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シンポジウム:社会思想史研究の表象と方法

第 l 部視点と方法の現在

第 H 部思想のメディア

社
会
思
想
史
学
会
の
創
立
に
あ
た
っ
て

こ
の
た
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
お
い
て
、
思
想
史
の
社
会
的

性
格
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
あ
つ
ま
り
、
社
会
思
想
史
学
会
を

つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

社
会
思
想
史
が
学
界
で
市
民
権
を
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
内

は
も
と
よ
り
国
際
的
に
も
比
較
的
あ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
社
会
思
想
史
研
究
者
た
ち
は
、
既
成
の
各
学
問
分
野
で
訓
練
を
う
け
、

そ
こ
に
所
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
社
会
思
想
史
を
研
究

し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
社
会
思
想
史
と
い
う
多
面
的
な
研
究
対

象
に
接
近
す
る
の
に
、
か
、
え
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、

今
後
も
こ
の
接
近
方
法
を
持
続
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
反
面
で
は
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
接
近
に
意
見
交
流
の

場
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
効
果
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
容
易
に
想
像
き
れ
ま
す
。

私
た
ち
が
意
図
し
て
い
る
あ
た
ら
し
い
学
会
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味

で
既
成
諸
学
会
の
存
在
を
前
提
と
し
た
横
断
組
織
と
し
て
の
思
想
史
研

究
者
の
あ
つ
ま
り
で
あ
り
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格
へ
の
関
心
を
核
と

し
た
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
思
想
史
的
関

心
を
お
も
ち
の
研
究
者
各
位
の
広
範
な
ご
参
加
を
期
待
し
ま
す
。
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〈社会思想史研究の表象と方法〉シンポジウム

視点と方法の現在第 I 部

一郎富山常雄安田〔報告〕

政毅崎山

光雄寺田〔司会〕

愛知大学豊橋校舎〉

思
想
史
と
現
場
の
あ
い
だ

|
|
戦
後
日
本
思
想
史
研
究
の
方
法
を
通
し
て
ー
ー

安
田

戸u.

吊

雄

<1999年10月 10 日

問
題
の
射
程

い
ま
、
歴
史
学
は
大
き
な
方
法
的
振
動
の
な
か
で
揺
れ
て
い
る
。
か
つ

て
マ
ル
ク
ス
主
義
と
市
民
社
会
論
に
支
え
ら
れ
た
「
戦
後
歴
史
学
」
の
方

法
的
枠
組
み
は
、
一
九
八
0
年
代
に
進
展
し
た
人
々
の
歴
史
意
識
の
変
質

と
、
二
O
世
紀
現
代
思
想
に
源
流
を
も
っ
新
し
い
歴
史
認
識
の
方
法
(
た
と

え
ば
、
国
民
国
家
論
・
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
論
・
ジ
ェ
ン
ダl
論
な
ど
)
の
浸
透

に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
自
ら
の
立
脚
点
を
確
か
め
直
す
必
要
に
迫
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
社
会
経
済
史
の
影
響
力
の
衰
退
と
「
思
想
史
的
な
も
の
」

の
浮
上
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
報
告
は
、
戦
後
日
本
の
思
想
史
研
究
の
方
法
の
転
換
を
追
い
な
が

ら
、
現
在
直
面
し
て
い
る
問
題
群
の
構
図
と
そ
の
意
味
を
考
え
な
が
ら
、

社
会
思
想
史
研
究
と
の
「
対
話
」
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に

戦
後
日
本
の
思
想
史
研
究
の
私
な
り
の
見
取
り
図
を
描
い
て
み
る
こ
と
。

特
に
方
法
的
な
ぱ
ア
に
焦
点
を
お
い
て
、
そ
の
稜
線
を
た
ど
り
直
し
て

み
た
い
。
ま
た
戦
後
日
本
の
転
回
点
と
し
て
、
一
九
六

O
年
と
一
八
O
年

前
後
に
注
目
し
て
三
段
階
に
区
分
し
、
テ
ー
マ
は
他
の
報
告
と
の
接
点
を
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重
視
し
、
民
衆
論
と
グ
学
。
の
問
題
に
限
定
す
る
。
第
二
に
は
〈
思
想
の

層
〉
に
留
意
す
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
A
同
時
代
の
大
衆
意
識
、
B

「
民
間
学
」

の
服
、
C

思
想
史
の
方
法
の
三
層
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
社
会
思
想

史
研
究
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
方
法
も
、
大
衆
意
識
の
現
在
と
「
民
間

学
」
の
回
収
(
現
場
性
)
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
「
民
間
学
」
と
い
う
視
角
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
要
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。
こ

の
言
葉
は
、
鹿
野
政
直
『
近
代
日
本
の
民
間
学
』
(
岩
波
新
書
、
一
九
八
三
一
)

に
よ
り
、
明
治
以
後
の
「
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
に
対
抗
す
る
在
野
の
学

問
と
思
想
を
指
す
言
葉
と
し
て
提
唱
き
れ
た
。
日
本
の
「
官
学
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
」
が
国
家
の
主
導
性
と
洋
学
主
義
を
柱
と
す
る
応
用
実
学
と
い
う
特

質
を
そ
な
え
て
発
展
し
て
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
「
民
間
学
L

は
生
活
・
生
活
者
を
重
視
し
、
い
わ
ば
暮
ら
し
と
運
動
の
な
か
で
展
開
し

た
下
か
ら
の
学
問
・
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
発
想
も
個
別
事
象
の
帰

納
法
的
連
関
を
重
視
し
、
江
戸
時
代
の
伝
統
を
ひ
く
エ
ッ
セ
イ
的
文
体
で

表
現
さ
れ
た
。
そ
の
戦
前
の
頂
点
は
、
柳
田
国
男
・
伊
波
普
猷
・
南
方
熊

楠
・
高
群
逸
校
な
ど
が
輩
出
し
た
一
九
一0
1
二
0
年
代
に
あ
り
、
戦
争

で
と
ぎ
れ
た
の
ち
、
戦
後
の
一
九
七
0
年
代
に
さ
ら
に
深
く
広
く
展
開
し

た
。
そ
の
意
味
で
「
民
間
学
」
と
は
在
野
の
学
問
潮
流
で
あ
る
と
と
も
に
、

人
々
が
暮
ら
し
の
な
か
で
モ
ノ
を
考
え
て
い
く
方
法
を
含
ん
で
い
る
。

戦
争
体
験
の
遺
産
の
な
か
で
(
一
九
四
五1
一
九
六
O
)

こ
の
時
代
は
、
見
回
宗
介
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
ソ
ビ
エ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
両
極
に
含
ん
だ
「
理
想
の
時
代
」
と
特

徴
づ
け
ら
れ
る
(
『
現
代
日
本
の
感
覚
と
思
想
」
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
五
)
。

そ
の
な
か
で
大
衆
意
識
は
、
生
活
の
向
上
(
物
資
の
豊
か
さ
)
を
め
ぎ
す
「
欲

望
自
然
主
義
」
と
し
て
焦
点
を
結
ん
で
い
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
そ

の
基
底
に
深
い
戦
争
の
体
験
を
沈
殿
さ
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
、
こ
の
時
代
の
「
民
間
学

L
は
、
著
名
な
知
識
人
に
よ
っ
て
大

衆
意
識
が
代
弁
さ
れ
る
と
い
う
形
で
は
な
く
、
戦
争
を
く
ぐ
り
抜
け
た
大

衆
自
身
に
よ
る
自
己
表
現
に
支
え
ら
れ
、
具
体
的
に
は
生
活
記
録
運
動
と

サ
ー
ク
ル
運
動
と
い
う
形
で
開
花
し
た
。
そ
こ
で
は
戦
前
の
生
活
綴
方
運

動
の
遺
産
で
あ
る
「
概
念
く
だ
き
」
(
国
分
一
太
郎
)
と
い
う
方
法
が
復
元
き

れ
、
一
人
ひ
と
り
の
大
衆
の
感
覚
と
意
識
を
目
的
意
識
で
抑
圧
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
自
然
な
成
長
の
上
に
た
っ
て
、
生
活
者
H

個
人
の
記
録
を

作
り
、
そ
の
場
所
か
ら
個
人
史
を
根
元
に
お
い
た
社
会
史
を
展
望
し
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
に
た
っ
た
戦
争
体
験
の
方
法
化
の
最
も
す
ぐ
れ

た
試
み
と
し
て
、
「
山
脈
の
会
」
の
サ
ー
ク
ル
運
動
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
(
白
鳥
邦
夫
『
無
名
の
日
本
人
」
未
来
社
、
一
九
六O
)。
特
に
「
概
念
く
だ

き
」
の
方
法
は
今
日
あ
ら
た
め
て
再
考
す
べ
き
方
法
と
い
、
え
よ
う
。
そ
れ

は
一
つ
の
言
葉
や
概
念
は
一
人
ひ
と
り
の
経
験
の
な
か
の
一
枚
の
絵
に
よ

っ
て
具
体
的
に
定
義
き
れ
る
必
要
が
あ
り
、
も
し
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
欠
く

と
き
、
言
葉
や
概
念
は
経
験
の
場
を
離
れ
て
空
転
し
て
い
く
他
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
代
日
本
の
輸
入
哲
学
や
先
端
思
想
の
多
く
が
た
ど

っ
た
軌
跡
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
日
本
マ
ル
ク
ス
主
義
も
例
外
で
は
な
い
。

こ
の
時
代
に
思
想
史
固
有
の
領
域
で
は
、
丸
山
真
男
と
竹
内
好
の
仕
事

が
き
わ
だ
っ
て
い
る
が
、
民
衆
論
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
鶴
見
俊
輔
の
提

言
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
第
一
に
羊
飼
や
き
こ
り
の
哲
学
(
思
想
)
と



第 I 部

し
て
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
方
法
の
導
入
、
第
二
に
二
O
世
紀
思
想
と

し
て
の
記
号
論
に
「
歴
史
的
次
元
」
を
導
入
す
る
こ
と
が
め
ぎ
き
れ
た
。

こ
の
点
は
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
態
度
は
ま
さ
に
、
初
期
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
ま
で
後
退
し
た
も
の
で
あ
る
」
(
T
・
イ
|
グ
ル
ト
ン
「
ポ
ス

ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
幻
想
』
大
月
書
店
、
一
九
九
八
)
と
い
う
批
評
と
対
応
し
て

い
る
。
こ
の
時
代
の
鶴
見
俊
輔
の
提
言
は
、
苦
い
戦
争
体
験
の
自
己
批
評

と
し
て
発
想
さ
れ
、
日
本
の
大
衆
と
知
識
人
の
思
考
方
法
の
組
み
替
え
を

企
図
し
て
い
た
。
「
新
し
い
哲
学
は
、
具
体
的
事
物
と
具
体
的
価
値
の
中
に

し
っ
か
り
と
根
ざ
す
も
の
と
し
た
い
」
「
ど
ぷ
ん
と
飛
び
込
ん
で
具
体
的
事

物
お
よ
び
価
値
の
底
深
く
ひ
た
る
と
共
に
、
す
ぐ
さ
ま
空
高
く
飛
び
上
が

っ
て
抽
象
原
理
の
域
に
ゆ
き
つ
く
だ
け
の
肺
活
量
を
持
つ
。
さ
ら
に
抽
象

原
理
の
雲
の
上
で
長
〈
昼
寝
を
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
具
体
的
事
物
お
よ

び
価
値
の
海
中
に
も
ど
る
だ
け
の
元
気
が
あ
る
」
(
「
ア
メ
リ
カ
哲
学
』
世
界

評
論
社
、
一
九
五
O
)。
こ
の
行
き
つ
戻
り
つ
の
「
水
陸
両
棲
」
の
技
術
、
こ

こ
に
鶴
見
の
日
常
性
の
思
想
と
民
衆
論
の
根
が
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
こ

の
言
葉
(
概
念
)
と
日
常
と
の
応
答
の
運
動
は
「
概
念
く
だ
き
」
の
方
法
と

も
響
き
合
い
、
戦
争
を
く
ぐ
っ
た
戦
後
思
想
史
の
初
心
を
表
現
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
こ
の
時
代
は
大
衆
意
識
と
「
民
間
学
」
、
そ
し
て
専
門
的

思
想
史
研
究
が
戦
争
体
験
と
い
う
共
通
の
基
盤
の
上
で
、
多
次
元
的
に
共

振
す
る
ス
タ
ン
ス
を
形
作
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

シンポジウム

高
度
経
済
成
長
の
な
か
で
(
一
九
六
0
1

一
九
八
O
)
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こ
の
時
代
の
大
衆
意
識
の
位
相
は
、
高
度
経
済
成
長
の
「
幸
福
」
「
泰
平
」

「
繁
栄
」
イ
メ
ー
ジ
に
吸
引
さ
れ
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
追
い
求
め
る
「
夢

の
時
代
」
(
見
回
宗
介
)
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
「
欲
望
自
然
主
義
し
は
個
人

H

家
庭
H

企
業
の
連
関
構
造
の
な
か
に
回
収
さ
れ
、
私
生
活
主
義
を
軸
と

す
る
「
欲
望
私
民
社
会
」
(
上
野
千
鶴
子
)
と
し
て
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
な
か

で
理
想
と
現
実
は
鋭
く
分
岐
し
て
い
き
、
六
0
年
代
後
半
に
は
「
理
想
主

義
」
(
戦
後
民
主
主
義
・
ソ
連
社
会
主
義
)
と
「
現
実
主
義
」
(
近
代
合
理
主
義
・

管
理
社
会
)
が
と
も
に
生
み
出
す
新
た
な
抑
圧
へ
の
異
議
申
立
て
と
そ
こ

か
ら
の
解
放
の
夢
が
若
者
た
ち
を
捉
え
て
い
っ
た
。

同
時
代
の
こ
う
し
た
現
実
に
対
応
し
、
「
民
間
学
」
は
戦
後
の
大
衆
の
自

己
表
現
の
拡
大
を
基
礎
に
、
高
度
経
済
成
長
が
生
み
出
す
幾
層
も
の
矛
盾

に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
大
き
な
波
を
形
成
し
た
。
対
象
は
農
民
・
労
働

者
・
下
層
社
会
・
女
性
・
子
ど
も
・
大
衆
芸
術
・
住
民
運
動
・
反
戦
運
動

な
ど
の
領
域
に
広
が
り
、
そ
の
現
場
か
ら
思
想
史
に
と
っ
て
も
重
要
な
方

法
的
観
点
が
提
起
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
石
牟
礼
道
子
「
苦
海
浄
土
』
は

「
聞
き
書
」
に
よ
る
構
成
と
想
像
力
に
よ
る
構
成
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
差
異

と
い
う
微
妙
な
問
題
を
提
起
し
、
山
中
恒
『
ボ
ク
ラ
少
国
民
』
は
戦
中
の

自
分
を
取
り
巻
く
記
録
の
完
全
復
刻
を
通
し
て
、
生
き
ら
れ
た
同
時
代
の

〈
私
〉
の
復
元
を
試
み
た
。
ま
た
宮
崎
省
吾
『
い
ま
「
公
共
性
」
を
撃
つ
』

は
非
難
さ
れ
る
「
地
域
エ
ゴ
」
の
な
か
に
こ
そ
「
下
々
」
の
「
公
共
性
」

の
芽
を
発
見
し
て
い
る
。
加
、
え
て
「
さ
れ
る
側
の
論
理
」
(
本
多
勝
ご
や

「
当
事
者
の
論
理
」
(
山
中
恒
)
へ
の
着
眼
は
、
見
る
主
体
の
加
害
性
の
告
発

と
見
ら
れ
る
存
在
の
見
返
す
視
線
に
よ
っ
て
反
転
す
る
主
体
形
成
の
切
実

性
を
説
い
て
注
目
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
素
朴
な
が
ら
、
の
ち
に
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
脈
で
提
起
さ
れ
る
問
題
群
が
直
感
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た
七

0
年
代
の
「
民
間
学
」
の
視
点
は
、
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八
0
年
代
に
な
り
、
鶴
見
良
行
の
『
バ
ナ
ナ
と
日
本
人
』
『
ナ
マ
コ
の
眼
』

に
よ
っ
て
最
も
自
覚
的
に
提
出
き
れ
た
。
そ
れ
は
「
歩
く
学
問
」
と
い
う

言
葉
で
表
現
さ
れ
る
身
体
性
を
意
識
し
た
手
作
り
性
と
細
部
に
こ
だ
わ
る

方
法
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
西
欧
近
代
の
学
聞
の
方
法
(
た
と
、
え
ば
単
線
史
観

的
発
展
段
階
論
)
へ
の
批
判
と
、
陸
H

土
地
H

国
家
を
つ
な
い
で
歴
史
的
世

界
を
み
る
認
識
方
法
を
海
の
視
点
で
相
対
化
す
る
「
国
境
を
超
え
る
学
問
」

を
展
望
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
、
思
想
史
は
何
を
課
題
と
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
一
九
六
0
年
代
日
本
思
想
史
の
最
も
す
ぐ
れ
た
成
果
の
一
つ
は

丸
山
真
男
「
忠
誠
と
反
逆
」
、
竹
内
好
「
近
代
の
超
克
」
を
含
む
『
近
代
日

本
思
想
史
講
座
」
(
筑
摩
書
房
、
全
八
巻
)
で
あ
る
が
、
そ
の
序
文
で
は
「
方

法
規
定
と
し
て
の
思
想
史
」
と
い
う
視
角
が
提
起
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
思

想
の
歴
史
を
あ
つ
か
う
だ
け
で
な
く
、
思
想
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
思
想

を
方
法
と
し
て
歴
史
を
あ
つ
か
う
」
と
定
義
さ
れ
た
が
、
そ
の
核
心
は
思

想
を
そ
れ
が
生
き
て
働
い
て
い
る
歴
史
の
力
の
場
に
戻
し
、
そ
れ
を
通
し

て
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
復
元
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
こ
こ
で
は

多
元
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
無
意
識
を
含
ん
だ
思
想
の
層
、
「
民
間
史
学
」
、
精

神
構
造
論
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
戦
後
一
五
年
た
ち
、
戦
争

体
験
の
風
化
と
世
代
の
断
絶
に
抗
し
て
確
認
さ
れ
た
戦
後
の
初
心
と
展
望

で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
思
想
史
に
は
、
無
意
識
的
に
せ
よ
こ
う
し
た
方
向

感
覚
が
底
流
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

具
体
的
に
は
二
つ
の
研
究
潮
流
が
あ
り
、
第
一
は
い
わ
ゆ
る
丸
山
学
派

の
仕
事
で
あ
り
、
第
二
は
民
衆
思
想
史
研
究
の
潮
流
で
あ
る
。
前
者
は
石

田
雄
の
家
族
国
家
論
、
藤
田
省
三
の
天
皇
制
論
、
橋
川
文
三
の
超
国
家
主

義
論
、
松
沢
弘
陽
の
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
、
そ
し
て
民
俗
学
と
政
治
思
想

史
と
の
接
点
を
追
究
し
た
神
島
二
郎
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
民
衆
論
の
文
脈
で
は
、
鶴
見
俊
輔
の
転
向
論
と
丸
山
批
判
の
上
に
展
開

き
れ
た
吉
本
隆
明
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
が
両
極
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は

鶴
見
の
民
衆
論
が
、
前
述
し
た
言
葉
と
日
常
性
と
の
応
答
と
い
う
方
法
の

具
体
化
と
し
て
構
想
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
が
一
人
の
人
聞
の
暮
ら

し
の
場
で
揺
れ
な
が
ら
機
能
す
る
実
態
を
伝
記
と
い
う
方
法
で
実
証
的
に

捉
え
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
吉
本
隆
明
は
体
験
イ
メ
ー
ジ
に
も
と
づ
く

民
衆
像
を
原
理
(
大
衆
の
原
像
)
と
し
て
設
定
し
、
旧
来
の
思
想
史
批
判
の

根
拠
に
お
き
、
「
井
の
な
か
の
蛙
は
、
井
の
外
に
虚
像
を
も
つ
か
ぎ
り
は
、

井
の
中
に
あ
る
が
、
井
の
外
に
虚
像
を
も
た
な
け
れ
ば
、
井
の
中
に
あ
る

こ
と
自
体
が
、
井
の
外
と
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
方
法
」
(
「
日
本
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
「
現
代
日
本
思
想
大
系
」
四
、
一
九
六
四
)
と
書
い
た
(
の
ち

吉
本
の
民
衆
|
知
識
人
論
は
『
最
後
の
親
驚
』
の
〈
非
僧
非
俗
〉
の
論
理
に
定
式

化
さ
れ
る
)
。
こ
の
異
質
な
戦
争
体
験
に
も
と
づ
く
二
つ
の
民
衆
論
が
、
〈
現

場
〉
の
実
証
と
〈
原
理
〉
と
の
緊
張
を
も
っ
て
桔
抗
す
る
場
所
に
、
戦
後

日
本
思
想
史
の
一
つ
の
貴
重
な
遺
産
が
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

他
方
で
歴
史
学
の
一
翼
を
な
す
民
衆
思
想
史
研
究
は
、
周
知
の
よ
う
に

色
川
大
吉
の
地
下
水
論
、
鹿
野
政
直
の
秩
序
意
識
論
、
安
丸
良
夫
の
通
俗

道
徳
論
、
ひ
ろ
た
ま
さ
き
の
底
辺
民
衆
論
と
し
て
展
開
さ
れ
、
大
き
な
影

響
を
あ
た
え
た
。
そ
こ
で
は
第
一
に
六

O
年
安
保
闘
争
の
体
験
か
ら
抽
象

き
れ
た
「
変
革
主
体
」
が
設
定
さ
れ
、
硬
直
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
と
「
近

代
化
」
論
の
相
対
化
が
め
ぎ
さ
れ
、
第
二
に
学
習
の
言
葉
で
は
な
く
現
場

の
言
葉
の
復
元
を
通
し
た
新
し
い
歴
史
叙
述
の
方
法
が
模
索
き
れ
た
。
し



か
し
民
衆
思
想
史
研
究
は
、
当
初
も
っ
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
再
生
と

い
う
文
脈
か
ら
次
第
に
離
れ
、
一
人
ひ
と
り
の
個
人
の
思
想
や
そ
の
底
に

あ
る
「
生
き
方
」
の
思
想
に
深
く
垂
心
を
お
ろ
そ
う
と
し
た
。
特
に
色
川

大
吉
の
「
自
分
史
」
の
提
唱
や
安
丸
良
夫
の
「
生
の
様
式
の
内
在
的
分
析
」

(
『
出
口
な
お
』
あ
と
が
き
)
と
い
う
言
葉
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日

か
ら
み
れ
ば
、
た
え
ず
思
想
を
浮
上
さ
せ
希
薄
に
し
て
ゆ
く
一
九
七

0
年

代
情
況
の
風
圧
に
抗
す
る
抵
抗
線
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ご
九
七
O
l
八
0
年
代
の
思
想
史
の
特
徴
は
、
方
法
の
多
極
化
に
あ
り
、
フ

ァ
シ
ズ
ム
論
、
大
衆
文
化
論
、
都
市
空
間
論
、
メ
デ
ィ
ア
論
、
文
化
記
号
論
な
ど

に
す
ぐ
れ
た
業
績
が
あ
る
が
省
略
す
る
)
。

四

発
銀
と
方
法
の
現
在
(
一
九
八0
1
九
0
年
代
)
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一
九
八
0
年
代
以
降
の
大
衆
意
識
は
、
「
欲
望
私
民
社
会
」
の
基
底
の
上

を
一
層
の
豊
か
き
に
む
け
て
売
進
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ
の
豊
か
さ
は

イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
上
か
ら
つ
ら
れ
る
形
で
進
み
、
地
上
の
現
実
か
ら
浮

遊
す
る
。
「
虚
構
の
時
代
」
が
始
ま
っ
た
。
見
回
宗
介
は
そ
の
転
換
を
写
真

を
例
に
と
り
、
「
真
を
写
す
リ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
欲
望
」
か
ら
「
写
さ
れ
た
も

の
こ
そ
が
真
」
へ
の
転
位
と
表
現
し
た
。
事
態
は
現
実
の
リ
ア
リ
テ
ィ
か

ら
表
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
移
動
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

思
想
史
研
究
の
現
在
も
、
こ
の
情
況
の
牽
引
力
か
ら
自
由
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
坂
本
多
加
雄
「
市
場
・
道
徳
・
秩
序
』
(
創
文
社
、
一
九
九
こ
か

ら
は
政
治
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
思
想
主
体
な
ど
が
消
え
、
「
一
言
説
が
も
っ
閏

有
の
秩
序
の
構
想
」
だ
け
が
浮
上
し
、
現
代
保
守
主
義
の
言
説
と
し
て
機

能
す
る
。
ま
た
流
行
の
国
民
国
家
論
の
な
か
に
は
、
す
べ
て
を
国
民
国
家

シンポジウム9 

へ
の
統
合
に
一
元
化
す
る
新
た
な
左
翼
還
元
論
の
傾
向
も
存
在
す
る
。
そ

の
な
か
で
思
想
史
研
究
が
新
た
な
民
衆
論
を
た
て
直
す
た
め
に
は
、
少
な

く
と
も
再
び
新
た
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
現
場
性
を
組
み
込
む
こ
と
が
必
要

で
は
な
い
か
。
た
だ
こ
こ
で
現
場
性
と
は
単
な
る
実
体
的
な
場
所
で
は
な

く
、
歴
史
(
生
活
史
)
を
背
負
っ
た
表
象
が
せ
め
ぎ
合
う
力
の
場
所
と
し
て

の
「
複
数
の
主
体
が
共
時
的
な
相
互
接
触
へ
と
き
ら
き
れ
る
場
所
」
(
鷲
田

清
一
『
「
聴
くL
こ
と
の
カ
』
T
B
S

ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九
九
)
と
考
え
て
お

き
た
い
。

こ
う
し
た
現
場
性
へ
の
方
向
感
覚
を
も
っ
近
年
の
成
果
と
し
て
、
二
つ

の
試
み
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
牧
原
憲
夫
「
国
民
と
客
分
の
あ
い

だ
」
(
一
九
九
八
)
。
こ
の
国
民
国
家
論
が
独
自
で
あ
る
の
は
、
民
衆
の
両
義

性
を
手
放
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
統
治
さ
れ
啓
蒙
き
れ
る

〈
客
分
〉(
O
Z
R乙
で
あ
る
が
ゆ
え
に
異
議
申
立
て
(
c
g
R
Cの
担
い
手
と

な
る
、
そ
れ
が
客
分
と
し
て
の
民
衆
の
あ
り
か
た
で
あ
る
」
と
い
う
表
現

に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
二
つ
は
杉
原
達
『
越
境
す
る
民
』
(
同
)
。
い
ま

日
本
思
想
史
で
は
、
鹿
野
政
直
「
鳥
島
は
は
い
っ
て
い
る
か
」
(
一
九
七
七
)

で
提
起
さ
れ
た
周
縁
へ
の
視
線
が
、
サ
イ
!
ド
の
思
想
の
流
入
に
加
速
き

れ
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
が
、
本
書
は
単
に
知
識
人
の
言
説
の

な
か
に
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
「
発
見
」
す
る
だ
け
の
思
想
史
で
は
な
く
、

大
阪
生
野
と
い
う
地
域
の
暮
ら
し
の
場
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
が
「
一
枚
の
絵
」

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
歴
史
重
層
的
に
構
成
き
れ
た
現
場
性
と
表
象
と
の

相
互
応
答
が
追
究
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク
は
、
国
民
国
家
の
単
一
の
物
語
に
還
元
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き
れ
な
い
新
し
い
歴
史
の
方
向
を
「
ミ
ク
ロ
・
過
程
的
転
回
」

(
E
R
g


胃
2
2
2

巳

Z
E
)
と
呼
ん
だ
(
「
戦
後
歴
史
学
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
「
岩
波

講
座
日
本
通
史
』
別
巻
1

、
一
九
九
五
。
な
お
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
報
告
後
、

崎
山
政
毅
氏
か
ら
単
な
る
過
程
で
は
な
く
、
者
O
E
1
U円。n
m
8
2

か
ら
の
連
想
で

設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
教
示
を
得
た
。
重
要
な
点
な
の
で
感
謝
と
と
も
に
記
し

て
お
き
た
い
)
。
そ
こ
で
は
社
会
の
な
か
の
小
さ
な
挿
話
の
集
成
が
も
っ
カ

が
い
か
に
批
判
力
と
政
治
性
を
も
ち
、
国
境
を
超
、
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

が
関
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
根
拠
に
も
「
現
場
(
。
ロ
岳
巾
唱

E
E
)
」
が
想
定

さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
思
想
史
研
究
の
現
在
が
直
面
す
る
重
要

な
課
題
の
一
つ
が
あ
る
。

法
的
救
済
と
名
前

!
l
帝
国
の
中
の
沖
縄
を
考
え
る
た
め
の
予
備
的
考
察
|
|

冨
山

自B

法
的
な
救
済
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
な
る
事
態
な
の
だ
ろ
う

か
。
救
済
の
法
が
市
場
を
介
き
な
い
財
の
投
下
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
集
団

を
対
象
に
す
る
以
上
、
そ
の
集
団
を
指
し
示
す
名
前
と
そ
の
名
前
と
と
も

に
生
じ
る
正
統
性
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
名
前
を
命
名
す
る
こ
と
、
そ
の

名
前
を
名
乗
る
こ
と
を
、
法
的
な
救
済
の
中
か
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
が

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
考
え
た
テ
!
?
で
あ
る
。
そ
の
際
焦
点
に
な
る
の
は
、

乱
暴
に
い
え
ば
、
名
前
に
か
か
わ
る
法
の
中
の
合
法
的
な
発
話
を
非
合
法

の
領
域
を
呼
び
込
む
起
点
と
し
て
ど
の
よ
う
に
再
設
定
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
と
も
す
れ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

か
か
わ
る
と
見
な
さ
れ
る
名
前
の
名
乗
り
を
、
経
済
的
領
域
あ
る
い
は
軍

事
的
領
域
の
不
断
の
換
喰
的
な
表
現
と
し
て
聞
き
取
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
軍
事
が
経
済
へ
と
置
き
か
え
ら
れ
、
文
化
が
こ
う

し
た
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
囲
い
込
ま
れ
る
中
で
命
名
さ
れ
、
ま
た
名
乗

ら
れ
て
い
る
沖
縄
と
い
う
名
前
の
問
題
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
沖
縄
に
は
、
米
軍
の
占
領
当
初
か
ら
い
わ
ゆ
る
ガ
リ
オ
ア
基

金

5
3
5
2

白
E
E
E
E
O
R

毎
日
包
旨

g
g
z
E
)

を
皮
切
り

に
、
き
ま
ざ
ま
な
お
金
が
落
ち
て
き
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
行
政
権
が
日
本

に
移
っ
た
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
沖
縄
開
発
庁
が
設
定
き
れ
、

き
ま
ざ
ま
な
振
興
開
発
事
業
が
展
開
き
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
救
済
、
復

興
、
振
興
、
開
発
と
い
う
法
的
制
度
の
対
象
と
し
て
沖
縄
は
設
定
さ
れ
続

け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
法
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と

が
、
同
時
に
基
地
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
て
強
要
さ
れ
続
け
て
き
た
。

こ
の
基
地
と
開
発
の
不
可
思
議
な
取
引
こ
そ
、
乱
暴
に
い
え
ば
、
沖
縄
の

戦
後
を
形
作
る
法
的
枠
組
み
の
根
幹
を
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て

こ
の
取
引
を
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と

は
、
現
在
に
続
く
沖
縄
の
歴
史
性
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
描
き
出
す
の

か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
、
重
大
な
問
題
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
は
、
沖
縄
へ
の
法
的
救
済
は
、
一
九
二
0
年
代
沖
縄
に
お
い
て
登
場

し
た
「
沖
縄
救
済
論
議
」
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
沖
縄
県
新
興
開
発
計
画

の
成
立
の
中
で
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
本
報
告
は
、
沖
縄
学
の
祖
と
き
れ

る
伊
波
普
猷
の
テ
キ
ス
ト
を
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
考
え
る
た
め
の
、
予
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備
的
な
考
察
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
基
地
と
開
発
を
め
ぐ
る
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
い
わ

ゆ
る
「
ア
メ
と
ム
チ
」
と
い
う
よ
う
に
整
理
し
て
し
ま
わ
な
い
で
お
こ
う
。

な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
説
明
は
、
ア
メ
を
求
め
、
ま
た
ム
チ
で
打
た
れ
る
者

達
の
歴
史
を
ひ
ど
く
単
純
化
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
そ
こ
に
は
、

次
の
よ
う
な
安
里
哲
志
の
発
一
言
の
入
り
込
む
余
地
が
な
い
。

「
基
地
が
動
く
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
た
、
数
年
前
の
政
治
過
程
は
、

今
も
確
実
に
私
達
の
あ
る
欲
望
を
刺
激
し
て
い
る
。
県
内
で
わ
き
起
こ

っ
た
基
地
誘
致
運
動
は
、
経
済
発
展
し
た
い
と
い
う
地
域
要
求
が
生
み

出
し
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
基
地
を
タ
ブ

l

視
す

る
心
情
そ
の
も
の
を
過
去
の
も
の
と
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
基
地
を

欲
望
的
に
見
る
現
代
的
視
点
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
基
地
で
あ
ろ
う

が
な
ん
だ
ろ
う
が
、
一
方
的
に
勝
手
に
押
し
付
け
て
造
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
」
(
安
里
哲
志
、
一
九
九
九
「
基
地
と
オ
キ
ナ
ワ
」
『
琉
球
新
報
』
一
九

九
九
年
五
月
一
二
日
)
。

こ
こ
で
安
里
の
い
う
「
数
年
前
の
政
治
過
程
」
と
は
、
一
九
九
五
年
九

月
に
起
き
た
レ
イ
プ
事
件
以
降
の
、
一
連
の
動
き
を
指
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
安
里
の
い
う
「
基
地
を
欲
望
的
に
見
る
」
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
一
九
九
五
年
に
突
然
登
場
し
た
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
こ
の
安
里
の
文
章
に
、
い
く
つ
か
の
注
釈
を
加
え
て
お
き
た
い

と
思
う
。
こ
の
欲
望
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
基
地
と
い
う
負
荷
を

背
負
っ
た
人
々
を
、
救
済
さ
れ
る
べ
き
だ
と
認
定
し
、
そ
の
負
荷
に
見
合

っ
た
財
の
投
下
を
制
度
的
に
行
っ
て
い
く
と
い
う
救
済
の
法
で
あ
る
。
そ

シンポジウム11 

し
て
「
基
地
を
欲
望
的
に
見
る
」
と
は
、
こ
の
負
荷
の
査
定
額
を
め
ぐ
っ

て
基
地
が
計
算
可
能
な
欲
望
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
基
地
は
、
機
会
費
用
的
な
計
算
の
も
と
で
擬
似
的
な
商
品
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
基
地
の
値
段
は
、
市
場
で
は
な

く
、
負
荷
の
査
定
を
め
ぐ
る
商
談
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
く
。
い
い
か

え
れ
ば
、
救
済
の
法
は
、
が
ん
ら
い
市
場
と
し
て
流
通
し
得
な
い
も
の
を
、

擬
似
的
な
商
品
と
し
て
商
談
の
場
に
設
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
商
談
は
、
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
だ
が

こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
商
談
の
外
部
、
い
い
か
え
れ
ば
、
救
済
、
復
興
、

振
興
、
開
発
と
い
う
救
済
の
法
の
外
部
に
す
ぐ
さ
ま
身
を
置
き
、
基
地
へ

の
抵
抗
の
根
拠
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
商
談
へ
参
加
す
る

と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
参
加
せ
ぎ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
話
を

は
じ
め
て
い
き
た
い
。
「
沖
縄
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
に
お
け
る
さ
ま
ざ

ま
な
発
話
や
名
称
を
考
察
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
発
話
や
名
称
が
、
ま
ず

も
っ
て
救
済
の
法
の
中
の
発
話
で
あ
り
名
称
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
批

判
的
に
問
題
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
沖
縄
と
い
う
名
前
を
命
名

し
た
り
、
名
乗
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
法
の
中
で
議
論
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
逆
に
こ
う
し
た
法
の
外
部
を
あ
ら
か
じ
め

設
定
す
る
こ
と
は
、
抵
抗
と
い
う
言
葉
自
身
を
、
恐
ろ
し
く
単
純
化
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

安
里
の
文
章
に
戻
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
看
取
で
き
る
の
は
、
基
地
を
擬
似

的
な
商
品
と
見
な
し
、
商
談
に
臨
む
こ
と
が
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
運

命
的
な
基
地
の
存
在
を
、
操
作
可
能
な
対
象
へ
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
運
命
を
計
算
可
能
な
経
済
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の
文
脈
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
商
談
を
行
う
行
為
者
と
し
て
の
主

体
へ
と
主
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
安
里
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
「
三
O
数

年
間
、
基
地
の
中
に
オ
キ
ナ
ワ
が
あ
っ
た
。
今
は
違
う
。
オ
キ
ナ
ワ
の
中

に
基
地
が
あ
る
の
だ
」
。
こ
の
安
里
の
表
現
は
、
こ
う
し
た
主
体
化
を
正
確

に
い
い
あ
て
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
救
済
の
法
の
も
と
で
の
主

体
化
、
そ
し
て
申
請
と
認
可
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
展
開
す
る
商
談
と

い
う
交
渉
の
過
程
こ
そ
、
主
題
的
に
考
え
た
い
テ
!
?
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
救
済
の
法
と
は
一
体
い
か
な
る
法
な
の
か
。
救
済
の
申
請
と

そ
の
認
可
に
よ
っ
て
展
開
す
る
こ
の
商
談

(
H交
渉
)
は
、
本
来
的
な
意
味

で
の
市
場
取
引
で
は
な
い
。
こ
の
商
談
は
、
い
わ
ば
市
場
の
失
敗
あ
る
い

は
不
完
全
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
被
害
額
、
必
要
額
、

補
償
額
を
算
出
し
て
申
請
し
、
承
認
を
得
て
財
が
交
付
さ
れ
る
と
い
う
こ

の
商
談
は
、
近
代
法
の
文
脈
の
中
で
は
、
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
労
働
法

制
あ
る
い
は
産
業
政
策
に
か
か
わ
る
団
体
主
義
的
立
法
の
問
題
と
し
て
議

論
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
こ
こ
で
は
社
会
政
策
か
産
業
政
策
か
と
い
う
区
分

の
い
ず
れ
か
に
限
定
し
な
い
で
お
き
た
い
。
ま
た
市
場
取
引
で
は
な
く
、

申
請
と
認
可
と
い
う
商
談
に
よ
り
財
が
流
通
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
注

視
す
る
限
り
、
植
民
地
政
策
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
領
域
や
開
発
政
策

と
呼
ば
れ
る
領
域
に
も
、
同
じ
く
こ
の
商
談
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
商
談
と
い
う
点
に
お
い
て
問
題
化
さ
れ

て
い
る
救
済
の
法
は
、
い
わ
ゆ
る
圏
内
法
と
植
民
地
政
策
と
い
う
地
政
学

的
な
区
分
や
、
労
働
法
制
や
産
業
政
策
に
と
い
う
法
分
類
に
閉
じ
込
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
救
済
の
法
の
設
定
は
、
概
念
の
拡
張
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

こ
こ
で
私
が
何
を
議
論
し
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
申
請
と
承
認
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
こ
の
商
談
に
、
い
か
な
る
主

体
と
し
て
参
加
す
る
の
か
、
い
か
な
る
主
体
と
し
て
主
体
化
を
す
る
の
か

と
い
う
点
こ
そ
が
、
議
論
の
要
点
な
の
で
あ
っ
て
、
法
の
作
動
す
る
対
象

や
そ
の
意
味
を
あ
ら
か
じ
め
決
定
し
て
し
ま
っ
た
圏
内
法
、
植
民
地
政
策
、

社
会
政
策
、
産
業
政
策
、
開
発
政
策
と
い
っ
た
法
の
分
類
は
、
こ
う
し
た

主
体
化
を
あ
ら
か
じ
め
予
定
調
和
的
な
主
体
と
し
て
描
い
て
し
ま
う
危
険

性
が
あ
る
の
だ
。
一
体
ど
の
よ
う
な
行
為
者
と
し
て
法
に
参
加
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
一
義
的
に
ま
ず
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
。

暴
カ
を
予
感
す
る
と
い
う
こ
と

と
こ
ろ
で
こ
の
商
談
に
つ
い
て
も
う
少
し
注
釈
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず

以
下
に
述
べ
る
注
釈
は
、
運
命
的
な
基
地
の
存
在
と
い
う
こ
と
が
一
体
何

を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
へ
の

注
釈
を
抜
き
し
て
、
商
談
に
お
け
る
基
地
の
操
作
性
と
い
う
表
現
は
、
使

う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

前
述
し
た
安
里
の
い
う
「
数
年
前
の
政
治
過
程
」
で
も
あ
る
の
だ
が
、

一
九
九
七
年
に
駐
留
軍
用
地
特
別
措
置
法
(
特
措
法
)
が
「
改
正
」
さ
れ
た
。

こ
の
特
措
法
は
、
個
人
の
所
有
す
る
財
(
土
地
)
を
軍
用
地
と
し
て
強
制
的

に
使
用
し
続
け
る
こ
と
を
法
制
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
つ
い
最
近
成
立
し

た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
関
連
法
案
で
焦
点
の
一
つ
に
な
る
軍
事
行
動
の
際
の
私

的
な
財
の
強
権
的
使
用
を
、
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
改

正
」
の
焦
点
が
、
沖
縄
に
お
け
る
米
軍
用
地
を
め
ぐ
る
国
の
不
法
占
拠
状
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態
の
合
法
化
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
「
改
正
」
の
過
程
で
一

九
九
六
年
の
八
月
に
当
時
の
梶
山
官
房
長
官
の
肝
い
り
で
「
沖
縄
米
軍
基

地
所
在
市
町
村
に
関
す
る
懇
談
会
」
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

る
経
済
学
者
の
島
田
晴
雄
は
、
沖
縄
の
基
地
問
題
を
沖
縄
へ
の
振
興
政
策

に
置
き
換
え
な
が
ら
、
国
家
に
よ
る
軍
用
地
の
使
用
は
安
全
保
障
に
か
か

わ
る
「
国
家
の
信
用
」
の
問
題
で
あ
り
、
不
文
律
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
(
島
田
晴
雄
、
一
九
九
七
「
沖
縄
草
の
根
の
声
を
聞
け
」
「
中
央
公
論
』

一
九
九
七
年
五
月
号
)
。

こ
の
島
田
の
よ
う
な
沖
縄
振
興
の
主
張
か
ら
は
、
救
済
の
法
が
位
置
す

る
文
脈
が
、
如
実
に
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
基
地
が
、
法
を

超
え
た
国
益
に
か
か
わ
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
不
法
占

拠
と
い
う
暴
力
は
、
国
益
と
い
う
法
を
超
え
た
不
文
律
と
し
て
語
ら
れ
、

そ
の
一
方
で
基
地
を
め
ぐ
る
交
渉
は
、
振
興
政
策
と
い
う
救
済
の
法
に
お

け
る
商
談
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
基
地

の
存
在
を
め
ぐ
る
関
係
は
、
不
法
占
拠
と
い
う
物
理
的
暴
力
そ
の
も
の
で

あ
り
、
商
談
と
は
そ
の
継
起
的
な
換
喰
的
表
現
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
商
談
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
商
談
の

み
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
で
の
行
為
者
を
固
定
的
な
主
体
と
し
て
見
な
す
な

ら
ば
、
こ
の
商
談
が
換
喰
的
に
表
現
し
て
い
る
物
理
的
暴
力
の
痕
跡
を
抹

消
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
暴
力
的
な
も
の
を
経
済

的
な
も
の
へ
置
き
換
、
ぇ
、
逃
れ
が
た
い
運
命
を
操
作
可
能
な
も
の
に
読
み

か
え
る
商
談
は
、
物
理
的
暴
力
の
痕
跡
を
否
認
す
る
危
険
な
プ
ロ
セ
ス
で

も
あ
る
の
だ
。
だ
が
逆
に
、
商
談
の
プ
ロ
セ
ス
を
換
機
的
に
読
み
取
る
こ

シンポジウム13 

と
に
よ
り
暴
力
の
痕
跡
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
、

あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
け
ば
、
浮
か
び
上
が
る
暴
力
の
痕
跡
と
は
、
商
談

の
外
に
再
び
物
理
的
暴
力
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
商
談
自

身
が
、
絶
え
ず
暴
力
に
よ
り
維
持
さ
れ
、
ま
た
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
商
談
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
予
感
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
そ

れ
は
、
救
済
の
法
の
対
象
と
し
て
命
名
さ
れ
た
沖
縄
と
い
う
名
前
と
そ
の

歴
史
を
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
叙
述
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ

る
だ
ろ
、7
0

救
済
の
法
に
お
け
る
商
談
に
こ
う
し
た
換
喰
的
な
意
味
を
込
め
る
こ
と

は
、
法
の
中
で
生
き
る
者
た
ち
を
、
法
の
外
部
や
法
の
前
で
な
く
、
ま
た

法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
、
玉
体
で
も
な
い
、
行
為
遂
行
的
(
宮
ユ
。

B

旦
宮
市
)

な
行
為
者
と
し
て
、
思
考
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
安
里
が
「
基
地
の
中
に

オ
キ
ナ
ワ
」
で
は
な
く
「
オ
キ
ナ
ワ
の
中
に
基
地
が
あ
る
」
と
い
う
と
き
、

「
オ
キ
ナ
ワ
」
は
法
の
外
部
に
い
る
抵
抗
者
で
も
な
け
れ
ば
単
な
る
法
的
主

休
で
も
な
く
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
行
為
者
と
し
て
、
想
定
き
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
想
定
は
、
語
り
出
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
発
話
者
の
関
係
を
、

テ
キ
ス
ト
を
読
む
読
者
が
ど
の
よ
う
に
描
き
出
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
も

か
か
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
種
類
の

過
ち
が
あ
る
。
一
つ
は
、
テ
キ
ス
ト
そ
れ
自
身
を
取
り
出
し
て
議
論
で
き

る
と
い
う
テ
キ
ス
ト
主
義
的
な
過
ち
と
、
今
一
つ
は
、
テ
キ
ス
ト
の
前
に

発
話
す
る
主
体
を
前
提
と
し
て
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
と
い
う
還
元

主
義
的
過
ち
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
記
述

に
か
か
わ
っ
て
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
l

ツ
が
指
摘
し
た
、
「
対
象
へ
の
接

近
に
十
分
な
客
観
性
が
保
た
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
学
問
的
配
慮
」
と
「
対
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象
へ
の
親
密
な
か
か
わ
り
方
が
不
充
分
で
は
な
い
か
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
的
憂
慮
」
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
(
C
・
ギ
ア
!
ッ
、
森
泉
弘
次
訳
「
文

化
の
読
み
方
/
書
き
方
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
二
頁
)
。
私
は
前
者
を
、

法
的
救
済
に
お
け
る
「
事
実
確
認
的
(
n
g弘
主
〈
巾
)
」
な
発
話
を
ど
の
よ
う

に
再
読
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
、
ま
た
後
者
を
、
発
話
が
還
元
さ

れ
る
場
所
と
し
て
の
「
基
盤
主
義
的
(
『S
E
t
c
E
]
町
民
)
」
な
抵
抗
者
を
法

的
救
済
の
外
側
に
あ
ら
か
じ
め
想
定
す
る
こ
と
な
く
、
政
治
あ
る
い
は
抵

抗
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題

と
し
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

だ
が
商
談
を
行
為
遂
行
的
に
考
察
す
る
前
に
、
再
度
強
調
し
て
お
き
た

い
の
は
、
こ
の
商
談
が
暴
力
の
不
断
の
換
喰
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
か
か
る
点
に
お
い
て
こ
の
法
の
中
の
行
為
遂
行
性
は
、
ま

ず
も
っ
て
ニ
コ
ス
・
プ

l

ラ
ン
ツ
ア
ス
の
い
う
法
の
「
演
劇
性
」

(
昏S
H
E
-
-片
巾
)
の
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(
N


プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
、
田
中
正
人
・
柳
内
隆
訳
『
国
家
・
権
力
・
社
会
主
義
』
ユ
ニ

テ
、
一
九
八
四
年
、
八
八
頁
)
。
プl
ラ
ン
ツ
ア
ス
の
い
う
演
劇
性
は
、
オ
ー

ス
チ
ン
な
ど
の
言
語
行
為
論
や
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
学
を
く
ぐ
り
抜
け
た

行
為
遂
行
性
と
い
う
設
定
と
は
異
な
り
、
は
る
か
に
基
盤
主
義
的
な
概
念

で
あ
り
、
物
質
化
き
れ
た
法
や
国
家
を
反
復
し
た
表
現
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
彼
の
議
論
は
、
法
が
ま
ず
も
っ
て
国
家
あ
る
い
は

帝
国
の
制
度
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
法
へ
の
批
判
的
作
業
が
ど

こ
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
法
の
中
で
の
商
談
の

プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
何
を
再
読
し
、
記
述
し
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
を
、
羅
針
盤
の
よ
う
に
指
し
示
し
て
く
れ
る
の
だ
。

プ
ー
ラ
ン
ツ
ア
ス
に
お
い
て
法
の
外
部
は
、
国
家
の
テ
ロ
ル
と
暴
力
の

領
域
な
の
で
あ
り
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
非
合
法
と
は
、
何
よ
り
も
ま

ず
「
国
家
の
非
合
法
性
」
な
の
で
あ
り
、
「
国
家
の
非
合
法
性
は
、
常
に
国

家
が
設
定
し
た
合
法
性
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
」
(
九O
頁
)
の
で
あ

る
。
法
は
法
を
設
定
し
た
国
家
の
暴
カ
に
因
わ
れ
た
牢
獄
な
の
で
あ
り
、

「
法
は
組
織
さ
れ
た
公
的
暴
力
の
コ
l

ド
で
あ
る
」
(
八O
頁
)
。
プl
ラ
ン

ツ
ァ
ス
に
と
っ
て
法
の
「
物
質
性
」
と
は
、
こ
の
国
家
の
暴
力
性
を
指
す

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
外
部
の
な
い
、
と
い
う
よ
り
「
国
家
の
非
合
法
性
」

と
い
う
外
部
し
か
な
い
法
の
中
に
、
演
劇
性
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
の

演
劇
性
は
、
近
代
法
の
中
に
、
そ
し
て
こ
の
法
律
が
物
質
化
さ
れ
て
い
る

迷
宮
・
迷
路
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
」
の
だ
(
八
八
頁
)
。

法
の
外
は
「
国
家
の
非
合
法
性
」
な
の
で
あ
り
、
法
の
外
に
演
技
者
の

居
場
所
は
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
暴
力
に
き
ら
き
れ
た
逃

げ
場
の
な
い
劇
場
に
お
い
て
プl
ラ
ン
ツ
ァ
ス
が
設
定
し
た
こ
の
演
劇
性

を
、
私
は
思
い
切
り
誤
読
し
て
み
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
法
を
演
劇
と

し
て
生
き
る
こ
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の
劇
場
が
国
家
の
暴
力
と
テ
ロ
ル

に
き
ら
き
れ
て
い
る
牢
獄
で
あ
る
こ
と
を
、
演
じ
る
こ
と
自
身
に
お
い
て

発
見
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
法
の
内
部
に
い
な

が
ら
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
も
暴
力
に
き
ら
き
れ
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
さ
ら

さ
れ
る
危
険
に
あ
る
こ
と
を
、
い
い
か
、
え
れ
ば
、
自
分
が
国
家
の
暴
力
と

テ
ロ
ル
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
者
、
あ
る
い
は
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
者

で
あ
る
こ
と
を
、
法
の
内
部
に
い
な
が
ら
自
分
の
中
に
見
出
す
こ
と
で
も

あ
る
。
そ
れ
は
、
牢
獄
に
い
な
が
ら
牢
獄
の
外
で
殺
さ
れ
た
他
者
を
見
出

し
、
自
分
も
そ
う
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
あ
る
い
は
自
分
も
そ
う



な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
「
暴
カ
の
予
感
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
殺
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
未
来
と
殺
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
過
去
が
沿
予
感
す

る
と
い
う
現
在
に
お
い
て
交
錯
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
暴
力
の
予
感
に
と
も
な
っ
て
発
見
き
れ
る
暴
力
は
、
牢
獄
を

取
り
囲
む
物
理
的
暴
力
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
牢
獄
の
外
へ
の
想
像
力
に

お
い
て
再
発
見
き
れ
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
こ

の
演
劇
は
す
で
に
存
在
し
て
(
川
る
国
家
の
非
合
法
性
を
、
想
像
力
の
場
に

再
設
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
法
を
演
じ
る
と
き
に
獲
得
さ
れ
る
の
は
、

ま
さ
し
く
法
の
外
へ
の
こ
の
想
像
力
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
想
像

力
は
、
法
の
外
に
「
国
家
の
非
合
法
性
」
で
は
な
い
世
界
を
も
、
見
出
す

に
違
い
な
い
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
も
、
法
の
外
は
「
予
感
」
す
る
も

の
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
論
点
は
、
最
初
に
言
及
し
た
伊
波
普
猷
の
思

想
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

註
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(
1
)そ
れ
は
ヴ
ア
ル
タ
1

・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
警
察
暴
力
を
「
オ
バ
ケ
」
と
表
現
し
た
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
。
国
家
は
法
を
宣
言
し
そ
の
暴
力
は
法
の
物
質
性
を
形
成
す

る
が
、
国
家
と
国
家
の
暴
力
は
法
の
中
か
ら
は
幽
霊
的
な
存
在
と
し
て
し
か
把
握

き
れ
な
い
の
で
あ
る

(
W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
野
村
修
訳
「
暴
力
批
判
論
」
「
著
作
集

一
』
品
文
社
、
一
九
六
九
年
、
二
一
頁
)
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
今
村
の
論
考
に
教

え
ら
れ
た
(
今
村
仁
司
「
暴
力
と
崇
高
」
田
中
雅
一
編
著
『
暴
力
の
文
化
人
類
学
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
一
二
二
五
頁
)
。

(
本
小
稿
は
、
「
暴
力
の
予
感
1

『
沖
縄
」
と
い
う
名
前
を
考
え
る
た
め
の
序
論
」
栗

原
彬
・
小
森
陽
一
・
吉
見
俊
哉
「
越
境
す
る
知
語
り
/
つ
む
ぎ
だ
す
」
{
東
京
大

学
出
版
会
・
近
刊
}
の
一
部
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
)

シンポジウム15 

「
文
明
を
引
き
継
ぐ
も
の
」

「
国
民
」

と
し
て
の

崎

山

政

毅

は
じ
め
に

「
第
三
世
界
」
に
お
け
る
学
的
制
度
は
、
脱
植
民
地
化
の
さ
な
か
で
、
国

民
i

国
家
の
形
成
と
分
離
不
可
能
な
関
連
を
も
っ
て
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
て

き
た
。
「
第
三
世
界
」
に
お
け
る
社
会
思
想
史
研
究
を
考
え
る
さ
い
、
こ
の

こ
と
を
、
ま
ず
は
踏
ま
え
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
「
国
民
」
と
「
国
家
」

と
い
う
二
つ
の
言
葉
の
聞
に
お
か
れ
た
ハ
イ
フ
ン
を
強
調
し
て
お
く
べ
き

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
国
家
」
・
「
国
民
」
の
い
ず
れ
に
も
還
元
し
え
な

い
こ
の
両
者
の
つ
な
が
り
を
不
可
避
的
か
つ
唯
一
の
関
係
と
し
て
現
実
化

し
よ
う
と
す
る
制
度
・
思
想
・
運
動
と
、
そ
れ
ら
が
植
民
地
主
義
と
人
種

主
義
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
苧
む
敵
対
性
と
が
、
植
民
地
支
配
を
経
験
し

て
き
た
諸
地
域
で
焦
点
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
「
第
三
世
界
」
に
お
け
る
理
論
・
思
想
に
苧
ま
れ
る
植
民

地
主
義
・
人
種
主
義
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
課
題
が
、
さ
し

あ
た
っ
て
の
焦
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
小
文
で
は
、
メ
キ
シ
コ
革
命
(
一
九
一o
i
二
O
年
)
直
後
に
国
民

主
義
的
な
政
治
と
深
い
関
連
を
も
ち
な
が
ら
活
躍
し
た
二
人
の
思
想
家
、
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マ
ヌ
エ
ル
・
ガ
ミ
オ
と
ホ
セ
・
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
理
論
に
お
け
る
「
国

民
」
と
「
人
種
」
の
問
題
を
?
7
じ
て
、
上
記
の
課
題
を
考
え
て
い
き
た

‘
ν
 

マ
ヌ
エ
ル
・
ガ
ミ
オ
の
「
祖
国
創
出
」

マ
ヌ
エ
ル
・
ガ
ミ
オ
(
の
曲
目
向
。
冨
白
D
Z
色
一
八
八
三
l

一
九
六
O
年
)
は
、

「
メ
キ
シ
コ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
お
け
る
真
の
近
代
的
先
住
民
主
義

者
(
イ
ン
デ
ィ
へ
ニ
ス
タ
)
の
先
駆
者
」
と
さ
れ
て
い
る
人
類
学
者
で
あ
る
。

一
九
O
九
年
、
ガ
ミ
オ
は
、
米
国
の
「
総
合
人
類
学
の
父
」
フ
ラ
ン
ツ
・

ボ
ア
ズ
に
師
事
し
、
一
一
年
に
は
、
メ
キ
シ
コ
初
の
近
代
的
な
大
学
院
機

能
を
も
っ
た
研
究
機
関
「
ア
メ
リ
カ
考
古
学
・
民
族
学
国
際
学
院
」
の
研

究
員
に
選
抜
さ
れ
る
。

徹
底
し
た
分
業
に
よ
っ
て
デ
l

タ
を
蓄
積
し
最
終
的
に
指
導
研
究
者
が

結
論
を
導
き
だ
す
、
と
い
う
師
ボ
ア
ズ
の
手
法
に
深
く
学
び
つ
つ
も
、
ガ

ミ
オ
は
政
治
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
師
と
は
対
極
的
な
「
メ
キ
シ
コ
革
命

に
関
連
し
た
計
画
」
を
た
て
、
実
現
に
向
け
て
準
備
を
と
と
の
え
て
い
く
。

そ
れ
は
現
在
世
界
的
に
知
ら
れ
る
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
遺
跡
の
発
掘
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
。

一
九
一
六
年
、
彼
は
『
祖
国
を
創
り
あ
げ
る1
1

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
擁

護
』
と
い
う
著
書
を
上
梓
す
る
お
白E
0
・
玄E
S
-
-
3さ
ミ
』
宣
言
~
も
さ

5
5
5

診
還
ロ
・
ロσ
吋
巾
円
日
骨
可
p
g

何
色
付O
ユ
釦
】
品
目
句
。
司
宮
田
口
。
∞
ζ
富
市
同-
8
・

5
5
'
以
下
司
司
と
略
、
数
字
は
原
著
の
頁
)
。
こ
の
本
は
、
メ
キ
シ
コ
革
命
を

推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
よ
っ
て
熱
狂
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
ガ
ミ
オ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
革
命
的
な
諸
運
動
は
、
【
イ
ン
デ
ィ
オ
集
団
の
|
|
崎
山
】
深
奥
に

お
い
て
は
一
度
と
し
て
形
を
な
さ
な
か
っ
た
し
、
輿
り
も
し
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
革
命
の
初
生
的
な
起
源
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、

か
の
集
団
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
」
(
司
司
見
品
)
。

メ
キ
シ
コ
革
命
の
起
源
を
こ
の
よ
う
に
先
住
民
に
求
め
な
が
ら
、
そ
の

「
主
体
化
」
を
ガ
ミ
オ
は
排
除
す
る
の
で
あ
る
。

イ
ン
デ
ィ
オ
は
苦
し
ん
で
い
る
が
、
「
不
幸
に
も
、
そ
の
解
放
を
達
成
す

る
た
め
の
適
正
な
手
段
を
、
理
解
し
て
も
い
な
い
し
、
知
り
も
し
な
い
」
。

そ
れ
ゆ
え
、
イ
ン
デ
ィ
オ
に
共
感
を
抱
く
熟
練
し
た
知
識
人
、
民
族
誌
学

者
、
そ
し
て
な
に
よ
り
人
類
学
者
の
任
務
と
は
、
「
イ
ン
デ
ィ
オ
の
魂
を
:
・

鍛
え
上
げ
る
こ
と
に
あ
る
」
(
順
に
司
司N
P
定
1
8
)。

こ
の
よ
う
な
思
考
が
「
真
正
な
価
値
」
を
も
つ
の
は
、
そ
の
至
上
の
目

的
が
「
国
家
の
統
ご
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
イ
ン
デ
ィ
オ
は
固
有
の
文
明
を
も
っ
て
い
る
。
【
し
か
しl!

