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一

ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
く
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
再
検
討

杉

　
　本

　
　竜

　
　也

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
視
点
か
ら
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
市
民
社
会
に
関
す
る
政
治
思
想
の
中
核

で
あ
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
こ
で
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
ケ
ア
の
倫
理
の
影
響
を
受
け
て
構
想
さ
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
こ
と

で
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
に
関
す
る
研
究
は
、
一
九
八
〇
年
代
よ
り
主
と
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
領
域
で
研
究
が
行
わ
れ
、
近
年
は
日
本
に

お
い
て
も
多
く
の
研
究
成
果
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
学
領
域
に
お
け
る
ケ
ア
の
倫
理
に
関
す
る
研
究
の
歴
史
は
長
く

な
い
。
本
稿
で
度
々
取
り
上
げ
る
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
は
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
研
究
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
自
立
的
・
自
律
的
市
民
の
重
要
性
を
過
度
に
強
調
し
て
、
個
人
と
し
て
の
責

論

　説

）
九
八
（
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二

任
だ
け
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
で
は
、
自
立
的
・
自
律
的
市
民
と
い
う
モ
デ
ル
に
該
当
し
な

い
人
間
は
、
容
易
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
支
援
し
て
い
る
の
は
、
新
自
由
主
義
に
よ
っ
て
過
剰
な
発
展
を
遂
げ
た
資
本
主

義
と
そ
れ
を
最
善
の
も
の
と
考
え
る
現
代
の
風
潮
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
で
は
、
経
済
偏
重
の
現
代
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
新
た
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
模
索
す
る
。

他
方
、
本
稿
に
お
け
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
と
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
健
全
性
の
維
持
を
目
的
と
し
て
、
政
治
的
実
践
と
そ
れ
を

担
う
政
治
主
体
と
し
て
の
市
民
の
存
在
を
重
視
す
る
政
治
思
想
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
自
身
の
政
治
思
想

は
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
や
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
は
、

も
は
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
所
与
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
の
市
民
社
会
に
と
っ
て
最
適
の
政
治
制
度
で
あ
る
が
、
現
在
そ
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
価
値
と
意

義
を
強
く
主
張
す
る
。
こ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
に
対
す
る
認
識
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
と
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
の
共

通
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
が
理
想
と
し
て
い
る
政
治
の
姿
は
、
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
こ

の
違
い
が
生
じ
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
思
想
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
人
間
像
な
い
し
市
民
像
の
違
い
に
由
来
し
て
い

る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
が
理
想
と
考
え
る
の
は
、
政
治
的
実
践
に
関
与
す
る
能
力
と
資
質
を
備
え
た
「
強
い
」
市
民
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
身
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
な
制
限
と
脆
弱
性
を
抱
え
た
「
弱

い
」
人
間
で
あ
る
。
自
ず
と
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
思
想
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
異
な
り
、
対
立
的
で
す
ら
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
は
、
ケ
ア
の
倫

理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
視
点
か
ら
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
を
一
方
的
に
断
罪
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

）
八
九
（
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い
。
ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
け
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
は
そ
の
人
間
像
や
市
民
像
の
点
で
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
政
治
思
想
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
市
民
社
会
の
健
全
性
を
担
保
す
る
に
あ
た
っ
て
現
在
で
も
有
効
性
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
示
唆
的
で

も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
時
点
に
お
い
て
ま
ず
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
い
う
新
た
な
視
点

か
ら
、
西
洋
政
治
思
想
の
中
核
で
あ
り
、
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
根
幹
を
成
す
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ

る
。
ま
っ
た
く
異
な
る
政
治
主
体
像
を
前
提
と
す
る
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
立
場
か
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
を
分
析
す
る
と
、

そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
次
の
よ
う
な
流
れ
で
論
を
展
開
し
て
い
く
。

第
一
に
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
す
な
わ
ち
ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
く
政
治
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ト
ロ
ン
ト
の

議
論
な
ど
を
材
料
と
し
て
、
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
彼
女
は
ケ
ア
の
倫
理
と
政
治
学
と
を
融
合
し
て
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
論
を
構
築
し
た
研
究
者
で
あ
る
。
ト
ロ
ン
ト
の
議
論
を
題
材
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
骨
格
を
把
握
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

第
二
に
、
市
民
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
政
治
思
想
と
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
際
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
「
共
和
政
」
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
政
治
思
想
の
中
に
は

「
共
和
政
」
に
対
す
る
敬
意
や
こ
だ
わ
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
社
会
全
体

の
平
等
化
に
お
い
て
健
全
な
政
治
を
維
持
す
る
た
め
の
中
核
と
し
て
、「
共
和
政
」
を
考
え
て
い
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論

を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
「
共
和
政
」
と
い
う
概
念
に
期
待
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
に
お
け
る
政
治
主
体
像
の
特
徴
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
自
身
の
政
治
思

）
八
九
（
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四

想
を
含
め
、
現
代
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
や
「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
な
ど
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
骸

化
に
対
す
る
批
判
と
警
戒
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
政
治
思
想
で
は
積
極
的
に
公
的
実
践
に
参
与
す
る
政
治
主
体
で
あ
る

「
強
い
」
市
民
の
存
在
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、「
強
い
」
市
民
を
求
め
る
こ
と
に
は
、
特
定
の
政
治
主
体
の
み
を
容
認
し
て
、
そ
れ
に
該

当
し
な
い
存
在
を
排
除
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
る
。

第
四
に
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
共
通
点
を
考
え
、
こ
れ
ら
を
両
立
な
い
し
統
合
す
る
可
能
性
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
は
相
反
す
る
性
格
を
持
ち
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
現

代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
有
効
性
を
具
備
し
た
政
治
思
想
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
を
検
討
す
る
際
に
鍵
と

な
る
概
念
は
、「
協
働
」
で
あ
る
。
他
者
と
の
緊
密
な
関
係
の
構
築
と
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
協
働
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
適
切
に
維
持
す

る
た
め
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
、
明
確
に
し
て
い
く
。

最
後
に
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
特
徴
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
た
い
。
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
問
題
点
を
認
識
し
た
上
で
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
考
え

る
上
で
こ
れ
ら
の
政
治
思
想
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
を
再
確
認
し
た
い
。

一
　
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
　
ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
く
政
治
思
想

ケ
ア
の
倫
理
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
主
と
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
領
域
に
お
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
倫
理
思
想
で
あ
る
。

ケ
ア
の
倫
理
に
は
、
そ
の
他
の
多
く
の
倫
理
思
想
と
大
き
く
異
な
る
点
が
あ
る
。
他
の
倫
理
思
想
の
多
く
が
正
義
を
希
求
し
て
い
る
の
に

）
八
九
（
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五

対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
で
は
ケ
ア
へ
の
応
答
と
責
任
、
そ
し
て
そ
れ
を
具
現
化
す
る
実
践
を
重
視
す
る
。
こ
れ
に
は
、
ケ
ア
の
倫
理
研
究

の
源
流
で
あ
る
キ
ャ
ロ
ル
・
ギ
リ
ガ
ン
に
よ
る
発
達
心
理
学
研
究
が
影
響
し
て
い
る
（
１
）

。
彼
女
が
心
理
学
研
究
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
こ

と
は
、
人
間
の
道
徳
的
成
長
は
正
義
を
重
視
す
る
自
己
完
結
的
性
格
が
強
い
も
の
と
、
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
の
実
践
を
重
視
す
る
も

の
の
二
種
類
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
当
初
か
ら
具
体
的
な
実
践
を
重
視
す
る
性
格
を
有

し
て
い
た
。

ケ
ア
の
倫
理
の
最
大
の
特
徴
は
、
人
間
の
脆
弱
性
（vulnerability

）
を
重
視
し
て
、
そ
れ
を
人
間
の
条
件
と
考
え
る
点
に
あ
る
。
ト
ロ

ン
ト
は
、
こ
れ
を
「
私
た
ち
は
皆
、
ケ
ア
の
受
け
手
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
、
ケ
ア
を
考
え
る
上
で
の
第
一
歩
で
あ
る
と
理
解

す
る
（
２
）

。
近
代
思
想
が
前
提
と
し
て
き
た
人
間
観
は
、
人
間
が
自
立
的
・
自
律
的
で
あ
り
、
か
つ
理
性
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
人
間
は
す
べ
て
、
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
生
涯
を
終
え
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
は
、
少
な
く

と
も
人
生
の
初
め
と
終
焉
に
お
い
て
、
他
者
に
よ
る
何
ら
か
の
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
、
弱
さ
を
抱
え
た
存
在
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
人
間
観
に
立
て
ば
、
近
代
思
想
の
人
間
像
は
、
人
間
の
実
態
を
無
視
し
た
、「
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
強
迫
的
な

観
念
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
３
）

。
そ
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
骸
化
を
懸
念
す
る
性
格
が
強
い

た
め
に
人
間
の
自
立
性
・
自
律
性
を
強
調
す
る
が
、
こ
れ
も
同
様
に
ケ
ア
の
倫
理
の
観
点
に
基
づ
け
ば
非
現
実
的
な
政
治
思
想
と
い
う
評

