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ホ
ッ
ブ
ズ
の
権
力
論
の
構
造

中

村

敏

子

一
、
王
権
と
父
権
と
の
関
係

１
）

王
権
を
め
ぐ
る
論
争
の
文
脈

本
稿
は
、『
法
学
研
究
』
所
収
の
拙
稿
「「
エ
デ
ン
の
楽
園
」
と
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」」（
第
四
七
巻
第
一
号
）、「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
母
権
論

と
父
権
的
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
構
造
」（
第
四
八
巻
第
一
号
）
お
よ
び
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
概
念
に
対
す
る
古
代
ロ
ー
マ
法
の

影
響
」（
第
四
九
巻
第
一
号
）
に
お
け
る
考
察
を
受
け
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
権
力
論
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
ロ
ー
マ
法
を
参
考
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
の
秩
序
構
造
に
対
抗
す
る
人
間
の
秩
序
を
構
想
し
た
。
そ
し
て
、
ロ
ー

マ
の
権
力
論
の
中
に
、
人
間
の
現
在
の
生
の
保
障
と
生
命
の
永
続
性
の
保
障
と
い
う
二
つ
の
本
質
を
見
出
し
た
。
し
か
し
彼
が
こ
の
よ
う
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な
構
想
を
提
出
し
た
の
は
、
当
時
の
政
治
的
闘
争
を
解
決
す
る
と
い
う
現
実
の
必
要
に
対
応
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、

最
初
に
当
時
の
政
治
状
況
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
唱
え
ら
れ
、
そ
の
中
で
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
を

検
証
し
て
み
た
い
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
生
き
た
一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
王
権
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
激
し
い
論
争
が
繰
り
広
げ

ら
れ
た
。
そ
の
論
争
の
な
か
で
、
王
権
の
起
源
と
王
権
の
性
質
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
組
合
せ
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
主
要
な
論
点

は
、
王
権
の
起
源
は
人
民
に
あ
る
の
か
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
、
そ
し
て
、
王
権
は
絶
対
的
で
あ
る
の
か
制
限
さ
れ
る
も
の

な
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
七
世
紀
初
頭
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
内
乱
前
の
政
治
状
況
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
を
詳
し
く
分

析
し
た
サ
マ
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
当
時
王
権
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
議
論
と
し
て
は
、
神
授
権
説
、
王
権
は
人
民
か
ら
の
移
譲
に
基

づ
く
と
す
る
説
、
そ
し
て
、
法
に
よ
り
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
は
、

王
、
国
教
会
派
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
、
法
学
者
な
ど
が
、
時
と
状
況
に
応
じ
て
意
見
を
変
え
な
が
ら
、
論
争
を
繰
り
広
げ
て

い
た
。
そ
の
論
争
の
内
容
の
検
討
に
入
る
前
に
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
思
想
的
潮
流
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
を
み
て
お

き
た
い
。

中
世
初
期
の
人
々
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
説
の
影
響
に
よ
り
、
人
間
性
は
腐
敗
し
き
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
世
に
お
い
て
正
し

い
政
治
社
会
は
成
立
し
え
な
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
は
「
政
治
的
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
一
三
世

紀
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
発
見
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
知
的
革
命
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
人
間
は
生
来
政
治
的
動
物
で
あ
る
と

い
う
彼
の
主
張
が
、
政
治
的
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
へ
の
攻
撃
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

１
）

い
う
。

こ
の
一
三
世
紀
に
お
け
る
論
争
の
な
か
で
最
も
影
響
力
を
も
っ
た
人
物
が
、
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
で
あ
る
。
ア
キ
ナ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
を
翻
訳
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
見
解
と
の
折
衷
を
試
み
た
。
彼
は
、
神
は
人
間
に
目
標
を
与
え
、
そ
の
目
標
を
認
識
し
達
成
で

論 説

北研50(1・ )2 2



き
る
よ
う
な
手
段
す
な
わ
ち
理
性
を
、
人
間
性
の
な
か
に
植
え
付
け
た
と
主
張
し
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
目
標
が
、
こ
の
世
の
生
に

お
け
る
健
康
と
幸
福
で
あ
る
。
人
間
は
神
が
す
べ
て
の
人
に
植
え
付
け
た
理
性
に
従
う
こ
と
で
、
こ
の
世
の
幸
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
理
性
の
教
え
は
自
然
の
法
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
の
法
は
神
の
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
創
造
の
時
に
神
が
人

間
の
自
然
の
性
質
の
な
か
に
刻
印
し
た
司
令
の
束
か
ら
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
人
間
が
共
に
政
治
社
会
に
お
い
て
生
き

る
べ
き
だ
と
い
う
指
示
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
り
人
類
の
物
質
的
福
祉
が
確
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
統
治
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
自
然
の
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
神
と
人
間
の
こ
の
世
の
生
活
に
お
け
る
あ
り
方
に
つ
い
て
の

ア
キ
ナ
ス
の
説
明
で
あ
る
。

こ
う
し
て
中
世
後
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
キ
ナ
ス
の
理
論
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
大
学
の
正
統
な
教
え
と
な
り
、
政
治
社
会
は
、
神
に

よ
る
自
然
の
法
に
基
礎
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
に
よ
る
自
然
の
法
は
人
間
の
法
に
優
越
す
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
自
然
法
の
考
え
方
は
、
一
七
世
紀
初
頭
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
依
然
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
そ
の
時
期
に
お
け
る
政
治
思
想

の
中
心
を
占
め
た
と

２
）

い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
時
論
争
を
闘
わ
せ
た
人
々
の
間
で
は
、
論
争
の
前
提
と
し
て
い
く
つ
か
の
点
が
共
通
理
解
と

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
ま
ず
自
然
法
は
人
間
の
法
よ
り
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
政
治
社
会
は
原
罪
後
の
人
間
に
と
り
当
然

の
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
統
治
（g

o
v
ern

m
en
t

）
も
当
然
必
要
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
す
べ
て
の
宗
派
が
合
意
し
て

３
）

い
た
。
す
な
わ
ち
、
統
治
は
「
自
然
の
作
者
」
で
あ
る
神
の
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
自
然
的
な
も
の
で
、

人
工
的
に
創
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で

４
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
間
に
と
っ
て
統
治
が
神
の
定
め
た
自
然
の
も
の
と
し
て
あ
る
な
ら
、
次
の
問
題
は
、
神
が
統
治
権
力
を
誰
に
与
え
た
の

か
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
を
類
型

化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ

５
）

れ
る
。
ま
ず
、
立
場
の
違
い
は
三
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
目
は
、
王
権
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
立
場
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で
あ
る
。
こ
れ
は
教
皇
権
に
対
す
る
対
抗
と
、
王
に
対
す
る
人
民
の
抵
抗
権
を
否
定
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
次
に
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
側
か
ら
教
皇
権
の
絶
対
性
を
主
張
し
、
王
に
対
す
る
抵
抗
、
王
の
廃
位
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
立
場
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
最
後
が
人
民
は
王
の
暴
政
に
抵
抗
で
き
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
立
場
か
ら
政
治
権
力
の
起
源
が
論
じ
ら
れ
た

が
、
そ
の
争
点
は
、
現
在
の
王
の
権
力
が
、
直
接
神
か
ら
き
て
い
る
の
か
（
神
授
権
説
）、
も
し
く
は
直
接
人
民
か
ら
き
て
い
る
の
か
（
人

