
経
済
と
政
治
に
お
け
る
自
由
の
展
生
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（

そ
の
史
的
概
観

高
　
橋

良
　
三

　
現
代
は
、
一
面
に
お
い
て
、
市
民
的
自
申
し
た
が
っ
て
経
済
活
動
の
自
由
を
基
盤
と
し
た
生
活
体
系
す
な
わ
ち
市
民
杜
会
で
あ

る
が
、
他
面
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
自
由
な
経
済
活
動
章
外
側
か
ら
強
力
に
統
制
す
る
国
家
が
超
越
す
る
時
代
で
も
あ
る
。
現
代
国
家

は
外
側
か
ら
天
降
っ
た
専
制
国
家
で
は
な
く
て
、
市
民
杜
会
の
自
己
規
定
と
し
て
の
民
主
制
国
家
の
形
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

形
式
的
合
理
化
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
が
な
さ
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
市
民
杜
会
に
内
在
す
る
矛
盾
は
国
家
権
力
の
顕
現
に
当
っ
て

も
複
雑
な
屈
析
と
色
彩
を
投
彩
し
て
い
る
。
ま
た
国
家
の
治
配
権
力
が
市
民
生
活
、
殊
に
経
済
活
動
に
働
き
か
げ
る
方
向
や
程
度
に

も
極
め
て
多
岐
多
端
な
も
の
が
あ
る
。
市
民
と
国
家
、
個
人
生
活
と
政
治
と
の
問
の
不
断
の
緊
張
関
係
は
決
し
て
解
げ
る
こ
と
な
く
、

今
目
も
な
お
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
惹
い
て
い
る
間
題
で
あ
る
。
「
愛
国
」
や
「
忠
誠
」
が
様
々
な
立
場
や
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い

る
の
も
、
こ
の
緊
張
に
堪
え
ぬ
現
代
人
の
「
苦
悶
の
象
徴
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

　
少
な
く
と
も
資
本
主
義
的
杜
会
体
制
を
持
続
し
っ
っ
あ
る
国
家
群
、
い
わ
ゆ
る
自
由
陣
営
に
あ
る
と
称
す
る
国
民
の
間
に
は
、
神

話
的
と
も
い
え
る
国
家
理
念
が
底
流
し
て
い
る
。
カ
ー
ラ
イ
ル
が
国
家
機
能
に
つ
い
て
述
べ
た
名
句
「
無
政
府
ブ
ラ
ス
警
察
官
」
が

　
　
　
経
済
と
政
治
に
お
け
る
自
由
の
展
生
Ｈ
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
（
一
一
二
〇
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
（
ご
二
一
）

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）

こ
れ
で
あ
る
・
あ
る
い
は
「
夜
警
国
家
，
一
と
い
荒
る
一
ツ
ク
ネ
ー
ム
も
こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
一
て
わ
が
国

で
ク
ロ
ポ
ト
キ
ソ
の
研
究
を
発
表
し
た
こ
と
の
た
め
に
雷
大
学
の
教
壇
を
追
放
さ
れ
た
先
学
は
「
良
帽
子
不
痛
頭
、
良
政
府
不

家
圧
民
」
と
筆
を
染
め
た
・
市
民
的
自
由
と
こ
れ
に
対
す
る
国
家
的
治
配
の
間
題
は
古
く
し
て
か
っ
新
し
い
間
題
で
あ
る
。
宗
教
や

国
が
人
々
の
共
同
生
活
を
外
側
か
ら
規
制
し
た
中
世
的
世
界
が
解
体
し
た
十
七
、
八
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
に
成
立
し
た
市
民
杜
会

を
一
そ
の
内
側
か
ら
支
え
る
理
念
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ス
ミ
ス
（
キ
ｃ
。
邑
け
一
、
）
の
『
国
富
論
』
（
、
オ
。
、
一
一
了

ｏ
｛
麦
ま
豪
“
一
ミ
ｏ
．
）
の
経
済
政
策
を
扱
っ
た
第
四
篇
の
冒
頭
部
に
見
出
す
こ
と
が
で
ぎ
る
。
「
経
済
学
は
、
政
治
家
な
い
し
立
法
者

の
た
め
の
学
問
の
一
部
門
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
っ
の
相
異
な
つ
た
目
的
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
は
、

人
民
に
１
豊
か
な
所
得
あ
る
い
は
衣
食
の
道
を
供
す
る
こ
と
、
よ
り
適
切
に
い
え
ば
、
人
民
を
し
て
彼
等
自
身
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な

所
得
あ
る
い
は
衣
食
を
供
し
得
う
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
国
家
あ
る
い
は
政
治
団
体
に
そ
れ
ら
の
公
共
事
業

