
序

　

Ｈ
・
Ｄ
・
ラ
ス
ウ
ェ
ル
（H

arold  D
. Lassw

ell
）
の
権
力
概
念
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
高
畠
通
敏
ら
の
解
釈
を
も
と
に
、
Ｃ
・

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
い
う
二
つ
の
権
力
概
念
の
う
ち
の
「
実
体
概
念
」
だ
と
す
る
説
が
支
配
的
で
あ
る
。
公
務
員
試
験
な
ど
で
も
そ
の
線

で
出
題
さ
れ
て
き
て
お
り
、
い
わ
ば
通
説
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
詳
細
に
検
討
す
る
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
い
う
「
関
係
概

念
」
と
考
え
ら
れ
る
面
が
強
い
。
本
稿
で
は
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
カ
プ
ラ
ン
と
の
共
著
『
権
力
と
社
会
』（Pow

er and Society

）
を
中
心
に

そ
の
点
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

以
下
、
次
の
順
で
検
討
を
進
め
る
。

　

ま
ず
第
一
節
で
は
、
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
二
つ
の
権
力
概
念
、
つ
ま
り
実
体
概
念
、
関
係
概
念
の
意
味
を

確
認
し
て
お
く
。
そ
の
上
で
、
通
説
の
淵
源
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
高
畠
通
敏
説
の
検
討
に
入
る
。
そ
し
て
、
高
畠
説
に
疑
問
を
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呈
し
て
い
る
秋
永
肇
と
霜
野
寿
亮
の
説
を
紹
介
す
る
。
併
せ
て
、
中
間
的
な
立
場
を
示
し
て
い
る
永
井
陽
之
助
の
説
に
も
ふ
れ
る
こ
と

と
す
る
。

　

そ
し
て
第
二
節
で
、
以
上
の
基
礎
的
作
業
を
踏
ま
え
て
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
著
作
そ
の
も
の
の
検
討
を
し
て
い
き
、
最
後
に
見
解
を
ま

と
め
る
。

　

な
お
、
こ
こ
で
主
に
検
討
す
る
『
権
力
と
社
会
』
は
総
じ
て
難
解
な
書
物
だ
が
、
そ
れ
は
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
記
述
の
ス
タ
イ
ル
の
た
め

で
も
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
き
、
丸
山
眞
男
が
『
権
力
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
』（Pow

er and Personality, 

邦
訳
『
権
力
と
人
間
』）
の
書

評
論
文
で
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
書
物
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
第
一
は
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
が
彼
の
先
行
す
る
著
作
で
の
理
論

を
「
既
知
の
も
の
と
し
て
論
を
進
め
て
い
る
個
所
が
多
い
た
め
」、
そ
れ
に
通
じ
て
い
な
い
読
者
に
は
理
解
が
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
抽
象
的
な
議
論
に
立
ち
入
る
と
、「
何
と
も
訳
し
よ
う
の
な
い
言
葉
が
続
出
」
し
、「
殆
ん
ど
ス
コ
ラ
的
な
概
念
分
析
」
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ（

１
）
る
。

　

た
だ
、
本
稿
で
扱
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
の
こ
と
は
な
く
、
丁
寧
に
読
み
込
み
さ
え
す
れ
ば
、
明
確
に
理
解
で
き
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
実
体
概
念
と
す
る
解
釈
が
主
流
と
な
っ
て
き
た
こ
と
が
不
思
議
な
ほ
ど
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
稿
が
正
確

な
理
解
に
役
立
て
ば
、
本
稿
の
目
的
を
達
し
た
こ
と
と
な
ろ
う
。

第
一
節
　
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
概
念
の
諸
解
釈

（
一
）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
実
体
概
念
・
関
係
概
念

　

本
稿
で
の
論
点
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
「
実
体
概
念
」「
関
係
概
念
」
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
そ
の
点
の
検
討
を
欠
か
す
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
ま
ず
、
そ
の
点
を
み（

2
）

る
。
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フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
権
力
の
定
義
か
ら
検
討
を
始
め
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
定
義
は
、「
力
（
パ
ワ
ー
）
と
は
何
ら
か

の
将
来
の
明
白
な
る
善
を
獲
得
す
る
た
め
の
現
在
の
手（

3
）

段
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
こ
の
よ
う
な
ホ
ッ
ブ
ズ
の
立
場

を
「
実
体
概
念
」
と
呼（

4
）

ぶ
。
そ
れ
は
「
権
力
と
は
し
ば
し
ば
所
有
物
（possession

）、
す
な
わ
ち
、
誰
か
が
所
有
し
、
他
の
誰
か
に
対

し
て
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
一
種
の
実
体
（substance

）」
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ホ
ッ
ブ
ズ
の
定
義
は
、
次
の
よ
う
な
「
事
実
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
あ
ま
り
に
も
狭
す
ぎ
る
」
と

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
い
う
。「
し
ば
し
ば
権
力
は
二
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
人
々
の
関
係
の
上
に
成
り
立
つ
や
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク

り
と
り
で
あ
っ
て
、
所
有

物
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
関
係
と
し
て
記
述
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
が
関
係
概
念
で
あ
る
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
自
身
は
、
こ
の
二
つ
の
概
念
を
必
要
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
い
く
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
じ
書
物
に
見
ら
れ
る
次

の
文
章
に
明
ら
か
で
あ
る
。「
権
力
に
関
す
る
現
代
の
著
作
で
は
、
権
力
を
所
有
物
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
圧
倒
的
に
関
係
と
し
て
み

る
傾
向
が
あ
る
。
だ
が
関
係
の
次
元
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
ま
た
良
い
解
決
方
法
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
権
力
は
し
ば

し
ば
所
有
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
」。

　

ち
な
み
に
、
わ
が
国
で
こ
の
よ
う
な
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
併
用
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
じ
立
場
に
立
つ
の
は
、
後
述
の
秋
永
肇
で
あ
る
。

秋
永
は
、「
権
力
に
は
実
体
的
な
要
素
と
関
係
的
な
要
素
が
存
在
」
す
る
と
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
二
つ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
一
方
を
是
と
し
、
他
方
を
否
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
権
力
の
二
つ
の
側
面
で
あ
っ
て
、
両
者
の
統
一

と
し
て
は
じ
め
て
権
力
概
念
は
構
成
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え（

5
）
る
」。

　

さ
て
、
先
の
よ
う
な
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
二
つ
の
権
力
概
念
が
、
わ
が
国
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
丸
山
眞
男
が
「
政
治
権
力
の

