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本
書
は
、「
公
教
育
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
苫
野
一
徳
さ
ん
と
の
共
著
第
２
弾
で
す
。

　
「
公
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
何
か
、
国
や
市
区
町
村
な
ど
の
公
的
機
関
を
思
い
浮
か
べ
、
公
教
育
と
は

そ
う
し
た
機
関
が
管
理
・
運
営
す
る
も
の
で
、
自
分
た
ち
一
般
市
民
に
主
導
権
は
な
い
と
考
え
る
方
も
少
な
く

な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
語
の
「
公
」
に
あ
た
る
英
語
のPublic

は
、
ラ
テ
ン
語
のpopulus

ま
た
はpoplos

が
語
源
で
、「
人
々
の
」
と
い
う
意
味
で
す
。
公
教
育
が
民
主
制
を
基
盤
と
す
る
近
代
市
民
国

家
の
発
祥
に
伴
っ
て
始
ま
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
、
上
に
立
つ
支
配
者
が
「
人
々
の
た
め
に
」
教
育

を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、「
人
々
に
よ
る
」「
人
々
の
た
め
の
」
教
育
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
公
教
育
、「
人
々
の
」
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
み
ん
な
の
も
の
で
あ
る
は
ず
の
教
育
が
、
な
ぜ
か
、
多
く

の
い
じ
め
や
不
登
校
を
生
み
出
し
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
心
地
よ
く
自
分
ら
し
く
成
長
し
て
い
く
場
で
は

な
く
、
時
と
し
て
、
管
理
と
排
他
性
に
満
ち
た
楽
し
く
な
い
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
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で
し
ょ
う
か
。

　

苫
野
さ
ん
と
私
は
、
公
教
育
を
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
戻
し
た
い
、
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
み
ん
な
が
つ
く
る
、

私
た
ち
み
ん
な
の
た
め
の
場
に
し
た
い
、
と
い
う
願
い
か
ら
、
前
著
『
公
教
育
を
イ
チ
か
ら
考
え
よ
う
』（
２

０
１
６
年
）
に
引
き
続
き
、
本
書
を
執
筆
し
ま
し
た
。

　

一
方
、「
社
会
が
変
わ
ら
な
い
限
り
教
育
も
変
わ
ら
な
い
」
と
、
諦
め
に
も
似
た
言
葉
を
し
た
り
顔
で
語
る

人
に
も
時
々
出
会
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
書
の
共
著
者
で
あ
る
私
た
ち
は
、「
公
教
育
は
社
会
を
変
え
る
強
力

な
手
段
」「
公
教
育
と
は
、
民
主
的
市
民
社
会
を
支
え
活
性
化
さ
せ
る
ア
ク
タ
ー
を
育
む
も
の
」
と
い
う
信
念

を
共
有
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
現
代
の
社
会
は
、
紛
争
、
環
境
や
生
態
系
の
破
壊
、
感
染
症
の
蔓
延
、
貧
富
の
差
や

学
歴
格
差
に
よ
る
分
断
や
対
立
、
政
治
家
の
汚
職
と
、
ど
こ
を
向
い
て
も
問
題
が
山
積
み
で
す
。
こ
う
し
た
問

題
を
前
に
、
た
だ
指
を
く
わ
え
て
社
会
が
変
わ
る
の
を
待
っ
て
い
て
も
、
若
者
が
も
つ
豊
か
な
好
奇
心
と
創
造

力
に
根
ざ
し
た
ア
イ
デ
ア
は
活
か
せ
ま
せ
ん
。
で
も
、
学
校
と
い
う
小
さ
な
社
会
で
、
子
ど
も
と
大
人
が
一
緒

に
市
民
社
会
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
行
動
を
学
び
、
練
習
し
て
い
け
ば
、
大
人
た
ち
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
、

社
会
は
そ
の
瞬
間
か
ら
変
わ
り
始
め
ま
す
。

　

苫
野
さ
ん
と
私
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
10
年
あ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
公
教
育
の
あ
り
方
を

見
直
し
、
よ
り
よ
い
方
向
に
進
め
て
い
く
道
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。
実
際
、
日
頃
か
ら
子
ど
も
た
ち
に
か
か

わ
っ
て
い
る
多
く
の
方
の
尽
力
に
よ
り
、
日
本
中
の
至
る
と
こ
ろ
で
、
学
校
が
変
わ
り
社
会
が
変
わ
る
兆
し
が
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見
え
始
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
実
践
現
場
で
見
え
て
き
た
課
題
も
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
大
人
た
ち
自
身
が
古
い
学
校
文
化

の
中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
刷
り
込
ま
れ
て
き
た
考
え
方
や
行
動
の
仕
方
が
、
必
ず
し
も
民
主
的
市
民
意

識
と
合
致
せ
ず
、
子
ど
も
た
ち
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
齟
齬
を
生
む
こ
と
が
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
も
う
一
つ

は
、
市
民
形
成
の
た
め
の
教
育
を
よ
り
深
く
追
求
し
て
い
く
と
、
学
校
や
教
員
が
変
わ
り
、
力
を
つ
け
て
向
上

