
　
　
　
Ｊ
・
Ｆ
・
ブ
レ
イ
の
社
会
革
命
論
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
　
　
野
　
　
　
格

　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
ア
メ
リ
カ
の
労
働
運
動
新
聞
D
e
t
r
o
i
t

"
L
a
b
o
rL
e
a
f
"
は
、
一
八
八
六
年
六
月
三
〇
日
の
紙
面
に
「
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ブ
ン
イ
、

半
世
紀
以
上
に
わ
た
る
労
働
改
革
家
、
な
お
明
る
い
希
望
を
抱
く
」
と
い
う
見
出
し
と
似
顔
絵
を
つ
け
て
、
ブ
レ
イ
の
紹
介
を
し
て

い
る
。

　
こ
の
記
事
は
、
ポ
ン
テ
ィ
ア
ク
に
住
む
ブ
レ
イ
が
「
古
く
か
ら
の
社
会
主
義
者
で
あ
り
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
り
、
又
、
五
十
年

以
上
に
わ
た
っ
て
労
働
改
革
運
動
の
た
め
に
た
え
ず
ペ
ン
を
ふ
る
っ
て
き
た
人
」
で
あ
る
こ
と
、
一
八
○
八
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ

に
生
れ
、
病
い
の
父
の
付
添
い
で
英
国
に
渡
り
、
以
後
二
十
年
そ
こ
で
苦
労
し
、
そ
の
間
に
思
想
を
身
に
つ
け
、
以
後
そ
の
主
張
を

訴
え
続
け
て
き
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
次
に
記
者
の
質
問
に
対
す
る
ブ
レ
イ
自
身
の
返
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ｍ
　
正
し
く
は
一
八
〇
九
年
で
あ
る
。

　
「
『
労
働
の
苦
難
と
労
働
の
救
済
策
』
を
私
が
書
い
た
の
は
、
ま
だ
三
十
才
に
な
ら
ぬ
頃
で
し
た
。
そ
れ
以
後
私
の
書
い
た
も
の

は
み
な
こ
の
本
の
仕
上
げ
か
繰
返
し
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
私
の
経
験
は
、
自
分
の
理
論
が
正
し
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
Ｊ
・
Ｆ
・
ブ
レ
イ
の
社
会
革
命
論
伺

－93－
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ど
の
よ
う
な
救
済
策
を
主
張
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
質
問
に
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
「
労
働
と
資
本
の
結
婚
。
そ
れ
は
無
理
強
い
の
結
婚
a

l
o
r
c
e
dm
a
r
r
i
a
g
e
　
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
が
、

し
か
し
、
妻
―
資
本
―
は
、
自
分
の
夫
ー
労
働
ー
が
非
常
に
や
さ
し
い
の
を
知
っ
て
、
憎
悪
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
愛
に
変
わ
り
ま
し

ょ
う
。
こ
の
結
婚
の
も
た
ら
す
子
供
た
ち
は
、
両
親
が
と
も
に
誇
り
に
す
る
よ
う
な
完
全
無
欠
な
も
の
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
Ｌ

　
さ
っ
そ
く
、
実
力
f
o
r
c
e
を
用
い
る
の
か
、
と
い
う
質
問
が
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
「
実
際
に
暴
力
p
h
y
s
i
c
a
l

f
o
r
c
e
が
用
い
ら
れ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
資
本
が
す
べ
て
を
失
う
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
彼
ら
（
資

本
と
労
働
）
の
共
同
の
努
力
の
利
益
を
分
け
あ
う
こ
と
に
、
渋
々
同
意
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
今
は
労
働
は
奴
隷
で
す
。
彼

は
資
本
に
働
く
機
会
を
与
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
労
働
は
今
こ
の
こ
と
に
気
付
き
は
じ
め
て
お
り
、
も
う
そ
う
長
く
は
服
従
し
て

い
な
い
で
し
ょ
う
。
不
正
な
分
配
は
や
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
平
等
が
不
平
等
に
と
っ
て
代
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
労
働
が
今
と
じ

こ
め
ら
れ
て
い
る
監
獄
の
鍵
は
資
本
で
す
、
こ
の
鍵
を
労
働
者
は
今
度
は
自
分
で
管
理
す
る
こ
と
に
き
め
た
の
で
す
。
資
本
家
に

は
、
こ
れ
か
ら
は
労
働
者
と
分
け
あ
り
以
外
に
逃
れ
る
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

　
老
い
て
益
々
盛
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
会
見
記
に
統
け
て
、
更
に
、
ブ
レ
イ
の
活
動
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ブ
レ
イ
の
評

論
は
ア
メ
リ
カ
の
労
働
運
動
新
聞
の
‰
に
は
発
表
さ
れ
て
き
て
お
り
、
就
中
T
h
e

L
a
b
o
r
L
e
a
f
｡
H
a
r
t
f
o
r
dE
x
a
m
i
n
e
r
｡

D
e
i
.
1
l
v
e
r

L
a
b
o
r
E
n
q
u
i
r
e
r
な
ど
に
は
毎
週
寄
稿
し
て
い
る
こ
と
、
数
週
間
前
、
労
働
騎
士
団
の
集
会
が
ポ
ン
テ
ィ
ア
ク
で
も
た

あ
と
数
年
長
生
き
で
き
れ
ば
、
私
の
主
張
を
み
な
が
受
入
れ
、
実
践
す
る
の
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
」

