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こ
れ
が
理
想
的
な
国
家
だ 

佐
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悌
二
郎
（
Ｐ
Ｈ
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総
合
研
究
所
取
締
役 

経
営
理
念
研
究
本
部
長
） 

   

松
下
幸
之
助
は
一
九
七
六
（
昭
和
五
十
一
）
年
に
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
創
設
三
十
周
年
記
念
事
業
の
一
つ
と

し
て
、
『
私
の
夢
・
日
本
の
夢
二
十
一
世
紀
の
日
本
』
と
題
す
る
一
冊
の
本
を
著
し
た
。
そ
れ
は
、
松
下
が

〝
今
日
の
日
本
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
山
積
し
て
い
る
が
、
二
十
一
世
紀
に
は
こ
う
い
う
好
ま
し
い
状
態

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
ま
た
こ
う
い
う
社
会
を
実
現
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
〞
と
考
え
た
、
い
わ
ば
理

想
的
な
日
本
の
国
家
・
社
会
の
姿
を
物
語
風
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
近
未
来
小
説
は
、
西
暦
二
〇
一
〇
年
、
つ
ま
り
ま
さ
に
本
年
の
初
め
に
、
大
掛
か
り
な
国
際
世
論
調

査
の
結
果
が
発
表
さ
れ
た
と
い
う
設
定
で
話
が
始
ま
る
。
そ
の
調
査
の
質
問
の
一
項
目
に
、
「
今
日
の
世
界

に
お
い
て
、
も
っ
と
も
理
想
的
と
思
わ
れ
る
国
は
ど
こ
か
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
で
日
本
が
圧
倒
的

な
第
一
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
を
訪
れ
た
あ
る
国
際
視
察
団
一
行
の
足
取
り
を
追
い

な
が
ら
、
そ
の
実
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
ま
た
日
本
が
そ
う
し
た
理
想
的
な
国
家
を
つ
く
り
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
た
要
因
は
何
か
を
探
る
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。 

 

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
で
は
、
松
下
が
描
い
た
二
〇
一
〇
年
を
迎
え
た
こ
の
機
会
に
、
松
下
の
〝
夢
〞
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
現
在
、
ど
の
程
度
ま
で
実
現
に
近
づ
い
て
い
る

の
か
を
七
回
に
わ
た
っ
て
検
証
し
、
本
誌
『
Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
』
に
連
載
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

国
と
し
て
の
方
針･

目
標
を
確
立
せ
よ 

  

本
書
が
著
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
日
本
は
、
戦
後
三
十
年
余
り
が
経
過
し
、
目
覚
ま
し
い
復
興
発

展
を
遂
げ
て
〝
経
済
大
国
〞
と
称
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
高
度
経
済
成
長
の

負
の
面
と
も
い
え
る
公
害
や
過
疎
過
密
の
問
題
、
物
価
騰
貴
、
さ
ら
に
は
青
少
年
の
非
行
、
犯
罪
の
多
発
と

い
っ
た
好
ま
し
か
ら
ぬ
現
象
が
社
会
の
各
面
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。 

 

松
下
幸
之
助
は
そ
う
し
た
状
況
を
み
て
、
物
の
面
の
急
速
な
成
長
発
展
に
対
し
て
心
の
面
の
進
歩
向
上
が

伴
わ
ず
、
そ
こ
に
物
心
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
起
こ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
憂
え
て
い
た
。
そ
の
危
機
感
を
、「
終
戦
直
後
に
も
比
す
べ
き
一
つ
の
大
き
な
危
機
に
立
っ
て
い
る
」

と
表
現
し
、「
こ
れ
で
は
い
け
な
い
、
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
は
衰
退
し
、
お
互
い
の
不
幸
を
招
く
ば
か
り
だ
」

と
述
べ
て
い
る
。 

 

急
速
な
成
長
発
展
を
遂
げ
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
社
会
の
各
面
に
大
き
な
混
乱
・
混
迷
を
生
ん
だ
原
因
の