民
か
ら
の
移
譲
説
）、
そ
し
て
何
ら
か
の
仲
介
を
経
て
神
か
ら
き
て
い
る
の
か
（
指
名
説
）
と
い
う
点
に

６
）

あ
っ
た
。
上
に
述
べ
た
三
つ
の
立

場
が
単
純
に
特
定
の
議
論
に
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
立
場
の
違
い
を
こ
え
て
こ
れ
ら
の
争
点
が
争
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト

教
と
家
族
の
父
権
に
注
目
す
る
立
場
か
ら
、
議
論
の
整
理
を
試
み
た
い
。

そ
も
そ
も
こ
う
し
た
論
争
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
六
世
紀
の
終
わ
り
頃
、
宗
教
改
革
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
、
盛

ん
に
王
の
宗
教
弾
圧
に
対
す
る
抵
抗
論
が
唱
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
抵
抗
論
の
主
要
な
論
点
は
、
原
初
的
政
治
権
力
は
神
の
自
然
法
に

よ
り
人
民
の
共
同
体
全
体
に
与
え
ら
れ
、
人
民
が
条
件
を
付
し
て
王
に
移
譲
し
た
と
い
う
も
の
で

７
）

あ
っ
た
。
こ
の
議
論
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
両
方
の
論
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
論
者
の
代
表
が
、
枢
機
卿
だ
っ
た
ベ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
で
あ
る
。
彼
は
、
父
の
権
力
と
王
の
権
力
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
家
族
は
国
家
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
父
の
家
族
に
対
す
る
権
利
は
神
か
ら
直
接
与
え
ら
れ
、
子
ど
も

の
合
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
王
の
権
力
は
は
じ
め
共
同
体
全
体
に
あ
り
、
条
件
を
付
し
て
王
に
移
譲
さ
れ
た
。
代
々
の
王
は
そ
の

移
譲
の
条
件
を
引
き
継
ぐ
形
で
王
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
王
が
そ
の
条
件
を
果
た
さ
な
い
な
ら
ば
、
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
の

で
あ
る
。
王
権
に
関
す
る
同
様
の
議
論
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
も
唱
え
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ブ
キ
ャ
ナ
ン
で

８
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
家
族
に
お
け
る
父
の
権
力
と
国
家
に
お
け
る
王
の
権
力
の
起
源
は
異
な
り
、
王
の
権
力
は
人
民
か

ら
移
譲
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
限
定
的
で
あ
り
、
王
権
に
対
す
る
抵
抗
権
は
認
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
議
論
の
影
響
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
り
、
王
の
側
は
そ
れ
に
対
抗
す
る
議
論
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で

主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
神
授
権
説
で

９
）

あ
る
。
王
権
の
絶
対
性
を
擁
護
し
、
そ
の
根
拠
を
神
の
授
権
に
お
く
論
者
た
ち
は
、
ひ

と
つ
は
人
民
の
共
同
体
は
王
を
指
名
す
る
だ
け
で
、
王
権
は
神
か
ら
直
接
与
え
ら
れ
た
と
い
う
議
論
（
指
名
説
）
を
展
開
し
た
。
ま
た
、

父
権
と
王
権
を
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
父
権
の
拡
大
が
王
権
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
議
論
も
存
在
し
た
。
そ
れ
が
父
権
論
で
あ

る
。
そ
の
代
表
的
な
論
者
が
国
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
サ
ラ
ヴ
ィ
ア
で
あ
る
。
彼
は
聖
書
を
引
用
し
、
人
間
は
も
と
も
と
自
由
に
生
ま
れ

つ
い
て
い
な
い
。
人
間
は
み
な
家
族
の
な
か
に
生
ま
れ
、
家
父
に
従
っ
て
き
た
。
人
間
の
最
初
の
共
同
体
は
、
平
等
な
権
利
を
持
つ
市
民

の
創
る
共
同
体
で
は
な
く
、
家
父
の
支
配
す
る
家
族
な
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
彼
は
、「
創
世
記
」に
あ
る
よ
う
に
、
初
期
の
父
た

ち
は
家
族
を
王
と
し
て
支
配
し
た
が
、
何
世
紀
も
か
け
て
そ
の
家
族
が
拡
大
し
、
父
た
ち
の
支
配
権
は
長
子
相
続
に
よ
り
引
き
継
が
れ
て

き
た
の
だ
と
主
張
す
る
。
家
族
が
拡
大
し
国
家
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
王
は
臣
民
の
直
接
の
系
統
で
は
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
権
力
は
最
初
の
父
で
あ
る
ア
ダ
ム
が
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
を
引
き
継
い
で
い
る
と
論
じ
た
。
王
権
の
起
源
と
継
承
が
こ
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
た
た
め
、
王
権
は
絶
対
的
で
不
可
分
で
あ
り
、
神
に
対
し
て
の
み
責
任
が
あ
る
と
、
サ
ラ
ヴ
ィ
ア
は
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

サ
マ
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
統
治
下
の
一
五
九
三
年
に
書
か
れ
た
こ
の
サ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
本
は
、
女
王
の
印
刷
局
で
印
刷

さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
女
王
の
公
的
な
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
王
の
権
力
は
神
の
み
に
由
来
す
る
と
い
う

教
義
は
、
初
期
ス
チ
ュ
ア
ア
ー
ト
朝
の
正
統
な
教
え
と

10
）

な
っ
た
。
こ
の
本
は
、
政
治
的
権
威
の
起
源
と
性
質
に
つ
い
て
の
論
争
が
最
高
潮

に
達
し
て
い
た
一
六
一
一
年
に
再
版
さ
れ
、
王
権
の
起
源
を
父
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
説
明
し
よ
う
と
す
る
論
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
と

11
）

い
う
。
フ
ィ
ル
マ
ー
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
彼
の
議
論
の
多
く
は
、
当
時
の
論
争
の
な
か
で
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
た
内
容
で

12
）

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
王
権
の
絶
対
性
の
根
拠
を
神
に
求
め
る
議
論
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
王
は
神
に
対
し
て
の
み
責
任
を
負
い
、
人
民
は
王
に
対
し
て

抵
抗
で
き
な
い
と
い
う
議
論
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
議
論
に
お
い
て
、
先
述
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ア
キ
ナ
ス
の
議
論
が
反
映
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
王
権
の
目
的
は
公
共
の
善
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
然
法
に
よ
る
縛
り
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て

13
）

い
た
。
サ
マ
ヴ
ィ
ル
は
、
絶
対
主
義
者
の
議
論
に
お
け
る
聖
書
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
や
引
用
が
十
七
世
紀
を
通
じ
て
減
っ
て
い
く
の
は
事

実
だ
が
、
こ
の
傾
向
を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
、
聖
書
と
理
性
は
両
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
同
様
で

14
）

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
十
七
世
紀
を
通
じ
て
神
は
大
き
な
存
在
で
あ
り
、
自
然
の
法
は
神
の
法
で
あ
っ

た
。
ま
た
神
が
自
然
と
理
性
の
作
者
で
あ
り
、
理
性
は
神
の
恩
寵
の
光
な
し
に
は
つ
ま
ず
く
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
、
サ
マ
ヴ
ィ
ル
は
評
し
て

15
）

い
る
。

ま
た
、
す
べ
て
の
議
論
に
お
い
て
、
家
族
に
お
け
る
父
の
支
配
が
当
然
の
も
の
と
し
て
、
ま
た
神
の
定
め
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
当
時
の
父
の
立
場
に
関
す
る
一
般
的
理
解
も
関
わ
っ
て
い
る
。
サ
マ
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
一
七

世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
基
本
的
な
社
会
単
位
は
家
族
で
あ
り
、
そ
の
単
位
の
頭
（
か
し
ら
）
は
父
で
あ
っ
た
。
社
会
は
家
族