崎
山
】

そ
れ
が
い
か
に
魅
力
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
到
達
し
た
発
展
段
階
が
い

か
に
高
か
ろ
う
と
も
、
{
イ
ン
デ
ィ
オ
の
文
明
は
1
1

崎
山
】
現
代
の
文
明

に
く
ら
べ
て
遅
れ
て
い
る
」
(
司
司
口N)
0こ
の
「
遅
れ
」
は
糾
き
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
単
に
先
住
民
の
価
値
を
復
権
・
擁
護
す
る
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
最
終
的
な
目
標
は
、
「
国
民
」
の
「
統
ご
あ
る
い
は
「
融
合
」

に
お
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
目
標
へ
の
道
程
は
、
遅
れ
て
い
る
文
明
あ

る
い
は
「
文
化
圏
」
(
ポ
ア
ズ
の
概
念
の
援
用
)
が
、
進
ん
で
い
る
文
明

(
H

文
化
圏
)
に
近
づ
く
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
実
現
き

れ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
イ
ン
デ
ィ
オ
を
統
合
す
る
こ
と
は
、
突
然
に
〈
彼
ら
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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化
〉
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
逆
に
、
す
で
に
彼
ら
の
文
明
に
よ
っ

て
薄
め
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
で
も
、
残
酷
で
も
、

苦
難
に
み
ち
て
も
、
理
解
不
可
能
で
も
な
く
な
っ
て
い
る
、
わ
れ
わ
れ

の
文
明
を
彼
ら
に
提
示
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
が
少
し
で
も
〈
イ
ン

デ
ィ
オ
化
〉
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
の
こ
と
、
イ
ン
デ
ィ
オ
に

接
近
す
る
こ
と
が
、
極
端
な
愚
か
し
き
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
が
」
(
司
司
お
一
)
。

つ
ま
り
、
非
先
住
民
(
白
人
)
側
か
ら
の
歩
み
寄
り
に
よ
っ
て
先
住
民
を

啓
蒙
し
、
そ
の
過
程
を
?
7
じ
て
「
統
合
」
「
融
合
」
つ
ま
り
は
「
混
血
」

を
は
か
る
と
い
う
提
起
で
あ
る
。
こ
の
提
起
は
、
上
の
言
い
方
を
裏
返
せ

ば
、
「
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
で
、
残
酷
で
、
苦
難
に
み
ち
、
理
解
不
可
能
な
」

先
住
民
の
あ
り
方
を
「
恩
情
に
み
ち
て
飼
い
な
ら
す
」
質
を
不
可
避
的
に

も
つ
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ガ
ミ
オ
が
人
間
性
の
基
本
的
唯
一

性
が
根
本
で
あ
り
、
「
遅
れ
て
い
る
/
進
ん
で
い
る
」
と
い
う
指
標
は
人
種

的
本
質
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
に
よ
る
も
の

と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
国
民
と
は
科
学
的
法
則
の
適

用
を
介
し
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
、
精
神
的
統
一
の
最
高
形
態
の
ひ
と
つ
に

は
か
な
ら
な
か
っ
た
。
「
近
代
国
民
」
と
い
う
高
み
に
達
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
国
民
を
構
成
す
る
さ
ま
ぎ
ま
な
発
展
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
複
数
の
「
文

化
圏
」
に
単
一
の
「
発
展
」
を
お
し
つ
け
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。こ

の
思
想
は
、
メ
キ
シ
コ
革
命
の
最
良
の
遺
産
と
も
言
え
る
一
九
一
七

年
憲
法
第
二
七
条
の
条
文
に
結
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
周
年
、
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ガ
ミ
オ
は
農
業
・
勧
業
省
内
に
あ
ら
た
に
設
置
さ
れ
た
「
人
類
学
局
」
の

長
に
任
命
さ
れ
、
二
四
年
に
人
類
学
局
が
教
育
省
に
移
管
さ
れ
た
き
い
、

彼
は
長
官
補
佐
(
副
大
臣
)
へ
と
昇
任
す
る
。

こ
の
時
期
は
、
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
遺
跡
の
発
掘
と
分
析
の
期
間
に
ち
ょ

う
ど
重
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ガ
ミ
オ
の
「
人
類
学
が
、
そ
の
真
の
、

か
つ
広
義
の
概
念
に
お
い
て
、
よ
さ
統
治
を
実
現
す
る
基
本
的
知
識
と
な

る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
自
明
の
理
で
あ
る
」
(
司
司
回
目
)
と
い
う
信
念
が
現
実

化
き
れ
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
彼
は
、
「
過
去
の
偉
大
な
文
明
」
を
現
在
に

引
き
継
ぎ
、
こ
の
「
文
明
」
の
凋
落
し
た
末
商
た
る
イ
ン
デ
ィ
オ
を
「
国

民
」
へ
と
機
導
し
つ
つ
「
国
家
の
統
一
」
を
な
し
と
げ
る
と
い
う
思
想
を

確
た
る
も
の
と
し
た
の
だ
っ
た
。

パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
「
宇
宙
的
人
種
」

ホ
セ
・
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
(
〈
即
m
g
ロ
円
巾]
C
少
し
『

0
8

一
八
八
二
1

一
九
五
九

年
)
に
話
を
す
す
め
た
い
。

パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
は
、
多
産
な
活
動
を
展
開
し
た
著
述
家
で
あ
り
、
哲

学
者
・
教
育
指
導
者
・
政
治
家
と
い
っ
た
き
ま
ざ
ま
な
顔
を
も
っ
て
い

ヲ
匂
。メ

キ
シ
コ
革
命
さ
な
か
の
一
九
一
八
年
、
す
で
に
革
命
的
知
識
人
と
し

て
知
ら
れ
て
い
た
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
は
、
国
立
大
学
学
長
と
な
り
、
つ
づ

い
て
一
二
年
か
ら
二
四
年
に
か
け
て
教
育
省
長
官
(
文
部
大
臣
)
を
つ
と
め

た

彼
が
閣
僚
と
し
て
行
っ
た
政
策
の
最
大
の
成
果
は
、
全
国
的
な
公
教
育

制
度
の
確
立
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
た
識
字
運
動
で
あ
っ
た
。
彼
は
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農
村
の
教
師
た
ち
を
「
二
O
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
修
道
士
」

す
な
わ
ち
大
衆
の
救
済
者
と
見
な
し
、
「
労
働
・
美
徳
・
知
識
」
をA口
言
葉

に
教
育
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
の
ニ
l

ズ
や
文
化
的
・

社
会
経
済
的
条
件
を
調
べ
上
げ
る
こ
と
を
厳
し
く
求
め
た
。
「
地
方
共
同
体

を
国
家
内
部
の
生
産
的
単
位
と
し
て
統
合
す
る
」
と
い
う
パ
ス
コ
ン
セ
ロ

ス
指
揮
下
の
教
育
省
の
目
標
は
、
周
辺
部
農
村
地
域
に
あ
る
先
住
民
共
同

体
が
す
で
に
メ
キ
シ
コ
資
本
主
義
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
無

視
し
、
彼
ら
先
住
民
が
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
極
め
て
観
念
的

な
認
識
に
基
づ
い
て
い
た
。

き
て
、
彼
の
理
論
の
核
は
、
一
九
二
五
年
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
刊
行
場
所
・

日
付
を
欠
い
た
ま
ま
出
版
さ
れ
た
『
宇
宙
的
人
種
。
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
人

種
の
使
命
。
南
ア
メ
リ
カ
へ
の
旅
の
覚
書
。
』
(
〈
白
R
E
S
-
c
m
-』0
8
・
h
a

、
食
品
円
号
室
岡
門
店
・
さ
怠
玄
色
町
宮
、
良
両
安
司
色
白
書
ミ
円
高
言
、
き
言

h崎
町
せS
.
8

白
含
凡
尚
喜
恥3
.
s
n
N
m
N
M
W
S
J

ロ
・
?
〉
間
四
ロ
門
戸
田
宮

C

ロ
向
山
山
首
-
仏
巾

F
5
5
ロ
P

ロ
弘
・
以

下
、
到
の
と
略
、
数
字
は
原
著
の
頁
)
に
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
中
心
的
な
テ
ー
ゼ
は
、
「
混
血
化
巴B
B
Z
N
a巾
」
と
題
さ
れ
た
章

に
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
お
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
彼

が
強
い
危
倶
を
抱
い
て
い
た
の
は
、
米
国
の
帝
国
主
義
的
膨
張
だ
っ
た
と

い
、7
こ
と
で
あ
る
。

「
私
に
語
り
か
け
る
と
き
、
何
人
も
が
同
じ
質
問
を
し
た
も
の
だ
。
私

が
以
前
の
晩
に
お
こ
な
っ
た
ス
ピ
ー
チ
で
、
国
際
主
義
に
賛
同
し
て
い

る
と
宣
言
し
た
の
だ
っ
た
ら
、
な
ぜ
メ
キ
シ
コ
の
公
教
育
に
お
い
て
私

が
な
し
た
仕
事
は
国
民
主
義
的
で
あ
り
つ
づ
け
た
の
か
、
と
。
我
々
は

自
ら
の
国
民
文
化
を
刺
激
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
私
は
答
え
た
、
な
ぜ

な
ら
我
々
の
目
の
前
に
強
大
で
帝
国
主
義
的
な
あ
る
文
化
【
米
国
l
|

崎
山
】
を
か
か
え
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
我
々
の
国
民
文
化
を
強
化

す
る
た
め
に
は
、
我
々
の
国
民
主
義
が
大
陸
全
体
に
ひ
ろ
が
り
、
そ
の

さ
ま
ざ
ま
な
基
礎
を
政
治
的
地
平
の
み
な
ら
ず
エ
ス
ニ
ツ
ク
な
地
平
に

も
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
広
義
の
観
点
か
ら
、
我
々

が
一
個
の
真
の
国
際
主
義
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま

で
は
、
す
な
わ
ち
、
文
明
化
で
は
な
く
従
属
を
も
く
ろ
む
数
多
の
帝
国

主
義
の
危
険
が
消
え
失
せ
る
ま
で
は
、
国
民
主
義
的
で
あ
り
つ
づ
け
る

こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
必
要
な
の
だ
」
(
到
の
虫
色
。

こ
う
し
た
危
機
意
識
の
も
と
、
帝
国
主
義
に
十
分
対
抗
し
う
る
国
民
国

家
メ
キ
シ
コ
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の

認
識
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
目
的
は
、
唯
物
論
に
お
か
さ
れ
凋
落
の
一
途

を
た
ど
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
後
追
い
に
お
い
て
で
は
な
く
、
メ
キ
シ
コ
的
で

あ
る
と
同
時
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
大
陸
す
べ
て
に
お
よ
ぶ
歴
史
的
な
精

神
の
独
自
性
に
お
い
て
は
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
眼
目

が
、
国
民
主
義
の
基
礎
を
「
政
治
的
地
平
の
み
な
ら
ず
エ
ス
ニ
ツ
ク
な
地

平
に
も
お
く
こ
と
」
で
あ
り
、
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
に
と
っ
て
焦
点
は
ま
さ

に
人
種
と
い
う
問
題
が
字
む
可
能
性
に
こ
そ
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
我
々
の
愛
国
心
が
ラ
テ
ィ
l

ノ
【H
メ
ス
テ
ィ

l

ソ
、
先
住
民
と
白
人

植
民
者
と
の
「
混
血
」|
|
t

崎
山
】
と
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
と
の
古
い
衝

突
の
種
々
の
局
面
に
合
致
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
普
遍
的
精
神
を

欠
い
た
地
域
根
性
の
形
質
を
克
服
す
る
こ
と
に
け
っ
し
て
成
功
を
お
さ
め

は
し
な
い
だ
ろ
う

O
i
-
-
-
祖
国
そ
の
も
の
を
決
し
て
放
棄
し
な
い
た
め
に
、

我
々
が
人
種
の
高
い
重
要
性
に
恥
じ
な
い
行
動
を
と
る
こ
と
が
必
要
な
の
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で
あ
る
」
(
問
。
叶
)
。

と
は
い
う
も
の
の
、
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
ユ
ニ
ー
ク
き
は
、
そ
れ
ま
で

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
支
配
的
だ
っ
た
一
九
世
紀
的
な
自
由
主
義
の
観
点
か

ら
す
る
人
種
主
義
に
近
づ
く
と
い
う
、
易
き
に
流
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ

た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
近
代
性
の
獲
得
・
国
民
l
国
家
の
形
成
・
帝
国
主

義
へ
の
対
抗
と
い
っ
た
課
題
に
向
き
合
う
人
種
を
基
礎
に
お
い
た
理
論
を

構
築
す
る
べ
く
、
彼
は
、
人
種
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
理
論
を
同

時
に
配
置
す
る
。

彼
は
人
種
を
「
文
明
で
あ
り
、
生
物
学
的
タ
イ
プ
で
あ
り
、
帝
国
主
義

と
の
相
互
作
用
領
域
」
(
室
内
ご
で
あ
る
と
し
、
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
、
ダ
i

ウ
ィ

ン
、
メ
ン
デ
ル
と
い
っ
た
「
科
学
的
理
論
」
を
同
時
に
援
用
す
る
。
と
こ

ろ
が
西
欧
の
植
民
地
主
義
と
同
質
の
も
の
と
な
ら
な
い
巧
妙
き
が
、
そ
れ

ら
の
理
論
の
援
用
の
き
い
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ダl
ウ
ィ
ン
の
進
化

説
を
導
入
し
な
が
ら
、
そ
の
帝
国
主
義
的
反
響
を
次
の
よ
う
に
叩
く
こ
と

で
、
彼
が
活
用
で
き
る
「
理
論
」
へ
と
変
形
し
て
い
く
よ
う
な
。

「
大
英
帝
国
人
た
ち
は
自
然
選
択
を
説
い
て
ま
わ
る
に
、
自
然
と
神
の

法
則
に
よ
っ
て
英
国
の
島
々
の
長
頭
人
と
そ
の
末
商
に
こ
の
世
界
の
王

国
が
属
す
る
と
い
う
暗
黙
の
結
論
を
も
っ
て
す
る
。
だ
が
、
人
が
い
か

な
る
帝
国
主
義
と
も
た
た
か
う
が
ご
と
く
、
征
服
を
ね
ら
う
取
引
の
諸

製
品
を
も
っ
て
我
々
を
侵
略
す
る
こ
と
に
成
功
を
お
さ
め
て
き
た
、
こ

う
し
た
科
学
と
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た

科
学
の
正
面
に
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
ひ
と
つ
の
科
学
と
よ
り
自
由
で
活
気

に
み
ち
た
ひ
と
つ
の
文
明
を
対
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
街
。

ω
ω
)
。
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こ
う
し
た
好
余
曲
折
に
み
ち
た
論
の
最
後
に
彼
が
到
達
す
る
の
が
、
赤

(
ア
メ
リ
カ
両
大
陸
の
先
住
民
)
、
賞
(
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
)
、
白
(
ス
ペ
イ
ン
人
の

侵
略
者
)
、
黒
(
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
の
奴
隷
貿
易
)
の
四
人
種
が
混
ざ
り
合
い

融
合
し
た
、
第
五
か
つ
最
終
的
な
「
宇
宙
的
人
種
」
で
あ
る
。
こ
の
人
種

は
ま
だ
登
場
し
て
い
な
い
が
、
必
ず
や
未
来
に
お
い
て
そ
う
な
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
た
美
的
で
唯
一
の
「
人
種
」
と
さ
れ
る
。

こ
の
「
仮
説
」
が
二
つ
の
異
な
る
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を

見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、
植
民
地
支
配
・
奴
隷

貿
易
の
歴
史
を
一
貫
し
て
理
論
か
ら
排
除
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て

第
二
に
、
こ
れ
か
ら
の
「
新
た
な
時
代
」
に
す
べ
て
の
(
四
つ
の
)
人
種
の

「
混
血
」
あ
る
い
は
「
統
合
・
融
合
」
へ
と
向
か
っ
て
い
る
実
例
、
つ
ま
り

「
未
来
へ
の
架
橋
」
と
し
て
、
ラ
テ
ィ
l

ノ
を
と
ら
、
え
る
点
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
白
人
も
「
混
血
を
経
て
い
な
い
人
種
」
と
い
う
点
で
は
相

対
化
さ
れ
、
現
時
点
で
の
「
人
種
的
優
劣
」
は
無
意
味
な
も
の
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
各
人
種
」
が
、
ラ
テ
ィ
l

ノ
に
表
現
さ
れ
た
よ
う

に
、
た
だ
ひ
と
つ
の
人
種
へ
と
「
必
然
的
に
」
混
ざ
り
合
う
こ
と
で
、
人

種
主
義
が
解
消
き
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
、7
に
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
は
、
メ
キ
シ
コ

H

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
、
物
質
信
仰
に
お
か
き
れ
た
帝
国
主
義
や
凋
落
す
る
旧
大
陸
に
対

抗
し
う
る
、
あ
ら
た
な
時
代
の
存
在
で
あ
り
こ
れ
ま
で
の
諸
文
明
の
「
精

華
」
を
す
べ
て
引
き
継
ぐ
「
国
民
」
を
完
成
さ
せ
る
条
件
を
設
定
し
て
い

る
。
彼
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
メ
キ
シ
コ
に
は
じ
ま
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、

き
た
る
べ
き
未
来
に
お
い
て
は
世
界
全
体
へ
と
拡
大
し
て
い
く
運
動
で
あ

っ
た
。
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四

お
わ
り
に

と
も
に
メ
キ
シ
コ
の
国
民
l

国
家
形
成
に
情
熱
を
傾
け
た
こ
の
両
者
の

ち
が
い
は
、
非
常
に
興
味
深
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。

一
九
二
六
年
シ
カ
ゴ
大
学
で
聞
か
れ
た
学
術
会
議
「
メ
キ
シ
コ
文
明
の

諸
相
」
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
題
目
が
、
そ
の
ち
が
い
を
端
的
に
表
現
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ガ
ミ
オ
は
「
メ
キ
シ
コ
文
明
の
イ
ン
デ
ィ
オ
的

基
盤
」
と
題
し
た
報
告
を
、
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
は
「
メ
キ
シ
コ
文
明
の
ラ

テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
的
基
盤
」
と
題
し
た
報
告
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

ガ
ミ
オ
は
先
住
民
の
「
過
去
」
の
文
明
を
基
盤
に
、
現
在
に
お
い
て
そ

れ
を
引
き
継
ぎ
う
る
「
(
先
住
民
が
統
合
さ
れ
た
)
国
民
」
を
構
想
し
た
。
パ

ス
コ
ン
セ
ロ
ス
は
ラ
テ
ィ

l

ノ
の
現
在
の
文
明
(
H人
種
)
を
基
盤
に
、
未

来
の
「
最
終
人
種
」
へ
と
文
明
を
引
き
継
が
せ
て
い
く
「
国
民
」
を
夢
見

た
。
こ
う
し
た
ち
が
い
は
、
む
ろ
ん
、
両
者
の
間
に
激
烈
な
論
争
を
呼
ん

だ
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
両
者
の
思
想
が
共
通
し
て
不
可
視
化
さ
せ
排
除
し
て
き
た
カ

こ
そ
が
、
重
要
な
問
題
と
し
て
残
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
ガ
ミ
オ
の
客
体
化
に
も
パ
ス
コ
ン
セ
ロ
ス
の
「
混
血
」
に
も

回
収
さ
れ
な
い
先
住
民
自
身
の
主
体
化
と
い
う
歴
史
的
・
社
会
的
事
実
で

あ
り
、
そ
れ
が
国
民
1

国
家
に
さ
し
は
き
む
亀
裂
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

I

の
印
象

司
会

寺
田

光

雄

こ
こ
で
な
さ
れ
た
三
つ
の
報
告
の
研
究
対
象
は
、
地
理
的
位
置
に
関
し

て
い
え
ば
「
日
本
」
「
沖
縄
」
「
メ
キ
シ
コ
」
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
の

研
究
者
が
圧
倒
的
に
多
い
本
学
会
の
構
成
か
ら
す
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ー
な
存

在
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
す
で
に
、
本
学
会
へ
の
問
い
か
け
が
は
ら

ま
れ
て
い
る
が
、
三
報
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
戦
後
日
本
思
想
史
研
究
の
な
か

の
民
間
学
的
流
れ
、
伊
波
普
猷
と
沖
縄
の
「
法
的
救
済
」
、
メ
キ
シ
コ
へ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
知
の
移
植
と
支
配
の
構
図
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
そ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
と
も
に
、
大
き
く
見
て
、
近
代
知
と
そ
れ
ぞ
れ
の

現
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
広
が
り
の
あ
る
問
題
提
起
を
き
れ
た
。
冨
山

報
告
の
場
合
は
そ
の
点
に
つ
い
て
直
接
語
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
伊
波

と
「
沖
縄
」
を
扱
っ
た
こ
と
で
、
「
日
本
」
の
近
代
化
を
、
伊
波
自
身
も
く

ぐ
り
ぬ
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
自
の
学
の
制
度
と
そ
れ
に
対
す
る
伊
波
の
知

の
配
置
も
含
め
て
、
照
射
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
の
独
自
の
意
味
に
つ
い
て
は
各
報
告
要
旨
に
委
ね
、

こ
こ
で
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
準
備
す
る
な
か
で
も
っ
た
感
想
を
二
言
記
し

た
し今

日
、
批
判
的
知
性
が
、
歴
史
的
対
象
を
扱
、7
場
合
、
自
己
の
存
在
す
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る
時
代
や
地
理
的
位
置
と
の
関
係
(
あ
る
い
は
無
関
係
)
を
自
覚
し
、
そ
れ

を
位
置
づ
け
つ
つ
か
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
性
は
、
以
前
よ
り
も
強

ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
発
展
段
階
史
観
や
理
念
先
行
的
な
比
較
法
で

は
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
グ
自
己
の
存
在
す

る
地
理
的
位
置
。
と
い
う
こ
と
だ
が
、
「
外
国
」
を
研
究
テ
l

マ
と
す
る
本

学
会
の
多
数
の
会
員
は
、
ど
こ
に
自
分
の
表
象
の
主
な
中
身
や
判
断
基
準

を
も
っ
て
い
る
の
か
、
い
や
日
本
研
究
者
の
場
合
で
も
「
日
本
」
の
ど
の

よ
う
な
地
域
に
立
っ
て
階
層
や
関
係
性
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
表
象
し
な
が

ら
、
対
象
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
。
例
示
と
し
て
、
冨
山
氏
の
著
書
に

ふ
れ
る
と
、
氏
は
最
初
の
著
書
『
近
代
日
本
社
会
と
「
沖
縄
人
」
』
ご
九
九

O
年
)
「
あ
と
が
き
」
で
は
、
対
象
で
あ
る
「
沖
縄
」
と
自
己
と
の
距
離
に

つ
い
て
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
近
年
の
論
文
「
動
員
さ
れ
る
身
体
」
(
一
九

九
七
年
)
の
カ
ナ
カ
人
に
つ
い
て
の
歴
史
研
究
で
は
対
象
と
の
距
離
が
か

な
り
埋
ま
り
、
今
回
の
報
告
で
は
「
沖
縄
」
に
す
っ
か
り
内
在
さ
れ
た
よ

う
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
う
し
た
対
象
認
識
の
深
化
は
そ
の
対
象
の
複
雑

さ
の
と
き
ほ
ぐ
し
の
進
展
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
自
己
の
足
元
の
見
取

図
に
つ
い
て
の
認
識
に
も
は
ね
か
え
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た

相
E
深
化
の
過
程
に
つ
い
て
も
、
冨
山
氏
に
か
ぎ
ら
ず
お
聞
き
し
た
い
も

の
だ
と
思
っ
た
。
こ
う
し
た
問
い
か
け
に
よ
っ
て
、
個
別
研
究
成
果
が
相

互
に
よ
り
多
く
の
接
点
を
も
っ
て
対
話
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。

シンポジウム21 
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孝阪上修金森〔報告〕

秀夫佐藤

浩司中山〔司会〕

科
学
的
事
実
の
社
会
的
構
成
と
い
う

視
点
が
も
っ
射
程

愛知大学豊橋校舎〉

金
森

修

履
歴

く1999年10月 11 日

現
代
科
学
論
(
月
日
百
円
2
Z
&
g
)

の
重
要
な
一
角
を
な
す
社
会
構
成
主

義
(
印R
E
g

ロ
2
2
2
ミ
U
B
)
は
、
ポ
ス
ト
マ
l

ト
ン
期
の
科
学
社
会
学

の
な
か
で
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
「
科
学
知
識
の
社
会
学
」
(
8
2

・

色
。
唱
え
円
ぽ
E
Z
m
n
r
g
三
色
問
クωω
関
)
の
主
要
な
特
徴
を
一
言
で
表
現

し
う
る
貴
重
な
規
定
で
あ
る
。
科
学
的
知
識
が
ど
う
い
う
意
味
で
「
社
会

的
な
構
成
物
」
で
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
問
題
構
制
は
、
ご
く
自
然
な
流

れ
と
し
て
出
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
マ
l

ト
ン
ら
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
学
派

は
科
学
的
事
象
を
社
会
学
的
に
扱
う
と
き
に
も
あ
く
ま
で
も
科
学
的
理
論

や
概
念
そ
の
も
の
を
扱
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
研
究
制
度
の
分

析
、
報
償
体
制
や
評
価
制
度
の
分
析
、
規
範
論
、
階
層
論
、
引
用
分
析
な

ど
に
外
在
的
な
眼
差
し
を
投
げ
か
け
る
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
普
通
、
客
観
的
で
普
遍
的
な
知
識
の
代
表
格
と
見
な
さ
れ
る
自

然
科
学
的
な
知
識
群
も
ま
た
、
そ
れ
が
生
産
さ
れ
る
時
代
の
文
化
的
拘
束
、

社
会
的
文
脈
、
政
治
的
背
景
な
ど
か
ら
自
由
な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
そ

の
意
味
で
社
会
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
を
大
枠
と
す
る
S
S
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K

の
著
作
群
が
一
九
七
0
年
代
半
ば
く
ら
い
か
ら
徐
々
に
自
分
た
ち
の
研

究
綱
領
を
立
ち
上
げ
始
め
た
。
は
じ
め
の
内
は
、
そ
れ
ま
で
科
学
史
学
に

と
っ
て
重
要
な
二
大
潮
流
と
見
な
さ
れ
て
い
た
イ
ン
タ
ー
ナ
ル
ア
プ
ロ
ー

チ
と
エ
ク
ス
タ

l

ナ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
の
両
陣
営
に
対
す
る
位
置
づ
け
を
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
も
ち
ろ
ん
エ
ク
ス
タ
l

ナ
ル
ア
プ
ロ
ー

チ
の
一
派
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ナ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判
す
る
戦
略
が
と

ら
れ
た
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
エ
ク
ス
タ

l

ナ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
構
成

す
る
科
学
社
会
学
が
上
記
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
学
派
に
席
巻
き
れ
て
い
た
の

で
、
そ
れ
を
も
批
判
す
る
と
い
う
両
面
作
戦
を
S
S
K

は
と
っ
た
。
そ
れ

は
例
え
ば
パ
l

ン
ズ
(
回
・
回
同52
)
の
『
科
学
的
知
識
と
社
会
学
的
理
論
』

(
一
九
七
四
)
な
ど
に
明
瞭
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
S
S
K

の
歴
史
に
と
っ
て
特
記
す
べ
き
な
の
は
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
立

ち
上
が
っ
た
ば
か
り
の
揺
箆
期
に
既
に
、
ス
ト
ロ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い

う
強
い
内
容
を
も
っ
綱
領
を
大
々
的
に
宣
言
し
た
プ
ル
ア
(
u
g
g
円
)
の

『
数
学
の
社
会
学
』
(
一
九
七
六
)
が
公
刊
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ

の
ス
ト
ロ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
科
学
的
理
論
を
説
明
す
る
際
に
因
果
性
、

不
偏
性
、
対
称
性
、
反
射
性
を
満
た
す
べ
し
と
い
う
綱
領
で
あ
る
。
そ
の

な
か
で
は
対
称
性
原
理
が
最
も
特
徴
的
で
最
も
重
要
な
も
の
と
い
っ
て
よ

か
ろ
う
。
そ
れ
は
正
し
い
理
論
と
間
違
っ
た
理
論
を
説
明
す
る
際
に
、
前

者
は
客
観
的
実
在
と
の
写
像
に
成
功
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
正
し
く
、
後
者

は
政
治
的
、
歴
史
的
、
社
会
的
な
ど
科
学
外
的
な
要
因
に
よ
る
歪
曲
が
あ

っ
た
た
め
に
間
違
っ
た
、
な
ど
と
い
う
よ
う
な
、
理
論
の
正
否
に
対
す
る

非
対
称
的
な
説
明
を
与
え
な
い
と
い
う
目
標
設
定
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
ブ

ル
ア
自
身
は
こ
の
綱
領
宣
言
の
あ
と
に
、
普
通
最
も
非
歴
史
的
で
普
遍
的

シンポジウム23 

な
知
識
と
さ
れ
る
数
学
を
あ
え
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
ス
ト
ロ
ン
グ
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
適
用
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
数
理
哲
学
史
上
の
ミ
ル
へ
の
再

評
価
な
ど
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
論
点
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
基

本
的
に
は
ス
ト
ロ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
宣
言
は
あ
く
ま
で
も
宣
言
に
留
ま

っ
た
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
だ
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ

よ
、
『
数
学
の
社
会
学
』
はS
S
K

の
高
ら
か
な
学
問
的
生
誕
を
告
げ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
後
プ
ル
ア
を
中
心
に
、
バ
l

ン
ズ
、
マ
ツ
ケ
ン
ジ

l
B


富
田
口
問B
N
E
、
エ
ッ
ジ
(
り
・
開
企
巾
)
な
ど
の
学
者
た
ち
が
い
わ
ゆ
る
「
エ

ジ
ン
パ
ラ
学
派
」
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
コ
リ
ン
ズ

(
出
h
o
-
-古
田
)
、
ピ
ン
チ
(
づ
ヨ
ロ
ロ
ゲ
)
、
ト
ラ
ヴ
ィ
ス
(
巴
吋
5
4
5
)ら
の

「
パl

ス
学
派
」
と
並
ん
で
、S
S
K

の
世
界
的
な
拠
点
と
し
て
学
説
史
上

に
名
を
残
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

き
て
そ
の
後
「
科
学
的
知
識
の
社
会
構
成
主
義
」
は
ど
の
よ
う
な
学
問

的
盛
衰
を
辿
る
の
だ
ろ
う
か
。
概
括
的
な
烏
瞭
を
あ
え
て
行
っ
て
お
く
な

ら
、
文
献
的
に
は
だ
い
た
い
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。

七
0
年
代
の
後
半
は
メ
ン
デ
ル
ゾ
i

ン
ら
が
編
集
し
た
『
科
学
的
知
識

の
社
会
的
構
佐
(
一
九
七
七
)
や
パ

l
ン
ズ
ら
の
『
自
然
の
秩
(
取
』
(
一
九

七
九
)
な
ど
の
よ
う
な
数
冊
の
論
文
集
が
公
刊
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
は
特

に
『
自
然
の
秩
序
』
が
、
科
学
論
に
お
け
る
社
会
構
成
主
義
と
い
う
、
そ

の
時
点
で
ま
だ
学
問
と
し
て
若
々
し
い
時
代
の
刷
新
的
な
雰
囲
気
に
溢
れ

て
い
る
。
し
か
も
そ
の
序
論
で
は
、
か
つ
て
科
学
史
学
を
二
分
し
た
イ
ン

タ
ー
ナ
ル
・
エ
ク
ス
タ
l

ナ
ル
論
が
既
に
重
要
性
を
失
い
、
大
き
く
後
退

し
た
と
い
う
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
八
三
年
の
論
文
集
『
観
察

さ
れ
る
科
学
」
で
は
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
!
や
一
言
説
分
析
な
ど
、
科
学
論
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で
の
社
会
構
成
主
義
を
よ
り
理
論
的
に
洗
練
さ
せ
る
た
め
の
方
法
論
的
な

拡
張
へ
の
内
省
的
考
察
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の

時
期
、
社
会
構
成
主
義
は
順
調
に
成
熟
し
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
い
。

そ
し
て
そ
の
論
文
集
の
時
代
を
経
て
、
科
学
的
知
識
の
社
会
構
成
主
義

は
そ
の
後
一
O
年
前
後
に
わ
た
る
時
期
に
次
の
よ
う
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

を
生
み
出
し
た
(
も
ち
ろ
ん
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
)
。

マ
ッ
ケ
ン
ジ
l

「
イ
ギ
リ
ス
の
統
計
学
、
一
八
六
五
i

一
九
三
O
」
(
一

九
八
二

コ
リ
ン
ズ
・
ピ
ン
チ
『
意
味
の
枠
』
(
一
九
八
二
)

ピ
ッ
カ
リ
ン
グ
「
ク
ォ
!
ク
を
構
成
す
る
』
(
一
九
八
四
)

シ
ェ
イ
ピ
ン
・
シ
ェ
イ
プ
ァ

l

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
と
空
気
ポ
ン
プ
』

(
一
九
八
五
)

ピ
ン
チ
『
自
然
と
対
決
す
る
」
(
一
九
八
六
)

ラ
ト
ゥ
l

ル
『
科
学
が
作
ら
れ
て
い
る
と
き
」
(
一
九
八
七
)

ハ
ラ
ウ
ェ
イ
『
霊
長
類
の
見
方
』
(
一
九
八
九
)

ジ
ャ
ザ
ノ
フ
『
第
五
部
門
』
(
一
九
九

ω
)

そ
れ
ぞ
れ
順
に
、
マ
ツ
ケ
ン
ジ
l

は
統
計
学
、
コ
リ
ン
ズ
・
ピ
ン
チ
は

ユ
リ
ゲ
ラ
l

の
ス
プ
ー
ン
曲
げ
な
ど
科
学
と
非
科
学
の
境
界
事
例
を
巡
る

議
論
、
ピ
ッ
カ
リ
ン
グ
は
七

0
年
代
に
お
け
る
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
物
理
学
の

学
問
的
布
置
の
変
化
を
巡
る
議
論
、
シ
ェ
イ
ピ
ン
・
シ
ェ
イ
プ
ァ
l

は
一

七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
実
験
科
学
興
隆
期
に
お
け
る
ホ
ッ
プ
ス
と
ボ
イ
ル
の

論
争
に
つ
い
て
、
ピ
ン
チ
は
太
陽
ニ
ュ
i

ト
リ
ノ
の
測
定
問
題
を
巡
る
議

論
、
ラ
ト
ゥ
l

ル
は
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
に
基
づ
く
、
科
学
者

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
を
巡
る
理
論
的
著
作
、
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
は
霊
長
類
学

と
自
然
人
類
学
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
l

ズ
的
な
研
究
、
ジ
ャ
ザ

ノ
フ
は
食
品
薬
品
局
や
環
境
庁
な
ど
を
巡
る
科
学
政
策
の
分
析
を
扱
っ
た

も
の
で
あ
る
。

科
学
的
知
識
の
社
会
構
成
主
義
の
最
盛
期
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
、
つ
ま

り
一
九
八
0
年
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
九
0
年
代

に
入
る
と
、
リ
ン
チ
の
「
科
学
的
実
践
と
日
常
行
為
』
(
一
九
九
三
)
、
ピ
ツ

カ
リ
ン
グ
の
『
実
践
と
い
う
ロ
l
久
日
』
(
一
九
九
五
)
、
ジ
ャ
ザ
ノ
フ
の
『
法

廷
に
お
け
る
礼
会
(
一
九
九
五
)
な
ど
の
野
心
作
が
公
刊
き
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
は
自
ら
の
学
問
的
伝
統
自
体
を
僻
撤
し
て

回
顧
し
た
り
す
る
議
論
が
徐
々
に
多
く
な
り
、
学
問
的
に
は
既
に
退
潮
期

に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。
そ
の
撤
退
的
で
衰
退
的
な

雰
同
気
は
特
に
グ
ロ
ス
・
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
激
し
い
科
学
論
た
た
き

「
高
次
の
退
官
」
(
一
九
九
四
)
な
ど
が
公
刊
さ
れ
る
に
及
び
、
一
層
明
ら
か

な
も
の
に
な
っ
た
。
『
高
次
の
迷
信
」
は
、
社
会
構
成
主
義
だ
け
で
な
く
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
科
学
論
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
環
境
保
護
運
動
、
エ
イ
ズ
ア
ク
テ

ィ
ヴ
イ
ズ
ム
な
ど
、
現
代
科
学
論
を
構
成
す
る
多
様
な
立
場
を
包
括
的
に

極
め
て
激
し
く
批
判
し
、
い
わ
ゆ
る
サ
イ
エ
ン
ス
・
ウ
ォ
l

ズ
勃
発
の
契

機
と
も
な
っ
た
文
献
だ
。
社
会
構
成
主
義
を
特
に
目
標
比
し
た
目
に
つ
く

批
判
と
し
て
は
そ
れ
以
外
に
も
コ
l

ル
肋
『
科
学
を
作
る
』
(
一
九
九
二
)
、

ハ
ツ
キ
ン
グ
の
『
何
の
社
会
構
成
な
の
か
」
(
一
九
九
九
)
な
ど
が
あ
る
。

『
科
学
を
作
る
』
は
社
会
学
者
の
立
場
か
ら
の
批
判
だ
が
、
た
だ
コl
ル
は

7
1
ト
ン
学
派
の
学
統
を
引
き
継
ぐ
人
な
の
で
、
科
学
社
会
学
内
部
に
お

け
る
覇
権
争
い
の
意
味
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
ツ
キ
ン
グ
の
も
の

は
古
典
的
実
在
論
に
近
い
立
場
か
ら
な
き
れ
た
、
哲
学
的
な
批
判
だ
と
い
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え
る
。
こ
の
種
の
批
判
、
内
部
的
な
自
己
反
省
、
S
T
S

と
い
う
新
た
な

潮
流
の
勃
興
な
ど
の
一
連
の
事
実
に
よ
っ
て
、
科
学
的
知
識
の
社
会
構
成

主
義
は
ゆ
っ
く
り
と
衰
退
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

特
徴
と
問
題
点

第 II部

科
学
的
知
識
の
社
会
構
成
主
義
が
も
っ
存
在
論
は
明
ら
か
に
広
義
の
反

実
在
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
科
学
的
概
念
が
「
客
観
的
実
在
」
と
の
聞
に
写

像
的
な
関
係
を
も
っ
と
い
う
描
像
を
多
様
な
観
点
か
ら
突
き
崩
す
こ
と

を
、
そ
の
主
要
な
任
務
に
し
て
き
た
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
新
科
学
哲
学
や
、

よ
り
広
義
の
科
学
哲
学
が
作
り
上
げ
て
き
た
「
観
察
の
理
論
負
荷
性
」
や

「
理
論
の
決
定
不
全
性
」
の
議
論
な
ど
も
、
適
宜
援
用
さ
れ
て
き
た
。
だ
が

あ
く
ま
で
も
社
会
構
成
主
義
は
、
そ
れ
ら
抽
象
的
な
哲
学
的
背
景
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
も
、
あ
ま
り
そ
れ
は
前
面
に
は
押
し
出
き
ず
に
、
実
際
の

個
別
事
例
の
な
か
か
ら
そ
の
哲
学
的
主
張
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
と
い
う

ケ
l

ス
ス
タ
デ
ィ
に
カ
を
入
れ
て
き
た
。
そ
の
個
別
事
例
が
ど
の
程
度
の

説
得
力
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
が
彼
ら
の
仕
事
の
価
値
を
決
め
る
。

そ
の
際
の
議
論
構
成
に
は
概
略
的
に
見
て
二
つ
の
手
法
が
と
ら
れ
た
。

ま
ず
は
あ
る
個
別
の
科
学
的
理
論
や
概
念
が
、
そ
れ
が
主
張
さ
れ
る
同
時

代
の
科
学
外
的
な
文
脈
と
実
は
ど
の
程
度
関
連
し
て
い
る
の
か
、
を
巡
る

分
析
。
つ
ま
り
通
常
は
自
律
的
な
知
識
と
さ
れ
る
科
学
を
、
社
会
的
文
脈

の
な
か
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
世
紀
終
盤
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
物
理
学
者
た
ち
が
盛
ん
に
唱
え
た
エ
ー
テ
ル
論
は
、
同

時
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
産
業
社
会
が
も
た
ら
す
「
精
神

的
な
荒
廃
」
、
つ
ま
り
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
i

的
な
社
会
秩
序
の
形
成
、
個
人
主
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義
や
拝
金
主
義
の
蔓
延
な
ど
に
対
し
て
物
理
学
者
が
反
感
を
も
ち
、
非
物

質
的
で
、
な
お
か
つ
物
質
界
を
統
合
す
る
高
次
原
理
と
し
て
エ
ー
テ
ル
を

導
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
主
張
さ
れ
た
も
の
だ
な
ど
と
い
う
分
析
が

あ
る
。
こ
の
場
合
、
エ
ー
テ
ル
は
物
理
学
的
な
概
念
だ
が
、
そ
れ
を
単
に

物
理
学
内
部
の
概
念
史
的
水
準
だ
け
で
排
他
的
に
見
て
い
た
の
な
ら
、
そ

の
意
味
が
十
分
に
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
科
学

的
概
念
や
科
学
的
理
論
が
社
会
的
文
脈
か
ら
ま
っ
た
く
超
絶
し
た
自
律
性

を
も
っ
、
と
い
う
古
典
的
テ
ー
ゼ
は
こ
こ
に
留
保
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。次

に
、
科
学
哲
学
な
ど
が
と
も
す
れ
ば
自
明
の
も
の
と
見
な
し
が
ち
な
、

資
料
収
集
と
仮
説
設
定
、
そ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
の
実
験
、
そ
の
再

検
証
な
ど
と
い
う
一
連
の
手
続
き
が
、
実
際
の
科
学
的
知
識
生
産
に
お
い

て
は
そ
の
通
り
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
理

論
と
デ
l

タ
と
の
関
係
は
一
義
的
で
確
実
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
主
張
で
あ
る
。
例
え
ば
ジ
ョ
セ
フ
・
ウ
ェ
l

パ
!
の
重
力
波
測
定
実
験

を
巡
る
論
争
史
、
太
陽
ニ
ュ
l

ト
リ
ノ
測
定
実
験
の
沿
革
、
ア
ン
ガ
ー
に

よ
る
記
憶
物
質
論
(
ス
コ
ト
フ
ォ
ビ
ン
)
の
事
例
な
ど
が
具
体
的
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
明
確
で
実
定
的
な
決

着
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
、
不
確
定
な
収
数
し
か
起
こ
し
て
い
な
い
。
科

学
的
事
実
が
宗
教
的
信
念
や
社
会
的
事
象
に
比
べ
て
遥
か
に
確
実
で
明
断

な
意
味
充
実
を
経
験
し
て
い
る
、
と
い
う
常
識
的
な
描
像
は
、
こ
れ
ら
の

事
例
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
に
も
、
研
究
施
設
内
部
に
お
け
る
実
験
装
置
の
配
置
や
素
材

の
多
様
性
な
ど
へ
の
着
目
を
行
う
「
指
標
性
」
概
念
の
強
調
(
ク
ノl
ル
・
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セ
テ
イ
刊
)
や
、
知
識
生
産
の
局
在
的
性
格
を
強
調
し
た
も
の
(
ラ
ウ
(
烈
)
、

科
学
的
テ
ク
ス
ト
が
も
っ
修
辞
的
場
面
に
着
目
し
た
も
の
(
?
イ
ヤ
し
烈
)

な
ど
、
多
少
と
も
社
会
構
成
主
義
の
一
翼
を
担
う
多
様
な
業
績
が
あ
る
。

総
じ
て
社
会
構
成
主
義
は
、
非
自
律
性
へ
の
着
目
に
よ
っ
て
科
学
の
社

会
的
特
権
性
を
否
定
し
、
不
確
実
性
や
多
義
性
へ
の
着
目
、
さ
ら
に
は
偶

然
性
や
状
況
依
存
性
へ
の
着
目
に
よ
っ
て
も
科
学
の
認
識
論
的
特
権
性
を

否
定
し
た
。
そ
し
て
局
在
性
へ
の
着
目
に
よ
っ
て
科
学
の
普
遍
性
に
も
留

保
を
与
え
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
議
論
は
、
従
来
科
学
が
も
っ
て
い
た
多

層
的
な
特
権
性
を
す
べ
て
剥
奪
す
る
方
向
に
働
い
た
。
そ
れ
は
機
能
的
に

は
、
外
部
つ
ま
り
他
の
社
会
セ
ク
タ
ー
が
科
学
に
実
質
的
な
介
入
を
す
る

こ
と
を
許
す
よ
う
な
含
意
を
も
っ
。
だ
か
ら
科
学
的
知
識
の
社
会
構
成
主

義
が
も
っ
社
会
的
意
味
、
科
学
政
策
的
な
意
味
は
大
き
い
。
二
O
年
に
わ

た
る
彼
ら
の
努
力
は
十
分
評
価
で
き
る
。

だ
が
議
論
に
自
己
駆
動
的
な
力
が
掛
か
り
、
例
え
ば
物
理
法
則
そ
の
も

の
が
社
会
構
成
で
あ
る
か
の
よ
う
な
も
の
の
い
い
方
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

も
な
る
と
、
説
得
力
は
失
わ
れ
る
に
至
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
議
論
は
単
に

自
己
満
足
的
な
も
の
に
な
る
傾
向
を
帯
び
、
科
学
者
の
失
笑
と
反
感
を
招

く
だ
け
の
も
の
に
な
る
。
だ
か
ら
議
論
構
成
に
は
あ
く
ま
で
も
慎
重
き
を

失
わ
ず
、
極
論
の
せ
い
で
他
の
よ
り
妥
当
な
議
論
ま
で
も
が
同
時
に
放
棄

さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
O
年
に
わ
た
る
社
会
構
成
主
義
の
歴
史
は
、
理

論
的
刷
新
、
充
実
、
過
剰
判
断
と
い
う
あ
る
意
味
で
は
実
に
典
型
的
な
栄

枯
盛
衰
を
経
た
一
つ
の
知
的
冒
険
と
し
て
、
こ
の
上
な
く
貴
重
な
資
料
で

あ
る
。
そ
れ
を
単
な
る
古
文
書
と
し
て
埋
没
さ
せ
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
最

良
の
部
分
を
端
的
に
忘
却
し
、
彼
ら
の
最
悪
の
部
分
を
将
来
再
ぴ
繰
り
返

す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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万
国
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会

シンポジウム

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
意
図
は
、
思
想
が
社
会
的
・
政
治
的
な
力
を
も