す
る
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
学
校
制
度
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
本
書

は
、
主
に
こ
の
二
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。

　
「
自
由
」
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
、
本
書
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て
い
く
う
え

で
、
と
て
も
重
要
な
キ
ー
と
な
る
も
の
で
し
た
。

　
「
自
由
」
は
、
人
が
一
人
で
い
る
時
に
は
問
わ
れ
ま
せ
ん
。「
自
由
」
は
、
自
分
以
外
の
誰
か
が
い
る
時
に
初

め
て
問
題
に
な
る
社
会
的

0

0

0

概
念
で
す
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
は
民
主
制
を
支
え
る
市
民
の
主
体
性
に
か
か
わ
る
こ

と
で
す
か
ら
、
健
全
な
市
民
の
育
成
を
目
指
し
て
教
育
変
革
に
乗
り
出
す
時
、
私
た
ち
は
必
ず
「
自
由
と
は
何

か
」
と
い
う
問
い
に
直
面
し
ま
す
。

　

こ
こ
に
一
つ
落
と
し
穴
が
あ
る
の
で
す
。
民
主
化
運
動
は
、
も
と
も
と
強
い
管
理
か
ら
の
解
放
を
求
め
て
生

ま
れ
て
き
ま
す
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
民
主
教
育
へ
の
努
力
を
し
て
い
る
大
人
た
ち
の
多
く
は
、
自
ら
が

「
管
理
」
文
化
の
中
で
育
っ
て
き
て
い
る
た
め
、
子
ど
も
に
対
し
て
も
自
分
に
対
し
て
も
、
何
か
か
ら
解
放
さ

0

0

0

0

0

0

0

れ
た
い

0

0

0

と
い
う
「
自
由
」
を
強
調
し
が
ち
で
す
。
け
れ
ど
も
、
解
放
を
求
め
る
「
自
由
」（Freedom

 from

〜
）



004

は
、
基
本
的
に
受
動
的
で
、
逃
げ
の
姿
勢
の
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
民
主
制
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
権

威
主
義
に
抵
抗
し
、
新
し
い
方
向
性
を
示
す
力
は
生
ま
れ
に
く
い
の
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
、
一
人
ひ
と
り
が
内
発
的
な
信
念
や
希
望
に
根
ざ
し
て
生
き
方
や
社
会
の
あ
り
方
を
求
め
る

「
自
由
」（Freedom

 to

〜
）
は
、
は
る
か
に
能
動
的
で
、
社
会
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
た
い
と
い
う
願
い
の
も

と
、
社
会
に
自
ら
深
く
か
か
わ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
態
度
を
引
き
出
し
ま
す
。
公
教
育
は
、
子
ど
も
た
ち
の
内

に
こ
ち
ら
の
「
自
由
」
を
育
む
た
め
に
あ
る
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
第
１
章
で
苫
野
さ
ん
に
、
民
主
的
市
民
社
会
に
お
い
て
「
自
由
」
が
も
つ
意
味
を
語
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
続
く
第
２
章
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
こ
う
し
た
（
能
動
的
な
）「
自
由
」
へ
の
意
識
や
行
動
を

身
に
つ
け
さ
せ
、
意
見
交
換
に
よ
っ
て
お
互
い
を
高
め
合
う
対
話
の
力
を
、
オ
ラ
ン
ダ
の
学
校
で
は
ど
の
よ
う

に
育
ん
で
い
る
の
か
、
実
践
例
を
リ
ヒ
テ
ル
ズ
が
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
後
半
で
は
、
子
ど
も
た
ち
を
民
主
的
市
民
社
会
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
育
て
る
た
め
に
、
大
人
が
共
有

し
て
お
く
べ
き
ビ
ジ
ョ
ン
は
何
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
支
え
る
制
度
と
は
ど
ん
な
も
の
か
に
焦
点
を
当
て
ま
し
た
。

第
３
章
で
は
、「
自
由
の
相
互
承
認
」
と
い
う
言
葉
を
日
本
の
教
育
界
に
広
げ
て
こ
ら
れ
た
苫
野
さ
ん
が
、
一

人
ひ
と
り
が
真
に
「
自
由
」
を
も
ち
、
そ
れ
を
活
か
し
て
社
会
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
の
意
味
を
論
じ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
第
４
章
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
学
校
制
度
を
深
く
捉
え
直
す
こ
と
で
見
え
て
き
た
、
学
校
文
化
を

「
管
理
」
か
ら
「
信
任
」
に
転
換
す
る
と
い
う
考
え
方
と
そ
の
た
め
の
具
体
例
を
、
リ
ヒ
テ
ル
ズ
が
提
示
し
ま

し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
信
任
」
を
受
け
た
学
校
の
教
職
員
と
保
護
者
が
対
話
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
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た
ち
の
教
育
を
責
任
を
も
っ
て
運
営
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
制
度
的
仕
組
み
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