（
ブ
レ
イ
は
こ
の
記
事
の
あ
と
十
年
ほ
ど
長
生
き
し
て
、
一
八
九
七
年
二
月
一
日
に
八
十
七
才
で
亡
く
な
っ
た
。
）



れ
、
ブ
レ
イ
の
長
年
の
活
動
を
た
た
え
て
、
こ
の
集
会
が
″
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ブ
レ
イ
集
会
〃
と
呼
ば
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
内
容

で
あ
る
。
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以
上
、
冗
長
に
す
ぎ
る
よ
う
な
引
用
を
敢
て
し
た
の
は
、
晩
年
の
ブ
レ
ィ
が
、
な
お
ひ
た
す
ら
に
社
会
改
革
を
主
張
し
、
初
一
念

を
貫
き
通
す
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
た
め
で
あ
り
、
又
、
そ
こ
に
、
従
来
の
ブ
レ
ィ
研
究
の
不
十
分
な
一
面
を
見
る
思

い
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ブ
レ
イ
が
そ
の
八
十
八
年
に
近
い
生
涯
を
か
け
て
主
張
し
た
も
の
は
、
現
社
会
体
制
の
根
本
的
な
変
革
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

た
め
の
過
渡
的
・
準
備
的
な
段
階
と
し
て
、
資
本
と
労
働
の
協
同
ま
た
は
共
同
出
資
組
合
}
O
F
t
汐
0
沁
C
〇
ﾖ
p
a
n
y

の
結
成
が

主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
従
来
の
研
究
で
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ォ



ウ
エ
ン
的
な
協
同
組
合
論
に
う
ん
ざ
り
し
、
ま
た
、
そ
の
非
現
実
性
を
軽
蔑
し
て
、
彼
の
議
論
の
中
味
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
過
ぎ

て
き
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ブ
レ
イ
が
、
そ
の
主
張
を
裏
付
け
、
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
「
労
働
の
苦
難
」
の
前
半
に

記
し
た
議
論
、
つ
ま
り
主
張
の
前
提
に
ば
か
り
目
を
向
け
、
い
ね
ば
そ
の
「
剰
余
価
値
学
説
」
史
上
の
地
位
ば
か
り
を
気
に
し
て
は

こ
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
、
ブ
レ
イ
が
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
聞
こ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
し

た
反
省
を
筆
者
は
持
つ
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
反
省
に
立
っ
て
さ
き
の
会
見
記
を
見
直
す
と
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
浮
ん
で
く
る
。

　
救
済
策
を
″
結
婚
″
に
た
と
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
実
現
さ
れ
る
も
の
か
。
完
全
無
欠
の
子
供
と
は
理
想

社
会
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
、
そ
の
準
備
段
階
た
る
″
結
婚
生
活
″
と
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
構
造
の
も
の
か
。
″
利
益
を

分
け
あ
り
″
と
い
う
こ
と
の
中
味
は
何
か
。
主
著
以
来
一
貫
し
て
同
じ
主
張
を
統
け
て
い
る
と
い
う
が
、
大
き
な
論
点
に
変
化
は
な

い
か
。
吏
に
、
労
働
者
階
級
の
自
覚
が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
と
、
前
衛
の
問
題
、
暴
力
的
変
革
の
問
題
、
歴
史
的
必
然

性
の
認
識
の
間
題
、
労
働
者
全
体
の
教
育
の
間
題
な
ど
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
等
々
。

　
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
「
労
働
の
苦
難
」
の
後
半
で
繰
返
し
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
た
し
か
に
、
大
づ
か
み
に
言
っ
て
、
そ

の
後
五
十
年
の
ブ
レ
イ
の
主
張
は
、
そ
れ
の
繰
返
し
に
近
い
。
筆
者
は
、
こ
の
「
労
働
の
苦
難
」
後
半
の
主
張
を
ブ
レ
イ
の
社
会
革

命
論
と
名
付
け
た
い
。
こ
れ
が
ブ
レ
イ
の
眼
目
な
の
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
が
わ
れ
わ
れ
に
聞
か
せ
た
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
直
し
、

そ
の
中
に
、
ブ
レ
イ
が
初
期
英
国
社
会
主
義
に
も
た
ら
し
た
前
進
を
探
っ
て
み
る
、
こ
れ
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
社
会
革
命
論

― 96 ―



　
　
「
労
働
の
苦
難
」
の
中
に
、
ブ
レ
イ
は
三
種
類
の
社
会
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
現
社
会
体
制
、
す
な
わ
ち
汚
辱
と
不
正
に

充
ち
た
悲
惨
な
社
会
で
あ
り
、
第
二
は
、
現
社
会
体
制
を
根
本
的
に
覆
し
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
理
想
社
会
、
す
な
わ
ち
共
同
所
有

C
O
ﾖ
目
自
{
t
y
o
f
P
o
s
s
e
s
s
i
o
n
s
で
あ
り
、
第
三
は
、
こ
の
両
者
の
中
間
に
位
す
る
移
行
期
の
社
会
、
す
な
わ
ち
現
社
会
体
制
の
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

同
出
資
に
よ
る
改
造
}
o
r
t
S
t
o
c
k

M
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
、
理
想
社
会
と
現
実
社
会
を
検
討
し
、
次
に
、

社
会
革
命
の
必
要
な
理
由
を
探
り
、
最
後
に
、
社
会
革
命
の
進
行
す
る
姿
と
し
て
、
移
行
期
の
社
会
を
と
ら
え
て
み
た
い
。

