
に
な
る
の
で
す
が
、
ど
う
も
死
ん
だ
あ
と
ぐ
ら
い
か
ら
、
「
義
賊
カ
ル

ト
l
シ
ユ
」
と
い
う
う
わ
さ
が
流
れ
始
め
ま
す
。
金
持
ち
ゃ
役
人
し
か
襲
わ
な
か
っ
た
、
奪
っ
た
金
は
自
分
の
た

め
に
使
わ
ず
に
貧
乏
人
に
ば
ら
ま
い
た
、
と
い
っ
た
も
の
で
す
が
、
ど
れ
も
事
実
無
根
で
す
。
し
か
し
そ
こ
に
は
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民
衆
の
英
雄
願
望
の
よ
う
な
も
の
が
現
れ
て
い
ま
す
し
、
金
持
ち
ゃ
役
人
と
い
っ
た
人
た
ち
へ
の
恨
み
、
憎
し
み

と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

義
賊
マ
ン
ド
ラ
ン
に
関
し
て
も
そ
う
で
す
。
こ
の
人
は
塩
の
密
売
人
で
、
当
時
も
塩
は
重
要
な
課
税
対
象
の
ひ

と
つ
で
し
た
。
絶
対
王
政
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
地
方
に
よ
っ
て
塩
の
税
率
が
違
い
ま
し
た
。
王
国
全
体
が
税
率
の

遠
い
に
よ
っ
て
六
つ
に
分
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
な
る
と
当
然
安
い
と
こ
ろ
で
塩
を
買
い
付
け
て
、
国
内
に

あ
る
税
関
を
く
ぐ
り
抜
け
、
税
の
高
い
地
方
に
行
っ
て
そ
れ
を
売
り
捌
く
人
間
が
登
場
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
ゆ
が

ん
だ
税
制
の
た
め
に
塩
の
密
輸
団
が
横
行
す
る
わ
け
で
す
。
民
衆
に
と
っ
て
は
課
税
さ
れ
た
正
規
の
塩
よ
り
も
、

彼
ら
が
持
ち
込
ん
だ
閤
ル

l
ト
の
塩
の
ほ
う
が
安
い
の
で
す
か
ら
、
彼
ら
を

一
種
の
義
賊
と
見
て
い
た
と
し
て
も

不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
連
中
も
武
装
を
し
て
五
十
人
、
百
人
と
い
う
徒
党
を
組
ん
で
お
り
、
あ
た
か
も
小

規
模
な
軍
隊
の
よ
う
な
集
団
を
組
織
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
一
番
大
き
な
組
織
の
ト
ッ
プ
が
マ
ン
ド
ラ
ン
と

い
う
男
で
し
た
。
彼
も
政
府
の
執
効
な
追
及
の
揚
げ
句
に
よ
う
や
く
捕
ま
っ
て
、
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

彼
は
単
な
る
泥
様
で
あ
っ
た
カ
ル
ト
ゥ

l
シ
ユ
よ
り
も
、
義
賊
で
す
か
ら
よ
り
民
衆
の
心
を
と
ら
え
や
す
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
安
い
と
こ
ろ
で
塩
を
買
っ
て
、
そ
れ
を
政
府
の
価
格
よ
り
安
く
売
っ
て
も
、
つ
け
て
い
る

マ
ン
ド
ラ
ン
は
実
は
大
も
う
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
民
衆
か
ら
す
る
と
政
府
の
鼻
を
明

わ
け
で
す
か
ら
、

か
し
て
く
れ
た
英
雄
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

政
府
に
表
立
っ
て
不
満
を
言
え
な
い
人
た
ち
が
、
反
政
府
の
泥
棒
た
ち
を
英
雄
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
で
、
あ

る
意
味
自
分
た
ち
の
不
満
を
表
明
し
て
い
る
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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（

2
）
パ

ン
価
格
高
騰
に
発
す
る
民
衆
暴
動

も
う
ひ
と
つ
、
今
度
は
パ
ン
の
価
格
に
関
す
る
話
を
し
ま
す
。
民
衆
暴
動
の
引
き
金
と
な
る
の
は
し
ば
し
ば
パ

ン
価
格
の
高
騰
で
す
。
政
府
は
パ
ン
の
値
段
に
対
し
て
非
常
に
神
経
を
つ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
ほ