の
集
ま
り
で
あ
り
、
そ
の
頭
で
あ
る
父
た
ち
だ
け
が
政
治
的
権
力
に
与
れ
た
の
で
あ
る
。
女
性
、
子
ど
も
そ
し
て
召
使
は
、
彼
ら
の
父
で

あ
り
主
人
で
あ
る
人
の
人
格
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
た
。
こ
の
背
景
ゆ
え
に
、
当
時
の
権
力
を
め
ぐ
る
論
争
に
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
論
者
は
、

「
人
間
（m

a
n

）」
や
「
人
民
（p

eo
p
le,
m
u
ltitu

d
e

）」
と
い
う
語
を
使
っ
た
と
き
に
も
、
そ
れ
ら
が
家
族
の
頭
で
あ
る
父
た
ち
を
意
味
す

る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
王
権
の
絶
対
性
を
主
張
し
た
論
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
も「
人

民
（p

eo
p
le

）」
と
は
家
政
の
頭
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
し
、
最
も
民
主
主
義
的
な
主
張
を
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
水
平

派
（L

ev
ellers

）」
で
も
、
召
使
や
徒
弟
た
ち
は
主
人
の
も
と
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
構
想
し
た
憲
法
案
「
人
民

協
約
」に
お
い
て
は
、「
男
子
」の
普
通
選
挙
権
が
提
案
さ
れ
て
い
た
の
で

16
）

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
家
族
に
お
け
る
男
性
の
権
威
は
、

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て

17
）

い
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
、
人
民
の
原
初
的
権
力
を
主
張
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す
る
当
時
の
論
者
の
議
論
も
、
す
べ
て
家
族
の
父
で
あ
る
男
性
か
ら
出
発
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
王
に
権
力
を
移
譲
す
る
主
体
は
家
父
た

ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
文
脈
を
理
解
し
た
上
で
、
王
権
と
父
権
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
対
極
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
フ
ィ
ル
マ
ー

が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
か
を
見
て
い
く
こ
と
に

18
）

す
る
。

２
）

フ
ィ
ル
マ
ー
の
「
父
権
論
」

フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
じ
一
五
八
八
年
に
生
ま
れ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
時
代
を
生
き
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
「
父
権
論
」
は
、

近
代
国
家
の
基
礎
を
な
す
契
約
説
に
対
抗
す
る
代
表
的
な
議
論
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
自
身
が
ホ
ッ
ブ
ズ
へ
の
反
論
の
な
か

で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
構
築
物
は
称
賛
す
る
が
、
そ
の
基
礎
に
は
反

19
）

対
だ
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
王
権
の
性
質
に
関
す
る
議
論
は
ホ
ッ

ブ
ズ
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
起
源
に
関
し
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ま
っ
た
く
正
反
対
の
根
拠
に
基
づ
き
展
開
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
対
称
と
も
い
え
る
二
人
の
議
論
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
は
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
す
べ
て
の
議
論
は
聖
書
に
基
づ
き
導
き
だ
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
聖
書

に
は
「
創
造
の
歴
史
の
真
実
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
政
体
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
聖
書
の
記
述
を
証
拠
と
し
て
示
す
べ
き
だ
と

彼
は
主
張

20
）

す
る
。
彼
は
、
聖
書
の
「
創
世
記
」
に
お
い
て
、
神
が
ア
ダ
ム
に
対
し
て
イ
ヴ
を
支
配
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
こ
そ
が
、
す
べ

て
の
人
類
の
「
父
」
に
与
え
ら
れ
た
全
権
力
の
源
泉
で
あ
る
と
考
え
る
。

ア
ダ
ム
が
「
妻
」
で
あ
る
イ
ヴ
に
対
す
る
支
配
権
を
持
つ
こ
と
が
、
な
ぜ
す
べ
て
の
人
類
の
「
父
」
と
し
て
の
権
力
の
源
泉
と
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ペ
イ
ト
マ
ン
は
、
そ
れ
を
、
イ
ヴ
が
ア
ダ
ム
の
一
部
か
ら
創
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
ア
ダ
ム
か
ら
「
生
ま
れ
た
」
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
ア
ダ
ム
は
、
イ
ヴ
の
「
父
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
を
支
配
せ
よ
と
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い
う
神
の
命
令
は
、「
父
」と
し
て
の
支
配
権
を
ア
ダ
ム
に
与
え
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
の
だ
と
述

21
）

べ
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
中
に

そ
の
よ
う
な
記
述
は
存
在
し
な
い
。
彼
が
述
べ
て
い
る
の
は
、「
創
世
記
」に
お
い
て
原
罪
を
犯
し
た
あ
と
に
神
が
イ
ヴ
に
対
し
て
行
な
っ

た
ア
ダ
ム
へ
の
服
従
の
命
令
だ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
神
の
命
令
か
ら
三
つ
の
こ
と
が
導
き
だ
さ
れ
る
と
フ
ィ
ル
マ
ー
は
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
命
令
に
よ
っ
て
権
力

が
設
立
さ
れ
る
こ
と
、
権
力
の
形
態
は
君
主
制
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
ア
ダ
ム
の
系
統
が
継
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

22
）

あ
る
。
ア
ダ

ム
は
「
人
類
最
初
の
父
と
し
て
、
単
に
権
力
を
持
っ
た
だ
け
で
な
く
、
神
か
ら
直
接
授
権
さ
れ
た
父
と
し
て
君
主
的
権
力
を
持
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
ひ
と
り
も
臣
民
が
い
な
く
て
も
、
彼
は
創
造
さ
れ
る
や
い
な
や
神
の
任
命
に
よ
り
世
界
の
王
に
な
っ
た
か
ら
で

23
）

あ
る
。」
ア
ダ
ム

は
、「
行
為
」
に
お
い
て
で
は
な
く
「
潜
在
性
」
に
よ
り
、
創
造
さ
れ
た
と
き
か
ら
王
で
あ
っ
た
と
フ
ィ
ル
マ
ー
は
述

24
）

べ
る
。

「
潜
在
性
」
と
は
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
か
ら
す
べ
て
の
人
類
が
産
み
出
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
そ
の
子
ど
も
を
「
産
み
出
す

（g
en
era

tio
n

）」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
男
性
は
「
よ
り
高
貴
で
主
要
な
動
因
で
あ
る
が
ゆ

25
）

え
に
」
神
は
女
性
で
は
な
く
男
性
に
、
子
ど

も
に
対
す
る
「
父
」
と
し
て
の
主
権
を
与
え
た
と
フ
ィ
ル
マ
ー
は
述
べ
る
。
こ
の
主
張
は
聖
書
に
根
拠
を
持
た
な
い
が
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
、

ア
ダ
ム
が
「
父
」
と
い
う
資
格
に
よ
る
支
配
を
授
権
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
権
力
の
起
源
を「
創
世
記
」に
書
か
れ
た
ア
ダ
ム
に
対
す
る
神
に
よ
る
授
権
に
お
く
。
さ
ら
に
そ
の「
父
」

と
し
て
の
権
力
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
、
聖
書
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
系
譜
に
基
づ
き
論
ず
る
。
ア
ダ
ム
が
神
か
ら

与
え
ら
れ
た
権
力
は
、
神
が
秩
序
を
創
る
力
す
な
わ
ち
法
を
創
る
権
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
は
じ
め
家
族
に
対
す
る
権
力
で
あ
っ
た
の
だ