本
書
で
は
、
各
章
と
も
、
私
た
ち
二
人
に
よ
る
対
話
を
導
入
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
、
多
様

性
と
対
話
が
民
主
社
会
の
基
盤
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
読
者

の
声
を
代
弁
し
、
議
論
の
焦
点
を
明
示
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
し
た
。
う
ま
く
い
っ
て
い
る
こ
と

を
祈
り
ま
す
。

　

そ
し
て
最
後
に
第
５
章
と
し
て
、
ト
ッ
プ
官
僚
と
し
て
日
本
の
教
育
行
政
に
長
く
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
、
ま

た
研
究
者
と
し
て
も
研
鑽
を
積
み
、
幅
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
お
も
ち
の
合
田
哲
雄
さ
ん
を
招
い
て
行
っ
た
鼎

談
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
公
教
育
の
未
来
に
希
望
を
感
じ
る
、
心
躍
る
内
容
で
す
。

　

公
教
育
変
革
の
議
論
は
、
も
は
や
教
育
界
に
限
ら
ず
、
社
会
全
体
で
行
う
時
期
に
来
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
日
本
を
、
そ
し
て
人
類
が
住
む
こ
の
世
界
を
、
ど
ん
な
方
向
に
向
け
て
い
き
た
い
の
か
」
と
い
う
問
い
を
私

た
ち
一
人
ひ
と
り
に
突
き
つ
け
て
き
ま
す
。
本
書
は
、
合
田
さ
ん
も
含
む
私
た
ち
三
人
の
、
新
し
い
社
会
へ
の

展
望
の
書
で
す
。
本
書
が
教
育
界
を
超
え
て
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
に
い
る
方
々
に
届
き
、
有
意
義
で
建
設

的
な
対
話
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
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．
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
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抜
い
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い
く
た
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ん
な
力
で
し
ょ
う
か
？

Ｑ
．
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。

オ
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Ｑ
．
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．
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
っ
て
な
に
？　

道
徳
教
育
と
は
違
う
ん
で
す
か
？

Ｑ
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．
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い
て
も
学
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こ
と
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必
要
で
す
が
、日
本
の
学
校
は
、「
政
治
」と
聞
く
だ
け
で

ア
レ
ル
ギ
ー
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
の
学
校
で
は
、
政
治
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
の
で
す
か
？
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Ｑ
．
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こ
と
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Ｑ
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う
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Ｑ
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護
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域
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す
る
こ
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し
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切
な
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し
ょ
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Ｑ
．
未
来
に
向
け
て
学
校
を
変
革
し
て
い
く
う
え
で
、
従
来
の
学
校
に
支
配
的
だ
っ
た
「
管
理
」
文
化
を
、
ど
ん
な
文

化
に
変
え
て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ｑ
．
学
校
を
信
任
し
独
立
性
を
保
障
し
た
場
合
、
教
育
の
質
が
落
ち
る
心
配
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
教
育
の
自
由
」

が
極
め
て
大
き
く
認
め
ら
れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
教
育
の
質
を
ど
う
担
保
し
て
い
る
の
で
す
か
？

Ｑ
．
管
理
さ
れ
、
指
示
通
り
に
動
く
こ
と
に
慣
れ
て
き
た
教
職
員
に
自
由
裁
量
を
与
え
て
も
、
そ
の
自
由
を
ど
う
使
え

ば
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
混
沌
と
し
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
教
職
員
や
保
護
者
が
自
由
の
意

味
を
理
解
し
、
主
体
的
市
民
と
し
て
協
働
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

Ｑ
．
教
職
員
や
保
護
者
が
一
体
と
な
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
発
達
に
か
か
わ
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
学
校
の
管
理
職
は
ど

ん
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
？
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そ
も
そ
も
「
自
由
」
っ
て
な
に
？

「
市
民
社
会
」
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
？
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A.
一
言
で
言
え
ば
、「
自
由
」
と
は
「
生
き
た
い
よ
う
に
生
き
ら
れ
る
こ
と
」
で

す
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
わ
が
ま
ま
放
題
に
生
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
が
自
由
に
生
き
る
た
め
に
は
、
お
互
い
の
自
由
を
認
め
合
う
ル
ー
ル
を
共

有
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ル
ー
ル
に
基
づ
き
、
共
に
つ
く
り
合
う
社
会

が
「
市
民
社
会
」
で
す
。
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福
沢
諭
吉
の
誤
算
？

　
「
自
由
」
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
の
が
非
常
に
難
し
い
言
葉
で
す
。
で
も
さ
し
あ
た
っ
て

は
、「
生
き
た
い
よ
う
に
生
き
ら
れ
る
こ
と
」
と
考
え
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
は
わ
が
ま
ま
放
題
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
者
の
自
由
を
認
め
、
尊
重
し
、

こ
れ
を
侵
害
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
生
き
た
い
よ
う
に
生
き
ら
れ
る
こ
と
。
多
様
な
人
が
共
に
生
き
る
こ
の

