
《
論
　
　
説
》平

和
の
政
治
学
と
し
て
の
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』

杉　
　

田　
　

孝　
　

夫

一
、
は
じ
め
に

フ
ィ
ヒ
テ
没
後
す
で
に
二
百
年
の
時
間
が
経
過
し
た
。
そ
の
間
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
と
り
わ
け
法
・
政
治
・
社
会
哲
学
関
係
の
テ
ク
ス

ト
に
対
す
る
解
釈
の
ほ
と
ん
ど
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
治
的
社
会
的
課
題
と
の
対
話
の
産
物
で
あ
っ
た
。

そ
の
つ
ど
フ
ィ
ヒ
テ
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
を
綴
れ
ば
、
一
つ
の
ド
イ
ツ
近
代
思
想
史
を
編
む
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
よ

い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
二
十
世
紀
ド
イ
ツ
の
光
と
影
が
は
っ
き
り
と
投
影
さ
れ
て
い
る
。

『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』（
一
八
○
○
年
）
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
的
投
影
か
ら
な
る
文
脈
を
い
く
つ
も
ま
と
っ
て
い
る
書
物
の
一
つ
で

あ
る
。
哲
学
者
の
非
現
実
的
な
観
念
論
と
い
う
批
判
か
ら
始
ま
り
、
自
給
自
足
的
な
ス
パ
ル
タ
モ
デ
ル
、
社
会
主
義
モ
デ
ル
、
全
体
主

義
モ
デ
ル
と
い
っ
た
解
釈
図
式
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
刊
行
直
後
の
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
批
評
は
、
国
民
経
済
に
関
す
る
無
知

の
書
、
非
現
実
的
な
観
念
論
哲
学
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
に
対
す
る
こ
う
し
た
印
象
は
今
日
に
至
る

ま
で
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
刊
行
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
世
紀
後
の
一
九
○
○
年
に
、
社
会
主
義
と
の
関
連
か
ら
フ
ィ

（
1
）

（
2
）
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ヒ
テ
を
解
釈
す
る
ハ
ン
ス
・
リ
ン
ダ
ウ
や
マ
リ
ン
ネ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
が
登
場
す
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
没
後
百
年
と
第
一
次
世
界
大

戦
勃
発
の
年
に
あ
た
る
一
九
一
四
年
以
後
は
、
特
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
連
か
ら
の
解
釈
が
主
流
に
な
る
。
そ
の
後
、
ナ
チ
ズ
ム

の
崩
壊
と
と
も
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
全
体
主
義
批
判
の
な
か
で
こ
の
書
物
は
ナ
チ
ズ
ム
と
社
会
主
義
と
い
う
二
つ
の
全
体
主
義

の
ル
ー
ツ
と
し
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。

た
し
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と
い
う
問
題
は
、
読
者
が
置
か
れ
た
世
界
の
諸
条
件
と
そ
の

な
か
で
条
件
づ
け
ら
れ
た
読
者
の
問
題
意
識
か
ら
読
む
こ
と
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
可
能
な
限
り
そ
れ
を
相
対
化
し

て
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
的
個
体
性
を
読
み
取
る
の
が
思
想
史
家
の
任
務
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
を
フ
ィ
ヒ
テ
の

著
作
群
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
検
討
は
、
い
ま
だ
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

戦
後
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
史
に
お
い
て
は
、『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
と
と
も
に
、
扱
い
に
く
い
書
物
と
し
て
、
棚
上
げ
さ
れ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
近
年
解
釈
の
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
ド
イ
ツ
初
期
自
由
主
義
の
思
想
文
脈
に
も
か
な
ず
し
も
う

ま
く
収
ま
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
研
究
者
の
問
題
設
定
そ
れ
自
体
が
あ
る
種
の
制
約
か
ら
免
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

研
究
者
が
生
き
る
時
代
の
問
題
状
況
や
思
想
的
布
置
が
研
究
者
の
思
考
に
及
ぼ
す
制
約
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
読

解
す
る
主
体
が
自
ら
を
相
対
化
し
、
分
析
対
象
と
な
る
テ
ク
ス
ト
を
相
対
化
す
る
た
め
に
も
、
既
存
の
解
釈
図
式
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ

て
、『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
そ
れ
自
体
を
読
解
す
る
こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
の
意
図
に
即
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的

思
索
の
過
程
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
理
解
可
能
な
も
の
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
に
答
え
る
試

み
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
論
理
と
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
条
件
づ
け
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す

る
。
そ
の
際
、
本
稿
で
は
、（
一
）
主
権
国
家
の
国
内
に
お
け
る
自
己
完
結
的
な
一
元
的
法
体
系
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
「
閉
鎖

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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商
業
国
家
」
と
い
う
性
格
、（
二
）
国
内
秩
序
の
構
成
原
理
を
、
人
間
の
根
源
的
権
利
と
し
て
の
「
生
き
る
権
利
」
と
国
民
の
か
か
る

権
利
と
福
利
を
保
証
す
る
た
め
の
政
府
の
統
制
機
能
と
い
う
関
係
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
、
こ
の
点
に
お
い
て
「
純
粋
法
学
」（『
自
然
法

論
』）
に
対
す
る
「
政
治
学
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』、（
三
）
カ
ン
ト
の
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
論
評
に
始
ま

る
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
平
和
」
構
築
の
た
め
の
処
方
箋
と
し
て
の
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』、
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
、
解
釈
学
的
試
論
を

試
み
る
。

二
、「
国
法
学
」
と
「
政
治
学
」
あ
る
い
は
「
法
論
の
付
録
と
し
て
の
閉
鎖
商
業
国
家
論
」

フ
ィ
ヒ
テ
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
『
自
然
法
論
』
と
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
と
の
連
続
性
あ
る
い

は
連
関
性
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
と
い
う
表
題
に
「
法
論
の
付
録
と
し
て
か
つ
将
来
刊
行
さ
れ
る
政
治
学
の
試
論
と
し
て
の
哲
学

的
構
想
」
と
い
う
副
題
を
付
し
て
い
る
。「
法
論
の
付
録
」
と
は
一
七
九
六
年
お
よ
び
九
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
知
識
学
の
原
理
に
よ

る
自
然
法
の
基
礎
』
第
一
部
・
第
二
部
の
こ
と
で
あ
る
。「
付
録
」
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
、『
自
然
法
論
』
と
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』

と
が
あ
る
種
の
連
続
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
連
続
性
は
「
表
題
の
準
備
的
説
明
」
に
お
い
て
明
確
に
つ

ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
同
じ
法
律
と
同
じ
最
高
強
制
権
力
の
も
と
に
あ
る
一
つ
の
閉
じ
た
人
間
集
団
が
法
律
上
の
国
家
を
形
成
す
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
人
間
集
団
は
、
お
互
い
の
間
で
お
互
い
の
た
め
に
、
相
互
的
な
商
業
と
工
業
と
だ
け
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
じ
立
法
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と
強
制
権
力
と
に
服
属
し
な
い
人
は
、
そ
の
取
引
へ
の
関
与
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
そ
の

集
団
は
、
閉
じ
た
法
律
上
の
国
家
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
、
商
業
国
家
を
、
し
か
も
閉
鎖
商
業
国
家
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
。」

（I,7.38

）。

こ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
共
通
の
一
元
的
な
国
内
法
体
系
と
そ
の
強
制
権
力
を
共
有
す
る
人
的
法
共
同
体
の
装
置
と
し
て

の
国
家
は
、
そ
こ
で
営
ま
れ
る
営
業
の
自
由
も
そ
の
法
体
系
に
拘
束
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
「
閉
鎖
商
業
国
家
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
主
権
国
家
の
論
理
の
説
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
主
権
国
家
と
し
て
の
国
民
国
家
に
お
け
る
商
業
ほ
か
諸
産
業
の

営
業
の
自
由
の
現
実
を
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
か
な
ら
ず
国
法
に
よ
る
規
定
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
自
由
は
共
通
の
法
の

も
と
で
の
み
成
立
す
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
緒
論
」
で
、「
理
性
国
家
」
と
「
現
実
国
家
」
と
の
対
比
、
そ
し
て
そ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
「
政