が
、
家
族
が
拡
大
す
る
こ
と
で
王
国
が
で
き
て
い
き
、
そ
れ
に
よ
り
、
直
接
の
親
族
だ
け
で
な
く
同
胞
を
支
配
す
る
者
と
し
て
、
ア
ダ
ム

か
ら
の
継
承
者
が
権
力
を
引
き
継
い
で
い
っ
た
と
論
じ
た
の
で

26
）

あ
る
。

フ
ィ
ル
マ
ー
も
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
、
権
力
の
根
拠
は
異
に
し
て
も
、
彼
の
議
論
の
内
容
に
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
類
似
点
が
多
い
。
ま
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ず
、
ア
ナ
ー
キ
ー
を
防
ぐ
た
め
に
、
法
の
判
定
者
と
し
て
の
絶
対
的
王
権
の
必
要
性
が
論
じ

27
）

ら
れ
、
民
主
政
に
お
け
る
反
乱
の
危
険
性
が

述
べ
ら

28
）

れ
る
。
ま
た
、
君
主
政
を
他
の
政
体
と
比
較
し
た
と
き
、
臣
民
の
生
命
と
富
の
保
障
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
君
主
政
が
優
れ
て
い

る
と
主
張
す
る
点
も
類
似
し
て

29
）

い
る
。
そ
し
て
、
人
々
が
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
か
ら
ど
の
よ
う
な
混
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
か
を
論
じ
、

民
主
政
が
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
論
ず
る
点
も
同
様
で

30
）

あ
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
こ
う
し
た
点
か
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
向
か
っ
て
、
自
分
の
書

い
た
覚
え
書
き
に
よ
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
聖
書
か
ら
も
理
性
に
よ
っ
て
も
、「
父
権
的
王
国
」の
原
則
の
う
え
に
こ
そ
彼
の
構
築
物
が
も
っ

と
堅
固
な
も
の
と
し
て
建
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
く
れ
る
よ
う
に
願
う
と
述
べ
て

31
）

い
る
。

そ
し
て
フ
ィ
ル
マ
ー
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
を
批
判
し
た
論
文
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
自
然
状
態
」
に
お
け
る
権
力
の
発
生
に

関
す
る
議
論
に
対
し
て
詳
し
く
反
論
す
る
。
彼
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
人
間
が
茸
の
よ
う
に
突
然
生
じ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に
対
し
、
聖
書

は
す
べ
て
の
人
間
が
ひ
と
り
の
男
か
ら
生
ま
れ
、
継
続
し
て
き
た
こ
と
を
教
え
る
と
反
論
し
て
い
る
。「
我
々
は
、
創
造
の
歴
史
の
真
実
を

否
定
す
る
べ
き
で
は

32
）

な
い
。」
ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
じ
た
「
自
然
状
態
」
が
悲
惨
な
状
態
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
神
が
人

間
を
獣
よ
り
ひ
ど
い
状
態
の
な
か
に
創
造
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
人
間
が
創
造
さ
れ
た
と
き
の
自
然
の
状
態
は
、

平
和
で
、
人
間
が
自
己
を
保
存
す
る
の
に
必
要
な
も
の
は
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
権
力
の
根
拠
を
ど
こ
に
お
く
か
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
子
ど
も
に
対
す
る
原
初
的
権
力
を
母
に
お
い
た
の
に
対
し
、
彼
は
支

配
権
が
父
に
あ
る
と
し
た
。
最
初
に
女
性
に
対
す
る
権
力
を
神
か
ら
授
け
ら
れ
、
そ
の
あ
と
子
ど
も
を
産
み
出
す
こ
と
に
よ
り
、
全
人
類

に
対
す
る
支
配
権
を
も
つ
と
し
た
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
権
力
論
に
お
い
て
は
、
征
服
と
生
殖
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
起
源
が
自
然
的

な
権
力
の
最
初
の
起
源
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
考
え
る
権
力
の
起
源
は
、
父
権
の
み
の
一
元
的
な
も
の
で
あ
る
。

彼
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
征
服
に
基
づ
く
権
力
の
議
論
に
つ
い
て
も
批
判
し
て

33
）

い
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
権
力
の
起
源
と
そ
の
継
承
に
関
し
て
は
「
創
世
記
」
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
彼
の
基
本
的
な
議
論
は
宗

ホッブズの権力論の構造
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教
性
を
持
た
ず
、
政
治
的
な
観
点
か
ら
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
人
間
の
自
然
的
自
由
を
主
張
す
る
論
者
に
対
し
て
、
自
由
へ
の
欲
望

が
ア
ダ
ム
の
堕
落
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
と
警
告

34
）

す
る
が
、
彼
の
論
ず
る
「
原
罪
」
の
意
味
は
ま
っ
た
く
宗
教
的
含
意
を
持

た
な
い
。
イ
ヴ
に
対
し
て
も
、
教
会
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
き
た
道
徳
的
な
非
難
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
、
イ
ヴ
が
「
原
罪
」
を
犯

し
た
の
は
無
知
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
悪
魔
の
よ
う
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
憎
む
べ
き
知
識
を
以
て
行
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

単
な
る
間
違
い
だ
と
解
釈
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
は
憎
む
べ
き
存
在
と
い
う
よ
り
哀
れ
む
べ
き
存
在
な
の
だ
と
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
述
べ
る
。

女
性
は
父
と
子
を
媒
介
す
る
た
め
に
あ
り
、
夫
を
補
完
す
る
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら

35
）

れ
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
聖
書
に
依
拠
し
て
権
力
の

問
題
を
論
じ
た
が
、
彼
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
現
実
の
国
家
に
お
け
る
支
配
権
力
に
向
か
っ
て
い
る
の
で

36
）

あ
る
。

サ
マ
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
権
力
の
性
質
に
関
す
る
議
論
は
、
主
と
し
て
ボ
ダ
ン
に
依
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

絶
対
的
権
力
を
擁
護
す
る
と
い
う
意
味
で
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
類
似
も
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
権
力
の
起
源
に
つ
い
て
は
異
な
っ
て
い
て
も
、

最
終
的
に
父
に
よ
る
支
配
を
論
ず
る
と
い
う
点
で
も
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
共
通
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ル
マ
ー

の
議
論
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
父
権
的
支
配
の
議
論
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
詳
し
く
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
権
力
論
の
構
造

１
）
「
父
権
論
」
と
「
父
系
的
王
国
」

『
法
の
原
理
』
お
よ
び
『
市
民
論
』
の
「
父
権
」
に
関
す
る
章
は
、
同
時
に
「
父
系
的
王
国
に
つ
い
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
持
っ
て
い

る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
父
と
し
て
の
権
力
が
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
れ
が
自
己
を
防
衛
す
る
こ
と
が
で

き
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
こ
と
で
、「
父
系
的
王
国
」
が
成
立
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
父
系
的
王
国
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
王
の
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権
力
は
父
と
し
て
の
権
力
と
同
質
で
あ
り
、
ま
た
家
族
は
国
家
と
同
質
だ
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
の
権
力
を
父
と
し
て
の
権
力
と

同
じ
も
の
と
み
な
し
、
家
族
の
父
と
し
て
の
支
配
が
王
の
支
配
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
点
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
父
系
的
王
国
」
の
議
論
は
、

フ
ィ
ル
マ
ー
の
「
父
権
論
」
と
同
じ
構
造
を
持
つ
。

し
か
し
、
そ
の
論
拠
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の
場
合
は
、
ア
ダ
ム
が
イ
ヴ
を
支
配
し
、
彼
ら
に
続
く
人
類
を
「
産
み
出
す

（g
en
era

tio
n

）」
こ
と
が
、
人
間
に
対
す
る
「
父
」
と
し
て
の
権
力
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
産
み
出
す
」