社
会
で
は
、「
自
由
」
に
は
こ
の
よ
う
な
但
し
書
き
が
つ
く
の
で
す
。

　

英
語
の
フ
リ
ー
ダ
ム
や
リ
バ
テ
ィ
を
「
自
由
」
と
訳
し
た
の
は
、
明
治
時
代
の
福
沢
諭
吉
で
し
た
。
も
っ
と

も
、
す
で
に
16
世
紀
末
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
と
日
本
の
修
道
士
が
共
同
で
編
纂
し
た
ラ
テ
ン
語
辞
典
で
は
、

ラ
テ
ン
語
のlibertas

に
「
自
由
」
の
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
（
１
）。

　
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
は
、
元
は
中
国
の
古
典
に
み
ら
れ
た
も
の
で
、
早
く
か
ら
日
本
に
も
輸
入
さ
れ
て
い

ま
し
た
。「
自
主
性
」
と
い
っ
た
良
い
意
味
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
基
本
的
に
は
「
わ
が

ま
ま
」
を
意
味
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
で
し
た
。
そ
の
た
め
福
沢
は
、
フ
リ
ー
ダ
ム
や
リ
バ
テ
ィ
に
「
自

由
」
の
訳
語
を
当
て
る
こ
と
を
ず
い
ぶ
ん
と
迷
っ
た
よ
う
で
す
。
で
も
最
終
的
に
は
こ
の
訳
語
を
選
び
ま
し
た
。

「
自
由
」
の
意
味
を
、
上
書
き
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
も
現
状
を
見
る
と
、
十
分
に
は
上
書
き
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
自
由
」
は
い
ま
な
お
、「
自
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分
勝
手
」
や
「
わ
が
ま
ま
」
と
し
ば
し
ば
同
義
で
語
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
福
沢
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
少
々

誤
算
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
そ
の
福
沢
は
、『
西
洋
事
情
』（
１
８
６
６
〜
１
８
７
０
）
に
お
い
て
、
こ
れ
を
「
我
儘
放
蕩
」
あ
る
い

は
「
野
蛮
の
自
由
」
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
「
文
明
の
自
由
」
と
し
て

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
。
福
沢
自
身
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
「
自
由
」
の
意
味
を
、

彼
な
り
に
十
分
に
理
解
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
私
は
、
別
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
エ
ラ
い
と
言
い
た
い
わ
け
で
も
、
西
洋
的
「
自
由
」
が
絶
対
の
正
解
だ

と
考
え
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
近
代
的
「
自
由
」
は
、
た
し
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

で
も
そ
れ
は
、
後
で
言
う
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
近
代
的
「
自
由
」
が
生
ま
れ
る
条
件
が
整
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
今
日
に
お
い
て
は
、「
自
由
」
の
内
実
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
つ
ね
に
育
て

直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。

ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』

　

福
沢
の
言
う
「
文
明
の
自
由
」
と
は
何
か
。
そ
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
近
代
民
主
主
義
の
源
流
と
言
う
べ
き

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』（
１
７
６
２
）
が
や
は
り
秀
逸
で
す
。

　

ル
ソ
ー
は
言
い
ま
す
。
未
開
時
代
の
人
類
は
、
好
き
な
時
に
食
べ
、
好
き
な
時
に
眠
り
、
そ
れ
こ
そ
勝
手
気
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ま
ま
に
生
き
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
、
と
。
こ
れ
を
ル
ソ
ー
は
「
自
然
的
自
由
」
と
呼
び
ま
す
。

　

で
も
こ
の
「
自
然
的
自
由
」
は
、
と
て
も
脆
い
も
の
で
す
。
い
つ
で
も
食
べ
物
が
手
に
入
る
わ
け
で
は
な
い

し
、
誰
か
と
奪
い
合
い
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
太
古
の
時
代
に
お
い
て
は
、
捕
食
者
に
襲
わ
れ
る

こ
と
さ
え
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

か
弱
い
人
間
は
、
結
局
は
集
団
を
つ
く
り
、
そ
の
中
で
生
き
て
い
く
し
か
な
い
の
で
す
。
お
互
い
に
助
け
合

い
、
守
り
合
い
な
が
ら
生
き
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
社
会
が
で
き
る
と
、
ど
う
し
て
も
一
部
の
者
に
よ
る
大
多
数
の
人
々
の
支
配
が
起
こ
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
狩
猟
採
集
か
ら
定
住
・
農
耕
・
蓄
財
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
１
万
２
０
０
０
〜

１
万
年
く
ら
い
前
か
ら
、
人
類
は
ず
っ
と
、
支
配
─

被
支
配
の
社
会
の
中
で
生
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
ぜ
か
？　

定
住
・
農
耕
・
蓄
財
は
、
そ
の
土
地
や
富
の
奪
い
合
い
を
勃
発
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

そ
の
結
果
、
戦
争
に
次
ぐ
戦
争
、
支
配
に
次
ぐ
支
配
を
通
し
て
、
集
団
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
こ
う
し
て
、
中
国
で
も
、
イ
ン
ド
で
も
、
ペ
ル
シ
ア
で
も
、
ロ
ー
マ
で
も
、
戦
争
は
、
そ
の
地
域
の
最
終