治
学
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
を
「
政
治
学
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

「
純
粋
国
法
（das reine Staatsrecht
）」
は
人
間
を
前
提
と
す
る
が
、
抽
象
的
に
人
間
を
前
提
に
し
、「
理
性
国
家
（der 

V
ernunftstaat

） 

」
を
成
立
さ
せ
る
。「
現
実
国
家
（der w

irkliche Staat

）」
は
、「
所
与
の
国
家
（der gegebene Staat

）」
で

あ
り
、
徐
々
に
「
理
性
国
家
」
に
近
づ
く
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
は
な
し
え
ず
、
理
性
国
家
を
徐
々
に
創
設
す
る
こ
と
に
従
事
し
て

い
る
（I,7.51

）。
ち
ょ
う
ど
カ
ン
ト
の
い
う
「
現
象
的
（
フ
ェ
ノ
メ
ナ
ル
な
）」
世
界
と
「
本
体
的
（
ヌ
メ
ー
ナ
ル
な
）」
世
界
と
の
関

係
と
類
似
の
関
係
と
し
て
「
現
実
国
家
」
と
「
理
性
国
家
」
と
の
関
係
を
捉
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
純
粋
国
法
」
で
は
正
し
い
こ
と
と
は
何
か
が
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
正
し
い
国
家
と
し
て
の
「
理
性
国
家
」
が
導
き
だ
さ
れ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
『
自
然
法
論
』
の
課
題
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
議
論
が
絞
ら
れ
る
。
し
か
し
「
現
実
国
家
」
の
も
と
で
は
、「
理
性
国
家
」
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の
も
と
で
の
よ
う
に
、「
何
が
適
法
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
所
与
の
条
件
の
も
と
で
、
適
法
な
も

の
が
い
か
に
実
現
可
能
な
の
か
」
と
い
う
政
策
論
的
な
検
討
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
「
現
実
国
家
」
の
「
統
治
の
学
問

（Regierungsw
issenschaft

）」
が
「
政
治
学
（Politik

）」
で
あ
り
、「
政
治
学
」
は
「
所
与
の
国
家
」
と
「
理
性
国
家
」
と
の
中

間
に
位
置
す
る
学
問
で
あ
り
、「
政
治
学
」
は
「
所
与
の
国
家
と
理
性
国
家
に
変
換
す
る
切
れ
目
の
な
い
直
線
を
描
き
、
つ
い
に
は
純

粋
国
法
と
な
っ
て
終
わ
る
」。
す
な
わ
ち
「
政
治
学
」
は
、
現
実
の
世
界
に
あ
っ
て
「
理
性
国
家
」
と
い
う
「
完
全
国
家
」
を
め
ざ
し
て
、

所
与
の
諸
条
件
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
諸
条
件
に
立
ち
つ
つ
、
技
芸
を
つ
く
し
て
、
善
き
統
治
を
遂
行
す
る
た
め
の
学

知
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
人
間
が
関
与
す
べ
き
善
き
も
の
は
こ
と
ご
と
く
、
人
間
み
ず
か
ら
の
技
芸
（K

unst

）
に
よ
り
学
問
（W

issenschaft

）
に

基
づ
い
て
、
も
た
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
人
間
の
使
命
（Bestim

m
ung

）
で
あ
る
。
自
然
が
あ
ら
か
じ
め
人
間

に
与
え
て
い
る
も
の
は
、
技
芸
を
適
用
す
る
可
能
性
以
外
に
は
な
に
も
な
い
。
他
の
こ
と
が
ら
に
お
け
る
と
同
様
に
統
治

（Regierung

）に
お
い
て
も
ま
た
、ひ
と
は
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
を
こ
と
ご
と
く
概
念
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
予
期
し
う
る
こ
と
が
ら
は
こ
れ
を
望
ま
し
く
達
成
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
希
望
し
つ
つ
、
そ
れ
を
盲
目
的
な
偶
然
に
委
ね

る
こ
と
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（I,7.51

）。

「
純
粋
国
法
」
と
「
政
治
学
」
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
『
自
然
法
論
』
と
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』

と
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
の
「
献
辞
」
を
、
イ
ェ
ー
ナ
を
追
わ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
ベ
ル
リ
ン
へ
の
受
け
入
れ
に
助
力
し
た
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プ
ロ
イ
セ
ン
の
枢
密
国
務
大
臣
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ト
ル
ー
エ
ン
ゼ
ー
に
宛
て
て
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
こ
の
「
政
治
学
」
に
つ

い
て
、「
純
粋
国
法
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
べ
き
一
般
的
な
規
範
の
い
っ
そ
う
立
ち
入
っ
た
規
定
」
は
「
政
治
学
」
と
称
す
る
学
問
に

お
い
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
政
治
学
」
と
い
う
学
問
も
「
純
粋
な
国
法
学
と
同
様
に
、
真
正
な
る
思
弁
的
哲
学
者
の
任

務
」
で
あ
り
、「
実
践
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
か
り
そ
め
に
も
学
問
で
あ
る
か
ぎ
り
、
現
実
の
国
家
そ
の
も
の
に
限
定
し
て
の
み
語
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、「
一
般
政
治
学
」
と
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
個
別
の
具
体
的
な
国
家
か
ら
出
発
す
る
の
で

は
な
く
、「
提
示
さ
れ
る
時
代
に
お
け
る
大
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
和
国
の
す
べ
て
の
諸
国
家
に
共
通
の
情
勢
」
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
で
提
出
さ
れ
る
問
題
が
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
共
和
国
）
の
す
べ
て

の
国
々
に
共
通
の
問
題
と
し
て
抽
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
が
読
者
と
し
て
期
待
し
想
定
す
る
の
は
、
た
ん
な
る
経
験
に
し
か
基
づ
か
な
い
「
実
際
政
治
家
（die ausübende 

Politiker

）」
で
は
な
く
、「
思
弁
的
政
治
家
（die spekulative Politiker

）」
で
あ
る
。「
思
弁
的
政
治
家
」
は
、
秩
序
と
透
徹
と
明

確
性
へ
の
認
識
を
も
っ
て
、
一
般
的
規
範
の
レ
ベ
ル
で
、
思
考
し
判
断
す
る
の
に
対
し
て
、「
実
際
政
治
家
」
は
、
概
念
や
推
算
を
信

頼
せ
ず
、
た
だ
直
接
的
な
経
験
に
お
け
る
保
証
だ
け
に
信
を
置
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
対
比
は
カ
ン
ト
の
『
理
論
と
実
践
』
や
『
永
遠

平
和
の
た
め
に
』
に
お
け
る
道
徳
原
理
と
政
治
の
緊
張
関
係
を
引
き
継
い
で
い
る
。

三
、『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
の
構
成

当
時
ド
イ
ツ
の
言
論
界
で
は
、
一
方
で
家
父
長
主
義
的
な
幸
福
主
義
的
国
家
観
と
他
方
で
そ
こ
で
は
人
間
の
自
律
性
と
自
由
を
損
な

う
と
し
て
国
家
の
役
割
を
各
人
の
人
格
的
権
利
と
財
産
の
保
護
以
外
に
は
国
家
は
関
与
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
二
つ
の
見
方
が
あ
っ
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た
。前
者
は
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
な
ど
ベ
ル
リ
ン
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
に
代
表
さ
れ
、後
者
は
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
、ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
の
『
国
家
活
動
の
限
界
』
は
後
者
の
立
場
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
後
者
の
人
間
の
自
由
と
い
う
観

点
か
ら
後
者
の
立
場
を
容
認
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
国
家
の
義
務
と
権
利
と
を
あ
ま
り
に
狭
く
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、「
国
家
の

使
命
は
、
各
人
に
お
の
お
の
の
も
の
を
は
じ
め
て
与
え
、
各
人
に
は
じ
め
て
所
有
さ
せ
、
し
か
る
の
ち
は
じ
め
て
各
人
の
こ
の
状
態
の

