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政
治
と
い
う
も
の
を
、
諸
々
の
権
力
聞
の
紛
争
や
対
立
を
調
整
し
つ
つ
何
ら
か
の
秩
序
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
活
動
で
あ
る
と
定
義
す
る
な
ら
、
政
治
と

倫
理
が
不
可
分
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
ろ
う
口
例
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
政
治
学
』
の
第
一
巻
回
目
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、
国
家

H
S
H
h
q
に
関
わ
る
学
と
し
て
の
政
治
学
さ
と
口
実
ペ
の
性
格
が
、
倫
理
学
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
「
国
家
は
現
に
我
々
が
見
る
と
お

り
、
い
ず
れ
も
あ
る
種
の
共
同
体
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
は
何
ら
か
の
善
を
目
指
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
常
に
人
は
善
と
考
え
る
も
の
の

す
べ
て
の
も
の
を
包
含
す
る
共
同
体
が
国
家
で
あ
る
」
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て

た
め
に
行
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
す
べ
て
の
共
同
体
の
中
で
最
高
で
、

『
法
権
利
の
哲
学
』
(
日
∞
N
H
)

の
中
に
理
念
(
す
な
わ
ち
善
)
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
理
念
を
追
求
す
る
の
が
政
治
学
の
課
題
と
な
る
。

で
「
国
家
と
は
人
倫
的
理
念
の
現
実
態
で
あ
る
」
と
し
て
、
自
由
な
精
神
が
客
観
的
制
度
・
組
織
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て

へ
!
ゲ
ル
も

は
、
現
実
(
す
な
わ
ち
国
家
)

の
、
人
倫

ω一門己一
n
y
r
巴
門
の
最
終
段
階
た
る
国
家
に
倫
理
的
な
意
味
あ
い
を
強
く
求
め
る
口
「
国
家
は
客
観
的
精
神
で
あ
る
か
ら
、
個
人
自
身
が
客
観
性
・
真
理
性
・

人
倫
性
を
持
つ
の
は
、
彼
が
国
家
の
一
員
で
あ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
合
一
そ
の
も
の
が
諸
個
人
の
真
実
の
内
容
で
あ
り
目
的
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
使
命
は
普
遍
的

生
活
を
営
む
こ
と
に
あ
る
」
。

中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
観
や
ル
ソ
ー
ら
の
社
会
契
約
説
も
含
め
、
西
洋
の
伝
統
的
な
政
治
思
想
史
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
政
治
と
倫
理
と
は
不
可
分
で

あ
り
、
価
値
の
問
題
を
対
象
と
す
る
倫
理
学
の
延
長
上
に
政
治
学
を
構
想
し
、
同
時
に
具
体
的
な
統
治
の
現
場
に
倫
理
的
な
契
機
を
要
議
す
る
こ
と
は
ご
く
自
然
な

哲
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。



ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
り
る
倫
理
と
政
治

。

こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。
今
日
の
我
々
の
日
常
世
界
で
も
、
「
理
念
な
き
政
治
L

の
状
況
を
慨
嘆
す
る
声
は
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
治
と
倫
理
の
一
体
化
を
求
め
る
こ
の
よ
う
な
論
法
に
は
、
次
の
よ
う
な
暗
黙
の
了
解
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か

の
目
的
を
設
定
し
た
上
で
、

そ
の
目
的
追
求
の
手
段
と
し
て
の
政
治
の
正
当
性
を
導
き
出
し
、
今
度
は
そ
の
政
治
社
会
の
成
員
に
先
の
目
的
に
沿
っ
た
義
務
を
課
す

と
い
う
、
目
的
論
的
な
人
間
論
に
特
有
の
了
解
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
論
は
、

た
と
え
ば
理
性
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
人
間
の
本
性
が
具
有
す
る
理
念
的
な
モ

デ
ル
と
い
う
も
の
を
ま
ず
措
定
す
る
。

つ
い
で
人
間
は
当
然
の
ご
と
く
そ
の
理
念
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
、

そ
の
上
で
、

そ
の
よ
う
な
目
的
の

実
現
の
た
め
に
政
治
社
会
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
こ
の
よ
う
な
人
間
論
は
、
人
間
に
は
政
治
社
会
で
生
き
る
義
務
が
あ
り
、

支
配
す
る
者
も
さ
れ
る
者
も
、
当
初
の
理
念
な
い
し
呂
的
に
沿
う
よ
う
な
形
で
行
動
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
と
い
う
論
の
運
び
を
と
る
の
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
な
議
論
に
立
脚
す
る
と
、
政
治
社
会
は
、

た
と
え
そ
れ
が
ホ
ッ
フ
ズ
の
主
張
す
る
よ
う
に
人
為
的
に
契
約
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

最
初
に
立
て
ら
れ
た
何
ら
か
の
巨
的
に
で
き
る
だ
け
合
致
す
る
よ
う
に
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
強
制
し
も
す
る

一
つ
の
有
機
的
組
織
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
寸
べ
き
論
¥
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
理
念
的
な
「
あ
る
べ
き
姿
」
を
巡
る
議
論
に
政
治
が

組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
い
つ
の
時
代
も
多
く
の
場
合
人
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
理
念
に
沿
っ
て
行
動
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

そ
の
た

め
そ
う
い
っ
た
大
衆
の
営
み
を
、
為
政
者
や
理
論
家
は
ひ
た
す
ら
慨
嘆
す
る
し
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
と
倫
理
の
同
一
化
の
伝
統
を
徹
底
し
て
破
壊
し
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
で
あ
る
。
彼
は
「
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
は
、
見
た
こ

と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
共
和
国
や
君
主
国
を
想
像
の
中
で
描
い
て
き
た
。
し
か
し
、
人
の
実
際
の
生
き
方
と
人
間
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
と
は
は
な

は
だ
か
け
離
れ
て
い
る
」
と
、
王
張
し
、
倫
理
の
領
域
と
政
治
の
領
域
と
を
明
確
に
分
離
さ
せ
た
。
む
ろ
ん
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
以
前
に
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』

で
強
者
の
正
義
を
自
然
に
適
っ
た
も
の
と
主
張
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
追
及
す
る
カ
リ
ク
レ
ス
や
、
東
洋
で
は
性
悪
説
の
萄
子
、
法
家
思
想
の
韓
非
子
な
ど
も
あ
る
意

味
で
、
政
治
と
倫
理
の
分
離
を
説
い
た
と
言
え
る
。
け
れ
ど
も
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
、
政
治
に
お
い
て
は
〈
権
力
〉
が
決
定
的
な
要
因
と
な
る
こ
と
を
確
認
す
る
事
に

よ
っ
て
、
道
徳
や
倫
理
の
介
在
し
な
い
、
純
粋
な
政
治
の
力
学
を
描
き
出
す
こ
と
に
初
め
て
体
系
的
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
神
に
酔
え
る
哲
学
者
し
(
ノ
ヴ
ァ

i
リ
ス
)
と
さ
れ
、
「
汎
神
論
」
の
一
つ
の
究
極
的
な
形
態
を
完
成
さ
せ
た
と
さ
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
が
、

一
方
で
、

寺品中

さ
し
く
こ
の
倫
理
と
政
治
の
分
離
と
い
う
問
題
と
〈
権
力
〉
に
つ
い
て
比
類
の
な
い
思
考
を
巡
ら
せ
、

マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
よ
り
も
包
括
的
か
つ
徹
底
的
な
分
析
を
行
っ



て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
主
著
『
エ
チ
カ
』
の
み
な
ら
ず
、
晩
年
の
「
神
学
・
政
治
論
』

や
『
国
家
論
〔
政
治
論
〕
』
に
お
い
て
も
、

政
治
に
対
し
て
倫
理
が
根
拠
を
与
え
る
こ
と
を
断
固
と
し
て
拒
否
し
続
け
た
。

つ
ま
り
彼
は
、
何
ら
か
の
善
な
る
意
志
や
共
同
体
へ
の
献
身
に
よ
っ
て
我
々
が
自
分

の
本
来
性
を
取
り
戻
し
、
そ
の
結
果
、
共
同
社
会
で
生
き
な
け
れ
ば
人
間
の
本
来
的
な
あ
り
方
が
実
現
さ
れ
な
い
、
な
ど
と
、
主
張
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
義
務
論
的
・

倫
理
的
あ
る
い
は
疎
外
論
的
モ
デ
ル
か
ら
も
自
立
し
た
一
つ
の
政
治
学
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
伝
統
的
な
哲
学
・
政
治
の
論
者
へ
の
批
判
は
痛
烈
で

ホ…
~
7
Q

。

哲
学
者
た
ち
は
、

わ
れ
わ
れ
が
悩
ま
さ
れ
る
諸
感
情
を
、
人
間
が
自
分
の
罪
の
ゆ
え
に
陥
る
過
ち
で
あ
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
彼
ら
は
た
い
て
い

の
場
合
こ
う
し
た
も
の
を
笑
い
、
泣
き
、
噺
り
、
(
も
っ
と
神
聖
ぶ
り
た
い
場
合
に
は
)
呪
誼
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
は
、

ど
こ
に
も
実
在
し

な
い
よ
う
な
人
間
性
を
い
ろ
い
ろ
と
賞
揚
し
、
実
際
に
存
在
す
る
人
間
性
を
様
々
な
言
葉
で
庇
め
る
こ
と
が
で
き
る
時
に
、
何
か
崇
高
な
こ
と
で
も

行
い
、
最
高
の
叡
知
に
達
し
た
か
の
よ
う
に
信
じ
る
。
彼
ら
は
要
す
る
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
で
は
な
く
、

そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
う
よ
う
な

人
間
を
頭
に
浮
か
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
の
大
部
分
は
倫
理
学
を
書
く
代
わ
り
に
風
刺
を
書
き
、
実
際
に
適
用
さ
れ
う
る
政
治
学

を
考
え
出
す
代
わ
り
に
架
空
論
と
し
か
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
政
治
学
を
l
l
iす
な
わ
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
や
詩
人
た
ち
の
歌
っ
た
あ
の
黄
金
時
代
(
こ
う