に
十
分
な
収
入
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
こ
の
よ
う
に
ス
ー
ス
竃
家
と
舞
と
の
関
係
を
、
極
め
て
卒
直
か
っ
具
体
的
に
経

済
の
側
面
か
ら
規
定
し
て
い
る
・
あ
た
か
も
こ
の
古
典
の
出
版
と
年
を
同
じ
く
し
て
発
布
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
一
独
立
宣
一
一
一
一
目
一
も
ま

た
同
じ
理
念
を
政
治
の
側
面
か
ら
規
定
し
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
次
の
真
理
を
自
明
の
も
の
と
し
て
把
持
す
る
。
す
な
わ
ち
、
す

べ
て
の
人
は
平
等
に
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
人
は
一
定
不
可
譲
の
権
利
を
神
か
ら
賦
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
権
利
と
は

生
命
・
畠
奮
び
隼
福
の
嚢
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
人
民
の
中
に
政
府
を
創
設

す
る
が
・
そ
の
正
当
な
る
権
力
は
被
治
配
者
の
同
意
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一

　
こ
の
様
は
理
念
は
決
し
て
外
側
か
ら
押
し
つ
げ
る
も
の
て
も
な
く
、
天
才
的
田
心
想
家
の
頭
脳
に
天
来
的
に
思
い
洋
ん
だ
と
い
う
わ

け
の
も
の
で
も
な
い
一
す
で
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
市
民
杜
会
的
統
一
を
そ
の
内
側
か
ら
支
レ
”
ん
て
い
る
杜
会
的
通
念
を
、
含
蓄
的



混
屯
情
態
に
知
的
反
省
を
加
え
た
結
果
を
解
明
さ
れ
た
姿
態
に
お
い
て
整
序
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
歴
史
的
テ
ー
ゼ
は
、

ま
さ
に
近
代
杜
会
に
お
げ
る
個
人
的
白
由
経
済
の
体
制
と
民
主
的
政
治
体
制
と
の
思
想
的
基
礎
づ
げ
を
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
前
者
が
経
済
秩
序
を
そ
の
政
府
と
の
関
係
の
範
型
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
後
者
は
政
治
的
な
ら
び
に
経
済
的
生

活
に
対
す
る
権
力
的
治
配
の
限
界
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
共
に
歴
史
上
全
く
新
し
い
政
治
経

済
関
係
の
パ
タ
ー
ソ
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
個
人
的
企
業
体
制
と
民
主
的
政
治
体
制
の
理
念
も
唐
突
に
現
出
し
た
も
の
で

は
な
い
。
こ
れ
ら
は
生
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
に
先
行
す
る
事
態
の
中
に
胎
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
代

の
経
済
活
動
も
治
配
行
動
も
単
に
第
十
八
世
紀
の
個
人
的
自
由
の
理
念
や
自
由
放
任
（
巨
乙
。
己
り
竃
．
雪
轟
）
　
の
政
策
か
ら
引
き
継
が
れ
た

と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
制
度
も
機
能
も
思
想
的
背
景
も
さ
ら
に
先
行
す
る
時
代
に
内
在
す
る
課
題
の
解
決
と
し
て
こ
の
必
然

的
所
産
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
間
題
の
論
理
的
取
扱
い
を
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
そ
う
し
た
作
業
の
た
め
の
準
備
と

し
て
も
、
一
と
ま
ず
、
治
配
機
構
と
経
済
生
活
と
の
変
貌
す
る
関
係
を
歴
史
的
に
概
観
し
、
そ
の
中
に
、
近
代
市
民
杜
会
の
支
配
的

理
念
を
形
成
し
た
政
治
的
・
経
済
的
白
由
の
諸
契
機
を
見
出
す
作
業
に
と
ど
め
た
い
と
思
う
。

二

　
一
　
い
わ
ゆ
る
古
代
国
家
、
た
と
え
ぱ
エ
ジ
プ
ト
や
バ
ビ
ロ
ソ
や
ニ
ネ
ベ
な
ど
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
フ
ァ
ラ
オ
や
プ
ト
レ
ミ
ー

と
呼
ぱ
れ
る
諸
王
が
独
裁
的
治
配
の
座
に
あ
っ
て
、
若
干
の
宗
教
的
禁
忌
に
関
す
る
事
象
を
除
い
て
は
、
一
切
の
機
能
を
集
中
的
に

把
持
し
て
い
た
。
彼
は
そ
の
領
下
の
す
べ
て
の
人
々
を
戟
争
駆
り
立
て
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
同
様
に
、
す
べ
て
の
人
的
物
的
資
源
を