か
の
こ
と
で
は
我
慢
す
る
民
衆
も
基
本
的
な
食
料
で
あ
る
パ
ン
の
値
上
げ
に
は
、
敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
関
し
て
重
要
な
点
は
、
今
年
は
天
気
が
恵
か
っ
た
、
だ
か
ら
穀
物
生
産
が
務
ち
込

み
、
パ
ン
の
値
段
が
上
が
る
の
も
仕
方
な
い
と
い
う
考
え
万
を
当
時
の
民
衆
が
し
な
い
こ
と
で
す
。
市
場
経
済
に

慣
れ
き

っ
た
わ
た
し
た
ち
と
、

一
八
世
紀
の
民
衆
は
違
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
も
の
に
は
正
し
い
他
段
が
あ
る
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。
ま
し
て
パ
ン
は
生
き
て
い
く
た
め
に
ど
う
し
て
も
買
わ
ざ
る
を
得
な
い
商
品
で
す
。
当
時
の
都

市
労
働
者
の
収
入
の
半
分
は
パ
ン
代
に
消
え
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
パ
ン
が
二
O
%、
三

O
%
上
が
る
と
い

う
の
は
、
死
活
問
題
で
す
。
当
然
敏
感
に
反
応
し
ま
す
。
彼
ら
は
、
「
パ
ン
に
は
正
し
い
値
段
が
あ
る
。
今
年
は
天

気
が
悪
く
小
麦
の
で
き
が
悪
か
っ
た
か
ら
パ
ン
の
値
段
が
上
が
る
の
は
仕
方
が
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
国
王
は
要

ら
な
い
」
、
「
わ
れ
わ
れ
に
正
し
い
値
段
で
パ
ン
を
供
給
す
る
の
は
、
王
の
仕
事
で
あ
る
は
ず
だ
」
と
言
い
ま
す
。

そ
し
て
「
値
段
が
上
が
る
の
は
、
天
候
不
順
に
付
け
込
ん
だ
買
い
占
め
商
人
が
い
る
か
ら
だ
。
小
麦
を
抱
え
て
も

っ
と
値
段
が
仁
が
る
の
を
待
っ
て
い
る
悪
徳
商
人
が
い
る
か
ら
こ
う
な
る
。
そ
う
い
う
連
中
を
摘
発
し
ろ
」
と
い

う
こ
と
で
暴
動
に
な
り
ま
す
。
穀
物
商
人
や
パ
ン
屋
を
襲
撃
す
る
の
で
す
が
、
彼
ら
は
単
な
る
暴
徒
で
は
な
い
と

い
う
証
し
と
し
て
、
金
を
置
い
て
い
き
ま
す
。

つ
ま
り
パ
ン
屋
や
穀
物
商
を
襲
、
っ
、
そ
こ
に
あ
る
小
麦
を
無
理
、
子
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り
か
っ
さ
ら
っ
て
く
る
が
、
彼
ら
は
正
し
い
値
段
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
相
手
が
嫌
が
ろ
う
か

正
し
い
値
段
の
金
を
そ
こ
に
置
い
て
立
ち
去
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
自
分
た
ち
は
泥
棒
で
も
な
け
れ
ば
暴
徒
で
も

な
い
と
、
政
府
が
や
る
べ
き
仕
事
を
し
て
い
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
が
代
わ
り
に
正
義
を
行
っ
た
と
思
っ
て
い
る

の
で
す
。

つ
ま
り
当
時
の
食
料
暴
動
を
見
ま
す
と
、
生
活
必
需
品
の
価
格
、
そ
の
供
給
を
め
ぐ

っ
て
市
場
原
理
に
慣
ら
さ

れ
た
わ
れ
わ
れ
と
は
全
く
違
う
考
え
を
当
時
の
民
衆
が
抱
い
て
い
た
こ
と
が
非
常
に
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

世論の社会史

（

3
）
国
王
ル
イ
一
五
世
へ
の
不
満
H
望
ま
し
い
国
王
像
か
ら
外
れ
た
王

こ
う
し
た
政
府
へ
の
不
満
は
、

一
八
世
紀
半
ば
以
降
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
す
。
特
に
標
的
に
な
る
の