的
な
覇
者
が
決
ま
る
ま
で
続
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

人
類
は
、
一
人
で
は
生
き
て
い
け
な
い
か
ら
こ
そ
、
社
会
を
つ
く
っ
た
は
ず
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
蓋
を
開
け

て
み
る
と
、
な
ん
と
１
万
年
も
の
間
、
そ
ん
な
凄
惨
な
命
の
奪
い
合
い
や
、
一
部
の
支
配
者
が
絶
大
な
権
力
を

握
る
社
会
が
続
い
て
き
た
の
で
す
。
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「
社
会
契
約
」
と
は
何
か
？

　

で
も
、
も
う
い
い
加
減
、
そ
ん
な
殺
し
合
い
や
、
一
部
の
者
が
支
配
す
る
社
会
は
終
わ
ら
せ
よ
う
じ
ゃ
な
い

か
。

　

ル
ソ
ー
は
そ
う
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
文
字
通
り
命
が
け
で
、
来
る
べ
き
社
会
の
設
計
図
を

描
き
出
し
た
の
で
す
。
ル
ソ
ー
に
は
、
時
の
権
力
か
ら
逮
捕
状
が
出
さ
れ
、
彼
は
そ
の
後
長
ら
く
逃
亡
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
彼
の
思
索
の
結
晶
が
『
社
会
契
約
論
』
で
す
。
今
日
の
民
主
主
義
社
会
の
、
い
ま
な
お
最
も
原
理
的

な
理
論
書
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。

　

ル
ソ
ー
の
思
想
は
、
い
ま
の
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
あ
る
意
味
〝
当
た
り
前
〟
の
も
の
で
す
。
と
い
う
よ
り
、

彼
が
新
し
い
〝
当
た
り
前
〟
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
す
。
で
も
当
時
の
一
般
市
民
の
感
覚
と
し
て
は
、
そ
れ
は

こ
れ
ま
で
考
え
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
革
命
的
な
考
え
で
し
た
。

　

ル
ソ
ー
は
問
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
ま
ま
、
一
部
の
特
権
階
級
が
支
配
す
る
社
会
の
中
で
生
き
る
ほ
か
な

い
の
だ
ろ
う
か
？　

一
部
の
人
間
だ
け
が
自
由
を
享
受
で
き
、
大
多
数
の
人
は
不
自
由
を
強
制
さ
れ
る
、
そ
ん

な
社
会
を
続
け
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　

い
い
や
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
み
ん
な
が
も
っ
と
「
自
由
」
に
生
き
ら
れ
る
社
会
を
つ
く
る
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こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ル
ソ
ー
は
そ
う
主
張
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
う
や
っ
て
？

　

ま
ず
は
、
お
互
い
を
対
等
に
「
自
由
」
な
存
在
と
し
て
認
め
合
う
こ
と
。
そ
し
て
、「
み
ん
な
が
み
ん
な
の

中
で
自
由
に
生
き
ら
れ
る
社
会
」
を
つ
く
る
契
約
を
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
」
の
考
え
で

し
た
（
２
）。

　

よ
く
、「
社
会
契
約
」
な
ど
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
ま
す
。
で
も
こ
れ
は
、
ル
ソ

ー
の
前
の
時
代
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
は
い
く
ら
か
言
え
た
と
し
て
も
、
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
論
に
は
ま
っ
た

く
当
た
ら
な
い
批
判
で
す
。

　

ル
ソ
ー
は
別
に
、
国
家
が
で
き
る
前
に
明
示
的
な
「
社
会
契
約
」
が
あ
っ
た
の
だ
な
ど
と
歴
史
的
事
実
を
主

張
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
な
ん
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
批

判
は
、
ひ
ど
く
的
を
外
し
た
も
の
で
す
。

　

ル
ソ
ー
が
言
っ
た
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
私
た
ち
が
社
会
の
中
で
「
自
由
」
に
、
つ
ま
り
「
生
き

た
い
よ
う
に
生
き
る
」
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
お
互
い
を
対
等
な
存
在
と
し
て
認
め
合
い
、「
み
ん
な
が
み

ん
な
の
中
で
自
由
に
生
き
ら
れ
る
社
会
」
を
つ
く
る
こ
と
を
約
束
す
る
ほ
か
に
な
い
の
だ
、
と
。
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一
般
意
志

　

で
は
、
そ
の
約
束
の
具
体
的
な
中
身
は
何
で
し
ょ
う
？

　

ル
ソ
ー
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
社
会
を
「
一
般
意
志
」
に
よ
っ
て
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
、
と
。

　
「
一
般
意
志
」
と
は
、
簡
明
に
言
え
ば
「
み
ん
な
の
意
志
を
持
ち
寄
っ
て
見
出
し
合
っ
た
、
み
ん
な
の
利
益