保
護
を
な
す
こ
と
に
あ
る
」（I,7.53

）
と
捉
え
る
。
人
間
が
相
互
に
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
相
互
の
契
約
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
保
証
す
る
の
は
国
家
の
み
で
あ
り
、
国
家
の
法
体
系
と
い
う
閉
鎖
さ
れ
た
全
体
の
う
ち
に
共
通
に
人
間
が
統
合
さ
れ

た
と
き
だ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
活
動
の
目
的
は
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
目
的
で
あ
り
、
こ
の
権
利
は
万
人
に
平
等
に
開
か

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
あ
る
ゆ
る
人
は
平
等
に
生
き
る
権
利
を
有
し
て
い
る
（I,7.55

）。
国
家
は
理
性
と
い
う
技
術
を
用
い
て
、

各
人
を
助
け
、
徐
々
に
で
も
、
各
人
が
各
人
の
も
の
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
各
人
に
各
人

の
も
の
を
与
え
る
の
が
国
家
の
使
命
で
あ
る
」（I,7.56
）。
国
民
は
、
そ
の
職
業
身
分
に
よ
っ
て
、
快
適
に
生
き
る
う
え
で
必
要
と
す

る
も
の
は
異
な
る
が
、
お
の
お
の
の
特
定
の
業
務
の
た
め
に
必
要
と
す
る
力
と
幸
福
と
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
と
い
う
意
味
で
、
す
べ

て
の
人
び
と
が
釣
り
合
い
の
と
れ
た
か
た
ち
で
快
適
に
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
が
至
当
で
あ
る
と
さ
れ
る
（I,7.67

）。　

こ
れ
が
国
家
の
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
理
性
国
家
に
お
い
て
交
易
上
な
に
が
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
か
」
が
探
求
さ

れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
、
人
間
の
自
由
の
基
礎
は
「
行
為
に
対
す
る
排
他
的
権
利
」
が
根
本
で
あ
り
、「
物
件
に
対
す
る
排
他

的
権
利
」
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

「
自
由
な
活
動
は
、
諸
力
が
抗
争
す
る
在
処
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
な
活
動
は
、
抗
争
者
た
ち
が
折
り
合
い
を
つ
け
契

（
6
）

81

平和の政治学としての『閉鎖商業国家論』（杉田）

― ―



約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
真
の
対
象
で
あ
る
が
、
物
件
は
け
っ
し
て
こ
う
し
た
契
約
の
対
象
で
は
な
い
。
自
由
な
行
為
の
対
象

に
対
す
る
所
有
は
、
自
由
な
行
為
に
対
す
る
排
他
的
な
権
利
か
ら
は
じ
め
て
生
ま
れ
、
導
き
だ
さ
れ
る
」（I,7.54-55

）。

し
た
が
っ
て
、「
自
由
な
行
為
の
領
域
は
、
万
人
と
万
人
と
の
あ
い
だ
の
契
約
に
よ
っ
て
、
個
々
人
に
分
配
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
分
割
に
よ
っ
て
、
所
有
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
」（I,7.55

）。
フ
ィ
ヒ
テ
は
財
産
権
を
物
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
に
関
す

る
排
他
的
権
利
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
所
有
権
は
、
物
に
対
し
て
の
所
有
で
は
な
く
、
行
為
に
対
す
る
所
有
権
で
あ
る
と

こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
る
。
土
地
に
対
す
る
所
有
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
出
エ
ジ
プ
ト
記
（
19
－
5
）
の
「
大
地
は
主
の
も
の
で
あ
る
」

を
引
い
て
、「
人
間
の
も
の
は
、
こ
の
大
地
を
目
的
に
か
な
っ
た
か
た
ち
で
耕
し
利
用
す
る
能
力
だ
け
で
あ
る
」（I,7.86

）
と
論
じ
る
。

あ
ら
ゆ
る
所
有
権
の
根
拠
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
留
保
さ
れ
て
い
る
一
定
の
自
由
な
活
動
か
ら
他
の
人
を
排
除
す
る
権
利
の
う
ち
に

設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
対
象
の
排
他
的
占
有
の
う
ち
に
は
け
っ
し
て
設
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
配
分
が
正
義
の
法Rechtsgesetz

に
適
う
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
活
動
の
目
的
が
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
目
的
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が
同
等
の
権
利
を
主
張

す
る
も
の
だ
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
分
配
な
い
し
分
割
に
あ
っ
て
す
べ
て
の

人
が
存
立
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
分
割
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（I,7.55

）
と
い
う
原
則
を
提
示
す
る
。

こ
れ
は
二
十
世
紀
に
な
っ
て
普
遍
化
す
る
生
存
権
あ
る
い
は
社
会
権
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
権
利
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の

人
権
の
構
成
要
素
に
は
な
い
権
利
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
理
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原

理
を
超
え
て
い
る
点
は
こ
こ
に
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
所
有
契
約
が
物
件
に
対
す
る
権
利
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
等
し
く
個
々
人

す
べ
て
の
権
利
の
根
源
と
し
て
、
生
き
る
権
利
と
し
て
の
活
動
の
自
由
す
な
わ
ち
「
行
為
に
対
す
る
排
他
的
な
権
利
」
が
根
本
に
置
か
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れ
て
い
る
こ
と
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
個
性
だ
と
い
え
る
。

知
識
学
は
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
を
認
識
論
的
に
自
由
の
主
体
と
し
て
の
自
我
と
そ
れ
を
対
象
化
す
る
非
我
と
の
交
互
作
用
を
哲
学
的

に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。一
七
九
○
年
代
の
自
然
法
論
や
道
徳
論
が
い
ず
れ
も「
知
識
学
の
原
理
に
基
づ
く
」と
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
が
言
っ

て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
修
辞
で
は
な
い
。
自
然
法
論
の
付
録
で
あ
る
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
の
論
理
の
根
本
原
理
も
や
は
り
こ
の
点

か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
の
職
業
身
分
構
成
論
も
こ
の
原
則
の
公
共
の
交
易
へ
の
普
遍
的
適
用
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

「
閉
鎖
商
業
国
家
」
の
基
本
構
成
要
素
は
、
農
林
漁
業
生
産
物
を
生
産
す
る
「
生
産
者
身
分
（der Stand der Producenten

）」、

加
工
を
業
と
す
る
「
製
造
業
者
身
分
（der Stand der K

ünstler

）」、
生
産
物
と
工
場
製
品
と
を
交
換
媒
介
す
る
こ
と
を
業
務
と
す

る
「
商
人
身
分
（der Stand der K
aufleute

）」
の
三
身
分
か
ら
な
る
。
さ
ら
に
政
府
の
構
成
員
、
教
育
身
分
、
防
衛
身
分
は
、
基

本
構
成
要
素
の
構
成
員
の
た
め
に
の
み
公
共
的
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
公
共
の
官
吏
（Ö

ffentliche Beam
te

）」
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

生
産
者
身
分
は
農
民
の
ほ
か
に
菜
園
業
者
、
果
樹
園
業
者
、
園
芸
業
者
、
畜
産
業
者
、
漁
師
な
ど
に
分
類
さ
れ
る
（I,7.59

）。
こ
れ

ら
の
身
分
は
、
ほ
か
の
だ
れ
か
ら
も
邪
魔
さ
れ
ず
に
独
自
の
洞
察
と
評
価
に
し
た
が
っ
て
契
約
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
区
画
の
土
地
で

果
実
を
獲
得
す
る
権
利
と
正
義
と
い
う
点
に
所
有
の
実
質
が
あ
る
。

同
様
に
工
作
者
の
排
他
的
権
利
も
専
門
職
業
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
い
て
、
配
分
さ
れ
る
。
商
取
引
を
す
る
資
格
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
契
約
は
、
国
家
の
言
明
す
る
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
政
府
は
こ
う
し
た
契
約
が
正
し
く
履
行
さ
れ
る
べ
く
監

視
す
る
。

し
か
し
総
生
産
量
が
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。す
べ
て
の
基
礎
に
は
農
業
生
産
量
が
す
べ
て
の
基
礎
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
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「
自
然
が
よ
り
温
和
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
の
う
ち
で
も
第
一
の
も
の
で
あ
る
農
業
の
技
術
が
進
展
を
か
ち
と
っ
て
は
じ
め
て
、

