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お
わ
り
に

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
直
後
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
、
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
、
さ
ら
に
二
〇
世

紀
に
は
全
体
主
義
に
ま
で
結
び
付
け
た
批
判
と
そ
れ
へ
の
反
論
の
応
酬
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
果
て
し
な
く
思
え
る
ほ
ど
の
議
論

の
応
酬
に
一
石
を
投
じ
た
い
と
い
う
野
心
の
も
と
、
本
書
で
は
「
統
治
（gouvernem

ent

）」
と
い
う
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
に
関
す
る
先

行
研
究
に
お
い
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
概
念
を
中
心
に
論
考
を
展
開
し
た
。
本
書
に
お
い
て
折
に
触
れ
て
参
照
し

て
き
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
も
宗
教
、
公
教
育
、
農
業
、
商
業
な
ど
に
対
し
て
ル
ソ
ー
が
提
案
す
る
「
統
治
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
は

個
々
の
分
析
の
対
象
と
は
な
っ
て
き
た
。
本
書
で
は
、
そ
の
諸
手
段
に
通
底
す
る
ル
ソ
ー
の
「
統
治
性
」
の
提
示
を
試
み
た
。
は
た
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
試
み
は
成
功
し
た
の
か
。
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
全
体
像
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
政
治
思
想
は
全
体
主
義
的
で
あ
る

と
い
う
批
判
に
対
し
て
有
効
な
反
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
書
の
議
論
を
振
り
返
る
。

ル
ソ
ー
の
「
政
治
体
」
の
輪
郭

　

ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
と
は
法
の
執
行
で
あ
る
と
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
法
の
単
な
る
執
行
に
は
還
元

し
が
た
い
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
、
法
の
執
行
に
は
還
元
し
が
た
い
側
面
を
分
析
す
る
た
め
に
、
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
の
一
連
の
「
統
治
」
お
よ
び
「
統
治
性
」
研
究
を
援
用
し
た
。
そ
も
そ
も
「
統
治
」
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
含
意
を
持
つ
概
念

で
あ
っ
た
が
、
フ
ー
コ
ー
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
一
連
の
講
義
を
契
機
と
し
て
、
権
力
が
作
用
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
と
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し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
書
で
も
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
を
権
力
が
作
用
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

フ
ー
コ
ー
に
よ
る
と
、
国
家
と
は
「
統
治
」
に
よ
っ
て
絶
え
ず
生
み
出
さ
れ
更
新
さ
れ
つ
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
ル
ソ
ー
の

「
統
治
」
を
問
う
こ
と
は
、「
社
会
契
約
」
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
「
政
治
体
」
の
輪
郭
、
す
な
わ
ち
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想

の
帰
結
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
を
問
う
こ
と
で
明
ら
か
と
な
っ
た
「
政
治
体
」
の
輪
郭
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
第
Ⅱ
部
で
は
、

ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
人
の
「
統
治
」
と
「
財
」
の
「
統
治
」
の
二
つ
の
主
柱
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
著
作
に
見
ら
れ
る
「
統
治
」
に
関
す
る
言
及
を
総
合
的
に
分
析
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
手
段
の
目
的
は
た
だ
一
つ
、「
一

般
意
志
」
の
防
衛
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
第
Ⅲ
部
で
は
、「
一
般
意
志
」
が
防
衛
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が

そ
の
脆
弱
性
に
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
と
は
、
人
々
が
「
社
会
契
約
」
を
結
ぶ
こ
と
を
契
機
に
「
政
治
体
」

と
共
に
誕
生
す
る
「
政
治
体
」
全
体
の
意
志
で
あ
り
、「
政
治
体
」
に
お
け
る
正
義
の
基
準
で
あ
り
、
法
の
源
で
あ
る
。『
社
会
契
約
論
』

に
お
い
て
「
一
般
意
志
」
は
自
ら
へ
の
従
属
を
「
政
治
体
」
の
メ
ン
バ
ー
に
強
制
す
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
一
般
意
志
」

は
人
々
の
「
特
殊
意
志
」
を
抹
消
す
る
か
、
あ
る
い
は
従
属
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
は
「
一
般
意
志
」
の
も
と
で
の
個
々
人
の
全

体
へ
の
服
従
を
求
め
て
い
る
と
い
う
解
釈
す
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
、
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
を
中
心
と
し
た
政
治
思
想
は
個
々

人
に
絶
対
的
な
従
属
を
強
制
し
て
自
由
を
奪
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
根
強
い
批
判
の
根
拠
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と