　
Ｉ
、
理
想
社
会
と
現
実

　
ブ
レ
イ
の
理
想
社
会
は
、
愛
の
帝
国
t
h
e

e
m
p
i
r
e
o
f
l
o
v
e
ま
た
は
、
平
等
な
同
胞
愛
t
h
e

e
q
u
a
l
b
r
o
t
回
訃
0
乱
0
£

l
o
糾

の
下
に
全
人
類
が
住
ま
う
社
会
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
は
、
現
在
人
間
が
生
活
す
る
最
少
の
単
位
と
し
て
存
在
し
て
い
る
家
族

i
a
m
i
i
y
を
社
会
的
に
拡
大
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
現
在
は
家
族
の
中
に
し
か
存
在
し
て
い
な
い
「
共
感
と
い
う
き
ず

な
、
共
通
の
利
益
と
感
情
(
Q
8
m
m
u
n
i
t
y

o
f
i
n
t
a
a
t
g
Q
o
{
勁
匹
鄙
}
」
が
存
在
す
る
。
「
愛
の
帝
国
は
、
人
間
の
人
間
に

対
す
る
愛
を
一
階
級
と
い
う
狭
い
範
囲
に
と
じ
こ
め
て
お
く
よ
う
な
社
会
制
度
を
根
絶
し
さ
え
す
れ
ば
、
家
族
や
友
人
の
間
か
ら
国

家
へ
、
そ
し
て
世
界
全
体
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
す
べ
て
、
諸
権
利
の
平
等
と
い
う
広
大
な
原
理
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

く
諸
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
実
現
す
る
」
の
で
あ
る
。
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こ
の
注
目
す
べ
き
共
同
体
c
o
目
日
自
{
t
y
は
、
競
争
で
は
な
く
協
業
り
0
1
(
)
D
e
r
a
t
i
o
n
す
な
わ
ち
「
力
の
結
合
と
発
心
」
を
十
分

に
利
用
で
き
る
条
件
に
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
ど
の
国
ま
た
は
共
同
体
の
力
も
そ
の
構
成
員
の
間
に
存
在
す
る
協
業
に
比
例
す
る
」

の
で
あ
る
が
、
「
人
々
の
間
に
利
害
の
完
全
な
一
致
と
互
恵
性
が
な
け
れ
ば
」
協
業
は
十
分
に
そ
の
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
は
出
来

ず
、
ま
た
「
労
働
が
普
遍
的
で
交
換
が
平
等
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
一
致
や
互
恵
性
は
存
在
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
ブ
レ
イ
の
描
く
理
想
社
会
は
、
現
実
の
社
会
と
は
全
く
異
な
る
原
理
に
立
っ
た
共
同
体
で
あ
り
、
し
か
も
、
非
常
に
高
い
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

力
を
発
揮
出
来
る
社
会
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ブ
レ
イ
の
理
想
社
会
は
、
こ
の
よ
う
に
、
平
等
の
原
理
に
立
つ
共
同
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
、
そ
の
原
理
お
よ
び
社
会
像
に
つ
い

て
、
も
う
一
段
具
体
的
に
見
る
と
、
次
の
ご
と
く
な
る
。

　
彼
は
、
現
実
の
如
き
不
自
然
u
n
n
a
t
u
r
a
l
な
社
会
状
態
が
生
じ
た
の
は
人
間
が
第
一
義
的
諸
原
理
T
h
e

F
i
r
s
tP
r
i
n
c
i
p
l
e
s
を

無
視
し
た
故
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
提
示
す
る
。

　
１
、
す
べ
て
の
人
間
の
権
利
は
平
等
で
あ
る
。



２
、
す
べ
て
の
人
間
は
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

３
、
大
地
は
そ
の
住
民
す
べ
て
の
共
有
財
産
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
平
等
の
原
理
の
内
容
で
あ
っ
て
、
こ
の
上
に
其
同
所
有
の
社
会
制
度
t
h
e

s
o
c
i
a
ls
y
s
t
e
m
o
f
c
0
ﾖ
{
呂
巴
t
y
o
{
p
o
s
-

s
e
s
s
i
o
n
s
が
築
か
れ
る
。
こ
の
社
会
に
は
、
富
者
も
貧
者
も
な
く
、
現
在
の
よ
う
な
意
味
で
の
雇
主
も
使
用
人
心
い
な
い
。
生
活

条
件
や
政
治
的
権
利
は
あ
ま
ね
く
平
等
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
な
不
健
康
で
窮
屈
な
住
居
や
町
に
住
む
必
要
は
な
く
な
る
。
社
会

は
、
千
人
な
い
し
五
千
人
で
構
成
さ
れ
る
共
同
体
ま
た
は
家
族
　
(
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s

o
r
f
a
m
i
l
i
e
s
)
　
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
構
成
員
は

広
々
と
し
た
設
備
の
良
い
建
物
に
住
み
、
そ
こ
で
働
き
、
日
用
品
や
ぜ
い
た
く
品
を
生
産
し
、
い
く
ら
で
も
ふ
ん
だ
ん
に
使
え
る
よ

う
に
な
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
最
上
の
教
育
、
訓
練
を
う
け
る
。
政
府
は
、
も
は
や
、
戦
争
や
犯
罪
や
愚
行
を
繰
り
返
す
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
な
り
、
専
制
政
治
や
無
秩
序
は
な
く
な
る
。
そ
の
代
り
に
、
完
全
な
自
由
が
全
部
に
ゆ
き
わ
た
り
、
人
は
他
人
か
ら
自