他
の
技
術
も
向
上
し
促
進
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
農
業
生
産
量
の
拡
大
に
応
じ
て
他
の
分
野
の
生
産
量
も
拡
大
し
、

交
換
の
量
と
多
様
性
が
そ
れ
に
従
い
、
人
び
と
の
快
適
な
生
活
の
保
障
に
資
す
る
よ
う
に
公
平
に
配
分
さ
れ
る
よ
う
に
管
理
さ
れ
る
と

い
う
理
解
で
あ
る
。
各
身
分
の
人
数
は
そ
う
し
た
条
件
を
み
た
す
べ
く
算
定
さ
れ
、
管
理
さ
れ
、
人
員
が
余
れ
ば
、
余
剰
分
は
他
の
部

門
に
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
現
代
の
資
本
主
義
に
お
け
る
労
働
市
場
に
お
け
る
可
変
的
な
労
働
力
の
需
要
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
の
調
整
と
ど
れ
ほ

ど
違
う
だ
ろ
う
か
。
現
代
社
会
で
も
市
場
に
任
せ
て
お
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
政
府
は
労
働
力
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
が
適
正
に
な
る

よ
う
に
常
に
そ
の
動
向
を
監
視
し
、
デ
ー
タ
を
と
り
、
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
閉
鎖
さ
れ
た
国
家
の
内
部
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
の

維
持
確
保
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
点
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
張
の
独
特
な
点
で
あ
る
。
統
制
や
計
画
は
、
社
会
主
義
国
家
だ
け
で
な
く
、

二
十
世
紀
の
国
民
国
家
に
と
っ
て
は
、
状
況
に
応
じ
て
程
度
の
差
は
あ
れ
、
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
法
で
あ
っ
た
し
、
と

り
わ
け
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
以
降
は
お
お
む
ね
国
内
の
生
産
と
分
配
・
消
費
あ
る
い
は
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
つ
ね
に
意
識
し
て
き

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、フ
ィ
ヒ
テ
の
議
論
は
そ
れ
ほ
ど
奇
異
な
話
で
は
な
い
。「
閉
鎖
」の
意
味
を
あ
ま
り
狭
く
と
ら
え
る
と
読
み
誤
る
。

む
し
ろ
理
念
型
と
捉
え
た
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
三
身
分
と
公
務
員
の
構
成
は
国
民
国
家
形
成
期
か
ら
現
代
に
い
た

る
ま
で
、
ど
の
国
で
も
普
遍
的
な
構
成
で
あ
る
。
し
か
も
一
八
○
○
年
こ
ろ
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
す
で
に
産
業
革
命
の
第
一
段
階
を
経
験

し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
よ
う
や
く
産
業
革
命
の
緒
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
は
産
業
革
命
は
ま
だ
二
十
年
先
の
こ
と
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
旧
身
分
制
の
構
造
が
な
お
生
き
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
点
で
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
で
も
程
度
の
差

で
し
か
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

依
然
と
し
て
旧
来
か
ら
の
枠
組
み
の
な
か
で
農
業
を
基
礎
に
、
鉱
工
業
と
商
業
あ
る
い
は
交
易
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
お
い
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て
問
題
な
の
は
国
内
に
お
け
る
封
建
的
な
旧
身
分
制
秩
序
の
も
と
で
の
自
由
の
な
さ
、
身
分
的
格
差
、
そ
し
て
奢
侈
と
貧
困
で
あ
っ
た
。

フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
こ
に
現
実
の
国
家
の
編
成
と
あ
り
方
の
不
正
を
見
い
だ
し
、
そ
の
不
正
を
是
正
す
る
た
め
に
、
国
民
国
家
と
い
う
共
通

の
法
の
も
と
で
の
万
人
の
自
由
と
生
存
と
快
適
さ
を
保
証
す
る
条
件
を
ひ
と
つ
の
理
念
型
と
し
て
求
め
た
の
で
あ
る
。「
閉
鎖
」
と
い

う
表
現
は
国
民
国
家
の
編
成
を
概
念
的
に
単
純
化
し
て
と
ら
え
る
た
め
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

工
作
者
と
い
う
工
業
身
分
は
、
品
質
の
良
さ
と
必
要
と
さ
れ
る
量
を
供
給
す
べ
く
、
制
作
し
、
政
府
は
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
て
こ

の
保
証
の
義
務
を
負
う
。
ま
ず
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
は
す
べ
て
の
人
に
必
要
な
も
の
の
制
作
あ
る
い
は
加
工
で
あ
り
、
必
需
品
へ
の

配
慮
が
第
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
要
不
急
な
も
の
は
、
不
可
欠
な
も
の
の
、
あ
る
い
は
不
要
不
急
と
す
る
の
が
困
難
な
も
の
の

後
回
し
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（I,7.60

）。
こ
れ
が
正
義
で
あ
り
、「
あ
る
人
が
不
要
不
急
な
も
の
の
代
価
を
支
払
う
こ
と
が
で
き

る
の
に
、
そ
の
同
胞
市
民
（M

itbürger
）
の
誰
か
が
必
要
最
低
限
の
も
の
を
現
前
に
見
い
だ
さ
ず
、
あ
る
い
は
そ
の
代
価
を
支
払
う

こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
不
正
で
あ
る
」（I,7.61

）。

ど
れ
だ
け
制
作
し
、
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
は
、
必
要
と
し
て
い
る
人
に
必
要
と
す
る
分
が
正
し
く
配
分
さ
れ
る
に
は
ど
れ
だ
け

の
量
が
必
要
か
の
計
算
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。
ま
た
工
場
製
品
を
可
能
な
限
り
完
璧
な
か
た
ち
で
供
給
す
る
た
め
に
、
国
家
は
あ

る
労
働
部
門
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
ど
の
人
に
対
し
て
も
、
技
術
に
精
通
す
る
者
に
よ
っ
て
資
格
試
験
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（I,7.62

）。
国
家
に
よ
る
技
能
資
格
試
験
制
度
が
職
人
の
技
術
水
準
を
上
げ
、
か
つ
製
品
の
品
質
保
証
の
前
提
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。商

人
の
数
は
、
国
民
の
も
と
で
流
通
の
う
ち
に
あ
る
商
品
の
量
に
し
た
が
っ
て
、
か
つ
技
術
の
状
態
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
政
府
は
流
通
に
携
わ
る
商
人
の
数
の
算
定
を
し
、
つ
ね
に
過
不
足
な
く
一
定
数
を
確
保
す
る
よ
う
に
努
め
る
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責
任
を
も
つ
（I,7.63

）。

こ
う
し
て
国
内
の
必
要
は
過
不
足
な
く
す
べ
て
の
人
に
必
要
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
て
の
生
産
品
、加
工
品
の
生
産
量
、

品
質
、
各
部
門
の
労
働
従
事
者
の
数
、
技
能
水
準
が
政
府
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
の
貧
困
を
な
く
し
、
奢

侈
を
抑
制
し
、
万
人
が
人
間
ら
し
く
快
適
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
考
え
る
。

「
人
間
は
、
不
安
な
く
楽
し
く
喜
び
な
が
ら
労
働
す
べ
き
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
精
神
と
目
を
上
げ
て
天
を
見
つ
め
、
天
を
仰

い
で
教
養
形
成
す
る
時
間
を
残
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
」
こ
れ
は
「
人
間
の
権
利
」
で
あ
る
（I,7.72

）。

同
時
代
に
お
い
て
も
国
民
の
富
、
国
民
の
繁
栄
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
話
題
に
な
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
れ
に
対
し
て
国
民
の
繁
栄

と
は
「
内
的
な
本
質
的
な
繁
栄
の
実
質
」
は
、「
困
難
が
最
小
限
で
あ
っ
て
持
続
す
る
労
働
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
人
間
的
な
享
受
を

調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
少
数
の
個
人
の
繁
栄
な
の
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ

て
、
少
数
の
個
人
の
繁
栄
は
、
国
民
が
極
度
に
病
ん
で
い
る
こ
と
の
真
の
印
で
あ
り
根
拠
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
（I,7.71-72