諸
問
題
」
と
い
う
論
文
で
紹
介
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
丸
山
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
類
型
に
準
じ
る
類
型
を
「
権
力
の
実
体
概
念
と
機

能
概
念
」
と
い
う
形
で
論
じ
て
い
る
が
、「
機
能
概
念
」
と
「
関
係
概
念
」
は
区
別
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
次
の
引
用
文
の
よ
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う
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
類
型
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
判
断
し
て
支
障
な
い
。

　

丸
山
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
―
―
「
権
力
を
人
間
あ
る
い
は
人
間
集
団
が
『
所
有
』
す
る
も
の
（
…
…
）
と
見
る
立
場
、
す
な
わ
ち

具
体
的
な
権
力
行
使
の
諸
態
様
の
背
後
に
い
わ
ば
一
定
不
変
の
権
力
そ
の
も
の
（
…
…
）
と
い
う
実
体
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
実
体

概
念
と
し
て
の
権
力
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
、
権
力
を
具
体
的
な
状
況
に
お
け
る
人
間
（
あ
る
い
は
集
団
）
の
相
互
作
用
関

係
に
お
い
て
捉
え
る
考
え
方
を
関
係
概
念
あ
る
い
は
函
数
概
念
と
し
て
の
権
力
と
呼
び
う（

6
）
る
」。

　

こ
れ
ま
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
短
い
説
明
と
、
丸
山
に
よ
る
紹
介
を
み
て
き
た
が
、
右
の
よ
う
な
理
解
で
問
題
な
い
か
ど
う
か
を
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
主
著
『
立
憲
政
治
と
民
主
制
』
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

権
力
と
呼
ぶ
人
間
関
係
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
も
論
争
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
に
相
違
な
い
。
権
力
が
人
間
関
係
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
政
治
思
想
家
の
間
で
い
つ
も
公
理
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
権
力
関
係
の
二
つ

の
側
面
は
、
実
体
的
（substantial

）
と
関
係
的
（relational

）
と
、
き
わ
め
て
適
切
に
区
分
さ
れ
る
。
換
言
す
る
と
権
力
は
、
実

体
で
あ
る
か
、
関
係
で
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
お
よ
び
―
―
ス
ピ
ノ
ザ
と
自
然
法
論
者
に
は
じ
ま
り
、
功

利
主
義
者
や
ヘ
ー
ゲ
ル
を
経
て
、
今
日
の
多
種
多
様
な
全
体
主
義
者
ま
で
―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
に
従
う
思
想
家
は
み
な
、
い
ろ
い
ろ
な

形
で
権
力
を
、
所
有
す
る
モ
ノ
（a thing had

）、
つ
ま
り
、
人
や
人
々
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
、
他
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
た
め
に

利
用
さ
れ
る
実
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
い（

7
）
る
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
同
じ
箇
所
で
、
こ
の
「
実
体
的
」
権
力
観
を
、「
物
質
的
」（corporeal

）
権
力
観
と
呼
び
換
え
て
い
る
。
権
力
を

モ
ノ
、
物
質
の
よ
う
に
扱
う
概
念
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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さ
て
、
こ
れ
と
は
別
の
「
関
係
的
概
念
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

他
の
思
想
家
は
、
政
治
状
況
で
の
人
間
の
相
互
依
存
関
係
（m

utual interdependence

）
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
で

は
権
力
が
及
ぼ
さ
れ
る
（
…
…
）
対
象
と
な
る
人
々
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
が
、
ま
ず
強
調
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
意

味
に
と
る
と
権
力
は
、
指
導
者
と
被
指
導
者
（the led

）
を
と
も
に
含
む
、
人
々
の
間
の
つ
な
が
り
（bond

）
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
「
関
係
的
」
権
力
概
念
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
―
―
彼
の
政
治
的
な
小
冊
子
で
は
別
の
用
語
法
が
な
さ
れ
て
い
る
が
―
―
の

哲
学
の
著
作
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
や
っ
と
近
年
に
な
り
、
人
間
心
理
に
つ
い
て
の
知
識
が
増
大
す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
く
解
明

さ
れ
て
き（

8
）
た
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
二
つ
の
概
念
を
比
較
し
て
論
じ
た
箇
所
を
引
い
て
お
く
と
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

権
力
へ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
合
意
（consent

）
と
強
制
（constration

）
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
二
つ
の
異
な
っ
た
見

方
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
権
力
の
物
質
的
〔
実
体
的
〕
概
念
は
、
合
意
（
…
…
）
と
い
う
現
象
を
、
宣
伝
、
象
徴
、
神
話
な
ど
と

解
釈
し
、
合
意
を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
論
者
は
こ
の
点
で
ホ
ッ
ブ
ズ
と
共
通
す
る
点
が
多

い
。〔
そ
れ
に
対
し
て
〕
権
力
の
関
係
的
概
念
を
強
調
す
る
思
想
家
は
、
実
力
・
強
制
に
よ
る
征
服
や
統
治
と
い
う
現
象
を
無
視

す
る
傾
向
が
あ
る
。〔
し
か
し
、〕
合
意
も
強
制
も
と
も
に
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
何
か
を
な
し
、
何
か
を

成
し
遂
げ
て
い
る
の
で
あ（

9
）
る
。
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も
う
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
議
論
は
、
さ
ほ
ど
複
雉
な
も
の
で
は
な
い
し
、
丸
山
眞
男
ら
の
紹
介
も
正
確
だ

と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
。
権
力
の
実
体
概
念
、
関
係
概
念
の
理
解
に
つ
い
て
は
誤
解
の
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ラ

ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
概
念
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
い
ず
れ
の
権
力
概
念
か
と
い
う
問
題
は
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
言
説
の
理
解
に
の
み
関
わ
る

問
題
と
考
え
て
よ
い
。

（
二
）
高
畠
通
敏
ら
の
実
体
概
念
説

　

ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
論
は
、
何
を
目
的
と
し
、
何
に
依
拠
し
て
権
力
（pow

er

）
や
影
響
力
（influence

）
が
行
使
さ
れ
る
か
を
、
詳

細
に
論
じ
た
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
高
畠
通
敏
は
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
基
底
（pow

er base

）
と
い
う
概
念
に
注
目
し

て
、
そ
れ
を
中
心
に
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
概
念
が
実
体
概
念
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
が
権
力
や
影
響

力
の
行
使
に
際
し
、
そ
の
保
有
を
基
盤
と
す
る
価
値
と
し
て
、
権
力
、
尊
敬
、
道
徳
、
愛
情
、
安
寧
、
富
、
技
能
、
知
識
の
八
つ
を
挙