に
な
る
合
意
」
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
社
会
を
ど
ん
な
ふ
う
に
つ
く
っ
て
い
く
か
。
そ
れ
を
、
ご
く
一
部
の
支
配
者
だ
け
が
決
め
る
の
で
は
な

く
、
す
べ
て
の
人
の
意
志
を
持
ち
寄
り
、
対
話
を
重
ね
、
み
ん
な
の
利
益
に
な
る
合
意
を
見
つ
け
出
し
、
そ
の

合
意
に
基
づ
い
て
社
会
（
国
家
）
を
運
営
す
る
。
そ
ん
な
社
会
（
国
家
）
だ
け
を
、
私
た
ち
は
「
正
当
」
な
社

会
（
国
家
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ソ
ー
は
そ
う
言
う
の
で
す
。

　

す
べ
て
の
人
が
で
き
る
限
り
「
生
き
た
い
よ
う
に
生
き
ら
れ
る
」
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
た
し
か
に
こ

の
ア
イ
デ
ア
以
外
に
な
い
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
自
分
の
意
志
が
完
全
に
無
視
さ
れ
る
社
会
は
、
決
し
て

「
自
由
な
社
会
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
は
い
え
、
た
と
え
ば
１
億
２
０
０
０
万
人
以
上
も
い
る
日
本
人
全
員
の
意
志
を
持
ち
寄
っ
て
、
対
話
を
通

し
て
合
意
を
見
つ
け
出
す
な
ん
で
、
現
実
的
に
は
不
可
能
だ
。
そ
う
思
わ
れ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
も
こ
れ
は
、
細
か
な
こ
と
ま
で
何
も
か
も
全
市
民
の
完
全
な
る
合
意
を
つ
ね
に
見
出
せ
、
と
い
う
話
で
は
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あ
り
ま
せ
ん
。
み
ん
な
に
か
か
わ
る
大
事
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
ね
に
暫
定
的
な
合
意
を
目
指
し
続
け
る
こ

と
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
必
要
に
応
じ
て
更
新
し
続
け
る
こ
と
。
民
主
主
義
社
会
は
、
そ
こ
に
し
か
「
正
当
性
」

が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
も
し
こ
の
「
一
般
意
志
」
の
原
理
を
手
放
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
私
た
ち

は
再
び
、
一
部
の
特
権
階
級
の
意
志
だ
け
が
も
の
を
言
う
社
会
に
舞
い
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か

ら
で
す
。

　

だ
か
ら
私
た
ち
は
、
い
か
に
し
て
「
一
般
意
志
」
を
、
つ
ま
り
「
み
ん
な
の
利
益
に
な
る
合
意
」
を
見
出
し

合
え
る
か
を
、
つ
ね
に
考
え
続
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

今
日
の
代
議
制
民
主
主
義
は
、
人
口
の
多
い
国
で
も
で
き
る
だ
け
「
一
般
意
志
」
を
見
出
せ
る
よ
う
に
と
つ

く
り
出
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

実
は
ル
ソ
ー
自
身
は
、
国
民
み
ん
な
が
自
分
の
意
志
を
持
ち
寄
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
代

議
制
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
で
も
同
時
に
、
大
き
な
国
で
は
仕
方
な
い
だ
ろ
う
と
渋
々
認
め

て
も
い
ま
す
。

　

代
議
制
民
主
主
義
は
、
ル
ソ
ー
か
ら
ず
っ
と
後
の
20
世
紀
に
な
っ
て
登
場
し
ま
し
た
。
多
く
の
問
題
を
抱
え

な
が
ら
も
、
い
ま
の
と
こ
ろ
は
多
く
の
民
主
主
義
国
家
の
基
本
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
（
３
）。

　

た
だ
し
、
代
議
制
民
主
主
義
の
シ
ス
テ
ム
は
必
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
下
支
え
し
た
り
補
完
し
た
り
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
国
民
が
政
治
家
や
官
僚
に
国
家
運
営
の
仕
事
を
委
任
す
る
も
の
で
す
。
と
同
時
に
、
政

治
家
や
官
僚
は
、
そ
れ
に
責
任
を
も
っ
て
応
答
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

で
も
、
こ
の
委
任
と
責
任
の
関
係
は
、
制
度
が
あ
れ
ば
自
動
的
に
機
能
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
国
の

こ
と
は
、
政
治
家
や
官
僚
に
任
せ
て
お
し
ま
い
。
も
し
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
気
が
つ
け
ば
こ
の
国
は
一

部
の
政
治
家
や
権
力
者
に
私
物
化
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
一
般
意
志
」
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
代
議
制
民
主
主
義
を
最
も
底
で
支
え
る
べ
き
制
度
が
公
教
育
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
部
の

代
表
者
に
任
せ
て
お
し
ま
い
、
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
社
会
は
自
分
た
ち
で
つ
く
る
。
そ
ん
な
自
覚
的
な
意

志
を
も
っ
た
「
市
民
」
を
育
て
る
こ
と
が
、
公
教
育
の
最
も
重
要
な
使
命
の
一
つ
な
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
公
教
育
と
は
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
公
立
学
校
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
ま
か