価
を
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

政
治
学
の
文
脈
で
ケ
ア
の
倫
理
を
検
討
す
る
場
合
の
問
題
点
に
な
る
の
が
、
ケ
ア
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
関
係
の
非
対
称
性
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者
と
の
間
に
生
じ
る
不
平
等
な
関
係
で
あ
る
。
ケ
ア
は
、
平
等
で
自
律
し
た
人
間
や
存
在
の
間
で

発
生
す
る
活
動
で
は
な
く
、
ニ
ー
ズ
の
あ
る
人
間
と
そ
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
も
の
を
提
供
で
き
る
人
間
と
の
間
に
発
生
す
る
活
動
で
あ

）
八
九
（



政
経
研
究

　第
五
十
九
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

六

る
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
を
受
け
る
人
間
は
、
ケ
ア
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
に
対
し
て
、
劣
位
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
、
パ
タ
ー
ナ
ル
な
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（
４
）

。

か
つ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、「
境
遇
の
平
等
」
と
表
現
し
た
（
５
）

。
彼
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
は
、
政
治

を
含
む
社
会
全
体
の
平
等
と
そ
れ
へ
と
向
か
う
傾
向
（
平
等
化
）
に
あ
る
。
平
等
は
市
民
の
自
由
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
社
会
に
活
力

を
与
え
る
。
他
方
で
、
平
等
は
社
会
に
対
す
る
無
関
心
を
意
味
す
る
個
人
主
義
を
も
た
ら
し
、
民
主
的
専
制
が
成
立
す
る
環
境
を
整
え
る
。

平
等
は
、
美
点
も
欠
点
も
含
め
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ア
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
関
係
は
、
不

平
等
が
性
格
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ケ
ア
は
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
社
会
・
政
治
概
念
で
あ
る
。

他
方
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ケ
ア
が
相
反
す
る
特
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
双
方
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
働
く
可
能
性
も
あ
る
。
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
領
域
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た
ケ
ア
の
倫
理
だ
が
、
ケ
ア
関
係
の
中
に
生
じ
る
非
対
称
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
弊
害
や
ケ
ア

を
担
う
役
割
が
主
と
し
て
女
性
や
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
ど
に
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
の
た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
領
域
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
そ
の
内
部
か
ら
批
判
を
受
け
て
き
た
（
６
）

。
つ
ま
り
、
少
な
か
ら
ぬ

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
者
の
目
に
は
、
ケ
ア
の
倫
理
は
パ
タ
ー
ナ
ル
で
伝
統
的
な
不
平
等
を
正
当
化
す
る
理
屈
と
し
て
映
っ
て
き
た
。
そ
の

た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
自
身
が
批
判
し
た
正
義
の
観
点
を
摂
取
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
身
の
理
論
の
適

正
化
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
そ
の
挑
戦
の
一
環
で
あ
る
。

ト
ロ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
関
係
の
持
つ
非
対
称
性
や
パ
タ
ー
ナ
ル
な
性
格
を
克
服
す
る
の
に
必
要
な
こ
と
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
要

素
を
ケ
ア
関
係
の
中
に
摂
取
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
が
目
論
む
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
ケ
ア
の
受
け
取
り
手
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
従
来
と
は
異
な
る
新
し
い
平
等
な
市
民
像
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
（
７
）

。
親
密
だ
が
、
閉
鎖
的
で
不
平
等
な
ケ
ア
関
係
は
、

）
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七

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
適
正
化
が
図
ら
れ
る
。
他
方
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
に
代
表
さ
れ
る

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
非
現
実
的
な
市
民
像
は
、
脆
弱
性
と
い
う
人
間
の
真
の
姿
に
根
ざ
す
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
相
互
作
用
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
ケ
ア
の
倫
理
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
双
方
に
欠
落
し
て
い

る
要
素
を
相
互
に
補
完
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
規
準
と
し
て
機
能
す
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

論
の
適
正
さ
を
担
保
す
る
規
範
と
な
る
。
他
方
、
ケ
ア
関
係
に
内
在
す
る
最
大
の
問
題
で
あ
る
非
対
称
性
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
解

消
さ
れ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
な
平
等
関
係
に
よ
っ
て
ケ
ア
関
係
の
健
全
性
が
保
た
れ
る
。

ト
ロ
ン
ト
の
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
お
け
る
平
等
は
、
ケ
ア
提
供
に
お
け
る
平
等
以
上
に
、
ケ
ア
に
関
す
る
責
任

の
平
等
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
ケ
ア
の
責
任
を
配
分
す
る
こ
と
で
あ
る
。
可
能
な
限
り
完
全
に
、
そ
れ
ら
の
配
分
に
す
べ
て
の
人
が
参
与
す
る

こ
と
を
保
証
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（
８
）

。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
ケ
ア
に
関
す
る
責
任
の
配
分
を
中
心
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
市
民
が
こ
の
責
任
の
配

分
に
可
能
な
限
り
参
与
で
き
る
よ
う
に
保
証
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
９
）

。

ト
ロ
ン
ト
が
注
目
す
る
の
は
、
具
体
的
な
ケ
ア
の
担
い
手
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ケ
ア
に
関
す
る
責
任

の
配
分
の
あ
り
方
で
あ
る
。
非
対
称
的
傾
向
の
あ
る
ケ
ア
関
係
の
適
正
さ
を
保
つ
た
め
に
は
、
ケ
ア
の
責
任
の
負
担
が
適
正
な
も
の
で
あ

）
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八

る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
新
た
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
義
で
も
あ
る
。
従
来
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
も
公
的
な
実
践
へ
の

貢
献
は
求
め
ら
れ
て
き
た
が
、
ト
ロ
ン
ト
に
よ
れ
ば
新
た
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
実
践
の
柱
の
ひ
と
つ
は
ケ
ア
と
な
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ま
で
主
と
し
て
私
的
領
域
に
属
す
る
と
さ
れ
て
き
た
ケ
ア
の
性
格
は
一
変
し
、
公
共
的
な
性
格
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以

上
に
、
こ
れ
は
社
会
全
体
の
変
革
を
促
す
動
機
づ
け
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ア
責
任
の
適
性
配
分
化
へ
の
取
り
組
み
は
、
従
来
は
主
と

し
て
女
性
ら
に
ケ
ア
に
関
す
る
負
担
を
強
い
て
き
た
社
会
の
構
造
的
問
題
を
問
い
直
す
こ
と
で
も
あ
る
。

ト
ロ
ン
ト
は
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」（caring w

ith

）
と
い
う
概
念
を

提
起
す
る
。
彼
女
は
、
五
段
階
の
ケ
ア
の
フ
ェ
ー
ズ
を
示
し
て
い
る
。「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」
は
、
ケ
ア
を
最
終
的
に
規
定
す
る
第
五

の
フ
ェ
ー
ズ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
の
ニ
ー
ズ
と
そ
れ
へ
の
ケ
ア
提
供
者
の
対
応
が
、
正
義
や
平
等
、
そ
し
て
自
由

に
関
す
る
民
主
的
な
関
与
に
適
合
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
段
階
で
あ
る
（
10
）

。
こ
の
段
階
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
政
治
思
想
と
し
て
の
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
へ
と
理
論
的
に
成
長
す
る
。
ト
ロ
ン
ト
は
、
五
段
階
の
ケ
ア
の

フ
ェ
ー
ズ
の
中
で
も
「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」
を
特
別
視
し
て
お
り
、
政
治
概
念
と
し
て
の
ケ
ア
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
考
え
る

上
で
の
最
重
要
概
念
と
な
っ
て
い
る
。

「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
ケ
ア
と
い
う
実
践
に
必
然
的
に
伴
う
協
働
に
対
す
る
評
価
と
直
結
し
て
い
る
。
こ
こ

で
の
協
働
は
、
ケ
ア
を
提
供
す
る
人
間
た
ち
の
協
働
だ
け
で
な
く
、
ケ
ア
を
提
供
す
る
人
間
と
ケ
ア
を
受
け
る
人
間
と
の
相
互
関
係
も
含

ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
で
は
人
間
は
す
べ
て
脆
弱
性
を
有
す
る
と
考
え
る
の
で
、
人
間
は
す
べ

て
、
ケ
ア
の
つ
な
が
り
の
中
で
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
は
ケ
ア
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ロ
ン

ト
は
、
ケ
ア
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
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九

私
た
ち
が
可
能
な
限
り
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
の
『
世
界
』
を
維
持
し
、
継
続
し
、
修
復
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を

含
む
、
種
と
し
て
の
人
類
の
活
動
（
11
）

こ
の
よ
う
な
定
義
は
非
常
に
漠
然
と
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
が
、
人
間
の
特
質
と
し
て
脆
弱
性
を
考
え
る
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
定
義
に
到
達
す
る
の
は
必
然
と
い
え
る
。「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」
は
、
ケ
ア
の
性
質
を

考
え
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
の
起
点
で
あ
り
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
構
想
す
る
こ
と
の
第
一
歩
で
あ
る

と
と
も
に
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ト
ロ
ン
ト
の
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
よ
っ
て
、
協
働
の
意
味
は
変
質
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
を
は
じ
め
と
す
る
従
来
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
お
い
て
も
、
協
働
は
重
視
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
自
立
的
・
自
律
的
市
民
に
よ
る
公
的
実
践
に
限
定
さ
れ