こ
と
を
根
拠
に
す
る
こ
と
を
何
度
も
批
判
す
る
。
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
支
配
は
、
ま
ず
子
ど
も
を
産
み
そ
の
「
生
命
を
保
護
す
る
」
母

の
権
力
す
な
わ
ち
母
権
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
の
あ
と
子
ど
も
が
母
の
支
配
に
合
意
す
る
と
い
う
手
続
き
を
経
て
、
女
性
が
合
意
に
よ
り

夫
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
に
対
す
る
権
利
も
「
父
」
と
し
て
の
夫
に
移
譲
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
子
ど
も
も
父
に
従

う
こ
と
に
な
る
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
父
権
」
の
根
拠
だ
け
で
な
く
、
そ
の
継
承
（su

ccessio
n

）
に
関
し
て
も
ホ
ッ
ブ
ズ
は
フ
ィ
ル
マ
ー
と
ま
っ
た
く
異
な
る
議
論
を
展
開

し
た
。
フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
ア
ダ
ム
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
父
と
し
て
の
権
力
が
そ
の
ま
ま
長
子
相
続
で
継
承
さ
れ
、
家
族
が
国
家
と
し
て

発
展
し
て
い
く
こ
と
で
、
現
在
の
王
権
に
至
る
と
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
ず
る
「
父
系
的
王
国
」
と
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
大
き
く
多
数

に
な
っ
て
自
己
を
防
衛
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
国
家
を
意
味

37
）

す
る
。
す
な
わ
ち
家
族
か
ら
国
家
へ
の
発
展
に
お
い
て
は
フ
ィ
ル
マ
ー
と
同

様
で
あ
る
。
し
か
し
継
承
に
関
す
る
議
論
は
重
要
な
違
い
を
見
せ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の
「
父
系
的
王
国
」
の
議
論
の
あ
と
に
、
ど
の
よ
う
に
主
権
が
継
承
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、「
継
承
の
権
利
」

と
し
て
論
じ
て
い
る
。『
法
の
原
理
』
で
は
、
は
じ
め
に
「
継
承
」
の
問
題
が
起
こ
る
の
は
君
主
制
の
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
述
べ

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
ず
王
は
絶
対
的
な
支
配
権
を
持
つ
の
で
、
彼
自
身
の
「
意
志
（w

ill

）」
に
よ
り
後
継
者
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
論
ず
る
。
こ
の
部
分
は
、『
市
民
論
』
で
は
や
や
明
確
さ
を
欠
く
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
が
起
こ
る
の
は
「
絶
対

ホッブズの権力論の構造
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君
主
制
」
の
場
合
だ
け
で
あ
り
、
君
主
が
「
遺
言
（w

ill

）」
に
よ
り
後
継
者
を
「
任
命
（in

stitu
te

））」
し
た
場
合
に
は
「
そ
の
者
が
継

承
す
る
」
と
書
か
れ
る
。
そ
の
後
、
人
々
が
契
約
す
る
こ
と
で
権
力
を
王
に
移
譲
し
た
「
設
立
に
よ
る
王
国
」
で
も
「
父
系
的
王
国
」
で

も
王
は
同
様
な
権
利
を
持
つ
の
で
、
す
べ
て
の
王
が
「
意
志
（w

ill

）」
に
よ
り
後
継
者
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
続
い

て
、
王
の
意
志
が
明
確
で
な
い
場
合
の
継
承
の
順
位
が
検
討
さ
れ
る
。
自
分
の
子
ど
も
や
そ
の
中
で
は
男
子
が
優
先
さ
れ
、
長
子
や
直
系

が
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
は
通
常
の
王
位
継
承
の
議
論
で
あ
る
。

し
か
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
こ
れ
ら
を
一
般
的
な
主
権
の
継
承
の
議
論
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
『
法

の
原
理
』
お
よ
び
『
市
民
論
』
と
も
に
「
父
権
的
支
配
お
よ
び
父
系
的
王
国
」
の
章
の
な
か
に
あ
り
、「
父
系
的
王
国
」
の
議
論
に
続
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
継
承
に
関
し
て
最
初
に
、
継
承
は
王
の
「
意
志
」
に
よ
る
と
論
じ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

フ
ィ
ル
マ
ー
に
代
表
さ
れ
る
神
授
権
説
の
目
的
は
、
当
時
の
王
権
が
神
に
よ
る
授
権
か
ら
続
い
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
王
権
の
根
拠
は
神
の
「
意
志
」
に
よ
り
ア
ダ
ム
に
権
力
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
代
々
続
い
て
き
た
王
国
で
も
、
そ
の
権
力
の
は
じ
め
は
母
が
子
ど
も
を
産
み
そ
れ
を
養
育
す
る
と
い
う

事
実
に
あ
り
、
母
が
合
意
す
る
こ
と
で
権
力
が
父
に
移
譲
さ
れ
、「
父
権
」が
拡
大
し
て
王
権
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
権
力
の
継
承
は
、
王

の
「
意
志
」
に
よ
る
と
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
を
「
産
み
出
し
」
秩
序
を
作
り
出
す
と
い
う
、
聖
書
に
書
か
れ
た
神
の
「
意

志
」
を
起
源
と
す
る
神
授
権
説
に
対
し
て
人
間
の
「
意
志
」
を
対
置
さ
せ
、
神
授
権
説
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

ち
な
み
に
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
は
、
継
承
の
問
題
は
、「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
政
体
の
種
類
を
検
討
す
る
第

一
九
章
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
人
工
的
人
格
」
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
が
、「
人
工
的
な
永

遠
の
生
命
」
を
続
け
る
た
め
の
問
題
と
し
て
、
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
い
継
承
の
優
先
順
位
の
内
容
自
体
は
、
そ
れ
ま
で
の
議
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論
と
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
は
「
父
系
的
王
国
」
の
議
論
が
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
の
議
論
の
主
眼
は
、

「
父
系
的
王
国
」
で
は
な
く
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
継
続
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
た
と
き
、
フ
ィ
ル
マ
ー
も
ホ
ッ
ブ
ズ
も
、「
父
権
」の
議
論
そ
の
も
の
は
同
様
の
構
造
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
根
拠
と
継

承
の
点
に
関
し
て
、
ま
っ
た
く
異
な
る
議
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
父
系
的
王
国
」の
議
論
は
、
現
代
の
我
々
が
一
読
す
る

と
普
通
の
国
家
の
歴
史
を
論
じ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
神
授
権
説
に
対
抗
す
る
議
論
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
目
的
を
持
っ
た
議
論
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
母
権
」か
ら
出
発
し
た
議
論
を
少
々
の
論
理
的
推
論
上
の
無
理
を
お
か
し

て
で
も
「
父
権
」
の
議
論
に
展
開
し
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
で
「
父
権
」
が
成
立
し
、
そ
れ
が
国
家
へ
と
発
展
し
て
い
く
「
父
系
的
王
国
」
を

論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
政
治
論
は
、
す
べ
て
家
族
の
父
を
出
発
点
と
し
て
い
た
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。
通
常
は
、
神
授
権
説
に
対
抗
す
る
た
め
に
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
契
約
論
が
唱
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の

議
論
に
お
い
て
は
、「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」だ
け
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
ふ
た
つ
の
議
論
に
溝
が
あ

り
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
人
々
に
と
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
契
約
論
は
単
な
る
思
考
実
験
以
上
の
意
味
は
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
溝
を
う

め
る
の
が
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
け
る
「
父
系
的
王
国
」
の
議
論
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
現
に
目
の
前
に
代
々
継
続

