
〈
公
募
論
文
〉

ミ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
「市
民
」

は
じ
め
に
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『自
由
論
」
の
中
で
、

j

・

s

・

ミ
ル

（以
下
ミ
ル
）
が
危
害
保
理
を
従

示
し
、
例
人
の
自
由
を
擁
護
し
た
こ
と
は
川
知
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
前

及
び
行
為
を
例
人
の
領
域
と
社
会
の
州
削
減
と
に
区
別
し、
個
人
に
の
み
抗

綾
か
か
わ
る
郁
柄
に
お
い
て
は
、
他
人
に
危
官
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
制

限
の
下
で
、

個
人
は
、
い
わ
ば
主
権
者
と
し

て
自
由
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
に
対
し

「代
議
制
統
治
論
」
（
以下
『
統
治
論
』
）
で
ミ
ル

は
、

社
会
の
領
域
、

す
な
わ
ち
公
的
生
活
に
お
け
る
自
由
を
強
調
し
て
い

る
。
ミ
ル
は
そ
の
自
由
を

、

政
治
的
な
文
脈
の
中
で

、

個
人
が
市
民
と
し

て
公
的
決
定
の
場
で
意
比
を
表
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
白
山
と
し
て
批
判
悦

し
、

市
民
が
そ
れ
を
行
使
す
る
と
い
う
形
で
、
そ
う
し
た
決
定
に
積
極
的

と

「参
加
」
を
め
ぐ
る
問
題

樫

4封

本

直

に
多
加
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
多
加
」
に
凶
す
る
税
点

は
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り

焦
点
が
当
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が

、

ミ
ル
の
考

え
る
意
味
で
の

「
自
・
聞
な
社
会
」
の
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

こ
れ
ら
著
作
の
間
で

、

ミ
ル
の
市
民
社
会
及
び

市
民
が
参
加
す
る
こ
と
に
対
す
る
態
度
は
然
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
。
『統
治
論
』
に
お
い
て
、
白

山
な
社
会
の
尖
現
に
と
っ
て
市
民
の
＠

加
が
欠
か
せ
な
い
と
主
似
す
る
反
面
、

「円
山
論
』
の
随
所
に
凡
ら
れ
る

の
は
、
「
多
数
者
の
専
制
」
の
議
論
に
は
じ
ま
る、
ど
ち
ら
か
と

言
う
と
、

参
加
に
対
す
る
悲
観
的
、
否
定
的
な
態
度
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ミ
ル
の
政
治
及
び
社
会
に
関
す
る

言
説
の
中
で
多

加
を
擁
護
す
る
主
張
に
注
目
し

、

ミ
ル
が
「
参
加
」
、
つ
まり

「
市
民
が

多
加
す
る
こ
と
」
を
ど
の
よ
う
な
也
み
と
し
て
考
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
何

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
た
の
か
、

そ
し
て
参
加
の
擁
趨
と
危
世
保
理
と
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の
凶
係
と
い
っ
た
、
ミ
ル
の
多
加
の
議
論
が
抱
え
る
い
く
つ
か
の
問
川胞
に

つ
い
て
考
え
た
い
。

公務 3白 文

市
民
の
参
加

ミ
ル
の
「
多
加
」
に
対
す
る
立
泌
を
理
解
す
る
た
め
に

、

ま
ず
市
民
の

ハ1
）

存
在
に
注
目
す
る
。
市
民
が
政
治
あ
る
い
は
公
的
な
事
柄
に
参
加
す
る
と

い
う
営
み
は
、
そ
れ
ら
が
他
人
と
の
か
か
わ
り
を
含
む
以
上

、

社
会
に
対

す
る
賀
任
な
い
し
義
務
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、

ミ
ル
は

『自

由
論
」
の
中
で
、
社
会
の
中
で
生
活
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
各
人
に

一
定
の
義
務
（行
為
政
則
〉
を
採
す
と
し

て
「
相
互
の
利
益
を
佼
告
し

な

い
こ
と
」
と
「
社
会
あ
る
い
は
そ
の
成
員
を
危
害
や
妨
害
か
ら
護
る
た
め

に
必
要
な
労
働
と
犠
牲
の
分
担
を
引
き
受
け
る
こ
と
」
の
二
つ
を
あ
げ
て

い
る

（O
「
ミ
S
。
た
だ
、

ミ
ル
が
市
民
を
そ
う
し
た
滋
務
を
担
う
だ
け

の
存
在
と
し

て
み
な
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
。

「統
治

論
』
の
小
で
ミ
ル
は
、

そ
れ
ら
の
義
務
に
つ
い
て

「彼
が
多
加
し
、
ま
た
、

も

し
そ
れ
ら
が
思
い
と
思
え
ば
、

公
然
と
印
決
議
を
明
え
、

自
ら
活
発
に
変

更
に
努
力
す
る
こ
と
が
、
彼
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
」

（刃
の
土
－）
と

有
っ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
市
民
に
は
自
ら
に
引
附
さ
れ
る
磁
務
を
は
じ
め
と
す
る
、

自

他
の
利
誌
に
か
か
わ
る
公
的
な
決
定
に
多
加
し

、

意
見
を
表
明
す
る

<2V
白

山
が
あ
る
と
古
う
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
市
民
の
参
加
は
、
例
人
に

の
み
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
く
、

一
方
で
義
務
の
問
題
と
し
て
、
他
方
で

自
由

（公
的
文
脈
に
お
け
る
自
巾
）
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
さ
て
、
公
共
的
な
職
務
を
引
き
受
け
る
に
せ
よ
、
公
的
決
定
に
か
か
わ

る
に
せ
よ
、
ミ
ル
は
市
民
が
史
際
に
多
加
す
る
こ
と
が
叩
一
ま
し
い
と
考
え

て
い
る
。
な
．
せ
か
。
そ
の
型
山
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
多
加
の

も
つ
「
保
護
的
」
後
能
に
あ
る
。
ミ
ル
は
『統
治
総
」
で
「
各
人
は

、

彼

自
身
の
栴
刺
と
利
益
の
唯

一
の
守
護
者
で
あ
る

」
〈見
。
8
3

と

官
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
利
益
は
、
自
ら
が
多
加し、
白
・
身
の
力

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る

（な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
の
を
防
ぐ

）
と
い
う
の
で

あ
る
。

ま
た
、
ミ
ル
が
こ
の
機
能
よ
り
も
重
視
す
る
の
が
、
多
加
の
も
つ
「
教

育
的
」
機
能

、

と
り
わ
け
市
民
の
知
的
部
分
に
対
し
て
よ
り
も

道
徳
的
部

分
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
利
益
で
あ
る
。

〔知
的
部
分
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
〕
な
お

一
問
有
益
な
こ
と
は
、

私
人
と
し
て
の
市
民
が
ま
れ
に
で
は
あ
っ
て
も
公
的
職
務
に
多
加
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
教
訓
の
道
徳
的
な
部
分
で
あ
る
。
彼