っ
言
説
と
し
て
成
長
し
流
通
す
る
う
え
で
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
メ
デ
ィ

ア
、
つ
ま
り
制
度
や
装
置
や
組
織
な
ど
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、

社
会
思
想
史
を
考
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
私
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
期

の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
展
開
を
取
り
上
げ
な
が

ら
、
こ
の
間
題
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
一
九
世
紀
に
成
長
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
、
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そ
の
主
な
内
容
は
次
の
四
点
で
す
。
山
科
学
研
究
は
宗
教
や
政
治
か
ら
独

立
し
た
活
動
で
あ
る
こ
と
、
∞
科
学
は
社
会
と
国
家
に
有
用
で
あ
り
、
国

家
の
繁
栄
は
科
学
研
究
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
、ω
科
学
研
究
が
金
と
暇

の
あ
る
個
人
の
個
人
的
営
為
で
あ
っ
た
時
代
は
終
わ
り
、
科
学
研
究
の
組

織
化
が
現
代
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
、
附
し
た
が
っ
て
、
科
学
の
職

業
と
し
て
の
確
立
と
国
家
に
よ
る
研
究
支
援
が
不
可
欠
の
課
題
で
あ
る
こ

と
、
で
す
。

科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
展
開
の
直
接
的
契
機
は
万
国
博
覧
会
で
す
。

万
博
が
こ
の
時
代
に
果
た
し
た
最
大
の
役
割
は
『
エ
ジ
ン
パ
ラ
・
レ
ヴ
ユ

i

」
の
い
う
よ
う
に
「
諸
国
民
の
産
業
状
態
の
比
較
」
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
比
較
は
工
業
技
術
と
い
う
同
一
の
平
面
で
行
な
わ
れ
る
だ
け
に
、
参

加
各
国
の
競
争
心
を
煽
り
ま
す
。
自
由
貿
易
の
進
展
と
万
博
は
技
術
の
伝

播
を
促
進
す
る
か
ら
、
か
つ
て
の
技
術
的
優
位
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と

は
あ
り
え
な
い
。
各
国
は
優
位
を
占
め
る
た
め
だ
け
で
な
く
現
在
の
地
位

を
保
持
す
る
た
め
に
も
た
え
ず
新
し
い
発
明
へ
、
新
技
術
の
開
発
へ
と
自

ら
を
駆
り
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
科
学
技
術
を
対
象
と
し

て
、
「
競
争
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
(
中
岡
哲
郎
)
が
成
長
す
る
。
つ
ま
り
、

自
国
の
偉
大
き
を
誇
る
の
で
な
く
、
反
対
に
自
国
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
に

敏
感
で
、
そ
の
立
ち
遅
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
進
ん
だ
他
国
に
学
ぶ
こ
と

を
訴
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
す
。

ロ
ン
ド
ン
万
博
は
、
展
示
き
れ
た
工
業
製
品
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

大
量
の
鉄
柱
と
ガ
ラ
ス
を
用
い
て
建
造
さ
れ
た
会
場
に
お
い
て
も
、
イ
ギ

リ
ス
の
科
学
と
工
業
の
圧
倒
的
な
力
を
誇
示
し
ま
し
た
が
、
こ
の
万
博
の

さ
い
に
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
の
工
業
的
優
位
の
危
う
さ
を
訴
え
る
声
が
起
こ
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り
ま
す
。
万
博
の
実
行
委
員
だ
っ
た
ラ
イ
ア
ン
・
プ
レ
イ
フ
ェ
アl
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
工
業
的
優
位
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
「
実
用
的
精
神
」
の
産
物
だ

が
、
今
や
産
業
競
争
を
左
右
す
る
の
は
「
知
性
の
競
争
」
だ
か
ら
、
実
用

的
精
神
だ
け
で
勝
利
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
述
べ
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
科
学
技
術
に
対
す
る
憂
慮
の
声
は
、
万
博
が
回
を
重
ね
る

ご
と
に
高
ま
り
ま
す
。
『
エ
ジ
ン
パ
ラ
・
レ
ヴ
ュ
l

』
は
一
八
六
九
年
に
こ

れ
ま
で
の
万
博
を
総
括
し
て
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
に
く
ら
べ
て
、
イ
ギ

リ
ス
の
技
術
は
明
ら
か
に
凋
落
の
道
を
た
ど
っ
て
い
る
、
と
書
き
ま
す
。

「
彼
ら
の
方
が
学
ぶ
の
が
う
ま
く
、
模
倣
に
か
ん
し
て
賢
明
だ
か
ら
で
あ

る
。
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
博
は
世
界
中
に
こ
の
こ
と
を
一
証
明
し
た
」
。

こ
う
し
た
危
機
感
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
国
家
に
よ
る
科
学
の
振
興
を

訴
え
る
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
が
活
躍
を
始
め
ま
す
。
そ
の
中
心
に

な
っ
た
の
は
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
l

・
ス
ト
レ
ン
ジ
で
す
。
ス
ト
レ
ン
ジ
は
イ

ン
ド
植
民
地
軍
の
測
量
部
で
測
量
機
械
の
設
計
や
改
善
、
中
央
イ
ン
ド
の

測
量
に
非
凡
な
技
量
を
示
し
て
大
佐
に
昇
進
し
た
の
で
す
が
、
病
を
得
て

帰
国
し
、
そ
の
後
は
天
文
学
会
や
ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
の
会
員
と
し

て
活
躍
し
ま
す
。
き
き
に
要
約
し
た
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
四
つ
の
内

容
を
最
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
展
開
し
た
の
は
ス
ト
レ
ン
ジ
で
す
。
一
八
六

九
年
に
創
刊
さ
れ
た
「
ネ
イ
チ
ャ
l

』
誌
と
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
政
策
の
検

討
を
目
的
と
し
て
一
八
七
O
年
に
設
け
ら
れ
た
デ
ヴ
オ
ン
シ
ャ
l

委
員
会

は
、
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
展
開
と
流
通
を
支
え
た
代
表
的
な
メ
デ
ィ

ア
、
組
織
で
す
。

デ
ヴ
オ
ン
シ
ャ
I

委
員
会

一
八
六
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
科
学
振
興
協
会

(
B
A
A
S
)の
数
学
・
物
理

学
部
会
に
ス
ト
レ
ン
ジ
が
「
自
然
科
学
の
進
歩
を
保
証
す
る
た
め
の
国
家

の
介
入
の
必
要
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
ペ
ー
パ
ー
を
提
出
し
ま
す
。
イ
ギ

リ
ス
の
科
学
支
援
体
制
に
つ
い
て
実
情
調
査
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
の
が

そ
の
趣
旨
で
す
。
B
A
A
S

は
こ
の
提
言
を
受
け
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
ま
す
。
支
援
は
ま
っ
た
く
不
十
分
だ
と
い
う
調
査
結
果
に
も
と
づ

い
て
、
B
A
A
S

は
政
府
に
働
き
か
け
、
政
府
は
一
八
七
O
年
に
「
科
学

教
育
お
よ
び
科
学
振
興
に
か
ん
す
る
王
立
委
員
会
」
|
|
デ
ヴ
オ
ン
シ
ャ

l

委
員
会
ー
ー
ー
を
設
置
し
ま
す
。
委
員
会
は
多
く
の
科
学
者
・
政
治
家
か

ら
意
見
を
聴
取
し
、
八
つ
の
報
告
書
を
ま
と
め
ま
す
。

デ
ヴ
オ
ン
シ
ャ
l

委
員
会
の
設
置
は
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
l

グ
た
ち
が
持

論
を
展
開
す
る
好
機
に
な
り
ま
し
た
。
『
ネ
イ
チ
ャ
l

』
は
毎
号
の
よ
う
に

科
学
振
興
、
研
究
助
成
を
求
め
る
論
説
を
掲
載
し
ま
す
。
「
ネ
イ
チ
ヤ
|
』

の
論
説
や
デ
ヴ
オ
ン
シ
ャ
l

委
員
会
で
の
科
学
者
の
証
言
に
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
科
学
研
究
の
立
ち
遅
れ
と
沈
滞
を
告
発
す
る
発
言
が
溢
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
憂
慮
す
べ
き
現
状
を
も
た
ら
し
た
直
接
的
原
因
は
、
教
育
か
ら

区
別
さ
れ
た
科
学
研
究
が
職
業
と
し
て
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
の
助

成
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
一
致
し
た
意

見
で
す
。
あ
る
科
学
者
は
デ
ヴ
オ
ン
シ
ャ
l

委
員
会
で
「
現
在
、
人
は
科

学
の
研
究
で
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
:
:
:
こ
の
国
で
独
立
の
生

計
手
段
を
も
た
な
い
人
々
が
科
学
の
研
究
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
授
業
と
い
う
厳
し
い
労
働
の
合
間
だ
け
な
の
だ
L
と
証
言
し
て
い
ま



す
。科

学
の
イ
デ
オ
ロ
l

グ
が
も
っ
と
根
本
的
だ
と
考
え
た
の
は
科
学
行
政

の
効
率
化
、
組
織
化
で
す
。
「
こ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
の
政
府
が
科
学
に
か
ん

す
る
義
務
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
ほ
ん
の
一
つ
の
例
も
、
私
は
知
ら
な

い
」
と
ス
ト
レ
ン
ジ
は
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
克
服
す
る
た
め
に

は
科
学
者
で
構
成
さ
れ
る
科
学
諮
問
会
議
と
科
学
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の

問
題
を
扱
う
科
学
大
臣
を
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
が
彼
の
意

見
で
す
。

科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

第 H部

さ
き
に
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
容
を
四
点
に
要
約
し
ま
し
た
が
、

少
し
詳
し
く
見
ま
し
ょ
う
。

第
一
点
の
科
学
の
独
立
性
の
主
張
は
、
さ
ら
に
科
学
が
宗
教
に
取
っ
て

代
わ
り
、
科
学
が
政
治
を
指
導
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
発
展
し
ま
す
。

一
八
七
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
科
学
振
興
協
会
の
総
会
で
、
会
長
の
チ
ン
ダ
ル

は
宗
教
的
自
然
観
を
攻
撃
す
る
開
会
講
演
を
行
な
い
ま
す
。
自
然
現
象
は

自
然
の
み
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
宗
教
は
科
学
研

究
に
た
い
す
る
監
督
権
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
そ

の
主
旨
で
す
。
さ
ら
に
、
優
生
学
の
提
唱
者
の
ゴ
ル
ト
ン
は
「
イ
ギ
リ
ス

の
科
学
者
』
で
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
や
イ
ギ
リ
ス
科
学
振
興
協
会

な
ど
の
主
だ
っ
た
科
学
者
団
体
の
一
八
五
O
年
か
ら
一
八
七
O
年
ま
で
の

期
間
の
評
議
員
六
六
O
人
の
う
ち
聖
職
者
は
一
六
人
に
す
ぎ
な
い
、
こ
の

こ
と
は
聖
職
者
が
科
学
の
研
究
に
向
い
て
い
な
い
こ
と
を
統
計
的
に
示
す

も
の
だ
、
と
述
べ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
オ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
に
た
い
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す
る
国
教
会
の
支
配
の
変
革
を
求
め
る
も
の
で
し
た
。

し
か
し
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
と
っ
て
、
も
っ
と
直
接
的
な
問
題
は

政
治
家
の
科
学
的
無
知
で
し
た
。
「
ア
ヴ
オ
ン
シ
ャl
委
員
会
は
第
六
報
告

で
「
国
の
物
質
的
利
益
に
対
す
る
科
学
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
上
流
お
よ
び
中
流
階
級
の
教
育
か
ら
科
学
が
ほ
と
ん
ど
完
全

に
除
か
れ
て
い
る
こ
と
は
国
家
的
不
幸
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述

べ
て
い
ま
す
。

政
党
政
治
も
批
判
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
政
党
政
治
は
地
位
と
権
力
を

維
持
な
い
し
獲
得
す
る
た
め
の
政
党
の
闘
争
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
手
段

は
「
煽
動
」
で
あ
る
。
煽
動
の
目
的
は
自
分
た
ち
が
天
使
で
あ
り
、
敵
対

者
は
悪
魔
だ
と
信
じ
込
ま
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
煽
動
を
手
法
と
す
る
政
治

の
も
と
で
は
、
合
理
的
な
議
論
や
判
断
は
あ
り
え
な
い
。
「
政
治
は
依
然
と

し
て
政
党
の
偏
見
と
個
人
的
非
難
で
満
た
さ
れ
た
無
秩
序
状
態
同
然
で
あ

る
」
。
『
ネ
イ
チ
ャl
」
誌
の
論
説
は
こ
う
批
判
し
て
い
ま
す
。
二
O
世
紀

に
入
っ
て
、
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
l

グ
た
ち
は
政
治
改
革
の
必
要
を
い
っ
そ

う
声
高
に
主
張
し
ま
す
。
「
ネ
イ
チ
ャ
l

』
の
編
集
長
の
ロ
ツ
キ
ャl
は
「
科

学
が
広
範
な
国
民
的
問
題
に
か
ん
し
て
集
団
的
な
声
を
も
た
ず
、
そ
の
要

求
を
ま
と
め
る
団
体
が
な
か
っ
た
」
こ
と
が
科
学
者
の
要
求
の
実
現
し
な

か
っ
た
原
因
だ
と
し
て
、
科
学
者
団
体
の
結
成
を
呼
び
か
け
ま
す
。
現
代

の
生
存
闘
争
の
帰
趨
が
科
学
に
か
か
っ
て
い
る
以
上
、
科
学
者
の
考
え
が

政
治
に
反
映
さ
れ
る
か
否
か
は
国
民
の
運
命
を
左
右
す
る
と
い
う
の
で

す
。
こ
う
し
て
一
九

O
五
年
に
「
イ
ギ
リ
ス
科
学
ギ
ル
ド
」
が
結
成
き
れ

ま
す
。

第
二
点
の
科
学
の
有
用
性
は
、
啓
蒙
の
時
代
に
も
す
で
に
い
わ
れ
て
い
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た
こ
と
で
す
。
し
か
し
啓
蒙
の
時
代
に
は
科
学
が
合
理
的
精
神
を
育
み
広

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
的
迷
信
や
偏
見
を
打
破
す
る
と
い
う
点
に
力
点

が
お
か
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
こ
の
時
代
に
は
も
っ
と
現
実
的
な
効
用
、

科
学
の
軍
事
的
・
経
済
的
効
用
が
強
調
き
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
化
学
者
の

フ
ラ
ン
ク
ラ
ン
ド
は
「
科
学
を
軽
視
す
る
国
家
は
結
局
は
痛
手
を
こ
う
む

る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
ま
す
。
ト
!
?
ス
・
ク

l

ン
に
よ
る
と
、
一
九

世
紀
ま
で
の
科
学
と
産
業
技
術
の
関
係
に
お
い
て
は
、
科
学
が
職
人
の
技

術
か
ら
学
ん
だ
も
の
の
方
が
は
る
か
に
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
九
世
紀

後
半
に
な
る
と
、
科
学
が
産
業
技
術
の
実
質
的
な
基
礎
と
し
て
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
フ
ラ
ン
ク
ラ
ン
ド
の
発
言
は
、
科
学

と
産
業
技
術
の
関
係
の
変
化
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ

、

1
J

と
こ
ろ
で
、
科
学
研
究
の
技
術
的
利
用
の
可
能
性
が
高
ま
っ
て
く
る
と
、

技
術
的
応
用
に
直
接
に
つ
な
が
ら
な
い
「
純
粋
科
学
」
の
研
究
の
重
要
性

が
か
え
っ
て
強
調
き
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
第
四
点
の
国
家

に
よ
る
研
究
助
成
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
純
粋
研
究
が
技
術

の
基
礎
な
の
だ
が
、
企
業
は
直
接
に
生
産
に
結
び
つ
か
ず
利
益
を
生
ま
な

い
純
粋
研
究
を
推
進
し
な
い
か
ら
、
国
家
に
よ
る
助
成
が
必
要
だ
、
と
い

う
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
「
科
学
立
国
論
」
が
略
、
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
そ
の
き
い
に
学
ぶ
べ
き
模
範
と
さ
れ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
科
学
振

興
体
制
で
す
。
「
ド
イ
ツ
で
は
科
学
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
大
き
な
保
護
が

与
え
ら
れ
、
す
ば
ら
し
い
実
験
地
設
が
設
立
さ
れ
て
い
る
」
な
ど
と
い
っ

た
発
言
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。

四

イ
ギ
リ
ス
科
学
振
興
協
会
、
X

ク
ラ
ブ
、
イ
ギ
リ
ス
科
学

ギ
ル
ド

科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
主
な
担
い
手
は
、
貴
族
や
ジ
エ
ン
ト
リ
の
出

身
で
な
く
、
オ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
学
問
世
界
以
外
の
学

校
で
学
ん
だ
研
究
者
、
「
科
学
の
中
産
階
級
」
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
自
然
科

学
系
の
学
会
の
会
員
数
は
一
八
五
O
年
か
ら
一
八
八
O
年
ま
で
の
あ
い
だ

に
三
倍
近
く
に
ふ
え
ま
す
が
、
こ
の
増
加
は
「
科
学
の
中
産
階
級
L
の
増

加
に
よ
る
も
の
で
す
。
と
り
わ
け
化
学
の
分
野
で
は
ド
イ
ツ
の
大
学
に
留

学
し
た
研
究
者
が
い
ち
じ
る
し
く
増
加
し
ま
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
科
学

研
究
は
名
誉
や
科
学
の
栄
光
の
た
め
で
あ
る
よ
り
も
、
生
計
を
た
て
る
職

業
で
し
た
。
も
と
も
と
大
学
に
は
ご
く
わ
ず
か
の
自
然
科
学
の
教
授
ポ
ス

ト
し
か
な
か
っ
た
う
え
に
、
化
学
や
生
物
学
は
新
興
の
分
野
だ
っ
た
か
ら

い
っ
そ
う
限
ら
れ
て
い
た
し
、
彼
ら
に
は
親
譲
り
の
財
産
も
少
な
か
っ
た

か
ら
、
科
学
の
職
業
化
と
研
究
の
国
家
助
成
は
彼
ら
の
切
実
な
要
求
で
し

た
。
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
「
科
学
の
中
産
階
級
」
に
最
も
適
合
的
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
彼
ら
が
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
担
い
手
に
な

っ
た
の
は
当
然
と
い
、
え
る
で
し
ょ
う
。

団
体
に
つ
い
て
い
う
と
、
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
展
開
に
貢
献
し
た

の
は
B
A
A
S

で
す
。
B
A
A
S

は
パ
ベ
ツ
ジ
ら
の
提
唱
に
よ
り
科
学
振

興
を
目
的
と
し
て
一
八
二
二
年
に
結
成
さ
れ
、
毎
年
八
月
に
ロ
ン
ド
ン
以

外
の
年
で
総
会
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
の
総
会
の
模
様
は
、
ニ
ュ
ー
ス
種
が

夏
枯
れ
に
な
る
こ
の
時
期
の
新
聞
に
と
っ
て
格
好
の
話
題
で
し
た
。
特
に

進
化
論
が
論
争
の
対
象
に
な
っ
て
か
ら
、
各
新
聞
は
総
会
の
報
道
に
か
な



り
の
ス
ペ
ー
ス
を
き
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
B
A
A
S

で
の
論
争
の
報
道

は
ゴ
シ
ッ
プ
的
で
は
あ
っ
て
も
、
国
民
の
科
学
に
た
い
す
る
関
心
を
高
め
、

科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
普
及
に
貢
献
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

科
学
の
イ
デ
オ
ロ
l

グ
の
影
響
力
の
大
き
い
グ
ル
ー
プ
は
、
ハ
ク
ス
リ

ー
ら
が
一
八
六
四
年
に
八
人
で
結
成
し
た
X

ク
ラ
ブ
で
す
。
X

ク
ラ
ブ
は

懇
親
を
目
的
と
す
る
私
的
な
集
ま
り
で
す
が
、
国
家
は
科
学
振
興
の
役
割

を
果
た
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
で
ド
イ
ツ
に
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
の
が

彼
ら
の
共
通
の
意
見
で
し
た
。
彼
ら
は
専
門
学
会
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ
サ
エ

テ
ィ
、
B
A
A
S

、
さ
ら
に
科
学
の
教
育
と
研
究
に
か
ん
す
る
各
種
の
諮

問
委
員
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
し
た
か
ら
、
種
々
の
科
学
者
団
体
の
運
営

や
科
学
行
政
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

む
す
び

第 II部

こ
う
し
て
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
万
博
を
直
接
の
契
機
と
し
、
B
A

A
S

や
「
ネ
イ
チ
ャ
l

』
な
ど
を
舞
台
と
し
て
成
長
し
広
ま
り
ま
す
。
デ

ヴ
オ
ン
シ
ャ
l

委
員
会
は
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
i

グ
の
主
張
を
受
け
入
れ
た

勧
告
を
行
な
い
、
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
順
調
に
影
響
力
を
拡
大
す
る

よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
し
か
し
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
が
政
権
に
復
帰
し
た

こ
ろ
か
ら
逆
風
が
吹
き
始
め
ま
す
。
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
は
科
学
に
た
い

し
て
好
意
的
で
な
か
っ
た
し
、
国
家
に
よ
る
科
学
助
成
に
も
反
対
で
し
た
。

他
方
で
は
チ
ン
ダ
ル
の
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
講
演
は
宗
教
界
か
ら
攻
撃
を
受
け

ま
す
し
、
生
体
解
剖
を
残
酷
な
蛮
行
だ
と
非
難
す
る
反
生
体
解
剖
運
動
が

展
開
き
れ
ま
す
。
進
化
論
は
人
間
を
単
な
る
動
物
の
次
元
に
引
き
降
ろ
し
、

文
化
や
倫
理
の
意
義
を
無
視
す
る
も
の
だ
と
い
う
批
判
も
強
ま
り
ま
す
。
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進
化
論
の
使
途
で
あ
り
、
「
ダi
ウ
ィ
ン
の
ブ
ル
ド
ッ
グ
」
と
呼
ば
れ
た

ハ
ク
ス
リ
ー
が
一
八
九
四
年
に
行
な
っ
た
「
進
化
と
倫
理
」
と
題
す
る
講

演
は
、
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
彼
は
生

存
闘
争
の
支
配
す
る
無
目
的
な
「
宇
宙
過
程
」
と
人
聞
の
社
会
関
係
を
律

す
べ
き
「
倫
理
過
程
」
を
区
別
し
、
倫
理
を
自
然
と
は
別
の
次
元
の
も
の

と
し
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。

ハ
ク
ス
リ
l

の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
の
で
す
が
、

科
学
と
倫
理
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か

で
す
。
科
学
は
自
然
過
程
が
無
目
的
な
過
程
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
以
前
の
よ
う
に
倫
理
の
基
礎
を
自
然
に
求
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
れ
ば
、
倫
理
は
何
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ

る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
の
問
題
は
科
学
の
進
歩
が
不
可
避
的
に

呼
び
起
こ
す
問
題
で
あ
り
、
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
直
面
せ
ざ
る
を
え

な
い
問
題
で
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
環
境
問
題
や
生
命
科
学
の
進
歩
に
よ

っ
て
、
現
代
に
お
い
て
は
い
っ
そ
う
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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服
装
と
思
想
史

ー
ー
と
く
に
女
性
教
育
の
場
を
中
心
と
し
て
|
|

佐

藤

秀
夫

な
ぜ
服
装
を
と
り
上
げ
る
の
か

|
|
服
装
と
「
思
想
」
と
の
関
係

ヒ
ト
は
、
薄
い
皮
膚
と
若
干
の
毛
髪
と
に
覆
わ
れ
る
だ
け
で
生
き
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
唯
一
の
定
温
動
物
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が

っ
て
、
適
度
の
高
温
状
況
で
生
存
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
生
物
体
と
し

て
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
人
工
に
よ
る
防
護
装
置
を
必
要
と
す
る
。

そ
れ
が
衣
服
で
あ
る
。

「
モ
ノ
」
と
し
て
の
衣
服
は
元
来
、
物
理
的
外
的
刺
激
か
ら
身
体
を
防
護

す
る
機
能
と
そ
の
防
護
さ
れ
た
身
体
の
活
動
を
保
障
す
る
機
能
と
を
必
須

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ト
は
社
会
的
動
物
で
あ
る
が
た
め
に
、
衣
服

が
身
に
着
け
ら
れ
た
状
態
を
表
現
す
る
「
服
装
」
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
の
創

り
出
し
た
社
会
的
位
地
や
文
化
性
な
ど
の
社
会
関
係
を
表
出
せ
ぎ
る
を
得

な
い
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
、
服
装
は
着
装
者
に
対
す
る
も
っ
と
も
日

常
的
な
社
会
統
制
、
文
化
統
制
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
服
装
と
は
、
言
説
化
き
れ
る
以
前
の
、
ま
た
は
言
説
化
を
不
可
欠
と

し
な
い
、
人
聞
の
社
会
観
・
世
界
観
・
「
良
識
」
「
教
養
」
、
つ
ま
り
は
思
想

を
枠
づ
け
あ
る
い
は
方
向
づ
け
る
、
す
ぐ
れ
て
日
常
的
・
無
自
覚
的
な
基

本
条
件
の
一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
衣
服
と
い
う
モ
ノ
を
身
に
つ
け

た
服
装
と
い
う
コ
ト
ほ
ど
に
、
「
こ
と
ば
」
や
「
文
章
」
に
よ
り
ご
ま
か
す

こ
と
か
ら
離
れ
た
、
社
会
的
関
係
と
し
て
の
ヒ
ト
の
思
想
を
表
現
し
て
い

る
も
の
は
、
そ
う
ざ
ら
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
も
っ
と
も
服
装
に
つ
い

て
も
、
「
こ
と
ば
」
と
同
様
の
ご
ま
か
し
は
、
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
の

で
は
あ
る
が
。

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
今
回
は
女
性
観
や
女
性
に
関
す
る
思
想
の
社

会
的
表
出
と
し
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
女
子
生
徒
に
対
す
る
服
装
規
制

を
検
討
し
て
み
た
い
。

明
治
維
新
と
女
学
生
服
装
の
変
化

|
|
ユ
ニ
・
ジ
ェ
ン
ダ
l

の
登
場
(
一
八
七
0
年
代
)

明
治
維
新
の
変
革
性
に
つ
い
て
は
近
年
再
評
価
き
れ
つ
つ
あ
る
が
、
女

性
の
服
装
に
関
す
る
限
り
で
は
、
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
革
へ
の
途
が
開

始
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
突
破
口
は
、
一
八
七
二
年
一
月
(
明
治
四

年
一
二
月
)
文
部
省
が
設
置
を
決
定
し
同
年
三
月
(
明
治
五
年
二
月
)
南
校
キ

ャ
ン
パ
ス
内
に
開
設
し
た
、
日
本
史
上
最
初
の
女
性
の
た
め
の
学
校
、
女

学
校
を
め
ぐ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
。

す
で
に
一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
七
月
)
設
立
直
後
の
文
部
省
は
、
囲
内

で
本
格
的
に
欧
米
学
術
を
学
習
す
る
か
ら
に
は
「
学
校
ノ
制
作
及
ヒ
衣
食
、

居
室
ニ
至
ル
迄
、
悉
ク
外
国
ニ
擬
倣
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
従

前
の
学
校
施
設
、
寮
生
活
、
服
装
な
ど
の
欧
化
を
決
定
し
た
が
、
そ
の
後

に
新
設
し
た
女
学
校
生
徒
の
学
習
服
装
に
つ
い
て
、
一
挙
に
洋
服
採
用
に



第 II部

は
及
ば
な
い
に
せ
よ
、
羽
織
・
袴
の
着
用
方
を
太
政
官
に
伺
い
出
た
。
羽

織
・
袴
と
も
に
そ
れ
ま
で
、
武
士
身
分
以
上
の
男
性
に
認
め
ら
れ
て
い
る

服
装
な
の
で
、
そ
れ
ら
を
女
性
に
着
用
き
せ
る
こ
と
は
「
一
体
ノ
風
俗
」

に
関
わ
る
重
大
事
と
判
断
し
て
、
太
政
官
の
許
可
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

伺
い
を
受
け
た
太
政
官
で
は
、
左
院
の
「
男
女
ノ
差
別
相
立
候
為
メ
当

分
袴
而
巳
相
用
候
様
被
仰
付
度
」
と
の
意
見
を
採
用
し
た
(
た
だ
し
左
院

は
「
洋
制
ノ
女
服
相
用
候
儀
モ
御
差
許
ニ
相
成
可
然
ト
奉
存
候
」
と
の
意
見
も
付

し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
不
採
用
に
な
っ
た
)
。
袴
だ
け
を
許
し
た
と
い
う
の
は
、

直
接
に
は
洋
風
教
室
で
の
椅
子
使
用
に
よ
る
裾
の
乱
れ
を
カ
バ
ー
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
「
女
袴
」
の
存
在
し
て
い
な
い
当
時
に
あ

っ
て
は
棺
の
あ
る
男
袴
の
着
用
、
つ
ま
り
部
分
的
で
は
あ
る
も
の
の
服
装

に
お
け
る
ユ
ニ
・
ジ
ェ
ン
ダ
!
の
公
認
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
服
装
の

ユ
ニ
・
ジ
ェ
ン
ダ
!
は
、
現
存
の
ジ
ェ
ン
ダl
区
分
秩
序
の
否
定
、
す
な

わ
ち
現
存
社
会
秩
序
へ
の
変
革
意
図
の
公
表
を
意
味
す
る
一
面
が
あ
っ

た
。
じ
じ
っ
、
こ
の
文
部
省
女
学
校
、
そ
の
後
設
置
さ
れ
た
東
京
女
子
師

範
学
校
(
官
立
)
お
よ
び
い
く
つ
か
の
府
県
で
の
女
学
校
の
生
徒
た
ち
は
袴

に
下
駄
や
靴
で
通
学
し
、
中
に
は
断
髪
ま
で
し
て
ま
き
に
男
性
と
区
別
が

つ
か
な
い
よ
う
な
「
革
新
」
女
性
も
出
現
し
て
き
た
。
彼
女
た
ち
に
対
し

て
男
性
文
化
中
心
の
当
時
の
新
聞
・
雑
誌
類
の
多
く
は
、
厳
し
い
批
判
論

説
を
掲
載
し
た
。
そ
の
反
応
は
一
九
世
紀
後
半
の
欧
米
に
お
け
る
ブ
ル
ー

メ
リ
ズ
ム
(
後
述
)
へ
の
対
応
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
現
行
服
装
慣
行
へ
の
反
抗
は
現
行
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の
批
判

を
表
出
し
た
思
想
行
為
と
い
え
る
が
、
明
治
維
新
は
「
虐
げ
ら
れ
て
き
た

ジ
ェ
ン
ダ
|
」
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
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で
あ
っ
た
。

服
装
を
め
ぐ
る
葛
簾

|
|
ユ
ニ
・
ジ
ヱ
ン
ダ

l

の
禁
止
と
洋
装
化
の
採
用
・
廃
止

と
(
一
八
八
0
年
代
)

自
由
民
権
運
動
の
勃
興
と
と
も
に
、
維
新
の
曲
折
が
開
始
さ
れ
た
。
教

育
政
策
面
で
の
顕
著
な
変
動
は
、
一
八
七
九
年
元
田
永
字
ら
宮
中
派
の
反

動
的
な
提
言
「
教
学
聖
旨
」
を
皮
切
り
に
伊
藤
博
文
対
一
克
回
の
「
教
育
議
」

論
争
を
経
て
、
教
育
界
へ
の
民
権
運
動
の
思
想
的
影
響
を
排
除
す
る
た
め

に
、
一
八
八
O
年
以
降
既
存
秩
序
保
持
の
儒
教
主
義
的
な
教
育
内
容
・
教

員
政
策
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
ピ
ー
ク
と
な
る
一
八
八
三
年
に
文
部
省
は

女
教
員
や
女
生
徒
の
男
袴
着
用
と
靴
の
使
用
と
を
通
牒
に
よ
り
禁
じ
た
。

「
凡
服
飾
等
ハ
務
メ
テ
習
慣
ニ
従
ヒ
質
素
ヲ
旨
ト
シ
奇
異
浮
華
ニ
流
レ
サ

ル
様
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
自
ら
が
一
O
年
前
に
奨
励
し
た
女
生
徒
の

服
装
を
一
転
し
て
、
禁
止
し
た
。
服
装
の
も
つ
思
想
性
を
顕
在
化
さ
せ
た

典
型
例
と
い
っ
て
よ
い
。

変
動
は
さ
ら
に
続
く
。
こ
の
通
牒
に
よ
り
男
袴
か
ら
江
戸
時
代
の
和
装

に
一
旦
復
帰
し
た
女
生
徒
た
ち
に
、
今
度
は
本
格
的
な
洋
装
の
着
用
が
指

示
さ
れ
た
。
一
八
八
四
年
か
ら
宮
中
で
の
女
性
服
制
に
「
西
洋
服
装
」
が

認
め
ら
れ
た
が
、
八
七
年
一
月
皇
后
は
婦
女
服
制
に
つ
い
て
の
「
思
召
書
」

に
お
い
て
、
今
後
西
欧
宮
廷
に
模
し
た
洋
装
の
着
用
を
宣
言
し
た
。
悲
願

の
条
約
改
正
実
現
の
た
め
に
も
宮
中
外
交
儀
礼
の
欧
化
が
推
進
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
連
動
し
て
八
七
年
華
族
女
学
校
(
学
習

院
女
子
部
の
前
身
)
生
徒
の
通
学
服
が
洋
服
に
転
換
き
れ
た
。



34 

そ
の
前
年
八
六
年
に
は
高
等
師
範
学
校
女
子
師
範
学
科
(
の
ち
の
女
子
高

等
師
範
学
校
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
源
流
)
生
徒
に
洋
服
が
支
給
さ
れ
た
。

当
時
の
欧
米
中
流
階
層
女
性
の
服
装
で
あ
る
パ
ツ
ス
ル
・
ス
タ
イ
ル
で
あ

る
。
高
等
師
範
学
校
に
留
ま
ら
ず
、
府
県
立
尋
常
師
範
学
校
女
生
徒
に
も

洋
装
が
標
準
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
女
権
論
者
で
あ
っ
た
文
相
森
有
札
の
発

想
に
よ
る
も
の
で
、
国
家
教
育
の
重
要
な
一
翼
を
担
う
女
教
員
に
は
欧
米

化
H

近
代
化
さ
れ
た
資
質
が
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
一
環
と
し
て

服
装
や
マ
ナ
ー
の
欧
化
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
森
の
横

死
後
ほ
ど
な
く
立
憲
制
へ
の
対
抗
措
置
と
し
て
教
育
勅
語
が
公
布
さ
れ
る

一
八
九
0
年
代
早
々
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
八
九
O
年
に
華
族
女
学

校
、
一
八
九
一
年
に
は
女
子
高
等
師
範
学
校
で
は
、
袴
を
着
け
な
い
伝
統

的
な
和
装
に
復
帰
し
た
。

そ
う
な
っ
た
に
つ
い
て
は
、
教
育
勅
語
に
代
表
さ
れ
る
思
想
の
反
動
化

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
女
性
洋
装
が
普
及
し
て
い
な
い
段
階
で
の
、
仕
立

て
経
費
の
高
額
や
、
着
装
を
強
制
さ
れ
る
女
生
徒
の
側
で
の
「
異
装
」
に

対
す
る
忌
避
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
一

時
的
な
洋
装
化
は
、
「
国
家
」
的
見
地
か
ら
と
は
い
え
、
女
性
に
対
す
る
近

代
化
志
向
の
一
端
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
軽

銚
浮
薄
な
「
鹿
鳴
館
風
俗
」
の
一
環
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な

い
と
考
え
る
。

和
義
改
良
化
の
志
向

|
|
一
冗
様
袖
と
「
女
袴
」
の
登
場
(
一
八
九
0年
代
3

一
九
一
O

年
代
)

伝
統
主
義
的
な
女
性
意
識
に
基
づ
く
和
装
へ
の
再
回
帰
も
、
近
代
化
動

向
の
も
と
長
期
に
安
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
女
性
の
健
康
な

身
体
の
保
持
が
国
家
的
課
題
と
把
握
き
れ
る
か
ら
に
は
、
衣
服
の
あ
り
ょ

う
が
そ
の
見
地
か
ら
批
判
と
改
良
の
対
象
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
契
機
を
作
っ
た
の
は
日
清
戦
争
で
あ
る
。
日
本
軍
の
人

的
損
害
の
圧
倒
的
多
数
が
戦
病
で
あ
る
こ
と
に
樗
然
と
し
た
政
府
は
、
強

健
な
身
体
の
兵
士
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
身
体
訓
練
や
公
衆
衛
生
の
普

及
と
並
ん
で
、
健
康
な
母
体
と
な
る
べ
き
女
性
身
体
の
形
成
を
求
め
た
。

具
体
的
に
は
女
性
の
身
体
を
拘
束
し
活
発
な
身
体
運
動
を
妨
げ
る
和
装
の

改
良
が
必
至
と
さ
れ
た
。

一
八
九
九
年
大
日
本
婦
人
衛
生
会
で
ド
イ
ツ
人
医
学
者
ベ
ル
ツ
(
切
包NW

開
・4
・
い
∞S
I
S
-
ω
)は
「
女
子
の
体
育
」
と
題
す
る
演
説
に
お
い
て
、
女
性

の
和
装
が
い
か
に
身
体
を
拘
束
し
運
動
機
能
を
阻
害
し
て
い
る
か
を
解
説

し
、
衣
服
・
結
髪
・
履
き
物
な
ど
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
の
ち
、
結
論
と

し
て
元
禄
袖
程
度
の
短
袖
の
採
用
、
広
幅
帯
の
廃
止
、
お
よ
び
運
動
中
の

裾
の
乱
れ
を
カ
バ
ー
す
る
袴
の
採
用
な
ど
を
提
案
し
た
。
ベ
ル
ツ
は
先
に

一
八
九
九
年
の
大
日
本
教
育
会
総
集
会
に
お
い
て
も
同
様
な
提
案
を
し
て

い
た
の
だ
が
、
日
清
戦
争
後
の
女
子
体
育
振
興
論
と
結
び
つ
い
て
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
女
子
高
等
師
範
学
校
は
翌
一
九

O
O
年
卒
業
生
か
ら
袴

の
着
用
に
踏
み
切
っ
た
。
ほ
ぽ
同
じ
頃
華
族
女
学
校
で
も
袴
を
採
用
し
た
。



こ
の
と
き
の
袴
は
裾
の
カ
パl
を
目
的
と
し
た
か
ら
「
男
袴
」
と
異
な
る
、

櫨
の
な
い
袴
で
ご
説
に
は
華
族
女
学
校
教
頭
下
回
歌
子
の
考
案
に
よ
る
と
さ

れ
る
)
「
女
袴
」
と
称
さ
れ
た
。

当
初
は
体
操
用
の
服
装
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
機
能
性
が
評
価
さ
れ
て
通

学
服
に
転
化
し
、
こ
こ
に
質
素
な
木
綿
地
の
地
味
な
色
柄
の
元
禄
袖
の
着

物
に
海
老
茶
ま
た
は
紺
色
の
女
袴
が
、
一
九
二
0
年
代
ま
で
の
女
学
生
ス

タ
イ
ル
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
和
服
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
そ
れ

が
「
日
本
婦
徳
」
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
伝
統
主
義
的
和
装
観
そ

の
も
の
で
は
、
も
は
や
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
今
日

女
子
大
生
の
卒
業
風
俗
と
し
て
残
存
し
て
い
る
、
女
袴
の
女
学
生
服
装
が

成
立
し
た
。

四

洋
装
の
本
格
導
入
と
そ
の
定
着

ー

l
-

ブ
ル
ー
マ
l

ズ
と
セ
ー
ラ
ー
服
の
時
代
{
一
九
二
0
年
代

i

一
九
三
0
年
代
)

第 II部

女
袴
と
い
っ
て
も
、
和
服
を
主
体
と
す
る
限
り
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
競
技

に
代
表
き
れ
る
よ
う
な
身
体
活
動
へ
の
適
合
性
に
は
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
す
で
に
文
部
省
体
操
遊
戯
取
調
委
員
会
は
一
九
O
五
年
に
そ
の
報

告
の
中
で
「
女
生
徒
運
動
服
」
に
つ
い
て
、
セ
ー
ラ
ー
型
の
上
衣
と
ブ
ル

ー
マ
l

ズ
と
を
組
み
合
わ
せ
た
「
運
動
服
」
と
ス
カ
ー
ト
を
表
に
着
け
た

「
学
校
平
常
服
」
と
の
採
用
を
勧
奨
し
た
。
セ
ー
ラ
ー
服
が
日
本
の
学
校
女

生
徒
服
と
し
て
公
式
に
採
用
決
定
さ
れ
た
最
初
の
事
例
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
の
ち
約
一
五
年
間
こ
れ
を
実
際
に
採
用
し
た
官
公
立
女
学
校
は
ほ
と
ん

ど
皆
無
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
文
部
省
も
そ
れ
を
心
得
て
い
て
、
上
記
報
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告
文
中
で
も
「
土
地
ノ
情
況
ニ
ヨ
リ
前
期
ノ
服
ヲ
用
ヒ
カ
タ
キ
場
合
ニ
於

テ
ハ
筒
袖
、
袴
ヲ
奨
励
」
す
る
に
留
め
る
こ
と
も
示
唆
し
て
お
り
、
運
動

服
図
案
を
府
県
に
通
知
す
る
際
に
は
「
便
宜
各
学
校
ヘ
モ
御
示
相
成
度
」

と
申
し
添
え
て
い
た
。
女
性
の
洋
装
常
用
に
対
す
る
伝
統
的
「
婦
徳
」
観

か
ら
の
抵
抗
が
い
か
に
根
強
か
っ
た
か
が
、
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
一
九
二

0
年
代
に
は
、
西
日
本
地
域
を
中
心
に
高
等
女
学
校
女

生
徒
制
服
の
洋
装
化
、
と
り
わ
け
セ
ー
ラ
ー
服
化
が
進
行
し
始
め
た
。
社

会
構
成
に
お
け
る
近
代
化
H

欧
米
化
の
進
展
を
背
景
に
、
「
強
兵
」
の
母
体

形
成
に
た
つ
女
子
体
育
の
振
興
が
、
「
婦
徳
」
強
調
論
に
修
正
を
追
っ
た
の

で
あ
る
。
な
お
こ
の
際
に
、
コ
了
一
運
動
に
直
面
し
た
朝
鮮
に
お
い
て
植

民
者
・
被
植
民
者
双
方
の
民
族
性
か
ら
離
れ
た
洋
服
の
学
校
制
服
採
用
が

進
ん
だ
こ
と
、
日
本
国
内
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
女
学
校
で
は
キ
リ
ス
ト
教
主

義
へ
の
「
抵
抗
」
感
を
緩
和
き
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
、
公
立
校
よ
り
も

制
服
の
洋
装
化
が
一
般
的
に
遅
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

き
ら
に
、
女
子
の
体
育
着
と
し
て
ブ
ル
ー
マ
l

ズ
が
、
ほ
と
ん
ど
疑
問

な
く
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
ブ
ル
ー
マ
l

ズ
、
つ
ま
り
女

性
用
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
ズ
ボ
ン
型
の
下
衣
は
、
女
性
の
社
会
的
進
出
を

求
め
て
ス
カ
ー
ト
批
判
・
男
性
服
へ
の
類
似
化
を
意
図
し
た
、
一
九
世
紀

米
国
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
ア
ミ
ー
リ
ア
・
ブ
ル
ー
マ

l
(
〉
E
E

恩
S
S
R
-
H∞
H∞
l
g

申
印
)
の
考
案
し
た
衣
服
で
あ
り
、
当
時
の
女
性
解
放
運

動
の
シ
ン
ボ
ル
風
俗
、
「
ブ
ル
l

メ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
西
欧
の
男
性
支
配
文

化
か
ら
危
険
視
な
い
し
は
郷
捻
・
噺
笑
の
対
象
と
さ
れ
た
服
装
運
動
で
あ

っ
た
。
も
っ
と
も
欧
米
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
女
子
教
育
界
の
体
育
着
と

の
限
定
づ
き
で
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
天
皇
制
教
育
の
支
配
が
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確
立
し
て
い
た
日
本
の
教
育
界
も
単
な
る
「
新
動
向
」
と
の
理
解
の
も
と

に
、
単
純
に
容
認
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

セ
ー
ラ
ー
服
も
一
九
世
紀
初
頭
の
「
子
ど
も
の
発
見
」
時
代
に
活
発
な

子
ど
も
生
活
に
ふ
さ
わ
し
い
大
人
の
労
働
服
サ
ン
プ
ル
と
し
て
導
入
さ
れ

た
も
の
で
、
当
初
は
男
児
服
で
あ
っ
た
の
が
同
世
紀
後
半
に
は
女
児
服
に

も
移
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
な
っ
て
か
ら
僅
か
二
、
三
O
年
後
に
日

本
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

早
熟
な
近
代
化
が
社
会
的
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
一
九
二
0
年
代
以
降
の

女
生
徒
制
服
の
洋
装
化
は
、
一
八
八0
年
代
後
半
の
洋
装
化
と
は
異
な
り
、

も
は
や
和
装
へ
の
回
帰
は
あ
り
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
女
生
徒
の
洋
装
化

は
、
卒
業
後
の
女
性
成
人
の
洋
装
化
へ
の
基
盤
形
成
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
に
な
る
。五

そ
の
後
の
変
化

1
|

戦
時
体
制
下
の
女
生
徒
服
装
な
ど
(
一
九
四
0
年
代
1
)

ほ
ぽ
全
国
的
に
和
装
か
ら
洋
装
へ
と
女
生
徒
通
学
服
の
変
容
が
完
成
し

た
一
九
三
0
年
代
に
入
っ
て
、
そ
の
洋
装
の
規
準
化
が
進
行
す
る
。
厳
格

な
制
服
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
陸
侵
略
の
拡
大
に
伴
う
「
国
民
思
想
」
統

合
の
強
化
と
併
行
し
て
い
く
。

そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
各
校
別
制
服
の
廃
止
と
制
服
の
全
国
的
統
一

が
計
画
さ
れ
た
。
一
九
四
一
年
一
月
文
部
次
官
通
牒
「
学
校
生
徒
ノ
制
服

統
制
ニ
関
ス
ル
件
」
に
よ
り
中
等
学
校
レ
ベ
ル
の
男
女
生
徒
制
服
が
新
た

な
デ
ザ
イ
ン
を
も
っ
て
統
一
さ
れ
、
在
学
中
の
生
徒
を
除
く
今
後
の
新
入

学
生
徒
に
つ
い
て
、
各
校
別
の
制
服
形
式
が
廃
き
れ
た
。
女
生
徒
の
場
合

は
、
従
来
の
セ
ー
ラ
ー
服
に
替
わ
っ
て
へ
ち
ま
襟
・
四
ボ
タ
ン
・
ベ
ル
ト

っ
き
の
上
衣
に
、
撲
な
し
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
ス
カ
ー
ト
と
い
う
、
ナ
チ
ス
の

少
女
組
織
「
ド
イ
ツ
少
女
団
」
(
∞5
2
)
2
5
F
2

冨
包
巴
の
制
服
に
ヒ

ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
成
人
に
も
国
民
服
(
男
性
用
、
一
九
四O年
、

厚
生
省
所
管
)
、
婦
人
標
準
服
(
女
性
用
、
一
九
四
二
年
、
文
部
省
所
管
)
が
制

定
き
れ
る
時
代
で
、
服
装
規
制
に
よ
る
労
務
と
思
想
の
総
動
員
政
策
の
一

環
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
服
地
の
生
産
・
供
給
の
統
制
に
よ
り
各
校
別
制

服
の
調
製
自
体
が
困
難
と
な
っ
て
き
た
情
況
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
じ
じ

っ
、
衣
料
配
給
制
の
も
と
折
角
の
新
制
服
は
供
給
不
足
の
た
め
に
全
国
女

生
徒
に
十
分
行
き
渡
ら
な
い
う
ち
に
敗
戦
を
迎
、
え
る
こ
と
に
な
る
。

服
地
の
払
底
と
勤
労
動
員
や
防
空
活
動
の
必
要
と
か
ら
、
一
九
四
四
年

に
は
「
女
子
中
等
学
校
生
徒
制
服
ノ
戦
時
規
格
」
が
公
布
き
れ
、
和
服
仕

立
て
の
短
い
上
衣
と
も
ん
ペ
型
の
下
衣
と
い
う
「
婦
人
標
準
服
」
乙
型
に

模
し
た
服
装
が
指
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
戦
争
末
期
に
お
け
る
フ
ァ
ナ
テ
ィ

ッ
ク
な
伝
統
回
帰
風
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
民
需
洋
服
地
が
供
給
皆
無
と
な
る
事
態
で
の
各
家
庭
に
保
存
さ
れ

て
い
る
和
服
地
有
効
利
用
の
方
針
を
意
味
し
て
お
り
、
一
八
八
0
年
代
か

ら
一
九
二
0
年
代
に
か
け
て
の
よ
う
な
、
「
婦
徳
」
強
調
を
目
的
と
し
た
和

装
復
帰
で
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

こ
の
戦
時
体
制
下
に
お
い
て
、
も
ん
ぺ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
雨
脚
を

別
々
に
包
む
活
動
的
な
女
性
服
装
が
、
「
本
場
」
の
欧
米
よ
り
も
早
〈
公
認

き
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
洋
服
伝
統
の
欠
如
の
な
せ
る
結

果
で
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
も
は
や
非
活
動
的
な
純
和
装
は
、
礼
装
と
し

て
は
と
も
か
く
、
日
常
着
と
し
て
着
装
さ
れ
る
こ
と
の
消
滅
を
示
唆
し
て



い
た
。
日
本
女
性
の
洋
装
化
は
不
退
転
の
社
会
動
向
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
動
向
を
切
り
開
い
て
き
た
重
要
な
担
い
手
が
、
学
校
に
お
け
る
洋
装

制
服
の
採
用
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
を
ま
た
な
い
。

支
配
ジ
ェ
ン
ダ
l

の
男
性
の
学
生
服
や
軍
服
も
、
日
本
近
代
の
服
装
改

革
に
対
し
て
あ
る
種
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
だ
が
、
「
従
属
き
せ
ら
れ

て
き
た
」
女
性
の
場
合
に
は
一
層
、
通
学
服
の
改
革
が
女
性
の
社
会
進
出

に
連
な
る
服
装
改
革
を
準
備
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

H

の
印
象司

会

浩
司

山
中

第 II部

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
二
部
「
思
想
の
メ
デ
ィ
ア
」
で
は
、
思
想
の
現
場
性

と
い
う
問
題
を
第
一
部
と
は
少
し
角
度
を
変
え
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
第
一
部
で
は
思
想
の
歴
史
的
で
政
治
的
な
コ
ン
テ

キ
ス
ト
の
分
析
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
思
想
や
科
学
と
い
う

も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
し
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
に
巻
き
込
ま
れ

る
の
か
、
一
人
の
思
想
家
や
科
学
者
が
考
え
た
り
、
調
べ
た
り
、
実
験
し

た
り
、
書
い
た
り
す
る
行
為
が
ど
の
よ
う
に
し
て
歴
史
や
政
治
に
関
わ
る

こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
思
想
史
が
あ

ま
り
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
な
り
雑
多
で
異
質
な
問
題
を
扱
う
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
現
在
重
要
な
論
点
を
構
成

シンポジウム37 

し
て
い
る
三
つ
の
キ
i

タ
l

ム
を
提
示
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
「
社
会
」
、

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
、
「
メ
デ
ィ
ア
」
で
す
。
い
ず
れ
の
概
念
も
思
想
が
そ
の

具
体
的
な
活
動
の
場
で
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
問
題
を
暗
示
し
て
い
ま

す
。最

初
の
報
告
者
、
金
森
氏
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
「
科
学
知
識

の
社
会
学
」
と
そ
の
周
辺
の
動
き
に
つ
い
て
紹
介
き
れ
、
彼
ら
が
標
携
し

て
い
る
「
社
会
構
成
主
義
」
と
い
う
立
場
に
つ
い
て
、
留
保
つ
き
で
は
あ

れ
肯
定
的
評
価
を
明
確
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
報
告
に
対
し
て
、
「
科
学
知
識

の
社
会
学
」
の
日
本
で
の
受
容
、
ピ
ツ
カ
リ
ン
グ
の
「
自
由
ロ
色
白
し
と
い
う

概
念
の
意
味
、
「
社
会
構
成
主
義
」
と
い
う
概
念
の
多
義
性
や
暖
昧
さ
、
ダ

ナ
・
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
の
「
強
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
批
判
な
ど
に
つ
い
て
質
問
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
深
め
て
議
論
す

る
だ
け
の
時
間
的
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
に
「
社
会
構
成
主
義

(
な
い
し
は
構
築
主
義
)
」
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
イ
ア
ン
・
ハ
ッ
・
キ
ン

グ
の
『
何
の
社
会
的
構
成
か
?
』
が
発
表
さ
れ
た
直
後
で
も
あ
り
、
ま
た

こ
の
概
念
が
科
学
史
や
科
学
社
会
学
の
み
な
ら
ず
非
常
に
広
範
囲
の
研

究
・
著
作
活
動
で
使
用
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
だ
け
に
、
今
少
し
踏
み

込
ん
だ
議
論
が
展
開
で
き
る
だ
け
の
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
の
は
残
念

で
し
た
。

阪
上
会
員
の
報
告
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
、
「
科
学

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
万
国
博
覧
会
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
国
家
聞
の
競
争
を

背
景
と
し
て
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
様
子
を
概
観
し
、
単
に
科
学
が
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
そ
の
考
え
や
イ
メ
ー
ジ
を
社
会
に
押
し
つ
け
て
い