し
て
き
た
王
国
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
も
、
フ
ィ
ル
マ
ー
と
異
な
る
議
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
の
根
拠
と
継
承
に
お
い
て
、
神
に
与
え
ら
れ
た
権
力
を
否
定
し
、
母
を
起
源
と
す
る
こ
と
を
示
し
た
の
が
「
父
系
的
王
国
」
の
議

論
な
の
で

38
）

あ
る
。

２
）
「
専
制
的
支
配
」
と
「
主
権
に
よ
る
支
配
」

以
上
の
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
じ
た
三
種
の
支
配
形
態
の
う
ち
、
男
女
の
惹
き
あ
う
関
係
か
ら
生
じ
た
「
父
権
的
支
配
」
は
、
同
様

ホッブズの権力論の構造
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に
男
女
の
関
係
か
ら
出
発
す
る
神
授
権
説
に
対
抗
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
と
、
残
り
の
「
専
制
的
支
配
」
と
「
主
権
に
よ
る
支
配
」
に
関

し
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
ふ
た
つ
の
支
配
の
成
立
に
関
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
を
確
認
し
て
み
よ

う
。ま

ず
ホ
ッ
ブ
ズ
の
述
べ
る
「
自
然
状
態
」
に
お
け
る
敵
対
関
係
が
、「
専
制
的
支
配
」
お
よ
び
「
主
権
に
よ
る
支
配
」
の
前
提
に
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
男
女
の
惹
き
あ
う
関
係
か
ら
発
す
る
「
父
権
的
支
配
」
と
は
前
提
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ

は
、「
専
制
的
支
配
」す
な
わ
ち
主
人
の
奴
隷
に
対
す
る
支
配
は
、
戦
闘
に
よ
る
勝
利
に
よ
り
獲
得
さ
れ
る
と
述
べ
、「
主
権
に
よ
る
支
配
」

は
、
人
々
が
意
図
し
合
意
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
と
論
ず
る
。『
市
民
論
』
に
書
か
れ
る
「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
「
設

立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
成
立
に
お
け
る
違
い
は
、
敗
北
し
た
あ
と
相
手
に
対
し
て
服
従
す
る
か
、
ま
た
は
征
服
を
避
け
る
た
め

に
服
従
の
道
を
選
択
す
る
の
か
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
ふ
た
つ
の
支
配
関
係
は
、
敵
対
的
な
人
間
関
係
の
あ
る「
自

然
状
態
」
に
お
い
て
、
人
間
が
ど
ち
ら
を
選
択
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
選
択
肢
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勝
負
を
か
け
て
敗
北

す
る
か
、
そ
の
前
に
誰
か
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
々
は
、
生
命
を
脅
か
す
恐
怖
に
よ
っ
て
そ
の
選

択
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
前
者
は
相
手
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
服
従
し
、
後
者
は
人
間

相
互
の
恐
怖
か
ら
誰
か
に
服
従
す
る
こ
と
を
選
ぶ
と
、
端
的
に
説
明
さ
れ
て

39
）

い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
ふ
た
つ
の
支
配
関
係
は
、

ひ
と
組
み
と
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
議
論
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
王
権
の
内
容
に
議
論

の
中
心
を
移
し
た
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
は
、「
父
権
的
支
配
」
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
の
対
立
点
は
、
戦
争
状
態
に
お
い
て
、
人
間
が
戦
闘
と
い
う
事
実
状
態
の
結
果
と
し
て
合
意
を
強
い
ら
れ
る
状
況
に
追
い
込
ま

れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
自
ら
の
意
志
に
よ
り
状
況
を
先
取
り
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
戦
争
を
実
際

に
行
な
い
敗
北
す
る
と
い
う
事
実
を
突
き
付
け
ら
れ
、
生
命
を
支
配
さ
れ
る
状
況
が
生
じ
る
こ
と
で
、
初
め
て
人
間
は
相
手
に
服
従
す
る
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こ
と
に
合
意
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
専
制
的
支
配
」の
議
論
で
あ
る
。
後
者
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
予
測
し
実
際
の
危
険
を
回
避

す
る
た
め
に
、
人
間
が
自
ら
の
「
意
図
」
に
よ
り
権
力
を
打
ち
建
て
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
合
意
し
契
約

す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
は
「
設
立
」
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
決
断
を
迫
ら
れ
る
の
は
、
誰
と
も
関
係
を

持
た
な
い
個
々
人
な
の
だ
ろ
う
か
。
孤
立
し
た
個
々
の
人
間
が
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
設
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
支
配
権
力
に
関
す
る
議
論
を
フ
ィ
ル
マ
ー
も
含
め
て
整
理
す
る
と
、
次
頁
の
表
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
全
体

を
見
渡
し
な
が
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
権
力
論
を
全
体
と
し
て
構
成
し
直
し
て
み
た
い
。
ま
ず
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
父
権
的
支
配
」の
議
論
を
神
授

権
説
に
対
抗
す
る
た
め
に
論
じ
た
。
そ
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
聖
書
に
書
か
れ
フ
ィ
ル
マ
ー
が
主
張
す
る
、
人
間
は
神
が
創
っ
た
と
い
う
議

論
に
対
し
て
、
人
間
が
「
茸
の
よ
う
に
」
生
ま
れ
て
く
る
と
論
じ
た
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
男
性
と
女
性
の
関
係
を
フ
ィ
ル
マ
ー
は
支
配
関

係
と
し
て
論
じ
た
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
平
等
な
関
係
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
上
で
フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
人
間
社
会
の
秩
序
は
、
ア
ダ
ム
が

神
か
ら
授
権
し
た
権
力
に
よ
り
保
た
れ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
権
力
は
神
が
持
っ
て
い
た
世
界
の
秩
序
を
創
る
た
め
の
権
力
で
あ

る
か
ら
、
法
を
創
る
権
力
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
権
力
に
関
し
て
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
た
。
そ
の
権
力
の
根
拠
と
し
て

フ
ィ
ル
マ
ー
は
、
神
が
人
間
を
産
み
、
秩
序
を
産
む
力
を
ア
ダ
ム
に
授
け
た
と
考
え
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
と
秩
序
を
「
産
み
出

す
（g

en
era

tio
n

）」
と
い
う
考
え
方
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
も
そ
の
権
力
論
の
骨
格
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
詳
し
く
見
る
た
め

に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
を
順
追
っ
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

人
間
が
「
茸
の
よ
う
に
」
生
じ
た
後
、
何
の
拘
束
も
な
い
「
自
然
状
態
」
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
人
間
同
士
の
関
係
は
、
次
の
三
つ
で

あ
る
。
ま
ず
、
誰
と
も
関
係
を
創
ら
ず
ひ
と
り
で
い
る
状
態
。
そ
し
て
第
二
に
、
男
女
が
惹
か
れ
あ
い
関
係
を
結
ぶ
状
態
。
三
番
目
と
し

て
、
個
人
同
士
が
敵
対
的
な
状
態
に
な
り
戦
闘
を
行
な
う
状
態
で
あ
る
。
二
番
目
の
関
係
が
結
ば
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
母
が
子
ど
も
を
産

み
出
す
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
し
か
し
、
こ
の
母
が
子
ど
も
を
「
産
み
出
す
」
こ
と
は
権
力
の
根
拠
に
な
ら
な
い
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
主
張

ホッブズの権力論の構造
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表
フ
ィ
ル
マ
ー
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
権
力
論
の
比
較
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し
た
。
そ
れ
は
フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
を
否
定
す
る
議
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
代
わ
り
彼
は
、
権
力
の
根
拠
を
「
生
命
の
保
持
」
に
お
い
た
。