て
お
り
、
女
性
を
は
じ
め
と
す
る
特
定
の
人
々
に
ケ
ア
を
強
い
て
、
彼
女
ら
を
公
的
領
域
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
協
働
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ロ
ン
ト
の
考
え
る
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
協
働
は
、
脆
弱
性
を
抱
え
た
人
間
に
よ
る
ケ
ア
責
任

の
公
平
な
負
担
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
の
本
質
と
そ
の
問
い
直
し
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
協
働
の
再
検
討
を
通
し
て
、
ケ

ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
人
間
の
真
の
姿
に
根
ざ
し
た
政
治
の
あ
り
方
を
提
起
し
た
（
12
）

。

二
　
市
民
社
会
の
政
治
思
想
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
家
」
で
あ
る
。
だ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
目
指
し
た
政
治
思
想
家
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ

）
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一
〇

て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
目
標
と
す
べ
き
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
適
正
化
・
健
全
化
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
適
正
化
・
健
全
化
の
鍵

と
な
る
概
念
が
、「
共
和
政
」
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
の
主
題
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
社
会
全
体
の
平
等
と
そ
れ
へ
と
向
か
う
流
れ
（
平
等
化
）
を
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
表
現
し
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
政
治
体
制
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
傾
向
性
を
表

現
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
彼
は
社
会
全
体
が
平
等
化
し
て
い
く
中
で
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
功
罪
の
両
面
か
ら
考
察
し
た
が
、
彼
の

議
論
の
中
心
は
や
は
り
政
治
に
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
平
等
化
を
本
質
と
し
て
、
そ
れ
を
活
力
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の

悪
影
響
を
被
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
適
切
に
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
中
核
で
あ
る
政
治
が
公
的
な
実
践
を
重
ん
じ
る
「（
民
主
的
）
共
和

政
」
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
主
題
と
し
て
い
る
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
に
お
い
て
も
、「
共
和
政
」
を
意
識
し
た
議

論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
中
で
、「
共
和
政
」
の
他
に
、「
共
和
的
精
神
」（esprit républicaine （

13
））

や
「
民
主
的
・
共
和
的
理
論
」

（théories dém
ocratiques et républicaines （

14
））、「

民
主
的
共
和
政
」（république dém

ocratique （
15
））

な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
関
心
の
対
象
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
彼
は
自
身
の
政
治
思
想
を
展
開
し
て
い
く
中
で
常
に
「
共
和

政
」
と
い
う
概
念
も
し
く
は
政
治
体
制
を
意
識
し
て
い
た
。
西
洋
政
治
思
想
に
お
い
て
、「
共
和
政
」
は
何
も
の
に
も
隷
属
し
て
い
な
い

自
由
な
状
態
、
具
体
的
に
は
専
制
的
な
君
主
の
下
に
は
な
い
状
態
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
他
方
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
以
来
、
悪
し
き
多
数
者
支
配
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、「
共
和
政
」
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
元
々
対
立
概
念
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
共
和
政
」
の
語
源
が
「
公
共
的
な
事
柄
」（res publica

）
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、「
共
和
政
」
は
公
共

性
に
配
慮
し
た
政
治
体
制
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
的
に
、「
共
和
政
」
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
意
識
的
に
区
別
さ
れ

）
八
九
（
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一
一

る
概
念
と
な
っ
て
い
っ
た
（
16
）

。
こ
の
よ
う
な
一
般
的
傾
向
に
対
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
「
共
和
政
」
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
文
脈

で
理
解
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
「
共
和
政
」
は
、
健
全
か
つ
適
正
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
核
と
な
る
政
治
運
営
の
あ
り
方
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い

る
。
彼
が
ア
メ
リ
カ
の
社
会
や
政
治
を
評
価
し
た
の
は
、
そ
れ
が
自
立
的
・
自
律
的
市
民
の
協
働
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
た
め
で

あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
解
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
人
々
は
個
人
主
義
の
蔓
延
な
ど
に
よ
り
公
共
性
を
喪
失
し
て
い
き
、
最

終
的
に
は
人
間
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
規
範
で
あ
る
自
由
に
と
っ
て
の
脅
威
と
な
る
専
制
を
招
来
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
よ
う
な
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
悪
し
き
帰
結
を
懸
念
し
て
市
民
の
協
働
の
重
要
性
を
主
張
し
て
お
り
、
彼
の
政
治
思
想
が
根
本
的
に
有
し
て
い
る
問
題
意

識
は
公
共
性
へ
の
配
慮
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
関
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
（
不
平
等
社
会
・
貴
族
政
・
貴
族
）
に
対
す
る
彼
の
強
い
思
い
入
れ
を
指
摘
す

る
意
見
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
も
存
在
す
る
（
17
）

。
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
こ
だ
わ
り
は
、
彼
の
思
想
の
評

価
を
難
し
く
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
か
つ
て
の
貴
族
の
姿
に
憧
憬
に
似
た
感
情
を
抱
き
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
健
全
性
を
担
保
す
る
た
め
に
は
そ
の
内
部
に
か
つ
て
の
貴
族
に
擬
す
る
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ト
ク
ヴ
ィ
ル

の
考
え
に
は
、
貴
族
主
義
的
な
性
格
も
、
保
守
主
義
的
な
性
格
も
、
古
典
的
自
由
主
義
的
な
性
格
も
う
か
が
え
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
点
も
、「
共
和
政
」
や
共
和
主
義
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
、
理
解
が
容
易
と
な
る
。

西
洋
政
治
思
想
に
お
い
て
、「
共
和
政
」
に
は
、
悪
し
き
政
治
体
制
す
な
わ
ち
専
制
（despotism

）
と
対
峙
す
る
概
念
と
し
て
の
性
格

が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
代
表
例
と
し
て
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
『
法
の
精
神
』
の
中
で
、

「
共
和
政
」
の
中
に
「
民
主
政
」
と
「
貴
族
政
」
を
含
め
、
そ
れ
ら
を
専
制
と
区
別
し
て
い
る
（
18
）

。
こ
こ
で
の
「
貴
族
政
」
と
は
少
数
の

）
八
八
（
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一
二

人
々
に
よ
る
合
法
的
統
治
を
指
し
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
こ
に
お
け
る
政
治
主
体
と
し
て
の
貴
族
の
性
格
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
貴

族
は
王
に
臣
従
し
、
隷
属
す
る
存
在
で
は
な
く
、
自
立
的
・
自
律
的
政
治
主
体
と
し
て
の
理
解
さ
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
は
、「
共
和
政
」
の
中
に
「
貴
族
政
」
を
含
め
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
影
響
を
受
け
た
政
治
思
想
家
の
ひ
と

り
で
あ
る
。
そ
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
健
全
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
「
貴
族
的
な
人
格
」（personnes aristocratiques

）

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

私
は
こ
の
世
界
に
貴
族
政
を
新
た
に
築
く
こ
と
は
で
き
ま
い
と
固
く
信
じ
て
い
る
。
だ
が
普
通
の
市
民
が
団
体
を
つ
く
っ
て
、
そ
こ

に
非
常
に
豊
か
で
影
響
力
の
あ
る
強
力
な
存
在
、
一
言
で
言
え
ば
、
貴
族
的
な
人
格
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
（
19
）

。

こ
こ
で
の
彼
が
い
う
「
貴
族
的
」
と
は
、
宮
廷
に
伺
候
す
る
階
級
と
し
て
の
貴
族
で
は
な
く
、
公
的
な
政
治
的
実
践
に
積
極
的
に
関
与

す
る
自
立
的
・
自
律
的
政
治
主
体
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
で
あ
っ
た
。
貴
族
の
出
自
を
持
つ
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
、
か
つ
て
の
貴
族
に

対
す
る
素
朴
な
懐
旧
の
情
や
、
過
度
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
進
展
に
よ
る
弊
害
へ
の
警
戒
心
か
ら
生
じ
る
保
守
的
傾
向
が
な
か
っ
た
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
期
待
を
決
し
て
放
棄
し
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
に
お
け
る
ア
リ

ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
「
共
和
政
」
と
い
う
概
念
の
内
側
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
「
共
和
政
」
理
解
は
、
二
〇
世
紀
以
降
の
ハ
ン
ス
・
バ
ロ
ン
や
ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
、
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
ス

キ
ナ
ー
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
研
究
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
二
〇
世
紀
以
降
の
共
和
主
義
研
究
に
お
け
る
「
共
和
政
」
は
、

西
洋
古
代
、
と
り
わ
け
古
代
ロ
ー
マ
の
「
共
和
政
」
概
念
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
き
わ
め
て
精
緻
な
も
の
で
あ

）
九
九
九
（



ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
く
ト
ク
ヴ
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ル
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治
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想
の
再
検
討
（
杉
本
）

一
三

り
、
あ
る
意
味
で
純
粋
な
形
の
「
共
和
政
」
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
「
共
和
政
」
理
解
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
「
共
和
政
」
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
範
囲
内
で
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
適

切
に
維
持
し
、
運
営
す
る
た
め
の
政
治
体
制
を
指
し
て
い
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
礎
と
考
え
た
タ
ウ
ン
の
中
に
、「
共
和
政
」
を
見
出
し
て
い
た
。