く
だ
け
で
な
く
、
科
学
自
身
が
組
織
化
さ
れ
、
職
業
と
し
て
確
立
し
て
い
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く
と
い
う
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
も
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
ま
た
、

科
学
と
技
術
と
い
う
現
代
的
な
問
題
も
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
に

は
、
技
術
教
育
も
科
学
的
方
法
を
導
入
し
科
学
化
す
る
必
要
性
が
叫
ば
れ

て
い
た
と
い
う
阪
上
氏
の
指
摘
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
は
自
律
的
な

技
術
の
発
展
に
追
臨
し
て
い
た
の
が
む
し
ろ
現
実
で
は
な
い
か
と
い
う
指

摘
が
会
場
よ
り
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
応
答
の
中
で
、
現
実
の
「
科
学
」

と
「
科
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
差
異
が
浮
か
び
上
が
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
専
門
家
集
団
が
活
動
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
公

私
の
関
係
の
違
い
、
臓
器
移
植
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
科
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

に
対
抗
す
る
思
想
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
質
問
が
出
さ
れ
、
国
家
と
科
学

の
多
様
な
関
係
、
科
学
的
医
学
へ
の
オ
ル
タ

l

ナ
テ
ィ
ヴ
の
可
能
性
に
つ

い
て
言
及
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
の
報
告
者
、
佐
藤
氏
は
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
用
語
を
使
わ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
女
学
生
の
服
装
は
、
社
会
(
あ
る
い
は
男
性
社
会
)
と
女
性

を
媒
介
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、
女
性
教
育
に
関
す
る
思
想
と
現
実
の
女

学
生
を
媒
介
す
る
意
味
で
も
メ
デ
ィ
ア
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
も

の
の
歴
史
の
中
に
佐
藤
氏
は
「
間
接
話
法
的
な
思
想
史
」
の
可
能
性
を
見

出
し
、
「
直
接
話
法
的
な
思
想
史
」
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
つ
い
て
も

言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
報
告
の
随
所
に
、
抽
象
的
な
女
性
教
育
観
や
女
性

観
と
い
っ
た
思
想
の
内
容
を
翻
訳
し
た
り
、
変
形
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ

て
は
反
駁
し
た
り
す
る
メ
デ
ィ
ア
、
社
会
、
身
体
の
可
能
性
を
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
、
服
装
を
め
ぐ
る
思
想
と
、
思
想
を
表
現
す
る
服
装
と
、
そ

れ
を
受
容
す
る
社
会
や
身
体
と
の
問
の
興
味
深
い
相
E
作
用
に
つ
い
て
、

多
く
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
思
想
史
と
服
装
史
の
関
連
、
自
己
表
現

と
し
て
の
服
装
と
国
家
的
・
社
会
的
に
規
制
き
れ
た
服
装
と
の
関
連
、
現

代
の
女
子
大
生
が
大
正
時
代
の
服
装
を
模
倣
す
る
現
象
に
つ
い
て
質
問
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

全
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
は
中
身

の
濃
い
も
の
で
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
を
関
連
づ
け
、
新
し
い
思

想
史
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
起
し
て
い
く
に
は
時
間
的
余
裕
と
司
会
者
の
力

量
が
不
足
し
て
い
た
点
は
否
め
ま
せ
ん
。
次
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
課

題
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
二
四
号
二
0
0
0

年
年
刊
は
、
出
版
費
の
一

部
と
し
て
文
部
省
科
学
研
究
補
助
金
「
研
究
成
果
公
開
促
進
費
」
の
交
付

を
受
け
ま
し
た
。



自
由
論
題

初
期
J

・

S

・
ミ
ル
の
社
会
改
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教
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意
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告
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ミ
ル
の
代
表
的
著
作
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
全
体
の
政
治
的
・
道
徳
的

改
善
を
軸
と
し
た
社
会
改
革
の
実
現
に
向
け
て
、
国
民
の
政
治
的
・
道
徳

的
教
育
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
主
張
は
、
現
存

す
る
ミ
ル
の
最
初
の
演
説
原
稿
「
知
識
の
有
用
性
」
(
一
八
二
三
)
や
、
そ

の
五
年
後
に
発
表
さ
れ
た
「
完
成
可
能
性
」
(
一
八
二
八
)
に
ま
で
遡
る
。

本
報
告
で
は
、
こ
の
二
つ
の
演
説
草
稿
を
通
じ
て
、
ミ
ル
の
社
会
改
革
思

想
に
お
け
る
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

こ
の
二
つ
の
演
説
草
稿
に
共
通
す
る
テ
l

マ
は
、
社
会
全
体
に
教
育
を

普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
衆
の
政
治
意
識
・
道
徳
意
識
を
高
め
る
こ
と

で
、
貴
族
、
国
王
、
聖
職
者
と
い
っ
た
特
殊
利
益
を
有
す
る
諸
階
級
の
享

受
す
る
「
悪
練
な
利
益
」
(
包
ロ
宮
市
ユ
互
角
g

同
)
を
彼
ら
の
力
で
廃
す
こ
と

で
あ
る
。

先
ず
「
知
識
の
有
用
性
」
に
お
い
て
、
ミ
ル
は
、
社
会
全
体
に
知
識
を

普
及
さ
せ
る
に
よ
っ
て
、
社
会
改
革
が
可
能
と
な
る
根
拠
を
明
ら
か
に
す

る
。
ミ
ル
は
、
「
富
者
の
方
が
貧
者
よ
り
も
道
徳
的
に
優
れ
て
い
る
」
と
す

る
当
時
の
通
俗
的
な
見
方
を
批
判
し
、
そ
の
原
因
が
、
産
業
革
命
に
結
実

し
た
自
然
科
学
や
技
術
革
新
の
成
果
を
専
ら
富
者
が
享
受
し
て
い
る
こ
と

に
あ
る
と
い
う
。
ミ
ル
は
、
産
業
革
命
の
成
果
が
広
く
社
会
全
体
に
普
及

す
れ
ば
、
社
会
的
に
多
数
を
占
め
る
貧
者
、
特
に
、
労
働
者
が
富
と
余
暇

を
享
受
す
る
こ
と
で
、
苛
酷
な
労
働
に
よ
る
疲
労
を
回
復
し
、
様
々
な
人
々

と
の
交
流
の
機
会
を
見
出
し
、
自
己
及
び
子
息
の
教
育
に
費
や
す
時
間

的
・
金
銭
的
余
裕
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
改
善
が
期
待
出

来
る
と
の
見
解
を
示
す
一
方
、
少
数
者
で
あ
る
特
殊
利
益
を
持
っ
た
諸
階

級
が
、
「
悪
練
な
利
益
」
に
固
執
す
る
こ
と
で
、
社
会
全
体
の
知
的
・
道
徳

的
改
善
を
妨
げ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
ミ
ル
は
、
民
衆
が
特
殊
利

益
を
有
す
る
諸
階
級
に
編
き
れ
る
な
い
為
に
、
知
識
を
普
及
き
せ
、
政
治

的
・
社
会
的
諸
問
題
に
対
処
で
き
る
判
断
力
が
社
会
全
体
に
広
め
る
よ
う

主
張
す
る
。

ま
た
、
「
完
成
可
能
性
」
で
は
、
人
聞
の
完
成
可
能
性
を
否
定
す
る
当
時

の
論
調
を
批
判
し
、
「
知
識
の
有
用
性
」
と
同
様
の
議
論
を
展
開
す
る
。
そ

こ
で
は
、
特
殊
利
益
を
有
す
る
貴
族
、
国
王
、
聖
職
者
の
他
、
完
成
可
能

性
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
知
的
優
越
性
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
有
識
者
を

批
判
す
る
。
ミ
ル
は
、
有
識
者
が
知
識
を
独
占
す
る
こ
と
な
く
、
社
会
に

普
及
さ
せ
、
社
会
改
革
に
結
び
つ
け
る
よ
う
貢
献
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

る
。
更
に
ミ
ル
は
、
歴
史
上
の
偉
人
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
我
々
が
経

験
上
知
り
得
る
程
度
の
道
徳
的
改
善
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
、

有
識
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
教
育
を
施
し
、
世
論
の
道
徳
的
意

識
を
高
め
る
こ
と
で
、
特
定
の
階
級
の
「
悪
練
な
利
益
」
に
支
配
き
れ
な
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ぃ
、
民
衆
の
利
益
に
叶
う
統
治
構
造
の
構
築
を
主
張
し
て
い
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
ミ
ル
に
お
い
て
、
社
会
改
革
の
対
象
で
あ
る
民
衆

の
受
動
性
が
窺
え
る
。
「
知
識
の
有
用
性
」
に
お
い
て
、
民
衆
は
、
知
識
も

富
も
持
た
な
い
、
苛
酷
な
労
働
に
苦
し
め
ら
れ
る
個
人
に
過
ぎ
な
い
。
そ

れ
故
、
彼
ら
は
政
治
的
・
社
会
的
問
題
の
改
善
策
は
勿
論
、
そ
う
し
た
問

題
状
況
の
原
因
す
ら
も
十
分
に
認
識
で
き
な
い
。
更
に
、
「
完
成
可
能
性
」

に
お
い
て
も
、
民
衆
は
、
有
識
者
に
よ
る
道
徳
教
育
を
受
け
た
後
も
、
引

き
続
き
世
論
に
よ
っ
て
監
視
し
続
け
ら
れ
る
個
人
を
想
定
し
て
い
る
。
ミ

ル
は
、
こ
う
し
た
民
衆
に
主
体
性
を
持
た
せ
る
こ
と
で
特
定
階
級
の
支
配

か
ら
脱
し
、
社
会
の
市
民
と
し
て
政
治
参
加
で
き
る
だ
け
の
政
治
的
・
社

会
的
判
断
カ
の
養
成
を
社
会
改
革
の
第
一
歩
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
民
衆
の
社
会
的
解
放
に
向
け
た
方
策
は
、
一
八
二
六
年
の
「
精

神
の
危
機
」
を
通
じ
て
、
二
つ
の
草
稿
の
聞
に
論
調
の
変
化
を
粛
ら
し
て

い
る
。
「
知
識
の
有
用
性
」
で
は
、
富
と
知
識
が
解
放
の
力
と
捉
え
ら
れ
、

こ
の
両
者
の
普
及
が
道
徳
的
改
善
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
完
成

可
能
性
」
で
は
、
道
徳
的
改
善
が
、
道
徳
教
育
と
世
論
に
よ
っ
て
可
能
で

あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
完
成
可
能
性
」
で
は
、
利
他
心
や
感
情

的
要
素
に
も
注
目
し
、
ミ
ル
思
想
の
第
二
期
の
特
徴
が
窺
え
る
。
こ
う
し

た
論
調
こ
そ
が
、
社
会
改
革
の
可
能
性
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
ミ
ル
を
ベ

ン
サ
ム
や
父
ミ
ル
か
ら
独
立
し
た
思
想
家
へ
と
高
め
、
代
表
的
著
作
を
育

む
源
泉
と
も
な
っ
た
。

質
疑
応
答
で
は
、
先
ず
、
水
田
洋
会
員
に
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
き
、

そ
れ
に
従
っ
て
、
本
報
告
要
旨
も
一
部
表
現
を
改
め
た
。
更
に
中
津
信
彦

会
員
か
ら
は
、
有
識
者
の
帰
属
す
る
具
体
的
な
階
級
は
何
か
、
と
の
質
問

が
あ
っ
た
。
有
識
者
と
は
、
知
識
を
有
す
る
も
の
を
広
く
表
し
、
学
者
、

議
員
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
想
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
高
橋
亮
会
員

か
ら
は
、
ミ
ル
の
い
う
完
成
さ
れ
た
人
間
像
は
、
利
己
心
と
利
他
心
の
関

係
か
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
と
の
質
問
が
あ
っ
た
。
完
成
き

れ
た
人
間
像
は
、
他
者
の
幸
福
や
自
己
犠
牲
を
自
ら
の
幸
福
と
感
じ
る
こ

と
の
出
来
る
高
貴
な
利
己
心
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
経

験
上
知
り
得
る
程
度
の
道
徳
性
と
全
面
的
に
同
一
と
は
い
い
難
い
。

参
考
文
献
-
野
田
邦
彦
「
初
期

J

・
s

・
ミ
ル
の
社
会
改
革
思
想
に
お
け
る
教
育
の

意
義
」
(
『
青
山
社
会
科
学
紀
要
」
第
二
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
九
年
九
月
、
一

1

二
二

頁
。
)
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ジ
ェ
ン
ダ
!
と
人
権

-
-
A
-
K

・
セ
ン
の
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
概
念
を
め
ぐ
っ
て
|
|

[
報
告
]
高
原

幸

子

ジ
ェ
ン
ダ
l

論
の
な
か
で
女
性
へ
の
暴
力
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
難
点

を
抱
え
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
l

論
は
、
性
的
差
異
が
社
会
的
構
成
の
領
域

で
あ
る
こ
と
を
発
展
さ
せ
た
が
、
実
質
的
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
暴
力
の
現

場
性
の
議
論
は
、
そ
の
理
論
と
は
別
に
進
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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本
発
表
に
お
い
て
は
、
女
性
を
め
ぐ
る
問
題
領
域
を
横
断
的
に
思
考
し

な
が
ら
、
女
性
が
主
体
化
す
る
時
間
的
・
空
間
的
な
過
程
を
権
利
と
し
て
、

つ
ま
り
人
権
の
領
域
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
女
性
を
め

ぐ
る
問
題
構
成
は
、
私
的
・
公
的
空
間
の
区
分
け
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く

る
。
公
的
空
間
に
従
属
す
る
形
を
と
る
私
的
空
聞
は
、
明
確
に
ジ
ェ
ン
ダ

l

化
さ
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
長
い
間
の
課
題
と
し
て
、
私
的
空

聞
の
政
治
化
が
あ
る
が
、
女
を
集
団
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
見
な
し
、
そ

れ
を
も
と
に
政
治
化
を
図
る
と
い
、
7

戦
略
に
は
限
界
が
あ
る
。
日
常
の
人

生
の
選
択
に
お
い
て
、
以
上
の
公
私
の
区
分
け
の
陥
穿
に
陥
る
可
能
性
が

常
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
予
定
調
和
的
な
主
体
化
し
か
用
意
さ

れ
て
い
な
い
状
況
の
な
か
で
不
可
能
な
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
公
私
の
区
分
け
の
な
か
で
、
女
性
へ
の
暴
力
も
隠
蔽
さ
れ
、

議
論
の
場
に
も
上
る
こ
と
が
な
い
状
況
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
、
暴
力
の
祖

定
が
強
制
か
、
自
発
性
か
、
と
い
う
二
項
対
立
の
議
論
枠
組
み
に
陥
り
、

常
に
被
害
者
の
意
志
か
加
害
者
の
意
志
の
も
と
に
帰
結
さ
せ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
社
会
的
構
成
の
議
論
と
の
違
い
で
あ
る
。
性
的
差

異
の
も
と
に
合
理
的
に
自
分
の
行
為
を
規
定
し
て
い
く
よ
う
な
、
常
に
予

定
さ
れ
た
主
体
を
想
定
し
て
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
構
成
の
性

的
差
異
を
も
含
む
形
で
揺
ら
ぎ
な
が
ら
主
体
化
し
て
い
く
女
性
像
を
見
出

す
議
論
へ
の
展
開
と
し
て
、
私
的
空
間
の
政
治
化
と
は
異
な
り
、
親
密
圏

(
斎
藤
、
一
九
九
九
)
と
い
う
概
念
を
用
い
、
そ
の
領
域
の
剥
奪
を
ド
メ
ス
テ

ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
と
定
義
す
る
。
こ
の
定
義
に
従
う
と
、
公
私
の

陥
葬
に
陥
る
こ
と
な
く
、
生
の
ニ
l

ズ
(
身
体
の
ニ
|
ズ
)
を
満
た
す
観
点

が
予
想
で
き
う
る
。

自由論題41 

以
上
の
生
の
ニ
ー
ズ
(
身
体
の
ニl
ズ
)
は
第
三
世
界
の
女
性
の
状
況
で

は
生
殖
や
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
場
面
に
匹
敵
し
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン

の
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
概
念
の
持
つ
、
主
体
と
権
利
の
複
合
的
連
鎖
と

の
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
は
、
暴
力
を
規
定
す
る
よ
う
な
公
的
空
間
の
言
説
の
せ
め
ぎ
あ
い

に
よ
っ
て
は
声
を
発
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
暴
力
を
受
け
た
女
性
の
こ

と
ば
を
持
つ
権
利
と
も
い
え
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
文
字
ど
お
り
の
も
の
だ

け
で
は
な
く
、
こ
と
ば
を
通
じ
て
世
界
と
触
れ
る
自
己
(
8
8
の
感
覚
を

女
性
に
与
え
る
。
そ
れ
は
、
自
尊
心
や
誇
り
な
ど
の
内
面
性
と
と
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
常
に
動
態
的
で
行
為
遂
行
的
な
女
性
の
主
体
像
に
つ
な
が

λ
v。

セ
ン
の
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
概
念
は
、
家
庭
内
の
対
立
状
況
に
焦
点

を
あ
わ
せ
、
自
然
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
私
的
空
間
の
争
い
と
、

権
力
構
造
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
権
利
と
し
て
主
張
す
る

こ
と
に
よ
り
、
人
権
の
領
域
に
接
合
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
親
密
圏

に
お
け
る
暴
力
と
、
私
的
空
間
の
権
力
構
造
か
ら
、
女
性
が
主
体
化
す
る

動
態
的
プ
ロ
セ
ス
を
権
利
と
し
て
主
張
す
る
、
セ
ン
の
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ

ン
ト
概
念
は
、
公
的
空
間
で
認
識
し
う
る
も
の
の
み
を
平
等
と
人
権
の
対

象
と
す
る
状
況
に
対
し
、
介
入
す
る
概
念
と
し
て
提
示
し
た
い
。

質
疑
応
答

高
橋
昆
司
会
員
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト
概
念
は
女
性
へ
の
適
用
だ
け

で
は
な
く
、
病
気
や
死
と
い
う
状
況
に
あ
た
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
応
用
で
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き
う
る
の
で
は
(
そ
う
思
う
が
、
女
性
の
特
有
の
問
題
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ

と
が
本
発
表
の
前
提
で
あ
る
の
で
そ
こ
か
ら
考
え
た
い
)
。

水
回
洋
会
員
公
私
の
持
つ
基
盤
主
義
と
は
何
か
?
(
あ
る
一
定
の
秩
序

の
も
と
に
配
列
さ
れ
る
予
定
き
れ
た
基
盤
に
倣
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
私
的
空

間
は
過
去
に
遡
及
し
て
あ
た
か
も
自
然
な
も
の
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
う
る
こ
と
)

売
春
は
公
的
な
生
産
関
係
を
伴
う
領
域
な
の
か
(
今
後
議
論
を
詰
め
た
い
観

点
で
あ
り
、
安
易
に
こ
と
ば
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
)
。
結
論
を
明
確
に
(
要
旨
参

照
)
。

崎
山
政
搬
会
員
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
の
問
題
と
し
て
第
三
世
界
の
女
性

が
暴
力
を
使
い
、
報
復
し
な
が
ら
国
家
決
定
機
関
に
上
り
つ
め
て
い
く
こ

と
を
ど
う
考
え
る
の
か
(
本
発
表
の
焦
点
の
あ
て
方
は
異
な
り
、
女
性
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
の
な
か
で
出
会
う
暴
力
的
な
状
況
か
ら
主
体
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
を

人
権
の
領
域
に
設
定
す
る
)
。

自
由
論
題
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多
元
主
義
思
想
の
一
系
譜

|
|
ア
イ
ザ
イ
ア
・
パ
ー
リ
ン
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
ー
ー

[
報
告
]
中

野

剛
充

本
報
告
で
は
、
ア
イ
ザ
イ
ア
・
パ
l

リ
ン
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー

の
多
一
万
主
義G
E
S
-
-即日
)
を
、
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
の
多
元
主
義
と
比
較
考

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
一
店
主
義
内
部
の
差
異
を
分
節
化
す
る
試
み
を

お
こ
な
っ
た
。
パ
l

リ
ン
は
、
今
世
紀
を
代
表
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
思

想
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
晩
年
の
彼
は
、
「
多
元
主
義
」
論
と
、
そ

れ
に
基
づ
く
西
欧
政
治
・
社
会
思
想
に
お
け
る
一
元
論
的
伝
統
の
批
判
を

積
極
的
に
展
開
し
て
い
た
。
彼
の
多
一
元
主
義
論
は
、
現
代
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ

ア
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
テ
イ
ラ
ー
、
そ
し
て

以
前
は
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
で
あ
り
、
現
在
で
は
保
守
主

義
的
な
立
場
か
ら
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
を
展
開
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス

の
政
治
哲
学
者
グ
レ
イ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
な
か
で
も
グ
レ

イ
は
、
パ
l

リ
ン
の
多
元
主
義
を
批
判
的
に
継
承
し
、
自
ら
の
思
想
的
立

場
を
「
ア
ゴ
l

ン
的
多
元
主
義
」
と
定
義
し
て
い
る
が
、
彼
の
ア
ゴ
l

ン

的
多
元
主
義
は
パ
l

リ
ン
の
多
元
主
義
か
ら
次
の
三
つ
の
視
点
を
継
承
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
価
値
の
多
元
主
義
、
②
(
①
に
基
づ
く
)
西
欧
政
治
思

想
に
お
け
る
一
元
論
と
啓
蒙
主
義
批
判
、
③
人
聞
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
忠
誠
の
根
拠
を
、
普
遍
的
な
原
理
や
合
理
的
な
選
択
に
で
は
な
く
、
あ

る
種
の
共
通
文
化
に
求
め
る
、
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
し
か
し
以
下
の
二

点
に
お
い
て
は
、
グ
レ
イ
は
パ
l

リ
ン
の
多
元
主
義
か
ら
議
離
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
制
現
代
に
お
け
る
共
通
文
化
を
「
国
民
の
文
化

ロ
白
巴O
ロ
包
2
-
z
z
」
と
規
定
し
、
そ
れ
を
政
治
的
忠
誠
の
基
礎
に
す
え
る
。

刷
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
ア
ゴ
l

ン
的
多
元
主
義
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
西
欧
近
代
の
価
値
自
体
を
相
対
化
す
る
。
こ
の
二
点
を
中

心
に
、
、
グ
レ
イ
の
多
一
万
主
義
と
、
パl
リ
ン
そ
し
て
テ
イ
ラ
ー
の
多
一
万
主

義
と
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
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判
ー
ー
共
通
文
化
・
国
民
の
文
化
・
政
治
的
忠
誠
|
|
に
つ
い
て
だ

が
、
グ
レ
イ
は
人
聞
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
拠
と
な
る
共
通
文
化
を

国
民
の
文
化
と
規
定
し
、
そ
れ
を
政
治
的
忠
誠
の
基
礎
と
見
な
す
。
し
か

し
パ
l

リ
ン
と
テ
イ
ラ
ー
は
共
に
、
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
共
通

文
化
の
重
要
性
を
強
調
し
た
が
、
国
民
や
国
家
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
パ
l

リ
ン
は
そ
の
へ
ル
ダ
l

論
に
お
い
て
、
へ
ル
ダ
l

を
常

に
文
化
的
な
多
元
主
義
者
と
解
釈
し
、
彼
の
後
継
者
と
異
な
り
、
ヘ
ル
ダ

ー
が
国
家
を
嫌
悪
し
て
い
た
点
を
強
調
し
た
。
ま
た
パ
l

リ
ン
自
身
、
冷

戦
後
の
世
界
に
お
い
て
、
「
政
治
的
な
枠
組
み
を
も
た
な
い
文
化
的
な
民
族

自
決
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
語
り
、
「
政
治
的
・
経
済
的
な
統
一
性
と
同
時

に
文
化
的
な
多
様
性
を
も
つ
こ
と
」
を
求
め
て
い
た
。
テ
イ
ラ
ー
も
、
そ

の
政
治
思
想
に
お
い
て
、
理
論
的
に
多
元
主
義
を
擁
護
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
も
カ
ナ
ダ
の
連
邦
制
内
部
で
の
文
化
の
多
元

性
を
追
求
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ベ
ッ
ク
を
主
権
国
家
と
し
て
独
立
さ

せ
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
独
自
の
社
会
」
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
承
認
し
つ
つ
連
邦
に
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
で
、
連
邦
内

で
の
多
元
性
を
維
持
・
実
現
す
る
方
途
を
目
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
グ

レ
イ
の
多
元
主
義
に
お
け
る
共
通
文
化
H

国
民
の
文
化
H

政
治
的
忠
誠
と

い
う
モ
デ
ル
は
、
一
つ
の
国
家
や
連
邦
内
部
に
お
け
る
文
化
の
多
元
性
を

追
求
し
、
文
化
と
政
治
の
関
係
を
よ
り
間
接
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

パ
l

リ
ン
と
テ
イ
ラ
ー
の
多
元
主
義
と
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次

に
倒
i
l

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
西
欧
近
代
自
体
の
相
対
化
ー
ー
ー
に
つ
い
て
だ

が
、
グ
レ
イ
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
ア
ゴ

l

ン
的
多
元
主
義
へ
の
移
行

に
伴
い
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
西
欧
近
代
自
体
の
価
値
を
も
相
対
化
し
て
し

自由論題43 

ま
う
。
し
か
し
パ
l

リ
ン
と
テ
イ
ラ
ー
は
多
元
主
義
の
源
泉
を
、
ロ
マ
ン

主
義
に
求
め
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
テ
イ
ラ
ー
と
パ
l

リ
ン

は
啓
蒙
主
義
的
近
代
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
な
が
ら
同
時
に
、
近
代
内

部
の
多
一
五
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
パ
l

リ
ン
は
、
誠
実
さ
や

一
貫
性
と
い
っ
た
現
代
人
が
共
有
す
る
価
値
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
多
様

性
や
多
元
性
の
価
値
自
体
が
ロ
マ
ン
主
義
運
動
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
テ
イ
ラ
ー
も
ロ
マ
ン
主
義
文
化
に
お

け
る
「
真
正
き
広
三
宮
己
主
守
)
」
の
理
念
と
多
元
主
義
の
結
び
つ
き
を
重

視
し
、
ロ
マ
ン
主
義
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
理
解
や
多
元
性
の
価

値
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
i

啓
蒙
主
義
|
西

欧
近
代
を
、
一
元
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
内
部
の
多
様
性
を
無

視
す
る
観
点
は
、
グ
レ
イ
と
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ツ
キ
ン
タ
イ
ア
が
共
有
し
、

パ
i

リ
ン
と
テ
イ
ラ
ー
に
は
な
い
視
点
で
あ
る
。

質
疑
応
答

本
報
告
に
関
し
て
、
天
羽
康
夫
先
生
、
原
田
哲
史
先
生
、
細
見
和
之
先

生
、
そ
し
て
大
貫
敦
子
先
生
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
①
グ
レ
イ
が
主
張
す
る
「
非

西
洋
文
化
の
可
能
性
」
に
つ
い
て
、
②
ロ
マ
ン
主
義
概
念
の
定
義
の
唆
味

き
に
つ
い
て
、
③
グ
レ
イ
の
多
元
主
義
の
論
理
に
つ
い
て
、
④
文
化
的
差

異
を
自
然
発
生
的
に
定
義
す
る
危
険
性
に
つ
い
て
、
ご
質
問
を
い
た
だ
い

た
。
報
告
者
は
、
①
に
関
し
て
、
グ
レ
イ
は
、
経
済
的
成
長
と
社
会
的
な

安
定
性
を
維
持
し
て
い
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
、
西
欧
の
リ
ベ
ラ
ル

な
個
人
主
義
や
権
利
の
概
念
に
よ
っ
て
は
規
定
で
き
な
い
、
人
類
の
真
正
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な
d
『
巾
-
-
l
g
z
m
に
貢
献
し
う
る
文
化
的
可
能
性
を
求
め
て
い
る
、
と
お
答

え
し
た
。
②
に
つ
い
て
は
、
テ
イ
ラ
ー
や
パ
l

リ
ン
の
ロ
マ
ン
主
義
論
は

ハ
!
マ
ン
、
へ
ル
ダ
l

、
そ
し
て
フ
ン
ボ
ル
ト
と
い
っ
た
思
想
家
に
依
拠

し
た
特
異
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
の
議
論
の
内
実
に
つ
い

て
は
今
後
の
私
の
研
究
課
題
と
し
た
い
、
と
お
答
え
し
た
。
ま
た
③
に
関

し
て
は
、
グ
レ
イ
の
多
元
主
義
論
の
背
景
に
は
、
市
場
中
心
主
義
や
り
!

ガ
リ
ズ
ム
に
依
拠
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
特
有
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
強

い
批
判
意
識
が
あ
る
、
と
お
答
え
し
た
。
最
後
に
④
に
つ
い
て
は
、
パ
ー

リ
ン
や
テ
イ
ラ
ー
の
多
元
主
義
に
は
、
あ
る
種
の
文
化
本
質
主
義
的
な
側

面
が
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
側
面
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
(
戦
略
的
)
本
質
主
義
」
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
お

答
え
し
た
。

自
由
論
題

4 

G 

ル
カ
l

チ
に
お
け
る
道
徳
と
政
治

|
|
政
治
の
悲
劇
性
|
|

[
報
告
]

亮

西
永

ル
カ
l

チ
に
と
っ
て
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

独
裁
と
い
う
暴
力
に
よ
っ
て
階
級
抑
圧
な
き
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
は
、
善
き
目
的
を
悪
し
き
手
段
に
よ
っ
て
闘
い

と
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
る
の
か
と
い
う
「
道
徳
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ
」
を
見

出
す
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
当
初
、
悪
か
ら
善
は
生
ま
れ
な
い
と
い
う
厳

格
な
善
悪
二
元
論
の
立
場
を
と
る
が
、
直
後
に
こ
の
態
度
を
修
正
す
る
。

彼
は
目
的
と
手
段
の
「
内
在
」
的
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
、
目
的
実
現
の

た
め
の
手
段
を
社
会
的
現
実
性
の
内
部
に
求
め
、
善
き
目
的
が
悪
し
き
手

段
に
よ
っ
て
内
的
に
媒
介
さ
れ
う
る
こ
と
を
容
認
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
問
わ
れ
る
の
は
、
暴
力
を
行
使
し
な
が
ら
な
お
も
「
正
し
く
」
行
為
す

る
と
い
う
政
治
的
責
任
で
あ
る
。
政
治
に
関
与
す
る
人
聞
に
必
要
と
さ
れ

る
責
任
倫
理
は
、
政
治
の
局
面
に
お
け
る
行
為
の
結
果
の
予
測
不
可
能
性
、

よ
り
特
定
化
す
れ
ば
行
為
の
道
徳
的
可
謬
性
に
対
す
る
自
覚
で
あ
る
。
こ

の
自
覚
は
、
「
罪
」
を
犯
す
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
よ
う
な
「
悲
劇
的
な
状

況
」
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
を
要
求
す
る
。
こ
の
状
況
の
な
か
で
の
正

し
さ
と
は
、
罪
を
犯
し
な
が
ら
も
「
同
胞
」
の
た
め
に
自
分
の
「
魂
」
の

道
徳
的
純
粋
性
を
「
犠
牲
」
に
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
悲
劇

的
認
識
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
対
す
る
彼
の
「
罪
業
の
完
成
」

と
い
う
時
代
診
断
に
端
を
発
し
て
い
る
と
同
時
に
、
後
に
彼
が
ス
タ
ー
リ

ニ
ズ
ム
を
許
容
す
る
際
に
も
そ
の
決
断
を
根
底
か
ら
支
え
る
こ
と
に
な

る
。
政
治
の
悲
劇
性
と
い
う
認
識
の
成
立
と
と
も
に
、
道
徳
的
な
善
悪
と

は
別
個
に
正
し
き
と
い
う
基
準
が
、
暴
力
を
も
手
段
と
す
る
政
治
的
行
為

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
固
有
の
基
準
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
の
他
方
で
、
暴

力
は
も
は
や
道
徳
的
に
評
価
き
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
道
徳

的
に
は
悪
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
同
胞
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば



そ
れ
は
正
し
い
行
為
と
し
て
正
当
化
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ル
カ
i

チ
の
認
識
に
つ
い
て
若
干
考
察
す
る
と
、
第
一
に
、

彼
は
悲
劇
的
な
状
況
に
お
い
て
正
し
き
と
い
う
基
準
を
保
持
し
よ
う
と
し

て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
基
準
を
無
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の

政
治
的
倫
理
は
単
に
反
道
徳
的
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
徳
と
政
治
を

混
同
す
る
態
度
と
、
そ
の
両
者
を
無
関
係
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
態
度

と
を
同
時
に
批
判
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
正
・
不

正
と
い
う
形
で
暴
力
の
問
で
の
質
的
な
区
別
が
可
能
と
な
る
。
正
し
い
暴

力
と
は
同
胞
の
た
め
の
暴
力
で
あ
る
。
彼
の
考
え
る
革
命
は
階
級
な
き
社

会
を
最
終
目
標
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
彼
に
と
っ
て
同
胞
と
は
究
極
的
に
は

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
「
階
級
」
で
は
な
く
「
人
類
」
で
あ
り
、
革
命
の
理
念
は

「
人
間
性
」
で
あ
る
。
し
か
し
第
三
に
、
政
治
的
行
為
の
結
果
が
予
測
不
可

能
な
の
は
、
そ
れ
が
他
者
に
対
す
る
行
為
で
あ
る
た
め
に
そ
の
主
観
的
意

図
と
客
観
的
結
果
と
の
間
に
食
い
違
い
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
ル
カ
l

チ
に
は
こ
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
。
行
為
の
結

果
に
対
す
る
責
任
や
政
治
の
悲
劇
性
と
い
う
認
識
は
、
自
己
と
他
者
と
の

関
係
の
次
元
に
お
い
て
も
と
ら
え
返
す
べ
き
で
あ
る
。

4 

質
疑
応
答

自由論題

質
疑
応
答
で
は
、
水
野
浩
二
会
員
か
ら
、
ル
カl
チ
の
理
念
が
人
類
・
人

間
性
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
む
し
ろ
彼
が
離
れ
て
い
っ
た
と
き
れ
る
道
徳

主
義
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
の
ご
質
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

そ
う
し
た
理
念
が
善
き
手
段
に
よ
っ
て
直
接
的
に
は
実
現
さ
れ
え
ず
、
悪

45 

し
き
手
段
に
訴
え
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
が
ル
カ

|
チ
を
道
徳
主
義
か
ら
分
か
つ
、
と
答
え
た
。
古
賀
敬
太
会
員
か
ら
は
、

目
的
l

手
段
の
内
在
的
関
係
の
評
価
の
背
後
に
あ
る
へ
l

ゲ
ル
的
な
歴
史

必
然
性
の
認
識
に
こ
そ
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
萌
芽
を
見
出
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
の
ご
指
摘
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
全
く
同
意
見
で
あ
る
と

答
え
た
。
生
方
卓
会
員
か
ら
は
、
ル
カ
l

チ
の
暴
力
肯
定
の
論
理
と
オ
ウ

ム
真
理
教
の
思
想
と
ど
こ
が
異
な
る
の
か
と
の
ご
質
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
直
接
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
断

わ
り
つ
つ
、
ル
カ
l

チ
に
お
け
る
歴
史
必
然
性
の
認
識
と
他
者
の
存
在
に

対
す
る
視
点
の
欠
知
と
が
彼
の
同
胞
概
念
を
問
題
あ
る
も
の
に
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
、
と
答
え
た
。
高
幣
秀
知
会
員
か
ら
は
、
ル
カ
l

チ
の
軍

隊
で
の
粛
清
行
為
へ
の
加
担
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
の

ご
質
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
「
軍
事
的
に
は
正
し
か

っ
た
」
と
い
う
彼
自
身
の
発
言
を
引
用
し
て
本
報
告
と
の
関
連
を
示
唆
し

た
。
河
上
陸
子
会
員
か
ら
は
、
ル
カ
l

チ
の
思
想
の
限
界
に
か
か
わ
る
も

の
と
し
て
の
他
者
の
存
在
に
つ
い
て
再
度
説
明
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。

徳
永
拘
会
員
か
ら
は
、
ル
カ
i

チ
の
悲
劇
的
認
識
は
へ
l

ゲ
ル
的
弁
証
法

へ
の
移
行
の
な
か
で
克
服
さ
れ
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
ご
指

摘
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
へ
!
ゲ
ル
主
義
に
よ
る
悲
劇
性
の
認

識
の
克
服
に
も
か
か
わ
ら
ず
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
弁
明
の
な
か

で
そ
の
認
識
が
回
帰
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
る
こ
と

が
今
後
の
研
究
課
題
と
な
る
と
答
え
た
。
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自
由
論
題

5 

ユ
ダ
ヤ
人
の
近
現
代
史
と

関
連
に
関
す
る
考
察

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』

[
報
告
]
早

野

禎

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
!
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
著
書
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
に
お
い

て
、
啓
蒙
が
野
蛮
に
転
化
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
展
開
し
な
が
ら
、
啓
蒙

の
否
定
で
は
な
く
、
啓
蒙
の
自
己
反
省
に
よ
る
自
ら
の
支
配
性
の
止
揚
を

考
え
た
。
報
告
で
は
、
同
書
で
彼
ら
が
、
啓
蒙
と
支
配
と
の
弁
証
法
的
絡

み
合
い
の
問
題
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
近
代
以
降
の
歴
史
の
中
に
見
て
取
り
な
が

ら
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
問
題
を
啓
蒙
の
自
己
反
省
に
よ
る
そ
の
支
配
性
の

止
揚
と
い
う
論
点
と
関
連
づ
け
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た

啓
蒙
思
想
と
ユ
ダ
ヤ
人

ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ツ
セ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
が
解
放
さ
れ
た

一
九
世
紀
の
最
初
の
一
O
年
は
、
啓
蒙
主
義
の
成
熟
期
で
あ
り
、
そ
れ
が

ユ
ダ
ヤ
人
に
ユ
ダ
ヤ
民
族
と
人
間
性
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
独
特
の
楽
観

性
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
。
聞
か
ら
光
へ
と
い
う
発
想
は
、
最
初
、
自
由
主 グ〉

義
に
、
や
が
て
社
会
主
義
の
主
題
と
な
り
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
心
に

深
〈
刻
み
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
こ
の
〈
教
養
v

の

理
念
は
、
個
人
の
人
格
の
開
花
が
、
民
族
性
と
宗
教
の
相
違
を
超
越
す
る

方
向
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
市
民
へ
の
同
化
の
都
合
の

よ
い
理
想
と
な
っ
た
。

「
魯
曲
家
の
弁
証
法
」
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
論

第
五
章
の
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
諸
要
素
啓
蒙
の
限
界
」
に
お
い
て
、

啓
蒙
と
支
配
の
弁
証
法
的
絡
み
合
い
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
の
関
連
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
啓
蒙
と
支
配
と
の
弁
証
法
的
絡
み
あ

い
、
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
が
偉
大
な
啓
蒙
家
や
デ
モ
ク
ラ
テ
ツ
イ
ク
な
民
衆

運
動
に
感
じ
と
っ
て
き
た
も
の
、
進
歩
が
残
虐
さ
と
解
放
に
対
し
て
持
つ

あ
の
二
重
の
関
係
は
、
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
の
本
質
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
修
練
を
積
ん
だ
自
己
統
御
に
よ
っ
て
い
は
ば
第
二
の
割

礼
と
も
一
言
う
べ
き
、
あ
の
他
者
に
よ
る
支
配
と
い
う
痛
苦
に
み
ち
た
想
い

出
の
傷
痕
を
、
み
ず
か
ら
克
服
し
て
き
た
。
そ
れ
を
?
7
じ
て
ユ
ダ
ヤ
人

は
、
彼
ら
に
固
有
の
風
化
し
た
共
同
体
か
ら
抜
け
出
し
て
、
掛
け
値
な
し

に
近
代
的
市
民
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
的
市
民
な
る
も
の
は
、
す
で

に
止
む
が
た
く
む
き
だ
し
の
抑
圧
へ
と
退
行
し
、
自
己
を
完
全
純
血
人
種

へ
と
再
組
織
す
る
方
向
へ
と
歩
み
出
し
て
い
っ
た
の
だ
」
(
ロ
〉
忌
∞
・
訳
匂

N
由
叶
)
。

こ
の
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
近
現
代
史
に
お
け
る
解
放
と
残
虐
さ
の
二
重

性
の
歴
史
と
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
関
連
と
い
う
著
者
た
ち
の
視
点
か
ら
、

以
下
、
彼
ら
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
論
を
見
て
い
き
た
い
。
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彼
ら
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
分
析
の
一
つ
と
し
て
投
影
論
の
視
点
を
展
開

し
て
い
る
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
関
す
る
考
察
の
一
つ
と
し
て
、
「
誤
れ
る
投

影
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
「
誤
れ
る
投
影
」
は
自
己

に
環
境
を
似
せ
る
も
の
で
あ
り
、
「
発
現
し
よ
う
と
す
る
内
的
な
も
の
を
外

的
な
も
の
へ
と
移
し
か
え
、
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
に
も
敵
の
熔
印
を
押

す
」
(
同
ど
汁
N
S
)
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
誤
れ
る
投
影
」
は
パ
ラ
ノ
イ

ア
的
世
界
に
つ
な
が
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
患
者
は
、
「
自
分
の
盲

目
的
な
目
的
に
あ
っ
た
よ
う
に
し
か
外
界
を
知
覚
し
な
い
か
ら
、
彼
は
、

い
つ
も
自
分
の
抽
象
的
に
偏
執
へ
と
外
化
さ
れ
た
自
己
を
反
復
す
る
こ
と

し
か
で
き
な
い
」
(
問
問
。
一
お
∞
)
。

し
か
し
、
著
者
た
ち
は
、
投
影
作
用
そ
の
も
の
に
問
題
を
見
出
す
の
で

は
な
く
、
そ
こ
に
反
省
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
き
れ
た
投
影
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
主

体
が
客
体
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
を
、
も
は
や
客
体
に
返
す
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
自
身
は
豊
か
に
な
る
の
で
は
な
く
、
貧

し
く
な
る
。
主
体
は
二
つ
の
方
向
に
向
け
て
反
省
を
喪
失
す
る
。
つ
ま
り

主
体
は
も
は
や
対
象
を
反
省
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
も
は
や
自
己
自
身
を
も

反
省
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
と
対
象
と
の
区
別
を
失
う

の
で
あ
る
」
(
同
自
由
一N
S
)。

ま
た
、
「
誤
れ
る
投
影
」
は
教
養
の
纂
奪
者
で
あ
る
。
教
養
は
近
代
市
民

社
会
に
お
い
て
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
を
社
会
の
片
隅
に
お
い
や
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
文
化
産
業
の
発
展
に
よ
り
、
文
化
が
商
品
と
な
り
、
情
報
と
な
っ

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
教
養
そ
の
も
の
が
病
に
お
か
さ
れ
て
い
く
。
宿
命

論
的
宗
教
団
体
な
ど
で
語
ら
れ
る
「
誤
れ
る
投
影
」
と
し
て
の
「
生
半
可

自由論題47 

な
教
養
(
出
血-
5
E
E
m
)」
が
支
配
的
と
な
り
、
そ
れ
が
、
内
と
外
、
個
人

的
運
命
と
社
会
的
法
則
の
分
裂
に
耐
え
ら
れ
な
い
不
安
な
人
々
に
、
パ
ラ

ノ
イ
ア
な
世
界
を
あ
て
が
う
の
で
あ
る
。

著
者
た
ち
は
、
「
人
聞
の
現
実
の
解
放
は
同
時
に
精
神
の
啓
蒙
を
も
た
ら

し
は
し
な
か
っ
た
」
(
同
問
汁
8
8

と
考
え
る
が
、
こ
の
精
神
の
病
は
自

ら
自
己
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
止
揚
き
れ
る
と
し
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の

問
題
も
こ
の
点
と
関
わ
っ
て
い
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
支
配
か
ら
の
思
考
の
解
放
に
お
い
て
暴
力
の
廃
絶
に
お
い
て
、
こ
れ

ま
で
は
真
と
は
言
え
な
か
っ
た
『
ユ
ダ
ヤ
人
も
一
個
の
人
間
で
あ
る
』

と
い
う
理
念
も
は
じ
め
て
実
現
き
れ
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が

ユ
ダ
ヤ
人
を
も
他
の
人
々
と
同
様
病
へ
と
き
そ
う
反
ユ
ダ
ヤ
社
会
か
ら

人
間
的
社
会
へ
の
歩
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
歩
み
は
同
時
に
フ
ァ
シ
ス

ト
の
欺
蹴
を
、
そ
れ
自
身
の
矛
盾
を
一
示
す
こ
と
で
、
暴
く
こ
と
に
な
ろ

う
。
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
は
、
じ
っ
さ
い
に
歴
史
の
転
換
点
を
な
す

こ
と
が
証
し
き
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
反
省
に
よ
っ
て
も
破
ら
れ
な
い

自
己
主
張
の
培
養
土
の
上
に
蔓
延
す
る
精
神
の
病
を
克
服
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
類
は
あ
ま
ね
き
人
種
対
立
を
超
、
え
て
類
と
な
る
。
そ
れ
は

自
己
自
身
の
本
姿
を
弁
え
て
い
る
点
で
、
自
然
で
あ
り
つ
つ
じ
つ
は
た

ん
な
る
自
然
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
個
人
と
社
会
と
の
支
配
か
ら
の
解

放
は
、
誤
れ
る
投
影
の
反
対
運
動
で
あ
る
」
(
同N
g
一
ω
ロ

l
H
N
)
。

以
上
の
よ
う
に
著
者
た
ち
は
、
ナ
チ
ズ
ム
に
い
た
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の

問
題
を
、
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
論
点
と
絡
ま
せ
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
類
と
し

て
の
歴
史
的
解
放
」
と
い
う
課
題
を
、
二O
世
紀
現
代
か
ら
、
再
び
、
問

う
た
と
言
え
る
。
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献
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(
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G
O
-
F・宮
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帥
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の
司
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ロ
】
命
者
団
『

0
可
。
ロ
己
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邑
曲
目
曲
目
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向

M
F
5
4
司

C
ロ
目
。
口p
z
o
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巾
p
g
曲
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∞
印
・
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ジ
ョ
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ジ
・
L

・
モ
ッ
セ
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ユ
ダ
ヤ
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の
〈
ド
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ツ
〉
」
三
宅
昭
良
訳
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談
社
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r
F
o
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5
2
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吋
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・
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。
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内
包
}
内
ι
角
〉
匡
同
区
田
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問
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(
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中
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〉
と
略
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宮
白
岡
田
O
円
r
F
O
H
H
H
M
O

『
の
g
白
B
B

色
門
品
川
∞
円
庄
司

5
0
ロ
切
回
口
ι
印
印
司
町
田
円
『
百
円
包
∞
叶
・

(
「
啓
蒙
の
弁
証
法
』
徳
永
訳
岩
波
書
店
)

自
由
論
題

B 

一
八
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
実
用
主
義
と

効
用
に
つ
い
て

[
報
告
]

昌

樹

坂

一
八
世
紀
ド
イ
ツ
で
は
、
政
治
制
度
上
の
近
代
国
家
と
い
え
る
領
邦
絶

対
主
義
が
成
立
し
た
。
こ
の
体
制
を
創
出
・
維
持
す
る
た
め
の
立
法
に
君

主
勅
令
が
あ
り
、
た
と
え
ば
「
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
類
学
』
を
公
刊

し
た
カ
ン
ト
は
、
「
歴
史
叙
述
」
と
な
ら
ん
で
「
勅
令
」
を
、
人
々
の
利
益

を
増
進
さ
せ
る
こ
と
か
ら
「
実
用
的
」
だ
と
見
て
い
た
。

勅
令
の
代
表
例
に
、
一
七
一
三
年
の
皇
帝
カ

l

ル
六
世
の

4
3
m
・

5
白
t
R
Z
ω
白
ロ
宮
芯
弓
(
国
事
勅
書
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
君
主
が
「
ポ
リ
ツ

ア
イ
高
権
」
に
も
と
づ
き
家
領
の
不
分
割
を
定
め
て
、
「
公
共
の
福
祉
」
を

「
配
慮
」
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
勅
令
は
他
邦
で
も
多
く
出
き
れ
、

商
品
価
格
や
家
賃
な
ど
を
定
め
て
「
市
民
生
活
に
関
係
し
う
る
す
べ
て
の

事
柄
」
を
監
督
し
、
エ
ス
ト
ラ
イ
ヒ
が
「
社
会
的
紀
律
化
」
と
呼
ん
だ
民

衆
啓
蒙
過
程
も
構
成
し
た
。
領
邦
君
主
は
そ
の
支
配
を
正
当
化
す
る
た
め
、

臣
民
の
幸
福
H

「
公
益
」
(
問
巾
自
巾

E
R
Z
Z

仲
間
口
)
を
統
治
の
目
標
に
し
た
の

だ
か
ら
、
「
実
用
主
義
」
と
「
効
用
」(
2
5
8
)
は
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
の

後
見
的
統
治
に
お
い
て
結
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
実
用
主
義
」
を
考
察
す
る
前
提
に
は
、
領
邦
絶
対
主
義
の
二
段

階
論
が
想
定
さ
れ
う
る
。
ロ
ツ
シ
ャ
!
の
絶
対
主
義
三
段
階
論
(
宗
教
的
、

宮
廷
的
、
啓
蒙
的
)
と
エ
リ
ア
ス
の
「
宮
廷
社
会
」
論
を
参
考
に
し
つ
つ
、

「
峠
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
一
八
世
紀
中
期
ま
で
を
宮
廷
絶
対
主
義
、
そ
れ

以
後
を
啓
蒙
絶
対
主
義
と
区
分
す
る
と
、
前
者
で
は
「
{
呂
廷
の
捻
」
に
か

ん
す
る
知
識
で
あ
る
「
典
礼
学
」
が
重
視
さ
れ
、
後
者
で
は
ゲ
ツ
テ
イ
ン

ゲ
ン
大
学
な
ど
で
教
え
ら
れ
た
統
治
全
般
に
か
ん
す
る
「
実
用
的
知
識
」

が
重
要
だ
っ
た
。
後
者
の
知
識
を
獲
得
し
た
専
門
官
僚
は
後
見
的
配
慮
権

を
行
使
し
、
君
主
を
中
心
に
世
襲
貴
族
が
集
う
宮
廷
を
抑
え
て
、
へ
l

ゲ

ル
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
国
家
の
た
め
の
「
普
遍
的
見
地
」
か
ら
改
革
を
進

め
、
そ
れ
が
啓
蒙
的
統
治
の
特
徴
と
な
る
。
ド
イ
ツ
で
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ー
は
、
だ
か
ら
権
力
分
立
論
や
諸
身
分
聞
の
バ
ラ
ン
ス
論
で
は
な
く
、
む

し
ろ
開
明
派
官
僚
が
保
証
す
る
制
限
君
主
制
論
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。
「
実
用
主
義
」
は
儀
礼
的
な
も
の
を
統
治
の
科
学
に
よ
っ
て
克
服
し
、

専
制
や
宮
廷
的
腐
敗
へ
の
限
止
力
を
備
え
た
も
の
と
も
見
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
「
実
用
的
知
識
」
の
具
体
例
は
、
ゲ
ツ
テ
イ
ン
ゲ
ン
大
学

哲
学
部
教
授
A
・
L
-
V
-

シ
ュ
レ
l

ツ
ア
!
(
一
七
三
五
l

一
八
O
九
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年
)
の
、
以
下
に
図
式
化
す
る
体
系
的
『
国
家
学
」
(
照
巳
色
色
白
ユ

F
Z
-
N
d
m
-
w

H叶
E
l
店
主
)
に
認
め
ら
れ
る
。

-
国
家
学

・
政
治
史
学

.
国
状
学
一
統
計
学
H

「
静
止
し
て
い
る
国
家
史
」

.
国
家
史
一
「
連
続
的
国
状
学
」

・
政
治
哲
学
H

国
家
論

.
[
理
論
哲
学
]

・
メ
タ
政
治
学
一
自
然
法
論
、
社
会
契
約
論

・
国
法
学
一
支
配
者
・
被
支
配
者
の
権
利
・
義
務
相

互
規
定

・
国
家
構
造
学
一
統
治
形
態
論

.
[
実
践
哲
学
]

・
国
務
学
一
ポ
リ
ツ
ア
イ
学
を
含
む
官
房
学
(
行
・

財
政
学
)

こ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
カ
ン
ト
が
「
実
用
的
」
と
見
た
「
歴
史

叙
述
」
が
「
国
家
史
」
と
し
て
体
系
の
一
角
を
構
成
し
、
機
械
と
し
て
表

象
さ
れ
た
国
家
秩
序
の
補
修
や
編
成
変
え
(
「
革
命
」
)
の
歴
史
と
し
て
明
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
国
家
史
」
の
「
反
省
」
か
ら
「
有

用
な
教
訓
」
が
引
き
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
理
論
的
「
政
治
哲
学
」
か
ら

の
演
緯
と
総
合
き
れ
、
外
交
や
経
済
・
社
会
政
策
な
ど
「
国
務
学
」

(
2
2
g
'

E
E

同
)
の
た
め
の
指
標
と
な
る
の
だ
っ
た
。
シ
ュ
レ
|
ツ
ア
ー
は
、
す
べ

て
の
歴
史
的
・
理
論
的
知
識
を
政
治
実
践
に
む
け
て
総
動
員
し
、
そ
の
よ

う
な
「
国
家
学
」
に
よ
っ
て
実
務
官
僚
を
育
成
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し

自由論題49 

こ
こ
に
は
領
邦
絶
対
主
義
を
基
盤
と
し
た
限
界
が
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
支

配
に
よ
っ
て
そ
れ
が
崩
れ
る
と
、
へl
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
典
型
的
な
「
実