母
は
「
産
み
出
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
「
生
命
を
保
持
」
す
る
こ
と
に
お
い
て
権
力
を
持
つ
。

「
生
命
の
保
持
」と
い
う
点
に
お
い
て
、
母
の
権
力
は
三
番
目
の
人
間
同
士
の
戦
闘
状
態
か
ら
生
ず
る
権
力
と
同
質
で
あ
る
。
個
人
同
士

の
戦
闘
で
勝
利
し
た
者
は
、
敗
北
し
た
者
の
生
命
を
左
右
す
る
力
を
握
る
。
そ
れ
に
よ
り
相
手
を
支
配
す
る
の
で

40
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あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
権
力
は
、「
生
命
の
保
持
」と
い
う
事
実
状
態
が
持
続
す
る
間
だ
け
し
か
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
両
方
の
場
合
と
も
、
権
力
を
持
続

さ
せ
る
た
め
に
、
服
従
し
て
い
る
者
か
ら
服
従
に
つ
い
て
の
合
意
を
調
達
し
、
持
続
的
な
支
配
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
獲

得
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
原
初
的
形
態
で
あ
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
成
立
す
る
。

さ
て
、
こ
の
時
ひ
と
り
で
い
る
人
間
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。「
自
然
状
態
」
に
お
い
て
、「
父
権
的
支
配
」
ま
た
は
「
専
制
的
支
配
」

に
よ
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
で
き
て
く
る
と
、
ひ
と
り
で
い
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
り
の
人
間
は
、
ど
ち
ら
か
の
形
で
「
フ
ァ

ミ
リ
ー
」
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
個
人
が
男
女
の
関
係
も
創
ら
ず
ひ
と
り
の
ま
ま
で
、
戦
争

状
態
に
お
い
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
を
構
成
す
る
集
団
に
勝
つ
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
う
考
え
る
と
、
理
論
的
に
は
、
そ
う
し

た
状
況
を
克
服
す
る
た
め
に
、「
自
然
状
態
」
で
ひ
と
り
で
い
た
個
人
が
多
数
集
ま
っ
て
契
約
に
よ
り
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

を
設
立
す
る
と
い
う
道
筋
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
形
成
に
い
た
る
「
父
権
的
支
配
」
と
「
専
制
的
支
配
」

と
並
ん
で
、
個
々
人
が
集
ま
っ
て
契
約
に
よ
り
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
設
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
「
フ
ァ

ミ
リ
ー
」
の
形
成
が
同
時
平
行
的
に
進
む
な
ら
、
ひ
と
り
の
個
人
と
し
て
残
る
の
は
、
非
常
に
少
数
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
わ
り
で
、
男
女
の
関
係
か
ら
、
ま
た
戦
闘
の
勝
利
に
よ
っ
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
中
で
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
個
人
と

し
て
生
き
て
い
く
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
初
め
は
個
々
の
人
間
と
し
て
存
在
し
た
「
自
然
状
態
」
で
、
人
間
が
個
人
と
し

て
ひ
と
り
で
い
る
状
態
は
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
い
、
人
々
は
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
に
組
み
込
ま
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ホッブズの権力論の構造
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す
る
と
「
自
然
状
態
」
は
、
多
数
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
並
存
す
る
と
い
う
形
に

41
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な
る
。
こ
の
時
戦
闘
に
勝
利
し
続
け
な
が
ら
、
ま
た

は
子
孫
を
増
や
す
こ
と
で
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
拡
大
し
自
己
を
防
衛
す
る
よ
う
な
安
定
し
た
集
団
と
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
、「
父
系
的

王
国
」
ま
た
は
「
獲
得
に
よ
る
王
政
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
う
一
方
で
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
し
て
あ
る
程
度
安
定
し
た
集

団
を
創
っ
た
後
で
、
人
々
は
、
そ
の
よ
う
な
安
定
を
保
つ
方
法
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
安
定
を
「
意
図
」
し
て
、
自
ら
の
「
意

志
」
で
主
権
を
設
立
し
、
そ
の
支
配
に
服
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
推
論
か
ら
も
、
以
前
論
じ
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
「
設
立
す
る
」
契
約
は
個
々
人
で
は
な
く
「
フ
ァ
ミ

リ
ー
」
の
「
父
」
た
ち
に
よ
り
結
ば
れ
、「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
父
た
ち
に
よ
り
建
て
ら
れ
る
」
と
考
え
ら

42
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れ
る
。
ま
た
、
当
時
の
政
治
論

の
前
提
か
ら
い
っ
て
も
、
国
家
権
力
に
関
わ
る
行
為
に
与
る
の
は
、
家
族
の
父
た
ち
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
な
議
論
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
二
段
階
論
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
彼
は
、「
獲
得
に
よ
る
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
」
と
し
て
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
形
成
に
関
し
て
論
じ
た
。
そ
の
上
で
、
国
家
の
形
成
に
関
し
て
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
持
続
的

に
拡
大
し
て
い
く
「
父
系
的
王
国
」
と
、
父
た
ち
が
合
意
す
る
と
い
う
手
続
き
に
よ
り
設
立
す
る
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を

論
じ
た
の
で

43
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あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
が
国
家
の
設
立
に
関
す
る
契
約
は
父
た
ち
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
と
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ル
マ
ー
か
ら
の
重
大
な
批
判
を
か
わ

す
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
は
、
聖
書
に
基
づ
く
た
め
に
議
論
と
し
て
は
単
純
な
の
だ
が
、
論
敵
に
対
す
る
批
判
に
は
鋭
い

も
の
が
あ
る
。
契
約
論
に
対
す
る
彼
の
批
判
の
う
ち
最
も
重
大
な
の
は
、「
自
然
状
態
」に
お
い
て
自
由
な
個
々
人
が
契
約
を
結
ぶ
と
す
る

と
、
ふ
た
つ
の
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
も
の
だ
。
ひ
と
つ
は
、
す
べ
て
の
人
類
が
同
時
に
集
ま
り
、
契
約
を
結
ぶ
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と

い
う
点
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
も
し
そ
の
よ
う
な
契
約
を
し
た
と
し
て
も
、
契
約
の
当
事
者
が
死
ん
だ
後
か
ら
生
ま
れ
た
人
を
、
そ
の
契
約

に
よ
り
な
ぜ
縛
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
フ
ィ
ル
マ
ー
は
、「
も
し
両
親
の
行
為
が
子
ど
も
を
縛
る
こ
と
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が
許
さ
れ
る
な
ら
、
人
類
の
自
然
的
自
由
と
い
う
教
義
に
は
、
さ
よ
う
な

44
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ら
だ
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
父
」
た
ち
に
よ
り

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が「
設
立
さ
れ
た
」と
論
じ
れ
ば
、「
父
」た
ち
が
契
約
の
た
め
に
集
ま
る
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
父
」

た
ち
の
契
約
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
国
家
は
子
ど
も
た
ち
に
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

３
）

出
生
・
保
存
・
そ
し
て
継
承

以
上
の
よ
う
に
フ
ィ
ル
マ
ー
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
権
力
論
を
あ
わ
せ
て
概
観
し
て
み
る
と
、
二
人
と
も
人
間
の
生
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
「
出

生
（g

en
era

tio
n

）」、「
生
命
の
保
持
（p

reserv
a
tio
n

）」
そ
し
て
「
生
の
継
承
（su

ccessio
n

）」
と
、
権
力
の
問
題
を
重
ね
て
論
じ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