タ
ウ
ン
の
内
部
に
は
、
真
の
政
治
生
活
、
活
発
で
、
完
全
に
民
主
的
共
和
的
な
政
治
生
活
（une viepolitique réelle, active, toute 

dém
ocratique et républicaine

）
が
支
配
し
て
い
た
。
植
民
地
は
依
然
と
し
て
本
国
の
支
配
権
を
認
め
て
い
た
か
ら
、
国
家
の
法
制
は

王
政
で
あ
る
。
だ
が
タ
ウ
ン
に
は
共
和
政
が
す
で
に
完
全
に
息
づ
い
て
い
る
（
20
）

。

こ
の
文
章
で
は
、「
民
主
的
」
と
「
共
和
的
」
と
い
う
二
つ
の
語
が
並
列
的
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
タ
ウ
ン
の
政
治
体
制
を
指
す

語
と
し
て
「
共
和
政
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
市
民
に
よ
る
主
体
的
な
自
治
政
治
の
こ
と
を
「
共
和
政
」

と
考
え
、
そ
れ
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
一
体
化
さ
せ
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
共
和
政
」
と
「
共
和
主
義
者
」
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

合
衆
国
で
は
、
共
和
主
義
者
は
習
俗
を
尊
重
し
、
信
仰
を
重
ん
じ
、
権
利
を
認
め
る
。
彼
ら
が
表
明
す
る
見
解
は
こ
う
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
一
国
の
人
民
は
自
由
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
道
徳
的
で
宗
教
的
、
そ
し
て
穏
健
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
の
で
あ
る
。
合

衆
国
で
共
和
政
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
多
数
者
の
穏
健
な
支
配
で
あ
る
（
21
）

。

）
九
九
九
（
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一
四

こ
こ
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
穏
健
な
多
数
者
支
配
を
、「
共
和
政
」
と
考
え
て
い
る
。
西
洋
政
治
思
想
に
お
い
て
多
数
者
支
配
が
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
を
意
味
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
「
共
和
政
」
は
一
体
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
習
俗
や

信
仰
、
権
利
を
尊
重
す
る
こ
と
は
共
和
主
義
者
の
特
徴
と
さ
れ
、
そ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
健
全
性
を
維
持
す
る
た
め
の
条
件
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
広
く
社
会
全
体
の
平
等
化
を
背
景
と
し
た
多
数
者
支
配
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
表
現
し
た
が
、
そ
の
中
で
適
正
に
運
営

さ
れ
た
、
そ
の
中
核
と
な
る
政
治
体
制
を
、「
共
和
政
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
彼
の
政
治
思
想
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

は
常
に
悪
性
化
の
危
険
す
な
わ
ち
専
制
を
招
来
す
る
危
険
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
「
共
和
政
」
に
期
待
し
た
も
の
は
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
適
正
化
を
可
能
に
す
る
内
在
的
契
機
で
あ
っ
た
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
貴
族
的
な
人
格
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
。
貴
族
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
表
現
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
保
守
主
義
的
傾
向
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
彼
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
存
在
す
べ

き
人
間
像
と
し
て
「
貴
族
的
な
人
格
」
を
考
え
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貴
族
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
そ
こ
に
は
王
に
隷
属
し
な
い
独
立

的
な
政
治
主
体
と
し
て
の
貴
族
に
対
す
る
評
価
が
含
ま
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
貴
族
は
、
過
去
に
存
在
し
た
自
立
的
・
自
律
的
政
治
主

体
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
性
格
を
有
す
る
、
対
立
的
な
社
会
・
政
治

体
制
で
あ
る
。
本
来
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
、
貴
族
的
な
存
在
を
創
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
「
貴
族
的
な

人
格
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
「
共
和
政
」
の
担
い
う
る
自
立
的
・
自
立
的
市
民
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
核
に
位
置
す
る
、「
共
和
政
」
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
自
立
的
・
自
律
的
市
民
は
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
悪
性
化
を
防
ぎ
、
自
由
を
擁
護
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
22
）

。

）
九
九
九
（
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（
杉
本
）

一
五

三
　
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
に
お
け
る
政
治
主
体
の
問
題
点

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
懸
念
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
悪
性
化
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
殊
更
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
想
形
を
強
調
し
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
ず
と
進
展
し
て
い
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
骸
化
を
防
い
で
、
そ
の
健
全
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
市
民
は

公
的
実
践
の
た
め
に
貢
献
す
る
存
在
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
登
場
し
た
、
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ン
ら
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
は
、
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
そ

の
多
く
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
直
接
的
間
接
的
影
響
を
被
っ
て
い
る
（
23
）

。「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
は
、
近
代
以
来
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
形
骸
化
へ
の
批
判
と
反
省
か
ら
、
参
加
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
特
徴
と
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
を
評
価
す
る
に
至
っ
た
。
ト

ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
は
「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
に
対
し
て
そ
の
基
礎
と
な
る
理
論
的
枠
組
み
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
の
現
代
的
解
釈
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
の
特
徴

は
中
央
集
権
の
抑
制
や
多
元
性
の
擁
護
、
社
会
規
範
の
涵
養
、
そ
し
て
信
頼
と
協
働
の
一
般
化
に
あ
り
、
そ
の
理
論
内
で
市
民
社
会
は
安

定
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
礎
で
あ
り
、
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
支
配
や
反
民
主
的
な
力
に
対
す
る
防
壁
の
役
割
と
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
中
か
ら
「
ネ
オ
・
ト
ク
ヴ
ィ
リ
ア
ン
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
現
れ
る
（
24
）

。

ま
た
、「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
よ
り
も
遅
れ
て
登
場
し
て
き
た
現
代
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
も
、
今
日
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
危
機

感
を
抱
い
て
登
場
し
た
政
治
思
想
で
あ
る
。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研
究
が
活
性
化
し
た
契
機
は
一
九
九
八
年
に
発
表
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

「
ク
リ
ッ
ク
・
レ
ポ
ー
ト
」
に
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
形
骸
化
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
幅
広
く
実
践
的
な
市
民
教
育
を
通
し
て
再
活
性

化
を
目
論
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
課
題
と
な
る
の
は
、
政
治
主
体
と
し
て
の
意
識
を
喪
失
し
た
、
換
言
す
れ
ば
市
民
の
資
質
を

）
九
九
九
（
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一
六

失
っ
た
人
間
の
存
在
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
「
新
し
い
市
民
社
会
論
」、
そ
し
て
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
な
ど
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
提
唱
者
は
、
問
題
意

識
を
共
有
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
未
来
を
予
測
し
て
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
弊
害
を
懸
念
し
、
そ
れ
へ
の
対
処
を
考

え
た
の
に
対
し
て
、「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
の
提
唱
者
に
と
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
骸
化
は
目
前
の
現
実
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
も
た
ら
す
弊
害
に
危
機
感
を
覚
え
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
え
る
市
民
と
い
う
存
在
を
重
視
し
、
そ
れ
に
よ
る
強
靱
な
政

治
体
制
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
主
張
す
る
。

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
バ
ー
バ
ー
は
、
自
身
が
理
想
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
「
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」（strong dem

ocracy

）

と
呼
び
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
参
加
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
際
立
っ
て
現
代
的
な
形
式
で
あ
る
。
市
民
は
同
質
の
利
害
に
よ
っ
て

で
は
な
く
市
民
教
育
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
利
他
主
義
や
そ
の
他
の
よ
き
性
質
に
よ
っ
て
で
は
な
く
市
民
的
態
度

と
参
加
制
に
よ
っ
て
共
通
目
的
を
抱
き
相
互
作
用
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
市
民
に
よ
る
自
己
統
治
社
会
と
い
う
観

念
に
依
拠
し
て
い
る
。
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
対
立
的
政
治
、
多
元
制
社
会
、
活
動
領
域
の
公
私
の
峻
別
に
共
鳴
し
、
ま
た

実
際
、
そ
れ
ら
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
代
社
会
の
規
模
と
高
度
技
術
に
本
質
的
に
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た

が
っ
て
古
ぼ
け
た
共
和
主
義
や
皆
が
見
知
り
合
い
の
偏
狭
な
地
方
主
義
と
も
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
仮
面

を
か
ぶ
っ
た
、
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
と
に
よ
る
西
欧
的
政
治
に
挑
戦
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
道
具
主
義
、
代
議
制
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
三
つ
の
性
質
を
包
含
し
た
、
シ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
び
習
わ
す
も
の
に
適
切
な
代
替
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の

）
九
九
九
（
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七

で
あ
る
（
25
）

。

ま
た
、
バ
ー
バ
ー
は
、
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、
こ
の
よ
う
に
も
表
現
し
て
い
る
。

独
自
の
根
拠
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
、
現
行
の
、
自
己
立
法
に
近
い
参
加
制
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
、
ま
た
依
存
的
で
私
的
な
個
人
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0
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を
自
由
な
市
民
に
変
え
、
部
分
的
で
私
的
な
利
益
を
公
共
善
に
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
政
治
共
同
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
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解
決
す
る
参
加
政
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0

ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
概
念
か
ら
わ
か
る
の
は
、
そ
こ
で
は
自
然
的
に
誕
生
し
て
成
長
す
る
「
人
間
」
で
は
な
く
、
意