そ
の
経
済
的
欲
望
の
追
求
に
助
貝
す
る
こ
と
も
で
ぎ
た
の
で
あ
る
Ｃ
い
わ
ぱ
経
済
生
活
全
般
に
亘
っ
て
の
集
中
的
統
例
が
行
な
わ
れ

　
　
　
経
済
と
政
治
に
お
け
る
自
由
の
展
生
Ｈ
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
（
三
一
二
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
ご
二
三
）

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
イ
ソ
カ
や
ア
ツ
テ
ク
の
古
帝
国
に
■
あ
っ
て
も
ほ
腹
同
じ
事
情
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
古
代
国
家
で

は
政
治
と
経
済
と
は
分
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
た
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
治
配
権
力
と
経
済
秩

序
と
の
諸
機
能
は
一
人
の
専
制
的
君
主
の
手
に
握
ら
れ
て
巨
大
た
統
一
的
管
理
体
系
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
道
路
も
耕
地

も
市
場
そ
の
他
の
諸
施
設
も
す
ぺ
て
国
家
の
所
有
で
あ
り
、
物
価
も
賃
鉄
も
生
産
や
消
費
生
活
の
未
端
に
至
る
ま
で
、
大
な
り
小
な

り
国
家
の
統
制
下
に
お
か
れ
て
、
い
た
。
し
か
も
こ
う
し
た
独
裁
的
治
配
の
根
祇
に
は
つ
ね
に
宗
教
的
権
威
が
鎮
座
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
例
え
ぱ
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ァ
ラ
オ
が
至
高
の
神
の
地
上
の
代
理
者
で
あ
り
、
そ
の
権
化
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

代
杜
会
に
お
げ
る
強
力
な
政
治
経
済
統
制
は
神
的
権
威
に
拠
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
ギ
リ
ツ
ア
の
白
然
的
諸
条
件
は
古
代
オ
リ
ェ
ソ
ト
の
諸
王
国
と
は
対
照
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
屈
析
の
多
い
、
し
か
も
山
々

で
小
地
域
に
境
さ
れ
て
い
る
半
島
と
、
小
さ
な
多
数
の
島
喚
と
か
ら
成
っ
て
い
る
地
勢
で
は
、
中
央
集
権
的
治
配
体
制
の
成
立
に
は

も
と
も
と
不
適
当
で
あ
っ
た
。
古
代
オ
リ
ニ
ソ
ト
は
大
体
に
お
い
て
乾
燥
地
帯
に
属
し
て
お
り
、
降
雨
量
が
少
な
く
、
し
た
が
っ
て

水
利
は
大
河
川
の
増
水
に
ま
た
な
げ
れ
ぱ
な
ら
ず
、
そ
の
水
に
よ
っ
て
灌
漉
さ
れ
る
領
域
も
比
較
的
平
坦
な
一
地
面
を
な
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
白
然
条
件
の
下
で
の
豊
富
な
農
業
生
産
力
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
水
利
共
同
事
業
が
巨
大
帝
国
の
形
成
に
稜
極
的
条

件
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
見
房
い
遭
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ギ
リ
シ
ア
は
農
業
生
産
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
基
礎
に
そ

れ
を
超
え
て
発
展
し
た
都
市
国
家
の
対
外
通
陥
活
動
に
そ
の
本
命
を
見
出
し
た
杜
会
で
あ
っ
た
、
同
家
に
対
す
る
個
人
の
優
位
性
の

近
代
的
理
念
の
源
泉
は
ま
さ
に
ギ
リ
シ
ア
に
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
古
ヘ
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
個

人
主
義
が
確
立
し
て
い
た
と
い
う
わ
げ
で
は
な
い
。
た
と
え
ぱ
、
あ
る
時
代
の
ア
テ
ナ
イ
の
よ
う
に
民
上
上
義
が
栄
え
た
こ
と
も
あ

る
が
、
概
観
す
れ
ぼ
そ
の
政
治
経
済
活
軸
は
あ
げ
て
権
威
キ
義
的
統
制
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
軍
事
国
家



の
ス
パ
ル
タ
も
ピ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
（
コ
。
。
一
乙
。
け
、
與
け
一
一
己
。
）
の
統
治
下
の
ア
テ
ナ
イ
も
民
衆
は
そ
の
経
済
統
制
を
受
容
し
な
が
ら
、
よ
り
高
度

の
文
明
を
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
に
あ
っ
て
は
、
ギ
リ
ツ
ア
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
白
由
が
個
人
に
も

地
方
に
も
許
容
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
が
、
そ
の
軍
事
的
略
奪
政
策
は
瞬
く
問
に
全
領
域
を
奴
隷
化
し
て
し
ま
っ
た
。
武
力
と