げ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
こ
の
八
つ
に
つ
き
、
邦
訳
書
で
は
一
部
に
別
の
訳
語
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
ま
ま
先
に
進（

１0
）

む
）。

　
　
　

ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
、
社
会
内
で
争
奪
の
対
象
と
さ
れ
る
価
値
は
経
済
的
価
値
だ
け
で
な
い
と
考
え
、
そ
れ
を
八
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
範
疇
）
に
ま
と
め
た
。
人
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
の
保
有
を
基
礎
と
し
、
他
人
に
こ
れ
ら
の
価
値
を
あ
た
え
た
り
剥
奪
し
た
り
す

る
こ
と
を
手
段
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
価
値
の
ど
れ
か
を
追
い
求
め
る
。
こ
の
と
き
、
社
会
内
で
、
人
間
の
他
の
人
間
に
た
い

す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
現
象
が
う
ま
れ
る
が
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
そ
れ
を
「
勢
力
」（
影
響
力
）
と
呼
ん
だ
。
勢
力
の
う
ち
、
重
大

な
価
値
剥
奪
を
と
も
な
う
も
の
が
、「
権
力
」
と
さ
れ
る
。
勢
力
あ
る
い
は
権
力
の
諸
形
態
は
、
８
×
８
＝
64
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
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ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
価
値
保
有
者
が
、
勢
力
者
＝
権
力
者
で
あ
り
、
エ
リ
ー
ト
な
の
で
あ
っ
て
、
エ

リ
ー
ト
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
て
い
る
の
が
大
衆
に
ほ
か
な
ら
な（

１１
）

い
。

　

そ
し
て
、「
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
理
論
は
、
権
力
の
実
体
的
分
析
の
今
日
に
お
け
る
一
つ
の
極
を
示
し
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
て
い

る
。
高
畠
は
別
の
論
文
で
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
議
論
の
暖
味
な
点
や
、
循
環
論
法
に
陥
っ
て
い
る
点
な
ど
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る（

１2
）

が
、
こ

の
結
論
の
部
分
は
明
快
で
あ
り
、
あ
る
事
典
の
項
目
で
も
、
次
の
よ
う
に
こ
れ
を
繰
返
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
確
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の

概
念
を
意
識
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
高
畠
の
記
述
に
つ
い
て
は
誤
解
の
余
地
が
な
い
。

　
　
　

ひ
と
が
他
者
を
そ
の
意
思
に
反
し
て
行
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
そ
の
ひ
と
は
権
力
を
も
つ
と
い
う
。
一
七
世
紀
の
力

学
の
発
展
を
背
景
に
つ
く
ら
れ
た
概
念
で
、
当
初
は
、
権
力
は
権
力
者
が
保
有
す
る
権
力
手
段
や
権
力
基
底
か
ら
発
す
る
と
考
え

た
。
こ
の
よ
う
な
権
力
観
を
権
力
の
実
体
的
概
念
と
い
う
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
暴
力
（
軍
隊
）
の
集
中
を
、
マ
ル
ク
ス
は
富

（
生
産
手
段
）
の
所
有
を
そ
れ
ぞ
れ
権
力
の
基
礎
（
権
力
基
底
）
と
し
た
。
二
〇
世
紀
の
「
社
会
的
価
値
」
の
多
元
化
を
背
景
に
ラ

ス
ウ
ェ
ル
は
、
権
力
基
底
は
多
元
的
に
成
立
す
る
と
理
論
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
権
力
は
権
力
者
と
被
権
力
者
と
の
相
互

的
関
係
の
な
か
で
発
生
す
る
と
考
え
る
の
を
権
力
の
関
係
的
（
機
能
的
）
概
念
と
い（

１3
）

う
。

　

わ
が
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
高
畠
の
理
解
の
上
に
た
っ
て
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
権
力
の
実
体
概
念
を
と
っ
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
論
者

が
多
い
。
た
と
え
ば
阿
部
斉
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
権
力
を
実
体
的
に
捉
え
る
立
場
に
立
つ
代
表
的
な
人
に
は
、
暴
力
（
軍
隊
）
の

集
中
を
権
力
の
基
盤
と
み
な
し
た
マ
キ
ヤ
ヴ
ェ
リ
、
富
（
生
産
手
段
）　

の
所
有
が
権
力
の
基
盤
で
あ
る
と
し
た
マ
ル
ク
ス
、
富
や
技
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能
や
知
識
な
ど
の
基
底
価
値
を
手
段
と
し
て
権
力
が
追
求
さ
れ
る
と
み
た
ラ
ズ
ウ
ェ
ル
な
ど
が
い（

１4
）

る
」。
そ
の
上
で
、
阿
部
は
、
実
体

概
念
に
対
し
て
、「
権
力
の
関
係
概
念
は
、
権
力
を
具
体
的
な
状
況
や
人
間
関
係
の
中
で
、
ど
れ
だ
け
の
服
従
を
確
保
で
き
る
か
と
い

う
実
効
に
即
し
て
み
よ
う
と
す
る
」
立
場
と
し
、
ダ
ー
ル
を
そ
の
典
型
に
挙
げ
て
い
る
。

　

政
治
学
界
は
と
も
か
く
、
公
務
員
試
験
な
ど
で
は
、
右
の
よ
う
な
記
述
を
も
と
に
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
実
体
概
念
と
い
う
前
提
の
下
、

出
題
が
な
さ
れ
続
け
て
き
た
。

（
三
）
秋
永
肇
と
霜
野
寿
亮
の
関
係
概
念
説

　

筆
者
は
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
が
基
底
価
値
に
つ
い
て
、
権
力
や
富
な
ど
だ
け
で
な
く
、
尊
敬
や
愛
情
な
ど
を
数
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高

畠
の
解
釈
に
つ
き
早
く
か
ら
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
相
手
が
権
力
者
に
愛
情
を
感
じ
て
い
る
た
め
に
服
従
し
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、

そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
両
者
の
関
係
に
依
拠
し
た
権
力
・
影
響
力
の
行
使
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　

ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
説
を
実
体
概
念
と
す
る
説
に
対
し
て
は
、
以
前
か
ら
秋
永
肇
や
霜
野
寿
亮
が
高
畠
と
は
異
な
る
見
解
を
唱
え
て
き

た
。
ま
ず
、
秋
永
は
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
＆
カ
プ
ラ
ン
の
次
の
よ
う
な
文
章
に
注
目
す
る
。「
政
治
的
意
味
に
お
け
る
権
力
は
一
般
的
に
意