し
た
と
こ
ろ
で
は
政
治
学
な
ど
少
し
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
)

に
し
か
行
わ
れ
な
い
よ
う
な
政
治
学
を
l
i
t
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ

ら
ゆ
る
応
用
科
学
の
中
で
、
特
に
政
治
学
は
理
論
と
実
践
が
か
け
離
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
、
国
家
を
治
め
る
に
は
理
論
家
あ
る
い
は
哲
学
者
ほ
ど
椙

応
し
く
な
い
者
は
い
な
い
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
、
吋
円
J
¥同

し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
学
と
倫
理
学
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
誤
解
を
抱
く
人
も
現
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

な
る
ほ
ど
ス
ピ
ノ
ザ
は
政
治

と
倫
理
と
を
分
離
さ
せ
る
主
張
を
展
開
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
、

だ
が
そ
れ
は
、

い
か
な
る
政
治
か
ら
も
共
同
社
会
か
ら
も
撤
退
し
て
、

ひ
た
す
ら
神
を
観
想
す
る

生
活
に
意
義
を
見
い
出
す
た
め
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、

と
。
生
活
の
資
を
稼
ぎ
光
学
の
研
究
を
す
る
た
め
に
レ
ン
ズ
磨
き
に
精
を
出
し
て
い
た
孤
高
の
哲
学
者

と
い
う
印
象
が
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
状
況
で
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
念
が
生
じ
る
の
も
無
理
は
な
い
し
、

そ
も
そ
も
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
知
性
改
善
論
』

の
頃
か
ら
一
貫

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号
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ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
倫
理
と
政
治

一O
四

し
て
政
治
的
な
も
の
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
、
『
エ
チ
カ
』
の
執
筆
を
中
断
し
て
ま
で
当
時
の
カ
ル
ヴ
ィ
ン
派
や
オ
ラ
ン
ィ
エ
家
の
不
寛
容
と
横
暴
と
に
抗
す
る

形
で

『
神
学
・
政
治
論
』
を
匿
名
で
発
表
し
、
「
無
神
論
者
」
と
い
う
周
囲
か
ら
の
轟
々
た
る
非
難
を
浴
び
な
が
ら
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
、

そ
し
て
思
考
す
る
自
由

を
訴
え
た
こ
と
、
死
の
直
前
ま
で
政
治
的
著
作
『
国
家
論
(
政
治
論
ど
を
仕
上
げ
る
こ
と
に
勤
し
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
は
案
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な

を
保
ち
つ
つ
、

い
。
ま
た
、
書
簡
集
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
身
近
な
友
人
た
ち
ゃ
、
意
見
を
異
に
す
る
遠
方
の
知
人
た
ち
と
実
に
真
撃
で
友
好
的
な
関
係

ソ

シ

ア

プ

ル

ま
さ
し
く
社
会
的

l
社
交
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
い
う
史
実
も
、
孤
独
な
思
索
者
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ

i
ジ
か
ら
は
想
像
し
に
く
い
の
か
も

し
れ
な
い
口

し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
の
全
哲
学
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
そ
の
一
切
が
政
治
的
書
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
治
学
を
彼
の
著
作
が
扱
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
存
在
そ
の
も
の
が
政
治
で
あ
る
こ
と
、
い
換
え
れ
ば
、
我
々
の
存
在
そ
の
も
の
が
一
定
の
〈
権
力
関
係
〉
の
産
物
で
し
か
な
い
こ
と
を
彼
が
明
ら
か
に
し
た

と
い
う
意
味
に
お
い
て
政
治
的
な
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
を
超
え
る
点
が
あ
る
と
し
た
ら
、

マ
キ
ア
ベ
リ
が
あ
く
ま
で
も
統
治
や
支
配
の
原
理
の

一
環
と
し
て
倫
理
の
政
治
か
ら
の
分
離
を
唱
え
た
の
に
対
し
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
逆
説
的
な
よ
う
だ
が
、
人
間
の
自
由
の
た
め
に
政
治
と
倫
理
と
の
分
離
を
行
っ
た
と
い

う
点
に
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば

ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
全
思
想
体
系
の
中
で
、

と
り
わ
け
『
エ
チ
カ
』

の
中
で
は

一
度
も
〈
倫
理
〉
を
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た

む

し
ろ
常
に
彼
は
〈
政
治
〉
を
語
っ
て
い
た
、

と
す
ら
言
え
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば

A
・
マ
ト
ゥ
ロ
ン
は
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
倫
理
と
政
治
L

と
い
う
講
演

(
5
2
)
の
中
で
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
「
〈
倫
理
〉
が
〈
政
治
〉
に
根
拠

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

一
方
〈
政
治
〉
は
そ
う
し
た
根
拠
を
〈
倫
理
〉
か
ら
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
L

と
述
べ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
今
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
の
政
治
論
が
陥
っ
て
き

ス
ピ
ノ
ザ
の
問
題
に
す
る
政
治
が

何
ら
か
の
倫
理
か
ら
導
き
出
さ
れ
、

た
、
政
治
に
倫
理
的
価
値
の
問
題
を
持
ち
込
む
と
い
う
伝
統
的
な
思
考
法
か
ら
き
っ
ぱ
り
と
手
を
切
る
こ
と
l

i
マ
ト
ゥ
ロ
ン
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ

張
を
、

の
政
治
論
の
革
新
性
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
も
、
我
々
は
、
吋
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
個
人
と
共
同
体
』

(50∞
)
等
に
も
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
マ
ト
ゥ
ロ
ン
の
、
王

A
-
ネ
グ
り
の
一
一
一
一
口
う
通
り
「
山
引
き
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
出
発
点
L

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
彼
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
え
倫
理
〉

は
〈
政
治
〉

の
終
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
」
と
は
考
え
な
い

D

む
し
ろ
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
政
治
を
倫
理
か
ら
分
離
し
た
ば
か
り
か
、
倫
理
の
問
題
を
ミ
ク
ロ
・
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
の
問
題
に
移
行
さ
せ
、
我
々
の
一
切
の
行
動
を
価
値
の
側
面
か
ら
で
は
な
く
、
実
際
に
働
い
て
い
る
諸
力
の
拾
抗
関
係
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と



ニ
i
チ
ェ
流
に
言
え
ば
、
「
何
が
正
し
い
か
」
で
は

な
く
寸
い
か
な
る
力
が
そ
れ
を
正
し
い
と
さ
せ
て
い
る
か
」
と
い
う
問
題
系
へ
の
転
換
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
中
に
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
お
よ

に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
に
寵
き
換
え
た
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
た
い
。

び
政
治
学
は
人
が
「
ど
う
生
き
る
べ
き
か
」
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

理
性
的
で
あ
れ
非
理
性
的
で
あ
れ
、
受
動
的
な
感
情
に
と
ら
わ
れ
て
い
よ
う
と
能
動
的
な

感
情
に
と
ら
わ
れ
て
い
よ
う
と
、
人
が
力
の
本
性
の
ま
ま
に
生
き
た
場
合
「
ど
う
な
る
か
L

を
問
題
に
し
た
詳
細
な
分
析
で
あ
る
と
い
う
私
の
指
摺
は
、
「
正
義
と
不

を
訴
え
て
い
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
見
解
に
却
し
て
も
、

正
義
、
罪
と
功
績
は
外
面
的
概
念
で
あ
っ
て
精
神
の
本
性
を
説
明
す
る
概
念
で
は
な
い
L

(

何
台
ミ
ω巳
)

む
し
ろ
自
然
な
解
釈
と
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

と
主
張
し
、
自
然
の
中
に
は
善
も
悪
も
存
在
し
な
い
こ
と

本
稿
で
は
特
に
、
こ
の
「
存
在
の
汎
政
治
化
L

論
の
前
提
と
な
る
、
政
治
と
倫
理
の
分
離
と
い
う
論
点
に
焦
点
を
絞
り
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
理
論
の
現
代
的
意
義
を
探

っ
て
い
き
た
い
。

1 

目
的
な
き
毘
家

『
エ
チ
カ
』

の
第
四
部
定
理
三
七
備
考
二
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
国
家
と
社
会
の
生
成
に
つ
い
て
論
じ
た
『
エ
チ
カ
』

の
中
で
唯
一
の
笛
所
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
ま

ず
、
「
人
は
み
な
最
高
の
自
然
権
に
よ
っ
て
存
在
し
、

そ
れ
ゆ
え
ま
た
各
人
は
自
己
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
生
ず
る
こ
と
を
最
高
の
自
然
権
に
よ
っ
て
な
す
」
と
述
べ

た
後
で
、
次
の
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
論
の
前
提
と
な
る
記
述
な
の
で
引
用
す
る
。

も
し
人
間
が
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て
生
活
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
各
々
の
人
は
他
人
を
少
し
も
害
す
る
こ
と
な
し
に
自
己
の
こ
の
権
利
を
享
受
し

得
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
人
間
は
、
人
間
の
能
力
な
い
し
徳
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
諸
感
情
に
隷
麗
し
て
い
る
か
ら
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
異
な
っ
た

方
向
に
引
き
ず
ら
れ
、
互
い
に
多
く
の
援
助
を
必
要
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
に
対
立
的
に
な
る
。
だ
か
ら
人
間
が
和
合
し
て
生
活
し
、
互

い
に
援
助
を
な
し
得
る
た
め
に
は
、
彼
ら
が
自
己
の
自
然
権
を
譲
歩
し
、
他
人
に
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
事
は
何
も
な
さ
な
い
と
い
う
保
証
を
互
い

に
与
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

し
か
し
、
諸
々
の
感
情
に
必
然
的
に
隷
属
し
、
不
安
定
で
変
わ
り
ゃ
す
い
人
間
た
ち
が
相
互
に
心
配
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
保
証
を
与
え
、