識
的
に
成
長
し
活
動
す
る
政
治
主
体
と
し
て
の
「
市
民
」
が
区
別
さ
れ
、
市
民
社
会
に
お
け
る
前
者
に
対
す
る
後
者
の
優
位
が
主
張
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
健
全
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
現
実
に
生
き
て
い
る
人
間
と
い
う
存
在
か
ら
、

市
民
と
い
う
名
の
積
極
的
政
治
主
体
に
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
々
に
意
識
的
な
行
動
を
要
求
す
る
も
の
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
よ
う
な
営
み
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
政
治
体
制
は
「
ス
ト
ロ
ン
グ
」（
強
靱
な
）
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

他
方
、
バ
ー
バ
ー
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
含
む
「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
の
提
唱
者
の

多
く
は
、
古
代
以
来
の
「
共
和
政
」
や
共
和
主
義
と
自
ら
の
政
治
思
想
と
の
区
別
を
強
調
す
る
。
彼
ら
の
多
く
が
、
西
洋
古
代
に
起
源
を

持
つ
狭
義
の
「
共
和
政
」
や
共
和
主
義
は
価
値
の
多
様
化
が
進
ん
だ
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
に
お
い
て
有
効
性
を
持
ち
得
な
い
と
い

　
（
26
）

）
九
九
九
（
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一
八

う
認
識
を
有
し
て
い
る
（
27
）

。
あ
く
ま
で
も
、「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
は
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
議
論
な
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
る
「
共
和
政
」
評
価
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
。
彼
も
、
過
度
の
公
的
犠
牲
を
要
求

す
る
可
能
性
の
あ
る
伝
統
的
な
「
共
和
政
」
が
も
は
や
成
立
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
が
わ
か
る
の
が
、

「
利
益
の
正
し
い
理
解
」（intérêt bien entendu

）
の
説
で
あ
る
（
28
）

。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
は
過
度
の
献
身
的
な
道
徳
は
存
在

し
な
い
か
わ
り
に
、
人
々
が
適
度
な
利
己
心
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
結
果
的
に
そ
れ
が
政
治
や
社
会
に
秩
序
を
与
え
て
い
る
と
い
う
、
ト

ク
ヴ
ィ
ル
の
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
市
民
の
参
加
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
人
々
に
は

市
民
と
い
う
存
在
へ
と
成
長
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
市
民
と
い
う
立
場
で
政
治
的
実
践
に
貢
献
す
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
単
な
る
人
間
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
維
持
す
る
市
民
と
い
う
存
在
を
明

確
に
欲
し
て
い
る
。

ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
基
づ
け
ば
、「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
に
し
て
も
、
同
時
期
に
盛
ん
に
研
究
さ
れ
た
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
に
し
て
も
、
ま
た
そ
れ
ら
の
源
流
で
あ
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
し
て
も
、
非
現
実
的
で
、
不
自
然
な
主
体
像

に
基
づ
い
た
政
治
思
想
と
い
う
評
価
を
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
岡
野
八
代
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

岡
野
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
は
、
暴
力
的
な
包
摂
と
い
う
、
排
除
に
基
づ
く
政
治
思
想
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
自
由
な
「
主
体
」」
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
公
的
に
排
除
さ
れ
た
も
の−

依
存
者
・
依
存
を
巡
る
諸
活
動
・
依
存
者
を
ケ

ア
す
る
者
な
ど−

は
、
あ
た
か
も
忘
却
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
」
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
（
29
）

。
近
代
の
政
治
思
想

に
お
け
る
包
摂
は
、「
暴
力
に
与
す
る
政
治
的
主
体
（
＝
男
性
市
民
）
を
、
普
遍
的
な
理
性
の
下
に
、
あ
る
統
一
体
へ
と
統
合
し
て
い
く
力

で
あ
っ
た
（
30
）

」。
そ
し
て
、
現
代
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
は
、「
国
民
国
家
の
構
成
員
を
い
か
に
よ
り
よ
く−

そ
の
基
準
に
つ
い
て
も
、
公

）
九
九
九
（



ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
く
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
再
検
討
（
杉
本
）

一
九

正
さ
な
の
か
、
あ
る
い
は
善
き
市
民
と
し
て
な
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
大
き
く
異
な
る−

包
摂
す
る
か
（
31
）

」
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
ケ
ア
の
倫
理
、
そ
し
て
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
考
え
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
が

前
提
と
し
て
い
る
人
間
像
す
な
わ
ち
市
民
像
は
、
健
康
で
経
済
的
に
も
自
立
し
た
成
人
男
性
市
民
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
と
な
る
。
こ
の

政
治
思
想
は
「
強
い
」
市
民
と
い
う
特
定
の
モ
デ
ル
に
す
べ
て
の
存
在
を
押
し
込
め
る
こ
と
を
求
め
、
そ
れ
に
含
ま
れ
な
い
（
そ
の
よ
う

な
市
民
像
に
到
達
で
き
な
い
）
存
在
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
以
来
、
現
代
に
至
る
ま
で
、
西
洋
の

政
治
や
社
会
を
形
成
し
て
き
た
政
治
思
想
は
、
上
記
の
よ
う
な
暴
力
性
に
依
拠
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
近
代
の
企
て
の
再
生
を
試
み
る

「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
や
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
は
、
近
現
代
政
治
思
想
の
理
想
の
再
生
を
目
指
す
あ
ま
り
、
そ
れ
が
本
質
的
に
有
す

る
暴
力
性
に
無
頓
着
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
そ
の
問
題
点
を
大
き
く
し
て
し
ま
う
危
険
を
有
し
て
い
る
。

ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
人
間
の
本
質
と
現
実
を
直
視
す
る
政
治
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
や

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
は
、
市
民
と
い
う
理
想
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
再
活
性
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
を

無
視
す
る
こ
と
は
現
実
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
理
念
を
否
定
す
る
こ
と
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
骸

化
を
是
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
に
お
け
る
適
切
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
相
反
す
る
二
つ
の
政
治
思
想

の
何
ら
か
の
形
で
結
び
付
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

四
　
ケ
ア
の
倫
理
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
を
結
ぶ
も
の

こ
こ
ま
で
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
相
違
点
を
強
調
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

）
九
九
九
（
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二
〇

も
が
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
共
通
点
を
模
索
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
第
一
の
共
通
点
は
、「
経
済
」
に
対
す
る
警
戒
心
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
持
す
る
中
心
的
階
級
と
し
て
中
産
階
級
を
想
定
し
て
い
る
が
、
彼
ら
彼
女
ら
は
穏
健
な
性
質
を
持

ち
、
一
定
の
政
治
的
知
識
と
経
験
を
有
し
て
い
る
反
面
、
個
人
主
義
に
陥
っ
た
、
物
質
的
幸
福
を
積
極
的
に
求
め
る
階
級
で
も
あ
る
（
32
）

。
中

産
階
級
は
何
よ
り
安
楽
を
求
め
て
い
る
が
、
現
実
的
に
は
流
動
的
な
社
会
の
不
安
定
の
中
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
彼
ら
彼

女
ら
を
経
済
的
安
定
の
追
求
に
向
か
わ
せ
る
。
同
時
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
中
産
階
級
は
支
配
階
級
で
あ
る
た
め
、
自
ら
の
意
の

ま
ま
に
政
治
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
経
済
的
安
定
に
対
す
る
過
度
の
思
い
入
れ
が
、
西
洋
政
治
思
想
に
お
い

て
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
自
由
を
毀
損
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
々
は
物
質
的
利
益
を
求
め
る
あ
ま
り
、
専
制
的
な
政
治
体
制

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
経
済
的
な
安
楽
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
政
治
体
制
を
希
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
西
洋
政
治
思
想
に
お
い
て
忌

避
さ
れ
て
き
た
専
制
で
す
ら
、
経
済
的
安
定
の
た
め
に
積
極
的
に
求
め
ら
れ
る
。
も
は
や
中
産
階
級
に
と
っ
て
の
最
大
の
関
心
は
経
済
的

安
定
で
あ
り
、
政
治
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
も
の
も
経
済
的
安
定
と
な
る
。
つ
ま
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
進
展
す
る
の
に
伴
っ
て
、
経
済

に
よ
る
政
治
の
侵
食
が
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
の
課
題
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

こ
の
よ
う
な
問
題
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
問
題
意
識
を
継
承
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
が
取
り
組
ん
で
き
た
課
題
も
、
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ

ル
型
政
治
思
想
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、
い
わ
ゆ
る
新
自
由
主
義
が
幅
を
利
か
せ
る
よ
う
に
な
り
、
金
融
資

本
主
義
が
過
剰
に
発
達
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
前
述
の
バ
ー
バ
ー
も
資
本
主
義
に
よ
る
政
治
の
侵
食
を
懸
念
し
て
お
り
、
彼
が
ス
ト
ロ
ン

グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
概
念
を
主
張
し
た
の
も
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
（
33
）

。

）
九
九
九
（



ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
く
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
再
検
討
（
杉
本
）

二
一

経
済
の
伸
張
に
対
す
る
懸
念
と
い
う
点
で
は
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
危
惧
し
て
い

る
の
は
、「
市
場
第
一
民
主
主
義
」（m

arket-forem
ost dem

ocracy

）
の
台
頭
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
自
由
主
義
の
拡
大
と
そ
の
影
響
に

よ
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
性
格
と
方
向
性
が
左
右
さ
れ
て
い
る
状
態
を
指
し
、
そ
こ
で
は
「
自
己
責
任
」（personal responsibility