用
主
義
」
批
判
が
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
世
紀
ド
イ
ツ
で
は
「
伝
統
社
会
」
を
克
服
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
よ
う
な
「
商
業
社
会
」
で
は
な
く
領
邦
絶
対
主
義
だ
っ
た
。
「
実
用
的
知

識
」
は
そ
こ
で
の
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
「
欺
楠
理
論
」
や
私
益
か

ら
公
益
を
導
出
す
る
主
張
は
な
さ
れ
ず
、
す
べ
て
が
上
か
ら
監
督
さ
れ
る

こ
と
で
統
制
的
で
、
そ
れ
が
特
徴
と
な
る
。
社
会
契
約
論
も
、
こ
う
し
た

後
見
的
統
治
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
だ
っ
た
。
シ
ュ
レ
l

ツ
ア

l

「
国
家
学
」
の
中
核
に
あ
る
官
房
学
を
、
従
前
ど
お
り
ド
イ
ツ
版
「
重

商
主
義
」
と
呼
べ
る
な
ら
、
そ
れ
を
ま
た
ド
イ
ツ
「
実
用
主
義
」
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

質
疑
応
答

水
田
洋
会
員
か
ら
は
川
ポ
リ
ツ
ア
イ
の
用
語
例
、
間
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

の
受
容
、
ω
シ
ュ
レ
l

ツ
ア
ー
の
交
流
関
係
、
高
柳
良
治
会
員
か
ら
は
凶

へ
l

ゲ
ル
の
官
僚
理
解
と
「
実
用
主
義
」
の
関
係
、
岡
本
明
会
員
か
ら
は

ω
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
下
の
「
隷
農
解
放
」
へ
の
シ
ュ
レ
l

ツ
ア
!
の
対
応

に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。
聞
と
凶
は
本
文
中
で
ふ
れ
た
と
お
り
、
ま
た

同
は
不
明
で
あ
る
。

ω
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
ス
ミ
ス
『
道
徳
感
情
論
」

の
独
訳
(
一
九
二
六
)
に
お
け
る
ポ
リ
ス
を
ポ
リ
ツ
ア
イ
と
す
る
訳
語
問
題

が
、
ワ
イ
マ
l

ル
の
リ
ベ
ラ
ル
福
祉
国
家
が
ら
み
で
あ
る
と
、
ま
た
仰
も

一
七
六
0
年
代
に
す
で
に
、
ロ
シ
ア
の
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
に
優
待
さ
れ
て
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い
た
と
指
摘
で
き
る
。

自
由
論
題

7 

若
き
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の

プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク[

報
告
]

正

浜

田

ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
ご
九
一
八

l

一
九
九
O
年
)
の
没
後
、
遺
稿

集
、
書
簡
な
ど
が
公
刊
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
若

き
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
思
想
が
よ
う
や
く
研
究
の
途
上
に
つ
い
た
。
「
認
識

論
的
切
断
」
「
徴
候
論
的
読
解
」
を
提
示
し
た
成
熟
期
の
ア
ル
チ
ュ
セ

l

ル

は
い
か
な
る
思
想
形
成
を
遂
げ
て
き
た
の
か
?
本
発
表
で
は
こ
の
間
題

に
応
え
る
前
提
と
し
て
、
若
き
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
(
主
と
し
て
一
九
四
七

l

四
九
年
)
の
「
プ
ロ
プ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
」
(
問
題
設
定
、
問
題
構
成
)
を
考

察
す
る
。

へ
ー
ゲ
ル
へ
の
沈
潜
、
自
己
同
一
化

一
九
四
七
年
の
高
等
研
究
免
状
学
位
論
文(
D
E
S
)
「G
-
w
-
F

・

へ
l

ゲ
ル
の
思
想
に
お
け
る
内
容
に
つ
い
て
」
(
u
z
g
己
巾
S
E
E
-

釦

宮
口
器
母
。
・
4
〈
旬
国
晶
巾
】
)
は
、
彼
の
処
女
論
文
で
あ
り
、
捕
虜
生
活

を
終
え
て
、
研
究
生
活
を
開
始
し
て
ま
も
な
い
時
期
の
思
想
を
端
的
に
示

し
て
い
る
。

こ
の
論
文
で
、
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
へ
l

ゲ
ル
、
と
り
わ
け
「
精
神
現

象
学
』
に
い
た
る
ま
で
の
「
若
き
へ
l

ゲ
ル
」
と
自
己
同
一
化
し
て
い
る
。

歴
史
の
成
就
、
そ
し
て
疎
外
さ
れ
た
哲
学
か
ら
「
絶
対
知
」
へ
の
移
行
が

重
要
な
関
心
テ
l

マ
に
な
っ
て
い
る
。

「
若
き
へl
ゲ
ル
Lは
啓
蒙
期
の
思
想
に
空
虚
き
を
感
じ
て
い
た
が
、
空

虚
な
意
識
の
深
ま
り
の
な
か
で
、
内
容
を
呼
ぴ
も
と
め
る
。
き
ら
に
、
ナ

ポ
レ
オ
ン
の
登
場
に
よ
っ
て
、
歴
史
が
成
就
さ
れ
る
予
感
を
抱
き
、
こ
れ

ま
で
の
哲
学
(
疎
外
さ
れ
た
哲
学
)
を
克
服
し
、
「
絶
対
知
」
へ
と
い
た
っ
た
。

そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
も
同
様
に
、
自
ら

の
精
神
的
母
胎
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
空
虚
き
を
感
じ
な
が
ら
、
戦

後
の
国
際
的
労
働
運
動
の
高
ま
り
に
新
し
い
歴
史
の
息
吹
を
見
て
取
り
、

へ
l

ゲ
ル
哲
学
へ
と
深
く
沈
潜
し
て
い
く
。

歴
史
は
自
己
意
識
の
諸
形
態
の
発
展
過
程
、
つ
ま
り
哲
学
の
歴
史
で
あ

る
と
同
時
に
、
現
実
の
歴
史
で
も
あ
る
。
全
体
性
は
こ
の
二
つ
の
運
動
の

出
会
い
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
実
体
と
主
体
は
絶
対
的
内
容
に
転
回

す
る
。
哲
学
は
「
絶
対
知
」
の
な
か
に
、
自
ら
の
真
理
を
見
出
し
、
具
体

的
な
歴
史
は
、
普
遍
国
家
と
い
う
「
絶
対
的
内
容
」
と
し
て
自
己
を
勝
ち

取
っ
た
の
で
あ
る
。
「
絶
対
知
」
と
は
、
自
己
の
意
識
さ
れ
た
「
絶
対
的
内

容
」
で
あ
る
。



マ
ル
ク
ス
対
へ
l
e

ケ
ル
1

マ
ル
ク
ス
の
真
理
と
し
て
の
へ
l

ゲ
ル

7 

論
文
の
第
三
章
「
概
念
の
誤
認
」
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
へ
l

ゲ
ル
法

哲
学
批
判
』
を
通
し
て
、
へ
l

ゲ
ル
の
『
法
哲
学
要
綱
』
が
批
判
的
に
検

討
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
へ
l

ゲ
ル
批
判
は
へ
l

ゲ
ル
自

身
の
論
理
を
駆
使
し
て
、
彼
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

マ
ル
ク
ス
の
歴
史
観
、
労
働
の
疎
外
と
回
復
の
必
然
性
。

①
労
働
は
最
初
か
ら
労
働
者
と
彼
の
生
産
物
と
の
統
一
と
し
て
措
定
さ
れ

て
い
る
(
抽
象
的
統
二

②
労
働
の
始
源
的
統
一
は
分
裂
、
疎
外
の
な
か
で
発
展
し
て
い
く
(
自
由
主

義
的
資
本
制
へ
)

③
始
源
的
統
一
と
分
裂
の
後
に
、
奪
回
さ
れ
た
統
一
が
立
ち
現
れ
る
(
革

命
)

『
法
哲
学
要
綱
』
の
時
期
は
、
神
聖
同
盟
と
い
う
反
動
的
な
秩
序
が
成
立

し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
「
精
神
現
象
学
』
の
へl
ゲ
ル
は
歴
史
の
成
就
を

前
に
し
て
、
疎
外
さ
れ
た
哲
学
を
克
服
す
る
道
を
辿
れ
た
の
で
あ
る
が
、

晩
年
の
彼
は
「
絶
対
知
」
か
ら
の
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
こ
に
真

の
問
題
が
あ
っ
た
。

自由論題

ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
と
宗
教

一
九
四
0
年
代
後
半
か
ら
五
0
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
は
、
「
教
会
の
青
年
」
(
』
2
5
5

己
主
同
m
-
Z
)と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の

小
集
団
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
一
九
四
九
年
二
月
、
こ
の
集
団

51 

の
雑
誌
「
手
帳
」
に
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
「
事
実
問
題
」
(
C
E
G
c
a
t
s

a
巾

2
5
)
で
あ
る
。
共
産
党
入
党
直
後
に
書
か
れ
た
論
文
。

ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
「
福
音
は
私
た
ち
の
時
代
の
人
間
に
告
げ
ら
れ
る

の
か
し
と
い
う
問
い
を
検
討
す
る
。
教
会
は
、
新
し
い
世
界
の
登
場
に
際

し
て
、
社
会
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
政
治
的
態
度
に
お
い
て
、
古
い
社
会

構
造
(
封
建
的
、
資
本
主
義
的
構
造
)
[
現
実
的
な
起
源
]
に
深
く
つ
な
ぎ
と

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
現
実
的
な
起
源
」
を
「
実
践
的
に
還
元
す
る
」
、

つ
ま
り
実
践
的
に
克
服
す
る
た
め
に
は
、
「
社
会
的
解
放
」
(
古
い
社
会
構
造

の
支
配
か
ら
の
解
放
)
と
、
「
宗
教
的
奪
回
」
(
信
徒
自
身
の
手
に
よ
る
宗
教
生

活
の
現
実
的
な
取
り
戻
し
)
が
必
要
に
な
る
。

結
語

成
熟
期
の
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
に
い
た
る
以
前
の
「
若
き
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
」
は
、
へ
l

ゲ
ル
主
義
者
、
歴
史
主
義
者
で
あ
り
、
そ
し
て
特
異
な
カ

ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
台
頭
す
る
新
し
い
潮
流
に
、
「
人
類

解
放
」
の
兆
し
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
が
「
若
き
ア
ル
チ
ュ

セ
i

ル
」
の
「
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
」
で
あ
る
。
一
九
五
0
年
代
の
ア

ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
著
作
の
翻
訳
や
社
会
契
約
論

者
、
そ
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
研
究
を
通
し
て
、
わ
け
で
も
マ
ル
ク
ス

研
究
を
通
し
て
、
成
熟
期
の
「
プ
ロ
プ
レ
7
テ
ィ
ッ
ク
」
に
移
行
し
て
ゆ

く
。
そ
れ
ゆ
え
、

D
E
S

論
文
と
「
事
実
問
題
」
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル

の
「
始
ま
り
」
と
危
機
を
証
言
し
て
い
る
と
一
言
え
る
だ
ろ
う
。
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賀
疑
応
答

寺
田
元
一
会
員
(
名
古
屋
市
立
大
学
)
D
E
S

論
文
当
時
の
ア
ル
チ
ュ
セ

ー
ル
は
、
従
来
の
言
い
方
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
の
主
体
や
目
的
を
た
て
る

へ
l

ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
と
ら
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
成
熟
し
た
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
と
の
関
係
で
、
そ

の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の
か
?

浜
田
正
微
妙
な
問
題
で
す
が
、
こ
の
時
期
の
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の

思
想
は
、
へ
l

ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
の
な

か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
見
解
に
は
同
意
し
か
ね
ま
す
。
一
九
四
八

年
一
一
月
に
、
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
共
産
党
に
入
党
し
ま
す
が
、
そ
の
時

期
に
異
端
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
、
「
事
実
問
題
」
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
教
会
の
再
生
、
宗
教
生
活
の
取
り
戻
し
を
希
求
し
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
当
時
の
彼
の
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
は
へ
l

ゲ
ル
哲

学
を
べ
l

ス
に
し
た
特
異
な
宗
教
的
歴
史
主
義
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
?

清
水
多
吉
会
員
(
立
正
大
学
)
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
初
期
と
完
成
期
の

思
想
の
聞
に
、
連
続
性
は
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
断
絶
が
存
在
す
る
の
か
?

浜
田
正
若
き
ア
ル
チ
ュ
セ

l

ル
と
成
熟
期
の
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の

思
想
の
聞
に
は
明
ら
か
に
断
絶
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
へ
l

ゲ
ル
に
対
す

る
評
価
が
著
し
く
(
へ
l

ゲ
ル
へ
の
同
一
化
か
ら
へ
l

ゲ
ル
弁
証
法
の
批
判

へ
)
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
若
き
ア
ル
チ
ユ

セ
|
ル
が
へ
l

ゲ
ル
哲
学
に
深
く
沈
潜
し
、
へ
i

ゲ
ル
哲
学
の
射
程
を
捉

え
た
か
ら
こ
そ
、
成
熟
期
に
「
新
し
い
マ
ル
ク
ス
」
を
発
見
し
、
独
自
の

思
想
を
展
開
し
え
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
若
き
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
の
思
想
は
成
熟
期
の
「
基
礎
」
に
は
な
っ
て
い
ま
す
。

自
由
論
題

8 

キ
ー
ル
大
学
法
学
部
と
「
シ
ュ

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
問
題
」

レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・

[
報
告
]
柴
田

隆

行

「
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
問
題
」
と
は
、
現
在
は
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
の
一
州
と
な
っ
て
い
る
ユ
ト
ラ
ン
ト
半
島
南
部
地
域
を
、
デ

ン
マ
ー
ク
連
邦
国
家
体
制
か
ら
独
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
一
八
四
八

年
前
後
の
運
動
と
そ
れ
が
持
つ
政
治
的
意
味
を
指
す
。
こ
の
運
動
を
指
導

し
た
の
は
キ
l

ル
大
学
教
授
た
ち
で
あ
り
、
と
り
わ
け
法
学
部
教
授
で
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
の
意
味
を
今
回
は
法
学
史
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
研
究

の
主
題
と
し
た
。

大
枠
で
捉
え
れ
ば
、
一
九
世
紀
前
半
の
キl
ル
大
学
法
学
部
の
動
向
は
、

ド
イ
ツ
法
学
史
の
流
れ
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ

る
ド
イ
ツ
占
領
、
ド
イ
ツ
解
放
運
動
と
民
族
意
識
の
高
揚
、
ウ
ィ
ー
ン
会

議
に
よ
る
復
古
主
義
的
分
断
国
家
化
と
そ
れ
に
対
す
る
ド
イ
ツ
統
一
運



8 

動
、
へ
l

ゲ
ル
に
よ
る
法
哲
学
の
確
立
、
歴
史
法
学
派
の
台
頭
、
ゲ
ル
マ

ニ
ス
テ
ン
集
会
、
二
一
月
前
期
の
思
想
運
動
と
一
八
四
八
年
革
命
、
革
命
敗

北
後
の
政
治
離
れ
と
法
学
の
論
理
化
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
の
復
興
、

等
々
。
キ
i

ル
で
も
、
ロ
ー
マ
法
中
心
と
い
う
基
本
は
変
わ
ら
な
い
も
の

の
、
カ
ン
ト
に
よ
る
理
性
的
自
由
主
義
の
影
響
が
あ
り
、
哲
学
的
法
学
の

興
隆
が
あ
り
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
な
い
し
は
地
方
の
民
族
意
識
の
高
揚
か

ら
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
ら
の
歴
史
法
学
へ
の
共
感
が
広
ま
る
一
方
、
ロ
!
?
法
の

体
系
的
研
究
へ
の
反
発
等
々
が
あ
っ
た
。
法
曹
法
に
対
す
る
民
衆
法
の
対

置
は
歴
史
法
学
派
内
部
の
対
立
と
言
え
る
が
、
そ
こ
に
は
三
月
前
期
の
民

衆
運
動
興
隆
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル

シ
ュ
タ
イ
ン
法
の
確
立
と
も
関
係
す
る
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
と
ホ
ル
シ
ユ

タ
イ
ン
両
公
園
の
法
的
歴
史
を
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
、
彼
ら
に
と
っ
て
、

一
八
二
O
年
以
降
勢
力
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
デ
ン
マ
ー
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
へ
の
警
戒
心
は
強
ま
る
こ
と
と
な
る
。
キ
ー
ル

の
法
学
者
た
ち
は
、
一
五
世
紀
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
古
い
条
約
を
引
き
あ
い

に
出
し
て
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
と
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
両
公
国
が
独
立
国
家

で
あ
り
、
そ
れ
は
男
系
に
よ
っ
て
継
承
き
れ
、
そ
し
て
ま
た
両
公
国
は
永

遠
に
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
う
し
て
「
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
問
題
」
へ
と
発
展
す
る
。

他
方
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
、
デ
ン

マ
ー
ク
王
国
と
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ラ
ウ
エ
ン
ブ

ル
ク
三
公
爵
領
と
に
よ
る
連
邦
国
家
体
制
が
む
し
ろ
デ
ン
マ
ー
ク
の
ド
イ

ツ
化
の
元
凶
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
解
体
と
自
由
化
を
目
指
し
、
か
つ
デ

ン
マ
ー
ク
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
に
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帰
属
す
る
こ
と
が
間
違
い
な
い
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ラ
ウ
エ
ン
プ
ル
ク
を

デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
切
り
離
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
を
話
す
民
衆
が
多
い
シ
ュ

レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
だ
け
を
デ
ン
マ
ー
ク
に
留
め
て
お
く
べ
く
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
と
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
と
の
境
界
線
と
な
っ
て
い
る
ア
イ
ダ
l

川
を
新
た

な
国
境
と
し
て
定
め
よ
う
と
し
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
デ
ン
マ
ー
ク
に

お
い
て
も
、
一
八
二
一O
年
の
フ
ラ
ン
ス
七
月
革
命
か
ら
の
刺
激
を
受
け
、

人
び
と
は
自
由
主
義
と
民
族
主
義
を
掲
げ
て
民
衆
運
動
を
展
開
し
た
が
、

は
か
ら
ず
も
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
意
見
が
鋭
〈

対
立
し
、
つ
い
に
は
戦
争
に
ま
で
発
展
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
際
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ

ベ
ラ
リ
ス
ト
が
一
貫
し
て
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
に
お
け
る
一
言
語
問
題
、
す
な

わ
ち
デ
ン
マ
ー
ク
語
が
民
衆
の
生
活
の
な
か
に
定
着
し
て
い
る
事
実
を
指

摘
し
て
、
そ
の
デ
ン
マ
ー
ク
帰
属
性
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
シ
ュ
レ

ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
主
義
者
が
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
と
ホ
ル
シ

ユ
タ
イ
ン
と
を
統
一
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
連
邦
国
家
体
制
か
ら
の
独
立
を

勝
ち
取
り
、
さ
ら
に
は
両
公
国
を
ド
イ
ツ
連
邦
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
し
た

際
に
、
彼
ら
は
一
貫
し
て
そ
の
法
的
根
拠
を
求
め
た
と
い
う
、
こ
の
両
者

の
違
い
で
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
主
義
者
が
理
論
的
指
導
者
と
し
て
仰
い
だ
キ
l

ル
大
学
法
学
部
の
教
授

た
ち
の
多
く
が
、
学
説
上
歴
史
法
学
派
に
近
い
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
地
域
や
民
衆
な
い
し
は
歴
史
の
な
か
に
生
き
る
法
源
を
重
視
し
た
の
だ

が
、
そ
の
歴
史
法
学
派
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
ヤ
l

コ
プ
・
グ
リ
ム
に
最
も

典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
と
言
葉
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
で

あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
キ
l

ル
の
法
学
者
や
歴
史
学
者
が
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
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ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
法
的
根
拠
を
過
去
に
遡
っ
て
主
張
し
た
と
き
、

彼
ら
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ベ

ラ
リ
ス
ト
に
よ
る
デ
ン
マ
ー
ク
語
復
権
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
デ
ン
マ

ー
ク
人
た
ち
は
言
語
を
基
礎
に
据
え
た
民
衆
の
生
活
実
践
か
ら
、
シ
ュ
レ

ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ユ
タ
イ
ン
主
義
者
に
対
抗
し
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
の

デ
ン
マ
ー
ク
性
を
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。

な
お
、
河
上
陸
子
会
員
か
ら
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
社
会
の
意
義
を
強
調
し

た
が
、
そ
れ
を
国
家
で
は
な
く
い
わ
ゆ
る
大
ド
イ
ツ
主
義
の
実
現
に
よ
っ

て
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
の
質
問
が
あ
り
、
報
告
者
は
、
そ
の
通
り

で
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
社
会
問
題
を
国
家
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
、
国

家
学
体
系
を
打
ち
立
て
た
が
、
現
実
の
国
家
は
政
治
力
学
で
の
み
動
く
こ

と
に
失
望
し
、
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
問
題
と
し
て
解
決
し
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
か
と
回
答
し
た
。
生
方
卓
会
員
か
ら
は
、
社
会
問
題
を

国
家
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
課
題
は
へ
l

ゲ
ル
の
場
合
に
は
市
民
社

会
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
質
問
が
あ

り
、
そ
れ
に
つ
い
て
報
告
者
は
否
定
的
見
解
を
示
し
た
。
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seinen Forschungsobjekten zugewandt. Bei deren Auswahl wertete er, aber 

w緝rend d白 Forschungprozessesste11te er sein Urteil aus. Dazu verpflichtet auch 

intellektuelle Redlichkeit. Das ist keine leichte, wohl eine notwendige wissenｭ

schaft1iche Haltung, denn, noch einmal zitiere ich Nietzsche: HAus den Leidenｭ

schaften wachsen die Meinungen; die Tr臠heit des Geistes l聲t diese zu ﾜberｭ

zeugungen erstarren. -Wer sich aber freien , rast10s lebendigen Geistes fühlt , kann 

durch best縅digen Wechsel diese Erstarrung verhindern"-' 一“ (1886 a, 729). 

Ich sage das hier, um eine Ha1tung zu kennzeichnen, die mir nicht nur in der 

Theorie, sondern auch in der Praxis als notwendig erscheint. Ohne Leidenschaft 

n�hterner gesagt: ohne libidin舖e Besetzung -kann man meiner Auffassung 

nach seine Aufgaben nicht gut genug erf�len. Aber die Leidenschaft zum Beruf 

enth緲t auch Gefahren. Freud warnte seine Kollegen vor demルror sanandi, dem 

Drang zu Heilen (1915, 320) und demルror ρrohibindi， der Neigung zum Bevorｭ

munden, Eingreifen und Verbieten (1926, 268). Beide Leidenschaften kommen 

nicht nur bei Arzten vor, sondern auch in den zwei anderen Hunm臠lichen 

Berufen“, die er nannte: den des P臈agogen und den des Politikers. Da゚  sie dort 

h舫fig vorkommen, ist verst舅dlich. Ärzte, Pädagogen, Politiker m�sen ja in der 

Tat heilen, verbessern, bevormunden, eingreifen und verbieten; und da sie der 

Erfolge nie sicher sein kännen, kompensieren sie ihre begrenzten F緝igkeiten und 

M臠lichkeiten oft mit ﾜbereifer. Ich halte dafür, da゚ sie ihren ﾜbereifer zu 

�erwinden versuchen, aber auch die unter ihnen aus schmerzlichen 

Entt舫schungen erwachsenen destruktiven Haltungen wie Resignation; Indifferｭ

enz und Zynismus. Es kommt darauf an, durch das eigene Handeln zu zeigen, da゚ 

Leben' gut sein kann und uns wie unseren Mitmenschen, wo es nur m臠lich ist, 

eines guten Leben teilhaftig werden zu lassen. Das meine ich durchaus im irdisｭ

chen Sinne des W ortes. 

In diesen Vortrag habe ich Gedanken und Formulierungen aus folgenden 

Studien von mir aufgenommen : 

Wilfried Gottschalch: M舅nlichkeit und Gewalt. Eine psychoanalytisch und 

historisch soziologische Reise in die Abgr�de der M舅nlichkeit. Juventa 

Verlag, Weinheim und M�chen 1997. 

Mit anderem Blick. Umri゚ einer skeptischen P臈agogik. Erscheint M舐z/ 
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ihnen versagt ist: Hunger und Durst, an mangelnden Mõglichkeiten, ihre Triebe 

zu befriedigen, an Gefangenschaft. Der Stau kann wie beim Menschen Aggres. 

sionen auslõsen, doch nur der Mensch leidet an seiner Leidenschaft βr einen 

Menschen oder eine Sache“ (1971 , 371). Unzureichend instinktgesichert -und 

insofern den Tieren unterlegen -positiv ausgesprochen: von ihrer Instinktbasis 

emanzipiert -verliert die Triebkraft des Menschen an reaktiver St縒ke. Sie wird 

in libidinδ'ses Heizmatenal umgewandelt. Das erm�licht dem Menschen, diese in 

den Dienst seiner Leidenschaften zu nehmen, die freilich nur zu oft fremd-und 

selbstzerst�erische Tendenzen haben. 

In seinem V ortrag "Wissenschaft als Beruf“ sagte Max Weber, nichts sei "f� 

den Menschen als Menschen etwas wert, was er nicht mit Leidenschajt tun kann“ 

(1919, 589). Darin stimmt er mit Nietzsche überein, der von den Leidenschaften 

meinte, man brauche sie wie die 必roßen Krankheiten“, "das Anormale“. Durch 

sie geben wir "dem Leben einen ungeheuren Schock“ (Aus dem N achlaß , 724 f.) . 

Max Weber litt vor allem an der Leidenschaft zur Wissenschaft. Er war ein 

leidenschaftlicher Denker ganz im Sinne Nietzsches (vgl. 1886 b, 1241) , einer, 

dessen Gedanken "eine leidenschaft1iche Seelen-Geschichte“ ausmachen. Kennt 

man seine Biographie, vermag man aus seinen Schriften Knsen , Katastrophen , 

Todesstunden zu erraten und zu begreifen, die sein Leben in der Leidenschajt 

seines Denkens zu verbrennen drohten. Seine Frau, Marianne Weber schrieb �er 

ihn: "Als W eber einmal nach dem Sinn seiner Wissenschaft f� ihn selbst gefragt 

wurde, antwortete er: Ich will sehen, wieviel ich aushalten kann. -Was wollte er 

damit andeuten ? Vielleicht -da゚ er es als seine Aufgabe ansehe, die Antinomien 

des Daseins zu ertragen, ferner: seine Kraft zur lllusionslosigkeit aufs 縉゚erste 

anzuspannen und trotzdem die Ungebrochenheit seiner Ideale und die Hingabe・

f緝igkeit an sie zu bewahren“(1926, 690) 

Leidenschaft und Skepsis sind also durchaus vereinbar, wenn auch kaum zu 

harmonisieren -ja, sch�ferisch werden diese Haltungen erst, wenn sie einander 

durchdringen. Das hat Max Weber bereits in der Werturteils-Debatte gezeigt. 

Weber hat sich stets nur Aufgaben gestellt, um die zu bemühen, er f� wert hielt. 

Ihm war es nie gleichgültig, womit er sich befa゚te. Insofern verkennen viele 

seiner Anh縅ger und Kritiker ihn. Mit leidenschaftlichem Interesse hatte er sich 



59 招待講演

sehr verschieden sein. Unsere exzentrische Position bef臧igt uns zur Selbstreflex. 

ion, vermittelt uns aber auch das Gef�l der Unzul舅glichkeit. Dieses wiederum 

fordert, ist es nicht zu stark, unsere Produktivit舩 heraus. So stellen wir dem 

resignierenden "es ginge schon, aber es geht nicht': die Frage entgegen: Was 

m�sen wir tun, damit, was nicht geht, dennoch ginge ? Damit wird der kategoｭ

rische Konjunktiv in eine kategorische lnterrogation umgewandelt. 

Das Bewu゚tsein seiner lndividualit舩 kann dem Menschen unerschδpf!iche 

Energien erschließen, die kein Ma゚  mehr kennen (vgl. ebd. 342). Das Gef�l 

einzigartig zu sein, weckt bei vielen Allmachts-und Ohnmachtsgef�le hervor. 

N兤ht nur Dostojewskis Raskolnikov fragte sich: >>Bin ich ein Napoleon oder 

eine Laus?“; vielmehr sind Bestialit舩 und Genialit舩 enge Nachbarn. Es ist 

wahr: die Menschheit lebt von den Allzuvielen, den Bescheidenen und Zuｭ

friedenen, die >>nur ihre Pflicht tun“, aber auch von den Unruhestiftern, den 

Unzufriedenen und den Neuerern. >>Von ihnen“, so schreibt Helmuth Plessner, 

>>lebt die Menschheit nicht weniger, vielmehr findet sie durch sie zu ihrer Bestimｭ

mungskraft der Leidenschaft , die sie zu ihren Taten treibt. Sie gef臧rden die 

etablierte Ordnung, keineswegs immer aus pers�lichem Ehrgeiz, eher aus Liebe 

zur Sache, gefesselt von einem Einfall im Bann einer Vision, aus Emp�ung �er 

ein Unrecht“ (ebd. 344). So kommt mir am Ende die Dialektik von Leidenschaft 

und Skepsis in den Sinn. 

Leidenschaft und Skepsis erscheinen mir als 臧nlich gegens舩zlich verbunden 

wie Liebe und Ha゚. Freilich unterscheiden sie sich vom psychischem Ursprung 

her st舐ker als letztere. Die Triebkr臟te von Liebe und Haβstammen aus dem Es 

F� die Leidenschaft gilt das ebenfalls. Die Skepsis, wie sie von mir als schauende 

und fragende Haltung verstanden wird, ist eine Ichleistung; aber sie ist nicht 

immer abgeschirmt gegen die Triebbed�fnisse des Es einerseits und die Herrschｭ

sucht des ﾜberichs andererseits. Doch erscheint Skepsis eher als Ichleistung mit 

Gelassenheit verbunden zu sein als mit Leidenschaftlichkeit. Andererseits brauchｭ

ten wir ohne Leidenschaften gar n兤ht skeptisch zu sein. Die Umweltgebundenheit 

des Tier白 ent1astet es von Skepsis und Leidenschaft. Die Weltoffenheit des 

Menschen unterwirft ihn seinen Leidenschaften und n�igt ihn dazu, diese zu 

zügeln, al 
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von ausreichend guter S縉glings-und Kinderpflege“ (ebd. 95). Das Baby muβ 

bereits f緝ig sein, erotisches und aggressives Erleben im Hinblick auf sein erstes 

Liebesobjekt miteinander zu verbinden. Der Zustand der Spaltung in "gute Brust“ 

und "b�e Brust“, in der Umgangssprache: die Entgegensetzung von "nur gut“ 

einerseits und "nur bös“ andererseits, mu゚  überwunden, der der Ambivalenz, in 

dem die Mutter als eine Person erkannt und respektiert wird, die manchmal gut, 

manchmal bδs und dann wieder gut sein kann, erreicht sein. Auch mu゚  das Ich 

des Kindes schon ein wenig unabh縅gig vom Hilfsich der Mutter sein. Es muß , 

zumindest im Ansatz，ロber die bereits er�terte F緝igkeit zum Alleinsein verｭ

f�en. 

Leidenschaft und Skepsis 

Mit Helmuth Plessner (1968, 338) meine ich, da゚ wir Menschen von einem 

kategorischen Konjunktiv abh縅gig sind. Das Ich erfahren wir als einen Ort, von 

dem alle unsere Impulse ausgehen und auf das hin alle Perspektiven zusammenｭ

laufen. Wir erleben uns einerseits als einzigartig, andererseits als ersetzbar. 

Unsere Einzigartigkeit lãβt uns zum Hochmut neigen. Unsere Ersetzbarkeit hilft 

uns einzusehen, daβjeder von uns nur ein Fall unter unz緝lig vielen ist. Das gibt 

uns die Chance, unseren Hochmut ironisch zu brechen und zu uns und den anderen 

eine versδhnungsbereite， vor-und nachsichtige Distanz zu gewinnen. 

Plessner spricht von der Paradoxie der Ich-Position. Er denkt dabei daran, 

da゚ soziale Pos�ionen Leerstellen sind, die auch andere ausf�len kδnnen. 

Zugleich ist jedem Menschen eine Binnendimension eigen, die er einfach hat und 

ist. Psychoanalytisch gesprochen, mu゚  sich die innere Welt e�es jeden st舅dig 

mit der sozialen Real�縟 auseinandersetzen. "Individuelle und generelle Subjekｭ

tivitãt, d. h. Intersubiektivitãt, implizieren einander. AIs Individuum unersetzbar, 

steht jeder Mensch in seiner m�lichen Ersetzbarke�t. Er könnte, aber er kann 

nicht“ (ebd.340). 

Aus der Spannung zwischen Ichsubjektivit舩 und Intersubjektivit縟 resuIｭ

tiert, daβsich kein Individuum "damit zufrieden gibt, so zu sein, wie es nun 

einmal ist -es sei denn, es !ie゚e sich gehen, resignierte und g臙e sich auf“ (ebd.). 

Wie die Menschen sich mit dieser Unzufriedenheit, die sich aus der Verschr縅ｭ

kung zwischen Umweltgebundenheit und Weltoffenheit ergibt, umgehen, kann 
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Glauben an eine wohlwollende Umwelt aufzubauen“ (Winnicott 1958, 40). Das 

Kind mu゚  also die Mutter als gutes Objekt er1eben und verinnerlichen k�nen. 

Die Mutter kann sich aber nur dann als hinreichend gutes Objekt erweisen, wenn 

sie selbst �er verinnerlichte gute Objekte verf�t und eine befriedigende Bezieｭ

hung zu einem erwachsenen Menschen hat. In g�stigen F緲len wird das oft der 

Vater des Kindes sein. 

Die Entwicklung der F臧igkeit zur Besorgnis hat Winnicott 1963 beschrieben. 

Er gebraucht das W ort Besorgnis (concem) , "um auf positive Weise ein 

Ph縅omen zu bezeichnen, das auf negative Weise durch das W ort ‘Schuldgefühl' 

(guilt) bezeichnet wird. Schuld ist Angst, verbunden mit dem Konzept der 

Ambivalenz und setzt einen Grad der Integration beim individuellen Ich voraus, 

der die Aufrechterhaltung einer Imago des guten Objekts zugleich mit der 

V orstellung ihrer Zerst�ung erm�licht. Besorgnis setzt weitere Integration und 

weiteres Wachstum voraus; sie steht positiv in Beziehung zum Verantwortungsｭ

gef�l des Individuums, besonders in Bezug auf Beziehungen, die in die Triebe 

eingegangen sind. 

Besorgnis bezeichnet den Umstand, da゚ das Individuum sich um etwas 

bek�mert oder da゚ ihm etwas 'etωas ausmacht', da゚ es Verantwortung f�lt und 

übernimmt“ (1963, 93). Besorgt sein, hei゚t nicht nur, Kummer zu haben, unruhig 

zu sein und einen Verlust zu befürchten, besorgt sein, heiβt auch, sich um Abhilfe 

zu bemühen, f�sorglich zu sein. Besorgnis ist nicht nur ein Affekt hier und jetzt, 

sie richtet sich auch auf die Zukunft. Besorgnis meint F�- und V orsorge. Sie 

denkt an die Folgen eines Handelns oder Unter1assens und �ernimmt daf� die 

Verantwortung, z. B. beim Geschlechtsverkehr, der nicht nur der Lust dient, 

sondern auch zur Entstehung oder Erweiterung einer Familie f�ren kann. 

Winnicott meint dar�er hinaus, da゚ die Fãhigkeit, besorgt zu sein, ein wichtiger 

Beweggrund eines jeden konstruktiven Spieles und jeder schδpferischen T縟igｭ

ke咜 ist. Sie entwickelt sich bereits in der Mutter-Kind-Zweiheit und beginnt, 

wenn der S縉gling eine einigerma゚en etablierte Einheit geworden ist und die 

Mutter als ganze Person empfindet (ebd. 94). Diese Entwicklung ist von einer 

gen�end guten Umwelt abh縅gig. Ohne gen�end gute Bemutferung kann auch, 

so meint er, keine gen�end gute Umwelt entstehen. Die F緝igkeit zur Be 
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physischem und psychischem Sterben. Ich erinnere an Bruno Bettelheims Theorie 

der Extremsituation (197:ゑ Teil 1), deren empirischer Hintergrund nicht nur die 

Vernichtungslager der N azis bildeten, sondern auch die Fallgeschichten 

psychotisch gewordener Kinder. 

Die F緝igkeit zum Alleinsein und Zur Besorgnis 

Der Mensch ist naturbestimmt und weltoffen zugleich. Innerhalb der nat�li. 

chen Welt kann er eine eigene Welt schaffen: die Menschenwelt, die Welt der 

zweiten Natur, der Kultur und Technik. Seine Phantasie befl�elt seine Sch�fer. 

kraft. Was er sich vorstellen kann, will er auch herstellen. Anders als die anderen 

S縉getiere ist er freilich nicht instinktgesichert, nicht “ festgestellt" (Nietzsche). 

Das lockt ihn nicht nur hin zu neuen Grenzen, sondern auch zu Grenz�erｭ

schreitungen ins Ma゚lose. Er ist “ das Sãugetier, das sich f� Gott h緲t" (Grunber. 

ger). Wo er dieser Selbst�ersch縟zung nachgibt, ger縟 er in Gefahr zu scheitern 

wie Ikaros, der Held der griechischen Mythologie. Dessen Vater D綸alus setzte 

ihm Fl�el von Wachs an und ermahnte ihn, nicht zu hoch zu fliegen. In seiner 

Begierde, sich dem Himmel zu nãhern, flog er der Sonne so nahe, da゚ seine Fl�el 

in deren Glut schmolzen, und er ins Meer st�zte. Es ist offen, ob die Menschheit 

einem 緝nlichen Schicksal entgegengeht. Ausgeschlossen ist es nicht. 

Was kann dieser Bedrohung entgegengesetzt werden? Hier folge ich zwei 

Hinweisen des Kinderanalytikers Winnicott. Er betont in seiner Theorie die 

F臧igkeit zum Alleinsein und die F臧igkeit zur Besorgnis. 

Die F緝igkeit zum Alleinsein erm�licht relative Autonomie. Verf�en wir 

�er sie, k�nen wir den Zeitgeist respektieren, auch indem wir ihm, wo nötig, 

widerstehen. Winnicott geht davon aus, "da゚ diese F緝igkeit eins der wichtigsten 

Zeichen der Reife in der menschlichen Entwicklung ist“ (ebd. 36). Sie besteht 

darin, das Alleinsein als einen hδchst kostbaren Besitz genieβen zu k�nen und 

kommt durch die Erfahrung zustande, "als S舫gling und kleines Kind in 

Gegenwart der Mufter allein zu sein. Die Grundlage der Fãhigkeit, allein zu sein, 

ist also ein Paradox; es ist die Erfahrung, allein zu sein, w緝rend jemand 

anderes anwesend ist“ (ebd. 38). Diese F緝igkeit zum Alleinsein darf nicht mit 

dem Gef�l der Einsamkeit verwechselt werden. Sie entsteht nur dort, wo das 

Individuum die M�lichkeit erhält , "durch ‘ausreichend gute Bemutterung' einen 
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wird zum Druck, ringsum scheinen uns W縅de von Tats緜hlichkeit zu umgeben, 

die wir nicht durchbrechen k�nen. (Was f� W縅de von Tats緜hlichkeit stehen 

unseren Begierden unmittelbar entgegen! Wie dr�ken und lasten sie auf uns! Schiller 

als Sch�er in der Militãrakademie.) “ 

Anthony Giddens vergleicht die "Strnkturmomente sozialer Systeme“ mit den 

W縅den eines Raum田 …・・・ "aus dem es f� den einzelnen kein Entrinnen gibt, 

innerhalb dessen sich der Handelnde frei bewegen kann.“ Behandelt die "struktur. 

theoretische Soziologie“- so Giddens 一 diese "Handlungsfreiheit“ als residuale 

und unerkl舐te Kategorie, so erscheint diese in seiner Theorie der Strnkturiernng 

als Komponente der Struktur (1984, 227). Giddens geht von einer D必lektik der 

Herrschajt aus, die den Unterworfenen "gewisse Ressourcen zur Verfügung“ 

stellt, mit deren Hilfe sie "die Aktivit舩en der ihnen ﾜberlegenen beeinflussen 

kδnnen“ (67). Er f�rt Durkheim an, der in seinen Fr�werken "die einschränken守

den Momente der Sozialisation stark hervorgehoben (hatte) , sp舩er jedoch . 

(sah) , da゚ die Sozialisation Zwang und Erm�lichung verschmelzt“Diesen 

Sachverhalt verdeutlicht er am Beispiel der Muttersprache: "Niemand ‘wählt' 

seine eigene Muttersprache, obwohl deren Aneignung so etwas wie die ‘Zustim

mung' d田 Subjekts voraussetzt. Da jede Sprache das Denken (und Handeln) 

einschränkt, insofern sie n舂lich auf eine Reihe geformter, regelgeleiteter 

Muster aufbaut, zieht der Proze゚ des Spracherwerbs dem Denken und Handeln 

gewisse Grenzen. Auf der anderen Seite freil兤h erweitert das Erlernen einer 

Sprache die kognitiven und praktischen F臧igkeiten eines lndividuums unｭ

gemein“ (224). 

Giddens si必eh加1抗t Macht nicht nur als eine Quelle des Zwanges, sondern auch als s 

Mi加t悦t旬凶el ， Dinge zu ve釘rwi廿rk王1ichen配1じ:

Zwang zugle巴i化ch. Erlebt werden die巴巴einschränkenden Aspekte der Macht als 

Sanktionen unterschiedlicher Art, von der direkten Anwendung von Kraft bzw. 

Gewalt oder der Androhung ihres Einsatzes bis hin zur milden Ausdrucksform 

der Miβbil1igung“. Das ist richtig. Da゚  aber Sanktionen "nur sehr selten“ die 

Form solchen Zwanges annehmen, "dem die ihnen Ausgesetzten zu widerstehen 

v�l1ig au゚erstande sind“, trifft leider nicht zu. Viele Menschen muβten und 

m�sen in Extremsituationen leben, in denen sie of 
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weibliches. Viele Frauen projizieren ihre "männlichen“ Bedürfnisse auf ihre 

Sδhne und werden so "Delegierte des Patriarchats“ (Reinke-Kôberer 1978). Umge. 

kehrt leihen viele V舩er ihre strafende Hand der Mutter und werden Delegierte 

des Matriarchats. Physische Gewalt setzt k�perliche ﾜberlegenheit �er die 

Opfer voraus. Sie wird also h舫figer von M舅nern gegen Frauen und Kinder 

ge�t als von diesen gegen jene. Andererseits ist psychische Gewalt oft eine 

Waffe der kδrperlich Schwachen, nicht nur von Frauen und Kindern, sondern 

auch von Männern, z. B. von solchen, die ihr politisches und soziales Unverm�en 

als Verk�der ideologischer, philosophischer und religi�er Dogmen kompensierｭ

en, indem sie versuchen, andere Menschen dem zu unterwerfen und zu opfern, 

was sie f� ein absolutes Gut halten. Letzten Endes haben alle Versuche "der 

Eroberung des Ganzen“ nicht nur zu "einer Philosophie der Verachtung und 

Verzweiflung“ geführt, sondern auch zu einer dieser Philosophie entsprechenden 

Praxis (Camus). 

Strukturelle Gewalt: Physische und psychische Gewalt werden unmittelbar 

von Menschen gegen Menschen ver�t. Strukturelle Gewalt wirkt indirekt. Sie 

wird bedingt durch gesellschaft1iche, �onomische und kulturelle Umst舅de. 

Heinrich Zille sagte einmal: "Anstelle mit einer Axt kann man einen Menschen 

auch mit einer Wohnung umbringen“. Das ist ein anschauliches Beispiel f� 

strukturelle Gewalt. Der Ausdruck wurde von Johan Galtung (1978) eingeführt, 

der die von einem Herrschaftssystem auf das Individuum einwirkenden Zw舅ge 

als Formen strukturaler Gewalt analysierte. Karl Marx sprach vom "stummen 

Zwang der 臾onomischen Verhältnisse“ und Wilhelm Dilthey von den " W舅den 

der Taぉächlichkeit“ (1890， 105). Er argumentierte schon gleichsam "triebtheo・

retisch“. Unter der ﾜberschrift "Der Druck der Außenwelt“ schrieb er: "Indem 

ein Kind die Hand gegen den St吐11 stemmt, ihn zu bewegen, miβt sich seine Kraft 

am Widerstande: Eigenleben und Objekt werden zusammen erfahren. Nun aber 

sei das Kind eingesperrt, es r�t1e umsonst an der T�: dann aber wird sein 

ganzes aufgeregtes Willensleben den Druck einer �erm臘htigen Au゚enwelt inne, 

welche sein Eeigenleben hemmt, beschr舅kt und gleichsam zusammendr�kt. 

Dem Streben, der Unlust zu entrinnen, all seinen Trieben Befriedigung zu verｭ

schaffen, folgt Bewuβtsein der Hemll 
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sondern auch damit, da゚ er die Tatbest縅de der psychischen Gewalt vernachl縱ｭ

sigt, obwohl er doch beabsichtigte, nicht nur die Soziogenese des Zivilisationsｭ

prozesses zu schreiben, sondern auch seine Psychogenese. Psychische 

Gewaltt舩igkeit f�11t eben nicht so auf wie physische, verursacht aber nicht selten 

letztere. 

Das beweist bereits der Mord an Abel durch Kain: "Adam erkannte Eva, 

seine Frau; sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie: Ich habe einen 

Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, n臧mlich Abel , seinen 

Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. N ach einiger Zeit brachte 

Kain dem Herrn ein Opfer von den Fr�hten des Feldes dar; auch Abel brachte 

eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute 

auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht.“ 

Verwandeln wir Gott zur�k in einen Menschenvater, erfahren wir viel �er 

die interpsychische Realit舩 der Dialektik von Scham und Schuld: Der Vater 

zieht den J�geren dem Alteren vor. Kain wird von hei゚er Scham �erfallen. Da 

sprach der Herr zu Kain: "W arum �erl縉ft es dich heiβund warum senkt sich 

dein Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken; und wenn du 

nicht recht tust, lauert an der T色.r die S�de als Dämon.“ Fürchtet der Vater, so 

wie das in Bauerngeschlechtern oft vorkam, vom Altesten verdr縅gt zu werden ? 

Seinem Miβtrauen f�t er noch einen moralischen Appell an: "Auf dich hat er 

(der D舂on der S�de) es abgesehen, doch du werde Herr �er ihn!“ Jedoch 

fruchtet dieser Appell nichts, und Kain ermordet Abel. D� alten Juden haben aus 

dieser und 緝nlichen Erfahrungen folgende Moral gezogen: "Dem�igung ist 

schlimmer als k�perlicher Schmerz“. Und: "Jemandenδffentlich besch舂en ist 

wie Blut vergießen“. Die Geschichte der destruktiven Gewalt ist nicht nur eine 

der Schuld, sondern auch eine der Scham. Ein zuviel an Scham-und Schuldgef�ｭ

len l�t traumatogenen Haltungen aus, denen wir vor allem in der Erziehung, in 

Intimbeziehungen und in der Politik begegnen. Uberall, wo lndividuen und 

Gruppen entehrt und entw�digt werden, wird die Scham zu einem Instrument des 

Schreckens. 

Auf die Diskussion der geschlechtsspezifischen Differenzierung der Gewalt 

m�hte ich hier nicht eingehen. Hier nur soviel: F� mich steht nicht fest , daβdie 

Gewalt ein "m縅nliches Gesicht“ hat. Sie hat ein J anusgesicht, a 
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das ﾄu゚erste an Gehorsam und Aufopferung von seinen Bürgem, entm�digt sie 

aber durch ein Übermaβvon Verheimlichung und eine Zensur der Mitteilung und 

Meinungsãuβerung， weIche die Stimmung der so intelIektueJ1 Unterdr�kten 

wehrlos macht gegen jede ung�stige Situation und gegen jedes w�te Gerücht“. 

Auch nach innen blieb also der Rechtsstaat unvollendet. Wir sprechen vom 

b�gerlichen Rechtstaat nicht nur, weil das B�gertum ihn durchsetzte, sondem 

auch weil es sich in ihm eine V orrangsteJ1ung zu sichem wu゚te. Es bediente sich 

hierzu des Schutzes des Privateigentums und der Lehre vom Gemeinwohl. Diese 

aber ist die Lebensl�e des Ob均'keitss仰tes ， denn in antagonistischen Gesells. 

chaften ist eine Einigung �er das Gemeinwohl nicht m�lich. Dennoch kommen 

auch die benachteiligten sozialen Schichten und Gruppen: die Lohnabhãngigen, 

die Arbeitlosen und die anderen nicht herrschenden Minderheiten in Rechtsｭ

staaten besser weg als in Unrechts-Staaten. Der b�gerliche Rechtsstaat ist eine 

wertvoJ1e Errungenschaft, und die Bürger, die in politischen Systemen leben, wo 

er heute noch einigerma゚en intakt ist, so11ten ihn verteidigen. In unserem Zusamｭ

menhang ist es wichtig zu beachten, daβnur strenge Rechtsstaatlichkeit das 

staat1iche Gewaltmonopol ausreichend rechtfertigen kann. Zu den Kriterien der 

Rechtsstaatlichkeit gehδren folgende Prinzipien: Nulla ρoene sine lege. >>Keine 

Strafe ohne Gesetz“ und: In dubio ρro reo. >>Im Zweifelsfall zugunsten des 

Angeklagten“. Dieses zweite Prinzip bedarf, wie ich meine, in Sozial-und 

Verwaltungsgerichtsverfahren einer Erg縅zung: Hier so11te man im ZweifelsfaJ1 

f� den sozial Schw緜heren vermuten. 

W 0 die Rechtsstaatlichkeit nicht gew緝rleistet werden kann, wird das 

Gewaltmonopol des Staates freilich zu einem gef緝rlichen Instrument jener 

Machtgruppen, die die Hebel des Staatsapparates beherrschen. Aber unter rechtsｭ

staatlichen Bedingungen kann es durchaus den B�ger sch�zende und nicht nur 

seine pers�liche Integrit舩 mi゚achtende Funktionen haben. Die Frage, wie die 

Machthaber es interpretieren -es darf sich nur auf bewaffnete Gewalt, nie auf 

symbolische, beziehen -und was sie mit ihm machen, ist immer bedenkenswert. 

Psychische Gewalt: DaβElias den >>Prozeβder Zivilisation“ relativ optimisｭ

tisch beschreibt, hat nicht nur damit etwas zu tun, da゚ er sich weitgehend a 
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seitens des Verwaltungsstabes garantiert werden. Staat sol1 ein politischer 

Anstaltsbetrieb heißen, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich das 

Mono.φ01 legitimen physischen Zwanges f� die Durchf�rung der Ordnungen in 

Anspruch nimmt“ (ebd. 39). Nebenbei: Weber unterscheidet hier zwischen den 

politischen Systemen des Feudalismus, in denen das Monopol legitimen physiｭ

schen Zwanges von der Obrigkeit nicht mit Erfolg durchgesetzt werden konnte, 

und dem kapitalistischen Staat. Diese Unterscheidung kann dann wieder wichtig 

werden, wenn jene Tendenzen zur Refeudalisierung der Gesellschaft, als deren 

Anzeichen sich Betriebspolizei, paramilit舐ische Verb舅de politischer Parteien 

und Geheimb�de sowie bewaffnete Selbstschutzorganisationen bereits wahrnehｭ

men lassen, politisch relevant werden. 

Von Max Weber ausgehend, kam Norbert Elias zu der Auffassung, der 

"Proze゚ der Zivilisation“ (1939) f�re zu fortschreitender innerer Befriedung der 

Gesellschaft. Elias hat sein Hauptwerk vor dem 2. Weltkrieg geschrieben. Was in 

ihm geschah -Shoa -war ihm damals unvorstellbar. Aber auch die etwas 

revidierte Darlegung seiner These in seinen 点tudien �er die Deutschen“ (1989) , 

vor allem im Kapitel III: "Zivilisation und Gewalt. ﾜber das Staaおmonoρ01 der 

kδrperlichen Gewalt und seine Durchbrechungen“ erscheint mir etwas zu optimis戸

tisch. Sicherlich war die Zeit des b�gerlichen Rechtsstaates in Westeuropa, etwa 

von 1830 bis 1914, gleichsam eine "Sternstunde der Geschichte" , aber sie wurde 

doch erkauft mit dem Export der autochthonen Rowdys in die Kolonien, wo sie 

sich gegen die dort unterdr�kten V�ker austoben durften: "Nach auβen Raubｭ

staat, nach innen Rechtsstaat, das ist die Formel der modernen Staatenwelt“ 

(Salomon-Delatour 1959, 16). Freud wies bereits 1915 (329) auf die negative Seite 

des staatlichen Gewaltmonopols hin. Er schrieb: "Der einzelne V olksangeh�ige 

kann in diesem Krieg mit Schrecken feststellen, was sich gelegentlich schon in 

Friedenszeiten aufdr舅gen wollte, da゚ der Staat dem Einzelnen den Gebrauch des 

Unrechts untersagt hat, nicht weil er es abschaffen, sondern weil er es 

monopolisieren will wie Salz und Tabak. Der kriegf白hrende Staat gibt sich jedes 

Unrecht, jede Gewaltt舩igkeit frei , die den Einzelnen entehren w�de: Er bedient 

sich nicht nur der erlaubten List, sondern auch der bew 
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hinreichend, zwischen physischer, psychischer und struktureller Gewalt zu unterｭ

scheiden. Zu Beginn dieses Abschnittes m�hte ich noch die Begriffe Gewalt und 

Aggression zueinander in Beziehung setzen. Sie werden oft als Synonyma verwenｭ

det. Das W ort Aggression ist aus dem lat.処型f5ressio "Angriff“ entwickelt. Das 

hierzu geh�ende Verb 俺&redi bedeutet "auf jmdn. oder etwas zugehen, losgehen, 

angreifen, überfallen“ (Pfeifer). Vergleichen wir die W ortfelder zu "Gewalt“ und 

"Aggr白sion“ miteinander， so f緲lt auf, daβin letzterem die dynamische, in jenem 

die statische Komponente zu dominieren scheint. In seiner Gewalt, Kraft oder 

Macht kann man "ruhen". Die Worte Aggression, Aggressor, aggressiv und 

Aggressivit縟 assoziieren wir mit dem Zustand der Gereiztheit. Der Gewaltbegriff 

hat eine gewisse Affinit縟 zur Soziologie, der Begriff Aggression verweist eher 

auf die Psychologie. In ihr wird Aggression als affekt-bzw. triebbedingtes 

Angriffsverhalten des Menschen bestimmt. Vor allem in der Psychoanalyse 

werden die Gef�le der Bosheit, d田 Hasses， der Rache und der Sucht, andere und 

sich zu quãlen, der Aggression zugeordnet. Ich werde hier beide Begriffe gebrauｭ

chen. Spreche ich von Gewalt, so richte ich prim縒 den Blick auf die soziale 

Dimension, spreche ich von Aggression, beziehe ich mich vor allem auf den 

psychischen Bereich. Als Synonym f� Aggression verwende ich auch das W ort 

Gewaltt縟igkeit. Da゚  die Kraftfelder des Psychischen und Sozialen zueinander in 

einer dialektischen Wechselbeziehung stehen, setze ich voraus. Welche methodiｭ

schen Konsequenzen das hat, werde ich im dritten Kapitel er�tern. 