図
さ
れ
た
結
果
を
う
み
出
す
の
で
は
な
く
し
て
直
接
に
他
者
を
ふ
く
む
よ
う
な
結
果
を
う
み
出
す
能
力
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
文
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
う
結
論
す
る
。
―
―
ラ
ス
ウ
ェ
ル
＝
カ
プ
ラ
ン
は
「
権
力
を
人
間
の
所
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
あ
る

性
質
を
も
っ
た
実
体
と
み
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
『
関
係
』
概
念
の
立
場
か
ら
」
批
判
し
て
い
る
、（

１5
）
と
。

　

ま
た
霜
野
は
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
が
「
政
治
学
の
主
題
を
、
権
力
概
念
を
基
礎
に
、
人
々
の
相
互
関
係
の
な
か
に
見
出
そ
う
」
と
し
て
お

り
、「
彼
の
権
力
概
念
が
関
係
的
視
点
に
立
つ
」
も
の
で
あ
る
の
は
明
白
だ
と
す（

１6
）
る
。
そ
し
て
次
の
二
つ
の
短
い
引
用
を
し
て
い
る
。

ラ
ス
ウ
ェ
ル
自
身
、「
決
定
作
成
へ
の
参
与
と
し
て
の
権
力
は
人
々
の
間
の
関
係
」
で
あ
り
、「
権
力
は
こ
こ
で
関
係
的
に
定
義
さ
れ
て
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い
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
実
体
と
し
て
で
は
な
い
」
と
、
述
べ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
短
い
引
用
は
、『
権
力
と
社
会
』
か
ら
の
も
の
だ
が
、
そ
の
部
分
を
少
し
長
く
引
い
て
、
以
下
の
考
察
の
手
掛
か
り
と
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　
　
　

こ
こ
〔『
権
力
と
社
会
』〕
で
は
権
力
は
、
単
純
な
所
有
物
（property

）
と
し
て
で
は
な
く
、
関
係
と
し
て
（relaionally

）
定

義
さ
れ
る
。
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ツ
セ
ル
は
権
力
を
「
意
図
さ
れ
た
影
響
の
創
出
」
と
手
短
に
定
義
す
る
こ
と
で
、
権
力
を
あ
る

個
人
や
集
団
に
属
す
る
所
有
物
と
考
え
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
的
意
味
で
の
権
力
は
、
意
図
さ
れ
た
効
果
一
般

を
生
み
出
す
能
力
で
は
な
く
、
他
の
人
間
に
直
接
影
響
す
る
よ
う
な
効
果
を
産
出
す
る
能
力
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
政
治
権
力
は
、
自
然
に
対
す
る
力
で
は
な
く
、
他
の
人
間
に
対
す
る
力
な
の
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
…
…
「
そ

れ
〔
権
力
〕
は
特
定
の
種
類
の
人
間
関
係
で
あ
る
」
と
定
式
化
し
て
、
こ
の
点
を
強
調
し
た
。
…
…
意
志
の
決
定
は
、
対
人
関
係

で
生
じ
る
（interpersonal

）
過
程
で
あ
る
。
…
…
決
定
へ
の
参
加
と
し
て
の
権
力
と
は
、
あ
る
対
人
関
係
（interpersonal 

relation

）
で
の
こ
と
で
あ（

１7
）
る
。

　

こ
の
箇
所
は
、
そ
の
ま
ま
権
力
の
関
係
概
念
の
説
明
と
し
て
読
め
る
よ
う
な
文
章
で
あ
り
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
概
念
を
関
係
概
念

と
す
る
霜
野
の
見
解
は
、
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
『
権
力
と
人
間
』（Pow

er and Personality
）
の
訳
者
で
あ
る
永
井
陽
之
助
は
、
高
畠
説
と
秋
永
・
霜
野
説

の
中
間
的
な
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
永
井
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
類
型
で
は
な
く
、
丸
山
眞
男
の
類
型
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
の
機
能
的
概
念
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
関
係
的
概
念
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
本
稿
に
直
接
関
係
し
た
言
及
と
理
解
し

東洋法学　第57巻第 3号（2014年 3 月）

27１



て
支
障
な
い
。
永
井
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
「
勢
力
」
と
「
権
力
」
の
定
義
で
は
、
丸
山
眞
男
氏
の
指
摘
さ
れ
る
実
体
的
概
念
と
機
能
的
概
念
〔
関
係
的
概

念
―
―
加
藤
〕
が
ハ
ッ
キ
リ
分
化
せ
ず
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
体
的
概
念
と
い
う
の
は
、
権
力
を
「
所
有
」
の
観

念
か
ら
構
成
す
る
も
の
で
、
機
能
的
概
念
と
は
、
権
力
を
、「
関
係
」
又
は
「
函
数
」
関
係
か
ら
構
成
す
る
立
場
と
い
っ
て
い
い

と
思
う
が
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
、「
勢
力
」（influence

）
と
い
う
語
を
、
一
方
で
は
人
間
の
享
受
、
所
有
の

対
象
と
な
る
実
体
的
価
値
と
し
て
使
用
し
て
い
る
と
同
時
に
、
対
人
関
係
に
お
け
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ス
関
係
と
し
て
も
捉
え
て
い

（
１8
）
る
。

　

確
定
的
な
事
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
関
連
の
著
書
を
訳
し
な
が
ら
疑
問
に
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の

と
し
て
、
無
視
で
き
ま
い
。
ち
な
み
に
同
訳
書
に
は
、
原
書
に
も
「
附
録
」
と
し
て
付
い
て
い
る
ラ
ス
ウ
ェ
ル
と
カ
プ
ラ
ン
の
論
文

「
権
力
と
勢
力
に
つ
い
て
」
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、『
権
力
と
社
会
』
に
近
い
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
筆
者
な
ど

は
こ
れ
を
読
む
だ
け
で
も
、
実
体
概
念
と
す
る
先
の
高
畠
ら
の
説
に
は
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。

　

ち
な
み
に
永
井
訳
に
よ
る
『
権
力
と
人
間
』（
原
書
・
一
九
四
八
年
）
に
も
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
ま
た
、
そ
の
ま
ま
権

力
の
関
係
概
念
の
説
明
と
も
読
め
る
文
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
実
体
概
念
と
す
る
説
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