）。

正
義
を
目
的
に
す
る
者
は
、
そ
の
目
的
に
達
す
る
唯
一
の
手
段
を
持
つ
、
国
民
（V

olk

）
は
な
ん
ぴ
と
も
、
み
ず
か
ら
の
安

寧
（W
ohlstand

）
を
手
に
入
れ
る
権
利
を
欲
し
、
な
ん
ぴ
と
も
こ
の
こ
と
を
欲
す
る
権
利
を
も
つ
。
そ
し
て
国
民
の
す
べ
て
の

権
利
が
獲
得
さ
れ
維
持
さ
れ
る
た
め
に
仕
立
て
ら
れ
た
装
置
で
あ
る
政
府
は
、
そ
れ
が
実
現
す
べ
く
遂
行
す
る
こ
と
を
自
ら
の
義

務
と
す
る
の
で
あ
る
（I,7.72

）。
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政
府
の
目
的
が
国
民
の
人
間
と
し
て
の
権
利
の
擁
護
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
た
政
府
が
任
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
員
は
、
法
律
を
運
用
し
公
共
の
秩
序
を
維
持
す
る
官
吏
、
公
共

の
教
授
活
動
に
排
他
的
に
従
事
す
る
教
授
・
教
師
、
そ
し
て
内
外
の
敵
が
行
う
暴
力
活
動
に
対
し
て
国
民
を
守
る
た
め
に
武
器
を
用
い

る
訓
練
を
し
て
つ
ね
に
準
備
が
で
き
て
い
る
警
察
・
軍
隊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
「
公
共
の
官
吏
」
と
呼
ば
れ
、
業
務
の
本
性

に
従
っ
て
よ
く
生
き
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
農
工
商
の
職
業
身
分
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
身
分
に
代
わ
っ
て
公
共
の
利
益
に
努
め
る
ゆ

え
に
、
か
れ
ら
の
生
存
に
必
要
な
生
産
物
と
工
場
製
品
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
理
性
的
で
よ
く
秩
序
の
と
れ
た
国
家
に
お
い
て
政

府
が
求
め
る
べ
き
目
的
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
を
、
政
府
が
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
が

（I,7.74

）、
そ
れ
は
政
府
が
自
己
目
的
化
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
七
九
四
年
の
『
学
者
の
使
命
』
の
な
か
で
フ
ィ
ヒ

テ
は
「
国
家
は
社
会
の
完
成
の
た
め
に
存
在
し
、
国
家
が
そ
の
必
要
が
な
く
な
る
よ
う
な
社
会
に
す
る
た
め
に
存
在
す
る
」
と
言
っ
た

が
、『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
に
お
け
る
国
家
と
政
府
の
存
在
理
由
も
、
一
七
九
四
年
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
え
る
。

生
産
と
交
換
・
分
配
の
均
衡
に
配
慮
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
閉
鎖
商
業
国
家
」
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
し
か
に
閉
じ
た
構
造
に

な
っ
て
は
い
る
が
単
純
再
生
産
の
「
停
滞
す
る
社
会
」
で
は
な
い
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
「
循
環
す
る
貨
幣
の
総
和
は
、
公
共
の
交
易
の
う
ち
に
あ
る
商
品
の
総
和
を
表
現
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
単

純
再
生
産
的
な
商
取
引
の
よ
う
に
見
え
る
彼
の
構
想
に
対
す
る
「
商
取
引
は
そ
れ
自
身
で
価
値
と
法
則
を
形
成
す
る
」
と
い
う
反
論
を

想
定
し
て
、「
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
す
べ
て
は
、
国
民
の
内
部
の
富
に
属
し
て
お
り
、
国
民
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
、
け
っ
し
て
ほ
か
の
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
」（I,7.79

）
と
そ
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。
そ
の
根

拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。奢
侈
に
よ
る
国
内
の
富
の
外
国
へ
の
流
出
と
国
内
の
格
差
と
貧
困
の
拡
大
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
が
国
内
の
み
な
ら
ず
、
不
足
を
補
い
か
つ
余
剰
を
求
め
国
際
的
な
植
民
地
争
奪
戦
の
原
因
と
な
り
、
は
て
は
国
際
的
な
格
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差
と
貧
富
の
差
の
拡
大
を
促
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
戦
争
の
原
因

と
な
る
不
正
義
だ
か
ら
で
あ
る
。
民
間
レ
ベ
ル
で
他
国
の
市
民
と
の
国
際
交
易
が
禁
じ
ら
れ
る
の
は
こ
れ
が
理
由
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
閉
鎖
商
業
国
家
の
市
民
（Bürger

）
は
、
同
じ
国
家
の
市
民
と
だ
け
交
易
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
け
っ
し
て
他
の

人
間
と
交
易
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
国
家
の
す
べ
て
の
市
民
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
万
事
に
わ
た
り
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
相
手
に
対
し
て
代
価
を
支
払
う
こ
と
の
で
き
る
だ
け
の
貨
幣
を
新
た
に
稼
ぎ
だ
す
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」（I,7.79

）。

す
な
わ
ち
国
家
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
人
は
間
接
的
に
せ
よ
直
接
的
に
せ
よ
税
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
集
め
た
税
は
、
国

家
が
管
理
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
貨
幣
が
成
立
す
る
。
国
家
が
集
め
た
富
で
あ
る
税
が
貨
幣
の
実
効
性
の
裏
付
け
に
な
る
。
そ

の
限
り
で
貨
幣
は
「
も
っ
と
も
役
に
た
た
な
い
材
料
で
製
造
」
さ
れ
て
も
問
題
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
貨
幣
が
国
内
で
し
か
流

通
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
政
府
に
よ
っ
て
つ
ね
に
生
産
・
流
通
・
分
配
・
消
費
の
均
衡
が
取
れ
る
よ
う
に
調
整
管
理
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
権
利
で
あ
る
国
民
生
活
の
安
寧
と
福
利
が
得
ら
れ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
調
和
と
均
衡
が
と
れ
た
か
た
ち

で
国
内
が
繁
栄
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
国
民
全
体
が
漸
進
的
に
進
歩
を
続
け
れ
ば
、
国
民
全
体
の
安
寧
と
福
利
は
よ
り
高
い
繁
栄
へ
と
変

わ
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
見
方
で
あ
る
。
国
内
で
調
達
で
き
な
い
有
益
か
つ
必
要
な
も
の
は
、
国
家
が
対
外
貿
易
に
よ
っ

て
調
達
し
必
要
な
と
こ
ろ
に
供
給
す
る
の
だ
か
ら
と
い
う
。
内
外
の
交
易
を
政
府
が
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
の
需
要
と
供
給

を
満
た
し
、
無
用
な
富
の
流
出
を
避
け
、
自
足
を
め
ざ
す
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

四
、「
カ
ン
ト
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」
論
評
」
と
の
関
係

世
界
貨
幣
（W

eltgeld

）
の
廃
止
と
国
内
貨
幣
（Landesgeld

）
の
制
定
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
独
創
的
提
案
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ヒ
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テ
自
身
「
必
要
に
迫
ら
れ
な
い
よ
う
な
ど
の
国
家
も
こ
の
提
案
を
好
ん
で
採
用
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
必
要
に
迫
ら
れ
て

採
用
す
る
よ
う
な
国
家
は
約
束
さ
れ
た
利
益
を
こ
の
方
策
か
ら
得
る
こ
と
は
な
く
、
提
案
を
決
議
す
る
こ
と
も
実
行
す
る
こ
と
も
な
い

だ
ろ
う
」（I,7.43
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
の
説
明
が
興
味
深
い
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
貿
易
に
お
い
て
他
の
諸
大
陸
に
対
し
て
巨
大
な
利
益
を
得
て
お
り
、
他
の
諸
大
陸
の
諸
力
や
生
産
物
を
自
己

の
諸
力
と
生
産
物
と
の
十
分
な
等
価
物
な
し
に
お
び
た
だ
し
く
獲
得
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
た
と
え
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
と
の
関
係
に
お
い
て
不
利
益
な
貿
易
収
支
の
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
の
大
陸
か
ら
共
に
搾
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
若

干
の
利
益
を
引
き
出
し
、
収
支
を
改
善
し
、
さ
ら
に
巨
大
な
利
益
を
得
た
い
と
い
う
希
望
を
捨
て
な
い
で
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