Physische Gωalt: In der Alltagssprache weckt das W ort Gewalt zuerst die 

V orstellung von physischer Gewa1t hervor: Pr�elstrafe in der Erziehung, 

Gewalt gegen Frauen und Schwache, Gewalt in der Öffentlichkeit, Milit縒-und 

Polizeigewalt usf. Das spiegelt sich auch in der Wissenschaft wieder. Ich erinnere 

an Max Webers Definition: "Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer 

sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 

gleichviel worauf diese Chance beruht“ (1921, 38). Anstelle von Macht wird hier 

oft Gewalt gelesen (z. B. Bδhnisch u. Winter 1993, 195) , und das ist auch, wie ich 

zeigte, etymologisch zureichend begr�det. Max Weber schreibt: "Politischer 

V erband soll ein Herrschaftsverband dann und insoweit heißen, als 
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daran, wie ich eines Tages, etwa 1942, mit un問問m F緝nlein des Deutschen 

Jungvolks durch die Seminarstra゚e in Pirna marschierte. An der Spitze wurde 

die Fahne getragen. Ein Arbeiter lief auf dem B�gersteig und unterlie゚ es, sie zu 

grüßen, was damals gefordert wurde. Unser Fãhnleinf凶rer -18 Jahre alt, er fiel 

bald darauf in Ru゚land -trat auf den Arbeiter zu und ohrfeigte ihn. Scham 

�erfiel mich. Der Arbeiter konnte sich nicht wehren, und ich vermochte ihm 

nicht zu helfen. Von da an machte ich stets einen Umweg oder versteckte mich 

in einem Hausflur, begegnete ich einer Kolonne mit einer F油田.

Da゚  Gewalt freundlich, weil schützend, sein kann, erfuhr ich ebenfalls. Als 

Elfj緝riger erregte ich einmal meine Mutter zu ma゚loser Wut. Sie, die sich 

eigent1ich bemühte, uns Kinder ohne Pr�el aufzuziehen, schlug auf mich ein. Ich 

fl�htete ins Schlafzimmer. Sie verfolgte mich dorthin und pr�elte weiter, bis 

mein Vater, mich schützend, dazwischen trat. Da ich meine Mutter sehr lieb 

hatte, Vé江gaß ich ih問 verletzende Gewa1t bald. Jahrzehnte sp縟er erinnerte mich 

meine Schwester daran. W ohl blieb mir meine "Schuld“ an diesem V orfall im 

Ged緜htnis haften. 

Vor allem in Schule, Hitlerjugend und Arbeitsdienst erfuhr ich oft verletzenｭ

de, se1tener schützende, kaum befreiende Gewalt, und bis zum heutigen Tage 

wurde ich stets wieder Zeuge von Gewaltt縟igkeiten. Den Glauben, da゚ der 

Mensch gut sei, konnte ich mir nicht zu eigen machen. Dennoch wurdほ ich kein 

Misanthrop, vielmehr lernte ich nach Bedingungen zu suchen, die dazu f�ren 

können, daβes uns nicht allzu schwer fallen muß , einigermaβen gut zu sein und 

die F緝igkeit zur Besorgnis f� sich und andere zu entwickeln. 

Soviel zur Analyse der Gegen�ertragung. So nennt man nicht nur in der 

Psychoanalyse, sondern auch in der Sozialforschung die Untersuchung der 

emotionalen Reaktionen des Analytikers bzw. Forschers auf den Analysanden 

oder Untersuchungsgegenstand, die, wenn sie verbo昭en bleiben, zu Verzerrungen 

der Realit縟swahrnehmung f白hren k�nen (Devereux 1967, Kap. V) Die Analyse 

der Gegen�ertragung f�11t nicht leicht, denn sie geht stets mit der Entdeckung 

eigener Schw緜hen einher. 

Formen der Gewalt 

Es ist mir nicht möglich, den Formenreichtum der Gewalt ersch�fend 

darzustellen. F� das Erkenntnisziel dieser Erkundungen scheint es mir vorerst 
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nicht minder wahr, n舂lich die, da゚ auch w臧rend unseres bewuβten und wachen 

Lebens und Existierens das allermeiste ohne Bewu゚tsein geschieht und wir 

zumeist nicht wissen, wie tief und wie weit die Physis des leibhaftigen Menschen 

in seine bewuβte Existenz hineinreicht. S舂tliche vegetativen und organischen 

Probleme vollziehen sich auch im Menschen zeit1ebens unbewu゚t und deshalb mit 

gro゚er Sicherheit“ (Lõwith 1975, 341). 

Zur N aturbestimmung des Menschen geh�t auch seine Menschlichkeit, seine 

Humanität, von der Herder (1793-1797) sagt, sie sei der Charakter u間eres

Geschlechお. Zwar angeboren, m�se dieser erst ausgebildet werden. Herder 

spricht von der inneren Stimme des Menschen, seinem D舂on. Wenn dieser kein 

humaner D舂on sei, w�den wir Plagegeister der Menschen (27. Brief). Er verzichｭ

tet darauf, den Menschen zu idealisieren und schreibt: "Der Mensch ist von Erde, 

eine zerbrechliche , von einem f!�htigen Odem durchhauchte Leimh�te (Leim = 

Lehm) ; Leben ist ein Schatte, sein Los ist M�e auf Erden“. Diese Einsicht m�se 

zur Menschlichkeit führen, "d. i. zum erbarmenden Mitgef�l des Leidens seiner 

Nebenmenschen, zur Teilnahme an den Unvollkommenheiten ihrer Natur, mit 

dem Bestreben, diesen zuvorzukommen oder ihnen abzuhelfen.“ Nãchst der 

Selbsterhaltung ergebe sich daraus die Pflicht, "den Schw臘hen unserer Nebenｭ

gesch�fe beizuspringen und sie gegen die ﾜbel der N atur oder die rohen 

Leidenschaften ihres eigenen Geschlechts in Schutz zu nehmen“ (28. Briet). 

Herders Gedanken �er Humanit縟 und Menschlichkeit m�den somit in der 

Forderung nach einer Kultur der Seele. 

Gewalt 

“Den Menschen ist nur mit Gewalt oder List etwas 

abzugewinnen: Mit Liebe auch, sagt man; aber 

das heiβt auf Sonnenschein warten, und das Leben 

braucht jede Minute'¥ 

Goethe 

verletzende und sch�zende Gewalt 

Der Gewaltbegriff ist vieldeutig. Wenn ich von der Gewalt als etwas spreche, 

wor�er ich mich nicht freuen kann, dann denke ich an die ver1etzende Gewalt, 

die wir alle vielfach erfahren und wahrgenommen haben. Ich erinnere mich 
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deln sind an das Wachsein gebunden. 1m Schlaf zieht der Mensch sich in sich 

selber zurück, lebt er in einer Traumwelt, bis er im Erwachen in die mit anderen 

geteilte Welt zur�kkehrt. 

Nicht die menschliche Natur 縅derte sich bisher, wohl aber Umwelt und 

Selbstverst縅dnis des Menschen. Diese Ver縅derungen vollziehen die Menschen 

selbst. Aber sie geschehen nicht so, wie sie geplant werden. Fast immer bewirken 

die historischen Subjekte etwas anderes, als sie sich vorgeste11t haben. Sie sind an 

nat�liche und geschichtliche V orgegebenheiten gebunden, deren Zusammenhang 

und widersprechliche Wechselwirkungen sie nur unvollst縅dig durchschauen. So 

gleitet ihnen das Geschehen immer wieder aus der Hand. Sie glauben zu schieben, 

wo sie geschoben werden. Sie meinen zu vermitteln, wo sie vermittel werden. 

Weder Plan noch Zufall bestimmen den historischen Prozeß, sondem ein kompliｭ

ziertes Gewebe natürlicher, psychischer und sozialer Kr綰te. L�ith (1960, 297) 

fragt: Wer kann denn "noch mit Hegel, Dilthey und Croce an die Geschichte als 

die ‘letzte Religion' der Gebildeten glauben, nachdem das R�kgrat dieses 

Glaubens, der Fortschrittglaube, in seiner ursprunglich �erwelt1ichen und dann 

verweltlichten Form zerbrochen ist?“ Auch der Marxismus hat seine ﾜberｭ

zeugungskraft verloren, soweit er von Hegel herkommend, dialektisch-konstruｭ

kiv-teleologisch gerichtet war und, wie Troeltsch (1922, 25) sagte, "in philosophiｭ

sch tr�ster Zeit die Geschichtsphilosophie …… als den Trost hoffender V olks 

massen“ hochhielt 

Spricht noch einiges dafür, da゚ die nat�liche Welt ein System, ein Gef�e 

sei, also eine Ordnung habe, so erscheint die historische Welt, die Menschenwelt 

durchaus als Chaos. Es ist kein Zufall, daβzwei Forscher, die sich dem menschliｭ

chen Intellekt verpflichtet f�lten: Sigmund Freud (1937 , 72) und Max Weber 

(1922 passim) die Aufgaben ihrer Wissenschaften darin sahen, Ordnung in das 

Chaos der Welt zu bringen. Der Mensch ist zwar ein animal rationale, d. h. ein 

Tier, das Vemunft hat, aber er lãβt sich selten von ihr leiten, sondem ste11t sie 

allzu oft in den Dienst irrationaler Neigungen. Wohl kann das Denken, wenn es 

das Handeln führt , die Wirklichkeit ändem, aber seine lenkende Kraft ist nur zu 

oft geringer als der Drang unserer unbewu゚ten Triebbed�fnisse und Motive. 

Selbst wenn man annimmt, "daβalles …… unbewußte Sein auf Bewuβtwerd 



72 

gibt, den die Ku1tur nicht erreichen kann und der sich das fr�er oder sp縟er auch 

in die Tat umgesetzte Recht vorbehält, seinerseits die Kultur zu beurteilen, ihr 

Widerstand zu leisten und sie zu revidieren“ (Trilling 1990, 292). 

Der Mensch ist ein N aturwesen und zugleich zur Geschichte bestimmt. Mit 

L�ith (1957, 265) halte ich die griechische Ansicht f� wahr, daβ"die Natur 

alles lebendige Sein aus sich hervor-und aufgehen und wieder zur�k- und 

vergehen lãßt“. Daraus folgt die Naturbestimmtheit der Menschen und ihre 

Einheit als Gattung. Nur ein Mensch kann einen Menschen erzeugen, "aber weder 

ein Tier noch einen Gott“. "Die Menschen m�en noch so verschieden sein -an 

Farbe, Gestalt, Sitten und Denkweisen ←白 kann kein Zweifel dar�er bestehen, 

da゚ sie weder tierische noch gδttliche， sondern menschliche Wesen sind. Auch der 

‘tierisch' verrohte oder bloß ‘vegetierende' Mensch ist immer nur eine Mδglich

keit des Menschen“ (Löwith 1938, 244). 

Als N aturwesen ist der Mensch verg縅glich. Sein Leben wird durch Geburt, 

Heranwachsen, Erwachsensein, Altern und Sterben bestimmt. Das alles sind 

nat�liche Vorgänge, die man beschleunigen oder verlangsamen kann. Von der 

Unsterblichkeit des Menschen wissen wir nichts. Allenfalls kann man an sie 

glauben. Der Mensch ist auf die Natur angewiesen. Das Umgekehrte gilt nicht. 

Die N atur hat den Menschen nicht n�ig. 

V on den anderen Tieren unterscheidet sich der Mensch durch den a~かechten

Gang, der ihm das Auge-Hand-Feld (Plessner 1961, 169 ff.) �fnet. Ihm ist die 

Sprache eigen, die ihm das Fragen eine ausgezeichnete Weise des 争rechens

(L�ith 1957, 284) , den Entwurf symbolischer Weltbilder (Cassirer 1923) erm�liｭ

cht, und ihn befãhigt, "von aller Naturgegebenheit, auch von seiner eigenen, 

Abstand zu nehmen“ (Löwith ebd. 285). Schlie゚lich kann er infolge der Univerｭ

salit舩 seiner Organisation "im Unterschied zum Tier, in allen Zonen und in jedem 

Klima leben und die N acht zum Tag machen; er kann …… sogar in einer 

Metallkapsel den Mond umkreisen“ (ders. 1975, 338 ff.). Aber seiner Naturbestimｭ

mtheit entweichen kann er nicht. Er mu゚  sich nãhren, Krankheiten bedrohen ihn. 

Sein Leben verl舫ft im Wechsel von Wachsein und Schlafen. Um dieses Grundｭ

ph舅omen der Naturbestimmtheit des Menschen zu erhellen, zieht L�ith das 

Buch "V om Sinn der Sinne“ von Erwin Straus (1956, 279 ff.) heran, in dem dieser 

hervorhebt, d 
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durchreiste Kleinasien aus Freude am Schauen von Dingen, die er bisher nicht 

gesehen hatte - aus ‘Neugier' k�nte man sagen, um dieses theorein zu verdeutli-

chen_“ 

Das Christentum bek舂pft die skeptisch-theoretische Haltung, deren Stimｭ

mung das erstaunte Schauen ist, zugunsten gl舫biger Versenkung_ Zugleich 

reduziert es die Welt auf das, was praktisch verwertbar ist. Der kapitalistische 

Fortschrittglaube ist eine Konsequenz der biblischen Position, die sozialistische 

Heilserwartung eine andere. Entschieden und entscheidend hat das Christentum 

mit der griechischen Auffassung, da゚ der Mensch das h�hste Werk der Natur 

sei, gebrochen (L�ith 1960, 321). Die Naturwelt, die nicht unsere Sch�fung ist, 

wurde zugunsten der geschicht1ichen, der technischen, der von Menschen gemachｭ

ten Welt entwertet. J oseph Schumpeter bezeichnete in seiner Theorie der wirtsｭ

chaftlichen Entwicklung (1926) die erfolgreiche untemehmerische Leistung als 

schö企命的che Zerstöru昭. Mehr und mehr wurde die Menschenwelt zur technisｭ

chen Welt. Dabei verga゚ man den �ermenschlichen nat�lichen Kosmos. "Aber“, 

so sagte am 13.2.1829 Goethe zu Eckermann, "N atur versteht keinen Spaß, sie ist 

immer wahr, immer emst, immer streng, sie hat immer recht, und die Fehler und 

Irrt�er sind immer des Menschen“. Als er diese W orte sprach, konnte er noch 

nicht vermuten, da゚ die durch ein ungez�e1tes Untemehmertum angerichtete 

sch�ferische Zerst�ung einmal so weit gehen würde, da゚ wir heute nicht mehr 

wissen, ob und wieweit wir unseren Kindem und Kindeskindem noch eine 

bewohnbare Welt hinterlassen werden. 

Auch in den Sozialwissenschaften werden die nat�lichen Bedingungen des 

Menschenlebens vemachl舖sigt. Nur dort, wo die Natur des Menschen 

manipulierbar zu sein scheint, interessiert man sich f� sie. Nicht zuf舁lig richtet 

sich die Abwehr gegen die Psychoanalyse vor allem gegen deren Triebtheorie, die 

daran erinnert, daβder Mensch ein S舫getier ist, wohl ein nicht festgestelltes , wie 

bereits Nietzsche (1886, 623) wu゚te. Von vielen Kritikem wird die Hochsch舩zung 

der Biologie durch Freud als "reaktion舐es Denken“ denunziert. In Wirklichkeit 

st舐kt sie befreiende Kr臟te: "Sie bedeutet Widerstand gegen und Modifizierung 

der kulturellen Allmacht. Wir werden gewahr, daβes irgendwo beim Kind, 

irgendwo beim Erwachsenen einen harten, irreduziblen, widerspenstigen Kem 

von biologischem Drang, biologischer Notwendigkeit und biologischer Ursache 
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Es wird sich, so vermute ich, erweisen, da゚ die Zusammenh縅ge zwischen 

Menschlichkeit und Gewalt vielf緲tig und widerspr�hlich sind. Meiner Auffasｭ

sung nach laufen Erkundungen �er Menschlichkeit und Gewalt auf eine Pathｭ

ologie der Conditio humana hinaus. 1m Folgenden gehe ich im Sinne Devereux' 

(1972) von der kom.ρlementaristischen Methode aus: von der Untersuchung der 

1nterdependenz soziologisch-historischer und psychologischer Daten. 

Menschlichkeit 

Der Begriff Menschlichkeit weist auf die Schδpferkraft des Menschen hin, 

aber auch auf seine Hinf緲ligkeit und Schw緜he. Mit ihm wird versucht, den 

Mensch als nat�liche Gattung und als geschichtliche Wirklichkeit zu erfassen. 

Diese Sichtweise ist theoretisch, d. h. Urteile und Handlungsanweisungen werden 

von mir erst eimal zur�kgestellt. Daf� versuche ich Hinsicht und Einsicht aus 

reiner Wissbegierde zu �en. An Stelle des W ortes theoretisch k�nte ich auch 

das W ort skeptisch setzen. Der Skeptiker weiβsich 

Zum Sehen geboren, 

Zum Schauen bestellt. 

Freilich vermag er anders als Goethes T�mer nicht in allem "die ewige Zier“ zu 

sehen. Die skeptische Haltung wird leicht mit Pessimismus und Zweifelsucht 

assoziiert. Skepsis und Skeptizismus sind nicht dasselbe. Der Skeptiker zweifelt, 

aber er verzweifelt nicht; vielmehr kann Skepsis durchaus erwartungsvoll 

weltoffen sein. 

Wohl sind Glaube und Skepsis unvereinbar. Es ist kein Zufall, da゚ das 

Christentum die Neugier als Begierde nach neuen Dingen verwarf. Dagegen 

erinnert Karl L�ith an Herodots Persergeschichten, in denen der Kδnig Kr�us 

zu dem Weisen Solon sagte: "Ich habe gehδrt. da゚ du philosophierend viele 

L縅der um der blo゚en theoria willen durchwandert hast “ Löwith (1960, 316) 

kommentiert diese Aussage wie folgt: "Das bedeutet nicht, da゚ Solon auf seinen 

Reisen �er tiefsinnige Probleme nachgedacht hat, die er einem Buch �er die 

Geschichte der Philosophie entnahm, sondern besagt, daβer die L縅der um des 

Sehens und Wissens willen bereist hat. Auch Herodot war in seiner Weise 

philosophierend ein Forschungsreisender, ohne dabei auf die Entdeckung von 

Uran oder Olquellen zum Zwecke ihrer technischen Ausbeutung aus zu sein. Er 
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Zu Beginn 

Menschlichkeit und Gewalt 

Prof. Dr. rer. pol. Wilfried Gottschalch 

Emeritus der Universit舩 Amsterdam 

Die W orte Menschlichkeit und Humanit舩 werden hier bedeutungsgleich 

gebraucht. Sie stehen f� die Konfiguration der geistigen N ormen, Werte und 

Verhaltensweisen, die den Menschen zum Menschen machen, aber auch f� die 

Hinf緲ligkeit seiner Natur und Ku1tur. Aus seiner konstitutionellen Offenheit und 

Unabgeschlossenheit ergeben sich seine Chancen und Gef緝rdungen. Wie kann 

man mit ihnen umgehen, soll die Menschenwelt erhalten bleiben ? 

Die Antwort setzt eine Diskussion des Verh舁tnisses von Menschlichkeit und 

Gewalt voraus. Ahnlich ambivalent wie der Begriff Menschlichkeit ist der 

Gewaltbegriff. Ohne Gewalt k�nen wir nicht leben. Einerseits kann Gewalt 

freundlich sein, wie die Schauspi巴lerin Therese Giese einmal sagte, wobei sie an 

die sch�zende Gewalt dachte, welche die Schwachen, die Kinder, die Frauen und 

die Greise n�ig haben; Gewalt kann aber auch verletzend und selbst vernichtend 

sein, wie wir oft genug erfahren mu゚ten. 

Beide Begriffe werden von mir nicht als Substanzbegriffe verstanden, son. 

dern als Funktions-und Relationsbegriffe (Cassirer 1910, 1938). Nicht so sehr das 

Problem: "Was ist der Mensch?“ als die Fragen: "Was kann der Mensch? Was 

sind seine Beziehungen zur 舫゚eren Realit舩 und zu seiner inneren Welt? Was 

sind seine M�lichkeiten und Grenzen?“ sollen erδrtert werden. Hierbei nehme 

ich eine skeptische Haltung ein, das ist eine aufmerksame, geduldige und fragende 

Haltung, wie sie von der philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners und 

Karl L�iths einerseits, andererseits von der materialistischen Geschichtsauffas. 

sung von Karl Marx, soweit sie auf Heilserwartungen verzichtet, der verstehen. 

den Soziologie Max Webers und der Psychoanalyse Sigmund Freuds nahegelegt 

wird. 
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し
っ
か
り
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
た
て
る
必
要
が

あ
り
、
と
く
に
社
会
哲
学
な
い
し
そ
の
概
念
の
明
確
化
を
め
ぐ
っ
て
思
想

史
研
究
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
点
に
一
言
及
し
、
そ
れ
を
好
ま
し
い

傾
向
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。

次
に
城
塚
氏
は
、
戦
前
か
ら
の
社
会
思
想
史
研
究
の
進
展
に
触
れ
つ
つ
、

本
学
会
が
創
立
き
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
関
し
て
、
ご
自
分
の
思
想
史
研
究

の
歩
み
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
概
略
以
下
の
よ
う
に
お
話
し
く
だ
き
っ

た
。
戦
後
東
大
で
哲
学
と
く
に
へ
l

ゲ
ル
を
研
究
し
や
が
て
マ
ル
ク
ス
を

も
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
当
時
の
マ
ル
ク
ス
研
究
は
政
治
的
な
い

し
経
済
的
な
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
氏
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想

を
研
究
し
た
。
そ
の
際
、
思
想
と
い
う
の
は
社
会
体
制
と
り
わ
け
ソ
ビ
エ

ト
の
そ
れ
を
前
提
と
し
た
も
の
と
は
違
う
の
で
あ
り
、
氏
に
と
っ
て
思
想

は
む
し
ろ
国
家
・
市
民
社
会
に
対
す
る
生
活
世
界
(
円
相
ぴ
2
2

色
丹
)
に
関
連

す
る
。
そ
し
て
後
者
が
前
者
に
対
す
る
一
つ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
し

て
い
く
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
し

て
城
塚
氏
は
、
「
家
族
」
の
問
題
が
消
え
て
し
ま
っ
た
「
ド
・
イ
デ
』
の
マ

ル
ク
ス
に
も
批
判
的
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
そ

し
て
へ
|
ゲ
ル
へ
と
き
か
の
ぼ
り
、
い
わ
ゆ
る
社
会
思
想
の
領
域
に
入
つ



特別企画

た
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
的
枠
組
み
か
ら
出
て
例
、
え
ば
第
三
世

界
に
視
点
を
お
い
て
、
社
会
そ
の
も
の
の
在
り
方
を
再
検
討
し
て
み
る
。

そ
う
し
た
方
向
へ
の
研
究
の
進
展
は
、
ち
ょ
う
ど
東
大
で
社
会
思
想
史
を

担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
そ
こ
で
杜
会
思
想

史
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
こ
た
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
七

0
年
代
に
入
り
、
城
塚
氏
は
本

学
会
創
立
の
主
役
に
な
る
と
い
う
時
点
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

三
人
目
の
平
井
氏
は
、
最
初
に
年
報
「
社
会
思
想
史
研
究
』
創
刊
当
時

に
関
連
し
て
、
こ
の
雑
誌
は
で
き
る
だ
け
大
会
を
始
め
と
す
る
学
会
活
動

の
記
録
を
掲
載
し
よ
う
と
の
方
針
で
編
集
し
た
、
と
話
さ
れ
た
。
そ
の
後

以
下
の
よ
う
に
し
て
、
ご
自
分
の
社
会
思
想
史
研
究
の
歩
み
に
言
及
し
て

く
だ
さ
っ
た
。
氏
は
何
よ
り
も
ま
ず
モ
ダ
ニ
テ
ィ
を
ど
う
考
え
る
か
、
近

代
が
い
か
に
成
立
し
て
ど
う
変
化
し
て
き
た
か
、
そ
れ
を
思
想
史
的
に
考

え
て
き
た
。
完
全
に
啓
蒙
さ
れ
た
は
ず
の
現
代
が
今
破
滅
に
向
か
っ
て
い

る
。
そ
こ
を
問
題
に
し
て
き
た
。
へ

l

ゲ
ル
が
見
た
肯
定
的
な
近
代
が
同

時
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
様
相
を
呈
し
て
く
る
、
そ
の
二
重
性
を
考
え
る
の
が

主
題
だ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
平
井
氏
は
、
戦
後
ま
も
な
く
ル
カ

l

チ
の
著
作
『
歴
史
と

階
級
意
識
』
に
注
目
し
、
こ
れ
と
の
対
決
が
主
要
な
仕
事
と
な
っ
た
。
と

く
に
「
物
象
化
2
2
a
話
ロ
ロ
宮
口
問
)
」
が
眼
目
で
、
こ
れ
は
近
代
特
有
の
概

念
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
概
念
を
ル
カ
l

チ
に
言
及
す
る
三
木
清
の
影
響
下

で
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
マ
ル
ク
ス
が
商
品
関
係
(
下
部
)
の

物
象
化
を
問
題
に
し
た
の
に
対
し
て
ル
カ
l

チ
は
政
治
や
法
、
芸
術
、
人

間
性
(
上
部
)
へ
切
り
込
ん
だ
わ
け
で
、
そ
の
点
で
ル
カ
!
チ
の
物
象
化
概
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念
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
平
井
氏
と
し
て
は
、

例
え
ば
量
的
合
理
化
で
解
消
で
き
な
い
質
的
な
問
題
、
あ
る
い
は
部
分
(
社

会
現
象
)
と
全
体
(
人
聞
の
全
体
性
)
と
の
関
連
、
前
者
が
後
者
の
変
質
に

い
か
に
影
響
を
与
え
る
の
か
の
問
題
に
注
目
し
た
。
現
代
の
官
僚
制
度
の

無
責
任
さ
を
考
え
る
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会

主
義
体
制
が
崩
壊
し
資
本
主
義
経
済
が
全
体
を
覆
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
に

は
、
こ
の
物
象
化
は
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

三
人
の
ご
報
告
の
の
ち
、
フ
ロ
ア
か
ら
は
三
氏
そ
れ
ぞ
れ
に
種
々
の
質

問
、
感
想
が
提
出
さ
れ
、
活
発
な
意
見
交
換
が
見
ら
れ
た
。
第
二
回
目
の

特
別
企
画
は
時
間
の
余
裕
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
初
回
と
同
様
、
お
お
い

に
実
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
特
別
企
画
は
、
昨
年
度
と
本
年
度
の
二
回
を
も
っ
て
終
了

す
る
。
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イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ッ
シ
ョ
ン

ボ
へ
ミ
ア
ニ
ズ
ム
と
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(
報
告
者
)
A、, 
橋

映
子

〈
報
告
要
旨
v

本
セ
ッ
シ
ョ
ン
(
「
一
九
世
紀
思
想
」
)
は
、
一
九
世
紀
パ
リ
に
隆
盛
し
た

若
き
芸
術
家
た
ち
の
新
し
い
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
〈
ボ
へ
ミ
ア
ニ
ズ
ム
〉

を
話
題
に
取
り
上
げ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
規
範
と
境
界
、
周
縁
性
の
問

題
を
、
文
学
・
芸
術
学
の
方
面
か
ら
光
を
当
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
八
四
0
年
代
、
パ
リ
の
都
市
生
活
や
人
々
を
「
リ
ア
ル
に
」
、
そ
し
て

カ
タ
ロ
グ
的
な
網
羅
性
を
も
っ
て
書
き
尽
く
そ
う
と
し
た
〈
生
理
学
〉
も

の
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が
爆
発
的
に
ヒ
ッ
ト
し
た
。
そ
の
書
き
手
の
一
人
、

ア
ン
リ
・
ミ
ユ
ル
ジ
ェ
l

ル
の
『
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
生
活
の
情
景
』
は
、
パ
リ

の
ボ
ヘ
ミ
ア
ニ
ズ
ム
の
原
型
と
さ
れ
る
。
貧
し
い
な
が
ら
も
自
ら
の
芸
術

的
才
能
を
信
じ
、
友
情
と
恋
愛
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
精
進
の
生
活
ー
ー
ー

こ
こ
に
は
勤
勉
と
節
約
と
い
う
モ
ラ
ル
、
社
会
に
お
け
る
上
昇
志
向
な
ど
、

一
見
は
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
た
ち
と
対
立
す
る
か
に
み
え
る
プ
ル
ジ
ョ
ワ
た
ち
の

社
会
規
範
が
、
実
は
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
ミ
ュ
ル
ジ
ェ
l

ル
は
、
当
時

か
ら
「
公
式
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
」
と
「
無
名
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
」
と
い
う
二
分

法
で
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と
し
て
の
一
時
的
ボ
ヘ
ミ
ア
ニ
ズ
ム
と
、
芸
術
に

命
を
落
と
す
破
滅
型
ボ
へ
ミ
ア
ニ
ズ
ム
を
語
っ
て
い
る
。
実
際
の
と
と
ろ

一
九
世
紀
青
年
芸
術
家
た
ち
の
生
涯
は
む
し
ろ
後
者
|
|
才
能
も
金
も
な

く
失
敗
に
終
わ
る
人
生
ー
ー
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
現
代
の
私
た
ち
は
ゴ

ツ
ホ
や
モ
ヂ
リ
ア
ニ
の
よ
う
な
例
を
も
っ
て
「
無
名
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
」
の

「
崇
高
な
」
神
話
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
一
九
世
紀
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
た
ち
の
神
話
は
、
単
な
る
文
学

芸
術
上
の
神
話
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
パ
ト
ロ
ン
な
き
時
代
に
お
け

る
〈
社
会
と
芸
術
〉
の
関
係
、
〈
芸
術
家
〉
と
い
う
存
在
規
定
の
聞
い
直
し

を
促
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
芸
術
を
「
消
費
」
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社

会
の
規
範
の
再
検
討
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
一
九
世
紀
パ
リ
に
始
ま
っ
た
ボ
へ
ミ
ア
ニ
ズ
ム
が
ド
イ
ツ
、
北

欧
、
イ
タ
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
さ
ら
に
日
本
に
ま
で
伝
播
し
た
意
味
を
総

合
的
に
問
う
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

〈
討
議
内
容
〉

以
上
の
報
告
は
、
文
学
・
芸
術
学
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
が
、
参
加
者

の
大
半
は
歴
史
学
・
経
済
学
系
の
研
究
者
で
あ
り
、
ま
ず
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」

の
概
念
規
定
に
つ
い
て
質
問
が
出
さ
れ
た
。
報
告
者
に
よ
っ
て
「
表
象
L

上
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
と
「
実
体
」
と
し
て
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
の
聞
の

ズ
レ
の
確
認
が
な
さ
れ
た
後
、
議
論
は
、
「
表
象
」
と
「
実
体
し
を
め
ぐ
る

各
分
野
の
方
法
論
上
の
問
題
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
「
空
中
戦
」
の
様
相

を
呈
す
る
場
面
も
あ
っ
た
が
、
互
い
の
立
場
の
相
違
を
踏
ま
え
た
上
で
、

き
わ
め
て
刺
激
的
な
異
分
野
間
交
流
が
実
現
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
(
文

責
H
〈
報
告
要
旨v
報
告
者
・
今
橋
映
子
/
〈
討
議
内
容
〉
世
話
人
・
高
草
木
光
こ



ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
ド
イ
ツ
の
思
想
的
構
図

|
|
「
リ
ベ
ラ
ル
」
・
「
ソ
l

シ
ヤ
ル
」
・
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
|
|

(
世
話
人
・
司
会
)
近

藤

潤

インフォー7ル・セ y ション

\
報
告
者
・
古
賀
敬
太
「
ヴ
ア
イ
マ
ル
自
由
主
義
の
危
機
」
、
黒
滝
政
昭
/

一
「
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
と
社
会
民
主
主
義
」
、
川
合
全
弘
「
前
線
世
代
の
一

/
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
\

本
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
狙
い
は
、
思
想
的
に
豊
か
な
可
能
性
を
苧
ん
で
い
た

ヴ
ア
イ
マ
ル
・
ド
イ
ツ
を
振
り
返
り
、
主
要
な
政
治
的
潮
流
の
思
想
構
造

を
確
か
め
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
聞
に
ど
の
よ
う
な
交
錯
が
あ
っ
た
の

か
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

古
賀
氏
は
ヴ
ア
イ
マ
ル
期
に
民
主
主
義
と
自
由
主
義
が
明
確
に
区
別
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
国
法
学
に
即
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
市
民
を

対
置
す
る
二
分
法
が
共
通
項
に
な
っ
て
い
た
事
実
を
最
初
に
確
認
し
た
。

そ
の
上
で
、
自
由
主
義
は
国
家
権
力
の
必
要
性
を
看
過
し
、
人
権
と
権
力

分
立
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
弱
体
化
を
も
た
ら
し
た
と
す
る

c

・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
、
自
由
主
義
は
「
権
力
か
ら
の
自
由
」
を
追
求
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
な
も
の
を
中
性
化
し
た
と
し
、
政
治
的
な
も
の
の

再
興
と
市
民
の
復
権
を
課
題
と
し
て
押
し
出
す

H

・
へ
ラ
l

を
取
り
上

げ
、
「
市
民
」
概
念
を
軸
に
し
て
右
と
左
か
ら
加
え
ら
れ
た
自
由
主
義
批
判

に
対
抗
し
う
る
擁
護
論
が
欠
落
し
て
い
た
点
に
自
由
主
義
の
弱
体
き
が
示
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さ
れ
て
い
た
と
し
た
。

黒
滝
氏
は
社
会
民
主
主
義
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て

R

・
ヒ
ル
フ
ァ
デ

イ
ン
グ
を
取
り
上
げ
、
彼
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
経
済
民
主
主
義
を

中
心
に
、
社
会
化
と
の
相
違
を
説
明
し
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
経
済
民
主
主

義
は
社
会
化
と
は
異
な
り
、
革
命
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
支
配
を

前
提
と
し
な
い
。
そ
れ
は
経
済
的
に
は
「
組
織
き
れ
た
資
本
主
義
」
へ
の

展
開
に
よ
っ
て
生
産
・
経
営
な
ど
経
済
の
管
理
が
企
業
家
の
私
事
で
は
な

く
な
っ
た
こ
と
、
政
治
的
に
は
民
主
主
義
共
和
国
の
実
現
に
よ
っ
て
金
融

資
本
の
単
独
支
配
が
打
破
さ
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
利
用
可
能
な
国

家
形
態
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
基
づ
い
て
構
想
き
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え

て
氏
は
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
、
「
リ
ベ
ラ
ル
」
に
対
す
る
彼
の
立
場
を
説
明
し

た

川
合
氏
は
、
ヴ
ア
イ
マ
ル
・
ド
イ
ツ
に
特
有
な
第
一
次
世
界
大
戦
の
前

線
と
敗
北
を
経
験
し
た
世
代
の
思
想
を
取
り
上
げ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は

大
量
死
の
意
味
付
け
が
問
題
で
あ
り
、
大
量
生
産
と
大
量
破
壊
と
し
て
「
近

代
」
が
体
験
さ
れ
た
。
ま
た
前
線
体
験
は
古
い
秩
序
の
崩
壊
と
新
し
い
生

活
形
式
の
形
成
に
つ
な
が
り
、
こ
れ
を
原
点
に
し
て
既
成
観
念
か
ら
離
れ

た
政
治
や
芸
術
へ
の
関
係
や
様
式
が
作
り
出
さ
れ
た
。

報
告
後
の
質
疑
で
は
、
三
つ
の
潮
流
自
体
や
相
E
関
係
が
問
題
に
な
っ

た
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
ド
イ
ツ
で
は
一
見
す
る
と
豊
鏡
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
多
様
さ
は
む
し
ろ
分
断
と
白
閉
に
等
し
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

な
ど
の
点
を
巡
っ
て
短
時
間
な
が
ら
議
論
さ
れ
た
。

(
文
責
近
藤
潤
コ
一
)
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近
代
皇
后
像
の
形
成

(
報
告
者
)
片

野

真
佐
子

明
治
憲
法
発
布
式
典
に
臨
ん
だ
田
中
正
造
は
、
パ
ラ
色
の
洋
装
を
身
に

纏
っ
た
輝
く
ば
か
り
の
美
子
皇
后
に
目
を
奪
わ
れ
、
そ
の
姿
に
日
本
の
近

代
化
の
表
徴
を
見
出
し
た
。
巌
本
善
治
が
天
皇l
皇
后
関
係
に
近
代
的
男

女
関
係
の
範
を
求
め
た
こ
と
は
今
日
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ツ

は
、
東
宮
嘉
仁
と
節
子
妃
の
仲
睦
ま
じ
い
結
婚
生
活
に
宮
中
初
の
一
夫
一

婦
制
の
麗
し
き
実
現
を
見
出
し
た
。

T
-

フ
ジ
タ
ニ
は
、
こ
の
流
れ
を
ジ

エ
ン
ダ
l

規
範
の
変
遷
と
か
ら
め
て
近
代
家
族
の
形
成
過
程
と
し
て
鮮
や

か
に
図
式
化
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
な
お
、
彼
女
た
ち
が
演

じ
た
と
さ
れ
る
日
本
近
代
化
の
牽
引
車
的
役
割
の
意
味
と
内
実
は
お
ろ

か
、
そ
の
実
像
も
十
全
に
・
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
明
治
か
ら
大
正
へ
の

天
皇
の
代
替
わ
り
と
と
も
に
皇
后
の
役
割
も
ま
た
異
な
っ
た
は
ず
で
あ

ヲ
Q
。

本
報
告
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ま
ず
、
皇
后
美
子
(
昭
憲
皇
太

后
)
が
、
入
内
以
降
、
宮
中
改
革
に
お
け
る
一
大
難
事
で
あ
っ
た
女
官
総
免

職
を
断
行
し
、
天
皇
断
髪
に
先
立
つ
鉄
殺
と
眉
墨
の
廃
止
、
富
岡
製
糸
場

や
学
校
行
啓
、
日
赤
へ
の
関
与
、
外
国
人
と
の
謁
見
、
そ
し
て
洋
装
の
導

入
と
、
次
々
と
新
た
な
事
業
に
着
手
、
軍
事
に
か
か
わ
る
行
幸
を
主
軸
と

し
た
明
治
天
皇
に
対
し
て
、
文
化
・
学
事
・
慈
善
に
か
か
わ
る
行
啓
を
ジ

ェ
ン
ダ
l

指
標
と
し
て
展
開
し
、
近
代
化
に
向
け
て
の
女
性
の
総
動
員
の

旗
振
り
役
を
演
じ
る
様
相
を
、
「
明
治
天
皇
紀
」
を
中
心
と
し
た
行
動
分
析

等
に
よ
り
紹
介
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
皇
后
節
子
(
貞
明
皇
后
)
は
、
即
位
後
数
年
に
し
て
徴
候

を
示
し
は
じ
め
た
大
正
天
皇
の
病
気
に
悩
ま
き
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九

二
O
年
頃
か
ら
顕
在
化
す
る
皇
太
子
裕
仁
洋
行
問
題
、
皇
太
子
婚
約
問
題

〈
宮
中
某
重
大
事
件
〉
、
摂
政
就
任
問
題
等
に
こ
と
ご
と
く
関
与
せ
ざ
る
を

え
な
い
状
況
に
お
か
れ
、
政
治
状
況
に
も
重
大
な
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
に

な
っ
た
。
天
皇
の
病
状
が
悪
化
す
る
な
か
、
節
子
は
切
望
し
て
い
た
寛
克

彦
の
進
講
を
受
け
、
皇
室
に
あ
る
女
性
と
し
て
の
自
己
の
役
割
を
確
信
す

る
。
の
ち
に
そ
の
講
義
録
は
節
子
の
命
に
よ
っ
て
『
神
な
が
ら
の
道
』
と

し
て
官
国
幣
社
に
頒
布
さ
れ
た
。
皇
太
后
と
な
っ
て
か
ら
の
節
子
は
、
明

治
天
皇
と
昭
憲
皇
太
后
の
築
い
た
宮
中
祭
柁
の
保
守
に
腐
心
す
る
と
と
も

に
、
関
東
大
震
災
直
後
に
企
図
さ
れ
た
皇
室
の
社
会
事
業
の
中
心
的
役
割

を
も
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
、
祖
国
浄
化
・
民
族
浄
化
を
掲
げ

て
大
々
的
に
展
開
さ
れ
た
救
痛
事
業
は
今
日
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

か
く
て
、
美
子
と
節
子
は
、
近
代
女
性
の
範
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
む

し
ろ
福
沢
諭
吉
の
い
う
「
政
治
社
外
」
に
立
つ
「
帝
室
論
」
や
矢
野
文
雄

意
見
書
の
「
社
会
百
事
の
中
心
」
と
し
て
公
的
役
割
を
担
う
皇
室
像
の
形

成
に
寄
与
す
る
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
こ
れ
ら
の
足
跡
は
、
戦
後
象
徴

天
皇
制
の
問
題
を
含
め
今
日
的
視
点
か
ら
も
と
ら
え
返
す
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
以
上
の
報
告
に
対
し
て
、
両
皇
后
が
具
象
し
た
近
代
化
の
モ

デ
ル
と
そ
の
内
容
、
天
皇
と
の
役
割
分
担
の
内
実
、
皇
后
自
身
の
意
思
の



あ
り
よ
う
に
か
ん
し
て
な
ど
の
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
。
報
告
者
と
し
て
、

い
ず
れ
も
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い
き
た
い
。

(
世
話
人
・
司
会
水
田
珠
枝
)

近
代
お
よ
ぴ
資
本
主
義
認
識
の
再
考
と
マ
ル
ク
ス

主
義
1

人
種
、
民
族
H
国
民
、
階
級
を
め
ぐ
っ
て
|

(
報
告
者
)
若
森

章
孝

インフォーマル・セッション

パ
リ
パ
l

ル
と
ウ
ォ
l

ラ
i

ス
テ
イ
ン
の
共
著
『
人
種
・
国
民
・
階
級
」

(
大
村
書
店
)
は
、
共
同
体
や
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
近
代
社
会
が
人
種
や

民
族
H

国
民
と
い
っ
た
「
共
同
体
」
を
生
み
出
す
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
、

「
理
念
と
し
て
の
資
本
主
義
」
か
ら
「
歴
史
と
し
て
の
資
本
主
義
」
へ
の
視

座
転
換
に
よ
っ
て
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
。
若
森
章
孝
の
報
告
は
、
こ
の

二
人
の
緊
張
感
あ
る
対
話
を
手
が
か
り
に
し
て
お
こ
な
っ
た
共
同
研
究

「
歴
史
と
し
て
の
資
本
主
義
|
|
グ
ロ
l

パ
リ
ゼ
l

シ
ョ
ン
と
近
代
認
識

の
再
考
』
(
青
木
書
店
、
一
九
九
八
年
)
の
議
論
を
紹
介
し
、
「
近
代
を
理
解

す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
お
こ
な

若
森
報
告
の
前
半
は
、
政
治
と
経
済
と
の
認
識
論
的
緊
張
関
係
の
問
題

を
指
摘
し
な
が
ら
、
人
種
、
国
民
、
階
級
の
存
在
を
自
明
の
前
提
に
し
た

ま
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
を
解
明
す
る
と
い
う
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
超

え
る
う
え
で
、
「
歴
史
と
し
て
の
資
本
主
義
」
の
視
座
が
手
が
か
り
に
な
る

こ
と
を
説
明
し
た
。
ま
た
若
森
は
、
松
岡
論
文
を
紹
介
し
な
が
ら
、
近
代
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性
を
理
解
す
る
う
え
で
の
ジ
レ
ン
マ
認
識
(
市
民
社
会

対
排
除
)
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。

コ
メ
ン
テ
|
タ

l

の
斎
藤
日
出
治
は
、
上
述
の
よ
う
な
視
座
転
換
が
近

代
性
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
明
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え

で
、
従
来
の
「
理
念
型
資
本
主
義
」
の
想
定
が
集
団
・
個
人
間
の
利
害
対

立
の
調
整
と
し
て
の
「
政
治
の
領
域
」
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
、
と
指
摘
し

た
。
斎
藤
は
、
言
説
理
論
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
に
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
な

も
の
(
近
代
社
会
の
統
一
性
)
は
所
与
と
し
て
最
初
か
ら
あ
る
の
で
は
な
く
、

政
治
の
領
域
に
お
け
る
同
質
性
と
差
異
を
節
合
す
る
言
説
的
実
践
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
斎
藤
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
(
冨
o
え
な
や
斗
O
叶
出
口
問
)
に
よ
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
と
他
者
の

区
別
」
と
い
う
従
来
型
の
政
治
と
質
を
異
に
す
る
「
差
異
の
承
認
の
政
治
」

が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

は
、
社
会
を
分
裂
状
態
に
陥
れ
る
恐
れ
の
あ
る
差
異
の
承
認
の
要
求
に
対

し
て
、
多
一
克
主
義
が
公
正
や
平
等
と
結
び
つ
く
よ
う
な
新
し
い
民
主
、
玉
義

の
理
念
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
総
じ
て
斎
藤
の
コ
メ
ン
ト
は
、
社

会
的
な
も
の
を
構
成
す
る
う
え
で
の
「
政
治
の
優
位
」
を
強
調
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

若
森
報
告
の
後
半
は
『
歴
史
と
し
て
の
資
本
主
義
』
で
は
欠
け
て
い
た

論
点
、
と
く
に
「
グ
ロ
l

パ
リ
ゼ
l

シ
ョ
ン
時
代
の
国
家
論
」
、
「
近
代
認

識
の
再
考
と
政
治
・
経
済
学
の
構
想
」
を
対
象
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

事
実
上
、
斎
藤
の
ユ=
T
l

「
政
治
の
優
位
」
を
受
け
入
れ
た
う
え
で
、
今
日
、

経
済
と
政
治
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
提
起

し
た
。
(
世
話
人
松
岡
利
道
)

対

共
同
体
、
統
合
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近
代
化
と
暴
力
(
第1
部
・
第
2
部
)

(
世
話
人
)
海
老
津

普

わ
れ
わ
れ
五
人
は
、
一
九
九
八
年
度
か
ら
三
年
に
わ
た
っ
て
、
「
暴
力
及

び
暴
力
論
の
研
究
」
と
い
う
テ
!
?
で
、
愛
知
大
学
内
で
共
同
研
究
グ
ル

ー
プ
を
組
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
間
報
告
を
行
な
う
た
め
に
今

回
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
共
同

研
究
者
と
所
属
、
研
究
テ
!
?
は
以
下
の
通
り
。
高
須
健
至
(
経
済
学
部
)

「
近
現
代
の
基
本
の
機
構
と
過
程
の
批
判
的
研
究
」
、
田
川
光
照
(
経
営
学

部
)
「
サ
ド
お
よ
び
レ
チ
フ
に
関
す
る
研
究
」
、
竹
中
克
英
(
法
学
部
)
「
近
代

社
会
構
造
と
自
由
・
暴
力
の
問
題
」
、
常
石
希
望
(
法
学
部
)
「
韓
国
文
化
お

よ
び
日
韓
比
較
文
化
論
」
、
海
老
津
善
一
(
文
学
部
)
「
へ

l

ゲ
ル
哲
学
、
特

に
そ
の
論
理
学
及
ぴ
歴
史
理
論
」

現
代
は
「
暴
力
の
時
代
」
と
い
わ
れ
る
。
い
つ
の
時
代
に
も
暴
力
は
あ

り
う
る
だ
ろ
う
が
、
現
代
の
暴
力
は
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
も
社
会
構

造
の
本
質
的
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
戦
争
、
民
族
・
宗
教
対
立
、
国
家
に
よ
る
抑
圧
、
企
業
、

学
校
、
家
庭
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
差
別
。
物
理
的
対
決
を
回
避
す
る
た

め
に
は
、
話
し
合
い
、
交
渉
の
場
、
一
言
論
の
公
共
性
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
主
張
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
一
言
葉
は
暴
力
性
を
免
れ
て
い

る
か
と
い
う
と
、
む
し
ろ
言
葉
や
、
あ
る
い
は
開
放
さ
れ
た
「
市
場
」
に

お
い
て
こ
そ
、
暴
力
は
い
ま
そ
の
牙
を
剥
い
て
い
る
。
報
道
犯
罪
、
「
世
の

中
」
の
流
一
吾
輩
語
、
経
済
的
収
奪
。
と
な
る
と
、
人
間
を
動
物
か
ら
区
別

す
る
肯
定
的
条
件
で
あ
る
、
言
葉
、
社
会
、
文
化
こ
そ
が
本
来
暴
力
を
発

芽
さ
せ
る
土
壌
で
は
な
い
か
と
も
考
え
た
く
な
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
「
生
来
人
間
は
暴
力
的
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う

な
自
然
主
義
に
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
複
数
の
人
聞
が
集
ま
る
と
こ
ろ
、

関
係
性
の
な
か
で
、
そ
の
プ
ラ
ス
面
と
表
裏
一
体
に
、
い
か
に
し
て
暴
力

が
生
ま
れ
て
く
る
か
を
、
い
わ
ば
苦
い
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
(
人
間
性
へ
の
信
頼
)

を
維
持
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
領
域
、
角
度
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

次
回
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
発
表
を
継
続
す
る
。

文
責

海
老
津
善
二

〈
責
任
〉
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

(
第1
部
・
第
2

部
)

(
司
会
・
世
話
人
)
上

野

成

利

日
本
の
戦
争
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
と
り
わ
け
こ
こ
数
年
来
、
活
発

な
論
争
の
場
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
き
た
。
し
か
し
〈
責
任
〉
の
主
体
を
ど

う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
論
点
を
め
ぐ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
調
に
か
な

り
大
き
な
聞
き
が
あ
り
、
必
ず
し
も
噛
み
合
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た

と
は
い
え
な
い
。
そ
う
し
た
論
争
の
も
つ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
〈
責
任
〉
を

め
ぐ
る
議
論
そ
の
も
の
を
聞
い
な
お
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
セ
ッ
シ

ョ
ン
の
も
く
ろ
み
で
あ
る
。
当
日
は
ま
ず
早
尾
貴
紀
氏
と
別
所
良
美
氏
に
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報
告
を
し
て
い
た
だ
き
(
第
1

部
て
さ
ら
に
そ
れ
を
受
け
て
岩
崎
稔
氏
と

岡
野
八
代
氏
に
論
点
を
提
出
し
て
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
〈
責
任
〉
を
め
ぐ

る
諸
問
題
に
つ
い
て
全
体
で
討
議
を
行
な
っ
た
(
第
2

部
)
。

ま
ず
初
め
に
早
尾
報
告
で
提
起
さ
れ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
慰
安
婦
」

問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
何
よ
り
も
「
慰
安
所
」
制
度
を
つ
く
っ

た
日
本
軍
の
帝
国
主
義
戦
争
、
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
あ
る
世
界
経
済
シ
ス

テ
ム
に
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

早
尾
氏
に
よ
れ
ば
、
フ
l

コ
l

の
い
う
〈
生
|
権
力
〉
は
「
慰
安
所
」
制

度
を
も
貫
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
慰
安
婦
」
問
題
は
近

代
資
本
主
義
国
家
の
生
産
性
そ
の
も
の
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
問
題
と
な
る
〈
暴
力
v

と
は
、
近
代
国
家
が
資
本
主
義
的
生
産
関
係
を

維
持
す
る
た
め
に
組
織
し
、
法
に
従
わ
せ
る
こ
と
で
〈
国
民
〉
を
形
成
す

る
こ
と
を
め
ざ
し
た
暴
力
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
国
家
の
内
部
で
も

外
部
で
も
な
い
「
植
民
地
」
に
お
け
る
〈
国
民
〉
形
成
の
過
程
で
、
性
差

別
・
民
族
差
別
・
階
級
差
別
と
い
う
三
重
の
差
別
と
な
っ
て
作
用
し
た
暴

力
、
こ
れ
こ
そ
「
慰
安
婦
」
問
題
を
考
え
る
う
え
で
見
据
え
る
べ
き
〈
暴

力
〉
の
実
相
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
う
し
て
早
尾
氏
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
慰