一
つ
に
、
松
下
は
、
戦
後
、
日
本
が
国
と
し
て
明
確
な
方
針
な
り
目
標
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い

〔
徹
底
検
証
〕
松
下
幸
之
助
の
夢
・
二
〇
一
〇
年
の
日
本 
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る
。
も
ち
ろ
ん
、
〝
経
済
を
復
興
さ
せ
て
日
本
を
再
建
す
る
〞
と
い
う
目
標
は
国
民
共
通
の
も
の
だ
っ
た
が
、

そ
れ
は
い
わ
ば
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、明
確
な
方
針
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
個
々
は
懸
命
に
努
力
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
「
一
面
に
お
い
て
て
ん
で

ん
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
」
と
分
析
し
て
い
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
当
時
の
行
き
詰
ま
っ
た
事
態
を
打
開
し
、
安
定
発
展
を
生
み
出
し
て
い
く
た
め

に
は
、
日
本
の
国
と
し
て
の
方
針
な
り
目
標
を
は
っ
き
り
と
も
つ
こ
と
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
〝
二
十
年
後
、

三
十
年
後
の
日
本
を
こ
の
よ
う
な
国
に
し
て
い
く
〞
と
い
う
目
標
を
国
民
の
合
意
に
よ
っ
て
定
め
、
そ
の
目

標
に
向
か
っ
て
一
丸
と
な
っ
て
努
力
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
、
松
下
自
身
が
自
ら
の
事
業
経
営
の
体
験
か
ら
得
た
信
念
で
あ
っ
た
。
松
下
電
器
産
業
（
現
・
パ

ナ
ソ
ニ
ッ
ク
）
グ
ル
ー
プ
で
は
、
毎
年
一
月
十
日
に
そ
の
年
の
経
営
方
針
を
発
表
し
、
全
社
員
が
心
を
一
つ

に
し
て
そ
れ
ら
の
方
針
実
現
に
力
を
尽
く
す
の
が
恒
例
だ
が
、
そ
の
結
果
、
目
標
を
お
お
む
ね
そ
の
と
お
り

に
達
成
し
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
、
松
下
は
会
社
の
使
命
、
産
業
人

と
し
て
の
使
命
を
達
成
し
て
い
く
た
め
の
「
二
百
五
十
年
計
画
」
を
掲
げ
て
、
そ
の
実
現
に
努
め
た
。
そ
う

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
従
業
員
の
自
覚
も
高
ま
り
、
会
社
も
そ
れ
ま
で
に
比
べ
て
飛
躍
的
に
発
展
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
だ
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
同
様
の
こ
と
は
、
企
業
の
み
な
ら
ず
一
国
の
運
営
に
お
い
て
も
大
切
で
あ
り
、
〝
こ
れ
か
ら
の

日
本
を
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
め
て
い
く
か
〞
と
い
う
こ
と
を
国
民
の
合
意
に
よ
っ
て
早
急
に
生
み
出
さ

ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
端
緒
と
な
る
も
の
を
著
し
た
い
と
い
う
思
い
が
、
本
書
発
刊
の
動
機
で
あ
っ
た
。 

 

夢
の
日
本
の
姿
と
は
い
う
も
の
の
、
た
ん
な
る
荒
唐
無
稽
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
か
、
ま
っ
た
く
実
現
不
可
能

な
空
理
空
論
で
は
な
く
、
考
え
方
や
や
り
方
に
当
を
得
さ
え
す
れ
ば
、
二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
ま
で
の
二
十

五
年
、
三
十
年
と
い
う
時
日
の
あ
い
だ
に
そ
う
い
う
好
ま
し
い
社
会
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
、
と
松

下
自
身
が
考
え
た
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

「
高
い
生
産
性
」
と
「
共
存
共
栄
」 

  