は
そ
れ
に
従
事
し
て
い
る
時
に

、

彼
自
・
北
の
も
の
で
は
な
い
諸
利
益

を
秤
北
す
る
こ
と
、
同
制A
Tう
主
強
が
あ
る
場
合
に
は
彼
の
私
的
な
依

佑
品
以
で
は
な
い
鋭
則
に
よ
っ

て
滋
か
れ
る
こ
と
、
ま
た
共
通
将
を

存
在
理
由
と
す
る
以
理
や
以
則
を
つ
ね
に
適
川
す
る
こ
と
を、

求
め

ら
れ
る
。

そ
し
て
、
彼
は
、
：
：
：
自
ら
を
公
共
の

一
人
と
感
じ
る
よ

う
に
、

ま
た
彼
ら
の
利
益
は
な
ん
で
も
自
分
の
利
義
だ
と

感
じ
る
よ

う
に
さ
れ
る

（刃
（u
tN

括
弧
内
補
足
は
引
川
者
に
よ
る
〉。
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こ
の
引
川
に
続
け
て
ミ
ル
は

、

ト
ク
ヴ
ィ
ル
同
様

、

公
的
参
加
を
「
公

共
精
神
の
学
校
」
に
喰
え
、

そ
う
し
た
多
加
が
知
性
や
感
怖
を
陶
治
し
、

私
利
を
離
れ
た
「
公
共
へ
の
同
一
化
と
い
う
非
利
己
的
な
感
情
」
を
促
進

す
る
と
議
論
す
る
。

引
m
中
の
「
私
人
と
し
て
の
市
民
」
と
は
、

当
時
社

会
的
に
も
政
治
的
に
も
力
を
持
ち
始
め
た
イ
ギ
リ
ス
の
下
肘
中
産
階
級
で

あ
る
が
、

ミ
ル
は
そ
う
し
た
人
び
と
の
状
態
を
「
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
尖
際

的
問
題
に
つ
い
て
、
情
報
も
な
く
利
告
関
心
の
な
い
ま
ま
」
2
2
0
0）、

も
し
く
は
私
的
労
働
に
従
事
し
、

私
的
利
害
に
縛
ら
れ
た
思
考
と
感
情
の

枠
組
み
か
ら
紋
け
出
せ
て
い
な
い
、

と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
テ

ナ
イ
の
市
民
裁
判
・
げ
や
市
民
会
議
な
ど
の
的
行
を
例
に、

彼
ら
に
公
的
義

務
を
裂
す
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
な
す

中
で
市
民
が
「
他
人
と

協
同
で
何
か
を
行
う
こ
と
」、

「他
人
や
社
会
の
利
ん
昔、
他
人
と
共
有
す
る

警
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
」
を
学
ぶ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
た
だ

、

ミ
ル

が
こ
の
教
育
機
能
か
ら
引
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
は

、

義
務
へ
の
服
従

で
は
な
く
市
民
の
’
日
発
性
や
杭
縦
性
で
あ
る
。

尖
際
、

ミ
ル
の
努
作
を
凡

て
も

、

そ
う
し
た
義
務
を
市
民
が
遂
行
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
則
強
制
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

。
例
え
ば
『白

山
論
」
で

、

教
育
を
念
頭
に
位
き
つ
つ
「
強
制
に
よ
る
だ
け
で
な
く
帥
唯

一引

を
飽
か
せ
説
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
（O
「
S
3

と
言
う
よ
う
に

、

一

方
的
に
義
務
を
諜
す
と
い
う
よ
り
は
、
社
会
の
側
で
は
相
執
務
を
義
務
と
し

て
要
求
し
つ
つ
、
市
民
各
人
が
そ
の
談
務
を
理
解
し

、
引
き
受
け

、

自
ら

公
共
精
神
を
陶
冶
す
る

、

そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
期
待
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
自
発
性
や
積
極
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
引

JI 

き

山
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
に
対
し
ミ
ル
は
「
感
情
を
養
う
の
は
行
為
で
あ

る
」
（刃
の
品
。
一
）
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
ミ
ル
に
と
っ
て
重
姿
な
の
は
、

市
民
が
ま
ず
は
突
際
に
参
加
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
考
え

の
該
に
あ
る
の
は

、

品世・
加を
通
し
て
市
民
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
、

と
ひ
と
ま
ず
官
え
る
で
あ
ろ
う
。

参
加
に
対
す
る
二
つ
の
態
度

だ
が

、

わ
れ
わ
れ
は
「
市
民
の
多
加
」
に
対
す
る
ミ
ル
の
評
価
、
あ
る

い
は
質
奨
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
〉
－

N
与
白
目白
血
印
は
『統
治
論
」
に
お
け
る
民

主
主
義
的
な
参
加
の
議
論
と

「自
由
論
』
に
お
け
る
そ
れ
と
の
間
に
あ
る
緊
張
関
係
を
問
題
と
し
、
ミ

ル
が
公
的
多
加
の
も
つ
恩
恋
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
懐
疑
的
で
あ
っ
た
、
と

指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に

『自
由
論
』
を
読
む
と
、
多
数
者
、
世
論
、
そ

し
て
感
情
の
時
制
と
い
っ
た
訴
が
随
所
に
比
ら
れ

、

全
体
と
し
て
そ
こ
に

漂
っ
て
い
る
の
は
、

民
衆
に
対
す
る
悲
観
的
な
空
気
で
あ
る
。
ミ
ル
の
見

た
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
は

、

政
治
的
に
は
民
主
主
義
の
進
展

、

経
演
的

に
は
商
業
文
明
の
発
燥
に
伴
う、

阪
応
主
義
の
高
ま
り
と
受
動
的
な
性
格

の
藍
延
、
さ
ら
に
は
私
的
な
利
古
追
求
に
の
み
没
頭
す
る
人
び
と
の
姿
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
ミ
ル
は
そ
う
し
た
人
び
と
に
よ
る
専
制
に
よ
っ
て、
例

人
が
大
衆
の
中
に
埋
没
し

無
意
滋
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、

さ
ら
に
は
人
間

の
本
性
が
弱
め
ら
れ
消
滅
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

を
、

絶
え
ず

危
供
し
て
い
た
。
ミ
ル
は
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
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い
る
。

公務総文

支
配
者
と
し
て
で
あ
れ
、
同
胞
市
民
とし
て
で
あ
れ
、

自
分
の
意
見

や
好
み
を
他
人
に
行
為
の
鋭
則
と
し
て
押
し

つ
け
よ
う
と
す
る
人
川

の
性
向
は
、
人
間
本
性
に
付
随
す
る
あ
る
績
の
放
も

普
い
感
情
と
れ
取

も
思
い
岬
恐
怖
に
よ
っ
て
、
強
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
縦
力