こ
ろ
、
ル
ソ
ー
は
「
一
般
意
志
」
を
「
特
殊
意
志
」
に
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
て
い
る
脆
弱
な
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

脆
弱
な
「
一
般
意
志
」
は
個
々
人
の
「
特
殊
意
志
」
を
抹
消
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
存
続
の
た
め
に
「
特
殊
意
志
」
が
複
数
に
わ
た
っ
て

存
在
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
、
自
ら
の
原
則
で
あ
る
「
一
般
意
志
」
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
そ
の

脆
弱
性
の
補
完
と
「
特
殊
意
志
」
の
複
数
性
の
維
持
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
、
人
々
の
「
内
面
」
に
働
き
か
け
て
「
一
般
意
志
」
の
尊
重
を
促
す
と
同
時
に
財
の
配
分
の
不
均
衡
を
是
正
し

て
均
質
な
「
政
治
体
」
を
保
と
う
と
す
る
こ
と
で
、「
一
般
意
志
」
の
脆
弱
性
へ
の
補
完
と
「
特
殊
意
志
」
の
「
複
数
性
」
の
維
持
を
は
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か
る
。
こ
の
よ
う
な
「
統
治
」
に
よ
っ
て
不
断
に
生
み
出
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
「
政
治
体
」
は
、
人
々
が
全
体
的
に
支
配
さ
れ
た

強
権
的
で
硬
直
的
な
「
政
治
体
」
な
ど
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ゆ
る
や
か
な
連
帯
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
平
等
で
均
質
な

「
政
治
体
」
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
統
治
」
に
よ
っ
て
「
一
般
意
志
」
の
脆
弱
性
を
補
完
し
な
が
ら
「
特
殊
意
志
」
の
「
複

数
性
」
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
不
安
定
で
脆
弱
な
「
政
治
体
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
ル
ソ

ー
の
政
治
思
想
を
「
統
治
」
と
い
う
概
念
を
中
心
に
読
解
す
る
限
り
で
は
、
そ
こ
に
専
制
主
義
の
萌
芽
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
全
体
主
義
と
結
び
つ
け
る
批
判
に
対
し
て
、
有
効
な
反
論
を
提
示
し

え
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
本
書
の
第
Ⅲ
部
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
ポ
ー
ラ
ン
ド
統
治
論
』
や
ミ
ラ
ボ
ー
へ
の
手
紙
の
一
節
に
よ
る
と
、
法
す

な
わ
ち
「
一
般
意
志
」
の
も
と
で
の
「
統
治
」
と
は
「
立
派
な
、
弊
害
の
な
い
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
「
政

治
に
お
い
て
、
幾
何
学
の
円
積
法
の
問
題
に
私
〈
＝
ル
ソ
ー
〉
が
喩
え
て
い
る
問
題
」
と
形
容
さ
れ
る
ま
で
の
難
問
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
「
法
に
支
配
さ
せ
て
い
る
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
支
配
す
る
の
は
や
は
り
人
間
」
と
い
っ
た
具
合
に
「
一
般
意
志
」
は
た
や

す
く
人
間
の
恣
意
、
す
な
わ
ち
「
特
殊
意
志
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
か
に
し
て
「
一
般
意
志
」

を
防
衛
す
る
か
が
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
に
お
け
る
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
な
る
わ
け
だ
が
、
本
書
で
検
討
し
て
き
た
一
連
の
「
統

治
」
に
関
す
る
ル
ソ
ー
の
論
考
は
ま
さ
に
そ
の
難
問
へ
の
解
答
に
あ
た
る
。
ゆ
え
に
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
研
究
す
る
う
え
で
、「
統

治
」
を
片
隅
に
追
い
や
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
の
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
が
、
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
も
『
社
会
契
約

論
』
だ
け
で
は
な
く
『
政
治
経
済
論
』
も
含
め
た
ル
ソ
ー
の
政
治
的
著
作
の
多
く
が
未
完
に
終
わ
っ
た
『
政
治
学
提
要
』
の
草
稿
、
あ
る

い
は
そ
の
準
備
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
資
料
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
て
、「
統
治
」
に
関
す
る
議
論
は
「
主
権
」

に
関
す
る
議
論
と
並
ぶ
も
う
一
つ
の
『
政
治
学
提
要
』
の
主
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
「
統
治
」
の
重
要
性
を
喚
起
し
て
い
る
。

本
書
で
は
、『
政
治
学
提
要
』
に
お
け
る
「
統
治
」
論
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
重
要
性
は
十
分
に