で
は
、
松
下
幸
之
助
が
描
い
た
「
夢
の
日
本
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
姿
な
の
か
。 

 

ま
ず
経
済
に
つ
い
て
み
る
と
、
景
気
・
不
景
気
の
大
き
な
波
の
な
い
、
お
お
む
ね
年
率
四
〜
五
％
で
推
移

す
る
安
定
し
た
経
済
成
長
を
続
け
て
い
る
。 

 

物
価
水
準
も
安
定
し
、
多
く
の
先
進
国
が
物
価
騰
貴
に
悩
ま
さ
れ
る
な
か
、
輸
入
物
資
の
急
激
な
騰
落
が

一
時
的
に
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
物
価
の
変
動
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
、
企
業
間
の
過
当
競
争
を
戒
め
る

風
潮
が
強
い
こ
と
、
大
企
業
と
中
小
企
業
が
互
い
に
支
え
合
い
調
和
し
合
っ
て
共
存
共
栄
す
る
経
済
が
実
現

し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。 

 

ま
た
、
多
く
の
事
業
に
お
い
て
国
営
か
ら
民
営
へ
の
移
管
が
進
み
、
経
営
の
合
理
化
、
効
率
化
が
研
究
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
適
正
な
収
益
が
生
み
出
さ
れ
、
社
会
全
体
の
生
産
性
も
き
わ
め
て
高
い
。 

 

国
際
間
の
経
済
交
流
に
お
い
て
は
、
自
国
の
利
益
の
み
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
国
優
先
の
経
済

交
流
を
心
掛
け
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
自
国
経
済
に
も
プ
ラ
ス
の
効
果
が
生
ま
れ
、
国
際
間
で
も
共
存
共
栄
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の
姿
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。 

 

企
業
経
営
に
つ
い
て
は
、
企
業
そ
れ
ぞ
れ
が
社
会
的
責
任
を
自
覚
し
、
そ
の
責
任
を
全
う
す
べ
く
努
力
し

て
い
る
。
企
業
の
社
会
的
責
任
と
は
す
な
わ
ち
、
①
企
業
本
来
の
事
業
を
通
じ
て
社
会
生
活
の
向
上
と
人
び

と
の
幸
せ
に
貢
献
す
る
こ
と
、
②
事
業
活
動
か
ら
適
正
な
利
益
を
生
み
出
し
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
国
家
社

会
に
還
元
す
る
こ
と
、
③
企
業
の
活
動
の
過
程
が
社
会
と
調
和
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
。 

 

暴
利
を
戒
め
つ
つ
、
適
正
利
潤
を
求
め
て
推
進
さ
れ
る
企
業
経
営
が
、
先
に
述
べ
た
堅
実
で
安
定
し
た
経

済
成
長
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

ま
た
、
経
営
は
自
己
資
本
に
よ
っ
て
行
な
う
の
が
健
全
な
姿
だ
と
い
う
考
え
方
が
一
般
化
し
て
お
り
、
企

業
は
借
金
の
き
わ
め
て
少
な
い
経
営
を
行
な
っ
て
い
る
。
普
段
か
ら
資
金
や
設
備
、
在
庫
や
人
員
に
余
裕
を

も
た
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
〝
ダ
ム
式
経
営
〞
を
進
め
る
こ
と
で
、
急
な
経
済
状
況
の
変
化
に
も
柔
軟
に
対
応
で

き
る
よ
う
努
め
て
い
て
、
こ
れ
も
景
気
の
浮
き
沈
み
の
少
な
い
経
済
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。 

 

教
育
の
面
で
は
、
教
育
権
を
行
政
府
か
ら
特
別
に
切
り
離
し
て
〝
教
育
府
〞
を
新
設
す
る
と
い
う
大
改
革

が
行
な
わ
れ
た
。
大
臣
の
任
期
が
短
く
、
次
か
ら
次
へ
と
交
代
す
る
た
め
に
一
貫
し
た
教
育
政
策
を
行
な
え