を
な
く
す
る
以
外
、
ど
ん
な
手
段
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を

抑
制
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
そ
う
に
な
い

（o
r
M
M
3
。

こ
う
し
た
傾
向
の
増
大
は
、

市
民
が
政
治
や
公
的
な
事
柄
に
か
か
わ
る

よ
う
に
な
り
、
社
会
の
中
で
カ
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
、

い
わ
ば
参
加
の

弊
他
国
と
考
え
ら
れ
る
。
ミ
ル
が
と
り
わ
け
容
戒
し
て
い
る
の
は

、

そ
う
し

た
順
応
が
、
単
に
世
間
や
集
団
の
鋭
範
に
対
す
る
受
動
的
な
黙
認
とし
て

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
不
同
誌
や
相
違
を
抑
圧
す
る
欲
求
と
し
て

働
く
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
同
様
の
考
え
は
「

無
誤
謬
性
の
仮
定
」
に
関

す
る
官
放
に
も
現
れ
て
い
る
。
「
然
保
諺
性
の
仮
定
」
と
は
、

あ
る
学
説

を
絶
対
的
な
も
の
と

し

て
確
信
す
る
こ
と
で
は
な
く

、

「
他
人
に
か
わ
っ

て
問
題
の
決
定
を
引
き
受
け
、
彼
ら
に
は
反
対
の
立
場
の

古
い
分
を
き
く

こ
と
を
併
さ
ぬ
こ
と
で
あ
る
」
（O
F
M
2・
強
訓
は
似
文
イ
タ
リ

ッ

タ
ー
つ

ま
り
、

即
興
な
る
意
見
を
受
け
入
れ
ず
議
論
を
閉
じ
る
こ
と
、
ま
た、

他
人

を
支
配
す
る
欲
求
と
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
ミ
ル

は
こ
う
し
た
不
見
容
を
当
時
の
民

主
主
義
の
桜
深
い
傾
向
と
み
な
し
て
い

る
。
こ

の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
だ
け
で
も
、
市
民
の
参
加
に
対
し

て
、

ミ
ル

が
か
な
り
否
定
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
方
に

集
団
と
し
て
の
市
民
ハ大
衆
〉
の
多
加
が
あ
り
、
他
方
で
例
A

人
と
し
て

の
市
民
の
参
加
の
議
論
が
あ
る
。
ミ
ル
は
前
者
に
対
し
て
否
定的
な
態
度

を
、
後
者
に
対
し
て
楽
観
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
態
度
の

違
い
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
の
多
加
に
対
す
る
態
度
の
違
い
は
、

ミ
ル
に
m
mせ
ら
れ
る
と

い
う
よ
り
も
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
の
も
つ
雨
磁
性

、

ま
た
民
主
主
畿
と

い
う
言
葉
の
も
つ
多
義
性
か
つ
峻
昧
性
に
帰
せ
ら
れ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

ミ
ル
は
民
衆
に
よ
る
統
治
と
し
て
の
民
主
主
義
を
「
す
べ
て
の
市
民
の
平

等
」
（
刃
の
主
∞
）
と
し
て
考
え
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
が
同
時
に
多
数
者

の
意
志
と
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る。

こ
の
点
に
つ
い
て
ミ
ル
は
、

ト
ク
グ
イ
ル
に
闘
す
る
著
作
の
魯
評
の
中
で
、
諸
条
件

の
平
等
が
平
等
の

自

由

で
は
な
く
平
等
の
隷
従
を
生
み
出
す
危
険
が
あ
る、

と
い
う
彼
の
指

摘
に
同
意
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
後
者
の
意
味
で

、

ミ
ル
は
現
状
の
社

会
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、

ま
さ
に
そ
の
現
状

か
ら
務
制
度
が
作
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
ミ
ル
は
考
え
て

い
る
。
例
え
ば
、

『
統
治
論
』
の中
で
ミ
ル
は
、

政
治
機
構
が
「
普
通
の

人
び
と
に
よ
っ
て
」
（刃
の
ミ
S
、

ま
た
「
現
校
あ
る
と
お
り
の
人
川
の
た

め
に
、

あ
る
い
は
彼
ら
が
急
速
に
そ
う
な
れ
る
人
間
の
た
め
に
作
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
完
の
会
包
と

言
っ
て
お
り
、
先
の
日
時
計
で
も
「
統

制
の
よ
く
と
れ
た
民
主
主
磁
と
統
制
の
思
い
民
主
主
畿
と
の
巡
択
の
余
地

は
、

わ
れ
わ
れ
に
ま
だ
残
さ
れ
て
お
り

、

人
類
の
将
来
の
福
祉
は

、

そ
の

円1
V

こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
言
及
か
ら
考
え
る
と

、

耐
性
か
に
ミ
ル
は、

現
状
の
社
会
の
中

に
多
数
存
在
す
る
参
加
の
弊
告
を
憂
慮
し
て
い
る
。
ま
た
現
状
の
社
会
を

形
作
っ
て
い
る
人
び
と
と
ミ
ル
の
考
え
る
市
民
像
と
が
大
き
く
呉
な
る
た

め
、

そ
う
し

た
人
び
と
に
対
す
る
評
側
が
参
加
に
対
す
る
抑
制
の
違
い
と

し
て
現
れ
て
い
る
よ
う
に
μ
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
う
し
た
粁
通
の

人
び
と
こ
そ
が
社
会
、

つ
ま
り
公
的
な
決
定
に
か
か
わ
り
、

社
会
を
改
持

し
て
い
く
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、

市
民
の

参
加
に
つ
い
て
、
ミ
ル
が
態
度
を
変
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
恩
わ
れ

る
。

参
加
に
対
す
る

つ
の
動
機
づ
け

こ
こ
ま
で
の
議
論
で

、

「
参加
」
に
対
す
る
ミ
ル
の
評
側
は
明
ら
か
に

な
っ
た
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば

、
市
民
が
史
際
に
政
治
あ
る
い
は
公
的
な
悦
刷

に
多
加
す
る
こ
と
が
担
ま
し
く
、

ま
た
、
そ

う
し
た
多
加
を
「
学
校
」
に

愉
え
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、

公
共
料
神
を
身
に
つ
け
た

市
民

を
想
定
し
て
い
る
。
で
は
、
ミ
ル
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
し

て
身
に
つ
け

さ
せ
よ
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
時
、

ミ
ル
は
何
を
念
頭
に
世

い
て
参
加
と
い
う
事
柄
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
る

に
あ
た
り
「
仕
組
み
」
と
「
－M
己
陶
治
」
と
い
う
二
つ
の
側
而
か
ら
考
え

る
。
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仕
組
み

ま
ず

、

ミ
ル
は

「統
治
論
』
二
章
で
「
す
ぐ
れ
た
統
治
形
態
の
基
準
」

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ミ
ル
が
統
治
形
態
や
諸
制
度
に
つ
い
て
考
え
る