権
力
と
い
う
も
の
は
、
人
間
相
互
の
間
に
生
ず
る
状
況
で
あ
る
。
権
力
を
把
握
す
る
人
は
、
権
力
を
他
者
か
ら
授
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
権
力
を
授
け
る
側
の
ふ
だ
ん
の
反
応
に
依
存
し
、
そ
の
反
応
の
流
れ
が
あ
る
か
ぎ
り
権
力
を
も
ち
つ
づ
け
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て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
関
係
を
何
気
な
く
調
べ
て
み
て
も
、
有
能
な
観
察
者
な
ら
ば
、
権
力
と
い
う
も
の
が
何
処
へ
で
も

ひ
き
ず
り
ま
わ
す
こ
と
の
で
き
る
煉
瓦
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
権
力
を
支
え
て
い
る
反
応
が
や
め
ば
消
え
て
し
ま
う
一
つ
の

過
程
で
あ
る
こ
と
を
納
得
す
る
に
ち
が
い
な（

１9
）
い
。

第
二
節
　
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
『
権
力
と
社
会
』
の
検
討

（
一
）　
問
題
の
確
定

　

本
節
で
は
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
論
の
集
大
成
で
あ
る
『
権
力
と
社
会
』（Pow

er and Society, １950

）
の
検
討
を
つ
う
じ
て
、
本

稿
の
問
題
に
回
答
を
与
え
て
い
く
。
こ
の
書
物
は
哲
学
者
カ
プ
ラ
ン
（A

braham
 K

aplan

）
と
の
共
著
だ
が
、
共
著
で
あ
る
が
ゆ
え
に

ラ
ス
ウ
ェ
ル
が
カ
プ
ラ
ン
に
譲
歩
し
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
留
意
す
べ
き
指
摘
は
な

く
、
本
書
を
も
っ
て
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
論
の
確
定
版
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
こ
こ
で
は
同
書
か
ら
多
く
の
引
用
を

し
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
く
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
二
つ
の
概
念
に
つ
い
て
は
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
問
題
は
ラ
ス

ウ
ェ
ル
の
議
論
の
解
釈
い
か
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
問
題
設
定
は
、
具
体
的
に
は
次
の
三
つ
の
い
ず
れ
が
妥
当
か
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

①
高
畠
ら
の
説
が
正
確
で
あ
り
、
実
体
概
念
で
あ
る
。

②
秋
永
・
霜
野
の
説
が
正
確
で
あ
り
、
関
係
概
念
で
あ
る
。
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③
両
者
の
中
間
的
な
永
井
説
が
正
確
で
あ
り
、
二
者
択
一
的
に
い
ず
れ
か
の
概
念
に
立
つ
と
は
断
定
で
き
な
い
。

（
二
）
権
力
と
影
響
力

　

さ
て
具
体
的
な
検
討
作
業
に
入
る
が
、
ま
ず
幾
つ
か
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
以
下
、
特
別
に
断
ら
な
い
引
用
は
全
て

『
権
力
と
社
会
』
か
ら
で
あ
り
、
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
原
書
と
訳
書
の
頁
数
を
示
す
）。

　

第
一
は
、
権
力
が
影イ
ン
フ
ル
エ
ン
ス

響
力
・
勢
力
と
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
は
高
畠
、
霜
野
な
ど
す
べ
て
の
論
者
に
共

通
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ス
ウ
ェ
ル
に
よ
る
定
義
を
引
い
て
お
く
と
こ
う
あ
る
。

　
　
　
〔
定
義
〕　

影
響
力
の
形
態
と
は
、
基
底
価
値
と
〔
行
使
の
〕
範
囲
の
は
っ
き
り
定
ま
っ
た
影
響
力
の
関
係
の
種
類
を
い
う
。
権

力
の
形
態
と
は
、
比
較
的
厳
し
い
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
制
裁
）
に
よ
っ
て
ポ
リ
シ
イ
（
政
策
・
方
針
）
に
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
か
、

そ
う
予
想
さ
れ
る
影
響
力
の
形
態
を
い
う
（p.84

）（
一
一
七
頁
）。

　

つ
ま
り
、
権
力
は
影
響
力
の
一
種
で
あ
り
、
影
響
力
の
う
ち
「
比
較
的
厳
し
い
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
制
裁
）
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
る
」

も
の
を
い
う
。
注
釈
を
付
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
価
値
剥
奪
的
な
も
の
が
主
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
強
力

な
価
値
付
与
的
な
も
の
も
含
め
て
使
わ
れ
て
い（

20
）
る
。
そ
れ
は
次
の
文
に
明
確
で
あ
る
。

　
　
　

影
響
力
の
形
態
は
、
ポ
リ
シ
ィ
（
政
策
・
方
針
）
へ
の
影
響
力
が
、
相
対
的
に
厳
し
い
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
制
裁
）
に
基
づ
く
場

合
、
常
に
権
力
の
形
態
を
と
っ
て
現
れ
る
。
も
し
影
響
力
の
あ
る
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
価
値
剥
奪
が
、
影
響
力
行
使
の
対
象
た
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る
人
々
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
ら
ば
、
影
響
力
の
形
態
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
事
実
上
、
権
力
関
係
と
見
な
し
て
支
障
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
影
響
力
の
あ
る
種
の
形
態
の
場
合
、
特
に
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
身
体
健
全
・
安
寧
（w

ell-being

）
や
富
に

基
づ
く
影
響
の
行
使
は
、
徳
義
や
尊
敬
に
基
づ
く
影
響
力
よ
り
も
厳
し
い
価
値
剥
奪
を
伴
い
が
ち
な
の
で
、
結
果
と
し
て
権
力
を

構
成
し
や
す
い
（p.84

）（
一
一
七
頁
）。

　

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
い
う
「
身
体
健
全
・
安
寧
」
に
基
づ
く
影
響
力
と
は
、
軍
隊
や
警
察
を
使
っ
て
の
、「
暴
力
」
や
「
脅
迫
」
に

よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
影
響
力
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
権
力
が
影
響
力
の
一
種
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て

お
け
ば
よ
い
。

（
三
）
権
力
・
影
響
力
行
使
の
手
段
と
目
標

　

第
二
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
影
響
力
と
権
力
の
行
使
に
つ
き
、
そ
の
手
段
と
目
的
を
詳
し
く

タ
イ
プ
分
け
す
る
こ
と
に
精
力
を
傾
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
影
響
力
・
権
力
の
行
使
の
「
手
段
」
に
つ
い
て
は
、
影
響
力
で
は
基
底