な
い
と
か
、
時
の
政
府
の
政
党
色
が
出
る
こ
と
で
教
職
員
が
振
り
回
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
国
民
の
教

育
が
政
情
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。 

 

独
立
性
の
高
ま
っ
た
教
育
府
で
は
、
知
識
や
技
術
よ
り
も
ま
ず
、
人
間
と
し
て
当
然
身
に
付
け
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
道
義
道
徳
を
教
え
る
教
育
を
最
優
先
す
る
施
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
幼
児
期
の
家
庭
の
し
つ
け

を
奨
励
す
る
と
と
も
に
、
義
務
教
育
の
年
限
を
一
年
延
ば
し
、
人
間
性
を
高
め
る
教
育
に
力
を
入
れ
て
、
自

他
相
愛
の
精
神
や
、
自
国
の
伝
統
や
文
化
、
歴
史
を
尊
重
す
る
気
持
ち
を
育
む
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
学
歴
偏
重
の
傾
向
が
是
正
さ
れ
、
誰
も
彼
も
が
高
等
教
育
に
進
む
と
い
う
の
で
は
な
く
、
学
問
に

適
性
を
も
つ
人
や
、
よ
り
高
等
な
学
問
知
識
を
必
要
と
す
る
職
業
に
向
く
人
だ
け
が
高
等
教
育
に
進
み
、
そ

れ
以
外
の
多
く
の
人
に
対
し
て
は
、各
種
の
職
業
教
育
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の
実
際
教
育
を
行
な
う
体
制

が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
人
の
適
性
に
合
っ
た
教
育
が
実
現
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素
質
・
天

分
が
十
二
分
に
発
揮
さ
れ
、
国
民
の
幸
福
感
も
非
常
に
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

 

国
土
と
社
会
に
つ
い
て
は
、
人
口
や
施
設
が
特
定
の
場
所
に
集
中
す
る
過
密
状
況
や
、
逆
に
人
が
極
端
に

減
っ
て
経
済
が
成
り
立
た
な
く
な
る
よ
う
な
過
疎
状
況
の
な
い
、
平
均
化
し
た
開
発
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
強
力
に
推
進
さ
れ
て
い
る
〝
国
土
創
成
計
画
〞
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。 

 

日
本
は
人
口
の
割
に
国
土
が
狭
く
、
し
か
も
国
土
の
約
七
割
が
山
岳
森
林
地
帯
で
あ
る
。
国
土
創
成
計
画

と
は
、
そ
の
七
割
の
山
岳
森
林
地
帯
の
う
ち
の
二
割
を
開
発
し
、
同
時
に
そ
の
土
を
使
っ
て
海
を
埋
め
立
て
、

有
効
可
住
面
積
を
倍
増
さ
せ
る
こ
と
で
、
将
来
も
っ
と
も
懸
念
さ
れ
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
食
糧
問
題
を
は

じ
め
、
地
価
の
高
騰
、
住
宅
不
足
、
公
害
、
交
通
事
故
な
ど
の
諸
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
国
家
的
事
業

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
発
案
さ
れ
、
二
十
世
紀
末
ま
で
の
二
十
数
年
を
か
け
て
周
到
綿
密
な

計
画
が
作
成
さ
れ
た
う
え
で
、
二
十
一
世
紀
初
頭
か
ら
約
二
百
年
を
か
け
て
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
国
土
創
成
の
過
程
で
は
、
自
然
破
壊
的
な
乱
開
発
を
厳
に
慎
ん
で
い
る
。
自
然
の
美
観
を
損

な
わ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
道
路
そ
の
他
の
施
設
を
整
え
る
、
い
わ
ば
〝
美
と
調
和
の
観
光
開
発
〞
に
よ
っ

て
、
あ
ま
り
広
く
な
い
国
土
の
な
か
に
多
様
性
に
富
ん
だ
美
し
い
景
観
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
つ
つ
あ
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る
。 