宗
教
的
権
威
に
擁
立
さ
れ
た
皇
帝
の
独
裁
的
権
力
は
領
民
の
営
為
の
一
切
を
促
自
身
に
集
中
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
・

　
ニ
　
ロ
ー
マ
帝
国
の
没
落
に
よ
っ
て
政
治
権
力
そ
の
も
の
が
消
失
し
た
わ
げ
で
は
な
く
、
そ
れ
は
た
だ
所
在
を
変
え
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
帝
国
の
経
済
的
分
解
は
地
方
都
市
問
の
緩
漫
か
つ
貧
弱
な
商
取
引
に
ま
で
衰
弱
し
て
、
そ
れ
も
や
が
て
第
五
世
紀
頃
に
な

る
と
殆
ん
ど
消
減
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は
土
地
も
資
本
設
備
も
そ
の
大
部
分
が
地
方
の
封
建
領
首
の
所
有
に
帰
し
、
大
衆
は
荘

園
十
工
の
所
有
地
を
彼
の
農
。
パ
を
使
用
し
て
桝
作
し
、
彼
の
粉
挽
工
場
や
醸
造
工
場
を
用
役
し
た
。
封
建
的
世
界
に
お
げ
る
隷
進
に
課

せ
ら
れ
た
杵
棺
の
重
さ
は
ロ
ー
マ
時
代
の
奴
隷
の
そ
れ
と
さ
し
て
湿
庭
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
経
済
行
為
の
一
切
は
地
方
領

首
の
軍
事
的
振
済
的
あ
る
い
は
杜
会
的
閑
心
か
ら
出
て
打
算
に
遠
え
る
て
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
流
通
経
済
が
全
く
消
失

し
て
、
人
々
は
た
だ
食
べ
て
着
て
棲
ん
で
領
上
の
利
益
の
た
め
に
働
く
だ
げ
の
存
在
で
し
か
な
い
。
政
治
と
経
済
の
統
一
化
な
ど
と

い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
特
脈
と
義
務
と
隷
雌
と
倣
料
と
が
伽
前
の
強
力
な
政
治
的
経
沽
的
権
力
に
よ
っ
て
堅
く
緕
び
令
わ
さ
れ
た

杜
会
で
あ
っ
た
．
そ
れ
が
第
十
廿
紀
頃
に
な
る
と
、
礼
会
維
済
生
沽
に
新
し
い
殆
莇
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
政
治
的
勢
力
圏
の

一
応
の
安
令
に
よ
る
平
和
的
秩
序
は
や
が
て
通
、
閉
沽
軸
を
復
沽
さ
せ
る
条
件
で
も
あ
る
。
教
会
の
株
威
が
成
長
し
て
い
く
に
伴
っ
て

帖
人
の
対
内
的
対
外
的
活
躍
も
次
塘
に
息
を
吹
さ
か
え
し
て
来
た
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
成
長
を
刺
牧
し
た
も
の
は
ノ
ル
マ
ソ
の
イ

ン
グ
ラ
ソ
ド
征
復
（
一
〇
六
六
午
）
と
十
字
箪
の
壮
拳
（
一
「
几
五
年
）
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
、
こ
れ
ら
の
箏
件
に
よ
っ
て
経
済

　
　
　
縦
済
と
政
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立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）

は
封
建
的
堕
眠
の
夢
を
破
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

封
建
的
割
拠
制
が
解
体
し
て
幾
つ
か
の
王
朝
に
そ
の
権
勢
が
集
中
し
、
経
済
生
活
に
新
し
い
動
柔
見
ら
れ
だ
し
た
中
世
的
世
界

で
は
あ
る
が
・
経
纂
展
の
た
め
の
必
須
条
件
と
も
い
デ
つ
ぺ
さ
経
済
行
為
に
お
げ
る
個
人
的
主
体
的
決
定
の
可
能
佳
存
在
し
難
い

窺
に
あ
一
た
・
人
々
の
経
揺
動
は
中
世
紀
独
特
の
神
学
に
裏
打
ち
さ
れ
た
舞
思
想
を
把
住
す
る
地
域
統
治
機
関
に
よ
つ
て
強

力
な
鰐
を
う
げ
て
い
た
の
で
あ
る
・
人
は
す
ぺ
て
杜
会
の
共
晋
的
の
実
現
に
奉
仕
す
べ
ぎ
も
の
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
目
的
は

雑
然
た
る
個
人
的
行
為
に
よ
一
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
、
目
的
的
に
統
制
さ
れ
た
秩
序
の
下
に
お
い
て
の
み
、
よ
く
現
成
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
中
世
に
ぎ
る
支
配
的
理
念
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で
は
教
会
が
精
神
的
世
界
の
み
な