）
が

責
任
と
い
う
も
の
の
唯
一
の
形
と
し
て
過
大
に
評
価
さ
れ
て
い
る
（
34
）

。
こ
れ
に
対
し
て
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
責
任
を
重

視
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
関
係
的
」（relational

）
な
も
の
で
あ
る
（
35
）

。
一
個
人
に
完
結
し
た
責
任
概
念
と
他
者
と
の
関
係
の
中

で
認
識
さ
れ
る
責
任
概
念
を
隔
て
る
根
本
的
な
も
の
は
、
人
間
と
い
う
存
在
が
本
質
的
に
有
す
る
脆
弱
性
へ
の
理
解
で
あ
る
。「
人
間
は

ひ
と
り
で
は
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
認
識
の
有
無
が
、
こ
の
意
識
の
違
い
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ケ
ア
の
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
理
解
で
は
、
自
己
責
任
と
い
う
概
念
は
、
個
人
間
と
公
共
領
域
に
不
平
等
を
も
た
ら
す
点
で
反
民
主
的
な
も
の
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
（
36
）

。

ト
ロ
ン
ト
の
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
前
述
の
通
り
、
五
段
階
の
フ
ェ
ー
ズ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
第
二
フ
ェ
ー
ズ

の
「
配
慮
す
る
こ
と
」
の
特
質
と
第
四
フ
ェ
ー
ズ
の
「
ケ
ア
を
受
け
取
る
こ
と
」
の
特
質
と
し
て
、
彼
女
が
挙
げ
て
い
る
の
が
、「
責
任

性
」（responsibility

）
と
「
応
答
性
」（responsiveness
）
で
あ
る
（
37
）

。
前
者
は
他
者
の
ニ
ー
ズ
を
認
識
し
て
、
そ
れ
を
満
た
す
た
め
の
負
担

を
負
う
こ
と
に
関
す
る
道
徳
的
性
格
を
指
し
、
後
者
は
ケ
ア
が
行
わ
れ
た
後
に
そ
の
内
容
を
検
証
す
る
際
に
求
め
ら
れ
る
道
徳
的
性
格
を

指
す
。
こ
れ
ら
の
概
念
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ケ
ア
と
は
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
行
わ
れ
る
実
践
の
こ
と
で
あ
る
。
他
者
が
直
面
し
て

い
る
苦
難
を
ニ
ー
ズ
と
し
て
認
識
し
、
そ
れ
に
応
答
す
る
（respond
）
す
る
こ
と
が
、
ケ
ア
の
骨
格
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ケ
ア
の

フ
ェ
ー
ズ
は
、「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」（caring w

ith

）
と
い
う
段
階
を
迎
え
て
完
成
す
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ア
と
は
、
他
者
と
協
働
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
協
働
が
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
と
の
第
二
の
共
通

）
九
九
八
（
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二
二

点
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
協
働
を
、association

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
一
般
にassociation

に
は
「
結
社
」
と
い
う
訳

語
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
人
間
が
自
発
的
に
他
者
と
共
に
行
う
活
動
全
体
と
し
て
の
意
味
を
こ
の
語
に
託
し
て
い
る
た

め
、
協
働
と
い
う
表
現
の
方
が
適
切
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
人
間
の
本
性
と
考
え
る
。

単
独
で
行
動
す
る
自
由
に
次
い
で
人
間
に
も
っ
と
も
自
然
な
自
由
は
、
仲
間
と
力
を
合
わ
せ
共
同
で
行
動
す
る
自
由
で
あ
る
。
だ
か

ら
私
に
は
、
結
社
（
協
働
）
の
自
由
は
個
人
の
自
由
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
本
性
か
ら
奪
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
38
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
協
働
を
、
人
間
の
条
件
で
あ
る
と
同
時
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
構
成
す
る
市
民
の
条
件
で
も
あ
る
と
考
え
る
。
人
間

は
本
性
と
し
て
他
者
と
の
協
働
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
な
お
の
こ
と
で
あ
る
。
健
全
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

に
必
要
不
可
欠
な
市
民
の
実
践
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
他
者
と
の
協
働
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
人
間
が
真
の
意
味
で
人
間

ら
し
く
あ
る
た
め
の
条
件
で
も
あ
る
。

他
方
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
で
は
、
協
働
は
「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」
と
し
て
顕
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ケ
ア
は
、

他
者
と
の
協
働
を
通
し
て
完
成
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
多
く
の
ケ
ア
は
他
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
た
め
、
本
質
的
に
協
働
と
い
う
要
素
が
強

い
。
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
と
り
わ
け
そ
の
点
を
強
調
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
を
結
び
付
け
る
こ
と
を
試
み

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
源
と
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
と
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
協
働
と
い
う
実
践
を
重
視
す
る

）
九
九
九
（



ケ
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治
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二
三

点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
協
働
の
性
格
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型

政
治
思
想
に
お
け
る
協
働
は
、
人
間
の
脆
弱
性
に
対
す
る
配
慮
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
協
働
と
い
う
要
素
を
媒
介
と
し
て
ト
ク

ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
と
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
結
び
付
け
る
た
め
に
は
、
協
働
と
い
う
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
が
あ

る
。ト

ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
に
お
け
る
協
働
が
ケ
ア
的
要
素
に
欠
け
る
最
大
の
理
由
は
、
そ
れ
が
厳
格
な
公
私
二
元
論
に
立
っ
て
い
る
こ

と
に
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
政
治
の
外
部
的
条
件
が
政
治
に
与
え
る
影
響
を
重
視
し
た
政
治
思
想
家
で
あ
り
、
社
会
的
・
文
化
的
諸
条

件
が
狭
義
の
政
治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
彼
は
、
政
治
と
い
う
実
践
の
公
的
性
格
を
強
調
し
て
、
反

対
に
日
常
生
活
な
ど
の
私
的
要
素
が
政
治
に
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
を
懸
念
し
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
私
的
領
域

（
政
治
以
外
の
領
域
）
に
よ
る
公
的
領
域
（
政
治
）
の
侵
食
を
警
戒
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ロ
ン
ト
が
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
で
主
張
す
る
の
は
、
公
的
実
践
と
し
て
の
ケ
ア
の
重
要
性
で
あ
る
。
ケ
ア
は
、

基
本
的
に
私
的
で
親
密
か
つ
閉
鎖
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
密
接
さ
は
ケ
ア
の
長
所
で
も
あ
る
が
、
ケ
ア
す
る
者

と
ケ
ア
さ
れ
る
者
の
間
に
生
じ
る
非
対
称
性
と
い
っ
た
弊
害
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ア
の
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
に
も
、

私
的
領
域
と
さ
れ
て
い
た
ケ
ア
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
公
共
性
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
反
対
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
も
、
ケ
ア

の
要
素
が
求
め
ら
れ
る
。
要
求
さ
れ
る
の
は
、
脆
弱
性
と
い
う
人
間
の
現
実
を
直
視
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
再
構
築
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
問
題
意
識
に
立
つ
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
、
公
私
を
明
確
に
分
離
す
る
方
向
性
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
こ
で

は
、
公
私
の
峻
別
を
放
棄
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
ケ
ア
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
適
正
化
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
ケ
ア
の
適
正
化
の
両

方
の
実
現
が
積
極
的
に
目
指
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
ケ
ア
と
い
う
協
働
の
性
格
を
見
直
す
こ
と
を
通
し
て
、
す
な

）
九
九
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二
四

わ
ち
公
私
双
方
の
領
域
を
接
続
す
る
実
践
概
念
と
し
て
ケ
ア
を
再
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
的
領
域
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
再

生
を
図
る
と
と
も
に
、
公
共
的
見
地
に
基
づ
く
私
的
領
域
の
適
正
化
を
実
現
す
る
た
め
の
行
動
理
論
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
の
目
的
は
、
冒
頭
に
も
示
し
た
通
り
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
視
点
か
ら
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
中

核
で
あ
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
は
、
い
う
な
れ
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
考
え
る
上
で
の
正
論
で
あ
る
。
自
立
的
・
自
律
的
市
民
の
主
体
的
な
実

践
に
よ
っ
て
健
全
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
そ
の
政
治
思
想
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
弊
害
を
予
見
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に

よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
後
に
実
際
に
形
骸
化
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
目
に
し
た
論
者
に
支
持
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
共
通
し
て
い
る
の

は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
堕
落
に
対
す
る
危
惧
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
市
民
の
主
体
的
な
政
治
的
実
践
を
殊
更
に
強
調
す
る
に
至
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
結
果
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
は
、
過
度
に
理
想
化
さ
れ
た
政
治
主
体
を
前
提
と
し
た
非
現
実
的
な
政
治
思
想
と
な
り
、

そ
の
市
民
像
に
合
致
し
な
い
人
々
の
排
除
を
伴
う
も
の
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
人
間
の
現
実
の
姿
に
着
目
し
た
政
治
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
脆
弱
性
を
抱
え
た
人

間
を
前
提
と
し
て
構
築
さ
れ
た
政
治
思
想
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
包
摂
を
可
能
に
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

論
の
問
題
提
起
に
よ
っ
て
、
長
く
西
洋
政
治
思
想
が
理
想
化
し
て
き
た
自
立
的
・
自
律
的
市
民
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
点
が
明
ら