際
、

そ
の
製
本
に
あ
る
の
は
、

そ
れ
ら
が
「
人
間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
行

為
か
ら
な
る
」
完
の
包
D
）
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ミ
ル
が

積
極
的
に
多

加
を
呼
び
か
け
る
型
向
も
こ
こ
に
あ

り
、

ま
た
統
治
や
政
治
的
新
制
度
に

つ
い
て
考
え
る
際
に
、

そ
の
共
同
社
会
の
諸
構
成
員
の

「道
徳
的
・

知

的
・

活
動
的
な

、

種
々
の
望
ま
し
い
資
質
を
、
そ
れ
ら
の制
度
が
ど
れ
だ

け
促
進
す
る
傾
向
に
あ
る
か
と

い
う
こ
と
」
（刃
の
ω
旬
。）
が
第

一
の
問
題

と
な
る
。
た
だ
、

ミ
ル
が
考
え
て
い
る
よ
う
に

、

社
会

（制
度
〉
が
人
川

に
よ
っ
て
作
ら
れ
、

ま
た
人
び
と
の
資
質
が
泊
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る

と
し
て
も

、

そ
れ
ら
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
良
く
も
悪
く
に
も

な
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
ミ
ル
は
こ
の
望
ま
し
い
資
質
を
促
進
す
る
た

め
に

、

ま
た
思
く
な
る
可
能
性
を
減
ら
す
た
め
に
、

何
が
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

『自
巾

論
』
に
お
け
る
「
人
は、
自

分
の
浜
り

を
討
論
と
経
験
と
に
よ
っ
て
改
め
る
こ
と
が
で
き
る

」
〈O
E
ω
C
と
い

う

言
及
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う

。
義
務
と
し
て
要
求
し
た
参
加
の
形
態
が

何
で
あ
れ
、
ミ
ル
が
市
民
に
期
待
し
た
の
は
、
単
に
そ
の
義
務
に
服
従
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
向

ら
考
え
、

意
見
合
主
削
減
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、

ミ
ル
に
よ
れ
ば
、

人
は
諜
り
を
犯
さ
な

い
わ
け
で
は
な
く
、

川依
拠
も
な
く

自
ら
の
主
張
を
絶
対
視
す
る
な
ら
ば、

そ
れ
は
ミ
ル
が
批
判
し
た
無
誤
謬

性
を
仮
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

ミ
ル
は
参
加
の
中
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で
、

市
民
が
自
’
北
の
意
見
の
根
拠
を
す
す
ん
で
吟
味
し

修
正
す
る
こ
と
、

ま
た
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
立
見
に
対し
て
疑
い
を
表
明
す
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
向
ら
の
意
見
を
公的

な
吟
味
に
附
す
よ
う
な
、
そ
う
し

た
白
山
な
討
論
が
必
要
だ
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ミ
ル
は
そ
う
し
た
他
人
と
の
か
か
わ
り
に
ど
の
よ

う
な
教
育
効
果
を
み
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ミ
ル
は
、
あ
る

人
の
判
断
が

、

ど
の
よ
う
に
し
て
信
額
に
足
る
も
の
と
な
る
の
か、
と

問

い
か
け
、

次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

公務諭文

彼
が
、

彼
の
窓
口
比
や
行
為
へ
の
批
判
に
い
つ
で
も
心
を
聞
い
て
い
た

か
ら
で
あ
る
、

彼
に
対
し
て

、

い
わ
れ
う
る
す
べ
て
の
反
対
意
見
を

傾
隙
し
、

そ
の
正
当
な
部
分
す
べ
て
か
ら
利
益
を
得
て

、

自
分
自
身

に
対
し
て
ま
た
必
要
な
時
に
は
他
人
に
も
、
そ
の
誤
り
の
誤
っ
て
い

る
点
を
説
明
す
る
こ
と
を
、
彼
の
習
慣
と
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、

人
が
あ
る
問
題
の
全
体
を
知
る
こ
と
に
い
く
ら
か
で
も
近
づ

き
う
る
の
は
、

あ
ら
ゆ
る
多
様
な
意
見
の
持
ち
主
た
ち
に
よ
っ
て
そ

の
問
題
に
つ
い
て
い
わ
れ
う
る
こ
と
を
す
べ
て
聞
き、

あ
ら
ゆ
る
性

格
の
制
神
に
よ
っ
て
比
ら
れ
う
る
す
べ
て
の
け
品
方
を
研
究
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
な
の
だ

、

と
彼
が
は
惣
じ
て
き
た
か
ら
で
あ
る

〈O
F
N
ω
N
V

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
は
他
人
と
の
白
山

な
討
論
を
過
し
て
、

市
民
が
自
ら

の
意
見
の
綴
胞
を
確
実
な
も
の
と
す
る
だ
け
で
な
く

、

相
手
の
窓
口
比
を
間

き
、
相
手
の
立
場
を
想
像
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て、

利

己
的
な
考
え
や
感
情
か
ら
抜
け出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
習
引
は
、

公
共
持
に
つ
い
て
よ
く
考
え、

公
共
的
な
動
機
か
ら

行
動
す
る
こ
と
と
い
っ
た
、
ミ
ル
が
怠
加
に
よ
っ
て
市
民
に
身
に
つ
け
さ

せ
よ
う
と
し
た
公
共
精
神
と
も
結
び
つ
く
。
ミ
ル
が言
う

よ

う
に
、

市
民

が
公
共
的
な
動
機
か
ら
行
動
し

、

お
互
い
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
目
的
に

よ
っ
て
、

自
己
の
行
動
を
滋
く
明
日
慣
と
能
力
が
な
け
れ
ば
「
自
由
な
政
体

の
運
営
も
維
持
不
可
能
で
あ
る
」
3
5
0
3
0
ミ
ル
は
公
共
料
神
を
身
に

つ
け
さ
せ
る
た
め
に
公
的
な
義
務
や
多
加
の
制
度
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

た
が
、

そ
れ
ら
は
「
白
山
で
聞
か
れ
た
討
論
」
が
保
証
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

<5
V

っ
て
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、

そ
う

し
た
制
度
や
自
由
で
闘
か
れ
た
討
論
の
よ
う
な
他
人
と
の

か
か
わ
り
が
あ
れ
ば
、
公
共
和
神
は
般
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、

ミ
ル
は
別
の
箇
所
で
「
あ
ら
ゆ
る
意
比
の
も
つ
党
派
的
に
な
る
傾

向
は
、
自
由
な
討
論
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

し
ば
し
ば

そ
れ
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
悪
化
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
ハO
「
8
3

と

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
だ
け
で
は
不
完
全
で
あ
る
。
公
共
精
神
を

ど
の
よ
う
に
し
て
似
づ
か
せ
る
の
か
に
つ
い
て
は
制
度
的
な
側
而
と
は
別

に
自
己
陶
冶
と
い
う
側
而
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

自
己

陶

冶

ミ
ル
は
、

先
述
の
制
度
的
側
而
に
よ
っ
て、
市
民
が
公
的
な
関
心
を
も

ち
、

社
会
全
般
の
利
益
を
時
E
す
る
の
に
必
要
な
知
的
道
徳
的
資
質
を
身

2 
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に
つ
け
て
い
く
と
い
う
の
と
は
別
に、

そ
の
中
で
市
民
が
自
ら
公
共
新
神

を
身
に
つ
け
た
存
在
へ
と
自
己
陶
冶
し
て
い
く
と
い
う
側
而
を
重
視
し
て

い
る
と
忠
わ
れ
る
。

換
言
す
る
と
、
ミ
ル
は
公
共
精
神
を
陶
冶
す
る
義
務

を
市
民
が
自
ら
担
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ミ
ル
が
白
山
な
社
会
に
と

っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
公
共
梢
神
の
核
に
あ
る
の
は

「
公
共
へ
の

同

一
化
と
い
う
非
利
己
的
な
感
情」
だ
が
、

そ
う
し
た
感
情
か
ら
行
為
す

る
存
従
へ
と
自
ら
陶
治
す
る
と
い
う
問
題
は、
性
絡
形
成
の
問
題
と
も
品
川

な
る
。

こ

の
人
聞
が
非
利
己
的
な
動
後
か
ら
行
為
す
る
性
格
を
自
分
自
身

で
形
成
で
き
、
そ
の
形
成
過
程
に
主
体
的
に
か
か
わ
り
う
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
は
、

青
年
時
代
の
ミ
ル
に
と
っ
て
大
き
な川
胞
で
あ
っ
た
。
当

時
、
ミ
ル
が
問
題
に
し
た
の
は
、
オ
l

ウ
ェ
ン

主
義
が
展
開
し
た
環
境
決

定
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

す
べ
て
の
人
間
の
欲
求
や
行
為
は
性
格
や
そ
れ

に
先
行
す
る
環
境
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
人
聞
は
為
す
こ
と
に
対
し

て
賀
任
を
も
つ
こ
と
は
で
き
ず
、

主
体
的
に
か
か
わ
る
こ
と
も
で
き
な
い

と
行
う
。
こ
う
し
た
主
般
に
対
し
ミ
ル
は、

「
論
理
学体
系
』
の
小
で
、

行
為
と
環
境
の
因
果
関
係
を
認
め
つ
つ
も
、

環
境
決
定
論
者
が
必
然
性

、

つ
ま
り
行
為
や
性
絡
が
環
境
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
際
の
必
然
性

と
い
う
諮
を
誤
解
し
て
い
る
と
反
論
す
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
必
然
性
は
、

単
な
る
「
継
起
の
斉
一
性
」
で
あ
り

、
決
し
て
「
抵
抗
不
可
能
性
」
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
人
間
の
関
与
を
認
め
な
い
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、

人
聞
の
性
絡
は
「
彼
の
相
靴
底〈：
：
：

〉
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
」
、
そ
の
「
彼
自
身
の
欲
求
も
、
そ
れ
ら
の
環
境
の
一
つ

で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
決
し
て
最
小
の
も
の
で
は
な
い

」。
そ
れ
ゆ
え

15 

「
も
し
意
志
す
る
な
ら
ば、

自
分
自
身
の
性
格
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
（ω
「
笠
0
・
強
調
は
版
文
イ
タ
リ
ッ

F

）
と

言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、

こ
の
意
志
は
何
か
ら
生
じ
る
の
か
。
ミ
ル
は、

内
的
な
経
験
か

ら
生
じ
る
性
格
形
成
を
促
す
願
望
や
感
的
か
ら
だ
と
説
明
す
る

3
5
2
1

つ
ま
り
、
劣
等
な
精
神
の
持
ち
主
が
、

優
秀
な
人
物
と
接
触

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
状
の
性
絡
に
中
山
術
を
は
舷
じ
、
よ
り
よ
い
性
絡
へ

と
陶
治
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、

そ
う
し
た
願
望
を
桜
拠
と
し
、
わ
れ
わ

れ
が
望
む
な
ら
ば
、
自
分
自
身
の
性
格
を
修
正
で
き
る
と
い
う
感
的
（
道

徳
的
自
由
の
感
情
〉、

す
な
わ
ち
性
格
形
成
の
意
志
を
も
っ
と
主
張
す
る
の

ハ7
V

で
あ
る
。
こ
う
し
て
ミ
ル
は
、

人
川
が
附
栄
性
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
も
、

白
ら
の
性
約
か
ら
行
為
す
る
主
体
へ
、
そ
し
て
盟
ま
し
い
と
臼
ら
が
考
え

る
性
格
へ
と
自
己
陶
冶
し
う
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
得
た
と

言
え

る
。
こ
の
確
信
は
、

例
え
ば

「統
治
論
」
に
お
け
る
「

学
校
は

、

学
生
と

共
に
教
師
も
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
授
業
が
有
効
か
ど
う
か

は
、
そ
れ
が
劣
等
な
新
神
を
優
秀
な
新
神
と
接
触
さ
せ
る
か
ど
う
か
に、

大
い
に
依
存
す
る
」
（見
。自
由
）
と
い
う

言
及
に
も
現
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
ミ
ル
は
、

多
加
に
よ
る
市
民
の
変
化
に
期
待
を
よ
せ
て

い
る
。
た
だ
、

そ
の
よ
う
な
感
受
性
が
働
く
こ
と
を
無
条
件
に
期
待
し
て
よ
い
か
ど
う
か、

ま
た
、

そ
の
自
己
陶
治
が
社
会
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
方
向

（公
共
新
神
を

身
に
つ
け
る
方
向
）
に
陶
冶
す
る
と
い
う
保
証
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

だ
が
、

そ
れ
ゆ
え
ミ
ル
は
、
先
述
の
公
的
義
務
を
伴
う
仕
組
み
ゃ
他
人
と

の
か
か
わ
り
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蒋
度

、

ミ
ル
の
多
加
に

つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
う
し
た
制
度
的
側
面
が
あ
る
に
せ
よ
、
ミ
ル
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が
市
民
の
自
己
の
内
面
的
な
完
成
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ミ
ル
は
参
加
を
「
精
神
的
道
徳的
卓
越
を
行
使
す
る
た
め
の
ア
リ
ー
ナ
の

(8
>

一
つ
」
と
み
な
し
、
そ
う
し
た
完
成
に
む
け
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

多
加
を

捉
え
て
い
る
と
行
え
る
。

公募論文

四

参
加
に
か
か
わ
る
二
つ
の
義
務

以
七
の
議
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
ミ
ル
は
市
民
と
し

て
知
的
・

道
徳
的
に

か
な
り
優
れ
た
人
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、
市
民
は
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
だ

け
で
な
く
、
反
約
的
で
、
利
他
的
な
態
度
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
汚
え
る
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
に
優
れ
た
、
あ
る
意
味
、
・
有
徳
な
人
聞
に
な
る
こ
と
を

求
め
た
ミ
ル
の
参
加
論
に
問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ミ
ル
に
対
し
て
よ

く
エ
リ
ー
ト
主
義
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
が
、

川
中
に
理
想
の
市

民
似
を
押
し
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

そ

も
そ
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
ミ
ル
が
主
張
す
る
危
笹
川
郎

理
と
対
立
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
疑
問
に
共
通
し
て
い
る
の
は
参
加
と
義
務
と
の
倒
係
、
と
り

わ
け
多
加
に
お
い
て
公
的
議
務
と
い
う
よ
り
は
「
公
共
和
神
を
陶
治
す
る

義
務
」
及
び
「
自
己
陶
治
の
義務
」
を
諜
せ
ら
れ
る
こ
と
、
また
、
そ
れ

ら
を
担
う
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
へ
の
違
和
感
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
違