哲
学
・
思
惣
論
集
第
二
十
二
号

一
O
五



ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
倫
理
と
政
治

一
O
六

信
頼
を
互
い
に
保
つ
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
可
能
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
部
の
定
理
七
お
よ
び
第
三
部
の
定
理
三
九
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ど
ん
な
感
情
も
、

よ
り
強
力
で
、

そ
れ
と
反
対
の
感
情
に
よ
っ
て
で
な
く
て
は
抑
制
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、

ま
た
各
人
は
、
自
分
に
大
き
な
危
害
の
加
わ
る
恐
れ
が
な
け
れ
ば
、
他
人
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
の
を
思
い
と
ど
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

。寸。そ
れ
ゆ
え
こ
の
法
別
別
に
従
っ
て
社
会
は
確
立
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
は
社
会
自
身
が
各
人
の
復
雌
歯
す
る
権
利
お
よ
び
善
悪
を
判
断
す
る

権
利
を
自
ら
に
要
求
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
自
身
が
共
同
の
生
活
様
式
を
規
定
し
、
法
律
を
裁
可
す
る
力
を
持
つ
よ
う
に
し
、

し
か
も
そ
の
法
律

を
、
感
情
を
抑
制
す
る
の
に
無
力
な
理
牲
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
刑
罰
の
威
嚇
に
よ
っ
て
強
固
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
法
律
お
よ
び
自
己
保
存
の
力
に
よ
っ
て
基
礎
を
閉
め
ら
れ
た
こ
の
社
会
を
国
家

i
i
g
ω
と
呼
び
、
国
家
の
権
能
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て

い
る
人
々
を
留
民
己
三
ω
と
呼
ぶ
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
備
考
で
ま
さ
し
く
国
家
の
規
定
を
し
て
い
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
国
家
が
人
間
の
理
性
的
な
企
て
の
実
現
に
必
要
な
環
境
を
創
造
す
る
た
め

に
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
と
は
一
一
一
一
一
日
も
言
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
は
、
至
高
の
善
や
理
性
的
な
欲
望
な
ど
と
は
全
く
関
係
の
な

い
、
受
動
感
情
の
理
論
を
そ
の
規
定
に
援
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
備
考
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
も

し
理
性
に
導
か
れ
て
生
き
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
人
々
は
国
家
な
ど
な
く
て
も
自
発
的
に
和
合
し
て
生
き
る
こ
と
だ
ろ
う
、

し
か
し
な
が
ら
受
動
感
情
に
支
配
さ
れ
る

人
間
た
ち
の
間
で
の
和
合
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
国
家
に
よ
る
何
ら
か
の
制
度
的
枠
組
み
が
形
作
ら
れ
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
ろ
う
、

と

能
動
的
人
間
な
い
し
自
由
な
人
間
に
つ
い
て
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
を
語
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
同
じ
『
エ
チ
カ
』

の
中
で
人
間
の
受
動
性
に
つ
い
て
、

一
見
悲
観

主
義
と
も
思
え
る
ほ
ど
多
く
の
記
述
を
し
て
い
る

D

「
我
々
は
他
の
も
の
な
し
に
自
分
自
身
だ
け
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
な
自
然
の
一
部
で
あ
る
限
り

に
お
い
て
働
き
を
受
け
る
L

(

忠
司
N
)

「
人
間
が
存
在
に
固
執
す
る
力
は
制
限
さ
れ
て
お
り
、
外
部
の
原
因
の
力
に
よ
っ
て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」

(
E
3
)
「
人
間
が

自
然
の
一
部
で
な
い
と
一
一
一
口
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

ま
た
人
間
が
単
に
自
己
の
本
性
の
み
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
な
変
化
、
自
分
が
そ
の
十
全
な
原
因
で

あ
る
よ
う
な
変
化
だ
け
し
か
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
」
(
何
え
)
品
)
「
こ
の
帰
結
と
し
て
人
聞
は
必
然
的
に
受
動
に
隷
属
し
、
ま
た
自
然
の
共
通
の
秩



序
に
従
い
、
こ
れ
に
服
従
し
、

か
っ
こ
れ
に
対
し
て
自
然
が
要
求
す
る
だ
け
順
応
す
る
」
白
色
}
一
品
わ
)
:
:
:
等
々
。
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
認
識
の
延
長
上
に
冒
頭
で
引

用
し
た
第
四
部
定
理
三
七
備
考
二
は
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
受
動
感
情
に
支
配
さ
れ
る
人
間
は
、
国
家
が
そ
れ
を
促
さ
な
げ
れ
ば
、

理
性
の
要
請

に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、
こ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
国
家
が
彼
ら
に
そ
れ
を
強
い
る
た
め
に
存
在
す
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
同
時
に
ま
た
、
国
家
が

が
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
よ
う
と
し
ま
い
と
)
人
間
本
性
の
倫
理
的
目
的
の
実
現
を
保
証
す
る
た
め
に
存
在
す
る
と
も
言
っ
て
い
な
い
。

(
た
と
え
そ
れ

つ
ま
り
、
国
家
は
、
何
ら

か
の
目
的
や
理
念
や
動
機
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
し
、

そ
う
で
あ
る
以
上
そ
れ
は
、

い
か
な
る
形
で
あ
れ
国
民
に
何
ら
か
の
呂
的
や
理
念
や
動
機
を
強

制
す
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
装
置
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
来
か
ら
の
ほ
と
ん
ど
の
政
治
思
想
に
纏
い
つ
い
て
い
た
、
国
家
と
理
念
を
結
び
つ
け
る
発
想
、
あ
る
い
は
、
社
会
的
領
野
に
お
い
て
我
々
は
「
何
か
の
た
め
・

誰
か
の
た
め
し
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
、

と
い
う
抜
き
が
た
い
思
考
法
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
退
け
る
。
そ
も
そ
も
国
家
も
倫
理
も
、

理
念
と
は
無
関
係
の
諸
力
の
闘
争
状

態
と
し
て
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
か
ら
析
出
さ
れ
た
効
果
・
結
果
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

2 

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
権
力
と
国
家
の
発
生

国
家
の
発
生
に
つ
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
『
家
族
・
私
有
財
産
・
お
よ
び
国
家
の
起
源
』
(
同
∞
∞
品
)

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
国
家

ω
Z巳
は
決
し
て
外
か
ら

社
会

C
2
0
一一ω与
え
け
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、

へ
i
ゲ
ル
の
主
張
す
る
よ
う
な
〈
人
倫
的
理
念
の
現
実
態
〉
で
も
〈
理
性
の
似
姿
お
よ

び
現
実
態
〉

で
も
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は

一
定
の
発
達
段
階
に
お
け
る
社
会
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
社
会
が
自
分
自
身
と
の
解
決
不
可
能
な
矛
盾
に
絡
み

こ
ま
れ
、
自
分
で
は
払
い
の
け
る
力
の
な
い
、
和
解
で
き
な
い
対
立
物
に
分
裂
し
た
こ
と
の
告
白
で
あ
る
D
(
:
:
:
)

社
会
か
ら
生
ま
れ
な
が
ら
社
会
の
上
に
立
ち
、

社
会
に
対
し
て
自
ら
を
ま
す
ま
す
疎
外
し
て
い
く
権
力

P
A
R
E
が
、
国
家
で
あ
る
」
。

彼
と
同
じ
よ
う
に

ス
ピ
ノ
ザ
も
国
家
を
「
社
会
の
中
か
ら
」
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

D

し
か
し
な
が
ら
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
は
、
先
の
備

考
二
が
参
照
す
る
一
連
の
『
エ
チ
カ
』

の
定
理
と
『
国
家
論
』

の
第
一
章
五
節
以
下
の
議
論
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
根
拠
を
受
動
感
情
に
従
う
人
間
行
動
の

中
に
し
か
求
め
て
い
な
い
。
先
の
備
考
二
の
中
で
、
「
諸
感
情
に
必
然
的
に
隷
属
し
か
っ
不
安
定
で
変
わ
り
ゃ
す
い
人
間
」
が
、
「
い
か
に
し
た
ら
相
互
に
保
証
を
与

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号

一O
七



ス
ピ
ノ
ザ
の
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家
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け
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倫
理
と
政
治

一O
八

え
相
互
に
信
頼
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
か
」
と
い
う
く
だ
り
l
i
i
ま
さ
し
く
国
家
的
な
も
の
の
生
成
が
記
述
さ
れ
る
箇
所
l

i
で
ス
ピ
ノ
ザ
が
参
照
す
る
こ
と

を
促
し
て
い
る
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
七
お
よ
び
第
三
部
定
理
三
十
九
は
、
「
感
情
は
そ
れ
と
反
対
で
、

か
つ
そ
れ
よ
り
も
強
力
な
感
情
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
抑

制
さ
れ
る
こ
と
も
徐
去
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
L

と
い
う
定
理
と
、
「
あ
る
人
を
憎
む
も
の
は
そ
の
人
に
対
し
て
害
悪
を
加
え
よ
う
と
努
め
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

そ
の
た
め
に
、
自
分
自
身
に
よ
り
大
き
な
悪
の
生
ず
る
こ
と
を
恐
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
ま
た
反
対
に
、
あ
る
人
を
愛
す
る
も
の
は
向
じ
条
件
の
も
と

に
、
そ
の
人
に
対
し
て
善
を
な
そ
う
と
努
め
る
で
あ
ろ
う
し
と
い
う
定
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
エ
チ
カ
』
の
重
要
な
基
調
を
な
す
、
〈
感
情
の
感
情
に
よ
る
抑
制
〉
を

め
ぐ
る
議
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

国
家
の
発
生
の
理
由
を
人
間
の
感
情
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
置
こ
う
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
権
力
論
の
要
を
な
す
問
題
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
詳
し

く
検
討
す
る
た
め
に
は
ま
ず
、
権
利
の
問
題
、

す
な
わ
ち
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
自
然
権
〕

5
5
2
3一
め
な
い
し
自
然
状
態

ωggω

ロ
刊
誌
に
円
丘
町
の
議
論
を
辿
っ
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
自
然
状
態
と
は
、