）
九
九
九
（
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ル
型
政
治
思
想
の
再
検
討
（
杉
本
）

二
五

か
に
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
も
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
も
の
は
、
具
体
性
の
欠
如
で
あ
る
。
ケ
ア
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
や
実
践
、
態
度
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
不
明
確
な
部
分
が
多
い
。
ケ
ア

の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
が
政
治
思
想
と
し
て
の
資
格
を
備
え
る
た
め
に
は
、
ケ
ア
と
い
う
も
の
の
内
実
を
政
治
思
想
の
中
で
理
論
的
に
確
立

す
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
実
践
と
し
て
の
ケ
ア
と
い
う
も
の
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
作
業
が
不
可
欠
と
な
る
。

正
論
で
あ
る
以
上
、
私
た
ち
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
は
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
そ
の
思
想
的

後
継
者
た
ち
の
指
摘
は
的
確
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
し
た
場
合
に
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が
発
生
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
政
治
や
社
会
は
価
値
と
い
う
も
の
が
絶
え
間
な
く
流
動
化
し
て
お
り
、
特
定
の
倫
理
規
範
を
強
調
す
る

こ
と
に
対
す
る
警
戒
感
は
今
後
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
定
の
秩
序
が
存
在
し
な
い
限
り
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
を
安
定
的
に
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

関
す
る
規
範
を
常
に
批
判
的
に
検
証
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
適
正
化
し
て
い
く
努
力
を
継
続
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

詰
ま
る
と
こ
ろ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
に
し
て
も
、
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
し
て
も
、
そ
れ
を
支
え
る
政
治
主
体
は
一
定
の

公
的
な
貢
献
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
「
強
さ
」
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
ケ
ア
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
論
が
求
め
る
の
は
、
従
来
の
政
治
思
想
が
前
提
と
し
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
、
人
間
の
「
弱
さ
」
を
踏
ま
え
た
市
民
の
「
強

さ
」
で
あ
る
。「
弱
さ
こ
そ
強
さ
で
あ
る
」
と
い
う
逆
説
を
、
理
論
的
に
も
、
実
践
的
に
も
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
作
業
が
今
後
は
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

）
九
九
九
（



政
経
研
究

　第
五
十
九
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
六

※
本
稿
は
、
科
研
費
・
基
盤
研
究
C
「
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
近
現
代
政
治
理
論
の
「
主
体
性
」
概
念
の
再
検
討
」（
一
九
Ｋ
〇
一
四
八
四
）

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

植
村
邦
彦
『
市
民
社
会
と
は
何
か
　
基
本
概
念
の
系
譜
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）。

宇
野
重
規
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
　
平
等
と
不
平
等
の
理
論
家
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
九
年
）。

岡
野
八
代
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
　
ケ
ア
の
倫
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
）

杉
本
竜
也
「
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
　
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
の
功
罪
」『
法
学
紀
要
』
第
六
〇
巻
、

二
〇
一
九
年
、
二
五
五
─
二
八
七
ペ
ー
ジ
。

杉
本
竜
也
「
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
の
『
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
論
」『
法
学
紀
要
』
第
六
二
巻
、
二
〇
二
一
年
、
六
三
─
八
四
ペ
ー
ジ
。

バ
ー
バ
ー
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン 

Ｒ
．、
山
口
晃
訳
『〈
私
た
ち
〉
の
場
所
　
消
費
社
会
か
ら
市
民
社
会
を
と
り
も
ど
す
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
七
年
）。

バ
ー
バ
ー
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン 

Ｒ
．、
竹
井
隆
人
訳
『
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
　
新
時
代
の
た
め
の
参
加
政
治
』（
日
本
経
済
評
論
社
、

二
〇
〇
九
年
）

ハ
ミ
ル
ト
ン
、
Ａ
．／
ジ
ェ
イ
、
Ｊ
．／
マ
デ
ィ
ソ
ン
、
Ｊ
．、
斎
藤
眞
／
中
野
勝
郎
訳
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
）。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
野
田
良
之
／
稲
本
洋
之
助
／
上
原
行
雄
／
田
中
治
男
／
三
辺
博
之
／
横
田
地
弘
訳
『
法
の
精
神
』（
上
）（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九

年
）。

山
口
定
『
市
民
社
会
論
　
歴
史
的
遺
産
と
新
展
開
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）。

E
dw

ards, M
ichael, C

ivil S
ociety 4th

 E
d

ition
 （C

am
bridge: P

olity, 2020
）

G
illigan, C

arol, In
 a D

ifferen
t V

oice: P
sych

ological T
h

eory an
d

 W
om

en
’s D

evelopm
en

t 

（C
am

bridge, M
assachusetts: H

arvard 

）
九
九
九
（



ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
く
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
再
検
討
（
杉
本
）

二
七

U
niversity P

ress, 2003

）.

H
eld, V

irginia, T
h

e E
th

ics of C
are: P

erson
al, P

olitical, an
d

 G
lobal （O

xford: O
xford U

niversity P
ress, 2006

）.

Jaum
e, L

ucien, T
ranslated by A

rthur G
oldham

m
er, T

ocqu
eville: T

h
e A

ristocratic S
ou

rces of L
iberty 

（P
rinceton: P

rinceton 

U
niversity P

ress, 2013

）.

T
ocqueville, A

lexis d
e, Œ

u
vres II （D

e la d
ém

ocratie en
 A

m
ériqu

e I

）, B
iblioth

èqu
e d

e la P
léiad

e 

（P
aris: G

allim
ard, 1992

）. 

ト

ク
ヴ
ィ
ル
、
松
本
礼
二
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
上
）（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）。

T
ronto, Joan C

., M
oral B

ou
n

d
aries: A

 P
olitical A

rgu
m

en
t for an

 E
th

ic of C
are 

（N
ew

 Y
ork: R

outledge, 1993

）.

T
ronto, Joan C

., C
arin

g D
em

ocracy: M
arkets, E

qu
ality, an

d
 J

u
stice 

（N
ew

 Y
ork: N

ew
 Y

ork U
niversity P

ress, 2013

）.

T
ronto, Joan C

., W
h

o cares?: H
ow

 to resh
ape a D

em
ocratic P

olitics 

（Ithaca: C
ornell U

niversity P
ress, 2015

）. 

ト
ロ
ン
ト
、
ジ
ョ

ア
ン 

Ｃ
．、
岡
野
八
代
訳
『
ケ
ア
す
る
の
は
誰
か
？
　
新
し
い
民
主
主
義
の
か
た
ち
へ
』（
白
澤
社
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
1
） G

illigan, C
arol, In

 a D
ifferen

t V
oice: P

sych
ological T

h
eory an

d
 W

om
en

’s D
evelopm

en
t 

（C
am

bridge, M
assachusetts: 

H
arvard U

niversity P
ress, 2003

）.

（
2
） T

ronto, Joan C
., C

arin
g D

em
ocracy: M

arkets, E
qu

ality, an
d

 J
u

stice 

（N
ew

 Y
ork: N

ew
 Y

ork U
niversity P

ress, 2013

）, p. 

146.

（
3
） 

杉
本
竜
也
「
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
　
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
の
功
罪
」『
法
学
紀
要
』
第

六
〇
巻
、
二
〇
一
九
年
、
二
五
九
ペ
ー
ジ
。

（
4
） T

ronto, Joan C
., M

oral B
ou

n
d

aries: A
 P

olitical A
rgu

m
en

t for an
 E

th
ic of C

are 

（N
ew

 Y
ork: R

outledge, 1993

）, pp. 145-

146.

（
5
） T

ocqueville, A
lexis de, Œ

u
vres II （D

e la d
ém

ocratie en
 A

m
ériqu

e I
）, B

iblioth
èqu

e d
e la P

léiad
e 

（P
aris: G

allim
ard, 

）
九
九
九
（



政
経
研
究

　第
五
十
九
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
八

1992

）, p. 3. 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
松
本
礼
二
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
上
）（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）
九
ペ
ー
ジ
。

（
6
） H

eld, V
irginia, T

h
e E

th
ics of C

are: P
erson

al, P
olitical, an

d
 G

lobal 

（O
xford: O

xford U
niversity P

ress, 2006

）, p. 22. 
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ヘ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
者
に
よ
る
ケ
ア
の
倫
理
に
対
す
る
批
判
は
、
ケ
ア
の
倫
理
が
持
つ
伝
統
的
規
範
と
の
共

通
性
に
対
す
る
警
戒
感
に
由
来
す
る
。

（
7
） T

ronto, C
arin

g D
em

ocracy, p. 29.

（
8
） T

ronto, Joan C
., W

h
o cares?: H

ow
 to resh

ape a D
em

ocratic P
olitics 

（Ithaca: C
ornell U

niversity P
ress, 2015

）, p. 15. 

ト
ロ

ン
ト
、
ジ
ョ
ア
ン 
Ｃ
．、
岡
野
八
代
訳
『
ケ
ア
す
る
の
は
誰
か
？
　
新
し
い
民
主
主
義
の
か
た
ち
へ
』（
白
澤
社
、
二
〇
二
〇
年
）
三
九
ペ
ー
ジ
。

訳
は
、
本
稿
著
者
に
よ
る
。

（
9
） T

ronto, C
arin

g D
em

ocracy, p. 30.