論
証
で
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
位
置
づ
け

　

ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
論
で
は
、「
一
般
意
志
」
を
防
衛
す
る
た
め
の
、
す
な
わ
ち
「
一
般
意
志
」
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
で
誰
も
支
配
せ

ず
、
ま
た
支
配
さ
れ
な
い
状
態
を
可
能
に
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
は
、

自
由
と
平
等
を
高
ら
か
に
謳
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
「
一
般
意
志
」
に
則
し
た

政
治
を
行
う
た
め
に
応
用
可
能
な
手
段
を
提
示
す
る
側
面
を
持
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
を
問
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
第
Ⅲ
部
で
は
フ
ー
コ
ー
の
解

釈
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
を
思
想
史
に
位
置
づ
け
て
、
そ
れ
を
現
代
に
問
う
こ
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
フ
ー

コ
ー
は
、
ル
ソ
ー
を
「
社
会
契
約
」
論
者
の
旗
頭
と
し
て
随
所
で
名
指
し
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
「
統
治
」
に
つ
い
て
も
ル

ソ
ー
研
究
者
に
先
立
っ
て
言
及
し
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
と
、
一
八
世
紀
に
は
演
繹
的
か
つ
原
理
的
な
「
統
治
」
と
功
利
的
な
「
統

治
」
の
二
つ
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
う
ち
の
前
者
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
が
、
後
者
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
ケ
ネ

ー
の
「
統
治
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ケ
ネ
ー
の
「
統
治
」
は
、
社
会
的
現
象
に
内
在
す
る
「
自
然
」
を
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
「
自
然
」
を
知
り
、
そ
れ
に
則
し
た
「
統
治
」
を
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
は
、
も
は
や
法
学
で
は
な
く
い
わ
ゆ
る
政
治
経
済
学
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
自
然
」、
す
な
わ
ち
真
理
が
顕
現
す
る
場
と
し
て
の
「
市
場
」
を
「
統
治
」
が
擁
護
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
「
一
般
意
志
」
を
原
則
と
す
る
「
統
治
」
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
と
、
そ
れ

は
、「
人
民
」
の
意
志
と
し
て
「
政
治
体
」
に
超
越
的
に
あ
る
「
一
般
意
志
」
か
ら
演
繹
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書

で
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
は
「
政
治
体
」
を
超
越
的
か
つ
絶
対
的
に
支
配
す
る
も
の
な
ど
で
は
な
い
。

そ
れ
は
「
統
治
」
の
対
象
で
あ
る
「
政
治
体
」
に
内
在
し
て
、「
統
治
」
に
よ
っ
て
防
衛
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
ル
ソ
ー
の

「
統
治
」
を
「
一
般
意
志
」
か
ら
演
繹
的
に
導
出
さ
れ
る
原
理
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ソ
ー
の
「
統

治
」
の
成
否
は
「
一
般
意
志
」
を
防
衛
し
え
た
か
否
か
、「
統
治
」
の
実
践
そ
の
も
の
で
成
否
が
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
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「
統
治
」
に
関
す
る
フ
ー
コ
ー
の
言
及
の
背
景
に
は
、
そ
の
「
一
般
意
志
」
へ
の
誤
解
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
フ
ー
コ
ー
は
経
済
的
領
域
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
も
「
統
治
」
を
分
類
し
て
い
る
。
経
済
活
動
が
活
発
に
な
る
に
つ
れ

て
、
人
々
は
己
の
欲
望
に
忠
実
な
「
経
済
的
人
間
」
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。「
経
済
的
人
間
」
は
「
利
害
関
心
の
主
体
」

で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
己
の
利
害
を
追
求
す
る
か
ら
、
法
的
主
体
を
同
じ
方
法
で
「
統
治
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
る

と
、「
経
済
的
人
間
」
に
対
し
て
は
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
経
済
的
領
域
を
「
統
治
」
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
方

法
で
あ
る
。
次
に
、
経
済
的
領
域
に
政
治
的
領
域
を
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
の

方
法
も
机
上
の
空
論
で
あ
り
、
現
実
の
「
統
治
」
は
経
済
的
領
域
に
対
し
て
上
記
の
二
つ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
と
ら
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
現
実
の
「
統
治
」
は
「
経
済
的
人
間
」
を
包
摂
す
る
た
め
に
、「
市
民
社
会
」
を
対
象
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ー
コ