ホ
ッ
プ
ズ
や
ロ
ッ
ク
ら
の
社
会
契
約
説
に
お
い
て
国
家
の
成
立
を
説
明
す
る
前
提
と
な
る
、
政
治
的
社
会
す
な
わ
ち
国
家
が

成
立
す
る
以
前
の
状
態
を
指
し
て
い
る
。

ホ
ッ
プ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
(
広
巴
)

の
第
二
部
で
、
「
ま
っ
た
く
の
自
然
状
態
、

す
な
わ
ち
、
主
権
者
で
も
臣
民

で
も
な
い
人
々
が
持
つ
よ
う
な
絶
対
的
に
自
由
な
状
態
は
、
無
秩
序
で
あ
り
、
戦
争
の
状
態
で
あ
る
」
と
述
べ
、
自
然
状
態
に
あ
っ
て
は
各
個
人
が
一
切
の
人
為
的

制
約
か
ら
自
由
で
あ
る
反
面
、
各
人
は
自
己
の
自
由
や
生
命
、
財
産
を
守
る
た
め
に
窓
意
的
な
自
己
保
存
の
権
利
を
行
使
す
る
結
果
、
絶
え
ず
戦
争
状
態
に
あ
る
か
、

と
論
じ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
不
安
で
不
完
全
な
状
態
を
脱
す
る
た
め
に
、

も
し
く
は
相
互
に
孤
立
し
た
状
態
の
も
た
ら
す
不
安
に
無
際
限
に
さ
ら
さ
れ
る
、

棺
互
の
社
会
契
約
に
基
づ
く
国
家
の
形
成
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
。
「
人
々
が
外
的
の
侵
入
か
ら
、
あ
る
い
は
相
互
の
権
利
侵
害
か
ら
身
を
守
り
、
そ
し
て
自
ら
の
労
働

と
大
地
か
ら
得
る
収
穫
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
養
い
、
快
適
な
生
活
を
送
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、
こ
の
共
通
の
権
力

8
5
5
0ロ刀
O

君
。
円
で
あ
る
。
こ

す
べ
て
の
人
の
意
志
を
多
数
決
に
よ
っ
て
一
つ
の
意
志
に
結
集
で
き
る
よ
う
、

あ
ら
ゆ
る
力
と
強
さ
を
譲
り
渡
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
」
。

の
権
力
を
確
立
す
る
た
め
の
唯
一
の
道
は
、

一
個
人
な
い
し
合
議
体
に
彼
ら
の
持
つ

ホ
ッ
プ
ズ
は
こ
の
よ
う
に
、
自
然
状
態
は
「
絶
対
的
に
自
由
な
状
態
与
ω
o
E克
己

Z
江
主
で
あ
り
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
し
て
の
公
共
的
な
権
力
に
、
全
員

致
し
て
、
人
々
の
持
つ

「
あ
ら
ゆ
る
力
と
強
さ
」
を
「
譲
り
渡
し
て
し
ま
う
の
O

コ
町
内
円
足
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。



ス
ピ
ノ
ザ
の
想
定
す
る
自
然
状
態
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
状
態
に
お
い
て
各
人
が
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ

る

ω
丘
三
ユ
ω
g
ω
ぬ
の
は

つ
ま
り
自
分
一
人
で
生
活
し
得
る
の
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
跳
ね
返
し
、
自
己
に
も
た
ら
さ
れ
た
被
害
に
対
し
て
思
う
が
ま
ま
に
復
讐

し
、
端
的
に

っ
て
自
己
の
意
向
に
従
っ
て
生
活
し
う
る
限
り
に
お
い
て
L

と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
(
吋
司
N
¥
叩
)
。
こ
の
点
は
、

ホ
ッ
プ
ズ
の
一
一
一
一
口
う

っ
絶
対
的
な
・
自
由
」
と
一
見
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
よ
う
な
状
態
が
、
全
く
の
想
像
上
の
も
の
で
し
か
な
い
と
断
一
一
一
目
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
各
人
は
自
己
を
他
の
圧
迫
か
ら
防
ぎ
う
る
間
だ
け
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、

ま
た
各
人
単

独
で
は
す
べ
て
の
人
々
の
圧
迫
か
ら
身
を
防
ぐ
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
帰
結
と
し
て
、
人
間
の
自
然
権
は
、

そ
れ
が
単
に
各
人
き
り

の
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
各
人
の
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
間
は
無
に
等
し
く
、
現
実
に
お
い
て
よ
り
も
む
し
ろ
空
想
に
お
い
て
存
す
る
に
す
ぎ
な

い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
は
そ
れ
を
保
持
で
き
る
何
ら
の
保
障
も
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
、
門
司
N
¥
広
)

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
権
利
と
力
と
を
同
一
視
し
た
(
吋
忠
¥
品
)
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
者
が
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
ど
れ

ほ
ど
の
力
を
行
使
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
と
同
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
箆
所
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
実
質
的
な
人
間
の
自
然
権
と
い
う

も
の
を
想
定
す
る
事
は
不
可
能
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
絶
え
ず
他
者
の
力
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
、
他
の
個
人
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
。
こ
の
よ

う
な
自
然
状
態
は
、

ホ
ッ
プ
ズ
の
言
う
よ
う
な
人
が
「
絶
対
的
な
自
由
L

を
得
る
場
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
「
専
制
君
主
な
き
専
制
、
無
政
府
的
な
、
絶
え
ず

形
を
変
え
る
専
制
」
(
マ
ト
ゥ
ロ
ン
)

で
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
状
態
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
自
然
状
態
に
あ
る
人
々
は
何
ら
か
の
合
意
な
り
意
志
な
り
を
も
っ
て
、
あ
る
種
の
社
会
制
度
な
い
し

国
家
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
社
会
は
あ
く
ま
で
も
、
感
情
と
い
う
何
の
規
範
性
も

前
提
と
さ
れ
な
い
所
与
を
素
材
に
、
こ
の
よ
う
な
一
見
混
沌
と
し
た
状
況
よ
り
、
自
ず
か
ら
生
起
す
る
。

そ
れ
に
は
ま
ず
、
儲
体
の
自
己
保
存
の
法
則
を
最
小
限
の
仮
定
と
し
て
導
入
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
自
分
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関

わ
ら
ず
、
自
分
の
存
在
を
維
持
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
に
執
着
し
、
自
分
の
存
在
を
維
持
さ
せ
な
い
も
の
に
執
着
し
な
い

(何
ω
M
U
H
ω

印

nw
吋
吋
句
匂
円
)
。
ま
た
、
自
然
状

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号

。
九



ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
倫
理
と
政
治

。

態
は
、

ロ
ー
ル
ズ
の
仮
定
す
る
よ
う
な
「
原
初
状
態
。
ユ
阿
古
ω一
司

g
X
5
2
と
は
異
な
る
ば
か
り
か
、
力
に
お
い
て
等
し
い
個
人
が
単
に
対
立
し
て
い
る
場
で
も
な

い
の
で
、

そ
こ
で
は
動
物
界
と
同
様
、
自
然
の
生
み
出
す
無
限
な
多
様
性
の
産
物
と
し
て
、
力
に
お
い
て
も
能
力
に
お
い
て
も
異
な
っ
た
様
々
な
人
間
た
ち
が
併
存

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
状
態
に
あ
る
人
々
は
、

一
方
、
強
者
は
自
分
が
利
用
で
き
る
限
り
に
お
い
て
弱
者
を
自
分
の
手
元
で
保
護
す
る
こ
と
に
な
る

た
と
え
自
分
が
隷
属
的
な
状
況
に
お
か
れ
る
と
し
て
も
、
自
分
の
生
存
を
保
障
し
て
く
れ
る
強
者
に
従
い
、

(MWω
句
N

∞ω
P
H山
ω匂
ωoω
の
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
強
者
を
中
心

と
し
た
階
層
が
形
成
さ
れ
て
い
く
が
、
人
々
は
、
自
ら
の
力
す
な
わ
ち
自
然
権
を
保
持
し
、

よ
り
強
力
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、

ど
う
し
て
も
国
家
状
態
と

し
て
の
共
同
性
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
間
と
い
う
も
の
は
相
互
の
援
助
な
し
に
は
生
活
を
支
え
、
精
神
を
福
養
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
出
来
な
い
。
以
上
か
ら
我
々
は
こ
う
結
論
す
る
。

人
類
に
固
有
の
も
の
と
し
て
の
自
然
権
は
、
人
間
が
共
同
の
権
利
い

5
8
5
5
5
0
を
持
ち
、
住
み
か
つ
耕
し
う
る
土
地
を
共
々
に
確
保
し
、
自
分
を

守
り
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
排
除
し
、

そ
し
て
す
べ
て
の
人
々
の
共
同
の
意
志
に
従
っ
て
生
活
し
う
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、

ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い

(
、
吋
句
N
¥
目
印
)
。

こ
の
よ
う
な
共
同
性
が
確
立
さ
れ
る
に
は
、
何
の
規
範
性
も
必
要
で
は
な
い
。
た
だ
単
に
各
個
人
な
い
し
集
団
が
、
あ
る
個
人
な
い
し
集
団
か
ら
自
ら
の
権
利
を

守
る
た
め
に

そ
の
他
の
よ
り
多
く
の
個
人
あ
る
い
は
集
団
と
結
託
し
て
、

一
つ
の
「
多
数
者
〔

1
群
衆
)
の
カ
ヨ
巳
立
Z
E
E
ω
匂

O
Z
E
E
L
(、叶
M
U
N
¥

ミ
)
を
形
成

す
れ
ば
よ
い
。人

々
が
共
同
の
権
利
を
持
ち
、

そ
し
て
す
べ
て
の
人
々
が
、
あ
た
か
も
一
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
の
ご
と
く
に
導
か
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
彼
ら

の
各
人
は
、
残
り
の
人
々
が
全
体
と
し
て
彼
よ
り
強
力
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
そ
れ
だ
け
少
な
く
権
利
を
有
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
各
人
に
は
実
際
に