に
言
え
ば
、
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
、
学
校
教
育
全
般
を
指
す
も
の
で
す
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、「
み
ん
な
の
意
志
を
持
ち
寄
っ
て
見
出
し
合
っ
た
、
み
ん
な
の
利
益
に
な

る
合
意
」
の
「
み
ん
な
」
に
は
子
ど
も
も
含
ま
れ
ま
す
。「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
で
も
、
２
０
２
２

年
に
成
立
し
た
「
こ
ど
も
基
本
法
」
で
も
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
守
る
こ
と
や
意
見
表
明
の
権
利
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
選
挙
権
は
18
歳
か
ら
な
ど
、
一
定
の
制
限
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
が
ま
だ
社
会
の

こ
と
を
十
分
に
知
ら
な
か
っ
た
り
、「
み
ん
な
の
利
益
に
な
る
合
意
」
に
つ
い
て
十
分
に
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
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り
す
る
と
見
な
さ
れ
る
た
め
で
す
。

　

で
も
だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
に
は
「
特
別
な
保
護
」
や
「
教
育
」
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま

さ
に
、
特
別
な
保
護
を
受
け
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
社
会
を
自
分
た
ち
で
つ
く
る
「
市
民
」
に
な
る
教
育
を
受

け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
公
教
育
を
そ
の
よ
う
な
「
市
民
」
を
育
て
る
場
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

か
？

　

本
書
の
課
題
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
近
代
民
主
主
義

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
「
自
由
」
を
、
ル
ソ
ー
は
「
自
然
的
自
由
」
に
対
し
て
「
社
会
的
自

由
」
と
呼
び
ま
し
た
。

　

こ
の
社
会
の
中
で
、
わ
が
ま
ま
放
題
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
自
由
を
認
め
、
尊
重
し
、
そ
し
て
共

に
社
会
を
つ
く
り
合
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
私
た
ち
は
「
社
会
的
自
由
」
を
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。
福
沢
諭
吉
の
言
う
「
文
明
の
自
由
」
は
、
こ
の
「
社
会
的
自
由
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
も
の

と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
自
由
」
の
考
え
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
花
開
い
た
も
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の
で
す
。
で
も
こ
れ
は
、
別
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
特
別
す
ぐ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
考
え
で
は
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
こ
そ
が
、
あ
の
狭
い
半
島
と
も
言
う
べ
き
地
域
の
中
で
、
来
る
日
も
来

る
日
も
戦
争
を
続
け
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。

　

２
０
２
２
年
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
侵
攻
し
ま
し
た
が
、
多
民
族
、
多
宗
教
を
抱
え
込
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
、
つ
ね
に
戦
争
の
危
機
と
隣
り
合
わ
せ
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
を
い
か
に
抑
制
す
る
か
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
人
々
に
と
っ
て
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
て
き
た
の
で
す
。

　

近
代
以
前
は
、
と
く
に
宗
教
戦
争
が
凄
惨
で
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
戦
争
、
ま
た
、
同
じ
キ

リ
ス
ト
教
徒
同
士
で
さ
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
分
か
れ
て
殺
し
合
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

経
験
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
に
、
ど
う
す
れ
ば
誰
も
が
平
和
で
「
自
由
」
に
生
き
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を

と
こ
と
ん
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

民
主
主
義
の
発
明
と
発
展
の
背
景
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。「
社
会
契
約
」
に
お
け
る

「
契
約
」
の
思
想
は
、
そ
の
根
を
キ
リ
ス
ト
教
に
も
つ
も
の
で
す
。『
旧
約
聖
書
』
も
『
新
約
聖
書
』
も
、
神
と

の
契
約
の
書
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
、「
契
約
」
は
き
わ
め
て
な
じ
み
の
深
い
概
念
だ
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
な
ど
と
は
違
っ
て
、
宗
教
法
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ユ

ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
生
活
の
す
べ
て
に
神
が
定
め
た
宗
教
法
が
貫
か
れ
て
い
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で

は
、
世
俗
の
こ
と
は
人
間
が
ル
ー
ル
を
決
め
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
（
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
民
主
化
が
難

し
い
最
大
の
理
由
は
、
人
間
が
自
由
に
ル
ー
ル
を
定
め
ら
れ
な
い
点
に
あ
り
ま
す
）。
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た
だ
、
そ
ん
な
背
景
も
あ
っ
て
か
、
中
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
、
聖
書
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と

と
は
関
係
の
な
い
ル
ー
ル
が
ど
ん
ど
ん
で
き
ま
し
た
。
本
来
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
た
だ
「
信

仰
の
み
」。
し
か
し
教
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
生
み
出
し
、
し
か
も
そ
の
儀
礼
（
秘
蹟
）
に
よ
っ
て
人
々

を
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
寄
進
や
税
の
徴
収
な
ど
を
通
し
て
、
あ