（
10
） T

ronto, C
arin

g D
em

ocracy, p. 23. 

ト
ロ
ン
ト
は
、
五
段
階
の
ケ
ア
の
フ
ェ
ー
ズ
を
考
え
て
い
る
。
第
一
に
充
足
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ア
の

ニ
ー
ズ
に
気
づ
く
「
気
遣
う
こ
と
」（caring about

）、
第
二
に
ケ
ア
の
ニ
ー
ズ
を
確
実
に
満
た
す
と
い
う
責
任
を
認
識
す
る
「
配
慮
す
る
こ
と
」

（caring for

）、
第
三
に
実
際
に
ケ
ア
を
実
践
す
る
「
ケ
ア
す
る
こ
と
」（care-giving

）、
第
四
に
適
切
な
ケ
ア
が
提
供
さ
れ
た
の
か
を
検
証
す
る

「
ケ
ア
を
受
け
取
る
こ
と
」（care-receiving
）、
そ
し
て
第
五
に
「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」
が
あ
る
。
ト
ロ
ン
ト
は
、
初
期
の
思
想
展
開
に
お
い
て

ケ
ア
を
四
段
階
に
分
類
し
て
い
た
が
、
現
在
彼
女
は
そ
れ
ら
を
完
成
す
る
段
階
と
し
て
「
共
に
ケ
ア
す
る
こ
と
」
を
付
け
加
え
て
い
る
。

（
11
） T

ronto, M
oral B

ou
n

d
aries, p. 103. T

ronto, C
arin

g D
em

ocracy, p. 19. T
ronto, W

h
o C

ares?, p. 3. 

邦
訳
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
12
） 

本
稿
全
体
も
同
様
で
あ
る
が
、
特
に
本
節
は
拙
稿
「
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
の
『
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
論
」
で
得
ら
れ
た
知
見
を
参
考
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
杉
本
竜
也
「
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
の
『
ケ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
論
」『
法
学
紀
要
』
第
六
二
巻
、
二
〇
二
一
年
、

六
三
─
八
四
ペ
ー
ジ
）。

（
13
） T

ocqueville, Œ
u

vres II （D
e la d

ém
ocratie en

 A
m

ériqu
e I

）, p. 29. 

邦
訳
第
一
巻
（
上
）
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
14
） T

ocqueville, Œ
u

vres II （D
e la d

ém
ocratie en

 A
m

ériqu
e I

）, p. 35. 
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
五
五
ペ
ー
ジ
。

（
15
） T

ocqueville, Œ
u

vres II （D
e la d

ém
ocratie en

 A
m

ériqu
e I

）, p. 231. 
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
六
六
ペ
ー
ジ
。

）
九
九
九
（



ケ
ア
の
倫
理
に
基
づ
く
ト
ク
ヴ
ィ
ル
型
政
治
思
想
の
再
検
討
（
杉
本
）

二
九

（
16
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
「
共
和
政
」
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
著
作
に
お
け
る
「
共
和
政
」
は
、
直
接
民
主
政
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
弊
害
を
匡
正
す
る
機
能
を
有
す
る
代
表
制
を
指
し
て
い
る
（
Ａ
．ハ
ミ
ル
ト

ン
／
Ｊ
．ジ
ェ
イ
／
Ｊ
．マ
デ
ィ
ソ
ン
、
斎
藤
眞
／
中
野
勝
郎
訳
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
六
〇
─
六
一
ペ
ー
ジ
）。

（
17
） Jaum

e, L
ucien, T

ranslated by A
rthur G

oldham
m

er, T
ocqu

eville: T
h

e A
ristocratic S

ou
rces of L

iberty 

（P
rinceton: 

P
rinceton U

niversity P
ress, 2013

）.

（
18
） 

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
野
田
良
之
／
稲
本
洋
之
助
／
上
原
行
雄
／
田
中
治
男
／
三
辺
博
之
／
横
田
地
弘
訳
『
法
の
精
神
』（
上
）（
岩
波
文
庫
、

一
九
八
九
年
）
五
一
─
五
九
ペ
ー
ジ
。

（
19
） T

ocqueville, Œ
u

vres II （D
e la d

ém
ocratie en

 A
m

ériqu
e II

）, pp. 842-843. 

邦
訳
第
二
巻
（
下
）
二
六
七
ペ
ー
ジ
。

（
20
） T

ocqueville, Œ
u

vres II （D
e la d

ém
ocratie en

 A
m

ériqu
e I

）, p. 44. 

邦
訳
第
一
巻
（
上
）
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
21
） T

ocqueville, Œ
u

vres II （D
e la d

ém
ocratie an

 A
m

ériqu
e I

）, p. 460. 

邦
訳
第
一
巻
（
下
）
三
八
八
ペ
ー
ジ
。

（
22
） 

宇
野
重
規
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
関
心
が
、
共
和
政
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
す
な
わ
ち
政
治
制
度
を
実
際
に
動
か
し
て
い
る
社
会
的
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（
宇
野
重
規
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
　
平
等
と
不
平
等
の
理
論
家
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
九

年
）
五
一
─
五
四
ペ
ー
ジ
）。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
の
最
大
の
特
徴
は
政
治
や
社
会
を
包
括
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
大
き
な
平
等
化
の
流

れ
に
注
目
し
て
い
る
点
に
あ
る
が
、
彼
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
政
治
も
た
ら
す
影
響
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
「
共
和
政
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
際
、
そ
こ
に
否
定
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
彼
も
古
代
共
和
政
の
よ

う
な
政
治
体
制
を
そ
の
ま
ま
復
活
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
企
て
は
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
の
記
述
に
は
、

悪
性
化
す
る
恐
れ
の
あ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
健
全
性
を
維
持
す
る
も
の
と
し
て
の
「
共
和
政
」
に
対
す
る
期
待
が
う
か
が
え
る
。
本
稿
で
は
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
い
う
新
た
な
社
会
的
傾
向
の
中
で
あ
え
て
「
共
和
政
」
と
い
う
概
念
を
重
視
し
た
意
味
を
重
視
し
た
い
。

（
23
） 

こ
こ
で
い
う
「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
的
な
研
究
活
動
や
政
治
運
動
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
市
民
社
会

論
の
影
響
も
受
け
な
が
ら
、
一
九
九
〇
年
代
の
社
会
主
義
体
制
の
急
速
な
減
衰
以
降
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
再
活

性
化
を
希
求
す
る
政
治
思
想
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
山
口
定
『
市
民
社
会
論
　
歴
史
的
遺
産
と
新
展
開
』（
有
斐
閣
、

）
九
九
九
（



政
経
研
究

　第
五
十
九
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
〇

二
〇
〇
四
年
）、
植
村
邦
彦
『
市
民
社
会
と
は
何
か
　
基
本
概
念
の
系
譜
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
24
） E

dw
ards, M

ichael, C
ivil S

ociety 4th
 E

d
ition 

（C
am

bridge: P
olity, 2020

）, pp. 5-6.
（
25
） 
バ
ー
バ
ー
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン 

Ｒ
．、
竹
井
隆
人
訳
『
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
　
新
時
代
の
た
め
の
参
加
政
治
』（
日
本
経
済
評
論
社
、

二
〇
〇
九
年
）
二
〇
五
─
二
〇
六
ペ
ー
ジ
。

（
26
） 

バ
ー
バ
ー
、『
ス
ト
ロ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』、
二
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
27
） 

「
新
し
い
市
民
社
会
論
」
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
代
表
さ
れ
る
初
期
の
そ
れ

は
、
古
代
以
来
の
「
共
和
政
」
や
共
和
主
義
に
対
す
る
警
戒
心
は
希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
評
価
の
違
い
に
起
因

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
28
） T

ocqueville, Œ
u

vres II （D
e la d

ém
ocratie en

 A
m

ériqu
e II

）, pp. 635-641. 

邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
一
一
─
二
二
一
ペ
ー
ジ
。

（
29
） 

岡
野
八
代
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
　
ケ
ア
の
倫
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
30
） 

岡
野
、『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
』、
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
31
） 

岡
野
、『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
』、
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
32
） T

ocqueville, Œ
u

vres II （D
e la d

ém
ocratie en

 A
m

ériqu
e II

）, pp. 643. 

邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
33
） 

バ
ー
バ
ー
は
『〈
私
た
ち
〉
の
場
所
　
消
費
社
会
か
ら
市
民
社
会
を
と
り
も
ど
す
』
等
の
著
作
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
一
貫
し
た
問
題
意
識
の

中
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
34
） T

ronto, W
h

o cares?, pp. 24-25. 

邦
訳
五
〇
ペ
ー
ジ
。

（
35
） T

ronto, C
arin

g D
em

ocracy, p. 50.

（
36
） T

ronto, C
arin

g D
em

ocracy, p. 43.

（
37
） T

tonto, C
arin

g D
em

ocracy, pp. 34-35.

（
38
） T

ocqueville, Œ
u

vres II （D
e la d

ém
ocratie en

 A
m

ériqu
e I

）, p. 217. 
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
四
六
ペ
ー
ジ
。
カ
ッ
コ
に
よ
る
補
足
は
、

本
稿
著
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

）
九
九
九
（