は
共
同
の
権
利
が
彼
に
認
め
る
以
外
の
い
か
な
る
権
利
を
も
自
然
に
対
し
て
持
た
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、
共
通
の
合
意

8
5
5
c邑
ω
8コ
ω
g
ω
5
が

彼
に
命
ず
る
す
べ
て
の
こ
と
を
遂
行
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
共
同
の
権
利
を
持
っ
て
そ
の
よ
う
に
強
制
さ
れ
る

(
吋
可
N
¥
目
白
)
。



こ
の
よ
う
な
多
数
者
の
力
は
、

そ
れ
が
実
体
的
な
も
の
で
な
く
、
想
像
上
の
も
の
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
た
と
え
幻
想
で
あ
っ
て
も
、
単
に
そ
れ
が
存
在
し

て
い
る
と
い
う
表
象
自
体
が
、
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
共
同
の
権
利
を
形
づ
く
る
原
因
と
な
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
相
手
に
対
し
て
恐
怖
の
念
を
起

こ
さ
せ
た
と
き
、
あ
る
い
は
相
手
方
を
恩
恵
に
よ
っ
て
自
分
に
結
び
つ
け
て
相
手
方
が
自
己
の
意
に
よ
り
は
そ
の
人
の
意
に
服
し
、
自
己
の
考
え
に
よ
り
は
そ
の
人

の
考
え
に
よ
っ
て
生
き
よ
う
と
欲
し
た
と
き
に
し
、

す
な
わ
ち
恐
怖
と
希
望
と
い
う
感
情
に
よ
っ
て
相
手
を
支
配
す
る
と
き
に
、
人
は
最
も
効
率
的
に
「
相
手
の
身
体

な
ら
び
に
精
神
を
自
己
の
権
利
に
従
属
さ
せ
る
」
か
ら
で
あ
る

(
吋
百
¥
円
。
)
。
希
望
と
恐
怖
は
、

そ
れ
を
引
き
起
こ
す
も
の
が
仮
に
現
前
し
な
く
て
も
生
ず
る
感
情

で
あ
り
(
何
ωM
」∞∞の
N
)

口
「
各
人
は
恐
れ
る
べ
き
原
因
を
持
つ
こ
と
が
い
っ
そ
う
多
け
れ
ば
、

な
し
得
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
少
な
く
な
り
、
従
っ
て
ま
た
権
利
を
持
つ

」
と
が
い
っ
そ
う
少
な
く
な
る
」
(
吋
匂
N
¥

広
)
か
ら
で
あ
る
。

ど
の
集
団
も
儲
人
も
、
自
己
保
存
の
本
性
に
従
っ
て
い
る
の
で
、
何
ら
か
の
権
力
を
ふ
る
お
う
と
す
る
際
、
自
分
が
い
っ
た
い
ど
の
方
向
に
ど
の
点
ま
で
権
力
を

ふ
る
え
ば
、
逆
に
他
の
権
力
が
彼
に
向
け
ら
れ
て
、
彼
自
身
を
押
し
つ
ぶ
す
こ
と
が
な
い
の
か
を
絶
え
ず
知
り
た
い
と
患
っ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、
自
分
以

外
の
残
り
の
者
た
ち
の
権
力
を
ど
の
個
人
も
集
団
も
恐
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
感
情
に
基
づ
く
均
衡
が
、
意
識
的
に
社
会
的
に
振
る
舞
お
う
と
す
る

意
志
や
意
図
な
く
し
て
人
間
に
社
会
の
中
で
生
さ
る
こ
と
を
事
実
上
強
い
る
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

3 

政
治
と
倫
理
の
分
離
の
帰
結

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
の
生
成
に
は
、
国
家
を
自
分
た
ち
の
意
志
や
よ
り
よ
き
理
念
に
よ
っ
て
形
作
ろ
う
と
す
る
倫
理
的
意
志
の
介
在
す
る
余
地

は
全
く
存
し
な
い
。

そ
れ
は
「
自
ず
か
ら

2
8門

C
E
L
生
成
す
る
も
の
で
あ
り
(
「
お
よ
そ
人
間
と
い
う
も
の
は
、
野
蛮
人
で
あ
ろ
う
と
文
明
人
で
あ
ろ
う
と
、

至

る
所
で
棺
互
に
結
合
し
、
何
ら
か
の
国
家
状
態
を
形
成
す
る
L

(

、
吋
唱
に
吋
)
)
、
我
々
の
諸
々
の
感
情
に
、

そ
し
て
そ
れ
の
み
に
依
存
す
る
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た

ら
、
我
々
は
絶
え
ざ
る
意
志
の
力
で
、
絶
え
ざ
る
決
意
と
覚
悟
を
し
な
が
ら
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
我
々
の
社
会

は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
成
員
た
ち
が
、
「
感
情
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
相
互
的
な
諸
関
係
を
形
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
あ
る

国
家
が
維
持
さ
れ
る
理
由
は
、
契
約
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
さ
に
感
情
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
一
定
の
信
任
を
成
員
相
互
が
与
え
あ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
成
員

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
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号



ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
倫
理
と
政
治

の
「
恐
れ
」
と
「
自
己
利
益
し
と
い
う
支
え
が
な
け
れ
ば
国
家
は
維
持
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
論
に
は
、
自
然
状
態
の
仮
説
は
存
在
し
て
も
、

い
わ
ゆ
る
「
社
会
契
約
」
は
存
在
し
な
い
。
仮
に
何
ら
か
の
契
約
が
存
在
し
た
と

し
で
も
、
「
い
か
な
る
契
約
も
利
益
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
の
み
拘
束
力
を
持
ち
う
る
の
で
あ
っ
て
、
利
益
が
失
わ
れ
れ
ば
契
約
も
同
時
に
崩
れ
て
無
効
に
な
る
L

(
、
叶
吋
句
広
)
と
い
う
彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
「
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
範
性
が
そ
こ
に
は
す
で
に
存
在
し
な
い
た
め
、
国
家
の
基
礎
を
契
約

に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
は
成
員
の
感
情
に
の
み
依
存
し
て
い
る
の
で
、
国
家
の
力
と
権
利
は
、
成
員
が
一
致
し
た
感
情
を
持
つ
度
合
い
に
よ

っ
て
減
少
も
し
、
増
大
も
す
る
(
吋
句
ω
¥
叩
)
。
国
家
が
曲
が
り
な
り
に
も
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
成
員
の
全
員
が
一
致
し
て
、
国
家
に
一
切
の
力
を
認
め
な
い
と
い

う
感
情
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
、
確
率
的
に
も
極
め
て
ま
れ
な
た
め
で
あ
る

(斗句
ω
¥
戸
ミ
ム
)
。
し
か
し
、
現
体
制
を
倒
す
こ
と
で
多
く
の
感
情
が
一
致
し
た
場
合

に
は
、
感
情
の
み
に
そ
の
基
盤
を
持
つ
国
家
は
、
容
易
に
倒
さ
れ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
国
家
の
武
力
は
、
外
敵
に
対
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
成
員

の
感
情
の
高
ま
り
に
対
し
て
威
嚇
し
、

圧
力
を
加
え
る
た
め
に
も
し
ば
し
ば
効
果
的
に
使
わ
れ
、
武
力
行
使
の
恐
怖
は
成
員
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
も
の
で
あ
る

た
め
、
現
実
に
国
家
が
簡
単
に
転
覆
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
だ
が
。

い
ず
れ
に
せ
よ
ロ
ッ
ク
に
先
立
つ
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
革
命
権
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

」
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
が
政
治
と
倫
理
を
分
離
し
た
こ
と
に
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
社
会
主
義
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
、

そ
し
て
ナ
チ
ズ
ム
、
全
体
主
義
の
悲
劇
か
ら
今
世
紀
に
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
よ
う
や
く
高
い
代
償

を
払
っ
て
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
、
国
家
運
営
に
倫
理
を
持
ち
込
む
こ
と
の
無
意
味
と
無
効
性
を
い
ち
早
く
警
告
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
『
国
家
論
』
の
第
四
章
で
国
家
の
最
高
権
力

2
5
5白
日
)
O
門
ゆ
え
訟
が
何
に
拘
束
さ
れ
る
か
と
い
う
議
論
で
、
国
家
は
「
そ
れ
が
な
け
れ
ば
国
家
が
国

家
と
し
て
存
在
し
な
い
諸
法
則
あ
る
い
は
諸
規
則
に
L

拘
束
さ
れ
る
と
主
張
す
る
(
吋
句
品
¥
仏
)
口

そ
の
際
に
彼
が
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
例
を
注
意
深
く
読
む
必
要

が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
一
層
明
瞭
に
理
解
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
、
各
人
は
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
も
の
を
ど

う
に
で
も
好
き
な
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
力
は
、
働
き
か
け
る
も
の
の
能
力
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
働
き
か
け
ら



れ
る
も
の
自
身
の
適
応
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
私
が
こ
の
机
を
ど
う
に
で
も
好
き
な
よ
う
に
す
る
権
利
を
持
つ

と
い
う
場
合
、

そ
れ
は
私
が
こ
の
机
に
草
を
食
べ
る
よ
う
に
さ
せ
る
権
利
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
れ
と
同
様
に
、

わ
れ
わ
れ
は

人
聞
が
自
己
の
権
利
の
も
と
で
は
な
く
国
家
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
と
言
う
場
合
、

そ
れ
は
人
間
が
人
間
の
本
性
を
失
っ
て
他
の
本
性
に
な
る
と
い

う
意
味
で
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
ま
た
国
家
が
人
間
に
飛
ぶ
よ
う
に
さ
せ
る
権
利
を
、
あ
る
い
は
|
|
こ
れ
も
そ
れ
と
同
様
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ

る
が
|
|
人
間
に
瑚
笑
や
眠
吐
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
を
、
尊
敬
を
も
っ
て
見
る
よ
う
に
さ
せ
る
権
利
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
意
味
は
む
し
ろ
、