ら
ず
物
質
的
世
界
に
お
い
て
も
牧
者
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
徴
利
貸
付
の
禁
止
や
公
正
伽
格
の
規
定
を
初
め
と
し
て
、
経
済
活
助
の

広
範
囲
に
亘
一
て
統
制
を
加
え
て
い
た
・
さ
ら
に
、
一
方
で
は
市
政
僅
郁
市
の
通
商
や
財
産
管
砦
規
制
す
る
法
規
を
制
定
し
て

い
た
し
・
商
エ
ギ
ル
ド
は
ギ
ル
ド
で
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
擁
護
し
構
成
員
の
独
占
的
地
位
を
確
保
す
る
た
め
に
細
部
に
亘
つ
て
の
統

制
を
試
み
て
い
た
・
他
方
・
蒋
に
あ
一
て
は
、
荘
果
が
所
有
し
治
配
す
る
土
地
に
百
姓
篇
く
緕
び
っ
げ
ら
れ
て
い
た
。
総
じ

て
中
世
牲
界
に
淳
る
舞
生
淳
団
体
的
蒲
上
義
の
下
短
律
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
さ
る
。
し
か
も
そ
の
統
制
は

概
し
て
完
全
か
百
鴫
で
あ
一
て
偶
謁
な
も
の
は
殆
ん
ど
稀
れ
で
あ
つ
た
。
慣
章
ギ
ル
ド
、
殊
に
教
会
に
よ
つ
て
領
導
さ
れ

た
中
世
の
杜
会
経
沌
塞
は
か
な
り
長
縄
に
亘
一
た
。
し
か
し
や
が
て
経
済
、
政
治
、
宗
教
を
は
じ
め
杜
会
全
般
に
及
ぶ
転
形

期
が
訪
れ
・
ほ
繁
十
五
世
紀
に
至
一
て
中
祐
世
界
は
強
力
亀
竃
奮
よ
つ
て
治
配
さ
れ
る
世
界
一
変
貌
し
て
い
つ
た
の
で

あ
る
●

基
生
産
力
の
緩
讐
上
昇
と
貨
幣
舜
の
隻
は
都
市
の
生
業
の
遼
と
捜
つ
て
、
旧
い
中
世
嬰
定
が
次
警
掘
り
崩



さ
れ
つ
っ
あ
っ
た
。
第
十
四
世
紀
の
中
葉
に
狙
獺
を
極
め
た
黒
死
病
の
惨
禍
こ
そ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
政
治
．
経
済
の
変
容
に
衝
撃
的

外
丙
と
な
っ
た
一
違
の
事
象
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
人
口
の
急
激
な
減
少
は
荘
園
主
の
治
配
力
を
弱
め
、
公
課
の
納
付
や
債
務
の
履
行

を
拒
否
す
る
大
胆
さ
が
農
民
の
問
に
醸
成
さ
れ
た
、
こ
れ
に
対
す
る
土
地
所
有
者
の
搾
取
の
強
化
や
労
働
立
法
の
理
不
尽
な
強
制
は
、

つ
い
に
ー
「
ケ
ソ
ト
の
乞
食
坊
主
」
に
ひ
ぎ
い
ら
れ
た
百
姓
一
挨
に
ま
で
盛
り
上
り
（
二
二
八
一
年
）
、
引
さ
つ
づ
く
幾
多
の
農
民
戦
争

の
端
を
開
い
た
。
農
民
を
土
地
に
緊
縛
し
て
い
た
封
建
的
体
制
は
小
作
制
に
移
行
し
、
自
由
労
働
者
の
賃
銀
の
高
騰
傾
向
も
圧
え
ぎ

れ
な
く
な
っ
て
ぎ
た
。
ベ
ス
ト
禍
は
封
建
的
生
活
様
式
と
旧
、
い
人
問
関
係
に
決
定
的
衝
撃
を
与
え
た
。
そ
れ
は
杜
会
的
転
形
の
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

的
原
因
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
旧
時
代
の
杜
会
的
安
定
を
播
り
動
か
し
、
こ
れ
を
容
易
に
す
る
根
因
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
旧
時
代
の
封
建
的
桂
楮
を
緩
和
す
る
は
た
ら
ぎ
を
し
た
事
象
と
し
て
、
第
十
七
世
紀
に
お
る
げ
宗
教
改
革
（
雰
｛
・
昌
葦
昌
）
運
動