和
感
な
い
し
批
判
を
考
え
る
前
に
、
ミ
ル
が
そ
も
そ
も
「
義
務
」
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
ミ
ル
は
「
功
利
主

義
論
』
五
誌
で、

義
務
と
は
「
人
に
強
要
し
て
よ
い
も
の
」
で
あ
り
「
人

に
強
要
し
て
よ
い
と
思
わ
な
い
も
の
を
義
務
と
は
呼
ば
な
い
」
（C
ベ
ω怠

強
調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）
と
言
い
、
処
例
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
て
よ
い

と
い
う
こ
と
が
そ
の
本
質
に
あ
る
と
古
う
。
つ
ま
り
義
務
と
は
、
社
会
の

干
渉
が
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

道
徳
の
領
域
に
印
刷
す
る
行
為
で
あ

る
と
言
え
る
。
で
は
先
の
「
自
己
陶
治
の
義
務
」
も
、
そ
れ
を
来
た
さ
な

け
れ
ば
何
ら
か
の
処
刑
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か。
ミ

ル
は
義
務
の
説
明
の
少
し
後
で

、

適
切
な
表
現
で
は
な
い
と
断
り
を
入
れ

つ
つ
も
、
二
種
類
の
滋
務
、

す
な
わ
ち
「
完
全
な
拘
束
力
を
も
っ
義
務
」

と
「
不
完
全
な
拘
束
力
を
も
っ
磁
務
」
と
を
区
別
し
て
い
る
〈C→
ど
3
。

前
者
は
ご
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
人
川
に
そ
の
義
務
と
対
応
す
る
総
利

を
も
た
せ
る
よ
う
な
義
務
」
（強
調
は
以
文
イ
タ
リ
ッ
F
U
で
あ
る
。
ま
た
、

後
者
は
「
行
為
そ
の
も
の
は
拘
束
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
行
う
い
ち
い
ち

の
機
会
は
わ
れ
わ
れ
の
白
山
な
選
択
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
」
義
拙
初
で
あ
り、

例
と
し
て
慈
汚
や
恩
恵
な
ど
を
単
げ
て
い
る
。
た
だ
ミ
ル
に
と
っ
て

、

後

者
の
義
務
は
、

厳
械
な
意
味
に
お
い
て
、
義
務
と
は
言
え
な
い
。
確
か
に

そ
う
し
た
行
為
は
他
人
と
か
か
わ
り
、

何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
し

れ
な
い
が
、
他
人
の
権
利
を
門
医
科
す
る
と
ま
で
は
官
え
ず、

あ
く
ま
で
そ

れ
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
そ
の
本
人
が
下
す
も
の
と
考
え
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
ミ
ル
は
『
自
由
論
』
で
、
二
つ
の
義
務
の
関
係
を
「
他
人
に

対
す
る
義
務
」
と
「
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
」
と
い
う
表
現
で
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。

向
分
自
身
に
対
す
る
義
務
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、

そ
の
場
の
状



況
上
、

同
時
に
そ
れ
が
他
人
に
対
す
る
義
務
と
な
る
の
で
な
い
か
ぎ

り
、

社
会
的
に
義
務
的
な
も
の
で
は
な
い
。
自
分
自
身
に
対
す
る
毅

務
と
い
う
こ
と
ば
は
、

そ
れ
が
忠
邸
分
別
以
上
の
も
の
を
意
味
す
る

と
き
に
は
、
白
地
あ
る
い
は
円
己
発
肢
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
ど
れ
に
つ
い
て
も
、
個
人
は、
彼
の
同
胞
に
対
し
て
立
任
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い

（O
「
ミ

3
。

ミノレの政治思氾！における「1li~J と「怠加」をめぐるt::J凶

こ
の
総
務
に
凶
す
る
議
論
を
参
加
と
い
う
山
川
胞
に
悦
き
か
え
る
と

、

参

加
に
は
社
会
的
な
義
務
と
し
て
の
側
而
と
白
的
、
日
己
発
以
と
し
て
の
側

而
と
い
う
こ
つ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
義
務
が
問
題
と
な
る
倣
城
、

つ

ま
り
道
徳
の
領
域
を
こ
つ
に
分
け
る
と
い
う
発
想
は
「
ベ
ン
サ
ム
論
」
の

中
に
も
見
ら
れ

、

道
徳
が
人
間
の
「
外
的
行
為
の
規
制
に
関
す
る
」
部
分

と
「
自
己
教
育
、

す
な
わ
ち
自
ら
自
分
の
性
情
と
意
志
と
を
訓
練
す
る
」

[9
V

部
分
と
か
ら
な
る
、

と
ミ
ル
は

叶u
っ
て
い
る
。
た
だ
、

n

己
発
泌
が
例
人

の
領
域
の
問
題
で
あ
り
、

義
務
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
ら
ば

、

す
ぐ
に

理
解
可
能
で
あ
る
が、
参
加
は
あ
く
ま
で
も
社
会
の
傾
城
の
川
題
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
義
務
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
い
却
を
考
え
る
に
あ
た
り、

ミ
ル
が
『
論
迎
学
体
系
』
六
巻
に
お
い

て
示
し
た
「
生
活
の
技
術
〉
HA
O
『
亡
『巾
」
を
参
照
す
る
3
5
s
a
g
o
）
。

「
生
活
の
伎
術
」
と
は
、

行
為
や
行
為
の
あ
り
方
を
評
価
す
る
三
つ
の
側

値
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
道
徳
」
、

「
供
応
・

政
策
」
、
「
審
美
」
と
い

う
三
部
門
が
あ
り

、

人
間
の
行
為
や
仕
事
に
お
け
る
「
正
し
さ
」
、
「
便

宜
」、

「
美
」
ま
た
は
「
高
貸
さ
」
を
問
題
と
す
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
行
為

77 

が
正
か
不
正
か
、
行
為
者
自
身
の
幸
福
の
m
大
に
役
忠
っ
か
ど
う
か、

行

為
者
自
身
の
性
格
が
高
山
以
か
ど
う
か
と
い
う
三
つ
の
法
制
中
か
ら
時
計
価
さ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
自
己
発
展
が
例
人
に
の
み
か
か
わ
る
事
柄
で

あ
る
な
ら
ば
「
偵
慮
」
と
い
う
部
門
に
入
り
「
使
立
」
が
問
題
と
な
る
が
、

今
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
己
発
展
、

つ
ま
り
白
分
向
身
に
対
す
る
義
務
は
、

他
人
へ
の
か
か
わ
り
な
い
し

そ
の
影
響
が
視
野
に
入
る
こ
と
を
考
え
る
と

、

完
全
に
倒
人
の
領
減
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
で
は
「
道
徳
」
の
部
門

の
問
題
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
ミ
ル
が
強
要
し
て
も
よ
い
と
考
え