分
が
し
て
欲
し
い
と
思
う
よ
う
な
行
為
だ
け
を
行
な
い
、
隣
人
を
自
分
自
身
の
如
く
愛
す
。
各
人
の
身
心
、
知
力
は
、
こ
う
し
て
人

間
の
達
し
う
る
最
高
の
と
こ
ろ
に
ま
で
達
し
、
現
在
の
社
会
に
あ
る
す
べ
て
の
害
悪
は
完
全
に
な
く
な
る
。
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こ
れ
は
、
幾
分
か
「
ュ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
の
航
海
」
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
。
右
の
叙
述
の
中
で
は
、
少
人
数
の
c
o
ﾖ
ｰ

目
に
巴
t
y
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
生
活
と
生
産
の
単
位
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
消
費
生
活
が
量
的
制
限
を
う
け
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
、
教
育
が
重
視
さ
れ
、
人
間
改
造
が
成
功
す
る
ー
環
境
条
件
の
変
化
に
よ
り
-
と
予
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ

る
。
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こ
う
し
た
社
会
を
作
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
と
し
て
ブ
レ
イ
は
三
本
の
柱
を
た
て
る
。
第
一
は
、
生
産
と
分
配
、
第
二
は
人
間

の
肉
体
的
・
知
的
・
精
神
的
教
育
、
第
三
は
適
切
な
統
治
機
構
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
に
つ
い
て
は
住
宅
・
製
造
業
・
商
業
の
建

物
の
建
設
、
食
料
そ
の
他
の
生
産
、
道
路
、
鉄
道
、
運
河
の
建
設
が
そ
の
方
策
の
内
容
で
あ
り
、
第
二
に
つ
い
て
は
教
育
施
設
の
充

実
と
知
育
徳
育
体
育
お
よ
び
娯
楽
の
諸
設
備
の
必
要
が
示
さ
れ
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
富
の
生
産
と
分
配
の
最
善
の
手
段
の
工
夫
と

設
置
、
社
会
全
体
の
生
産
と
消
費
の
調
整
、
諸
外
国
と
の
通
商
関
係
の
調
整
な
ど
が
経
済
に
関
す
る
統
治
機
構
の
役
割
で
あ
り
、
ま

た
、
教
育
、
紛
争
調
停
、
児
童
、
不
其
者
の
保
護
な
ど
も
そ
の
仕
事
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
一
つ
の
方
策
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
が
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
と
基
本
的
に
は
変
り
な
い
。
た
だ
、

こ
れ
が
、
労
働
が
普
遍
的
で
あ
り
、
土
地
と
資
本
が
共
有
で
、
諸
権
利
と
法
が
平
等
で
あ
る
よ
う
な
社
会
体
制
の
下
で
は
、
嘗
て
な

い
祝
福
を
全
人
類
に
も
た
ら
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
別
段
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
教
育
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
を
ひ
く
。
こ
れ

は
、
当
時
の
労
働
者
の
教
育
水
準
が
低
く
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
、
理
想
社
会
を
築
き
あ
げ
る
人
間
と
し
て
は
甚
だ
し
く
頼
り

な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
オ
ブ
ラ
ィ
エ
ン
も
オ
ウ
エ
ン
の
失
敗
の
原
因
に
、



参
加
者
の
質
の
悪
さ
を
あ
げ
て
い
る
。
ブ
レ
イ
が
移
行
期
の
社
会
を
構
想
す
る
理
中
気
　
一
つ
に
は
、
人
間
が
立
直
り
、
社
会
変
革

と
い
う
大
事
業
を
な
し
と
げ
得
る
ま
で
に
成
長
す
る
環
境
を
作
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
政
府
そ
の
他
の
経
済
問

題
へ
の
介
入
が
考
え
ら
れ
、
経
済
の
計
画
化
と
ま
で
は
ゆ
か
ぬ
に
し
て
も
、
か
な
り
そ
れ
に
近
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
も

注
意
し
た
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ブ
レ
イ
の
社
会
は
、
オ
ウ
エ
ン
と
異
な
り
、
各
共
同
体
が
社
会
的
分
業
の
一
環
を
荷
う
社
会
で

あ
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
の
経
済
の
方
向
づ
け
、
計
画
化
が
構
想
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
理
想
社
会
を
構
想
ま
た
は
夢
想
さ
せ
る
現
実
の
社
会
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
レ
イ
は
、
「
労

働
の
苦
難
」
前
半
、
十
一
章
ま
で
を
使
っ
て
、
現
実
の
社
会
が
労
働
者
に
加
え
て
い
る
困
難
と
そ
の
原
因
を
摘
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
原
理
か
ら
見
れ
ば
、
さ
き
の
第
一
義
的
諸
原
理
の
否
定
、
す
な
わ
ち
不
平
等
に
起
因
す
る
。
不
平
等
は
交
換
の
不

平
等
と
し
て
は
、
貧
富
の
対
立
、
資
本
家
と
労
働
者
の
階
級
対
立
を
生
む
原
因
と
な
り
、
階
級
支
配
は
更
に
権
利
の
不
平
等
、
法
の

不
平
等
と
な
っ
て
労
働
者
階
級
の
苦
難
を
増
加
さ
せ
る
。
経
済
的
弱
者
の
位
置
に
あ
る
彼
ら
は
、
そ
の
故
に
、
背
負
い
き
れ
ぬ
ほ
ど

の
国
家
の
費
用
＝
戦
費
＝
を
も
一
身
に
引
受
け
、
人
間
的
に
も
堕
落
し
た
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
ど
の
よ
う