安
婦
」
を
想
起
す
る
こ
と
は
た
ん
な
る
文
学
主
義
的
な
反
省
に
と
ど
ま
る

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
指
摘
す
る
(
詳
し
く
は
『
現
代
思
想
』
九

九
年
六
月
号
所
収
の
早
尾
論
文
を
参
照
)
。

一
方
、
別
所
報
告
は
、
「
過
去
の
反
省
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
あ
え
て
正
面

か
ら
接
近
し
よ
う
と
す
る
。
別
所
氏
に
よ
れ
ば
、
〈
責
任
〉
と
は
何
よ
り
も

ま
ず
〈
他
者
〉
の
声
に
〈
主
体
〉
が
応
答
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

そ
う
し
た
苦
悩
に
み
ち
た
〈
他
者
〉
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
可
能
と

83 

な
る
に
は
〈
他
者
〉
の
被
害
意
識
に
た
い
す
る
共
感
能
力
が
前
提
と
な
る

と
い
う
。
だ
が
、
〈
主
体
〉
が
も
し
自
ら
の
被
害
意
識
を
抑
圧
し
忘
却
し
て

し
ま
う
な
ら
ば
、
〈
他
者
〉
の
被
害
意
識
に
共
感
を
寄
せ
る
こ
と
も
で
き
な

く
な
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
被
害
|
加
害
の
二
元
論
を
超
え
、
被
害
と
加
害

と
が
絡
み
合
っ
た
過
去
を
多
面
的
に
記
憶
す
る
努
力
の
先
に
こ
そ
、
〈
責

任
〉
を
引
き
受
け
る
〈
主
体
〉
の
可
能
性
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、

と
別
所
氏
は
い
う
。
た
だ
し
戦
争
責
任
と
い
う
問
題
領
域
に
あ
っ
て
は
〈
他

者
〉
は
集
団
的
な
切
断
線
を
と
も
な
い
な
が
ら
現
わ
れ
る
た
め
、
こ
の
〈
他

者
〉
を
契
機
と
し
て
構
成
さ
れ
る
〈
主
体
〉
も
や
は
り
〈
集
合
的
主
体
〉

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
て
別
所
氏
は
ハ
l

パ
!
?
ス
の
〈
憲
法

愛
国
主
義
〉
を
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
〈
他
者
〉
の
声
に
聞
か
れ
て
い
る

よ
う
な
共
肉
体
帰
属
意
識
|
|
〈
反
省
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
〉
|
|
の
形
成

が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
指
摘
す
る
(
『
戦
争
責
任
と
「
わ
れ
わ
れ
」
』
〔
ナ
カ

ニ
シ
ヤ
出
版
〕
所
収
の
別
所
論
文
も
合
わ
せ
て
参
照
き
れ
た
い
)
。

こ
う
し
た
別
所
氏
の
提
起
に
た
だ
ち
に
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
た

の
が
岩
崎
氏
で
あ
っ
た
。
別
所
氏
は
〈
被
害
〉
意
識
を
足
が
か
り
に
議
論

を
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
戦
後
数
十
年
を
経
て
よ
う
や
く
〈
加

害
〉
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
と
い
う
の
が
現
状
な
の
で
あ
っ
て
、
何
よ
り

も
ま
ず
〈
加
害
〉
を
こ
そ
問
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
し
か
も
別
所
氏
の

議
論
は
、
〈
責
任
〉
を
引
き
受
け
る
に
は
ま
ず
〈
主
体
〉
を
立
ち
上
げ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
論
理
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
「
よ
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

が
あ
る
か
の
よ
う
に
も
い
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
〈
主
体
〉
化
、
〈
国

民
〉
化
へ
の
強
い
要
請
の
な
か
で
す
で
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

要
す
る
に
〈
主
体
〉
の
理
解
が
あ
ま
り
に
素
朴
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
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|
|
山
石
崎
氏
は
こ
の
よ
う
に
別
所
報
告
に
は
ら
ま
れ
る
問
題
点
を
指
摘
し

た
う
え
で
、
そ
れ
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
る
で
あ
ろ
う
早
尾
報
告
を
こ

そ
積
極
的
に
評
価
し
た
い
と
い
う
。

そ
れ
に
た
い
し
て
岡
野
氏
の
コ
メ
ン
ト
は
、
む
し
ろ
早
尾
氏
に
向
か
っ

て
根
本
的
な
聞
い
を
投
げ
か
け
る
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
慰
安
婦
」

問
題
を
「
慰
安
婦
」
を
構
成
し
た
構
造
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
は
た
し

か
に
重
要
だ
が
、
し
か
し
現
に
告
発
し
て
い
る
彼
女
ら
を
前
に
し
て
、
告

発
さ
れ
て
い
る
〈
わ
れ
わ
れ
〉
を
ひ
と
ま
ず
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
な

ど
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
岡
野
氏
は
い
う
。
告
発
さ
れ
て
い
る
の
は
〈
わ

た
し
〉
な
の
で
あ
り
、
「
慰
安
婦
」
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
の
〈
わ

た
し
〉
の
位
置
を
不
聞
に
付
す
か
の
よ
う
な
早
尾
氏
の
議
論
は
、
そ
の
ま

ま
で
は
〈
責
任
〉
と
い
う
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
様
の
問
い
か
け
は
数
人
の
参
加
者
か
ら
も

提
出
さ
れ
、
ま
た
早
尾
氏
だ
け
で
な
く
岩
崎
氏
に
も
そ
れ
は
向
け
ら
れ
た

の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
点
に
か
ん
す
る
回
答
は
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は

示
き
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
あ
た
か
も
早
尾
|
岩
崎
ラ
イ
ン
と
別
所

岡
野
ラ
イ
ン
と
の
違
い
だ
け
が
浮
か
び
上
が
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
し
か
し
〈
集
合
的
主
体
〉
の
次
元
で
論
を
立
て
よ
う
と
す

る
別
所
氏
と
何
よ
り
も
〈
個
的
主
体
〉
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
す
る
岡
野
氏
と

の
あ
い
だ
に
も
、
小
さ
か
ら
ぬ
懸
隔
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し

か
も
岡
野
氏
は
、
そ
う
し
た
〈
個
的
主
体
〉
が
い
や
お
う
な
く
〈
集
合
的

主
体
〉
の
一
員
と
し
て
同
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
も
引
き
受
け
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
い
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
頭
か
ら
否
定
す
る
議
論
と
も

一
線
を
画
そ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
四
者
の
議
論
は
ま
す
ま
す
錯
綜
す
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り
に
〈
責
任
〉
を
め
ぐ
る
問
題
を
論
じ
る
こ
と
の
困

難
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
参
加
者
数
も
三
O
名
ほ
ど
に
及
び
、
か
な
り
激
し

い
や
り
と
り
が
交
わ
き
れ
た
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
だ
が
、
〈
責
任
〉
が
あ
る
こ
と

と
〈
責
任
〉
を
と
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
で
議
論
が
逼
塞
し
て
し
ま
っ
た
観

が
あ
る
の
は
や
は
り
否
め
な
い
。
と
は
い
え
、
す
れ
違
い
の
生
じ
る
場
所

を
と
も
か
く
も
確
認
で
き
た
こ
と
の
意
味
は
け
っ
し
て
小
き
く
は
な
い
だ

ろ
う
。
問
題
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
作
業
に
つ
い
て
は
今
後
に
残
さ

れ
た
課
題
と
し
て
受
け
と
め
た
い
。

宗
教
を
め
ぐ
る
社
会
思
想(

世
話
人
)
鈴

木

規
夫

「
現
代
に
お
け
る
宗
教
諸
現
象
は
、
思
想
の
諸
問
題
を
め
ぐ
る
言
説
の
変

容
を
否
応
な
く
迫
り
つ
つ
生
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
で

は
、
こ
の
き
ま
ざ
ま
な
宗
教
諸
現
象
を
、
原
理
的
な
宗
教
言
説
の
研
究
か

ら
政
治
哲
学
、
精
神
世
界
を
め
ぐ
る
研
究
な
ど
へ
も
及
ぶ
よ
う
な
、
多
様

な
ア
ス
ベ
ク
ツ
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
」
i
l

一
九
九

九
年
度
大
会
よ
り
始
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
趣
意

は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
よ
う
に
示
き
れ
、
そ
の
第
一
回
セ
ッ
シ
ョ
ン
(
一O

月
九
日
)
で
は
、
樫
村
愛
子
氏
に
よ
る
「
ラ
カ
ン
派
社
会
学
か
ら
見
え
る
「
オ

ウ
ム
真
理
教
」
」
、
前
川
理
子
氏
に
よ
る
「
「
事
件
」
後
オ
ウ
ム
真
理
教
の
分
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析
l

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
主
体
化
の
視
点
よ
り
」
の
二
つ
の
報
告
が
行
わ
れ

た

樫
村
報
告
は
、
「
近
代
社
会
以
降
の
宗
教
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い

う
聞
い
を
ベ
l

ス
に
、
オ
ウ
ム
真
理
教
を
本
質
的
に
宗
教
と
み
な
さ
れ
る

も
の
か
ら
の
逸
脱
例
と
捉
え
る
こ
と
の
多
い
宗
教
学
や
、
オ
ウ
ム
真
理
教

の
時
代
的
新
し
き
を
取
り
だ
そ
う
と
す
る
分
析
は
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
宗

教
と
し
て
の
特
質
を
十
分
に
分
析
し
き
れ
て
い
な
い
社
会
学
な
ど
の
、
日

本
に
お
け
る
諸
傾
向
を
、
主
に
宗
教
学
者
島
薗
進
、
社
会
学
者
大
津
真
幸

な
ど
の
一
二
百
説
を
も
と
に
検
討
し
て
い
る
。
特
に
樫
村
報
告
の
主
眼
は
、
自

己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
や
精
神
世
界
と
い
っ
た
文
化
現
象
・
宗
教
現
象
と
の
関

係
を
考
え
な
が
ら
オ
ウ
ム
真
理
教
の
特
質
を
捉
え
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
社
会

変
容
を
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
の
枠
組
み
か
ら
提
示
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
り
、
「
オ
ウ
ム
真
理
教
と
精
神
世
界
は
、
ど
ち
ら
も
、
人
間
存
在
の
安
定

に
不
可
欠
な
対
象
関
係
に
欠
知
を
抱
い
て
い
る
点
で
共
通
し
、
時
代
的
症

候
と
し
て
の
共
通
性
を
も
っ
て
い
て
、
同
時
に
時
代
の
異
な
っ
た
症
候
と

し
て
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
い
る
」
の
だ
と
し
て
い
る
。

前
川
報
告
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
新
宗
教
研
究
の
主
要
な
研
究
指
針
と

な
っ
て
き
た
「
内
在
的
理
解
」
が
、
「
事
件
後
」
に
発
表
さ
れ
た
オ
ウ
ム
真

理
教
へ
の
分
析
に
お
い
て
は
顕
著
に
そ
の
限
界
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
つ
つ
、
オ
ウ
ム
真
理
教
研
究
の
方
法
論
的
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
、
今
日
見
直
さ
れ
て
い
る
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
概
念
、
お
よ
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
効
果
と
し
て
発
揮
さ
れ

る
「
主
体
化
」
の
議
論
に
注
目
し
、
批
判
的
視
角
を
確
保
し
つ
つ
し
か
も

対
象
に
対
す
る
内
在
的
な
視
点
を
放
棄
す
る
こ
と
の
な
い
分
析
が
可
能
で
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あ
る
こ
と
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
前
川
報
告
で
は
、
報
告
者
本
人

に
よ
る
調
査
を
踏
ま
え
た
「
事
例
」
と
し
て
「
一
九
九
五
年
三
月
以
降
の

オ
ウ
ム
真
理
教
」
の
動
向
に
つ
い
て
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
視
角
か

ら
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
場
合
前
川
が
強
調
す
る
の
は
、
「
内
在
的

理
解
」
型
分
析
が
し
ば
し
ば
行
う
よ
う
に
、
教
義
の
中
か
ら
当
事
者
の
行

為
(
た
と
え
ば
抑
圧
・
犯
罪
行
為
)
の
論
理
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
の
で
は
な

く
、
担
い
手
が
内
側
の
論
理
に
拘
束
さ
れ
つ
つ
も
そ
の
と
き
ど
き
の
文
脈

と
の
コ
ラ
ボ
レ
l

シ
ョ
ン
の
中
で
そ
れ
を
主
体
的
に
運
用
し
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
を
、
各
々
の
具
体
的
な
場
面
に
即
し
て
記
述
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
点
で
あ
る
。

両
報
告
と
も
に
議
論
す
べ
き
論
点
は
多
岐
に
わ
た
り
、
と
り
わ
け
そ
れ

ぞ
れ
の
報
告
者
が
前
提
と
し
て
い
る
宗
教
諸
現
象
へ
の
認
識
の
濃
度
と
そ

の
抽
象
化
過
程
へ
の
評
価
も
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
セ
ッ
シ

ョ
ン
に
お
け
る
議
論
で
は
、
参
加
者
聞
の
こ
の
オ
ウ
ム
現
象
認
識
の
差
異

か
ら
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
両
報
告
へ
の
実
質
的
な
検
討

に
十
分
な
時
間
を
も
て
な
か
っ
た
が
、
両
報
告
の
方
法
論
上
の
問
題
提
起

は
今
後
の
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
さ
ら
な
る
議
論
を
重
ね
て
い
く
問

題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
両
報
告
原
稿
に
加
筆
補
正
き
れ
た
論
稿

が
、
そ
れ
ぞ
れ
『
文
明
幻
」
(
愛
知
大
学
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
紀
要
)

第
四
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
(
問
い
合
わ
せ
先
同
学
会
事
務
室
g
S

ム
ア

お
忌
\
巾1
5
出
口
一
白
一
円@4
巾
間
同
・
曲
目

n
y
-
-
F
同
門
-
U
)
。
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フ
ラ
ン
ス
革
命
と
公
共
性(

世
話
人
)
安
藤

隆

穂

松
島
明
男
(
白
鴎
大
学
)
氏
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝

政
期
に
い
た
る
宗
教
と
公
共
性
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
詳
細
に
報

告
し
て
い
た
だ
い
た
。

信
仰
の
自
由
と
ミ
サ
の
自
由
と
を
め
ぐ
る
、
革
命
期
の
諸
党
派
の
対
応
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
政
策
、
コ
ン
コ
ル
ダ
を
め
ぐ
る
信
仰
と
ミ
サ
の
自
由
の
問

題
の
展
開
な
ど
、
論
点
は
多
岐
に
及
ん
だ
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
は
、

信
仰
の
自
由
を
保
障
す
る
方
向
が
強
化
さ
れ
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
信
仰

が
個
人
の
内
面
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
ミ
サ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
表
現

さ
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
公
共
性
と

の
関
係
で
、
激
烈
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
報
告
は
、
信
仰
の
表
現
に
焦

点
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
思
想
に
お
け
る
、
公
共

性
と
自
由
と
の
交
錯
の
諸
相
を
鋭
く
描
く
も
の
で
あ
っ
た
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
参
加
者
の
間
で
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
諸
党
派
そ
れ

ぞ
れ
の
宗
教
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
、
具
体
的
か
つ
詳
細
に
議
論
が
な
き

れ
た
。
と
り
わ
け
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
l

ル
派
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
は
、
い

く
つ
か
の
具
体
例
に
即
し
て
、
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期

の
信
仰
の
問
題
を
め
ぐ
る
諸
党
派
の
対
応
は
複
雑
で
、
今
回
の
議
論
で
は

必
ず
し
も
結
論
と
さ
れ
る
よ
う
な
整
理
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
政
治

思
想
史
の
視
点
、
社
会
史
の
視
点
な
ど
か
ら
、
射
程
を
広
く
と
っ
て
、
近

代
と
信
仰
の
自
由
の
問
題
一
般
に
つ
い
て
も
自
由
に
論
じ
ら
れ
た
し
、
英

独
と
の
比
較
思
想
史
的
視
点
か
ら
の
議
論
も
あ
っ
た
。

多
様
な
論
点
が
発
掘
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
だ
未
展
開
で
、
次
回

以
降
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
今
回
と
り
あ
げ
た
宗
教
と
公
共
性

を
め
ぐ
る
問
題
は
、
重
要
で
あ
る
が
未
開
拓
の
領
域
で
あ
る
。
松
島
氏
個

人
の
研
究
に
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
参
加
者
が
追
い
付
け
な
い
局
面
も
あ
っ
た
。

再
度
、
新
次
元
で
議
論
を
も
っ
予
定
で
あ
る
。

修
道
士
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
l

ラ
の

「
改
草
」
論

(
報
告
者
)
須

藤

祐
孝

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
l

ラ
の
情
況
批
判
と
そ
の
「
改
革
」
な
い
し
「
革
新
し
の

主
張
は
、
個
々
の
人
聞
の
内
面
な
い
し
生
き
方
か
ら
教
会
お
よ
び
俗
界
の

在
り
方
の
す
べ
て
に
及
ぶ
。
か
っ
そ
れ
ら
は
、
イ
エ
ス
の
、
あ
る
い
は
彼

の
使
徒
た
ち
の
生
き
方
や
教
義
に
、
ま
た
使
徒
た
ち
の
築
い
た
原
始
キ
リ

ス
ト
教
会
の
在
り
方
に
、
愚
直
に
、
非
妥
協
的
に
、
徹
底
的
に
即
し
て
、

過
激
に
展
開
さ
れ
る
。

彼
は
、
教
皇
を
そ
の
極
と
す
る
教
会
の
墜
落
、
類
廃
を
ま
ず
指
弾
す
る
。

も
は
や
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
信
徒
の
「
形
相
」
を
失
っ
て
い
る
。
影
し
い
数

の
罪
を
お
か
し
つ
つ
「
邪
悪
な
生
き
方
」
に
ふ
け
る
者
た
ち
の
巣
窟
と
化

し
て
い
る
教
会
を
、
神
は
罰
し
、
大
き
な
苦
難
を
与
え
て
改
革
し
よ
う
と
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し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
神
は
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を
介
し
て
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
に
の
み
予
告
し
て
く
れ
た
。
し
た
が
っ
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
は
、

こ
の
苦
難
に
耐
え
得
る
よ
う
準
備
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
心
を
、
生
き
方
を
、

生
活
慣
習
を
「
改
革
」
し
「
革
新
」
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
神
を
崇
敬
し
神
の

法
に
従
っ
た
「
正
し
い
生
き
方
」
、
イ
エ
ス
や
彼
の
使
徒
た
ち
の
生
き
方
に

帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
必
然
的
に
」
俗
界
の
統
治
改
革
、
つ

ま
り
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
統
治
改
革
が
実
現
さ
れ
る
。

神
を
畏
れ
神
を
崇
敬
す
る
正
し
い
キ
リ
ス
ト
信
徒
の
聖
な
る
統
治
改
革

の
要
と
な
る
の
は
、
神
が
見
出
し
て
く
れ
た
「
神
の
装
置
」
、
「
大
評
議
会
」

で
あ
る
。
こ
れ
を
「
形
相
」
と
す
る
「
民
衆
的
で
自
由
な
」
体
制
を
、
メ

デ
ィ
チ
家
の
事
実
上
の
独
裁
支
配
体
制
に
代
え
て
築
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ

れ
は
、
神
を
「
統
領
」
、
イ
エ
ス
を
「
王
」
と
し
、
つ
ま
り
神
・
イ
エ
ス
を

「
支
配
者
」
と
し
な
が
ら
地
上
で
は
民
衆
が
そ
の
「
支
配
者
」
の
地
位
を
占

め
る
体
制
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
の
意
思
を
、
声
を
民
衆
に
伝
え
る
の
は
、

他
な
ら
ぬ
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
l

ラ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
共
和
政
〉
の
形
態
の
下

で
の
メ
デ
ィ
チ
家
独
裁
支
配
に
代
わ
っ
て
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
l

ラ
が
実
現
し
よ

う
と
す
る
の
は
、
「
民
衆
的
で
自
由
な
」
体
制
の
形
態
の
下
で
の
サ
ヴ
ォ
ナ

ロ
l

ラ
独
裁
支
配
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
〈
サ
ヴ
ォ
ナ
ロl
ラ
共
和
政
〉
で
あ

z
v
o
 神

が
与
、
え
て
く
れ
た
と
さ
れ
る
最
高
機
関
、
「
大
評
議
会
」
は
、
メ
デ
ィ

チ
家
の
支
配
の
現
実
の
鋭
い
観
察
、
分
析
、
批
判
の
過
程
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ

ー
ラ
の
思
考
の
内
部
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
機
関
を
借
用
し
改
良
す
る
と

い
う
形
で
登
場
し
、
新
た
な
統
治
体
制
の
「
形
相
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
を
彼
は
、
本
来
、
神
が
与
え
て
く
れ
た
「
神
の
装
置
」
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だ
と
語
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
l

ラ
の
一
言
動
を
シ
ニ
カ
ル
に
観
察
し
て
い
た
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
青
年
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
信
仰
と
い
う
も
の
を
政
治
の

「
最
良
の
道
具
」
と
語
り
、
支
配
者
に
そ
の
利
用
を
強
く
勧
め
た
。
同
じ
ル

ネ
サ
ン
ス
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
な
い
し
イ
タ
リ
ア
の
情
況
を
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ

ー
ラ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、
そ
こ
に
人
間
の
心
を
固
く

縛
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
改
革
」
、
「
草
新
」
し
よ
う
と
し
、
マ
キ
ア
ヴ
エ
ツ

リ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
宗
教
に
一
切
、
縛
ら
れ
ず
に
、
そ
の
枠
の
外

か
ら
そ
れ
ら
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
底
か
ら
変
革
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
(
世
話
人
堀
田
誠
三
)

一
九
二
0
年
代
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る

民
族
問
題

(
世
話
人
)
太
田

仁
樹

「
民
族
問
題
」
を
テl

マ
と
し
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
中
山
智
香
子
会
員

に
よ
り
「
シ
ュ
パ
ン
を
中
心
と
す
る
一
九
二
0
年
代
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お

け
る
民
族
問
題
」
に
つ
い
て
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
れ
た
。

オ
ト
マ
l

ル
・
シ
ュ
パ
ン
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
時
代
の
オ
ー
ス
ト
リ

ア
部
分
の
出
身
で
あ
り
、
一
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
め
の
ド
イ
ツ
で
、

歴
史
学
派
的
な
、
社
会
政
策
へ
の
志
向
の
強
い
有
機
体
論
的
な
社
会
科
学

を
お
さ
め
た
。
一
九
一
九
年
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
犬
学
で
教
鞭
を
と
り
、
二

0

年
代
か
ら
三
0
年
代
に
か
け
て
勢
力
を
伸
ば
し
て
学
派
を
形
成
す
る
に
至
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っ
た
が
、
ド
イ
ツ
H

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
立
場
を
代
弁
し
た
。
特
に
そ
れ
は
民

族
問
題
へ
の
態
度
に
体
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
定
義
上
、
民
族
(
フ
オ
ル
ク
)

概
念
は
国
民
(
ナ
ツ
イ
オ
ン
)
概
念
と
重
な
り
、
文
明
を
支
え
る
技
術
的
生

活
手
段
の
対
立
項
と
き
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
感
じ
方
、
考
え
方
、
倫
理
観
、

宗
教
、
世
界
観
な
ど
に
表
れ
る
「
文
化
」
を
共
有
す
る
精
神
的
共
同
体
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
一
見
、
文
化
の
習
得
の
可
能
性
を
媒
介
と
し
た
聞
か
れ

た
共
同
体
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
実
質
的
に
考
、
え
た
の
は

ド
イ
ツ
民
族
の
み
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
プ
ロ
イ
セ
ン
や
シ
ュ
ヴ
ア

l

べ
ン
と
同
等
に
フ
オ
ル
ク
の
下
位
概
念
(
部
分
民
族
吋
巴
守
三
宵
)
に
相
当

す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
パ
ン
は
、
異
な
る
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
、
独
自
の
政
府
を
も

っ
一
民
族
・
一
政
府
の
方
向
性
に
反
対
す
る
。
代
わ
っ
て
構
想
さ
れ
る
の

が
ω
g
ロ
色
(
身
分
)
制
社
会
、
つ
ま
り
あ
る
種
の
協
同
組
合
主
義
的
社
会
で

あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
想
に
象
徴
さ
れ

る
個
人
主
義
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
と
資
本
主
義
が
社
会
を
誤
っ
た
方

向
に
導
い
て
き
た
の
で
あ
り
、
第
一
次
大
戦
を
契
機
に
そ
れ
が
破
壊
さ
れ

て
、
危
機
の
時
代
が
到
来
し
た
。
ま
さ
に
こ
こ
で
、
全
体
性
の
中
で
他
者

と
の
相
互
依
存
関
係
の
自
項
目
門
戸
口
m

を
基
盤
と
す
る
新
し
い
「
自
由
」
、
全

体
と
調
和
す
る
限
り
で
の
「
自
由
」
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。

そ
れ
は
ア
ダ
ム
・
ミ
ユ
ラ
i

等
の
ロ
マ
ン
主
義
的
思
想
か
ら
の
継
承
関
係

に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
二

0
年
代
、
三
0
年
代
の
段
階
で
、

こ
の
よ
う
な
社
会
体
系
が
現
実
的
に
志
向
し
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
分

民
族
が
ド
イ
ツ
民
族
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
全
体
志
向
的
社
会
で
あ
っ

た
。

シ
ュ
パ
ン
の
体
系
や
概
念
は
そ
れ
自
体
、
当
時
の
思
想
状
況
か
ら
み
て
、

そ
れ
ほ
ど
特
異
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
当
時
の
社
会
に

あ
ま
り
難
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
理
論
内
在
的
に
含

ま
れ
る
権
威
主
義
的
・
全
体
主
義
的
危
険
性
は
す
で
に
指
摘
き
れ
て
い

た
。
こ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
、
ド
イ
ツ
・
ナ
チ
ズ
ム
や

イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
連
動
す
る
に
至
っ
て
、
現
実
的
な
危
険
性
を

示
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
当
時
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の

増
長
を
考
慮
す
る
と
き
、
シ
ュ
パ
ン
を
め
ぐ
る
民
族
問
題
が
も
っ
意
味
は

非
常
に
重
い
。

報
告
後
、
相
田
慎
一
会
員
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
は
じ
め
、
鈴
木
伸
一
、

野
村
真
理
、
植
村
邦
彦
、
上
条
勇
、
原
田
哲
史
の
各
氏
か
ら
発
言
が
あ
り
、

活
発
な
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

ヒ
ュ
l

ム
と
ス
ミ
ス

(
報
告
者
)

秀
夫

田
中

今
回
は
報
告
予
定
者
の
篠
原
久
会
員
が
急
病
の
た
め
に
、
田
中
秀
夫
が

報
告
を
行
い
、
ミ
ラl
研
究
の
現
状
等
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

田
中
の
「
啓
蒙
と
改
革
|
|
ジ
ョ
ン
・
ミ
ラ
l

研
究
』
(
名
古
屋
大
学
出
版
会
)

の
刊
行
は
予
定
よ
り
遅
れ
て
、
一
一
月
に
な
り
そ
う
で
あ
る
こ
と
、
そ
の

た
め
に
当
初
の
予
定
と
は
ち
が
っ
て
、
ゲ
ラ
の
一
部
の
コ
ピ
ー
を
用
意
し

て
、
序
章
「
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
ジ
ョ
ン
・
ミ
ラl
」
と
補
論
「
ミ
ラ
ー
の
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統
治
論
議
義
と
市
民
法
講
義
」
の
一
部
を
読
ん
で
、
書
物
の
内
容
の
紹
介

を
し
た
。

報
告
者
は
ミ
ラ
l

研
究
に
着
手
し
て
二
O
年
以
上
に
な
る
が
、
も
う
そ

ろ
そ
ろ
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
、
え
て
、
以
前
に
発
表
し
た
『
階

級
区
分
の
起
源
』
に
つ
い
て
の
論
文
を
も
と
に
第
一
部
を
構
成
し
、
今
回
、

新
た
に
『
英
国
統
治
史
論
』
に
つ
い
て
書
き
下
ろ
し
た
原
稿
を
第
二
部
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
を
仕
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
本
書
に
は
ま
だ

残
さ
れ
た
課
題
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
書
に
よ
っ
て
報
告
者
は
基
本
的
に

ミ
ラ

l

研
究
を
完
成
し
た
と
思
っ
て
い
る
。

ミ
ラ

l

は
一
七
六
0
年
代
に
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
職
を
得
て
以
来
、
教

授
と
し
て
、
多
く
の
講
義
を
行
う
傍
ら
、
そ
の
講
義
の
産
物
と
し
て
、
上

述
の
二
つ
の
書
物
を
出
版
し
た
。
講
義
と
書
物
の
関
係
は
実
に
緊
密
で
あ

っ
て
、
一
七
七
一
年
の
統
治
論
議
義
と
前
者
は
大
い
に
関
係
が
あ
り
、
一

七
八
0
年
代
末
の
統
治
論
講
義
と
後
者
も
大
い
に
関
係
が
あ
る
こ
と
が
、

確
認
で
き
る
。

前
者
は
ミ
l

ク
な
ど
が
絶
賛
し
た
が
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
後
者
の

方
が
、
よ
り
進
ん
だ
ミ
ラ
!
の
研
究
の
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
し

か
も
ミ
ラ
ー
が
英
国
の
統
治
の
歴
史
を
回
顧
し
て
、
い
か
に
し
て
国
民
の

自
由
が
確
立
し
て
き
た
か
を
、
総
合
的
な
視
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
関
心
の
所
在
に
は
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
言
っ
て
よ
い
ミ
ラ
ー

の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
法
制
度
と
経
済
、
技
術
と
学
問
な
ど
の

諸
側
面
に
即
し
て
歴
史
の
展
開
を
跡
付
け
つ
つ
、
現
代
に
ま
で
た
ど
り
着

く
ミ
ラ
ー
は
ウ
イ
ツ
グ
よ
り
の
思
想
家
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
と

学
問
的
な
歴
史
研
究
は
両
立
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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報
告
の
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
ヒ
ュ
l

ム
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
と

の
関
係
や
、
ス
ミ
ス
の
『
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
法
学
講
義
』
と
の
関
係
が
問

題
と
な
っ
た
。
経
済
活
動
や
知
的
関
心
の
拡
大
と
自
由
の
関
係
を
歴
史
の

要
と
理
解
し
、
そ
の
点
に
着
目
す
る
限
り
、
ミ
ラ
ー
は
ヒ
ュ
l

ム
と
異
な

ら
な
い
が
、
裁
判
制
度
へ
の
着
服
や
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
評
価
な
ど
で

は
、
両
者
は
異
な
る
こ
と
が
議
論
き
れ
た
。
同
じ
く
文
明
社
会
史
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
と
し
て
も
、
ミ
ラ
ー
の
英
国
史
は
国
制
史
よ
り
で
あ
り
、

ヒ
ュ
l

ム
の
英
国
史
は
政
治
史
よ
り
で
あ
る
と
い
う
相
違
は
案
外
重
要
か

も
し
れ
な
い
。
(
世
話
人
星
野
彰
男
)

日
本
思
想
と
近
代
・
現
代(

世
話
人
)
福

井

直

秀

本
学
会
に
は
、
今
ま
で
、
日
本
の
思
想
全
体
を
対
象
と
す
る
セ
ッ
シ
ョ

ン
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
現
在
を
問
う
意

味
で
も
そ
の
必
要
性
が
痛
感
き
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
日
本
思
想
史
研
究

を
現
代
的
課
題
の
中
で
聞
い
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
、
交
流
の
場
を
持

つ
こ
と
と
な
っ
た
。

今
回
は
、
「
農
」
を
め
ぐ
る
二
つ
の
報
告
を
も
と
に
議
論
し
た
が
、
今
後

は
異
種
の
発
表
を
行
き
来
す
る
こ
と
な
ど
も
考
え
た
い
。

岩
崎
正
弥
の
報
告
「
農
本
思
想
か
ら
近
代
日
本
を
考
え
る

|
l

場
を
も

っ
主
体
性
の
問
題
」
は
、
以
下
の
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
戦
時
期
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の
対
照
的
な
農
本
思
想
が
提
示
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
人
間
の
精
神
活
動
を

重
視
し
、
人
的
資
源
に
自
ら
を
加
工
す
る
過
程
を
自
己
実
現
と
す
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
で
、
有
馬
頼
寧
や
加
藤
完
治
に
み
ら
れ
た
。
も
う
一
つ
は
、
「
自

然
」
と
い
う
超
越
的
な
普
遍
理
念
を
認
め
、
そ
こ
で
の
生
活
と
理
念
の
一
致

す
る
場
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
石
川
三
四
郎
に
み
ら
れ
た
。
こ

れ
ら
を
名
付
け
て
、
前
者
を
〈
働
き
と
し
て
の
主
体
性
〉
、
後
者
を
〈
場
を

も
っ
、
玉
体
性
〉
と
す
る
。
後
者H
〈
場
を
も
っ
、
玉
体
性
〉
は
、
内
か
ら
外
へ

の
欲
望
拡
張
と
下
か
ら
上
へ
の
垂
直
軸
(
国
体
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
)

と
い
う
二
重
構
造
の
近
代
日
本
へ
の
批
判
的
理
論
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

篠
崎
尚
夫
の
報
告
「
東
畑
精
一
と
柳
田
国
男
」
は
以
下
の
内
容
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
は
、
戦
後
の
「
主
体
性
論
争
」
は
、
「
講
座
派
マ
ル
ク
ス
主
義

者
」
も
「
近
代
主
義
者
」
も
と
も
に
「
西
洋
的
近
代
」
か
ら
「
日
本
の
近

代
」
の
後
進
性
を
批
判
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
東
畑

が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。

東
畑
は
、
会
長
を
務
め
た
一
九
六

O
年
の
農
林
漁
業
基
本
問
題
調
査
会

の
答
申
「
農
業
の
基
本
問
題
と
基
本
対
策
」
、
『
経
済
主
体
性
講
座
』
、
六
一

年
の
論
文
「
農
政
学
者
と
し
て
の
柳
田
国
男
」
を
発
表
し
た
が
、
こ
れ
ら

は
、
農
業
者
の
「
経
済
主
体
性
」
確
立
を
訴
え
た
も
の
と
し
て
評
価
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
要
旨
で
あ
っ
た
。

質
疑
の
中
で
、
以
下
の
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
①
〈
場
を
も
っ
主
体
性
〉

は
、
労
働
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
類
の
思
想
で
は
な
く
、
理
念
と

矛
盾
し
な
い
生
活
態
度
の
重
要
性
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
日

本
以
外
の
国
で
は
、
〈
場
〉
の
も
つ
意
味
が
変
わ
る
の
で
は
と
い
う
示
唆
、

③
超
越
的
な
普
遍
理
念
へ
の
疑
念
が
必
要
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
今
回
の
発
表
と
日
本
浪
受
派
と
の
関
係
な
ど
も
考
察
す
べ
き
課

題
で
は
な
い
か
と
の
提
言
も
あ
っ
た
。

今
回
の
経
験
を
も
と
に
来
年
以
降
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
構
築
し
て
い
く
こ

と
を
確
認
し
て
、
夜
の
街
で
延
長
戦
を
行
っ
た
。

自
由
主
義
思
想
の
射
程

(
司
会
・
世
話
人
)
"'" 本来

岡

邦

泰

本
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
ま
ず
稲
井
誠
会
員
が
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
論
L
と
題
す
る
報
告
を
行
な
い
、
つ
い
で
中
沢
信
彦
会
員
が
イ
ギ

リ
ス
思
想
史
の
立
場
か
ら
コ
メ
ン
ト
と
質
問
を
し
、
そ
れ
に
稲
井
会
員
が

答
え
て
か
ら
自
由
な
討
論
に
入
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
い
う
と
、
普
通
「
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
』
な
ど
で
知

ら
れ
る
自
由
、
王
義
思
想
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
報
告
に
よ
れ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
』
と
平

行
し
て
書
か
れ
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
論
で
、
積
極
的
に
植
民
地
の
建
設
を
主

張
し
た
。
そ
の
た
め
主
著
の
立
場
と
ず
れ
が
生
じ
、
哲
学
者
あ
る
い
は
知

識
人
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
政
治
家
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
い
う
二

人
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
い
る
と
い
う
指
摘
が
従
来
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に

対
し
て
稲
井
会
員
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
関
す
る
論
考
と
主
著
の
分
析
を

通
し
て
、
一
人
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
全
体
像
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
。
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ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
論
に
お
い
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
商
業
的
・
産
業
的
観
点

か
ら
よ
り
も
国
際
政
治
の
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
観
点
か
ら
、
フ

ラ
ン
ス
の
国
威
発
揚
の
た
め
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
植
民
地
化
の
必
要
を
力
説

す
る
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
論
の
初
期
に
お
い
て
は
「
不
完
全
な
遅
れ
た
文
明
」

の
ア
ラ
ブ
人
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
思
想
・
技
芸
・
慣
習
」
を
提
案
し
、
一

つ
の
民
族
の
形
成
を
訴
え
る
が
、
後
に
は
態
度
を
変
え
、
こ
の
方
法
は
危

険
で
あ
り
、
ア
ラ
ブ
人
に
は
「
彼
ら
固
有
の
文
明
」
を
歩
ま
せ
る
べ
き
で
、

フ
ラ
ン
ス
人
と
の
聞
に
「
利
益
の
共
同
性
」
に
基
づ
く
植
民
地
の
可
能
性

を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
論
は
、
次
の
四
点
に
お
い
て
、
主
著
の
主
張
と
共

通
し
て
い
る
。

①
植
民
地
建
設
に
お
け
る
社
会
主
義
的
建
設
方
式
及
び
空
論
家
に
対
す
る

批
判

こ
れ
は
『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
』
に
お
け
る
社
会
主
義
批

判
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
実
践
と
恭
離
し
た
「
抽
象
理
論
」
へ
の
志
向
に
対

す
る
批
判
と
同
じ
。

②
中
央
集
権
的
植
民
地
建
設
批
判

こ
れ
は
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
』
に
お
け
る
「
政
治
的
中
央
集
権
」

と
「
行
政
的
中
央
集
権
」
の
議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

③
歴
史
認
識

ア
ラ
ブ
人
を
「
半
分
未
開
」
「
遅
れ
た
文
明
」
と
捉
え
る
見
方
は
、
「
ア

メ
リ
カ
の
民
主
主
義
」
に
お
け
る
黒
人
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
、
野
蛮
↓

未
開
↓
文
明
と
い
う
捉
え
方
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

④
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
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愛
国
心
の
賞
揚
は
、
「
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
』
で
も
(
「
本
能
的
愛
国
心
」

と
「
反
省
さ
れ
た
愛
国
心
」
と
の
区
別
が
さ
れ
て
は
い
る
が
)
な
さ
れ
て
い

る
。

か
く
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
論
は
、
主
著
の
一
般
論
を
、

具
体
的
な
問
題
に
応
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
自
由
主
義
の
原
理

と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
緊
張
関
係
は
ほ
と
ん
ど
意
識
き
れ
な
い
ば
か
り

か
、
分
権
主
義
の
結
果
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
積
極
的
な
位
置
が
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
報
告
に
対
し
て
、
中
沢
会
員
か
ら
「
利
益
に
よ
る
共
同
性
」
が

「
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
』
で
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
「
利
益
の
共

同
性
」
の
主
張
と
暴
力
行
為
の
承
認
は
矛
盾
し
な
い
か
、
ス
ミ
ス
に
お
け

る
国
家
の
機
能
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
の
違
い
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
ま
た

フ
ロ
ア
か
ら
も
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
の
実
態
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ
れ

(
田
中
宏
道
会
員
)
、
活
発
に
議
論
が
行
な
わ
れ
た
。

福
沢
諭
吉
『
日
本
男
子
論
』

そ
の
今
日
的
意
味

と

(
報
告
者
)
丹

原

恒

則

福
沢
諭
士
口
は
、
『
日
本
男
子
論
』
に
お
い
て
、
道
徳
(
規
範
)
を
問
題
に

し
て
、
個
人
の
あ
り
方
(
「
君
子
の
身
の
位
」
、
「
ヂ
グ
ニ
チ
|
」
)
か
ら
、
夫
婦

(
「
愛
」
「
敬
」
「
恕
L
に
基
づ
く
男
・
女
・
人
間
)
関
係
を
論
じ
、
男
子
論
を
展

開
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
の
福
沢
研
究
に
お
い
て
、
福
沢
の
婦
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人
(
女
性
)
論
に
つ
い
て
は
、
少
な
か
ら
ず
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

福
沢
の
男
子
(
男
性
)
論
や
夫
婦
(
男
・
女
・
人
間
)
関
係
論
が
問
題
に
さ

れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
研
究
領
域
の
空

白
的
状
態
に
対
し
て
、
検
討
を
試
み
た
い
。

も
っ
と
も
参
考
に
し
た
先
行
研
究
は
、
中
村
敏
子
の
福
沢
論
で
あ
る
。

中
村
は
、
上
下
的
な
男
尊
女
卑
か
ら
対
等
な
男
女
関
係
に
転
換
し
て
い
く

た
め
に
、
福
沢
が
ど
の
よ
う
な
苦
心
と
工
夫
を
試
み
た
の
か
、
十
分
に
解

明
し
て
い
な
い
、
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
福
沢
に
よ
っ
て
、
重
視
さ

れ
て
い
る
「
敬
」
の
転
釈
の
歴
史
的
検
討
(
下
位
か
ら
上
位
へ
の
一
方
的
上
下

関
係
か
ら
双
方
向
の
対
等
な
関
係
へ
の
転
換
)
と
、
福
沢
が
「
愛
」
「
敬
」
と

「
恕
」
と
を
結
び
つ
け
て
論
じ
た
工
夫
(
己
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
を
人
に
施
す

な
か
れ
と
い
う
立
場
交
換
)
が
十
分
に
描
き
出
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
の
不
十

分
性
を
問
題
に
し
た
い
。
(
世
話
人
伊
藤
公
雄
)

[
編
集
部
註
]
丹
原
報
告
に
関
し
て
は
、
大
会
後
に
依
頼
し
た
要
旨
原
稿
が
、
報
告
者

か
ら
も
世
話
人
か
ら
も
最
終
的
に
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
ロ
そ
こ
で
非
常
手
段
と
し

て
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
前
も
っ
て
記
載
さ
れ
て
あ
っ
た
報
告
要
旨
を
も
っ
て
こ
れ

に
か
え
る
。

本
誌
へ
の
ご
執
筆
に
際
し
て
の
お
願
い

1 

タ
テ
書
き
に
し
て
下
さ
い
。
た
だ
し
図
表
な
ど
は
例
外
と
し
ま

す
。

ワ
ー
プ
ロ
の
場
合
も
同
じ
で
す
。
こ
の
場
合
は

B
5

判
用
紙
に

て
可
能
な
限
り
行
聞
を
広
く
と
っ
て
下
さ
い
。
(
割
付
け
指
定
文

字
等
を
入
れ
る
た
め
)

ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
場
合
、
メ
ー
カ
ー
、
機
種
を
明
記
し
た
フ
ロ

ッ
ピ
ー
(
で
き
る
だ
け
テ
キ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
で
)
も
付
し
て

お
送
り
下
さ
い
。

ご
執
筆
原
稿
に
は
す
べ
て
ご
氏
名
の
ロ
ー
マ
字
表
記
、
ご
連
絡

先
住
所
・
電
話
番
号
、
所
属
を
明
記
し
て
下
さ
い
。

数
字
は
「
一
一
一
月
」
「
七
五
%
」
な
ど
の
表
記
を
原
則
と
し
ま
す
。

引
用
・
参
考
文
献
、
及
び
「
注
」
の
表
記
は
「
公
募
論
文
執
筆

要
領
」
に
準
じ
て
下
さ
い
。
(
洋
書
の
書
名
、
洋
雑
誌
名
に
は

必
ず
下
線
を
引
く
等
)

「
自
由
論
題
」
「
公
募
論
文
」
に
は
必
ず
欧
文
タ
イ
ト
ル
を
付
し

て
下
さ
い
。

2 3 4 5 
本
誌
へ
の
ご
執
筆
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
以
上
の
原
則
を
必
ず
お

守
り
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

社
会
思
想
史
学
会
「
年
報
」
編
集
委
員
会
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『
法
哲
学
』
「
人
倫
」
章
冒
頭
で
へl
ゲ
ル
は
自
身
の
倫
理
学
説
を
「
客

観
的
義
務
論
」
と
定
義
し
て
い
る
(
2
7
2
&
ド
)
。
こ
こ
で
言
う
「
客
観

的
義
務
」
と
は
、
近
代
の
道
徳
哲
学
が
提
起
す
る
義
務
が
具
え
て
い
る
主

観
主
義
的
な
限
界
を
踏
ま
え
て
提
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
特
定
の
共
同
体

に
お
い
て
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
規
範
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
具
体
的

な
義
務
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
が
個
人
に
と
っ
て
身
体
化
き
れ
、
性
格

と
し
て
根
付
い
て
い
る
と
き
に
は
徳
(
斗
口
問gg

と
し
て
理
解
さ
れ
う
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
客
観
的
義
務
論
」
は
、
あ
る
同
一
の
状
況

に
直
面
し
た
場
合
に
諸
個
人
を
し
て
同
じ
行
為
を
為
さ
し
む
る
よ
う
な
行

為
規
範
を
捉
え
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
共
同
性
の
中
で
自
己
感
情
を
得

て
や
す
ら
う
諸
個
人
が
有
す
る
性
格
の
善
さ
の
把
握
を
も
目
指
し
て
い
る

大

橋

基

と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
へ
l

ゲ
ル
の
試
み
は
、
現
代
の
英
米
倫
理
学
の

趨
勢
を
先
取
り
す
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
よ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
今
日
の
倫
理
学
的
関
心
は
、
義
務
論
で
あ
れ
功
利
主
義
で
あ
れ
、

従
来
の
倫
理
学
が
行
為
者
の
行
為
や
そ
れ
を
導
く
規
則
を
外
在
的
な
視
点

か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
を
常
と
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
的
に
受
け
止
め
、

む
し
ろ
、
行
為
者
に
と
っ
て
内
在
的
な
視
点
か
ら
動
機
付
け
や
性
格
を
問

題
に
す
る
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ

ま
で
の
へ
l

ゲ
ル
研
究
に
お
い
て
彼
の
倫
理
学
に
肯
定
的
な
評
価
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
社
会
的
諸
制
度
に
お
け

る
「
客
観
的
義
務
」
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
す
る
個
人
の
「
単
純
な
適
合
性
」

(
何
回
】
F
閉
店
。
)
と
し
て
の
徳
を
論
ず
る
姿
が
、
既
存
の
社
会
規
範
へ
の
随
順

を
も
た
ら
す
べ
く
「
倫
理
学
を
政
治
学
へ
と
解
消
」
し
た
保
f
生
義
者
と

い
う
へ
l

ゲ
ル
像
に
あ
ま
り
に
も
合
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
る

ほ
ど
、
今
日
の
研
究
文
献
で
は
そ
う
し
た
断
定
は
影
を
潜
め
、
そ
の
背
景
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に
、
諸
個
人
が
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
で
自
己
の
本
質
を
確
証
す
る
と
同

時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
共
同
体
を
担
い
合
う
よ
う
な
人
倫
構
想
を
探

ろ
う
と
す
る
試
み
も
見
出
さ
れμ
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
客
観
的
義
務
」
を

め
ぐ
る
叙
述
、
特
に
徳
概
念
の
規
定
の
う
ち
に
諸
個
人
の
主
観
性
を
活
か

そ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
で
な
い
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
へ
l

ゲ
ル
倫
理
学
に
託
さ
れ
た
問
題
設
定
を

掘
り
起
こ
す
た
め
に
、
イ
エ
|
ナ
期
の
著
作
群
に
さ
か
の
ぼ
り
、
徳
概
念

の
変
遷
を
軸
と
し
て
、
彼
の
倫
理
学
的
立
場
の
形
成
の
場
面
を
再
構
成
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
後
期
へ
l

ゲ

ル
を
検
討
す
る
た
め
の
視
軸
を
獲
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
現
代
性
を
垣

間
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
1
)『
法
哲
学
』
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
箇
所
は
、
本
文
中
の
括
弧
内
に
、
E
}『
と

い
う
略
記
号
の
後
、
セ
ク
シ
ョ
ン
番
号
を
記
す
。
国
a
o
-
-
O
目
当
・
ア
句
、
込
町
量

豊
富

N
F崎
忠
良
S
?