は
、
ル
イ

一
五
世
以
降
で
す
。
こ
の
人
に
は
様
々
な
悪
評
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
「
怠
惰
だ
」
と
い
わ
れ
ま
し
た

が
、
先
代
の
ル
イ
一
四
世
が
「
王
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
は
な
い
」
と
言
い
切
る
ぐ
ら
い
よ
く
働
い
た
人
な
の
で
、
そ

れ
に
比
べ
る
と

一
生
懸
命
や
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
残
忍
で
あ
る
」
と
い
う
う
わ
さ
も
立
ち
ま
し
た
。
一
七
五
一
年
に
、
パ
リ
で
子
ど
も
た
ち
が
何
人
か
い
な
く
な

る
と
い
う
事
件
が
起
き
ま
す
。
警
察
が
不
良
少
年
た
ち
を
懲
ら
し
め
の
た
め
に

一
晩
牢
屋
に
入
れ
て
お
い
た
と
い

う
の
が
真
相
の
よ
う
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
す
ぐ
に
家
に
帰
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
子
ど
も
が
消
え
た
と
い

う
う
わ
さ
が
流
れ
始
め
ま
す
。
そ
し
て
つ
い
に
は
「
国
王
ル
イ

一
五
世
は
、
若
い
と
き
か
ら
の
放
蕩
生
活
が
た
た

っ
て
恐
ろ
し
い
皮
膚
病
を
患
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
治
す
に
は
生
き
た
子
ど
も
を
殺
し
て
、
そ
の
生
き
血
で
た
め
た
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風
呂
に
入
る
し
か
な
い
」
と
い
う
話
に
ま
で
行
き
つ
く
の
で
す
。
い
く
ら
何
で
も
そ
ん
な
王
様
が
い
る
は
ず
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
し
た
う
わ
さ
が
ま
こ
と
し
や
か
に
流
れ
る
ぐ
ら
い
国
王
は
嫌
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し

106 
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I 

ま
た
ル
イ
一
五
世
は
公
の
場
に
姿
を
見
せ
る
の
が
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
タ
イ
。フ
の
人
で
し
た
。
王
の
食
事
や、

今
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
王
妃
の
出
産
ま
で
公
開
さ
れ
、

王
と
い
う
存
在
が
公
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
時
代
、

王
の
姿
を
見
た
が
っ
た
民
衆
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
ル
イ

一
五
世
の
性
格
は
不
満
と
不
信
を
増
幅
さ
せ
る
も
の

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

さ
ら
に
ル
イ
一
五
世
は
女
性
問
題
で
も
つ
ま
ず
き
ま
す
。
国
王
が
女
性
に
も
て
る
の
は
別
に
構
い
ま
せ
ん
。
構

い
ま
せ
ん
が
、
時
と
場
所
と
相
手
を
選
、
ば
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
ル
イ
一
五
世
が
つ
ま
ず
い
た
の
は
、
戦
争
の

最
中
で
し
た
。
前
線
で
兵
士
が
戦
っ
て
い
ま
す
。
国
王
が
前
線
に
行
く
と
い
う
の
は
、
士
気
を
鼓
舞
す
る
う
え
で

非
常
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
国
王
は
な
か
な
か
前
線
に
向
か
お
う
と
は
せ
ず
、
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
で

愛
人
と
の
生
活
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
つ
い
に
重
い
腰
を
上
げ
、
前
線
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
が
、
何
と
愛
人
を
連
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
の
行
為
は
翠
楚
を
買
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
国
王
は
病
に
伏
し

ま
す
。
聴
聞
司
祭
に
「
戦
場
に
愛
人
を
伴
う
よ
う
な
振
る
舞
い
を
悔
い
改
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ

た
王
は
さ
す
が
に
折
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
愛
人
と
は
別
れ
る
」
と
い
う
宣
言
を
し
て
、
彼
女
を
追
い
返
し
ま
す
。

そ
こ
で
彼
の
人
気
は

一
時
回
復
し
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
各
地
で
、
国
王
の
病
気
回
復
を
祈
る
ミ
サ
が
行
わ
れ
ま
す
。

つ
い
に
病
が
癒
え
て
帰
還
し
た
と
き
に
は
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
帰
っ
て
き
た
途
端
に
追
放
し
た



は
ず
の
愛
人
を
再
び
呼
び
戻
し
た
た
め
に
、
評
判
は
地
に
墜
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