か
ら
さ
ま
な
金
儲
け
に
も
手
を
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
批
判
し
た
こ
と
で
有
名

な
免
罪
符
も
そ
の
一
つ
で
す
。

　

当
時
の
識
字
率
は
き
わ
め
て
低
く
、
教
会
も
信
者
た
ち
に
聖
書
を
読
ま
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
う

し
た
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
た
一
般
信
者
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
よ
う
や
く
、
16
世
紀
の
ル
タ
ー
に
至
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
義
に
立
ち
戻
る
宗
教
改
革
の
運
動
が
起
こ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
信
仰
の
み
」
に
立
ち
戻
れ
、
と
。

　

こ
れ
が
近
代
民
主
主
義
の
大
き
な
原
動
力
に
な
り
ま
し
た
。「
信
仰
の
み
」
が
重
要
な
の
で
あ
れ
ば
、「
良
心

の
自
由
」
や
「
信
仰
の
自
由
」
が
何
よ
り
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
「
契
約
」
が
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
て
、
個
人
の
「
自
由
」
を
重
視
す
る
近
代
民
主
主
義
へ
の
第
一
歩
が
開
か
れ
た
の
で
す
。
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民
主
主
義
を
鍛
え
直
す

　

以
上
の
よ
う
に
、
近
代
民
主
主
義
誕
生
の
背
景
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
世
俗
の
ル
ー
ル
は
人
間
が
つ
く
っ
て

よ
い
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
際
、「
良
心
の
自
由
」「
信
仰
の
自
由
」
を
何
よ
り
重
視
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

　

で
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
、「
自
由
」
も
「
民
主
主
義
」
も
、
し
ょ
せ
ん
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ロ
ー
カ
ル
の

思
想
や
制
度
で
あ
る
、
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

近
代
の
哲
学
者
た
ち
が
考
え
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
た
し
か
に
、
誰
も
が
「
自
由
」
を
求
め
て
い
る
は
ず
で

す
。「
生
き
た
い
よ
う
に
生
き
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
一
生
誰
か
に
支
配
さ
れ
た
い
と
か
、
権
力

者
に
逆
ら
え
ば
殺
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
社
会
に
戻
り
た
い
と
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
う
人
が
い
る
で
し
ょ
う

か
。

　

だ
か
ら
、
も
し
そ
れ
を
望
ま
な
い
の
な
ら
、
私
た
ち
は
「
み
ん
な
が
み
ん
な
の
中
で
自
由
に
な
る
」
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
考
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
答
え
こ
そ
、
誰
も
が
対
等
に
自
由
な
存
在
で
あ
る

こ
と
を
認
め
合
う
、
そ
ん
な
民
主
主
義
社
会
を
つ
く
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

近
代
民
主
主
義
は
、
た
し
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
で
も
今
日
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ロ
ー
カ

ル
の
思
想
で
は
な
く
、
人
類
に
普
遍
的
な
考
え
と
し
て
改
め
て
鍛
え
直
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
。
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む
ろ
ん
、
そ
の
あ
り
方
は
国
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ど
の
よ
う
な
制
度
が
「
み
ん
な
の
自
由
」
を
よ
り

実
現
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
の
人
々
が
無
意
識
の
う
ち
に
何
百
年
も
蓄
積
し
て
き
た
価

値
観
が
反
映
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
国
王
や
天
皇
が
存
在
し
て
い
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
国
も
あ
れ

ば
、
大
統
領
が
大
き
な
権
力
を
も
つ
、
あ
る
い
は
も
た
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
国
も
存
在
し
ま
す
。
し
か

し
ど
の
よ
う
な
制
度
を
つ
く
る
に
せ
よ
、
民
主
主
義
の
根
幹
に
は
、「
み
ん
な
が
み
ん
な
の
中
で
自
由
に
な

る
」
と
い
う
理
念
が
あ
る
の
で
す
。

　

民
主
主
義
の
本
場
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
さ
え
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
自

由
で
平
和
な
社
会
の
実
現
は
い
ま
だ
発
展
途
上
で
す
。
民
主
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
政
治
体
制
を
も
つ
中
国
の

台
頭
も
ま
た
、
民
主
主
義
の
あ
り
方
を
改
め
て
問
い
直
す
大
き
な
契
機
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

世
界
的
な
格
差
は
も
ち
ろ
ん
、
国
内
に
お
い
て
も
深
刻
化
す
る
格
差
の
拡
大
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
民
主
主

義
の
危
機
を
招
い
て
い
ま
す
。
経
済
的
な
不
平
等
は
、「
対
等
な
市
民
」
と
い
う
感
覚
を
、
人
々
に
失
わ
せ
て

し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
い
ま
改
め
て
、「
み
ん
な
が
み
ん
な
の
中
で
自
由
に
な
る
」
た
め
の
世
界
を
、
ど
う
す
れ
ば
よ

り
実
質
化
し
て
い
け
る
の
か
、
真
剣
に
問
い
合
う
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

本
書
の
課
題
は
、
そ
れ
を
教
育
の
文
脈
で
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。