な
変
革
が
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
現
在
の
体
制
よ
り
悪
い
体
制
は
工
夫
さ
れ
よ
う
筈
が
な
い
し
、
ど
の
よ
う
な
社
会
改
革
で
も
社
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

現
状
ほ
ど
悪
く
し
て
お
く
こ
と
は
全
く
不
可
能
」
な
ほ
ど
で
あ
る
。

　
「
歴
史
と
経
験
は
、
こ
の
社
会
体
制
が
過
去
、
現
在
、
未
来
に
わ
た
っ
て
暗
く
混
と
ん
と
し
た
害
悪
の
海
で
し
か
な
く
、
そ
こ
で

は
迫
害
は
処
罰
さ
れ
ず
、
徳
や
道
徳
は
顧
ら
れ
ず
、
長
所
は
報
い
ら
れ
ず
、
寡
婦
や
孤
児
の
涙
は
同
情
さ
れ
る
こ
と
も
、
注
意
さ
れ

る
こ
と
も
な
い
こ
と
を
、
火
と
血
と
悲
惨
の
文
字
を
も
っ
て
書
き
記
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
本
性
と
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
救

い
が
た
い
害
悪
か
ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
現
体
制
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
は
何
も
存
在
し
な
い
。
た
と
え
、
そ
の
転
覆
が
、
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三
倍
の
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
。
」

　
こ
れ
が
、
現
実
の
社
会
に
対
す
る
ブ
レ
イ
の
告
発
で
あ
り
、
体
制
変
革
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。

　
Ⅱ
、
社
会
改
良

　
ブ
レ
イ
が
現
実
の
社
会
に
全
く
絶
望
し
て
は
い
て
も
、
現
体
制
が
改
良
の
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
せ
ぬ
限
り
、
絶
望

は
共
感
を
呼
ば
な
い
。
そ
れ
で
、
こ
こ
で
は
、
経
済
政
策
的
な
改
善
案
な
い
し
は
見
通
し
と
、
政
治
的
改
善
案
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
最
も
単
純
か
つ
無
責
任
な
経
済
的
救
済
策
は
移
民
で
あ
る
。
移
民
が
問
題
に
な
る
の
は
労
働
者
が
本
国
で
は
職
を
え
ら
れ
ぬ
か
ら

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
経
済
学
者
ら
の
言
う
賃
金
基
金
説
的
な
原
因
ま
た
は
人
口
論
的
な
原
因
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
（
ブ
レ
イ
の
賃

金
基
金
説
批
判
お
よ
び
人
口
論
批
判
は
後
で
述
べ
る
）
。
現
場
で
働
く
労
働
者
の
実
感
は
、
「
機
械
が
徐
々
に
し
か
し
確
実
に
労
働
者
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

生
活
を
快
適
に
す
る
一
切
の
物
を
奪
っ
て
ゆ
き
、
彼
ら
を
自
ら
の
生
死
を
決
す
る
力
さ
え
な
い
よ
う
な
状
態
で
世
間
に
放
り
出
す
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
機
械
に
よ
っ
て
労
働
者
は
駆
逐
さ
れ
、
賃
金
を
下
げ
ら
れ
て
、
遂
に
は
救
貧
法
が
辛
う
じ
て
与
え
る
最
低
の

生
活
資
料
に
頼
る
ま
で
に
な
る
。
「
資
本
家
達
の
工
夫
し
た
救
済
策
（
＝
移
民
）
は
…
…
現
状
を
も
た
ら
し
た
原
因
を
変
更
す
る
こ

と
な
く
、
半
ば
飢
え
た
労
働
者
を
、
つ
ぶ
や
い
て
も
誰
も
聞
い
て
く
れ
ず
、
脅
し
て
も
通
ぜ
ず
、
欠
乏
を
辛
う
じ
て
い
や
す
救
貧
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如

度
も
な
い
外
国
の
土
地
に
追
放
す
る
」
だ
け
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
移
民
政
策
は
、
棄
民
政
策
な
の
で
あ
る
が
、
移
民
先
が
不
毛
の
地
で
な
い
場
合
で
も
、
結
果
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。



英
国
そ
の
他
諸
外
国
の
植
民
地
の
例
で
わ
か
る
通
り
、
移
民
先
の
土
地
で
待
っ
て
い
る
の
は
、
本
国
と
同
じ
社
会
制
度
で
あ
り
、
移

住
者
の
例
外
的
な
成
功
物
語
の
か
げ
に
は
、
本
国
と
同
じ
労
働
者
の
苦
難
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
「
移
民
と
い
う
救
済
策
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斡

労
働
者
に
と
っ
て
は
救
済
な
ど
で
は
全
然
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
人
間
の
利
用
で
き
る
最
も
重
要
な
繁
栄
の
補
助
手
段
は
、
無
限
の
機
械
化
と
無
制
限
の
交
易
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
見
し
た
と

こ
ろ
労
働
者
階
級
の
救
済
策
と
し
て
有
効
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
や
は
り
、
現
体
制
下
で
は
逆
の
効
果
し
か
持
ち
え
な
い
。
次
に
こ

れ
ら
を
検
対
し
て
み
ょ
う
。

　
自
由
貿
易
と
国
際
分
業
を
検
討
す
る
前
に
、
ブ
レ
イ
は
保
護
貿
易
、
す
な
わ
ち
穀
物
法
と
そ
の
反
対
運
動
を
検
討
し
て
い
る
。
既