そ
れ
が
存
す
る
限
り
国
家
に
対
す
る
臣
民
の
尊
敬
と
恐
れ
が
存
在
し
、

そ
れ
が
な
く
な
れ
ば
恐
れ
と
尊
敬
、

そ
し
て

そ
れ
と
と
も
に
国
家
が
消
滅
す
る
よ
う
な
一
定
の
諸
事
情
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る

芯
九
九
・
)
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
国
家
が
、

と
り
わ
け
感
情
の
諸
法
則
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
た
人
間
の
本
性
i
l人
自
己
保
存
の
努
力
l
l
i
に
反
し
て
行
動
す
れ
ば
、

そ
れ
が
「
消

滅
す
る
L

こ
と
が
あ
り
得
る
と
主
張
し
、

い
か
な
る
力
を
も
っ
て
し
て
も
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
適
応
力
の
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

つ
ま
り
国
家
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
の
立
て
た
何
ら
か
の
倫
理
や
理
念
や
規
範
(
「
最
善
の
国
家
L

「
理
想
の
国
家
」
と
い
う
自
的
)

で
は
な
く
、

人
間
の
自
己
保
存
の
努
力
と
い
う
「
最
高
の
法

Z
×

2
5
5ど
な
の
で
あ
る

(、叶叫

JEブ
叫

JMよ
¥
仏
)
。
も
し
国
家
が
、
長
期
間
成
員
の
必
要
と
利
益
に
反
し
た
施
策

を
し
た
り
法
律
を
作
っ
た
り
す
れ
ば
、
成
員
の
自
発
的
な
服
従
は
も
は
や
全
く
あ
て
に
で
き
な
い
(
吋
句
史
∞
)
。

そ
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ど
の
よ
う
な
統
治
で

あ
れ
、
暴
力
だ
け
に
頼
っ
て
支
配
を
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
成
員
が
一
つ
に
ま
と
ま
り
さ
え
す
れ
ば
、
常
に
、
最
も
強
力
な
「
最
高
権
力
」

よ
り
も
も
っ
と
強
力
に
な
る
か
ら
で
あ
る

(
「
大
多
数
の
人
々
を
慣
ら
せ
る
事
柄
に
関
し
て
は
、
国
家
の
権
利
は
ほ
と
ん
ど
及
ば
な
い
口
:
:
:
国
家
の
力
と
権
利
と

は
、
国
家
自
体
が
多
く
の
人
々
を
一
つ
に
結
託
さ
せ
る
よ
う
な
機
縁
を
与
え
る
限
り
に
お
い
て
減
少
す
る
」
(
吋
℃
ω
¥
u
h同
・
何
日
)
・

8
)
。

ま
さ
し
く
同
一
の
自
然
の
法
お
よ
び
そ
の
自
然
権
に
よ
っ
て
己
の
権
力
の
維
持
を
最
も
切
実
に
求
め
て
い
る
の
で
、
狂
気
に

駆
ら
れ
で
も
し
な
い
限
り
、
自
分
か
ら
こ
う
し
た
事
態
を
予
想
し
、
そ
う
し
た
状
況
に
合
う
よ
う
な
法
律
の
制
定
に
努
め
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
霞
家
の
最
高

権
力
は
、
権
利
上
は
制
限
さ
れ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
(
吋

E
K
)
、
実
質
上
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
基
盤
を
倫
理
に
置
く
の
で
は
な
く
自
己

一
方
国
家
の
最
高
権
力
の
ほ
う
も
、

保
存
の
欲
求
に
従
う
個
々
の
成
員
の
感
情
に
置
く
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
要
請
で
は
な
く
、
事
実
、
国
家
が
そ
の
よ
う
に
し
て
存
立
し
て
い
る
こ
と
を
た
だ
追
認

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
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ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
倫
理
と
政
治

一
一
四

し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
は
逆
に
、
個
々
の
人
間
の
欲
求
に
対
応
し
、

そ
れ
を
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
を
作
る
こ
と
に
専
念
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
。
国
家
の
呂
的
を
何
ら
か
の
理
念
に
置
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
欲
望
の
流
通
す
る
回
路
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
近
年
の
社
会
主
義
国
の
失
敗
は
、
少
な
く

と
も
理
論
上
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
論
の
射
程
の
中
に
す
で
に
予
見
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
結
果
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
国
家
を
倫
理
的
に
i
i
lす
な
わ
ち
、
何
ら
か

の
価
値
規
範
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
一
定
の
意
図
に
成
員
を
従
属
さ
せ
る
か
た
ち
で

l
l運
営
す
る
こ
と
は
、
逆
に
悲
劇
し
か
生
み
出
さ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を

で
暗
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
国
家
論
(
政
治
論
〕
』

こ
の
こ
と
か
ら
、

ス
ピ
ノ
ザ
倫
理
と
政
治
を
分
離
し
た
第
二
の
意
味
が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
思
家
の
最
も
重
要
な
関
心
は
、
成
員
に
国
家
に
奉
仕
す
る
よ

う
な
「
倫
理
的
」
あ
る
い
は
「
道
徳
的
」
な
行
為
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
(
な
ぜ
な
ら
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
成
田
貝
は
意
志
の
法
則
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
感
情
の
法
則
に
よ
っ
て
国
家
を
形
成
し
、
あ
る
い
は
消
滅
さ
せ
る
の
だ
か
ら
)
、
「
統
治
者
も
被
統
治
者
も
皆
、
欲
す
る
と
欲
せ
ざ
る
と
に
か
か

わ
ら
ず
、
公
共
の
福
利
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
を
な
す
よ
う
に
組
織
す
る
し
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
、
「
す
べ
て
の
人
が
、
自
発
的
に
せ
よ
強
制
さ
れ
て
に
せ
よ
、
あ
る
い

と
に
か
く
理
性
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
組
織
す
る
」
(
吋
句
史
ω)
こ
と
に
向
付
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

は
内
的
衝
動
に
よ
っ
て
に
せ
よ
、

な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

つ
ま
り
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
伝
統
的
に
成
員
の
〈
倫
理
意
識
〉
に
送
り
返
さ
れ
て
き
た
問
題
を
、
結
果
が
倫
理
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
と
同
様

に
導
出
さ
れ
る
〈
シ
ス
テ
ム
の
構
築
〉
の
問
題
へ
と
移
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に

「
そ
の
安
寧
が
あ
る
人
間
の
信
義
の
如
何
に
か
か
わ
る
よ
う
な
毘
家
、
ま
た
そ
の
政
務
の
正
し
い
処
理
が
こ
れ
を
処
理
す
る
人
々

の
信
義
あ
る
行
動
を
待
つ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
よ
う
な
国
家
は
、
決
し
て
安
定
性
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
国
家
が
永
続
し
得
る
た
め
に
は
、
国
政
に
携

わ
る
者
が
、

理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
感
情
に
導
か
れ
る
と
を
問
わ
ず
、
決
し
て
背
信
的
で
あ
っ
た
り
よ
こ
し
ま
な
行
動
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
国
事
が
整
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
(
吋
句
史
色
。

つ
ま
り
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
感
情
を
抑
制
し
得
な
い
理
性
」
に
基
礎
を
置
く
国
家
は
不
安
定
な
の
で
あ

り
、
成
員
が
い
か
な
る
感
情
に
駆
ら
れ
よ
う
と
、
理
性
に
従
う
の
と
同
じ
結
果
を
得
る
よ
う
に
制
度
を
整
え
る
こ
と
が
、
国
家
自
体
の
存
続
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
口

わ
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
れ
ば
、
仮
に
役
人
や
政
治
家
の
汚
職
が
問
題
に
な
っ
た
と
す
る
。
政
治
に
倫
理
を
持
ち
込
む
伝
統
的
な
論
法
で
言
え
ば
、
汚
職
を
行
っ

た
人
物
個
人
の
倫
理
観
や
態
度
が
問
題
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
で
は
、

で
き
る
限
り
汚
職
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
し
た
場
合



の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
へ
の
恐
れ
が
強
大
で
あ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
な
い
し
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
統
治
に
関
わ
る
人
だ
け
が
、

わ
れ
わ
れ
と
違
っ
た
高
遜
な
性
格
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
統
治
者
も
被
治
者
も
同
じ
大
衆
の
一
員
に
過
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
不
合
理
な
感

情
に
と
ら
わ
れ
た
り
、
非
理
性
的
な
振
る
舞
い
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
、

シ
ス
テ
ム
自
体
が
あ
ら
か
じ
め
予
期
し
、

そ
の
結
果
を
読
み
ん
で
い
な
げ
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
民
衆
や
国
務
に
忙
殺
さ
れ
る
人
々
が
、

た
だ
ひ
た
す
ら
理
性
の
提
だ
け
に
従
っ
て
生
活
す
る
よ
う
に
導
か
れ
得
る
と
信
じ
て
い
る
者
は
、

詩
人
た
ち
の
歌
っ
た
黄
金
時
代
も
し
く
は
夢
物
語
を
夢
想
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
L

(

吋
古
¥
日
)
。

で
言
え
ば
、
「
国
家
の
安
全
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
精
神
に

よ
っ
て
人
間
が
正
し
い
政
治
に
導
か
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。
要
は
た
だ
正
し
い
政
治
が
行
わ
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
精
神
の
自
由
な
い
し
強
さ
は
個
人
と
し
て
の
徳
で
あ
る
が
、
国
家
の
徳
は
こ
れ
に
反
し
、
安
全
の
中
に
の
み
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
」
(
斗
ガ
ミ
∞
)
。

こ
の
よ
う
な
国
家
が
、
何
ら
か
の
支
配
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
国
家
の
自
的
は
、
強
い
て
明
言
す
れ
ば
、
人
々
が
不
合