価
値
（base values

）、
権
力
で
は
権
力
基
底
（pow

er base
）
と
呼
ば
れ
る
。
基
底
価
値
は
影
響
力
基
底
（influence base

）
と
も
言

い
換
え
ら
れ
て
お
り
、
両
者
は
同
義
な
の
で
、
本
稿
で
は
連
続
性
を
意
識
で
き
る
よ
う
に
「
影
響
力
基
底
」「
権
力
基
底
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
た
い
。「
目
標
」
の
方
は
、
領
域
価
値
（scope values

）
と
呼
ば
れ
る
。

　

例
え
ば
投
票
で
の
買
収
や
、
官
職
を
カ
ネ
で
得
る
猟
官
運
動
は
、
富
を
手
段
（
権
力
基
底
）
と
し
、
権
力
の
増
大
を
目
標
（
範
囲
価

値
）
と
し
て
行
使
さ
れ
る
権
力
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
（
経
済
＝
政
治
的ecopolitical

権
力
と
呼
ば
れ
る
）。
ま
た
、
解
職
や
賃
金
カ
ッ

ト
の
威
嚇
で
行
使
す
る
権
力
は
、
富
を
手
段
と
し
て
、
相
手
の
安
寧
を
支
配
す
る
生
存
権
力
（subsistence pow

er

）
と
さ
れ
る
（pp.9１
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―92

）（
一
二
三
―
一
二
五
頁
）。

（
四
）
関
係
論
的
な
権
力
行
使

　

以
下
、
二
点
ほ
ど
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
概
念
が
実
体
概
念
だ
と
す
る
解
釈
に
対
す
る
、
重
大
な
疑
問
を
提
示
す
る
。
第
一
は
、
権

力
基
底
、
影
響
力
基
底
と
さ
れ
る
も
の
（
領
域
価
値
）
の
中
に
、
実
体
概
念
の
理
解
に
は
収
ま
り
き
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
尊
敬
（respect

）
と
愛
情
（affection

）
な
ど
が
そ
う
だ
が
、
愛
情
の
方
が
読
者
に
分
か
り
や
す
い
と
思
わ

れ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
例
に
引
い
て
説
明
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、「
愛
情
は
友
人
や
恋
人
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
影
響
力
で
あ
る
」（p.84

）（
一
一
七
頁
）
と
い
う
文
章
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
愛
情
」
を
影
響
力
基
底
と
し
て
、
行
使
さ
れ
る
影
響
力
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
Ⅹ
が
Ｙ
に
対
し
て
影
響
力
を
及
ぼ
し

て
い
る
と
す
る
と
、
被
行
使
者
Ｙ
が
、
Ⅹ
に
愛
情
を
感
じ
て
い
る
か
ら
、
Ⅹ
の
行
使
す
る
影
響
力
に
Ｙ
が
従
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
う
読
む
な
ら
、
こ
こ
で
の
Ⅹ
と
Ｙ
の
現
象
は
、
関
係
概
念
で
把
握
す
べ
き
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
影
響
力
と
権
力
は
連
続
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
影
響
力
が
場
合
に
よ
っ
て
は
権

力
と
し
て
行
使
さ
れ
る
ほ
ど
強
力
な
場
合
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
指
摘
さ
え
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

権
力
は
そ
れ
自
体
一
つ
の
価
値
な
の
で
、
影
響
力
の
形
態
の
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
権
力
が
包
ま
れ
て
い
る
場
合
、
通
常
そ
の
影

響
力
の
形
態
は
権
力
の
形
態
を
と
る
。
寵
妃
は
、
王
に
対
し
て
は
権
力
で
は
な
く
影
響
力
を
有
す
る
だ
け
だ
が
、
そ
の
影
響
力
が

ど
れ
ほ
ど
か
に
応
じ
、
王
の
臣
下
に
は
権
力
を
振
る
い
う
る
（p.85

）（
一
一
八
頁
）。
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こ
う
い
う
記
述
さ
え
も
、
す
べ
て
実
体
概
念
と
し
て
理
解
可
能
だ
ろ
う
か
。
王
の
寵
妃
の
影
響
力
は
、
王
の
愛
情
が
失
せ
れ
ば
露
と

消
え
る
だ
ろ
う
が
、
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
Ⅹ
と
Ｙ
の
相
互
関
係
と
し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

　

さ
ら
に
は
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
が
影
響
力
・
権
力
の
基
底
と
、
目
標
た
る
領
域
価
値
を
関
連
づ
け
て
分
析
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
影
響
力
基
底
も
権
力
基
底
も
、
次
の
文
章
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
領
域
価
値
の
面
で
限
定
を
受
け
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
　
　

影
響
力
の
「
範ス
コ
ー
プ囲
」
の
概
念
は
、
影
響
を
受
け
る
ポ
リ
シ
ィ
（
政
策
・
方
針
）
に
含
ま
れ
る
価
値
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、

影
響
力
は
あ
る
種
の
価
値
に
関
連
し
て
行
使
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
以
外
の
価
値
に
つ
い
て
は
行
使
さ
れ
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
範
囲
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
友
人
は
愛
情
と
尊
敬
の
価
値
に
つ
い
て
は
影
響
力
が

あ
る
―
―
友
人
は
こ
れ
ら
の
価
値
に
つ
い
て
ポ
リ
シ
ィ
に
影
響
力
を
有
す
る
―
―
場
合
が
あ
る
が
、
例
え
ば
富
や
権
力
の
価
値
に

つ
い
て
は
、
影
響
力
が
な
い
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
影
響
力
の
総
量
は
、
影
響
力
の
量
と
対
象
者
だ
け
で
な
く
、〔
価
値
の
〕

範
囲
に
も
関
係
し
て
い
る
（p.73

）（
一
〇
三
頁
）。

　

こ
こ
で
も
、
影
響
力
基
底
や
権
力
基
底
を
実
体
概
念
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
は
、
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
五
）
決
定
の
意
味
と
被
行
使
者

　

第
二
の
点
は
、
よ
り
本
質
的
と
思
わ
れ
る
。
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
周
知
の
よ
う
に
、
権
力
を
決
定
作
成
へ
の
参
加
と
捉
え
て
い
る
の
だ

が
、
こ
の
「
決
定
作
成
へ
の
参
加
」
の
意
味
こ
そ
が
彼
の
権
力
概
念
を
理
解
す
る
鍵
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
文
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章
を
、
実
体
概
念
と
す
る
論
者
は
ど
う
読
む
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

決
定
と
は
、
政
策
の
実
効
的

0

0

0

な
確
定
だ
か
ら
、
取
る
べ
き
特
定
の
行
為
を
や
り
と
げ
る
と
い
う
全
体
的
過
程
を
伴
う
。
…
…
そ

し
て
決
定
の
過
程
は
、
政
策
の
形
成
や
公
布
と
共
に
、
適
用
も
含
む
も
の
だ
か
ら
、
決
定
に
よ
り
自
分
た
ち
の
行
為
が
影
響
を
受