ー
は
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
「
市
民
社
会
」
の
「
統
治
」
以
前
の
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
対
象
は
、
人
々
と
そ
の
「
財
」
か
ら
成
る
「
政
治
体
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
対
象
で
あ
る
「
政

治
体
」
を
構
成
す
る
「
市
民
」
は
法
的
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
「
情
念
」
を
持
っ
た
経
済
的
主
体
と
し
て
も
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
も
、
彼
ら
は
「
政
治
体
」
全
体
の
「
一
般
意
志
」
よ
り
も
自
ら
に
固
有
の
「
特
殊
意
志
」
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
利
己
的

な
「
市
民
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
ル
ソ
ー
の
「
政
治
体
」
は
、
フ
ー
コ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
主
権
の
空
間
に
経
済
的
人
間

が
暮
ら
し
て
い
る
」
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
、「
公
教
育
」、
宗
教
、
娯
楽
と
い
っ
た
手
段
に

よ
っ
て
人
々
の
「
内
面
」
に
普
遍
的
価
値
を
浸
透
さ
せ
る
と
同
時
に
、
人
々
を
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
に
根
づ
か
せ
る
こ
と
で
「
一
般
意
志
」

を
己
の
「
特
殊
意
志
」
の
ご
と
く
尊
重
す
る
よ
う
に
促
す
。
さ
ら
に
、
農
業
の
振
興
や
適
切
な
税
の
徴
収
や
公
共
財
の
分
配
を
通
じ
て
、

財
の
配
分
が
偏
ら
な
い
よ
う
に
は
か
る
こ
と
で
、
突
出
し
た
「
特
殊
意
志
」
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
統
治
」
を
経

済
的
領
域
を
排
除
す
る
「
統
治
」
と
も
、
経
済
的
領
域
の
原
則
に
す
べ
て
を
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
統
治
」
と
も
み
な
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
対
象
で
あ
る
「
政
治
体
」
は
人
々
が
「
社
会
契
約
」
を
締
結
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

「
習
俗
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
に
根
づ
く
べ
き
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
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の
対
象
で
あ
る
「
政
治
体
」
に
「
市
民
社
会
」
と
の
類
似
性
す
ら
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
る

ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
解
釈
は
、
そ
の
意
図
と
は
関
係
な
く
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
現
代
性
を
明
ら
か
に
す
る
糸
口
を
わ
れ
わ
れ
に
与

え
て
く
れ
た
。

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
た
り
う
る
可
能
性
と
課
題

　

最
後
に
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
を
現
代
に
お
い
て
問
う
こ
と
の
意
義
と
今
後
の
課
題
を
整
理
す
る
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
、
今
日
の
「
市
場
」
の
「
自
由
」
を
防
衛
す
る
「
統
治
」
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
た
り
う
る
可
能

性
に
つ
い
て
言
及
し
た
。『
社
会
契
約
論
』
第
三
篇
第
一
章
で
は
「
統
治
」
の
役
割
と
し
て
「
法
の
執
行
」
と
「
社
会
的
か
つ
政
治
的
自

由
の
維
持
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
1
（

が
、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
文
明
化
し
て
社
会
で
暮
ら
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
が
「
政
治
体
」
で

享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
自
由
」
と
は
「
一
般
意
志
」
の
も
と
で
の
「
自
由
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
一
般
意
志
」
の
防
衛
と
は
、
ま

さ
に
後
者
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
「
市
場
」
の
も
と
で
は
な
く
「
一
般
意
志
」
の
も
と
で
の
「
自

由
」
の
擁
護
を
は
か
る
「
統
治
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
が
「
市
場
」
の
「
自
由
」
を
防
衛
す
る
「
統

治
」
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
な
り
う
る
可
能
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
、
今
日
に
支
配
的
な
「
統
治
」
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
か
。
こ
れ
を
問
う
こ
と

が
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
の
「
市
場
」
は
真
理
が
顕
現
す
る
場
で
は
な
く
、
自
然
に

0

0

0

「
特
殊
意
志
」
の
均
衡
が

崩
れ
て
い
き
、
よ
り
強
い
「
特
殊
意
志
」
が
他
を
圧
倒
し
て
「
一
般
意
志
」
の
ふ
り
を
し
て
支
配
す
る
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
「
利
益
関
心
の
主
体
」、
す
な
わ
ち
「
特
殊
意
志
」
を
も
っ
た
利
己
的
な
主
体
を
包
摂
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
市
場
」
と
「
一
般
意