る
義
務
は
光
全
な
拘
束
力
を
も
っ
義
務
、
す
な
わ
ち
他
人
に
対
す
る
義
務

の
み
で
あ
る
。
以
ヒ
を
ふ
ま
え
る
と

、

ミ
ル
に
と
っ
て
’
H

己
発
様
、

つ
ま

り
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
は
、

社
会
の
領
域
に
合
ま
れ
な
が
ら
も
個
人

の
自
由
な
裁
量
に
任
さ
れ
る
部
分
に
か
か
わ
る
も
の
で
、

そ
れ
は
「
快

感
」
だ
け
で
な
く
「
審
美
」
の
部
門
に
も
ま
た
が
り

、

「
笑
」
な
い
し

「
向
貸
さ
」
の
点
か
ら
も
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ミ
ル
の

「
完
全
な

拘
束
力
を
も
っ
義
務

」
と
「
不
完
全
な
拘
点
力
を
も
っ
削
減
務
」
と
の
区別

は
、

こ
う
し
た
評
仰
の
枠
組
み
と
い
く
ら
か
危
な
る
も
の
と
円
え
る
。

ル
は
社
会
の
領
戚
に
か
か
わ
る
よ
う
な
官
官
柄
を
、
市
民
が
完
全
な
義
務
と

い
う
よ
り
は
自
ら
の
義
務
と
し
て
引
き
受
け、

ま
た
自
ら
行
お
う
と
す
る

能
力
を
、

社
会
が
強
制
す
る
と
い
う
よ
り
は、

他
人
と
の
か
か
わ
り
の
中

で
、

自
由
な
選
択
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
る
こ
と
に
期
待
し
て
い
る
。
そ
れ

は
ミ
ル
が
「
自
由
な
社
会
」
に
不
可
欠
と
考
え
た
公
共
和
神
の
該
を
な
す

能
力
で
あ
り

、

多
加
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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五

参
加
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題

さ
て
、
あ
ら
た
め
て
前
立
で
あ
げ
た
疑
問
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
ま
ず
、

市
民
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
義
務
を
献
す
こ
と
が
ミ
ル
の
危
出
原
理
と
対

立
し
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
「
し
な
い
」
と
終
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
ミ
ル
は
公
的
な
滋
務
と
し
て
、

選
挙
、
階
・
級
品
、
地
方
自
治
へ

の
多
加
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
が

、

こ
れ
ら
は
社
会
の
鎖
措
棋
の
問
題
で
あ
り
、

か
つ
自
他
の
利
害
が
問
題
と
な
る
の
で
、
社
会
の
側
で
義
務
を
秘
す
こ
と

に
問
題
は
生
じ
な
い
。

ま
た
、
「
公
共
料
利
を
陶
冶
す
る
義
務
」
に
閲
し

て
も
、
政
か
に
社
会
の
領
域
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
陶

冶
す
る
か
ど
う
か
、

そ
う
し
た
義
務
を
引
き
受
け
る
か
ど
う
か
は、
あ
く

ま
で
個
人
の
裁
量
に
任
さ
れ
、

個
人
の
目
的
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
社
会
の
干
渉
が
間
姐
に
は
な
ら
な
い
と吉
え
る
。

次
に
、
ミ
ル
が
エ
リ
ー
ト
主
義
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ミ
ル

が
市
民
の
自
己
陶
冶
を
主
張
す
る
こ
と
で
何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か

、

と
い
う
点
に
注
目
す
る
。
先
に
性
絡
形
成
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
人
間
の

行
為
に
お
け
る
因
来
法
則
の
修
科
を
認
め
る
ミ
ル
に
と
っ
て
、
性
肺
仰
は
行

為
の
以
内
に
あ
た
り
、
例
々
の
行
為
に一
定
の
方
向
づ
け
を
与
え
る
。
性

物
に
つ
い
て
ミ
ル
は
「
欲
求
と
衝
動
が
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
る
人

、

自

分
自
身
の
育
成
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
本
性
の
あ
ら
わ
れ
が
、

彼
自
身
の
欲
求
と
衝
動
に
な
っ
て
い
る
人
は

、
性
肺
怖
を
も
っ
」

（0
5
E

）
と

古
っ
て
お
り
、

他
の
人
び
と
の
伝
統
や
償
刊
で
は
な
く
、

そ
の
人
自
・
身
の
性
格
が
行
為
の
鋭
則
に
なっ
て
い
る
人
の
こ
と
を

「個

性
」
を
も
っ
人
と
呼
ん
で
い
る
。

ミ
ル
が
当
時
の
社
会
に
対
し
藍
邸
し
て

い
る
の
は
、
性
絡
や
個
性
の
紫
材
と
な
る
欲
求
や
衝
動
が
そ
も
そ
も
生
じ

に
く
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

ミ
ル
は
随
所
で
活
動
的
な
性

的
粉、

精
力
的
な
性
物
の
盟
ま

し
さ
に
つ
い
て
触
れ
、
ま
た
知
的
、

道
徳
的

資
質
と
援
ん
で
活
動
的
な
資
質
を
重
視
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し

た
性
絡
は

「
怠
怖
で
無
感
覚
な
性
絡
よ
り
も
つ
ね
に
多
く
の
告
を
う
み
だ

し
う
る
」
（0
5
8
）
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ミ
ル
の

主
磁
と
こ
れ
ま

で
検
討
し
て
き
た
市
民
の
問
題
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば、

理
想
的
な
市

民
の
問
題
は
例
性
の
発
以
の
間
組
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る

「
個
性
」
は
、

ミ
ル
に
と
っ

て
何
ら
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、

誰
も
が
手

に
し
う
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ミ
ル
に
対
し
エ
リ
ー
ト
主
義
と

い
う
批
判
は
あ
た
ら
ず、
ま
た

『自
由
論
」
の
主
要
な
論
点
が
「・
意
見
と

行
動
の
多
様
性
」
及
び

「性
絡
の
多
様
性
」
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、
ミ
ル
が
あ
る
特
定
の
理
想
的
市
民
像
を
押
し
つ
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

た
だ
、

こ
う
し
た
ミ
ル
の
主
猿
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ミ
ル

は
、

当
時
の
社
会
に
見
ら
れ
た
専
制
傾
向
の
中
で
埋
も
れ
た
市
民
の
陶
治

の
可
能
性
を
、

一
方
で
例
人
の
自
由
を
硫
保
し
、
他
方
で
他
人
と
の
か
か

わ
り
を
通
し
て
、

ま
た
義
務
を
謀
す
こ
と
に
よ
っ
て
鍋
り
起
こ
し
、
仲
ば
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そ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
は
、
参
加
に
よ
っ
て
市
民
が
変
わ
り
う
る
と
い
う

ミ
ル
の
椛
れ
が
あ
る
。
た
だ
、
社
会
の
仕
組
み
ゃ
他
人
と
の
か
か
わ
り
を

税
野
に
入
れ
た
と
し
て
も
、

a
M分
山
山
河
に
対
す
る
義
務
と
し
てm
附
さ
れ
た

日

己
陶
治
が
例
人
の
政
抗
に
任
さ
れ
て
い
る
限
り、
山
川
内が
多
加
し
た
後

、

、
ル
が
期
休
刊
す
る
よ
う
変
わ
る
か
ど
う
か
は
微
妙
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
と
パ
え
そ
う
で
あ
る
。
ミ
ル
は
「
感
情
を
後