の
昂
揚
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
説
い
た
教
義
は
人
々
の
眼
を
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
向
げ
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
世
俗
的
禁
欲
生
活
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
富
の
蓄
積
は
も
は
や
罪
悪
で
な
く
、
神
の
栄
光
の
た
め
の
仕
事

と
し
て
教
会
か
ら
祝
福
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
富
め
る
者
が
天
国
に
行
く
こ
と
が
騎
駝
が
針
の
穴
を
通
過
す
る
ほ
ど
困
難

な
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
あ
っ
て
は
、
中
世
神
学
の
一
面
性
が
退
げ
ら
れ
て
、
此
岸
に
お

い
て
も
彼
岸
に
お
い
て
も
、
と
も
に
個
人
の
生
活
が
尊
重
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
生
活
に
関
す
る
教
義
の
転
回
が
も
た
ら
し
た

影
響
は
極
め
て
広
範
か
つ
深
刻
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
教
義
に
し
た
が
え
ぱ
、
世
俗
的
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い

る
商
人
や
職
人
や
両
替
人
な
ど
は
低
い
杜
会
的
地
位
が
与
え
ら
れ
、
反
対
に
、
僧
侶
や
托
鉢
僧
や
修
道
尼
な
ど
の
よ
う
に
、
生
産
者

で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
消
費
者
で
は
あ
る
が
、
精
神
的
福
祉
の
た
め
に
奉
仕
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
人
々
こ
そ
高
い
杜
会
的
地
位

に
値
い
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
杜
会
通
念
が
、
消
費
生
活
を
刺
戟
す
る
と
は
い
え
な
い

　
　
　
経
済
と
政
治
に
お
げ
る
自
由
の
展
生
Ｈ
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
（
一
一
二
六
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
三
一
七
）

ま
で
も
、
少
な
く
と
も
富
の
蓄
積
を
抑
制
す
る
は
た
ら
ぎ
を
持
っ
た
こ
と
は
見
安
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
極
度
の
節
検
精
神
が
生
産
活

動
も
萎
徴
さ
せ
た
の
に
反
し
て
、
新
し
い
教
義
の
下
で
は
、
地
上
に
神
の
王
禺
を
創
り
此
岸
に
完
成
と
充
足
を
現
成
す
べ
ぎ
こ
と
を

強
調
し
、
俗
事
に
勉
励
す
る
こ
と
に
高
い
価
値
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
は
当
然
に
経
済
的
発
展
に
寄
与
す
る
も
の

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
職
業
観
の
革
命
的
変
化
に
よ
る
生
産
的
労
働
の
積
極
的
肯
定
が
資
本
の
蓄
積
を
促
進
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ

れ
が
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
以
来
の
伝
統
た
る
清
貧
素
朴
を
理
想
と
す
る
禁
欲
主
義
の
生
活
信
条
と
結
び
つ
い
た
と
ぎ
、
蓄
積
効
果
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

一
段
と
高
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ル
ネ
サ
ソ
ス
（
零
量
ぎ
彗
８
）
運
動
が
も
た
ら
し
た
知
的
文
化
的
成
果
に
つ
い
て
も
見
逸
し
て
は
な
る
ま

い
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
（
キ
之
・
峯
巨
２
ｏ
ぎ
）
が
い
み
じ
く
も
道
破
し
た
よ
う
に
、
紀
元
一
五
〇
〇
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
紀
元
前

二
二
一
年
に
死
ん
だ
ア
ル
キ
メ
デ
ス
（
キ
・
巨
昌
＆
窃
）
よ
り
も
無
知
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
学
間
の
復
興
・
知
識
の
再
発
見
は
、
再
び

人
々
を
白
分
白
身
の
た
め
に
考
え
さ
せ
は
じ
め
、
思
想
の
自
由
の
再
生
は
個
人
的
自
由
や
真
理
の
探
求
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
領
域

に
お
け
る
新
し
い
展
開
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
知
的
精
神
的
側
面
で
の
昂
揚
の
背
景
に
は
、
内
外
の
通
商

活
動
を
鼓
舞
し
た
地
理
的
発
見
に
ま
で
導
い
た
東
洋
貿
場
の
た
め
の
新
路
線
の
開
拓
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ま
い
。
内
外

市
場
の
拡
大
は
商
エ
ギ
ル
ド
に
嵌
め
ら
れ
て
い
た
統
制
の
た
が
を
緩
め
、
個
人
的
活
動
の
機
会
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
い
情
勢
が
順
致

さ
れ
、
ギ
ル
ド
は
解
体
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
右
に
み
た
よ
う
な
幾
つ
か
の
事
象
が
杜
会
経
涼
の
倉
漱
な
変
革
の
英
盤
と
な
っ
て
、
故
治
灼
経
淋
的
白
由
を
擁
立
す
ぺ
き
杜
会
機