 

最
後
に
政
治
に
つ
い
て
だ
が
、
政
情
不
安
に
悩
む
国
が
多
い
な
か
、
主
義
主
張
を
異
に
す
る
政
党
同
士
で

あ
っ
て
も
自
党
の
主
張
に
と
ら
わ
れ
ず
、
〝
日
本
の
た
め
〞
と
い
う
共
通
の
目
的
に
向
か
っ
て
対
立
し
つ
つ

も
調
和
す
る
と
い
う
姿
が
実
現
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
政
党
の
衆
知
が
活
か
さ
れ
、
生
産
性
の
高
い
、
安
定

し
た
政
治
が
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
民
の
税
負
担
が
抑
え
ら
れ
、
皆
が
意
欲
を
も
っ
て
自
ら
の
活

動
を
力
強
く
行
な
い
つ
つ
あ
り
、
民
間
も
含
め
た
国
全
体
の
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
。 

 

そ
し
て
自
衛
と
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
も
、
国
民
の
意
識
が
き
わ
め
て
高
い
。
軍
国
的
に
で
は
な
く
、
平

和
裡
に
安
定
発
展
し
て
い
こ
う
と
い
う
国
民
的
合
意
の
下
に
、
近
代
的
で
質
の
高
い
自
衛
力
を
備
え
る
一
方

で
、
徳
行
国
家
、
平
和
国
家
と
し
て
国
と
し
て
の
総
合
力
を
高
め
、
世
界
各
国
と
の
結
び
つ
き
を
固
く
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
国
の
安
全
を
よ
り
盤
石
な
も
の
に
し
て
い
る
。 

 

日
本
の
歴
史
と
伝
統
に
誇
り
を
も
て 

  

こ
の
よ
う
に
、
松
下
幸
之
助
の
描
い
た
二
〇
一
〇
年
の
日
本
は
、
〝
あ
ら
ゆ
る
面
で
理
想
的
〞
と
は
い
え

な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
向
け
て
着
実
に
進
ん
で
お
り
、
少
な
く
と
も
世
界
各
国
か
ら
理
想
国
家
と
し
て
憧
れ

を
抱
か
れ
る
国
に
な
っ
て
い
る
。 

 

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
が
著
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
が
噴
出

し
て
い
た
。
松
下
が
考
え
た
〝
理
想
〞
に
は
ほ
ど
遠
い
状
態
か
ら
、
わ
ず
か
三
十
数
年
で
こ
れ
だ
け
の
変
化

を
可
能
な
ら
し
め
る
に
は
、
国
民
の
あ
い
だ
に
大
き
な
意
識
変
革
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。
以
前
の
ま
ま
の
考
え

方
、
や
り
方
で
は
、
そ
う
し
た
劇
的
な
変
化
は
望
め
ま
い
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
つ
こ
と
が
必

要
な
の
か
。 

 

松
下
は
そ
れ
を
、
「
首
相
の
演
説
」
と
題
し
た
本
書
の
終
章
で
、
日
本
国
首
相
の
口
を
借
り
て
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
松
下
が
現
代
日
本
に
、
ま
た
日
本
人
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
物
の

見
方
と
価
値
観
が
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
第
一
は
、
「
新
し
い
人
間
観
の
確
立
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
幸
せ
を
考
え
る
に
は
ま
ず
人
間

が
人
間
自
身
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
松
下
の
信
念
の
表
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
適
切
な
人
間

観
に
立
脚
し
て
政
治
や
経
済
、
教
育
や
宗
教
な
ど
い
っ
さ
い
の
活
動
を
行
な
っ
て
こ
そ
、
そ
れ
ら
が
真
に
当

を
得
た
も
の
と
な
り
、
人
間
の
幸
せ
に
結
び
つ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
そ
の
「
新
し
い
人
間
観
」
と
は
何
か
。
松
下
は
、「
人
間
と
い
う
も
の
は
き
わ
め
て
偉
大
な
存
在