理
な
行
動
も
含
め
何
ら
か
の
行
動
や
発
一
一
一
一
口
を
自
己
の
裁
量
に
従
っ
て
行
い
な
が
ら
も
、
結
果
と
し
て
社
会
全
体
と
し
て
人
間
の
活
動
力
が
増
大
し
、
自
由
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
な
空
間
を
組
織
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
説
明
し
た
国
家
の
諸
基
礎
か
ら
次
の
こ
と
が
明
瞭
に
帰
結
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
究
極
の
目
的
は
支
配
す
る
こ
と
で

は
な
く
、

ま
た
人
間
を
恐
怖
に
よ
っ
て
制
御
し
て
他
者
の
権
利
の
も
と
に
立
た
し
め
る
こ
と
で
も
な
く
、

む
し
ろ
反
対
に
、
各
人
を
恐
怖
か
ら
解
放

し
、
各
人
が
で
き
る
だ
け
安
全
に
生
活
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
存
在
と
活
動
に
対
す
る
彼
の
自
然
権
を
自
己
な
ら
び
に
他
者
を
侵
害

す
る
こ
と
な
く
、
最
も
よ
く
保
持
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
言
う
が
、
国
家
の
目
的
は
人
間
を
理
性
的
存
在
者
か
ら
動
物
な
い
し
自

働
機
械
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
反
対
に
、
人
間
の
精
神
と
身
体
が
確
実
に
そ
の
機
能
を
果
た
し
、
彼
ら
自
身
が
自
由
に
理
性
を
行
使
し
、

そ
し
て
彼
ら
が
憎
し
み
や
怒
り
や
詑
計
を
も
っ
て
争
う
こ
と
な
く
、

ま
た
相
互
に
悪
意
を
い
だ
き
合
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ

え
に
国
家
の
自
的
は

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
自
由
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
(
吋
吋
匂
N
C
)

。

先
に
わ
れ
わ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
が
、
倫
理
的
意
図
と
は
切
り
離
さ
れ
た
人
間
の
諸
感
情
か
ら
発
生
し
、
恐
れ
や
希
望
と
い
っ
た
そ
れ
ら
の
諸
感
情
に
よ
っ
て

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
二
号

一
一
五



ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
倫
理
と
政
治

一
一
六

絶
え
ず
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
に
倫
理
と
政
治
と
を
分
離
す
る
事
は
、
政
治
的
な
場
面
か
ら
倫
理
的
な
側
面

を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
え
っ
て
倫
理
的
に
生
活
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
自
由
と
安
全
の
基
盤
を
整
備
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
政
治
体
制
の
も

と
で
も
、
倫
理
的
に
生
き
、
生
活
し
て
い
こ
う
と
す
る
人
々
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
少
数
派
で
あ
り
、
残
り
の
人
々
は
必
ず
し
も
倫
理
的
・
道
徳
的
に
生
活
す
る
こ
と

を
常
に
心
が
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
も
、
少
な
く
と
も
倫
理
的
に
生
活
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
身
体
の
安
全
が
守
ら
れ
、

あ
る
い
は
言
論
の
自
由
が
容
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、

そ
の
た
め
に
は
政
治
に
倫
理
的
契
機
を
持
ち
込
ん
で
「
す
べ
て
の
人
々
が
同
じ
倫
理
を
共
有

ま
た
、
自
発
的
に
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
成
員
が
持
つ
よ
う
に
な
る
よ
う
啓
蒙

す
る
の
で
も
な
く
、
た
と
え
成
員
が
「
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
よ
う
と
感
情
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
よ
う
と
し
、
結
果
的
に
成
員
の
自
由
と
安
全
が
保
た
れ
る
よ

シ
λ
テ
ム

う
な
機
構
を
構
築
す
る
こ
と
が
最
も
優
先
的
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
考
え
て
い
た
。

す
る
」
こ
と
を
思
想
的
に
も
身
体
的
に
も
強
制
し
た
り
促
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

ー
国
家
の
目
的
が
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
明
は
、
国
家
と
そ
の
統
治
に
関
わ
る
議
論
を
、
あ
ら
ゆ
る
目
的
論
的
・
義
務
論
的
図
式
か
ら
解
放
す
る

と
同
時
に
、
非
ケ
イ
ン
ズ
的
な
経
済
学
者
ら
の
主
張
す
る
よ
う
な
、
国
家
の
統
制
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
た
自
由
放
任
的
な
状
態
に
任
せ
る
こ
と
も
ま
た
意
味
し

て
い
な
い
。
統
治
の
根
拠
は
、
人
が
自
由
に
、
あ
る
い
は
倫
理
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
欲
望
を
最
大
限
に
表
現
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
あ
る
。

か

く
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
政
治
の
課
題
は
、
倫
理
的
是
非
の
問
題
で
は
な
く
、
成
員
の
能
動
性
と
喜
び
を
増
大
す
る
よ
う
な
仕
組
み
を
成
員
自
ら
が
構
成
す
る
と

い
う
、
純
粋
に
力
学
的
・
自
己
組
織
的
な
折
衝
の
問
題
に
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
倫
理
と
政
治

J¥ 

(
同
)

(
口
)

(
児
)

(
凶
)

↓
z
o
σ
σ
2
・
ト
2
3忌
hN
F
の
}戸川凶℃
・2・

(
ぬ
門
出
門
包
σ
て
日
N
Z
n
一
内
)
わ
ω
ヨ
σ
ユ
ハ
目
的
。
C
2
〈
・
司
「
m
w
ω
ω
-
5
2
・刀-Nム印

&
凡
人
」
(
い
ケ
山
勺
山
一
J

℃
一{N0・

〉
・
玄
主
プ
ぬ
「
O
】
ブ
凶
立
-
d
O
N
ω
Z
Z
℃
O
C
〈
O
一
「
w
E
K
A
ミ
マ
§
ミ
o
h
凡
同町
九
吉
~
九
九
凡
室
内
Q
R
H
ミ
コ
忌
之
内
宵
宮
円
借
印
宮
司
、
与
3
2
Q
〉
〈
ユ
P
H
U
∞
mu
匂・日目白・

自
己
保
存
の
法
剣
が
、
個
体
の
本
質
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
何
ω
可
吋
を
参
照
。
ま
た
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
社
会
構
築
の
基
盤
と
な
る
原
則
は
、
こ
の
自
己
保
存
の
法
則
の
帰
結
と
し
て
の

「
我
々
は
喜
び
を
も
た
ら
す
と
我
々
の
表
象
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
実
現
し
よ
う
と
努
め
る
。
反
対
に
そ
れ
に
矛
盾
し
あ
る
い
は
悲
し
み
を
も
た
ら
す
と
我
々
の
表
象
す
る
す
べ
て
の
も
の

を
遠
ざ
け
あ
る
い
は
破
壊
し
よ
う
と
努
め
る
」
(
何
ω
司
N
∞
)
と
い
う
定
理
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
ス
ピ
ノ
ザ
と
成
熟
の
主
題
l
i
i十
全
性
と
理
性
の
意
味
を

め
ぐ
っ
て
|
1
2
」
(
青
土
社
『
現
代
思
想
へ
一
九
九
六
年
十
一
月
臨
時
増
刊
「
総
特
集
・
ス
ゼ
ノ
ザ
L

所
収
)
を
参
照
。

ロ
ー
ル
ズ
は
『
正
義
論
』
の
中
で
、
原
初
状
態
と
い
う
、
当
事
者
達
が
自
分
の
能
力
や
地
位
に
つ
い
て
の
情
報
を
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
(
〈
包
一
三
5
5
円
ω
ロ
8)」
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
、
自

分
の
状
況
の
改
善
と
い
う
合
理
的
な
欲
求
以
外
の
動
機
を
持
た
な
い
仮
説
的
な
条
件
を
設
定
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
社
会
契
約
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
が

(
Q・
』
河
川
凶
三
p

h

吋訟
向。ミ

ミ
H
S
R
R
吋
Y
何
回
ぬ
円
一
S
8
p
g
ω
。
町
民
俗
吋
〈
ω
丘
己
コ
Z
J
ゎ
ω
ヨ
σ

ュa
m
o
-
-
C
2
w
若
山
下
N
N噌

H
E
-
-
u
N
・
)
、
彼
の
国
家
に
関
す
る
学
説
は
、
前
提
に
理
念
的
・
抽
象
的
な
個
人
を

設
定
す
る
点
ば
か
り
で
な
く
、
あ
る
べ
き
国
家
の
成
立
を
意
志
的
契
約
に
よ
っ
て
導
き
出
す
と
い
う
伝
統
的
な
社
会
契
約
説
の
論
法
に
従
っ
て
い
る
点
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
と
は
大
き

く
異
な
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
社
会
契
約
説
を
完
全
に
破
棄
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
〉
-
z
o
m
ユ
が
ト
、
h
さ
s
h
N
~
凡
m
M
Q
S
b
h
向
・
、
公
判
.
h
a
g
n
q
n
~
h
u
o
ミ
ミ
可
円
P
R
旬
、
凡
さ
N
p
m
】
「
ぬ
ω
括
的
巴
コ
一
〈
巾
「
印
芹
包
括
ω

号
?
・
き
の
め
岬
目
。
∞
「
円
)
匂
・円
∞
印
I
N
S
・
で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
、
本
稿
一

O
五
i
一
O
六
頁
に
引
用
し
た
第
四
部
定
理
三
七
備
考
二
で
、
社
会
の
成
立
を
、
「
〔
感
情
の
抑
制

の
〕
法
則
に
従
っ
て
確
立
さ
れ
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
意
志
的
な
契
約
に
国
家
の
成
立
根
拠
を
求
め
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
同
様
に
、
『
国
家
論
』
第
三
章

第
三
節
の
次
の
記
述
を
参
照
。
「
実
際
人
間
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
も
国
家
状
態
に
お
い
て
も
、
自
己
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
行
動
し
、
自
己
の
利
益
を
は
か
ろ
う
と
す
る
。
人
間

は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
状
態
に
あ
っ
て
も
、
希
望
あ
る
い
は
恐
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
あ
る
い
は
あ
れ
を
な
し
ま
た
は
な
さ
な
い
よ
う
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
状
態
の
主
な
違
い