構
が
現
成
す
る
か
に
見
え
た
が
、
歴
史
の
止
少
み
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
、
事
実
は
よ
り
一
、
同
度
な
集
権
的
国
家
統
制
の
宇
路

を
通
過
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
し
す
な
わ
ち
、
割
拠
的
地
方
彬
力
か
ら
の
解
放
の
た
め
の
援
助
を
国
民
的



主
権
者
に
求
め
た
こ
と
が
地
方
勢
力
の
弱
体
化
に
よ
っ
て
黙
火
さ
れ
た
国
家
権
力
の
集
中
化
の
火
の
手
を
煽
っ
た
こ
と
、
百
年
戦
争

（
一
三
三
八
－
一
四
五
二
年
）
の
よ
う
な
政
治
的
大
事
件
の
脅
威
が
集
中
的
強
力
な
政
治
権
力
に
よ
る
庇
護
を
待
望
さ
せ
た
こ
と
、
権

力
の
集
中
的
纂
奪
の
た
め
の
政
治
的
策
課
の
青
写
真
を
描
い
た
マ
キ
ア
ベ
リ
（
巨
８
巨
睾
¢
Ｅ
）
の
『
君
主
論
』
（
。
、
弓
訂
～
巨
８
、
一
Ｈ
胃
・
。
．
）

が
王
朝
側
を
教
唆
さ
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
ボ
ー
ダ
ソ
（
－
』
０
２
目
）
の
『
国
家
論
』
（
ま
一
Ｕ
巴
ｐ
零
言
雲
着
ｏ
、
一
Ｈ
零
◎
・
）
が
集
中
的
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

治
権
力
を
正
当
化
す
る
主
権
概
念
を
宗
教
的
権
威
に
お
い
て
通
俗
化
し
た
こ
と
、
な
ど
が
こ
の
宇
路
へ
の
道
を
展
い
た
と
い
グ
よ
う
。

こ
う
し
て
、
宗
教
、
政
治
、
軍
事
、
経
済
一
切
の
諸
契
機
が
一
つ
に
な
っ
て
集
権
的
国
家
へ
形
成
へ
と
時
代
を
領
導
し
、
解
体
し
た

中
世
的
世
界
の
中
に
生
い
立
っ
た
強
権
国
家
す
な
わ
ち
重
商
主
義
国
家
が
約
三
世
紀
問
の
経
済
生
活
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
三
　
第
十
五
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家
は
第
十
八
世
紀
に
至
る
ま
で
繁
栄
を
っ
づ
げ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
強
力
な
国
家
的
統
捌
の
痕
跡
は
箪
十
九
世
紀
に
至
っ
て
も
な
お
見
る
こ
と
が
で
ぎ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
第
二
十
世

紀
の
世
界
に
現
出
し
た
ナ
チ
や
フ
ァ
シ
ス
ト
の
時
代
錯
誤
的
事
象
は
旧
い
重
商
士
上
義
の
再
生
版
と
言
っ
て
い
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

ネ
オ
・
マ
ー
カ
ソ
テ
ィ
リ
ズ
ム
（
ま
ｏ
．
昌
雪
ｏ
彗
…
・
り
昌
）
な
ど
と
い
う
言
葉
さ
え
一
と
時
は
流
行
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
目
ツ

バ
に
お
げ
る
重
商
主
義
諸
国
家
の
展
開
は
、
同
じ
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
大
体
に
お
い
て
は
ほ
ぽ
相
似
の
発
展
過
程
を
辿
っ
た
。

国
家
利
益
は
個
人
的
利
益
に
優
位
す
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
と
す
る
信
条
の
も
と
に
、
旧
来
の
地
域
的
経
済
統
糊
は
細
部
に
亘
っ
て
ま
で

完
全
に
集
権
的
統
糊
に
取
っ
て
代
ら
れ
た
。
　
こ
の
時
代
思
想
を
有
力
に
代
弁
し
た
も
の
は
か
の
ホ
ッ
ブ
ス
（
掌
§
鶉
Ｈ
Ｈ
Ｏ
事
鶉
）
の

主
著
『
リ
バ
イ
ア
サ
ソ
」
（
。
、
巨
三
き
一
彗
、
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
彼
は
人
類
の
白
然
状
態
を
万
人
の
万
人
に
対
す
る

　
　
　
経
済
と
政
治
に
お
け
る
白
由
の
展
生
Ｈ
（
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
（
ご
二
八
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
（
ゴ
ニ
九
）