で
あ
る
」
「
万
物
の
王
者
と
も
申
す
べ
き
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
人
間
観
の
も
っ
と
も
大
切

な
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
と
も
す
れ
ば
弱
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
人
間
を
、
本
質
的
に
も
っ
と
偉
大
な

存
在
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
万
物
の
王
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
は
そ
の

王
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
責
務
が
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
王
者
と
し
て
の
慈
悲
の
心
を
も
ち
、
衆
知
を
集
め

て
万
物
と
人
間
自
身
を
適
切
に
活
か
し
合
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
説
い
て
い
る
。 

 

第
二
は
、
「
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
」
で
あ
る
。
人
間
に
は
、
す
べ
て
の
人
に
共
通
の
普
遍
的
な
本
質
が

あ
る
と
同
時
に
、
異
な
っ
た
歴
史
や
気
候
風
土
の
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
国
民
性
や
民
族
性
が
あ
る
。
と
り
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わ
け
日
本
は
、
四
面
を
海
に
囲
ま
れ
た
島
国
で
、
そ
の
国
土
は
変
化
に
富
み
、
多
彩
な
季
節
の
移
り
変
わ
り

が
あ
る
と
い
う
特
有
の
気
候
風
土
と
、
建
国
以
来
二
千
年
近
く
の
長
き
に
わ
た
り
、
天
皇
家
が
つ
ね
に
国
家

国
民
の
精
神
的
中
心
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
を
も
つ
。
そ
う
し
た
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
日
本

独
自
の
伝
統
精
神
を
、
松
下
は
「
和
を
貴
ぶ
」「
衆
知
を
集
め
る
」「
主
座
を
保
つ
」
の
三
つ
で
説
明
し
て
い

る
。 

「
和
を
貴
ぶ
」と
は
、
平
和
を
愛
好
し
調
和
を
大
切
に
す
る
精
神
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
よ
う
な
二
、

三
の
過
ち
を
除
け
ば
、
日
本
人
は
一
貫
し
て
平
和
を
求
め
つ
づ
け
て
き
た
と
し
、
一
例
と
し
て
聖
徳
太
子
の

十
七
条
憲
法
の
第
一
条
「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
す
」
を
挙
げ
る
。 

「
衆
知
を
集
め
る
」
は
、
日
本
が
長
年
に
わ
た
っ
て
外
国
の
よ
い
も
の
、
す
ぐ
れ
た
も
の
を
進
ん
で
受
け
入

れ
、
そ
れ
ら
を
活
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
国
を
発
展
さ
せ
、
日
本
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指

す
。
そ
れ
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
宗
教
・
思
想
か
ら
、
漢
字
の
よ
う
な
文
字
、
さ
ら
に
は
科
学

技
術
や
社
会
制
度
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
世
界
の
衆
知
を
集
め
る
前
に
、
日
本
人

同
士
で
物
を
考
え
、
事
を
行
な
う
場
合
に
も
、
つ
ね
に
衆
知
を
集
め
つ
つ
行
な
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の
は

い
う
ま
で
も
な
い
。 

「
主
座
を
保
つ
」
と
い
う
の
は
、
自
主
性
や
主
体
性
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
日
本
は
外
国
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
思
想
や
文
化
を
受
け
入
れ
る
に
際
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
た
ん
に
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
人

と
し
て
の
立
場
を
失
わ
ず
に
、
日
本
の
伝
統
に
即
し
、
日
本
流
に
咀
嚼
し
て
消
化
吸
収
し
て
き
て
い
る
。 

 

以
上
の
三
つ
が
日
本
の
伝
統
精
神
の
中
心
を
な
す
も
の
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
日
本
人
自
身
の

理
解
と
認
識
が
低
い
こ
と
に
、
松
下
は
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日