ど
の
国
も
、
こ
の
大
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
事
会
社
か
ら
脱
退
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
す
べ
て
の
こ
と
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。」（I,7.44

）。

だ
か
ら
、
現
状
で
は
ど
の
国
も
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
し
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

他
の
大
陸
と
の
関
係
は
、
法
と
正
義
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
持
続
す
る
は
ず
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
と
に
も
か
く
に

も
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
判
断
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
他
の
大
陸
諸
国
に
対
す
る
植
民
地
的
支

配
や
奴
隷
貿
易
が
不
正
義
で
あ
り
、
ど
の
国
も
自
ら
こ
の
不
正
義
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
は
し
な
い
と
い
う
告
発
に
終
わ
っ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
と
ば
は
重
要
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
海
外
交
易
や
植
民
地
交
易
の
不
当
性
の
認
識
は
何
に
由
来
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
カ
ン
ト
の
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
の
書
評
論
文
を
一
七
九
六
年
一
月
に
『
ド
イ
ツ
学
識
者
協
会
哲
学
雑
誌
』
第
四
巻
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第
一
号
に
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
―
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
哲
学
的
考
察
―
」
と
題
し
て
発
表
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
交
易
が
諸
国

民
の
間
の
友
好
的
な
関
係
を
助
長
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

商
業
精
神
は
、
戦
争
と
は
両
立
で
き
な
い
が
、
お
そ
か
れ
は
や
か
れ
あ
ら
ゆ
る
民
族
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
商

業
精
神
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
権
力
の
下
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
力
（
手
段
）
の
な
か
で
、
金
力
こ
そ
は
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
力
で

あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
で
諸
国
家
は
、
自
分
自
身
が
（
も
と
よ
り
道
徳
性
の
動
機
に
よ
る
の
で
は
な
い
が
）
高
貴
な
平
和
を
促
進
す

る
よ
う
に
強
い
ら
れ
、
ま
た
世
界
の
ど
こ
で
で
も
戦
争
が
勃
発
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
き
は
、
あ
た
か
も
そ
の
た
め
に
恒
久
的
な
連

合
が
結
ば
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
調
停
に
よ
っ
て
戦
争
を
防
止
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
（A

 

V
III 368

）。

し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
す
れ
ば
、そ
れ
が
か
え
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
間
の
関
係
の
不
法
と
不
正
義
を
生
み
出
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
に
戦
争
の
種
を
撒
い
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
構
想
を
実
現
す
る
に
は
こ
の
点
を
是
正
す
る
た
め
の
国
内
秩
序
構
想
が

必
要
と
な
る
し
、
一
国
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
同
様
の
新
し
い
国
内
秩
序
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
つ
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
現
実
の
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
を
「
ひ
と
ま
と
ま
り
の
大
商
業
国
家
（ein einiger grossser 

H
andelstaat

）
と
見
立
て
て
問
題
点
を
論
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
奉
す
る
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
諸
民
族
（V

ölker

）」
を
「
一
つ

の
国
民
（Eine N

ation

）」
と
捉
え
て
考
察
す
る
。
こ
れ
は
古
代
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
相
互
の
敵
対
的
関
係
と
同
じ
ゲ
ル
マ
ン
の
習
俗

に
根
ざ
す
根
源
的
な
共
属
性
の
上
に
ロ
ー
マ
の
属
州
化
と
キ
リ
ス
ト
教
化
に
よ
っ
て
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
共
通
の
枠
組
み
と
概
念
で
捉

え
ら
れ
る
共
通
性
に
立
つ
「
新
し
い
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
対
比
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
統
一
的

（
7
）

（
8
）
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な
枠
組
の
な
か
で
中
世
以
来
形
成
さ
れ
た
商
取
引
シ
ス
テ
ム
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
時
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
と
い
う
見
立
て
で
あ
る
。
中
世

か
ら
近
代
に
い
た
る
ま
で
そ
こ
で
の
「
金
銀
が
共
通
の
交
換
手
段
と
し
て
」
つ
ま
り
「
世
界
通
貨
」
と
し
て
通
用
し
、
こ
の
「
大
商
業

国
家
」
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
循
環
し
て
き
た
。

政
治
秩
序
と
い
う
点
で
は
本
来
あ
る
べ
き
共
通
の
統
治
者
す
ら
存
在
せ
ず
、
無
政
府
状
態
に
あ
っ
た
が
、
産
業
も
技
術
も
（
一
八
世

紀
と
比
較
し
て
）
そ
れ
ほ
ど
進
歩
し
て
い
な
か
っ
た
こ
ろ
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
懸
念
す
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
態
で
は
、

商
取
引
は
、
徹
底
的
に
自
由
で
あ
り
、
計
算
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。「
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、

一
つ
の
全
体
で
あ
っ
た
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
商
取
引
は
、
た
が
い
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」（I,7.95

）。

「
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
が
、
ほ
か
の
大
陸
の
な
か
で
つ
け
加
わ
っ
た
植
民
地
や
商
取
引
地
と
一
体
と
な
っ
て
、
い
つ
で
も

一
つ
の
全
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
あ
ら
ゆ
る
部
分
と
商
取
引
す
る
こ
と
は
、
根
源
的
に
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
自
由
で
あ
り
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
し
か
し
反
対
に
「
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
政

府
の
も
と
に
立
つ
い
く
つ
か
の
国
家
（Staatsganz
）
へ
と
分
離
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
分
離
さ
れ
て
徹
底
的
に
閉
鎖
さ
れ
た
い
く

つ
か
の
商
業
国
家
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
つ
ま
り
「
政
治
的
無
政
府
性
が
し
だ
い
に
廃
棄
さ
れ
る
な
ら
ば
同
様
に
商
取
引
の

無
政
府
性
も
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
ば
「
国
家
が
そ
の
立
法
と
裁
判
権
に
お
い
て
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、

同
様
に
国
家
は
商
業
国
家
と
し
て
も
閉
鎖
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
複
数
の
国
の
市
民
が
直
接
的
に
交
易
を
す
る
こ

と
を
容
認
し
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
仕
組
み
は
す
べ
て
、
そ
れ
ら
の
市
民
を
「
一
つ
の
国
家
の
市
民
」
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
な
の
で

あ
り
、
そ
の
考
え
方
は
す
で
に
廃
棄
さ
れ
た
過
去
の
国
制
の
残
滓
で
し
か
な
い
と
説
く
。

そ
う
い
う
な
か
で
富
あ
る
い
は
福
利
の
か
た
よ
っ
た
あ
り
方
が
生
ま
れ
、
競
争
が
さ
ら
に
そ
れ
を
激
化
し
、
相
互
の
信
頼
関
係
を
壊

し
、
戦
争
状
態
を
生
み
出
す
。
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「
商
取
引
す
る
世
間
に
お
い
て
万
人
の
万
人
に
対
す
る
終
わ
り
な
き
戦
争
が
買
い
手
と
売
り
手
と
の
あ
い
だ
の
戦
争
と
し
て
発

生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
世
界
が
人
で
あ
ふ
れ
、
あ
ら
た
に
加
わ
る
顧
客
獲
得
に
よ
っ
て
商
業
国
家
が
拡
大
し
、
生
産
と

技
術
が
向
上
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
流
通
に
入
る
商
品
が
量
的
に
増
大
し
て
多
様
化
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
す
べ
て
の
人
の
欲

求
が
増
大
し
て
多
様
化
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
戦
争
は
い
っ
そ
う
は
げ
し
く
い
っ
そ
う
不
正
に
な
り
、
そ
の
結
末

は
、
い
っ
そ
う
危
険
な
も
の
に
な
る
」（I,7.98

）。

な
ぜ
な
ら
諸
国
民
が
単
純
な
生
活
の
仕
方
を
し
て
い
る
と
き
に
は
大
き
な
不
正
や
抑
圧
も
な
く
進
ん
で
い
た
こ
と
が
、
欲
求
が
高
ま