闘
争
の
姿
に
お
い
て
見
・
こ
う
し
た
不
安
と
不
信
の
情
態
か
ら
脱
却
す
る
道
は
、
人
々
が
そ
の
自
然
権
を
放
棄
し
て
こ
れ
を
絶
対
的

主
権
に
代
理
せ
し
め
る
ほ
か
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
当
時
と
し
て
も
無
条
件
無
低
抗
に
容
げ
入
れ
ら
れ
た

わ
げ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
杜
会
を
超
え
る
国
家
権
力
の
限
り
な
い
優
越
を
導
ぎ
出
す
の
に
拠
り
処
を
与
え

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
国
内
に
あ
っ
て
そ
の
集
中
的
権
力
を
護
持
し
、
国
際
杜
会
に
あ
っ
て
そ
の
国
威
を
発
揚
す
る
た
め
に
は
強
大
な
軍
事
力
が
必
要
と

さ
れ
た
し
・
そ
の
軍
事
力
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
大
量
の
貴
金
属
を
自
ら
の
手
に
１
納
め
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
因
民
国

家
の
国
内
経
済
に
対
す
る
統
制
と
貴
金
属
獲
得
の
た
め
の
対
外
政
策
領
土
拡
張
へ
の
急
傾
斜
が
起
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ

ち
・
可
及
的
急
速
か
っ
大
量
に
貴
金
属
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
貿
房
尻
を
黒
字
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
は
輸
出

を
促
出
し
・
輸
入
を
抑
制
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
重
商
主
義
的
貿
易
統
制
は
決
し
て
単
に
対
外
通
商
政
策
の
み
に

止
ま
り
得
る
も
の
で
な
く
・
国
内
の
個
人
的
経
済
活
動
に
ま
で
打
ち
返
え
し
を
伴
な
わ
な
、
い
わ
げ
に
は
い
か
な
か
つ
た
。
政
府
は
新

産
業
を
歓
奨
し
・
生
産
も
配
分
も
自
己
の
統
制
下
に
お
い
た
。
例
え
ば
、
毛
織
物
の
生
産
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
英
国
で
は
、
六
才

以
上
の
国
民
は
何
人
も
目
曜
休
目
に
は
英
国
製
の
毛
織
帽
子
を
着
用
す
ぺ
き
こ
と
を
法
律
で
制
定
し
た
（
一
五
七
一
年
）
し
、
労
働
条

件
を
厳
格
に
規
定
し
た
労
働
法
（
○
・
雪
巨
ｏ
ｏ
｛
害
肩
ｇ
ま
窃
・
旨
箪
）
は
爾
来
二
百
五
十
年
間
も
存
続
し
た
の
で
あ
る
。
、
し
た
経

済
統
制
は
、
労
働
時
問
や
労
賃
や
生
産
最
な
ど
、
職
業
選
択
か
ら
あ
ら
ゆ
る
産
業
や
労
働
条
件
に
ま
で
及
ん
で
実
行
さ
れ
、
い
か
な

る
経
済
活
動
も
中
央
政
府
の
統
制
の
網
目
を
逸
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
農
業
、
工
業
、
金
融
業
は
も
と
よ
り
、
労
働
も
消
費

生
活
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら
を
細
部
に
亘
っ
て
の
担
制
す
る
こ
と
が
政
府
の
任
務
と
見
政
さ
れ
、
そ
の
経
済
統
制
は
国
家
の
強
大
化

　
　
そ
れ
は
因
庫
に
収
蔵
す
る
財
宝
の
嵩
に
象
徴
さ
れ
た
　
　
を
図
る
観
点
か
ら
国
民
緑
午
附
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
ま
で
湊
透
し
た
の
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つ

で
あ
る
、
重
商
主
義
は
ま
さ
に
国
家
作
り
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
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冒
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身
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庁
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手
９
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デ
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四
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声
箏
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彗
け
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０
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参
看
さ
れ
る
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目
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ｑ
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箏
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た
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が
参
看
さ
れ
る
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書
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内
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量
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９
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つ
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く
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庁
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つ
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９
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向
．
勺
．
・
ぎ
壱
撃
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董
こ
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司

　
本
稿
に
閑
し
て
は
、

的
取
扱
い
に
お
い
て
、

拙
著
「
杜
会
思
想
史
研
究
」

全
両
的
に
参
看
さ
れ
る
。

特
に
、
そ
の
第
一

一
那
第
一
二
比
阜
「
正
義
の
柵
一

い手
と
し
て
の
国
家
と
杜
会
Ｌ
が
、

そ
の
思
相
心
吏

経
済
と
政
治
に
お
げ
る
自
由
の
展
生
Ｈ
（
高
橋
）

（
一
一
二
一
〇
）