極
め
付
き
は
一
七
五
七
年
の
国
王
暗
殺
未
遂
事
件
で
す
。
ダ
ミ
ア
ン
と
い
う
名
の
中
年
男
性
が
国
王
を
ナ
イ
フ

で
襲
っ
た
の
で
す
。
厚
い
コ

l
ト
を
着
て
い
た
お
か
げ
で
、
大
し
た
怪
我
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
国
王
は

一
時
は
死
を
覚
悟
し
た
よ
う
で
す
。
か
つ
て
戦
場
で
病
に
陥
っ
た
王
の
回
復
を
願
っ
て
国
中
が
ミ
サ
を
挙
げ
た
よ

う
に
、
こ
の
と
き
も
政
府
は
国
王
の
回
復
を
祈
る
よ
う
国
民
に
呼
び
か
け
ま
す
。
し
か
し
、
期
待
し
た
よ
う
に
は

人
は
集
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ス
パ
イ
た
ち
の
報
告
に
よ
る
と
、
「
ダ
ミ
ア
ン
の
や
つ
は
し
く
じ
っ

た
。
俺
な
ら
も
っ
と
う
ま
く
刺
し
た
の
に
」
、
つ
ま
り

「国
王
な
ど
死
ね
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
う
わ
さ
が
、

パ
リ
で
流
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
時
的
と
は
い
え
愛
人
を
追
い
返
し
た
こ
と
で
評
判
を
取
り
戻

し
、
そ
の
病
気
回
復
を
多
く
の
国
民
が
願
っ
た
国
王
が
、
わ
ず
か
十
数
年
の
う
ち
に
「
死
ね
ば
よ
か
っ
た
の
に
」

と
言
わ
れ
る
ま
で
に
嫌
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
国
王
の
権
威
の
失
墜
を
は
っ
き
り
と
示

し
て
い
る
事
件
は
な
い
で
し
ょ
う
。

お
わ
り
に

世
論
の
意
味

世論の社会史

最
後
に
「
世
論
」
の
意
味
と
い
う
こ
と
を
少
し
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
い
く
つ
か
の
「
世
論
」

の
指
標
を
見
て
き
た
の
で
す
が
、

一
八
世
紀
後
半
は

「世
論
」
が
は

っ
き
り
と
力
を
持
ち
、
政
府
が
も
は
や
そ
れ

を
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
で
す
。
当
時
は
財
政
危
機
が

一
番
大
き
な
政
治
・
社
会
問
題
で
し
た
。
当
時
の
財
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政
状
況
は
ひ
ど
い
も
の
で
す
。
歳
出
の
半
分
を
借
金
の
返
済
に
あ
て
ざ
る
を
え
な
い
有
様
で
、
抜
本
的
な
財
政
改

革
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
貴
族
と
聖
職
者
の
免
税
特

権
を
廃
止
す
る
し
か
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。

教
会
は
国
土
の

一
O
%
を
握
っ
て
い
ま
し
た
。
貴
族
の
中
の
恐
ら
く
二
割
程
度
は
貧
乏
貴
族
と
呼
ば
れ
る
人
た

ち
で
す
が
、
逆
に
一
割
、
二
割
の
貴
族
は
非
常
に
裕
福
で
す
。
そ
の
人
た
ち
は
基
本
的
な
直
接
税
を
払
っ
て
い
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
教
会
と
貴
族
に
課
税
す
れ
ば
、
財
政
難
は
か
な
り
解
消
で
き
る
め
ど
が
立
つ
わ
け
で
す
。
一

般

民
衆
は
こ
れ
以
上
搾
れ
な
い
ぐ
ら
い
重
税
を
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
か
ら
は
こ
れ
以
上
金
の
取
り
ょ
う

が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
当
然
既
得
権
益
を
侵
さ
れ
る
貴
族
側
は
、
猛
反
発
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

政
治
抗
争
が
起
こ
り
ま
す
。
ど
う
に
か
貴
族
た
ち
に
も
課
税
し
た
い
政
府
と
、
反
発
を
す
る
貴
族
で
す
。
以
前
で

あ
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
貴
族
の
先
祖
伝
来
の
侵
し
が
た
い
権
利
を
守
る
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
貴
族
は
身
を
守
ろ
う