け
る
人
々
も
ま
た
、
決
定
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
人
々
は
、
政
策
に
従
っ
た
り
無
視
し
た
り
す
る
こ
と

で
、
そ
の
政
策
・
方
針
が
実
際
に
政
策
・
方
針
た
り
う
る
か
否
か
を
決
め
る
の
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
律
は
立
法
部
だ

け
で
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
律
を
遵
守
す
る
人
々
に
よ
っ
て
も
ま
た
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
立
法
部
で
制
定

さ
れ
る
法
規
は
、
そ
れ
が
無
視
さ
れ
る
程
度
に
応
じ
て
…
…
実
質
的
に
は
法
律
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
（pp.74

―75

）

（
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
）。

　

権
力
の
被
行
使
者
も
ま
た
、
決
定
に
服
す
る
か
否
か
と
い
う
形
で
、
決
定
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
関
係
概
念

に
近
い
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
引
用
文
の
最
初
の
方
で
省
略
し
た
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
な
文

章
も
あ
る
。「
決
定
に
参
加
す
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
実
際
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
人
々
だ
け
で
あ
る
。
投
票
も
投
票
用
紙
が
数
え
ら

れ
な
け
れ
ば
、
投
票
と
い
う
動
作
以
上
の
意
味
を
も
た
な
い
」（p.74

）（
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
）。
開
票
の
デ
タ
ラ
メ
な
ど
、
選
挙
も
不

正
な
も
の
な
ら
ば
、
権
力
の
被
行
使
者
の
無
力
を
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
だ
け
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
別
の
印
象
を
も

た
ら
す
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
全
体
と
し
て
読
む
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
は
明
白
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
、「
投
票
、
降
伏
、
裁
判
所
の
判
決
な
ど
は
（
そ
の
後
、
引
続
い
て
実
効
性
を
も
つ
に
至
っ
た
場
合
）、
す
べ
て

決
定
で
あ
る
」（p.8１

）（
一
一
四
頁
）
と
も
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
カ
ッ
コ
の
中
に
書
い
て
あ
る
条
件
が
無
視
で
き
な
い
。
実
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効
性
を
持
た
な
い
決
定
は
、
決
定
と
し
て
の
意
味
を
成
さ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
決
め
る
の
は
権
力
の
被
行
使
者
で
も
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
な
ら
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
概
念
は
関
係
概
念
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

む
す
び

　

筆
者
は
、
本
稿
の
第
二
節
で
見
た
よ
う
な
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
記
述
を
も
と
に
、
彼
の
権
力
概
念
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
い
う
関
係
概
念
で

あ
る
と
い
う
説
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
は
こ
の
点
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
自
身
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ラ
ス
ウ
ェ
ル

の
『
権
力
と
社
会
』（
一
九
五
〇
年
）
よ
り
も
後
に
書
か
れ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
『
比
較
立
憲
主
義
』（
原
書
は
一
九
七
四
年
）
に
は
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
訳
か
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
い
で
き
た
。

　

そ
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
著
名
な
政
治
学
者
は
、
あ
る
哲
学
者
と
共
働
し
て
最
近
の
著
作
で
権
力
を
、『
決

定
作
成
へ
の
参
加
』
と
定
義
し
た
」（

2１
）
と
。
こ
れ
が
ラ
ス
ウ
ェ
ル
と
カ
プ
ラ
ン
の
こ
と
で
あ
る
の
は
明
白
で
、
そ
の
「
最
近
の
著
作
」
と

は
『
権
力
と
社
会
』
の
こ
と
で
あ
る
（
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
同
書
の
注
６
に
そ
う
あ
る
）。
そ
れ
に
続
い
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
ど
う
論
評
し

て
い
る
の
か
。

　
「
彼
〔
ラ
ス
ウ
ェ
ル
〕
は
、
権
力
と
は
関
係
で
あ
り
、
所
有
物
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
を
受
け
入
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
だ
!!

　

も
は
や
こ
れ
以
上
、
多
く
の
言
葉
を
費
や
す
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
概
念
を
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
い

う
実
体
概
念
と
す
る
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
。
先
の
永
井
陽
之
助
説
の
よ
う
な
中
間
的
立
場
に
つ
い
て
は
留
保
し
て
お
く
が
、
右
の
点

は
明
白
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
結
論
と
し
て
お
く
。
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注（
※
）　

本
稿
は
四
年
ほ
ど
前
に
『
東
洋
通
信
』（
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
、
二
〇
一
〇
年
三
月
号
）
に
掲
載
し
た
「
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
概
念
の
再
検
討
」

に
加
筆
・
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
そ
こ
で
検
討
し
た
ラ
ス
ウ
ェ
ル
＆
カ
プ
ラ
ン
『
権
力
と
社
会
』
の
翻
訳
（
芦
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
を
、

筆
者
は
共
訳
で
刊
行
し
て
お
り
、
そ
の
作
業
が
本
稿
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）　

丸
山
眞
男
「
ラ
ス
ウ
ェ
ル
『
権
力
と
人
格
』」（
初
出
、
一
九
五
〇
年
）（『
戦
中
と
戦
後
の
間
』
み
す
ず
書
房
、
所
収
）、
四
八
五
頁
。

（
２
）　

カ
ー
ル
・
Ｊ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
『
政
治
学
入
門
』
学
陽
書
房
、
一
九
七
七
年
、
一
五
〇
頁
。

（
３
）　

ホ
ッ
ブ
ズ
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
永
井
道
雄
編
『
ホ
ッ
ブ
ズ
』（
世
界
の
名
著
・
第
二
三
巻
）、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
、
一
二
二
頁
。
但
し
、

こ
こ
で
の
訳
文
は
（
注
１
）
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
邦
訳
に
よ
る
。

（
４
）　

た
だ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
定
義
に
続
く
説
明
を
読
む
と
、
意
外
に
関
係
概
念
に
近
い
表
現
も
含
ま
れ
て
お
り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
説

明
も
や
や
強
引
な
印
象
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
文
章
は
「
そ
れ
〔
パ
ワ
ー
〕
に
は
、『
本
来
的
』

（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
な
も
の
と
、『
手
段
的
』（
イ
ン
ス
ト
ル
メ
ン
タ
ル
）
な
も
の
が
あ
る
」
と
続
き
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
（
永
井
道
雄
訳
、
同
頁
）。