う
の
は
行
為
で
あ
る
」
と
？
H
う
が
、

そ
れ
で
行
為
の
動
践
と
し
て
十
分
な

の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

・
玄ミ

ル
の
引
川
は
ト
ロ
ン
ト
大
乍
版

A
K集

〈門
い5．
と
炎
m
山）
か
ら
行
い
、
ト
に

な
攻
作
は
以
下
の
略
号
と一丸
教
に
よ
り
本
文
中
に
、
論
文
等
は
脚
注
に
て
一市

す
。

沢
山
に
あ
た
り
『
白
山
論
』
『
功
利
主
義
論
」
は
中
央
公
論
社
版、

「
代

ぷ
制
統
治
必
』
は
水
川
日
仙
、
「
畠
刑
法
千
体
系
』
は
大
関
ぷ
を
品

世間
…
し
た
が
適

流
出
孔
史
を
し
た。

お
の
－
nb
＝
と
え
町
、
ミ
民
主
主
む
と河内
港
湾42
h
号
、
ミ
ミC
E・R・3
＝
＝
町
、
之
・52
・

0
「
・
0
ミ
ト
s
nミ
し
て
E
－
∞
印
由
－

C
、

『J
C
ミ
去
、
号
、
t
r吋
＝
丸
山
荷
主
・

】∞
町
一
凶

m
r
一

牛
込
伊
え
旬
、
＝
ミ
ト
也
、．

n
－
お
お
・

79 

〔l
）
ミ

ル
が
「
市
民
」
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
考
え
て
い
る
の
か
に

つ
い
て

、

詳
し
く
は
以
下
を
多
照
。
な
お
、

本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
参

加
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
市
民
に
つ
い

て
も
バ
及
す
る
必
必
が
あ
り

、

一
部
内
絡
が
爪
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。

州
出
制
「j
－
s

－

ミ
ル
に
お
け
る
市
民
の
陶
治
と
公
的
多
加
」（「
待

ぷ
山
論
滋
』
符
学
m
m
円
二
号
、

大
阪
大
学
文
学
研
究
科、

ニ
O
O
八

年
）
。

（2
）

関
川
正
J叶
「
ミ
ル
の
政
治
思
似
｜
｜
『
山
山
崎
」
と
「
代
田
制
政
治

品
調
』
を
小
心
に
」（「j
－
s

・

ミ
ル
研
究
」
御
茶
の
水
川
M
一
九
九
二

年
所
収
）
を
多
照
・

〈3
）
N
白
一
内
出
『
白
肌
一
は
、
多
加
に
対
し
て
一
作
定
的
な
ミ
ル
の
主
必
を

「阿
刷
応

的
民
主
主
義
円
いO
コ
『0
3
d
一
位
－V
2
3
0門
店
内
可
」
、
楽
観
的
な
主
裂
を
「
批

協
調
的
民
仁
主
必o
－R
Z
「
2
5
0
2
ヨ
o
n
g
門
司」
と
反
別
し
、

ミ
ル
が
こ

の
反
別
を
せ
ず
に
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
と

t

狼
し
、
ミ
ル
の
旧
民
主
セ
埠
脱

出
制
の
必
が「品倍加
」
で
は
な
く
「
例
円．

」
概
念
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

〉
・
N
白
r
白
『
白
田
・
」
0
2
2
ω戸Z
E
『
F

ソ
ニ
－
＝
－
一
コ
己

7
4己
Z
白
一
－3．
・
白
コ
円
｝
℃
白
『
－

z
n一℃
白戸
0
3
、
。
悶
コdo
n『
白
円
一
て
・
一
コ

2
・
C
「
σ
－
コ
血
【
一
白
＝
己
〉
・

N
国
一
内
出
『
巴
町
内
乱
・

」
拘
』
ご
ミ
ザ

、
ミ
ー
ミ
町
、
之

、

「
～
ミ
ミ
－h
b
～～
k－
ロ
九円
旬
、
三
宮
＝
＝
．
ミ
わ
司
、
、

h
v
a
n
g
－

＝
～句
、
～
？（U出
コ
d
σ『
一
色
間
同
・

N
C
C吋

（4
）
γ
一三
・
0
問
、一，
o
n
D
C巾
三
一
一
昨C2
0
巾
ヨ
o
n『2
3

・

5

〉
コ
dm
ユ
n
出
口
］・

一∞ω
印
’
（い戸
〈
】∞
℃
・
山
田

（5
〉

ま
た
、
ミ
ル
は
『
統
治
詣
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
べ
っ
て
い
る
。

「例
人
が
‘
不
十
分
な
保
必
の
状
態
に
つ
い
て
の
配
ほ
や
懸
念
か
ら
舶
用

政
さ
れ
る
な
ら
．
は
、
彼
の
必
能
h
Hは
‘
れ
分
及
び
他
人
の
状
冊
以
の
改・
民

の
た
め
の
新
た
な
努
h
H
に
、
れ
小
川に
使
川
さ
れ
る
・

他
方
で
川
じ
以
凶

は
、
・
・

・
他の
人
び
と
へ
の
親
切
と
友
安
の
全
一
成
品
約
と
社
会
の
全
般
的

信
徒
へ
の
正
し
い
関
心
を
促
進
す
る
の
で
あ
る
」
（一向
。谷
町
〉。

（6
〉

「
精
神
の
危
俊
」
、

ま
た
ミ
ル
が
抱
い
た
現
段
決
定
諭
へ
の
不
安
に
つ

い
て
は
、
三
三
－
b
ミ
b
F
S
h
ミ
ミ
c
f
n
4
5
・
0
d－m
を
多
照
。
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〈7
）
性
絡
形
成
、
自
己
陶
治
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
釧
磁
を多

制
川
。

（8
〉
n
『
－J〈
・
0
0コ
コ
而
『
・
」0
2
2
ω
Z白
コ

ν
一
一
一
一
O
コ
何
色z
n
白
Z
Oコ
白
コ
巳

o
mヨ
o
n
「
白
円
山
、
－
5
2
・
C
『
σ
－
コ
出
円
一
白
コ
色
〉
・
N
国
一
向
巴
『
白
目
印
己
・

～b
』
円
出
・

〈9
〉

玄
ニ
一
－
∞四国d
F
Z
3・
H
m
T
J
∞・
9
宅
H
0・
℃
由∞

（川
〉
聞
け

E
J吋

『白
山

と
陶
治
I
l

l

－
s

・

ミ
ル
と
マ
ス

・

デ
モ
ク
ラ

シ
l

』
〈3
4す
ず
A
M
、

一
九
八
九
年
）
ミ
ヒ

一
一
一
｜
・
て
じ
万
一
円
以
を
わ
世
間
川
。

〈か
し
も
と
な
お
き

・

大
阪
大
学
〉