本
に
お
い
て
は
、
占
領
政
策
も
あ
っ
て
日
本
の
歴
史
や
伝
統
が
十
分
に
教
え
ら
れ
ず
、
そ
う
し
た
も
の
が
国

民
の
あ
い
だ
か
ら
次
第
に
薄
れ
て
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
進
ん
で
は
、
日
本
の
歴
史
や
伝
統

を
否
定
的
に
み
る
よ
う
な
風
潮
す
ら
生
ま
れ
て
い
た
。
日
本
人
が
日
本
の
歴
史
や
伝
統
に
誇
り
を
も
ち
、
こ

の
国
日
本
に
対
し
て
深
い
愛
情
を
抱
い
て
初
め
て
、
他
国
の
歴
史
や
伝
統
を
理
解
・
尊
重
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
そ
こ
か
ら
真
の
国
際
親
善
や
世
界
平
和
が
生
ま
れ
て
く
る
、
と
い
う
の
が
松
下
の
確
固
た
る
信
念
で
あ

っ
た
。 

 

そ
し
て
第
三
と
し
て
、
松
下
は
「
明
確
な
国
家
目
標
」
を
挙
げ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
の
三
十
余
年

を
、
や
や
も
す
れ
ば
そ
の
時
々
の
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
に
追
わ
れ
て
、
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
く
こ
と

な
く
過
ご
し
て
き
た
た
め
に
、
各
界
各
層
の
国
民
活
動
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
全
体
と
し
て
力
弱
い
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
一
大
反
省
で
あ
る
。 

 

先
に
述
べ
た
国
土
創
成
事
業
は
、
二
十
一
、
二
十
二
の
両
世
紀
に
わ
た
る
長
期
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
立
て
る
と

と
も
に
、
二
十
年
後
の
日
本
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
、
五
十
年
後
は
こ
う
い
う
姿
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
理
想

を
描
き
、
そ
れ
を
国
民
共
通
の
目
標
と
す
る
こ
と
で
力
強
い
発
展
を
可
能
に
す
る
一
つ
の
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。

一
国
が
好
ま
し
い
姿
で
安
定
し
た
発
展
を
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
明
確
な
国
家
目
標
、
あ
る
い
は
国
家
の

あ
る
べ
き
未
来
像
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
松
下
は
考
え
た
の
だ
っ
た
。 

 

一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
松
下
幸
之
助
が
著
し
た
二
〇
一
〇
年
の
日
本
の
理
想
像
は
、
個
々
に
み
る
と
、
現

在
で
は
掲
げ
る
べ
き
目
標
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
全
体
と
し
て
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み
れ
ば
、
多
く
の
現
代
日
本
人
が
憧
れ
う
る
姿
で
あ
ろ
う
し
、
参
考
と
し
目
標
と
す
べ
き
内
容
を
多
く
含
ん

で
い
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
現
実
の
二
〇
一
〇
年
を
迎
え
た
い
ま
、
松
下
の
描
い
た
理
想
像
を
議
論

の
取
っ
掛
か
り
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
置
か
れ
た
状
況
、
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
虚
心
坦
懐
に
反
省
し

て
み
る
こ
と
も
ま
た
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
、
本
連
載
を
読
者
の
皆
さ
ま
の
ご
参
考
に
供

す
る
次
第
で
あ
る
。 

 

次
号
か
ら
は
、『
私
の
夢
・
日
本
の
夢
二
十
一
世
紀
の
日
本
』
の
具
体
的
な
内
容
を
ご
紹
介
し
つ
つ
、「
松

下
幸
之
助
の
夢
」
と
「
現
実
の
日
本
」
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
何
を
考
え
る
べ
き
か
、
有
識
者
に
検
証
い
た
だ

く
。
〈
以
下
、
次
号
〉 

 

 

雑
誌
『
Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
』
二
〇
一
〇
年
七
月
号
掲
載 