る
と
は
な
は
だ
し
い
不
正
に
変
貌
し
、
非
常
に
悲
惨
な
こ
と
の
源
泉
に
変
貌
す
る
か
ら
で
あ
る
。
買
い
手
は
、
売
り
手
が
商
品
を
流
通

さ
せ
る
の
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
し
、
買
い
手
は
、
商
取
引
の
自
由
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
買
い
手
は
、
製
造
業
者
と

商
人
の
激
し
い
競
争
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

売
り
手
は
在
庫
を
押
さ
え
た
り
、
商
品
の
品
質
を
落
と
し
た
り
す
る
。
市
場
に
は
必
需
品
が
欠
乏
し
は
じ
め
る
。
そ
の
結
果
、
物
価

は
高
騰
し
、
労
働
者
は
貧
困
化
し
、
勤
勉
な
家
族
は
、
欠
乏
と
悲
惨
の
う
ち
で
零
落
し
た
り
、
そ
の
よ
う
な
不
正
な
状
態
か
ら
逃
れ
よ

う
と
移
住
し
た
り
す
る
。
人
間
は
、
徹
底
的
に
自
由
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
最
後
に
は
互
い
に
滅
ぼ
し
合
う
こ
と
に
な
る
（I,7.99

）。

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
一
側
面
を
言
っ
て
い
る
と
も
と
れ
る
。

「
政
府
に
た
い
す
る
憎
し
み
が
臣
民
の
心
の
な
か
に
生
じ
、
こ
う
し
た
憎
し
み
か
ら
政
府
に
対
す
る
戦
争
が
生
ず
る
が
、
こ
の

戦
争
は
、
策
略
に
よ
っ
て
、
ま
た
最
終
的
に
は
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
く
公
然
た
る
暴
力
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
（I,7.110

）。
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フ
ィ
ヒ
テ
の
一
七
九
○
年
代
の
法
・
政
治
・
社
会
哲
学
に
関
す
る
公
刊
さ
れ
た
作
品
は
、
一
七
九
三
年
匿
名
で
発
表
さ
れ
た
『
フ
ラ

ン
ス
革
命
に
関
す
る
公
衆
の
判
断
を
是
正
す
る
た
め
の
寄
与
』『
い
ま
ま
で
自
由
を
抑
圧
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
侯
か
ら
の
思
想

の
自
由
の
返
還
要
求
』
と
一
七
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
知
識
学
の
原
理
に
よ
る
自
然
法
の
基
礎
』
第
一
部
、
九
七
年
刊
行
の
同
第
二

部
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
社
会
論
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
人
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
」
と

カ
ン
ト
の
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」
が
決
定
的
な
支
柱
と
な
っ
て
お
り
、
カ
ン
ト
の
平
和
論
の
方
向
性
を
支
持
し
そ
れ
に
基
づ
い
て
い

る
も
の
の
、
交
易
に
関
し
て
は
鋭
く
対
立
す
る
点
を
残
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
諸
国
民
の
交
易
が
、
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

促
し
、
友
好
善
隣
の
関
係
が
生
ま
れ
、
そ
れ
だ
け
無
用
な
戦
争
は
起
こ
り
に
く
く
な
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
交
易
が
戦

争
と
格
差
の
拡
大
を
促
し
、
弱
い
国
は
貧
困
状
態
に
お
い
や
ら
れ
る
と
考
え
る
。
カ
ン
ト
は
、
共
和
主
義
的
な
諸
国
家
連
合
を
つ
く
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
国
も
共
和
制
の
国
制
に
な
る
よ
う
促
さ
れ
て
い
き
、
し
だ
い
に
す
べ
て
の
国
が
共
和
制
に
な
り
、
国

際
平
和
へ
向
か
っ
て
い
く
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
ど
の
国
家
も
閉
鎖
商
業
国
家
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
足

的
か
つ
自
立
的
な
国
家
と
な
り
、
戦
争
の
要
因
は
縮
減
し
て
い
く
と
考
え
た
。

フ
ィ
ヒ
テ
自
身
は
、
こ
の
書
物
を
脱
稿
後
、
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
作
品
の
中
で
も
っ
と
も
完
成
度
の
高
い
著
作
だ
と
自
負
し
て
い
た

が
、
同
時
代
の
読
者
の
反
応
は
む
し
ろ
逆
で
あ
り
、
非
現
実
的
な
哲
学
的
構
想
で
し
か
な
い
と
い
う
評
価
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
た
し

か
に
、
古
典
的
自
由
主
義
経
済
の
観
点
に
立
て
ば
、
反
時
代
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
の
意
図
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
同
時
代
の
奢
侈
と
貧
困
は
、
国
内
的
に
は
旧
身
分
制
秩
序
か
ら
生
ま
れ
、
国

際
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
植
民
地
化
と
奴
隷
貿
易
を
含
む
植
民
地
貿
易
と
い
う
収
奪
に
よ
り
生
ま
れ
て
い

る
こ
と
の
不
法
と
不
正
義
を
糾
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
戦
争
の
原
因
は
欲
望
の
競
争
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
相
互
の
不
信
で
あ
る
。
奢
侈

と
無
用
な
競
争
を
廃
し
、
す
べ
て
の
人
間
の
自
由
と
生
存
の
た
め
の
過
不
足
の
な
い
自
己
充
足
を
確
保
す
る
た
め
の
秩
序
を
つ
く
り
、

（
9
）
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互
恵
的
な
国
際
関
係
が
つ
く
ら
れ
れ
ば
、
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
い
く
た
め
の
政
治
経
済
社
会
を
ど
の
よ

う
に
構
成
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
七
八
九
年
の
「
人
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
」
が
す
で
に
原
理
を
提
供
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

こ
れ
を
基
礎
に
主
権
国
家
に
お
い
て
国
法
の
自
己
完
結
性
に
相
応
す
る
自
己
完
結
的
な
政
治
経
済
体
制
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
つ
く
ら
れ

れ
ば
、
そ
し
て
国
家
間
で
不
足
の
部
分
と
過
剰
な
部
分
の
相
互
交
換
を
行
え
ば
、
無
用
な
争
い
は
避
け
ら
れ
、
平
和
に
む
か
っ
て
進
路

を
と
り
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
の
指
針
を
与
え
る
の
が
政
治
学
と
し
て
の
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
で
あ
る
。

こ
れ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
構
想
の
意
図
で
あ
っ
た
。

五
、
む　

す　

び

『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
で
描
か
れ
て
い
る
国
家
は
、
一
つ
の
完
全
国
家
モ
デ
ル
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る

の
は
、
人
間
の
根
源
的
権
利
を
基
礎
に
、
主
権
国
家
の
国
内
秩
序
を
構
成
す
る
構
成
的
論
理
と
、
主
権
国
家
が
相
互
に
侵
略
や
収
奪
を

せ
ず
に
相
互
の
自
足
と
自
立
を
前
提
に
相
互
補
完
的
な
交
易
と
交
流
に
よ
っ
て
平
和
の
国
際
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
構
図
で
あ

る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
閉
鎖
商
業
国
家
」
は
、
そ
の
よ
う
な
永
遠
平
和
の
た
め
の
条
件
と
し
て
の
国
内
秩
序
構
成
の
理
念
型
で
あ
っ
た
と

理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
閉
鎖
商
業
国
家
」
は
、
現
実
の
国
家
が
め
ざ
す
べ
き
正
の
側
面
を
提
示
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
現
実
の
国
家
の
内
部
と

外
部
の
負
の
側
面
に
対
す
る
批
判
の
書
で
あ
る
こ
と
に
重
心
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
な
に
よ

り
も
現
実
の
問
題
状
況
に
対
す
る
理
念
的
批
判
で
あ
り
、
理
想
状
態
を
め
ざ
す
方
法
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
批
判
的
著
作
で
あ
り
、
た

ん
な
る
観
念
論
的
夢
想
で
は
な
い
。
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同
時
代
の
歴
史
過
程
を
考
え
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
と
現
実
に
お
け
る
破
綻
を
見
つ
つ
、
理
念
を
現
実
の
破
綻
か
ら
救
出
し
、

理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
構
想
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
と
い
う
文
脈
と
カ
ン
ト
の
永
遠
平
和
の
実
現
の
た
め