こ
の
部
分
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
―
―
「
人
間
生
来
の
『
本
来
的
力
』
と
は
、
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
諸
能
力
の
優
秀
さ
に
あ

る
。
た
と
え
ば
、
異
常
な
強
さ
、
す
ぐ
れ
た
容
姿
、
深
慮
、
技
芸
、
雄
弁
、
気
前
の
よ
さ
、
高
貴
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。『
手
段
的
力
』
と
は
、
上
述

の
力
ま
た
は
幸
運
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
、
よ
り
多
く
の
力
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
富
、
評
判
、
友
人
、
ま
た

人
が
幸
運
と
呼
ぶ
目
に
見
え
る
神
の
働
き
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
」。

（
５
）　

秋
永
肇
『
現
代
政
治
学
』
富
士
書
店
、
一
九
六
三
年
、
第
二
部
四
五
頁
。

（
６
）　

丸
山
眞
男
「
政
治
権
力
の
諸
問
題
」。
こ
の
論
文
は
初
め
『
政
治
学
辞
典
』（
平
凡
社
、
一
九
五
三
年
）
に
「
政
治
権
力
」
と
い
う
項
目
で
書
か
れ
、

そ
の
後
、
一
九
五
七
年
に
大
幅
に
加
筆
さ
れ
て
、『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
後
者
に
依
拠
し
て
い
る
。

四
二
五
頁
。

（
７
）　Car J. Friedrich, Constitutional G

overnm
ent and D

em
ocracy, revised ed., Boston: Grinn, １950, p.23
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（
８
）　Ibid,

（
９
）　op.cit., p.24  

（
１0
）　

加
藤
ら
の
邦
訳
書
で
は
、
こ
の
八
つ
の
う
ち
、rectitude

に
つ
き
道
徳
を
徳
義
と
変
え
、w

ell-being

安
寧
は
身
体
健
全
・
安
寧
と
訳
し
、

enlightenm
ent

知
識
を
開
明
と
訳
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
安
寧
」
だ
が
、
そ
れ
を
権
力
基
盤
と
し
て
権
力
行
使
す
る
と
い
う
の
で
は
分
か
り
に
く

く
、
暴
力
の
行
使
な
ど
が
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
ら
の
身
体
健
全
〔
で
の
優
位
〕
を
基
盤
に
権
力
を
行
使
す
る
、
と
考
え
た
方
が
理
解
し
や
す

い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

（
１１
）　

高
畠
通
敏
『
政
治
学
へ
の
道
案
内
』
三
一
書
房
、
一
九
七
六
年
、
四
九
～
五
〇
頁
。

（
１2
）　

高
畠
通
敏
「
ア
メ
リ
カ
近
代
政
治
学
の
基
礎
概
念
（
一
）」（『
国
家
学
会
雑
誌
』
一
九
六
三
年
二
月
）
特
に
三
二
七
頁
以
下
。

（
１3
）　

高
畠
通
敏
「
権
力
」（
内
田
満
ほ
か
編
『
現
代
政
治
学
小
辞
典
』
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）、
一
一
七
頁
。

（
１4
）　

阿
部
斉
『
概
説
現
代
政
治
の
理
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
一
三
頁
。

（
１5
）　

秋
永
肇
、
前
掲
書
、
第
二
部
、
四
三
―
四
四
頁
。

（
１6
）　

霜
野
寿
亮
「
社
会
的
相
互
作
用
と
権
力
」（
慶
応
義
塾
大
学
新
聞
研
究
所
編
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
の
理
論
』
慶
応
通
信
、
一
九
七
二
年
）、

一
四
八
頁
。

（
１7
）　H

arold D
. Lassw

ell and A
braham

 K
aplan, Pow

er and Society, 

（１950

）, Routledge and K
egan Paul, １952, pp.75

―76.

堀
江
湛
ほ
か

訳
『
権
力
と
社
会
』
芦
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

（
１8
）　

永
井
陽
之
助
『
政
治
意
識
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
三
三
九
頁
。

（
１9
）　

ラ
ス
ウ
ェ
ル
『
権
力
と
人
間
』
東
京
創
元
社
、
一
九
五
四
年
、
二
一
頁
。

（
20
）　

ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
翻
訳
が
困
難
な
の
は
、
こ
う
い
う
用
語
法
の
た
め
で
あ
り
、
適
訳
は
見
出
し
難
い
。
先
に
見
た
秋
永
〔
四
七
頁
〕
も
こ
の
点
に
注
意

を
向
け
て
い
る
。

（
2１
）　C. J. Friedrich, Lim

ited G
overnm

ent: A
 Com

parison, Prentice-H
all, １974, p.１5.　

邦
訳
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
『
比
較
立
憲
主
義
』
早
稲
田

大
学
出
版
部
、
一
九
七
九
年
、
二
四
頁
。
英
文
も
引
い
て
お
く
。H

e accepts the idea that pow
er is a relationship and not a possession.
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（
＊
）　

ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
論
に
つ
い
て
の
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
本
稿
で
言
及
し
た
も
の
以
外
に
、
飯
田
文
雄
「
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
政
治
理
論

（
一
）」（『
国
家
学
会
雑
誌
』
一
九
九
〇
年
、
三
月
・
四
月
合
併
号
）、
同
「
同
（
二
）」（『
同
』
一
九
九
〇
年
、
一
一
月
・
一
二
月
合
併
号
）、
同
「
同

（
三
）」（『
同
』
一
九
九
二
年
、
七
月
・
八
月
合
併
号
）
が
あ
っ
て
、
見
逃
せ
な
い
。
お
そ
ら
く
邦
語
で
は
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
権
力
論
に
関
す
る
最
も
詳
細
な

論
文
で
あ
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
直
接
の
言
及
は
見
当
た
ら
な
い
。（
二
）
の
論
文
で
、
影
響
力
と
違
っ
て
権
力
で
は
「
価
値
剥
奪
に
よ
る
制

裁
」
を
伴
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
（
同
論
文
、
七
八
六
頁
）、
ま
た
、（
三
）
の
論
文
で
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
に
あ
っ
て
は
「
権
力
を
現
実
に
行
使
し
得
る

支
配
者
は
…
…
一
貫
し
て
少
数
者
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」（
同
論
文
、
五
五
七
頁
）
が
強
調
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
実
体
概
念
に
近
い
線
で
の
説
明
が

目
に
付
く
。
た
だ
、
直
接
の
言
及
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
断
定
は
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

―
か
と
う　

し
ゅ
う
じ
ろ
う
・
法
学
部
教
授
―
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