と
し
た
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
時
代
に
は
、
も
は
や
貴
族
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
い
ま
せ
ん
。

で
は
貴
族
た
ち
は
何
と
言
う
の
か
。
「
税
は
国
王
が
決
め
る
も
の
で
は
な
い
。
税
を
課
す
べ
き
か
ど
う
か
は
国
民

の
合
意
を
得
て
決
め
る
べ
き
で
あ
る
。
非
課
税
者
の
合
意
が
税
を
正
当
化
す
る
」
と
い
う
論
理
を
持
ち
出
し
ま
す
。

そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
の
た
め
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
課
税
さ
れ
る
人
間
の
合
意
な
く
し
て
、

王
が
勝
手
に
税
金
を
課
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
民
会
員
が
犠
牲
に
な
る
」
。
「
大
事
な
の
は
、
課
税

さ
れ
る
側
の
同
意
が
あ
っ
て
税
は
成
り
立
つ
と
い
う
原
則
を
こ
こ
で
確
認
す
る
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
国
民
の
味

方
だ
」
と
い
う
宣
伝
を
始
め
ま
す
。
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一
方
、
国
王
政
府
は
、
「
今
税
金
を
払
っ
て
い
な
い
貴
族
た
ち
に
課
税
で
き
れ
ば
、

る
。
国
民
の
本
当
の
味
方
は
わ
れ
わ
れ
だ
」
と
い
う
宣
伝
を
す
る
わ
け
で
す
。

絶
対
王
政
の
建
前
で
は
、
最
終
的
な
決
定
権
は
国
王
に
あ
る
は
ず
で
し
た
。
羊
飼
い
が
羊
の
意
見
を
聞
く
、
必
要

は
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
は
完
全
に
羊
に
向
か
っ
て
訴
え
か
け
て
い
ま
す
。
当
時
、
「
国
民
の
父
」

一
般
国
民
の
税
金
は
安
く
な

世論の社会史

つ
ま
り
そ
う
し
た
言
い
方
を
し
て
、
「
世
論
」
を
味
方
に
付
け
な
い
こ
と
に
は
政

策
そ
の
も
の
が
前
に
進
ま
な
い
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
建
前
は
あ
く
ま
で
絶
対
王
政
で
、
国
民
は
羊

に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
す
が
、
実
態
と
し
て
は
そ
こ
ま
で
「
世
論
」
が
力
を
付
け
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
主
権
在
民

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
権
は
国
王
に
あ
り
ま
す
。
選
挙
権
は
も
ち
ろ
ん
被
選
挙
権
も
あ
り
ま
せ
ん
。
世
論
調
査
で

「
皆
さ
ん
の
意
見
を
」
な
ど
と
、
だ
れ

一
人
聞
い
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
の
力
を

「
世
論
」
は
備
え
た
わ
け
で
す
。

絶
対
王
政
の
時
代
で
さ
え
「
世
論
」
が
力
を
持
つ
と
、
そ
れ
が
権
力
に
と
っ
て
い
か
に
無
視
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
か
を

一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
は
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。
一

方
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
投
票
に
も
行
け
る
わ
け

で
す
し
、
立
候
補
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
、
さ
ら
に
世
論
調
査
が
あ
れ
ば
答
え
も
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
今
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し
て
い
ま
す
か
ら
、
自
分
の
ブ
ロ
グ
で
意
見
を
述
べ
る
の
も
自
由
で
し
ょ
う
。

と
い
う
言
い
方
が
は
や
り
ま
す
。

つ
ま
り
、

道
具
立
て
は
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
不
利
な
状
況
下
で
も
大
き
な
力
を
獲
得
し
た

一
八
世
紀

の
「
世
論
」
を
思
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
恵
ま
れ
た
環
境
や
道
具
を
十
分
に
活
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
も
う

一
度

考
え
直
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
国
民
は
政
治
に
お
い
て
単
な
る
観
客
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
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最
後
に
一
八
世
紀
を
代
表
す
る
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
デ
ィ
ド
ロ
の
言
葉
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
彼
は
概

歴史の読み方

ね
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

110 

「
ど
ん
な
に
下
ら
な
い
反
対
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
政
府
に
反
対
す
る
権
利
こ
そ
神
聖
な
の
だ
。」

（二
O
O
七
年
二
一
月
一
在
日
）
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