の
進
路
と
い
う
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
ひ
と
つ
に
な
っ
て
『
自
然
法
論
』
と
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
を
支
え
て
い
る
こ
と
が
見
え

て
く
る
。

た
し
か
に
「
閉
鎖
性
」
と
政
府
に
よ
る
「
統
制
性
」
に
目
を
向
け
れ
ば
、「
閉
鎖
商
業
国
家
」
は
、
二
十
世
紀
の
二
つ
の
全
体
主
義

国
家
モ
デ
ル
や
社
会
主
義
国
家
モ
デ
ル
と
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
の
批
判
の
対
象
は
、
無
秩
序
な
自
由
貿
易
や
商

業
資
本
主
義
が
生
み
出
し
た
国
内
の
格
差
と
貧
困
そ
し
て
国
際
的
な
収
奪
と
格
差
、
そ
の
果
て
の
戦
争
で
あ
っ
た
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
思
索
の
過
程
の
な
か
に
テ
ク
ス
ト
を
置
い
て
読
め
ば
、
テ
ク
ス
ト
と
テ
ク
ス
ト
を
つ
な
ぐ
独
自
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。ま
ず
は
こ
の
方
法
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
個
体
性
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。本
稿
は
そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る『
閉

鎖
商
業
国
家
論
』
再
読
で
あ
っ
た
。
そ
の
個
体
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
に
向
か
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
性
と
そ
れ
を
超
え
た

ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
て
く
る
。
そ
れ
は
政
治
学
的
に
は
近
代
主
権
国
家
と
し
て
の
国
民
国
家
あ
る

い
は
の
ち
の
福
祉
国
家
の
理
論
的
枠
組
と
同
質
の
も
の
を
『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
に
読
み
取
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
ナ
チ
ス
国
家
も
社
会
主
義
国
家
も
、
近
代
主
権
国
家
と
し
て
の
国
民
国
家
の
な
か
か
ら
そ
の
対
抗
と
し
て
生
ま
れ
て
き

た
が
ゆ
え
に
、
冷
戦
構
造
の
も
と
で
、『
閉
鎖
商
業
国
家
論
』
は
、
自
由
民
主
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
全
体
主
義
国
家
の
同
類
と
さ
れ
、

か
つ
そ
の
ル
ー
ツ
と
し
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
自
由
民
主
主
義
す
ら
も
、
国
民
国
家
内
部
の
格
差
と
貧
困
の
問
題
を
フ
ィ
ヒ
テ
的
社
会
権
に
依
拠
し
て
福
祉
国
家
（
社
会

国
家
）
を
め
ざ
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
、
国
際
的
に
は
南
北
問
題
の
解
決
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
国
際
的
協
調
体
制
の
構
築
を
め
ざ

し
、
国
際
的
な
調
整
と
管
理
の
体
制
の
構
築
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
し
て
言
え
ば
、
E
U
の
構
想
は
、
相
対
的
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に
弱
小
国
家
と
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
国
家
間
競
争
と
対
立
の
止
揚
の
た
め
に
、
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
の
原
理
を
根
底
に
据
え
つ

つ
、
カ
ン
ト
的
な
連
邦
国
家
的
組
織
を
編
成
し
た
と
言
え
る
と
と
も
に
、
域
内
で
の
政
治
的
社
会
的
諸
価
値
と
諸
基
準
の
共
有
の
た
め

に
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
国
際
的
統
制
シ
ス
テ
ム
の
創
出
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
両
側
面
は
、
一
見
対
立
す
る

よ
う
で
い
て
、
じ
つ
は
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１
）　

初
版
版
はD

er geschlossene H
andelsstaat, Eine philosophischer Entw

urf als A
nhang zur Rechtslehre und Probe einer 

künftig zu liefernden Politik,T
übingen, Cotta,1800

で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
底
本
と
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集（J.G.Fichte 

Gesam
tausgabe der Bayerischen A

kadem
ie der W

isssenschaften I,7

）
所
収
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
、
引
用
頁
注
の
数
字
は
全
集
版
に

従
う
。
邦
語
訳
に
出
口
勇
蔵
訳
『
封
鎖
商
業
国
家
論
』（
世
界
古
典
文
庫
、 

日
本
評
論
社
、
一
九
四
九
年
）
と
『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
第
一
六
巻
閉
鎖
商

業
国
家
・
国
家
論
講
義
』（
晢
書
房
、
二
○
一
三
年
）
所
収
の
神
山
伸
弘
訳
「
閉
鎖
商
業
国
家
」
が
あ
る
。
訳
文
は
基
本
的
に
は
邦
訳
全
集
版
に

負
う
て
い
る
が
、
出
口
訳
も
参
照
し
、
筆
者
の
解
釈
を
加
え
た
の
で
、
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

（
２
）　

ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
原
田
哲
史
訳
）「
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
「
封
鎖
商
業
国
家
」
と
題
さ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
構
想
に
つ
い
て
」（
上
）（
下
）

『
四
日
市
大
学
論
集
』
第
二
巻
第
一
号
、
一
九
八
九
年
、
一
四
七
－
一
五
六
頁
、
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
九
〇
年
、
二
三
一
－
二
四
一
頁
所
収
、

及
び
原
田
哲
史『
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
研
究
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二
〇
〇
二
年
）「
第
一
章　

若
き
ミ
ュ
ラ
ー
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
ス
ミ
ス
賛
美
」

（
二
五
－
五
四
頁
）
参
照
。
同
時
代
の
他
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
神
山
伸
弘
「『
閉
鎖
商
業
国
家
』
解
説
」『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集　
第
一
六
巻　
閉
鎖
商

業
国
家
・
国
家
論
講
義
』（
哲
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
。

（
３
）　H

ans Lindau, Johann Gottlieb Fichte und der neuere Sozialism
us, Berlin,Fontane,1900. 

M
arianne W

eber, Fichteʼ s Sozilism
us und sein V

erhältnis zur M
arxʼs chen D

oktrin, T
übingen, J.C.B.M

ohr,1900.

（
４
）　

ポ
パ
ー
や
タ
ル
モ
ン
に
代
表
さ
れ
る
全
体
主
義
批
判
が
そ
の
後
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
ド
イ
ツ
国
民
に

告
ぐ
』
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
な
か
っ
た
か
」『
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
』
第
一
七
号
（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
参
照
。

（
５
）　

フ
ィ
ヒ
テ
の
法
政
治
論
関
係
の
テ
ク
ス
ト
の
相
互
関
係
に
関
す
る
筆
者
の
理
解
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
長
澤
邦
彦
・
入
江
幸
男
編
著
『
フ
ィ
ヒ

テ
知
識
学
の
全
容
』（
晃
洋
書
房
、
二
○
一
四
年
）
二
○
七
－
二
一
八
頁
所
収
の
拙
稿
「
後
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
社
会
哲
学
一
八
○
○
―
一
八
一
四
年
」
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を
参
照
。

（
６
）　

さ
し
あ
た
り
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
C
・
バ
イ
ザ
ー
（
杉
田
孝
夫
訳
）『
啓
蒙
・
革
命
・
ロ
マ
ン
主
義　

近
代
ド
イ
ツ
政
治
思
想
の
起
源　

1790

－

1800
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
○
一
○
年
）
第
一
章
「
一
七
九
○
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
自
由
主
義
」
参
照
。

（
７
）　

邦
訳
は
、杉
田
孝
夫
・
渡
部
壮
一
訳「
永
遠
平
和
の
た
め
に
―
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
哲
学
的
論
考
」『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集　
第
六
巻　
自
然
法
論
』

（
哲
書
房
、
一
九
九
五
年
）
四
五
五
－
四
六
九
頁
所
収
。

（
８
）　

訳
文
は
、
宇
都
宮
芳
明
訳
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
五
年
）
七
四
頁
。
引
用
表
記
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
に
基

づ
く
。

（
９
）　Fichtes W

erke, herausgegeben von Im
m

anuel H
erm

ann Fichte, III, Zur Rechts-und Sittenlehre 1. V
orrede des 

H
erausgebers. X

X
X

V
III. W

alter de Gruyter, Berlin. 1971.
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