に
見
て
き
た
よ
う
に
、
土
地
の
私
有
に
反
対
す
る
ブ
レ
イ
は
、
穀
物
法
を
そ
の
観
点
か
ら
批
判
す
る
。

　
　
「
こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
で
、
土
地
所
有
者
は
そ
の
耕
作
者
に
地
代
の
形
で
生
産
物
の
大
き
な
分
け
前
を
要
求
す
る
ー
彼
は
、

土
地
が
豊
富
で
限
り
な
く
肥
沃
な
国
々
の
穀
物
を
立
法
措
置
に
よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
耕
作
者
に
右
の
分
け
前
を
払
え

る
よ
う
に
す
る
ー
こ
う
し
た
排
除
は
国
内
産
の
価
格
を
土
地
所
有
者
に
支
払
う
地
代
の
水
準
ま
で
吊
り
あ
げ
る
ー
こ
う
し
た
排

他
的
な
法
を
土
地
所
有
者
は
支
配
者
と
い
う
そ
の
性
格
に
お
い
て
制
定
す
る
Ｉ
彼
ら
は
こ
の
権
限
を
彼
ら
の
富
に
よ
っ
て
獲
得
し

た
Ｉ
彼
ら
は
こ
の
富
を
地
代
と
し
て
手
に
い
れ
た
、
何
故
な
ら
彼
ら
は
土
地
に
対
し
て
独
占
権
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
。
」

穀
物
法
は
こ
の
よ
う
に
専
ら
土
地
所
有
者
の
利
益
を
守
る
も
の
と
し
て
、
非
常
に
明
快
に
と
ら
え
ら
れ
批
判
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
穀
物
法
撤
廃
の
運
動
は
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
う
説

明
さ
れ
て
い
る
。

　
「
外
国
穀
物
が
わ
が
国
に
自
由
に
入
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
国
内
産
穀
物
は
外
国
穀
物
の
水
準
ま
で
価
格
低
下
す
る
ー
国
内
産
穀

物
が
価
格
低
下
す
れ
ば
、
農
場
の
地
代
は
引
下
げ
ら
れ
る
Ｉ
地
代
が
低
下
す
れ
ば
土
地
所
有
者
が
労
働
者
階
級
に
課
し
て
い
る
社

会
的
負
担
は
軽
減
す
る
、
そ
し
て
、
生
産
者
が
年
々
失
っ
て
い
る
一
億
ボ
ン
ド
（
＝
イ
ギ
リ
ス
の
地
代
総
額
）
の
大
部
分
が
生
産
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

の
ボ
ケ
ッ
ト
に
残
さ
れ
る
。
」

　
こ
の
議
論
は
、
穀
物
法
制
定
の
由
来
の
説
明
ほ
ど
に
は
説
得
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ブ
レ
イ
自
身
が
、
自
分
の
論
旨
に
あ
わ
せ

て
作
文
し
た
よ
う
な
傾
き
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
穀
物
法
反
対
論
が
食
料
の
低
価
格
を
利
益
と
し
て
主
張
し
、
地
主

の
利
益
の
た
め
に
他
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
の
愚
を
説
い
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
引
用
も
、
内
容
的
に
は
正
鵠
を
射
て
い

る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
穀
物
法
反
対
論
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
労
働
者
救
済
に
役
立
ち
そ
う
で
あ
る
が
、
実
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
安
価
な
食

料
が
、
現
在
の
社
会
制
度
の
下
で
は
労
働
者
に
何
ら
の
恩
恵
も
も
た
ら
さ
ぬ
こ
と
は
、
食
料
の
安
い
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
お
よ
び
ア
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

リ
カ
の
労
働
者
の
状
態
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
際
的
な
視
野
に
立
っ
た
立
論
が
ブ
レ
イ
に
多
い
の
は
、
一

八
三
二
年
以
後
の
新
し
い
時
代
の
特
長
の
一
つ
た
る
国
際
主
義
の
影
響
下
に
ブ
レ
イ
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
ろ
う
が
、
ブ
レ
イ
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如

の
経
験
よ
り
す
る
視
野
の
広
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。

　
「
現
社
会
体
制
が
存
統
す
る
限
り
、
労
働
者
は
、
二
つ
の
道
の
う
ち
ど
ち
ら
か
の
方
法
で
損
失
を
重
ね
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
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土
地
貴
族
の
手
か
ら
叩
き
落
さ
れ
た
も
の
は
、
直
ち
に
、
船
貴
族
か
、
工
場
貴
族
か
商
店
貴
族
に
よ
っ
て
ひ
ふ
た
く
ら
れ
る
の
で
あ

卵る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
穀
物
法
の
有
無
に
拘
ら
ず
労
働
者
は
苦
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
自
由
貿
易
と
国
際
分
業
は
、
そ
の
も
の
と
し

て
見
る
限
り
、
非
常
に
有
効
な
富
の
生
産
方
法
で
あ
る
。
不
毛
な
土
地
で
長
時
間
働
い
て
、
僅
か
の
作
物
を
作
る
な
ど
は
甚
だ
愚
か

な
こ
と
で
あ
っ
て
、
肥
深
度
や
産
物
が
国
に
よ
っ
て
異
な
る
以
上
、
相
互
に
依
存
し
て
有
無
相
通
ず
る
に
し
く
は
な
い
。
し
か
し
。