フ
ィ
ル
マ
ー
は
、「
創
世
記
」
に
よ
っ
て
ア
ダ
ム
が
神
か
ら
支
配
権
を
授
け
ら
れ
た
あ
と
、
子
ど
も
を
「
産
み
出
す
」
こ
と
で
、
す
べ
て

の
人
間
に
対
す
る
支
配
権
を
獲
得
す
る
と
主
張
し
た
。
王
の
支
配
権
の
目
的
は
、
人
々
の
生
存
を
保
持
す
る
こ
と
に

45
）

あ
る
。
そ
し
て
王
の

権
力
は
長
子
に
よ
り
継
承
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
国
家
の
公
共
の
福
祉
（co

m
m
o
n w

ea
l

）
は
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
出
発
点
は
神

に
よ
る
授
権
と
い
う
言
説
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
の
後
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
生
物
と
し
て
の
現
実
の
人
間
の
生
の
連
続
性
が
権
力
の

継
承
を
保
障
し
、
国
家
の
安
定
性
を
守
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
の
生
の
現
実
か
ら
出
発
し
た
。
彼
の
論
ず
る
原
初
的
な
権
力
は
、
女
性
が
子
ど
も
を
「
産
み
出
す
」

と
い
う
現
実
の
人
間
に
お
け
る
事
実
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
そ
の
事
実
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
継
続
的
な
支
配
権
力
の
根
拠
に
は
な
ら
な

い
。
子
ど
も
に
対
す
る
権
力
は
、
あ
く
ま
で
も
「
生
命
の
保
持
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
戦
争
に
お
け
る

勝
利
者
が
敗
北
し
た
者
の
「
生
命
の
保
持
」
の
た
め
に
持
つ
権
力
と
共
通
す
る
。
そ
の
上
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
子
ど
も
や
奴
隷
に
対
す
る
「
生

命
の
保
持
」
と
い
う
人
間
の
生
に
お
け
る
事
実
を
、
合
意
と
い
う
手
続
き
に
転
換
す
る
こ
と
で
権
利
と
い
う
概
念
に
転
換

46
）

し
た
。
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ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
う
し
て
人
間
の
生
の
現
実
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
越
え
て
人
間
の
意
志
と
言
語
に
よ
る
生
の
構
築
を
め
ざ
し

た
。
そ
れ
が
「
設
立
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
の
意
味
で
あ
る
。
合
意
に
よ
り
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
設
立
す
る
こ
と
は
、
言
葉
に
よ
る

契
約
に
よ
っ
て
、
事
実
と
し
て
の
人
間
の
状
態
を
克
服
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
最
も
優
れ
た
能
力
で
あ
る

言
語
に
よ
り
、
野
獣
の
よ
う
な
「
自
然
の
自
由
」
の
存
在
す
る
「
自
然
の

47
）

状
態
」
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー

の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
に
基
づ
く
議
論
に
対
し
て
は
、
人
間
の
生
の
現
実
に
基
づ
く
「
父
権
的
支
配
」
の
議
論
を
対
置
し
、
そ
こ

か
ら
「
専
制
的
支
配
」
を
梃
子
と
し
て
、
人
間
が
言
語
に
よ
り
権
力
を
創
設
す
る
「
主
権
に
よ
る
支
配
」
へ
と
つ
な
げ
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
生
の
現
実
に
よ
っ
て
無
意
味
化
し
、
新
し
い
言
説
に
よ
る
秩
序
を
創
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
人
間
が
自
分
の
「
意
志
」
に
よ
り
合
意
し
、
自
分
た
ち
が
服
従
す
る
主
権
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
秩
序

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
神
が
「
自
然
的
人
格
」
を
「
産
み
出
す
」
と
い
う
教
説
に
対
し
、
人
間
が
自
分
た
ち
で
「
人
工
的
人
格
」

を
「
産
み
出
し
」、
神
に
よ
る
「
永
遠
の
生
命
」
の
代
わ
り
に
「
人
工
的
な
生
命
の
永
遠
性
」
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
コ

モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
継
続
が
重
要
と
な
る
。
そ
れ
に
関
し
て
も
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
「
意
志
」
す
な
わ
ち
君
主
の
「
遺
言
」

に
よ
り
後
継
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
論
は
、
入
れ
子
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
自
然
に
お
い
て
出
生
し

た
子
に
対
す
る
母
の
支
配
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
彼
は
、
ま
ず
そ
れ
を
同
質
的
な
支
配
で
あ
る
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
専
制
的

支
配
」
へ
と
つ
な
げ
る
こ
と
で
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
成
立
す
る
と
し
た
。
そ
こ
か
ら
国
家
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、「
父
系

的
王
国
」
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
段
階
と
し
て
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
を
基
礎
と
し
て
、
人
間
の
言

語
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
出
生
の
物
語
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
議
論
は
、
最
終
的
に
人
間
の
意
志
に
よ
る
「
人
工

的
人
格
」
の
誕
生
と
継
続
の
物
語
と
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
初
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
社
会
や
政
府
は
人
間
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に
と
り
自
然
な
こ
と
で
、
政
府
が
人
工
的
に
創
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と

48
）

い
う
。
そ
の
点

に
関
し
て
、
人
間
の
社
会
と
政
府
の
起
源
を
根
底
か
ら
論
じ
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
、
画
期
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

過
程
で
、
原
初
的
権
力
だ
っ
た
「
母
権
」
は
移
譲
さ
れ
、
父
た
ち
に
よ
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
設
立
が
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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v
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id
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p
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S
o
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m
erv

ille,
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ilm
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th
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ritin

gs
,
p
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Ib
id
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S
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S
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p
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15
）

S
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m
erv

ille,
P
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E
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6
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p
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e
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D
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,

(P
en
g
u
in
,
1986)

p
p
.77.

16
）

福
田
歓
一
『
政
治
学
史
』
三
四
七
頁
。

17
）

S
o
m
m
erv

ille,
P
olitics

&
Id
eology in

 
E
n
glan

d
 
1
6
0
3

〜1
6
4
0
,
p
p
.27

〜29.

18
）

ブ
レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
扱
う
父
権
と
王
権
に
関
わ
る
議
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
主
要
な
論
点
は
、
す
で
に
現
世
と
来
世
を
統
一
的
に
考
察
す
る

中
世
の
神
学
者
で
あ
る
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
、
パ
ド
ゥ
ヴ
ア
の
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
な
ど
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
た
。
ブ
レ
ッ

ト
は
、
彼
ら
が
考
察
し
た
の
は
単
に
教
皇
と
皇
帝
や
王
の
権
力
の
問
題
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
「
人
間
に
と
っ
て
の
正
し
い
統
治
」
と
は
何
か
と
い
う
問

題
だ
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。B

rett,
‘P
o
litica

l p
h
ilo
so
p
h
y
’
in
 
T
h
e C

am
brid

ge H
istory

 
of
 
M
ed
ieval P

olitical T
h
ou
gh
t
(C
a
m
b
rid
g
e

 
U
n
iv
ersity P

ress,
1988).

こ
の
論
文
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
国
家
に
つ
い
て
の
見
解
が
中
世
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
善

や
自
然
法
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
特
に
ア
キ
ナ
ス
の
見
解
を
中
心
に
分
析
し
て
お
り
、
近
代
の
自
然
法
概
念
を
理
解
す
る
の
に
大
変
参
考
に
な
る
。
ま
た
、

自
然
法
、
自
然
権
な
ど
の
概
念
と
中
世
思
想
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
の
詳
し
い
研
究
と
し
て
、Rich

a
rd T

u
ck
,
N
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m
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g
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。
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