志
」
に
は
親
和
性
が
見
出
さ
れ
る
。
両
者
を
隔
て
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か
。
も
し
か
し
た
ら
、「
一
般
意
志
」
の
も
と
で
の
「
自
由
」

と
「
市
場
」
の
も
と
で
の
「
自
由
」
に
大
差
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、「
市
場
」
と
「
一
般
意
志
」
と
い

う
一
見
す
る
と
相
反
す
る
両
者
の
比
較
が
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
本
書
は
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
可
能
性
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
の
実
現
を
阻
む
二
つ
の
大
き
な
要
因
を
露
呈
さ
せ
た
。「
一
般

意
志
」
が
「
特
殊
意
志
」
に
常
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
脆
弱
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
原
則
と
す
る
「
統
治
」
は
不
安
定
な
も
の

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。「
特
殊
意
志
」
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
が
ち
な
「
一
般
意
志
」
を
「
特
殊
意
志
」
に
従
属
を
強
い
る
こ
と
な
く
防

衛
す
る
こ
と
は
困
難
を
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
統
治
」
に
よ
っ
て
不
断
に
更
新
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
「
政
治
体
」
は
、

不
安
定
で
脆
弱
な
も
の
に
な
り
が
ち
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
不
安
定
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
人
の
「
統
治
」
に
お
い
て
は

「
公
教
育
」
と
娯
楽
に
よ
っ
て
人
々
を
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
に
根
づ
か
せ
る
こ
と
で
「
祖
国
」
へ
の
愛
を
醸
成
す
る
こ
と
を
は
か
る
。
こ
の

点
で
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
は
同
質
な
文
化
に
根
差
し
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
国
家
の
「
統
治
」
と
し
て
の
側
面
が
強
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

ル
ソ
ー
に
よ
る
と
、
自
由
や
平
等
な
ど
と
い
っ
た
普
遍
的
な
価
値
へ
の
人
々
の
尊
重
を
支
え
る
も
の
は
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
す
な
わ
ち
「
政

治
体
」
へ
の
根
づ
き
で
あ
る
。「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
同
質
性
に
基
づ
い
た
枠
組
み
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思

想
の
限
界
な
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
背
景
を
持
っ
た
人
々
か
ら
成
る
多
民
族
国
家
、
あ
る
い
は
拡
大
し
つ
づ
け
て
輪
郭
す
ら

失
い
つ
つ
あ
る
「
政
治
体
」
に
お
い
て
は
、
い
か
に
し
て
人
々
を
根
づ
か
せ
る
か
が
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
財
」
の

「
統
治
」
に
お
い
て
も
、
ル
ソ
ー
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
閉
じ
た
均
質
で
自
足
し
た
「
政
治
体
」
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

ル
ソ
ー
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
政
治
体
」
が
外
に
開
い
て
い
く
こ
と
で
し
か
、
生
存
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
今
日
の
状

況
で
は
導
入
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
で
は
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
の
全
体
像
と
そ
れ
が
生
み
出
し
う
る
「
政
治
体
」
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
十
分
に
そ
の
可
能

性
を
検
討
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
が
持
つ
、
今
日
に
支
配
的
な
「
市
場
」
の
「
自
由
」
の

維
持
を
は
か
る
「
統
治
」
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
た
り
う
る
可
能
性
の
検
討
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
「
統
治
」
論
は
、
わ
れ

わ
れ
に
別
の
「
統
治
」
の
可
能
性
と
い
う
希
望
の
光
を
与
え
る
と
同
時
に
、「
一
般
意
志
」
の
脆
弱
性
を
補
完
す
る
こ
と
の
限
界
と
い
う

絶
望
の
気
配
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
誰
に
も
支
配
さ
れ
ず
誰
も
支
配
し
な
い
と
い
う
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ

が
「
一
般
意
志
」
の
脆
弱
性
の
補
完
と
「
特
殊
意
志
」
の
「
複
数
性
」
の
維
持
を
実
現
し
て
い
く
方
策
が
重
要
と
な
る
。
い
か
に
す
れ
ば
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「
一
般
意
志
」
の
も
と
で
の
「
自
由
」
の
享
受
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
し
て
、「
市
場
」
で
は
な
く
「
一
般
意
志
」
を
原
則

と
す
る
「
統
治
」
の
実
現
は
、
昨
今
の
経
済
的
領
域
に
侵
食
さ
れ
が
ち
な
「
政
治
的
な
も
の
」
の
復
権
を
も
た
ら
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

註（
1
）　Cf., C. S./O

. C., III, p.396.