　
「
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
き
て
い
る
社
会
制
度
の
下
で
は
ー
個
人
的
な
敵
意
と
同
様
国
家
間
の
敵
意
も
か
き
た
て
ら
れ
る
の
で
Ｉ

食
料
に
つ
い
て
は
お
互
い
に
独
立
し
て
い
る
方
が
各
国
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
全
国
民

が
、
隣
国
の
暴
君
の
気
ま
ぐ
れ
で
飢
え
死
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
諸
国
が
共
同
と
平
等
の
原
理
を
知
り
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
行
動
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
然
必
要
な
く
な
る
。
」

　
理
想
社
会
が
、
こ
こ
で
は
、
単
に
一
国
内
の
も
の
で
は
な
く
、
国
家
を
成
員
と
す
る
c
o
日
日
呂
{
t
y
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
″
愛
の
帝
国
″
は
全
世
界
を
覆
う
の
で
あ
る
。

　
自
由
貿
易
と
国
際
分
業
は
、
こ
う
し
て
、
理
想
社
会
に
お
い
て
の
み
完
全
に
行
な
わ
れ
て
、
そ
の
恩
恵
が
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
る



が
、
現
社
会
で
は
何
ら
救
済
と
な
ら
ず
、
逆
に
飢
餓
の
危
険
を
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
で
は
「
経
済
学
者
の
一
派
が
主
張
す
る
」
無
限
の
機
械
化
に
よ
る
救
済
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
一
億

人
分
の
働
き
を
す
る
機
械
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
何
ら
労
働
者
の
利
益
を
増
加
さ
せ
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
「
労
働
は
労
働
者
が

商
品
に
対
し
て
提
供
で
き
る
唯
一
の
対
価
で
あ
り
ー
ど
の
発
明
も
労
働
需
要
を
減
少
さ
せ
、
こ
の
対
価
を
取
り
去
り
Ｉ
機
械
が

ふ
え
る
ご
と
に
あ
る
特
定
の
労
働
が
不
用
と
な
り
、
従
っ
て
特
定
の
労
働
者
の
対
価
を
破
壊
し
、
そ
の
価
値
を
引
下
げ
Ｉ
こ
う
し

て
、
現
体
制
の
下
で
は
、
比
較
的
僅
か
な
量
の
機
械
を
も
っ
て
し
て
、
す
で
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
数
千
人
が
在
庫
過
剰
の
倉
庫
の
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

中
で
飢
え
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
い
て
、
資
本
家
は
、
買
手
を
求
め
て
世
界
中
を
渡
り
歩
い
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
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工
業
製
品
の
自
由
貿
易
は
海
外
市
場
の
獲
得
を
可
能
に
し
、
市
場
拡
大
は
機
械
の
導
入
を
盛
ん
に
す
る
た
め
、
結
局
こ
れ
も
、
国

内
で
は
失
業
の
増
大
と
貧
困
の
蓄
積
を
生
む
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
皆
、
体
制
の
も
た
ら
し
た
弊
害
で
あ
っ
て
、
機
械
お
よ

び
自
由
貿
易
そ
の
も
の
は
、
体
制
原
理
が
異
な
れ
ば
、
限
り
な
い
祝
福
を
人
間
に
与
え
る
も
の
と
な
る
。

　
「
共
同
所
有
の
体
制
の
下
で
は
、
社
会
の
生
産
力
は
共
有
財
産
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
利
益
は
す
べ
て
、
あ
ま
ね
く
、
平
等
に
利

用
さ
れ
る
の
で
、
自
由
貿
易
と
無
制
限
の
機
械
化
は
、
善
を
も
た
ら
す
の
み
で
あ
る
。
機
械
は
も
は
や
生
産
者
に
対
立
す
る
も
の
で

は
な
く
Ｉ
労
働
者
に
敵
対
し
、
資
本
家
を
助
け
て
労
働
者
を
大
地
に
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
ー
万
人
の
友
と
な
り
助
手
と
な

る
。
自
由
貿
易
も
労
働
者
が
消
費
で
き
な
い
す
べ
て
の
商
品
を
持
ち
去
っ
て
、
代
り
に
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
か
ら
様
々
な
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

宝
を
彼
の
と
こ
ろ
に
は
こ
ん
で
く
る
。
」



　
こ
の
よ
う
に
、
経
済
政
策
的
な
性
格
を
も
つ
救
済
策
を
検
討
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
レ
イ
が
経
済
的
改
良
で
は
問
題
が

片
付
か
ぬ
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
非
常
な
説
得
力
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
特
に
、
本
来
は
生
産
力
を
発
達

さ
せ
る
手
段
お
よ
び
適
正
な
資
源
配
分
の
方
法
と
し
て
大
き
な
効
果
の
あ
る
機
械
の
発
達
と
自
由
貿
易
、
国
際
分
業
の
問
題
を
、
そ

の
歴
史
性
と
超
歴
史
性
の
二
面
に
お
い
て
と
ら
え
、
救
済
策
と
し
て
の
意
味
を
否
定
す
る
あ
た
り
は
、
見
事
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
経
済
政
策
的
救
済
策
の
ほ
か
に
、
政
治
的
改
革
に
も
、
多
く
の
人
は
期
待
を
よ
せ
る
。
そ
の
中
で
も
、
最
も
代
表
的
な

も
の
は
普
通
選
挙
権
u
n
i
v
e
r
s
a
l

s
u
n
r
a
g
e
　
の
獲
得
に
よ
せ
る
期
待
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
は
、
チ
ャ
-
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
り
-
ズ
に