は
、
国
家
状
態
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
同
じ
こ
と
を
恐
れ
、
す
べ
て
の
人
々
が
と
も
に
同
じ
こ
と
を
安
全
の
原
因
と
し
て
生
活
の
様
式
を
と
も
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
の
判
断
能
力
が
完
全
に
消
え
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
」
。

「
:
:
:
人
々
は
し
ば
し
ば
、
算
段
の
全
く
た
た
な
い
よ
う
な
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
、
ま
た
多
く
の
場
合
、
運
次
第
の
不
確
か
な
幸
福
を
際
限
な
く
追
い
求
め
る
た
め
に
、
希
望
と
恐
れ
の
あ

い
だ
を
惨
め
に
も
揺
れ
動
い
て
い
る
か
ら
、
人
々
の
心
は
、
と
に
か
く
信
じ
ら
れ
る
も
の
な
ら
何
で
も
信
じ
る
こ
と
に
傾
い
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
あ
る
L
(
ω

立
円
d
o
g
-
同

3wGnha~NhM
叫

J
P
S
E
E
S

-
h
u
ミ
九
三
円
相
h
h
・
日
)
円
。
山
内
川
町
ω
Z
o
-
-
ま
た
、
前
出
富
山
三
}
高
「
O【
d
w
h
印
℃
一
口
C
N
m
w
E
一
ぬ
}
)
C
5
8
-
「
.
に
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
権
力
の
発
生
に
至
る
経
過
が
包
括
的
な
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
(
七
七
山
C
ω

l
H
M
M
)

。

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
マ
ト
ゥ
ロ
ン
の
議
論
に
は
若
干
の
異
を
唱
え
た
い
。
と
い
う
の
も
彼
は
こ
こ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
権
力
の
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
名
誉
欲
や
嫉
妬
、
憐
偶

や
復
盤
欲
な
ど
の
受
動
感
情
だ
け
を
素
材
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
権
力
識
の
基
盤
に
お
か
れ
る
べ
き
は
自
己
保
存
の
欲
求
で
あ
り
、
権
力
の
発
生
は
、
こ
の
欲
求
の

発
現
形
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
能
動
感
情
と
受
動
感
情
の
双
方
に
源
を
持
つ
も
の
で
も
あ
る
「
喜
び
E
E
三
ど
と
「
悲
し
み
可
広
Z
Z
ど
と
い
う
基
本
感
情
(
「
希
望
」
や
「
恐
れ
」
、
「
嫉

妬
」
や
「
名
誉
心
」
な
ど
は
そ
の
派
生
形
に
す
ぎ
な
い
わ
内
何
ω
日
J
∞
ωη
戸
開
ω
T
ω
印
ω一
ρ
何
ω
司
出
印
の
め
げ
の
・
)
だ
け
か
ら
十
分
に
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
拙
論
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
集

毘
的
協
同
の
理
論
1
1
・活
動
力
守
2
2
Z
ω

お
g
E
)
概
念
を
中
心
と
し
て
L

(

社
会
思
想
史
学
会
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
一
九
号
、
一
一
九

i
二
三
頁
)
を
参
照
。

(
い
同
・
出
回
目
同
一
F
E
-
-
仏門
U
5
0
N
M
凶
一
円
ω
の
3
5
Z
己

g
ヨ
∞印印巾ω
唱
吉
山
山
、
3
0
N
h
N
S
m
~
匂
九
月
)
。
む
さ
M
g
s吋
hN3.0ミミ
宮司Nhah九九円ア巾〔]
・
開
-
C
E
コ
(
い
O
門
門
ケ
回
E
t
o
勺
O
口
印
-
日
匂
∞
戸
【
)
【
)
・
ω
O
H
・
ま
た
回
m
同
一
一
σ
ω
円
・
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旬
、
言
。
包
ミ
E
N
v
o
~
主
Q
N
h
m
w
M
〉
円
・
2
ω
C
2
4
〈
ぬ
「
ω
一
門
知
一
日
印
仏
m
w
可
E
コ
(いP
E
S
-
円
)
℃
-
H
H品
l
ご
∞
¥
も
参
照
。
「
い
か
な
る
個
人
も
厳
密
に
言
っ
て
他
人
と
〈
似
て
い
る
〉
わ
け
で
は
な
く
、
各
々
は

自
ら
の
〈
本
来
的
な
〉
特
性
を
有
し
て
い
る
以
上
、
群
衆

l
多
数
性
(
ヨ
己
E
E
O
)
と
は
、
還
元
で
き
な
い
特
異
性
相
互
の
交
換
(
広
義
の
交
換
。
財
の
交
換
は
そ
の

一
側
面
に
過
ぎ
な
い
)

お
よ
び
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
同
義
の
も
の
と
な
る
」
(
℃
ニ
印
)
。

「
国
家
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
が
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
り
得
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
自
己
の
敵
と
な
ら
な
い
た
め
に
自
分
自
身
を
滅
ぼ
す
よ
う
な
こ
と
を
用
心
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
と
全
く
同
じ
理
由
に
お
い
て
、
国
家
が
自
ら
の
た
め
に
守
る
よ
う
に
拘
束
さ
れ
る
諸
規
則
な
ら
び
に
恐
れ
と
尊
敬
の
諸
原
因
に
拘
束
さ
れ
る
」
(
斗
℃
ミ
ム
)
。

(
い
{
玄
・
巧
と
5
0
F
れ
口
一
ω

↓3
5
問
。
「
ヨ
丘
一
c
コ
己
g
Z
E
C
「
「
ゅ
の
Y
Z
吉
含
「
河
R
一
戸
門
的
勺
守
二
一
o
ω
o
喜
一
ω
印
℃
一
コ
O
N
ω
ω
二
コ
何
言
え
N
.
n
~ぜ
な
N
G
N
S
Q
〈
O
一
-
Y

君
主
5
2
除
毛
色
芸
号
、
呂
∞
戸
円
】
℃
・
∞
∞
i
s

「
最
高
権
力
は
、
確
か
に
規
範
に
縛
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
事
実
上
は
行
動
を
縛
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
絶
対
性
は
実
質
的
に
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
制
限
を
課
す
る
超

実
定
的
な
規
範
〔
伝
統
的
な
意
味
で
の
自
然
法
〕
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
こ
に
必
要
と
さ
れ
な
い
L

(

℃
む
こ
。

こ
の
視
点
は
あ
る
意
味
で
、
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

l
が
鋭
く
告
発
し
た
、
啓
蒙
的
な
意
図
で
始
め
ら
れ
た
社
会
計
画
や
自
然
の
手
段
化
が
か
え
っ
て
人
間
疎
外
と
抑
圧
を
深
め
る
道

具
と
な
る
と
い
う
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
(
玄
白
2
W
Y
2
ヨ
号
炉
づ
巧
・〉
号
「
コ
。
・

b
&
た
E
N
.
b
ミ
ミ
、
み
ミ
対
芯
芸
誌
、
~
~
u
E
~
s
S
E
R
言
~
川
，
ミ
h
V
M
H
S
F
5
2
)
の
悲
劇
を
回
避
す
る
道
の
一
つ

を
ス
ピ
ノ
ザ
が
す
で
に
用
意
し
て
い
た
証
拠
と
も
言
え
る
。
(
い
{
日
U

・
宮
内
w
n
プ
ぬ
「
ぬ
〕
〉
a
F
.
ω
〈
い
Z
m
w
一
一
広
立
戸
一
一
c
g
℃
E
D
5
2
凶
ゆ
ω
立
ロ
O
N
M凶
(
白
包
含
m
m
刊
号
、
〉
C
0
3
C
句
明
，
C
C
の
m
E
5
.
百
』
N」町内

M
E芯
C
N
Q

h
s
h
k
g
h
N
h
w
、
~
ね
え
G
h
九
G
3
.司
N
m
ミ
~
が
な
九
三
話
、
N
h
名
古
R
N
.
h
走
。句

ヵ
「
命
的
ω
2
ピ
コ
一
〈
2
・
∞

-z-「
命
的
円
目
。
句
3
2
0
u
S
U
N
-
E
)
・
M
N
C
l
N
ω
中

¥
C
・云
E
H
印
n
y
E
m
¥
ω
立
コ
C
N
m凶
乱

m
w
D
印
で
の
の
o
z
a
ぬ
可
「
山
口
止
O
円
ぺ

古
川
芝
喝
さ
N
b
h
N
N
h
H
L
T
前
九
札
に
な
(
包
・
0
・
∞
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Politics and Ethics in Spinoza's theory of the State 

ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
倫
理
と
政
治

一
二

O

Toshiya ASANO 

This paper attempts to c1arify two theses in Spinoza's political thought. First， 

from Spinoza's point of view， the ethical is not a part of the po1itical. This is the 

proposition that ethics cannot provide a basis for politics， nor can politics derive a 

basis from ethics. The second thesis is that， as a result， the exclusive objective of 

politicaI science is ultimately to channel the activities of people in such a way as to 

increase their energies (power to act) and j oyful emotions， regardless of whether they 

are rational or not. 

Traditionally， political science and ethics are considered practical1y inseparable. 

However， Spinoza explains the generation of the state not as the product of the 

intentions， will or covenants of its constituents， but solely in terms of emotions 

M併ctus)，specifically， those emotions of the constituents based on their conatus， or 

their own strivings. The stability and justness of the state， as well as its prosperity or 

ruin， depend entirely on the emotions of its members. Spinoza appears to have foreseen 

the consistently tragic consequences of the efforts of modern states to indoctrinate 

their citizens along one or another ethical line. 

Spinoza sees the state not as a dialectic unity of freedom and responsibility， but 

the product of the purely voluntary actions of its constituents. He is nevertheless 

dedicated to the task of conceiving of a national system that would liberate our active 

energies and insure us the freedom that derives from socialization within such a 

system. It is up to us to reexamine the significance of Spinoza's somewhat paradoxical 

dec1aration that“the objective of the state is freedom" (Tract，αtus Theologico-

Politicus ). 
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