労
働
者
協
会
を
創
立
し
た
、
と
い
う
そ
の
活
動
か
ら
は
考
え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
、
激
し
く
、
普
通
選
挙
権
獲
得
に
批
判
的
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
平
等
な
権
利
と
平
等
な
法
と
い
う
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
階
級
の
長
年
の
要
求
で
あ
り
、
彼
ら
は
ま
る
で
、
政
府

を
変
え
れ
ば
そ
れ
が
獲
得
で
き
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
た
か
だ
か
普
通
選
挙
、
秘
密
投
票
、

議
会
へ
の
自
由
な
入
場
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
進
ん
だ
連
中
で
も
君
主
制
の
打
倒
、
共
和
制
の
樹
立
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
役
立
つ
く

ら
い
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
理
想
の
国
に
な
っ
て
い
る
筈
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
実
際
は
何
の
ち
が
い
も
な
い
で
は
な
い
か
、
統
治
形
態

は
、
現
社
会
体
制
の
も
た
ら
す
弊
害
と
は
直
接
に
は
関
係
が
な
い
の
ぬ
、
と
い
う
の
が
彼
の
繰
り
返
す
主
張
で
あ
る
。
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「
普
通
選
挙
権
と
そ
の
他
の
す
べ
て
の
政
治
的
要
求
が
獲
得
さ
れ
た
と
し
よ
う
ー
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
す
べ
て
労
働
者
に
よ

っ
て
、
労
働
者
が
送
り
こ
ま
れ
る
と
し
よ
う
Ｉ
全
部
、
共
存
で
き
ぬ
も
の
は
除
い
て
す
べ
て
が
、
実
現
し
た
と
し
よ
う
。
上
院
と

国
王
が
統
治
機
構
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
限
り
、
こ
の
種
の
議
会
は
そ
の
動
き
を
す
べ
て
束
縛
さ
れ
、
ど
の
法
律
も
無
に
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
次
に
、
政
治
的
改
革
に
と
っ
て
の
こ
の
二
大
障
害
が
除
去
さ
れ
、
全
政
治
権
力
が
生
産
人
口
の
も
の
と
な
る
と
仮
定
し



－108－

て
み
ょ
う
、
前
よ
り
一
層
あ
り
え
ぬ
仮
定
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
樹
立
さ
れ
た
政
府
の
第
一
の
活
動
は
雇
主
と
使
用
人
の

問
に
介
入
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
賃
金
を
増
加
さ
せ
労
働
時
間
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
法
律
が
制
定
さ
れ
１
１
機
械
が
多
く
の
場
合

廃
止
さ
れ
Ｉ
ー
雇
主
に
は
嫌
い
な
人
間
の
雇
用
を
断
る
権
利
は
な
く
な
り
、
特
定
の
生
産
者
階
級
の
必
要
を
満
す
た
め
に
社
会
の
商

業
の
規
則
は
た
え
ず
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
社
会
的
変
革
で
あ
る
１
そ
れ
は
、
現
在
、
社
会
を
構
成
し

て
い
る
諸
階
級
の
相
対
的
な
地
位
に
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
階
級
分
裂
に
起
因
す
る
弊
害
の
救
済
は
行
な
わ
な
い
１
１

生
産
は
複
雑
で
た
え
ざ
る
変
更
の
下
で
遂
行
さ
れ
Ｉ
た
え
ず
一
階
級
を
圧
迫
し
、
他
の
階
級
を
賞
揚
し
、
社
会
を
暴
政
と
憎
悪
の

　
　
　
　
　
匈

温
床
に
す
る
。
」

　
こ
こ
で
ブ
レ
イ
の
言
い
た
い
の
は
、
単
な
る
政
治
革
命
ま
た
は
改
革
で
は
、
体
制
の
根
本
的
変
革
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
だ
け
で
は
、
ま
る
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
反
対
し
て
バ
ー
ク
が
書
い
た
も
の
か
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。
政
治

的
変
革
と
社
会
革
命
の
問
題
は
次
に
扱
う
の
で
、
差
当
り
お
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
普
通
選
挙
権
に

対
す
る
ブ
レ
イ
の
少
々
異
常
な
ま
で
の
批
判
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
当
時
リ
ー
ズ
で
は
、
右
派
が
普
通
選
挙
権
獲
得
運
動
を
続
け
て

お
り
、
そ
れ
と
の
対
立
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
に
は
、
そ
の
ほ
か
ど
の
よ
う
な
事
情
が
こ
の
反
対
論
の
裏
に
あ
る
の

か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
ブ
レ
イ
の
第
一
義
的
諸
原
理
の
立
場
、
す
な
わ
ち
体
制
の
根
本
的
変
革
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
普
通
選
挙

権
な
ど
は
、
肝
心
な
も
の
か
ら
労
働
者
の
目
を
そ
ら
す
、
と
い
う
意
味
で
マ
イ
ナ
ス
と
も
言
え
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
、
ブ
レ
イ
の
こ

の
態
度
を
こ
の
よ
う
に
解
し
て
批
判
し
て
い
る
っ
し
か
し
、
経
済
政
策
的
救
済
策
に
つ
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
ブ
レ
イ
は
、
決
し
て
、
現
実
の
間
題
を
単
に
抽
象
的
に
扱
っ
て
済
ま
せ
た
り
は
し
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
選
挙
権
の
問
題



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匈

に
も
、
も
う
少
し
き
め
の
細
か
い
検
討
が
あ
っ
て
良
さ
そ
う
な
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
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