勾
R
F
H
M守恥
凡
な
柄
。
喝
さ
・

ω
ロ
『
司E
g
u
(司
吋E
r
p
ユ

ω
ヨ

冨
曲
目
口
)
巴8
・
ま
た
、
そ
の
他
の
へ
1

ゲ
ル
の
著
作
に
関
し
て
は
、
新
全
集
版
か
ら
、

括
狐
内
に
巻
数
、
頁
数
の
順
で
記
す
。F
F

の
更
片
足

h
hミ
む
担
ミ
ミ
常

事
責

p
f

冨
E
R

吉
田
呂
町E
『
問
)
車
中

(
2
)
Q・
0
白
昇
。
・ω-
c
.
h
F
2
ヨ
司
由
。p

開
a
(
a
.
)
w
k

同
誌
な.l
叫
d
r
gミ

m
a
N川
町
骨
弘
司

M
g

札

ミ
ミ
同
町
内
。
師
、
さ
ミE
W
F
S∞
由
Z
g
m
V
E
g
-
Z
-
C・5
ユ
E
O
B
i
g
ι
・
出
血5

・

B
g
-
o
P
5
2
2巴。
ロ
5
s
o

〉
コ
印
件
。EE

ロ
門
司
包
芝
。
P

吉
川
忠
君
a
h

凡
な
話
。
、

ω
ミ
も
な
還S
F
』E
q
ω・5
s

・
司
司
・
申

l

戸
日
本
倫
理
学
会
(
編
)
『
徳
倫
理
学
の
現

代
的
意
義
」
慶
廊
巻
信
、
一
九
九
四
年
、
参
照
。

(
3
)冨
R
g
F

戸

.
M町
』
ぎ
一
b
s

恥
・
尽
き
室
、
吋
史
認
札
均
尽
き
E
S
F
m
E
F円
E
B
H
M

(
司
司
自
}
広
ロ
ユ
曲
目
呂
田
宮
)
S
S
-∞
-
H
3

(
4
)〈
包
-
F
3
『
N
ω
r
.〉
・
・
国
内
闘
。
宮
司
宗
門

Z
g
I
C
口
弘
司
E
問
g

色
S
3

・
司
会
内
町

加
門
誌
凡
な
お
回ι・
一
戸
叶
-
H由
-
w
N
・
凹ω
由
印I
I
H
一
戸
、
日

人
倫
の
理
念
の
個
別
者
へ
の
反
映

へ
l

ゲ
ル
の
人
倫
構
想
が
カ
ン
ト
倫
理
学
に
対
す
る
批
判
意
識
か
ら
出

発
し
、
後
者
の
う
ち
で
分
断
さ
れ
た
理
性
と
感
性
の
媒
介
を
通
し
て
、
自

由
と
共
同
の
統
一
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
ベ
ル
ン
時
代
の
『
民
族
宗
教
と
、
キ
リ
ス
ト
教
(
可
申

ω

宏
)
』
に
お
い
て
、
人
聞
が
道
徳
的
に
行
為
す
る
た
め
に
は
「
〔
道
徳
〕
法
則

へ
の
純
粋
な
尊
敬
以
外
の
も
の
」
、
す
な
わ
ち
、
「
自
分
の
感
性
に
関
わ
る

動
機
」
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
い
う
聞
い
を
投
げ
掛
け
て
以
来
(
H
L
S
)
、

へ
l

ゲ
ル
は
多
少
の
揺
れ
を
見
せ
な
が
ら
も
、
一
貫
し
て
、
カ
ン
ト
の
道

徳
哲
学
に
対
す
る
批
判
的
評
価
を
軸
と
し
て
自
身
の
理
論
的
試
み
を
方
向

付
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
彼
の
カ
ン
ト
批
判
の
要
点
を
本
稿
の

関
心
以
即
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め

ら
れ
る
。
カ
ン
ト
の
理
論
枠
組
み
に
お
い
て
個
人
の
自
由
は
、
彼
が
理
性

的
存
在
者
と
し
て
、
自
己
立
法
を
為
し
う
る
場
合
に
確
保
き
れ
る
も
の
で

あ
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
、
個
人
に
備
わ
る
自
然
的
な
感
性
や
彼
が
他
者

と
の
関
わ
り
を
も
っ
と
こ
ろ
の
外
的
な
状
況
は
、
反
省
に
よ
っ
て
捨
象
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
個
人
が
反
省
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
の
は

純
粋
で
あ
る
が
ゆ
え
に
普
遍
的
な
道
徳
法
則
と
い
う
抽
象
物
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
は
現
実
的
な
実
在
性
を
も
た
な
い
。
こ
う
し
た
空
虚
な
理
性
が
要
求

す
る
理
念
は
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
は
か
け
離
れ
た
「
当
為

G
o


-
Zロ
)
」
に
と
ど
ま
り
、
理
性
的
な
も
の
の
現
実
に
お
け
る
実
現
へ
の
道
筋

を
閉
ぎ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
へ
l

ゲ
ル
の
批
判
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意
識
を
了
解
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
倫
理
思
想
に
お
い
て
、
社
会
の
う
ち
で

他
者
と
共
に
生
き
る
個
人
の
性
格
の
善
さ
や
行
為
の
動
機
付
け
と
い
っ
た

徳
倫
理
学
の
主
題
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
し
う
る

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
規
範
を
同
じ
く
す
る
人
々
と
共
に
営
む
共
同
生
活
の

枠
組
み
で
の
み
個
人
は
自
ら
の
特
殊
性
を
社
会
化
し
、
恋
意
的
な
自
己
規

定
や
複
数
の
義
務
の
葛
藤
に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
生
き
ら
れ
る
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
が
、
は
じ
め
て
人
倫
構
想
と
相
即
す
る
形
で
提
出
さ

れ
た
の
が
、
イ
ェ
!
ナ
前
期
の
『
自
然
法
の
学
問
的
な
扱
い
方
に
つ
い
て

(
H
g
q
g
)
』
(
以
下
、
『
自
然
法
論
文
』
と
略
記
)
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

カ
ン
ト
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
道
徳
的
反
省
は
、
個
人
に
対
し
て
行
為
の

指
針
や
動
機
付
け
を
与
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
す
で
に
為
し
て
し
ま
っ

た
行
為
を
事
後
的
に
吟
味
す
る
尺
度
た
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、

た
と
え
、
そ
う
し
た
反
省
が
首
尾
よ
く
何
ら
か
の
行
為
規
範
を
正
当
化
し

た
と
し
て
も
、
吟
味
の
対
象
は
そ
も
そ
も
主
観
的
に
選
択
き
れ
た
格
律
で

あ
る
た
め
に
、
特
殊
な
も
の
を
普
遍
化
す
る
と
い
う
難
点
に
陥
る
こ
と
に

な
る
と
さ
れ
る

2
・
お
印
)
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
道
徳
哲
学
に
対
す

る
批
判
は
、
へ
l

ゲ
ル
に
と
っ
て
同
時
に
、
政
治
哲
学
的
な
含
意
を
も
有

す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
言
う
の
も
、
道
徳
的
な
反
省
に
よ
る
格
律
の

正
当
化
を
唯
一
の
原
理
と
し
た
場
合
、
国
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
法
や

義
務
の
妥
当
根
拠
も
個
人
の
内
面
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る

2
・8
∞
)
。
そ
う
し
た
含
意
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
先
の
カ
ン
ト
批
判
で
は
、

そ
こ
か
ら
は
個
人
に
よ
る
恋
意
が
全
体
に
優
位
す
る
と
い
う
事
鳴
が
も
た

ら
き
れ
か
ね
な
い
、
と
い
う
危
倶
が
語
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
イ
エ

95 

ー
ナ
期
の
へ
l

ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
、
「
万
人
の
作

品
」
と
し
て
の
人
倫
の
理
念
が
現
実
化
す
る
可
能
性
を
近
代
国
家
の
う
ち

に
見
定
め
、
理
論
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

で
は
、
へ
l

ゲ
ル
自
身
の
倫
理
学
は
ど
の
よ
う
な
視
座
か
ら
展
開
き
れ

る
こ
と

E

な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
人
倫
の
理
念
が
自
身
の
実
在
性
を
獲
得

す
る
た
め
に
個
々
の
人
々
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
、
と
い
う
形

而
上
学
的
な
枠
組
み
か
ら
提
出
さ
れ
る
。
『
自
然
法
論
文
」
に
よ
れ
ば
、
無

限
な
も
の
は
「
自
分
自
身
の
反
対
」
と
し
て
、
個
別
的
な
も
の
を
否
定
し

つ
つ
、
そ
れ
を
自
ら
の
定
在
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
す
る
も
の
で
あ

る
た
め
に

(
P
8
5、
絶
対
者
と
は
「
無
差
別
と
相
関
関
係
の
統
こ
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
相
関
関
係
」
を
成
す
も
の
が
多
数
の
個
別
者
と

そ
れ
ら
が
形
成
す
る
普
遍
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
相
関
関
係
」
は
二
重
と

な
り
、
絶
対
者
の
現
象
も
ま
た
、
「
無
差
別
」
と
「
多
者
が
第
一
で
積
極
的

な
も
の
で
あ
る
相
関
関
係
」
と
の
統
一
、
お
よ
び
、
「
無
差
別
」
と
「
一
者

が
第
一
で
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
相
関
関
係
」
と
の
統
一
と
い
う
二
重
の

様
式
で
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
(
P
S
ω
)
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
一
つ

の
様
式
は
、
前
者
が
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
の
市
民
社
会
、
後
者
が
「
人

倫
的
自
然
(
回
目
立-E
5
Z
巳
R
)
」
と
し
て
の
政
治
的
共
同
体
で
あ
る
の
だ

が
、
と
も
に
「
絶
対
者
の
現
象
」
で
あ
る
に
せ
よ
、
前
者
は
相
対
的
な
統

一
に
す
ぎ
ず
、
後
者
こ
そ
が
真
の
統
一
と
さ
れ
、
絶
対
人
倫
と
呼
ば
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
視
座
か
ら
へ
l

ゲ
ル
が
導
い
た
実
践
哲
学
の
体
系
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
絶
対
人
倫
の
存
立
構
造
を

描
き
出
す
「
自
然
法
吉
田
g
q
R
Z
)」
(
P怠
∞
)
と
、
そ
こ
に
お
い
て
個
別
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者
が
引
き
受
け
る
使
命
、
換
言
す
れ
ば
、
個
人
を
自
分
の
定
在
と
す
る
こ

と
で
現
象
す
る
理
念
を
扱
う
広
義
の
「
道
徳
学
(
室
。
E

こ
と
に
二
分
き

れ
、
次
に
、
こ
の
「
道
徳
学
」
が
再
び
、
近
代
社
会
の
道
徳
の
よ
う
な
理

念
の
「
経
験
的
意
識
へ
の
反
映
」
を
取
り
上
げ
る
狭
義
の
「
道
徳
学
」
、
お

よ
び
、
勇
敢
・
倹
約
・
節
制
と
い
っ
た
諸
徳
、
す
な
わ
ち
理
念
の
「
純
粋

意
識
へ
の
反
映
」
を
記
述
す
る
「
性
格
学
(
開
吾
宗
)
」
と
に
分
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
(
品
込
町
申
)
。
こ
の
と
き
、
へ

l

ゲ
ル
に
と
っ
て
後
者
こ
そ
が
自
身
の

人
倫
構
想
に
と
っ
て
本
来
的
な
倫
理
学
的
立
場
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は

一
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
狭
義
の
「
道
徳
学
」
は
世
界
に

対
し
て
反
省
的
に
関
わ
り
、
恋
意
的
な
自
己
規
定
を
下
す
市
民
的
個
人
の

思
惟
形
式
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
人
倫
の
全
体
か
ら

分
離
独
立
さ
せ
普
遍
化
し
た
場
合
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
道
徳
哲
学
の
難

点
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
彼
の
言
う
「
性
格
学
」
と
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
、
へ

l

ゲ
ル
の
徳
倫

理
学
の
内
実
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(
1
)〈
包
・
出
血
『
耳
目g
-
-
w冨
白
血
ロ
昨
日
目
同
自
丘
ω
-
E
M
n
F
r
o
F
E
・
開
口
E
g
g
-
巧

(
F
a
t
-
ミ
ミ
ミ
む
尽
き
札

M
Nミ
立
常

R
H
W
ω
E
F

司
E
S

司
(
司
『
E
E
ロ
ユ
同
H
H
M
F
由
巳
ロ
)

s
g
-
a
N
印
白
星
野
勉
「
道
徳
性
と
人
倫
|
|
へ
l

ゲ
ル
に
よ
る
カ
ン
ト
の
道

徳
哲
学
の
批
判
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
三
六
号
、
一
九

九
O
年
、
二
二
l

三
九
頁
、
参
照
。

(
2
)た
だ
し
、
そ
う
し
た
へ
l

ゲ
ル
の
議
論
が
直
ち
に
全
体
主
義
に
陥
る
わ
け
で
な

い
こ
と
は
、
当
該
論
文
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
拙
稿

「
へ
|
ゲ
ル
「
自
然
法
論
文
」
に
お
け
る
「
服
従
」
の
概
念
」
「
倫
理
学
年
報
』
第
四

八
集
、
一
九
九
九
年
、
五
九
七
三
頁
、
を
参
照
。

伝
統
的
な
政
治
倫
理
と
し
て
の
徳

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
自
然
法
論
文
」
の
人
倫
構
想
に
即
し
た
倫
理

学
の
狙
い
は
、
個
人
の
性
格
へ
と
反
映
し
た
人
倫
の
理
念
を
捉
え
る
こ
と

に
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
絶
対
人
倫
の
う
ち
に
合
一

し
た
個
人
が
自
分
自
身
の
「
人
倫
的
な
自
然
本
性
」
と
し
て
身
に
つ
け
て

い
る
心
術
を
捉
え
る
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
別
者
の
否
定
を
理
念
が

自
己
の
実
在
性
の
条
件
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
絶
対
人
倫
の
現
実

化
に
き
い
し
て
諸
個
人
が
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
主
観
的
条
件

を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
徳
は
、

現
実
か
ら
遊
離
し
た
反
省
的
態
度
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
習
俗

(
ω吉
巾
)
」
に
根
ざ
し
た
も
の
と
し
て
、
絶
対
的
な
も
の
の
う
ち
に
合
一
す
る

と
同
時
に
、
そ
れ
を
観
照
す
る
よ
う
な
知
の
在
り
方
と
し
て
の
「
直
観

(
〉
ロR
V
E
C
口
問
)
」
を
原
理
と
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
言
う
徳
と
は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
営
ま
れ
て
き
た
政
治
的
共
同
体
の

生
活
形
式
に
即
し
た
知
に
基
づ
く
性
向
で
あ
り
、
自
己
の
帰
属
す
る
共
同

体
の
規
範
を
自
明
な
も
の
と
し
て
直
接
無
媒
介
に
把
握
し
、
行
為
へ
と
導

く
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
狭
義
の
「
道
徳
学
」
の
原
理

と
し
て
の
「
反
省
」
が
、
思
惟
す
る
主
体
と
し
て
自
己
を
現
実
か
ら
区
別

し
た
上
で
規
定
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
市
民
社
会
に
お
け
る
特
殊
な

欲
求
の
選
択
や
追
求
の
正
当
化
に
陥
る
抽
象
的
な
思
惟
形
式
で
あ
る
と
想

定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
上
述
の
「
直
観
」
は
、
自
己
の
依
拠
す
る

規
範
に
対
し
て
「
反
省
」
を
差
し
向
け
、
規
範
を
相
対
化
し
、
解
体
き
せ
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る
危
険
に
き
ら
す
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
非
反
省
的
な
知
で
あ
る

と
同
時
に
、
特
定
の
状
況
に
直
面
し
た
場
合
、
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
き
わ
め
て
実
践
的
な
知
で
あ
る

と
も
言
、
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
反
省
」
と
「
直
観
し
の
区
別
の
根
底
に
は
、
イ
ェ
i

ナ
前
期
に
固
有
の
自
由
論
が
存
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
絶
対
的
自
由
」

と
は
、
反
省
的
思
惟
形
式
に
沈
み
込
ん
だ
諸
個
人
に
と
っ
て
の
「
あ
れ
か

こ
れ
か
」
を
自
ら
規
定
す
る
「
経
験
的
自
由
」
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
恋

意
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
現
存
す
る
「
習
俗
」
に
従

う
と
い
う
形
で
自
己
の
個
別
性
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
(
?
主
叶
)
。
す
な
わ
ち
、
諸
個
人
に
お
い
て
個
別
的
な
意
志

に
よ
っ
て
自
己
規
定
す
る
「
可
能
性
が
捨
象
」
き
れ
る
場
合
に
、
人
倫
の

理
念
が
定
在
し
、
諸
個
人
も
ま
た
絶
対
人
倫
の
全
体
と
の
合
一
を
成
就
し
、

そ
れ
を
「
直
観
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
(
?
怠
品
)
。
で
は
、
こ

の
よ
う
な
「
絶
対
的
自
由
」
が
現
実
に
お
い
て
い
か
な
る
姿
を
と
る
か
と

言
え
ば
、
そ
れ
は
、
端
的
に
は
戦
争
に
お
け
る
「
自
己
犠
牲
」
と
し
て
の

死
で
あ
り
、
そ
れ
を
導
く
の
が
「
勇
敢
き
(
吋
与
な
「E
X
)」
と
い
う
徳
で

あ
る
と
さ
れ
る

(
P
8
0
)。
な
ぜ
な
ら
、
「
勇
敢
き
」
こ
そ
が
、
主
体
を
し

て
自
己
の
個
別
性
へ
の
固
執
を
断
ち
切
り
、
人
倫
全
体
の
存
続
を
確
保
す

る
行
為
を
為
す
よ
う
に
仕
向
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ

こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
自
己
犠
牲
」
の
よ
う
な
「
完
全

に
否
定
的
な
態
度
」
は
誰
に
対
し
て
も
関
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
「
身
分
(
ω
g
Eこ
上
の
区
別

が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
へ
l

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
人
倫
を
構
成

97 

す
る
「
諸
身
分
」
は
、
普
遍
的
な
業
務
に
携
わ
る
軍
人
・
公
官
吏
・
哲
学

者
(
第
一
身
分
)
、
個
別
的
な
労
働
に
従
事
す
る
商
工
業
者
(
第
二
身
分
)
、

自
身
の
欲
求
を
無
媒
介
に
大
地
に
求
め
る
農
民
(
第
三
身
分
)
に
分
か
れ
、

死
の
危
険
に
さ
ら
き
れ
る
経
験
の
有
無
と
い
う
基
準
か
ら
、
第
一
身
分
を

「
自
由
民
」
、
第
二
・
第
三
の
身
分
を
「
非
自
由
民
」
と
位
置
付
け
う
る
と

さ
れ
る

(
P呂
町
)
。
つ
ま
り
、
「
非
自
由
民
し
は
、
日
々
の
生
活
に
お
い
て

は
生
命
の
危
機
に
関
わ
る
こ
と
が
な
い
が
ゆ
え
に
、
個
別
的
な
白
己
を
享

受
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
人
倫
全
体
の
維
持
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
と
き
、
よ
う
や
く
、
自
分
の
生
活
が
絶
対
人
倫
に
支
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
知
る
。
し
か
し
、
市
民
社
会
と
い
う
「
相
対
的
な
人
倫
」
に
帰

属
し
て
い
る
彼
ら
に
は
「
自
由
民
」
と
同
様
の
「
自
己
犠
牲
」
は
認
め
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
自
分
自
身
が
「
政
治
的
に
無
で
あ
る
こ

と
」
を
自
覚
し
、
「
非
自
由
民L
と
し
て
、
「
自
由
民
」
に
よ
る
義
務
付
け

と
い
う
形
で
の
否
定
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
(
?
怠
∞)
0

こ
の
よ
う
な
「
自
然
法
論
文
』
の
議
論
を
支
え
る
現
実
的
な
問
題
意
識

は
、
第
一
身
分
が
「
自
由
民
」
と
し
て
の
使
命
を
自
覚
せ
ず
、
市
民
と
同

様
に
私
的
利
害
に
固
執
し
て
い
た
た
め
に
「
民
族
全
体
が
第
二
身
分
か
ら

成
立
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
」
に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
に
あ
る

(
品
・
怠
叶
)
。
確
か
に
、
市
民
社
会
と
い
う
近
代
的
な
「
所
有
と
権
利
の
体
系
」

は
も
は
や
廃
棄
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
歴
史
的
前
提
と
な
っ
て
い
る
に
せ

よ
、
そ
れ
を
放
置
し
、
そ
の
中
に
「
自
由
民
」
が
沈
み
込
ん
で
己
の
「
人

倫
的
自
然
」
を
見
失
っ
て
し
ま
え
ば
、
一
個
の
「
民
族
」
と
し
て
歴
史
を

生
き
抜
い
て
き
た
絶
対
人
倫
の
崩
壊
を
帰
結
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
の
が
へ
l

ゲ
ル
の
状
況
認
識
で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
態
の
克
服
を
自
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身
の
課
題
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
す
れ
ば
、
従

来
、
市
民
の
政
治
参
加
の
可
能
性
を
塞
い
だ
イ
ェl
ナ
前
期
の
全
体
主
義

的
な
理
論
構
成
を
指
し
示
す
指
標
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
に
す
ぎ
ぬ
「
身

分
」
論
は
、
形
式
的
に
は
封
建
制
の
残
浮
を
残
し
て
お
り
な
が
ら
も
、
内

容
面
か
ら
す
れ
ば
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た
抽
象
的
な
自
己
を
仮
構
す
る
反

省
的
思
惟
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
社
会
構
造
に
お

い
て
行
為
す
る
自
己
の
本
来
的
な
在
り
方
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
へ
!
ゲ
ル
は
、

近
代
国
家
の
政
治
構
造
に
即
し
た
「
自
由
民
」
に
固
有
の
政
治
倫
理
と
し

て
徳
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
市
民
社
会
の
分
裂
状
況
に
根
ざ
す
道
徳
的
反

省
に
対
す
る
批
判
的
態
度
の
貫
徹
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
へ
l

ゲ
ル
の
徳
倫
理
学
が
国
家
の
存
続
を
頂
点
と
し
た
目
的
論
と
一

体
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
人
聞
の

生
の
条
件
と
し
て
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
制
約
を
重
視
す
る
彼
の
態

度
は
、
や
が
て
政
治
的
能
力
の
有
無
と
同
一
視
さ
れ
た
「
身
分
」
の
相
違

を
軸
と
す
る
理
論
構
成
の
廃
棄
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の

過
渡
期
の
著
作
と
で
も
一
言
守
つ
べ
き
も
の
が
、
次
節
で
扱
う
手
稿
『
人
倫
の

体
系
(
H
g
ω
)
』
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
辺
り
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
に

は
、
ま
ず
、
『
自
然
法
論
文
』
に
具
わ
る
難
点
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。(

1
)近
代
倫
理
学
の
「
道
徳
性
」
へ
の
局
限
化
を
批
判
し
、
非
反
省
的
な
実
践
知
を
再

評
価
す
る
現
代
の
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
以
下
の
文
献
で
あ
る
。

Q
・
d
司
王
宮
g
p

回
目w
b
p
S
室
、

h
pぬ
亡
遣
診
。
\
同
》
注
目
。
怠
唱
骨
子

Z
R
2
E

C
E
Z

吋
回
存
可
司
司
自
ω
(わ
白
ヨ
ぜ
江
《
同
問
。
)
回
申
∞
日
・

(
2
)こ
の
時
期
の
へ
|
ゲ
ル
倫
理
学
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
か
ら
の
影
響
に
関
し
て

は
、
以
下
の
文
献
が
詳
し
い
。
〈
包
・
0
世
田E

開
祖
相
内
.
句
。
-
一
昨
岡
田
円
宮
田

z
r
u
o向
型
同
庁
。

ロ
ロ
ι
固
め
問
。
ァ
図
像
N
h
ミl'凶
町
立
な
お
∞
己-
H
p
g宏
・
印ω
・
8
ー
に
印
・

(
3
)〈
包
-
E
a
o
-
-玄
-
N宅
町
民
営
芯
吋
吉
丸
町
民
ロ
s
a
s
n

叫
同
塁
。
さ
な
お
噌
印
宮
再
開
釦
円
円

]
{
坦
∞
N
ω
・
坦
∞
同

諸
徳
の
多
一
冗
主
義
と
市
民
社
会

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
自
然
法
論
文
』
に
お
い
て
徳
が
意
味
し
て
い

た
も
の
は
、
第
一
義
的
に
、
「
自
由
民
」
に
固
有
の
「
勇
敢
き
」
と
い
う
「
本

来
の
徳
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
市
民
社
会
に
お
け
る
個
々
人
が
自
ら
人

倫
の
全
体
と
結
合
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
認
識
が
横
た
わ
り
、

「
勇
敢
さ
」
と
い
う
特
定
の
徳
目
の
み
が
人
倫
の
構
成
契
機
で
あ
る
か
の
よ

う
な
外
観
が
一
不
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
へi
ゲ
ル
の
議
論
に

は
、
「
万
人
の
作
品
」
と
い
う
人
倫
の
理
念
に
対
す
る
裏
切
り
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
が
投
げ
掛
け
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
へ

l

ゲ
ル
は
自

ら
も
そ
う
し
た
難
点
を
察
知
し
て
い
た
の
か
、
前
掲
論
文
の
執
筆
直
後
に

着
手
し
た
と
さ
れ
る
『
人
倫
の
体
系
』
で
は
、
「
非
自
由
民
」
の
性
格
を
よ

り
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
工
業
者
の
「
公
正
さ

(
m
R宮
田
門
町
民
同S
Z
X
)し
ゃ
農
民
の
「
信
頼(
N
5
5
5ロ
)
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

論
点
を
先
取
し
て
言
え
ば
、
『
人
倫
の
体
系
』
の
場
合
、
「
諸
身
分
し
に
即

し
た
多
様
な
徳
が
並
存
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
徳
倫
理

学
の
狙
い
か
ら
し
て
、
そ
う
し
た
多
元
主
義
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、

個
々
の
「
身
分
」
に
具
わ
る
徳
目
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
人
倫
全
体
の
構

成
契
機
と
し
て
の
意
義
を
担
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
自
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分
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
が
自
然
と
い
う
「
永
遠
な
も
の
」
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
普
遍
的
な
も
の
に
対
し
て
自
ず
と
育
ま
れ
る
と
さ

れ
た
「
信
頼
」
と
い
う
農
民
の
性
格
に
、
国
家
と
い
う
普
遍
者
に
対
す
る

服
従
を
期
待
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
(
?
おN
)。
し
か
し
、
自
己
の
欲

求
を
追
求
す
る
各
人
が
互
い
を
人
格
と
し
て
認
め
合
う
さ
い
に
必
要
と
さ

れ
る
心
術
と
し
て
の
「
公
正
さ
」
は
、
容
易
に
は
政
治
へ
と
結
合
き
れ
え

な
い
は
ず
で
あ
る
(
?
ω
出
)
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
は
、
後
者
が
ど
の
よ
う
な
形
で
人
倫
の
存
立
条
件
と
し
て
の
機
能
を

果
た
す
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
と
き
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
自
然
法
論
文
』
と
「
人
倫

の
体
系
』
の
聞
に
存
す
る
市
民
社
会
論
の
変
化
で
あ
る
。
前
者
で
の
市
民

社
会
は
、
そ
こ
に
お
い
て
諸
個
人
が
平
等
の
理
念
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
各
自
の
「
権
利
と
所
有
」
に
基
づ
き
一
個
の
人
格
と

し
て
行
為
し
、
互
い
の
活
動
を
介
し
て
互
い
の
欲
求
を
満
た
し
合
う
よ
う

な
「
相
互
依
存
の
体
系
」
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
そ

う
し
た
個
人
が
自
分
自
身
の
欲
求
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
社
会
も
諸
個
人
が
自
分
の
欲
求
の
充
足
を

目
指
し
て
相
争
う
場
面
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
平
等
の
理
念
は
実
質
的

に
は
不
平
等
に
帰
着
せ
ぎ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
欲
求
の

体
系
」
に
生
き
る
個
人
に
は
、
個
別
的
な
自
己
を
自
発
的
に
否
定
し
、
政

治
的
統
一
へ
と
向
か
う
よ
う
な
動
機
付
け
の
可
能
性
は
与
え
ら
れ
て
い
な

い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(
?
品
勾
ご
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
人
倫
の
体

系
』
で
は
、
諸
個
人
を
結
合
す
る
「
中
間
物
(
富
山
門
怠
)
」
に
基
づ
く
普
遍
者

が
徐
々
に
、
そ
の
「
勢
位
(
旬
。
窓
口
N
)」
を
上
昇
き
せ
、
絶
対
人
倫
の
実
現
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へ
と
到
達
す
る
過
程
を
追
尾
す
る
と
い
う
視
座
か
ら
、
市
民
社
会
が
人
倫

的
な
総
体
性
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
様
が
捉
え
ら
れ
、
そ
の
評
価
も
よ
り

積
極
的
な
も
の
に
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
該
論
文
の
へ
l

ゲ
ル
は
ま
ず
、
そ
れ
ま
で
と
同
様
の
基
本
線
に
沿
っ

て
、
近
代
経
済
社
会
を
労
働
の
分
業
化
と
生
産
物
交
換
の
市
場
形
成
に
よ

っ
て
、
諸
個
人
が
自
分
の
特
殊
な
欲
求
を
普
遍
的
な
も
の
の
媒
介
な
し
に

は
充
足
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
場
面
と
見
な
す
3
・
ω
訟
)
。
分
業
と
交
換
の

過
程
の
う
ち
で
は
一
切
の
個
別
的
な
も
の
が
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
、
全
体
の
う
ち
で
無
差
別
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
全
体
に
お
い
て
、
個
別
者
は
何
で
あ
れ
、

普
遍
的
な
も
の
(
貨
幣
)
に
即
し
て
測
ら
れ
、
こ
の
普
遍
者
を
中
間
的
な
媒

介
と
し
て
相
互
に
関
係
し
A
q
7わ
け
で
あ
る
(
印
・
8
3
0
そ
う
し
た
関
係
に

お
い
て
諸
個
人
は
自
分
の
活
動
を
遂
行
し
、
互
い
に
一
個
の
人
格
と
し
て

認
め
合
う
よ
う
な
「
公
正
き
」
と
い
う
共
通
の
性
格
を
身
に
つ
け
る
に
至

る
の
だ
が
、
こ
の
営
み
を
支
、
え
て
い
る
の
が
市
場
と
い
う
普
遍
者
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
市
場
の
安
定
性
は
確
固
た
る
も
の
で
は
な
く
、
た
び
た
び
変

動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
状
況
に
直
面
し
た
場
合
、

諸
個
人
は
単
純
に
自
己
の
個
別
性
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
結
合

し
、
富
の
不
平
等
を
解
消
す
べ
く
行
動
す
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
の
〔
第
二
〕

身
分
は
自
分
の
制
限
の
内
部
で
生
け
る
普
遍
者
」
(
職
業
組
合
)
と
成
り

(
?
ω
E
)
、
自
分
た
ち
の
領
域
を
支
配
す
る
平
等
の
理
念
を
、
可
能
な
限
り
、

す
な
わ
ち
国
家
に
依
存
す
る
こ
と
な
し
に
実
現
す
べ
く
共
同
す
る
わ
け
で

あ
る
。
言
わ
ば
、
そ
れ
は
、
「
欲
求
の
体
系
」
に
お
け
る
物
的
な
依
存
関
係

に
対
し
て
、
富
の
蓄
積
へ
と
向
か
う
衝
動
を
制
御
す
る
「
生
け
る
依
存
」
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な
の
で
あ
っ
て
(
巾
E

・
)
、
こ
こ
に
は
も
は
や
、
市
民
社
会
を
実
在
的
な
不

平
等
の
場
面
と
し
て
端
的
に
否
定
す
る
見
地
は
見
出
さ
れ
え
な
い
の
で
あ

ヲ
@
。以

上
の
よ
う
な
形
で
第
二
身
分
の
活
動
の
う
ち
に
自
己
制
御
能
力
を
認

識
す
る
に
至
っ
て
、
へ
l

ゲ
ル
の
政
治
理
論
は
重
要
な
転
機
を
迎
え
る
こ

と
に
な
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
国
家
と
市
民
社
会
の
対
立
は
、

前
者
が
後
者
を
否
定
す
る
と
い
う
形
で
の
合
一
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
互
い
に
分
離
し
た
ま
ま
調
和
的
な
依
存
関
係
を
取
り
結
ぶ
べ
き

も
の
に
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
人
倫
の
体
系
』
に
お
い
て
、
「
自
由
民
」

が
他
の
「
身
分
」
に
働
き
か
け
、
絶
対
人
倫
の
理
念
に
実
在
性
を
与
え
る

た
め
に
個
別
者
を
包
摂
す
る
営
み
は
、
「
普
遍
的
統
治
」
と
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
る
。
へ
l

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
普
遍
的
統
治
」
と
は
、
個
々
の

市
民
を
国
民
へ
と
、
た
だ
し
、
否
定
き
れ
る
も
の
と
し
て
形
成
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
上
述
の
「
欲
求
の
体
系
」

に
関
わ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
即
白
的
に
形
成
さ
れ
る
普
遍
的
な
も
の
、
お

よ
び
、
そ
れ
ら
へ
の
信
用
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
(
印
・ωg
R
)。
次
い
で
、

そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
即
白
的
な
も
の
が
、
「
正
義
(
のR
R
F
Z
問
E
R
)
の
体

系
」
(
司
法
権
)
と
い
う
形
式
の
下
に
、
「
観
念
的
に
包
摂
」
き
れ
る
(
?
8
3
0

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
確
保
さ
れ
た
市
民
の
普
遍
者
へ
の
信
用
を
、

例
え
ば
、
災
害
や
戦
争
時
な
ど
に
政
治
的
統
一
の
た
め
に
取
り
入
れ
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
「
実
在
的
な
包
摂
」
を
可
能
に
す
べ
く
「
訓
育
(
N
R
Z
)

の
体
系
」
(
行
政
権
)
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
3
・
8
5
0
こ
こ
で
重
要

な
の
は
、
こ
う
し
た
政
治
的
連
闘
を
論
ず
る
中
で
、
「
普
遍
的
統
治
」
に
次

の
よ
う
な
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
へ
l

ゲ

ル
は
、
「
欲
求
の
体
系
し
へ
の
介
入
は
、
あ
く
ま
で
市
場
の
混
乱
や
富
の
不

平
等
が
市
民
を
し
て
普
遍
的
な
も
の
へ
の
信
用
を
喪
失
さ
せ
て
し
ま
わ
ぬ

こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る

の
で
あ
る
(
?
白
山
)
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
市
民
が
自
分
た
ち

の
行
為
領
域
を
成
立
き
せ
て
い
る
普
遍
者
に
与
え
て
い
た
信
用
が
な
け
れ

ば
、
絶
対
人
倫
へ
の
服
従
動
機
も
ま
た
調
達
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が

見
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
該
論
文
で
の
市
民
の
生
活
形
式
は
、
利
害
を
同
じ

く
す
る
者
ど
う
し
が
結
合
し
合
い
欲
求
充
足
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
自
分

た
ち
の
為
し
う
る
こ
と
の
限
界
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
者
へ

の
信
用
を
国
家
へ
と
振
り
向
け
る
と
い
う
形
で
、
政
治
的
共
同
体
の
構
成

契
機
に
転
じ
う
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
こ
に
「
公
正
さ
」
と
い
う
市
民
の
徳
が
間
接
的
で
は
あ
れ
担
っ
て
い

る
政
治
的
意
義
を
確
認
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
へ
i

ゲ
ル
は

こ
う
し
た
市
民
の
政
治
的
服
従
を
、
自
発
的
な
自
己
否
定
の
帰
結
で
は
な

く
、
「
訓
育
」
の
成
果
と
見
な
し
、
市
民
の
徳
を
「
自
由
民
」
の
「
本
来
の

徳
」
に
対
し
て
二
次
的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
徳
と
し
て
の
公
正
さ
は
自
分
を
一
時
的
に
組
織
し
え
る
に
す
ぎ

ず
」
G
・
8
N
)
、
ま
た
、
市
民
が
政
治
的
業
務
に
直
接
従
事
し
て
は
お
ら
ず
、

「
自
由
民
」
と
の
関
係
な
し
に
絶
対
人
倫
の
有
機
的
全
体
を
構
成
し
う
る
わ

け
で
も
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
「
身
分
」
論
の
枠
組
み
を
保
持
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
落
と
さ
れ
や
す
い
点
だ
が
、
こ
こ
に
は
『
人

倫
の
体
系
』
の
理
論
構
成
と
政
治
学
的
内
容
と
の
不
整
合
が
表
現
さ
れ
て

い
る
。
と
言
う
の
も
、
も
し
政
治
的
動
機
付
け
の
調
達
の
根
拠
を
「
訓
育
」



に
求
め
る
の
だ
と
し
た
ら
、
国
家
に
対
す
る
従
属
を
導
く
よ
う
な
感
情
を

身
体
に
刻
み
付
け
て
し
ま
え
ば
事
は
済
ん
で
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
も
は
や

市
民
社
会
で
育
ま
れ
る
信
用
の
必
要
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
論
文
の
へ
l

ゲ
ル
は
政
治
的
能
力
の
有
無
と
同
一

視
さ
れ
た
「
身
分
」
の
相
違
に
基
づ
く
理
論
構
成
を
前
提
し
て
し
ま
っ
て

い
た
た
め
に
、
市
民
社
会
論
の
発
展
か
ら
生
ず
る
政
治
学
的
成
果
を
十
分

に
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
難
点
を

含
み
も
つ
理
論
構
成
を
へ
l

ゲ
ル
が
ど
の
よ
う
に
克
服
し
、
そ
の
結
果
、

徳
倫
理
学
が
い
か
な
る
変
化
を
被
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
次
節
の
主
題
と
な

る
。(

1
)〈
岡
戸
∞o
E
8
8
・
巧
-
ロ
q
F

開
吋
店
内
己
司ZO
岡
田
丘
三
広
三
口
品
。
こ
め
E
R

ω
円
Z

・
5
2

出
。
間
何
一
p
h
a
ミ
句
宮
九
利
害
∞
巳
Z
同
同
防
白
・5.
回
申
吋
吋.
ω
申
品

(
2
)イ
エ
|
ナ
期
へ
l

ゲ
ル
の
市
民
社
会
論
の
変
転
に
関
し
て
は
、
以
下
の
文
献
が

明
解
で
あ
る
。
〈
岡
戸
田2
2
目
白
ロ
P

何
回
ν•. 

C
F
O『
門
出
。
問
。
口
。
ι
q
σ
昌
司
問R
z
n
F
E

の
虫
色
一
田
口
町
田
町
円
宮
因
。
問
。
一
印
唱
。

-
E
R
F
q
E
-
-
0
8喜
一0
・
河
内h
R
~
l
F

凶
s
n
忠
喜
四
円
凶
・

也
帽
]
(
申
叶

A
r
ω
ω・N
C申
l
N
A
F
C

四

教
養
を
積
む
自
己
と
精
神
的
実
体

公募論文

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
人
倫
の
体
系
』
に
見
出
き
れ
た
理
論
構
成
と

内
実
の
ず
れ
は
、
へ
l

ゲ
ル
を
し
て
人
倫
構
想
の
根
本
的
な
見
直
し
を
迫

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
帰
結
を
表
明
し
て
い
る
の
が
、
「
体
系

構
想
凹
(
H
g印
\
怠
)
』
以
降
の
「
特
殊
意
志
と
普
遍
意
志
の
統
ご
と
い
う

視
座
の
導
入
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
直
ち
に
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
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こ
の
ル
ソ
l

に
端
を
発
す
る
社
会
契
約
論
の
視
座
こ
そ
が
、
そ
も
そ
も
へ

|
ゲ
ル
が
克
服
す
べ
き
問
題
を
抱
え
込
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ル
ソ

l

の
一
言
弓
7

一
般
意
志
と
は
、
諸

個
人
の
特
殊
意
志
を
抹
殺
し
、
全
体
へ
と
従
属
さ
せ
る
よ
う
な
教
育
を
施

す
立
法
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
へ

l

ゲ
ル
に
と
っ
て
こ
の
視

座
は
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
全
体
に
関
与
す
る
共
和
主
義
的
な
人

倫
構
想
を
目
指
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
辺
り
の
事
情
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
新
た
な
理
論
構
成
を
支
、
え
る
「
教
養
形
成

(
回E
E
m
)」
論
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
教
養
形
成
」
と
は
、
諸
個
人
が
市
民
社
会
に

お
い
て
交
換
や
労
働
を
介
し
て
積
ん
で
い
く
経
験
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
、
個
別
者
の
自
己
否
定
に
よ
る
普
遍
へ
の
高
ま
り
を
捉
、
え

る
論
理
で
あ
る
。
ご
く
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
個
人
が
自
分
の

個
別
的
な
自
己
を
外
化
し
、
他
者
の
手
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ま
で
の
自
己
確
信
を
超
え
た
よ
り
普
遍
的
な
意
義
を
自
分
の
う
ち
に
見
出

し
、
自
己
了
解
を
転
換
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
は

自
分
の
行
為
を
媒
介
と
し
て
他
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
「
普
遍
的
な
自

己
」
を
選
ぴ
取
り
、
自
分
の
個
別
性
を
廃
棄
し
て
い
く
わ
け
で
あ
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
個
人
は
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
で
普
遍
的
に
し
て
本
来
的

な
自
己
を
表
現
し
、
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
は
も
は
や
、
「
反
省
」
は
端
的
に
「
直
観
」
に
対
置
さ
れ
は
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
「
反
省
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
己
確
信
を
他
者
の
前
に
投
げ

出
し
、
他
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
、
本
来
的
な
自
己
を
「
直
観
」

す
る
条
件
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
教
養
形
成
」
に
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お
い
て
諸
個
人
は
自
分
の
生
を
支
え
て
い
る
共
同
性
に
つ
い
て
、
や
が
て

「
精
神
現
象
学(
H
g叶
)
』
で
詳
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
自
分
が
そ

こ
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
同

時
に
、
他
者
に
よ
っ
て
も
作
り
為
き
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
の
思
う

が
ま
ま
に
は
な
ら
ぬ
も
の
、
す
な
わ
ち
「
万
人
の
、
か
っ
、
各
人
の
行
為
」

に
よ
る
「
精
神
的
実
在
」
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
普

遍
者
の
中
で
生
き
る
べ
く
自
己
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
(
少
将
叶
)
。
こ

こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
時
期
の
へ
l

ゲ
ル
が
諸
個
人
の
自
己
了
解
を
可

変
的
に
し
て
自
発
的
な
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
各
人
が
、
そ
れ
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
己
の
何
た
る
か
を
他
者

と
の
関
わ
り
の
中
で
確
証
し
て
い
く
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
自
ら
選
び
取
り
、

研
睡
眠
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
う
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
座
が
、
各
人
の
能
力
を
「
身
分
」
と
い
う
自
然
的
所
与
と

同
一
視
し
て
い
た
イ
ェ
l

ナ
前
期
の
議
論
に
合
致
せ
ず
、
へ
l

ゲ
ル
を
し

て
政
治
的
統
合
の
論
理
の
再
考
を
促
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
市
民
に
よ
る
政
治
的
共
同
体
へ
の
還
帰
は
、
「
特
殊
意
志
」
た
る

「
個
人
が
〔
自
己
〕
否
定
に
よ
っ
て
、
自
己
放
棄
を
介
し
て
、
普
遍
意
志
へ

と
自
己
を
形
成
」
す
る
こ
と
で
成
就
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る

(
∞-
N
S。
そ
の
具
体
的
な
場
面
は
、
多
数
者
の
意
見
を
「
普
遍
意
志
」
と

見
な
す
と
い
う
前
提
の
も
と
で
市
民
が
合
意
形
成
を
行
う
議
会
で
あ
り

(
∞-
N
g
)、
そ
こ
で
成
立
す
る
「
普
遍
意
志
」
と
は
、
各
人
が
自
発
的
に
「
普

遍
的
な
自
己
」
を
譲
渡
す
る
こ
と
で
生
成
す
る
「
万
人
の
、
か
っ
、
各
人

の
意
志
」
で
あ
る
(
巾
E

・
)
。
こ
こ
に
、
「
特
殊
意
志
」
た
る
市
民
の
政
治
的

態
度
が
、
市
民
社
会
で
育
ま
れ
た
普
遍
者
の
在
り
方
へ
の
知
に
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
議

論
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
「
自
由
民
」
と
「
非
自
由
民
」
と
い
う
両
極
の
対

立
が
前
提
き
れ
、
前
者
に
よ
っ
て
後
者
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
イ
ェ
l

ナ

前
期
の
議
論
と
大
差
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な

形
式
的
な
構
造
は
合
意
形
成
に
先
立
ち
現
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
へ
ー

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
登
場
し
て
い
る
の
は
、
ど
ち
ら
の
極
に
立
っ
て

い
る
に
せ
よ
、
「
個
別
的
な
も
の
を
目
的
と
す
る
」
と
同
時
に
「
普
遍
的
な

も
の
を
目
的
と
す
る
」
同
一
の
人
物
で
あ
り
、
「
彼
は
前
者
の
面
か
ら
は
ブ

ル
ジ
ョ
ア
と
、
後
者
の
面
か
ら
は
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
と
呼
ば
れ
る
」
の
だ
と

さ
れ
る
(
∞-
N
E
)。つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
市
民
と
公
民
の
区
別
は
、
職
業
身

分
の
相
違
で
は
な
く
、
個
人
の
活
動
が
向
け
ら
れ
て
い
る
目
的
に
よ
る
区

別
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
語
法
を
勘
案
し
て
先
の
引
用
を
捉
え
返

す
な
ら
ば
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
、
職
業
の
相
違
か

ら
政
治
的
な
役
割
を
異
に
す
る
場
合
も
含
め
て
、
諸
個
人
が
自
己
の
特
殊

性
を
自
覚
的
に
否
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
を
担
い
A尽
つ
こ
と
に
よ
っ
て

統
一
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
逆
の
見
地
に
立
て
ば
、

た
と
え
政
治
的
な
職
務
に
就
く
者
で
あ
っ
て
も
、
普
遍
的
な
目
的
の
実
現

の
た
め
に
行
為
し
、
そ
の
行
為
を
同
等
の
権
利
を
も
っ
他
者
、
す
な
わ
ち
、

「
服
従
へ
の
教
養
」
を
積
み
(
∞
・
8
5
、
「
普
遍
的
な
自
己
」
を
自
覚
す
る
諸

個
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
認
知
さ
れ
た
普
遍
意
志
」
た

り
え
ず
、
実
質
を
欠
い
た
名
目
上
の
普
遍
者
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
(
∞-
N
S
)。し
た
が
っ
て
、
今
や
、
政
治
的
能
力
の
有
無
は
、
諸
個
人

に
偶
然
に
割
り
当
て
ら
れ
た
「
人
倫
的
自
然
」
の
相
違
と
し
て
限
定
き
れ
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る
必
要
は
な
く
、
諸
個
人
が
身
に
つ
け
る
行
為
規
範
も
ま
た
、
た
と
え
政

治
的
な
も
の
で
あ
れ
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
伝
統
に
基

づ
く
と
同
時
に
、
当
の
共
同
体
を
と
も
に
形
成
し
て
い
く
他
者
と
の
関
係

に
お
い
て
、
常
に
吟
味
さ
れ
、
新
た
に
更
新
さ
れ
て
い
く
精
神
的
な
実
体

と
し
て
理
解
可
能
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
転
回
が
生
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に

徳
倫
理
学
の
視
座
が
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
な
い
こ
と
に
は
、
留
意

が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
「
普
遍
意
志
」
が
「
特
殊
意
志
の

自
己
否
定
」
の
帰
結
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
と
、
近
代
的
な
社
会
構
造
の

中
で
諸
個
人
が
果
た
す
べ
き
課
題
は
解
消
き
れ
ず
、
そ
れ
に
即
し
た
心
術

が
依
然
と
し
て
要
求
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
主
題

か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
、
イ
ェ
l

ナ
前
期
の
徳
倫
理
学
か
ら
「
法
哲

学
』
の
徳
の
規
定
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
さ
い
の
問
題
意
識
が
見
出
き
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
れ
ば
、

今
や
、
「
勇
敢
き
」
の
如
き
特
定
の
「
身
分
」
の
特
権
性
を
取
り
上
げ
る
に

は
及
ば
な
い
。
と
言
う
の
も
、
政
治
的
統
一
の
基
底
は
も
は
や
、
国
家
的

業
務
に
携
わ
る
「
身
分
」
の
み
に
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
む
し
ろ
、
当
該
論
文
に
お
い
て
各
々
の
「
身
分
」

に
即
し
た
徳
が
、
多
種
多
様
な
職
業
上
の
特
徴
に
ま
で
分
節
化
さ
れ
た
「
心

構
え
(
宕
回
目
B
S

問
)
」
と
し
て
、
イ
ェ
叶
ナ
前
期
よ
り
も
は
る
か
に
詳
細
に

叙
述
き
れ
て
い
る
、
そ
の
所
以
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
ま
さ
し
く
、
多
種

多
様
な
共
同
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
各
人
が
自
分
の
才
能
に
見
合
っ
た

場
面
を
見
出
し
、
普
遍
者
の
何
た
る
か
を
学
び
、
政
治
的
に
成
熟
し
て
い

く
可
能
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
見
通
し
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
体
系
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構
想
凹
』
の
「
統
治
」
の
目
的
は
市
民
社
会
で
の
様
々
な
共
同
性
の
自
立

性
の
確
保
と
そ
れ
ら
の
問
で
生
ず
る
争
い
の
調
停
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
(
∞-
N戸
)
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
徳
概
念
に
、
当
初
へl
ゲ
ル

が
与
え
て
い
た
政
治
倫
理
と
し
て
の
規
定
か
ら
、
多
様
な
共
同
体
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
の
規
範
を
身
に
つ
け
た
諸
個
人
の
傾
向
性
を
一
括
し
て
捉
え

う
る
一
般
概
念
へ
と
転
じ
る
こ
と
を
要
請
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
後
の
『
法
哲
学
」
に
見
ら
れ
る
徳
概

念
の
成
立
を
見
届
け
る
と
い
う
本
稿
の
課
題
を
達
成
し
た
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。

(
1
)
J・
J

・
ル
ソ
l
(
井
上
幸
司
訳
)
「
社
会
契
約
諭
」
平
岡
昇
編
「
ル
ソl
」
中

央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
、
二
六
二
二
六
三
頁
、
を
参
照
。

(
2
)「
教
養
形
成
」
の
諸
相
を
具
体
的
に
跡
付
け
た
も
の
と
し
て
、
滝
口
清
栄
「
へ
|

ゲ
ル
社
会
哲
学
の
領
野
」
虞
松
渉
他
編
「
講
座
ド
イ
ツ
観
念
論
5

へ
|
ゲ
ル
|
時
代

と
の
対
話
」
弘
文
堂
、
一
九
九
O
年
、
九
七
|
一
五
一
一
頁
、
を
挙
げ
て
お
く
。

(
3
)へ
l

ゲ
ル
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
伝
統
的
規
範
の
柔
軟
性
に
関
し
て
は
次
の
文

献
を
参
照
。
Q
-
。
白
r
g
F
O同y
z
-

同
ミ
E
E
S

遺
言
志
向
N
H
S
S
K

ミ
宮
、

富
臣
官
F
F
F
R
守
司
耳
目
印
(
同
ロ
仏
国
自
由
旬
。
出
血

)
H
S
Y
S
‘
怠
印
お
叶
・

(
4
)こ
こ
で
徳
が
「
心
構
え
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
勇
敢
き
」
が
古
代

よ
り
「
本
来
の
徳
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
く
る
跨
踏
と
考
え
ら
れ
、
同
様
の
用
語
法

は
『
法
哲
学
」
に
も
見
出
き
れ
る
(
閉
山H
U
F
w
m
H
g
k
F
)

。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ェ
l

ナ
期
へ
l

ゲ
ル
の
倫
理
学

は
、
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
政
治
構
造
に
即
し
て
、
そ
の
う
ち
で
共
同
体
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の
一
員
と
し
て
生
き
る
人
々
の
心
術
を
提
示
す
る
た
め
に
、
政
治
的
伝
統

に
根
ざ
し
た
直
観
的
な
実
践
知
を
捉
え
る
徳
倫
理
学
と
し
て
出
発
し
た
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
理
論
枠
組
み
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
『
自
然
法
論
文
』

の
場
合
は
、
「
自
由
民
」
に
固
有
の
自
己
否
定
の
形
式
と
し
て
の
徳
の
み
が

取
り
上
げ
ら
れ
、
『
人
倫
の
体
系
」
の
場
合
に
は
、
各
々
の
「
身
分
」
が
そ

れ
ぞ
れ
に
有
す
る
共
通
の
性
格
が
多
元
主
義
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
議
論
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
当
時
の
へ
l

ゲ
ル
に
お
け
る
市

民
社
会
論
の
転
回
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
獲
得
し
た
「
教
養
形
成
」
の
論
理

の
う
ち
に
政
治
的
統
合
の
基
底
を
見
出
し
た
が
ゆ
え
に
、
「
体
系
構
想
凹
』

に
お
い
て
、
彼
は
、
政
治
的
能
力
の
有
無
と
し
て
の
「
身
分
」
の
相
違
に

対
応
す
る
徳
倫
理
学
と
い
う
理
論
枠
組
み
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
道
程
に
伴
っ
て
、
徳
概
念
の
内
容
も
、
古
代
の
実
践
哲
学
を
思

わ
せ
る
「
自
由
民
」
に
固
有
の
政
治
倫
理
か
ら
、
反
省
的
な
思
惟
を
介
し

て
意
志
的
に
還
帰
さ
れ
た
多
様
な
共
同
体
の
社
会
規
範
に
適
合
し
た
性

格
、
つ
ま
り
は
、
よ
り
多
元
的
な
職
業
倫
理
へ
と
近
代
化
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
根
底
に
は
、
そ
う
し
た
様
々
な
共
同
性

へ
の
関
与
が
、
諸
個
人
が
人
倫
の
全
体
を
担
い
A
弓7
さ
い
に
不
可
欠
の
普

遍
者
を
め
ぐ
る
確
信
を
育
成
す
る
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
洞
察
が
具
わ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
徳
倫
理
学
の
帰
趨
は
、
あ
た
か
も
諸
個
人
の
主
体
性
を

否
定
し
、
歴
史
的
な
所
与
と
し
て
の
普
遍
者
で
あ
る
人
倫
に
無
批
判
に
立

ち
返
ら
せ
る
こ
と
が
、
徳
に
具
わ
る
固
有
の
意
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
い
た
、
『
法
哲
学
」
の
規
定
に
ま
つ
わ
る
外
観
を
払
拭
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
徳
は
、
通
常
の
生
活
に
お
け
る
行
動
に
直
観
的
な

導
き
を
与
え
る
こ
と
で
諸
個
人
の
そ
の
都
度
の
恋
意
に
対
し
て
感
性
的
に

歯
止
め
を
か
け
る
よ
う
な
、
人
倫
的
諸
関
係
の
安
定
的
な
土
台
と
し
て
理

解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
イ
ェ
l

ナ
後
期
へ
の
転
回
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
こ

に
は
同
時
に
、
他
者
と
共
に
生
き
る
諸
個
人
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
否
定
さ

れ
う
る
自
己
の
可
変
的
な
基
底
と
い
う
意
味
で
、
個
人
が
自
己
の
何
た
る

か
を
外
化
し
、
行
動
の
余
地
を
拡
大
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
条
件
と

し
て
の
意
義
が
見
込
ま
れ
て
い
た
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

へ
l

ゲ
ル
に
と
っ
て
の
徳
が
、
既
存
の
規
範
に
盲
従
す
る
役
割
行
動
を
導

く
よ
う
な
性
向
へ
と
単
純
化
さ
れ
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
予
想

さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
個
人
の
反
省
的
な
自
己
規
定
を
媒
介

と
し
て
獲
得
き
れ
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
と
き
後
期
へ
l

ゲ
ル
の
倫
理
学
説
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
聞
い
が
投

げ
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
理
性
と
感
性
の
媒
介
に
関
わ
る

問
題
、
お
よ
び
、
市
民
的
な
自
己
と
政
治
的
な
自
己
と
の
人
格
内
で
の
共

存
の
問
題
で
あ
る
。

前
者
は
、
社
会
規
範
か
ら
の
求
離
を
伴
う
反
省
と
規
範
の
身
体
化
と
い

う
対
立
す
る
営
み
が
ど
の
よ
う
な
形
で
連
関
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問

い
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
、
一
日
-
、
既
存
の
行
為
規
範
が
身
体
的
に
刻
み

付
け
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
個
人
は
そ
こ
か
ら
離
脱
し
え
な
い
の
で

は
な
い
か
、
逆
に
、
首
尾
よ
く
離
脱
し
え
た
と
し
て
も
新
た
な
行
為
規
範

を
習
得
す
る
に
当
た
っ
て
の
負
担
は
ど
の
よ
う
に
克
服
き
れ
て
い
く
の

か
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
場
面
で
社
会
規
範
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な

変
化
を
被
る
の
か
、
と
い
っ
た
難
題
が
分
節
化
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、

へ
|
ゲ
ル
に
お
け
る
身
体
と
心
の
関
係
を
軸
に
、
「
教
養
形
成
」
論
の
さ
ら



な
る
検
討
を
要
請
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
者
に
関
し
て
一
言
吉

殊
意
志
」
と
「
普
遍
意
志
」
が
同
一
人
格
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
な
ら
ば
、

両
者
を
い
か
に
折
り
合
わ
せ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
間
い
に
対
し
て
、
現
代
を
代
表
す
る
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン

の
一
人
で
あ
る
M

・
サ
ン
デ
ル
は
、
且
氾
の
多
元
性
に
耐
え
う
る
よ
う
な

徳
の
育
成
と
い
う
答
え
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た

葛
藤
は
個
人
の
内
面
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
政
治
的
領
域
を
形
成
す

る
様
々
な
共
同
性
に
よ
る
闘
争
の
帰
結
と
し
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
は

ず
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
市
民
的
な
自
己
と
政
治
的
な
自
己
を

同
列
に
扱
う
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ(
μ。と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、

社
会
規
範
が
歯
止
め
な
く
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
倫
理
学

や
政
治
哲
学
が
避
け
て
は
通
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
へ
ー

ゲ
ル
の
理
論
的
営
為
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
追
究
す
る

こ
と
が
、
今
日
も
な
お
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
担
う
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な

い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

(
1
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英文抄録

Hegel's Ethic of Virtue in Jena 

Motoi OHASHI 

This essay tries to clarify Hegel's idea in the Jena period of the individual's 

political position in ethical life (Sittlichkeit) from the viewpoint of his ethic of 

virtue. with which he attempted to solve the problem of the discrepancy between 

reason and sense in modern moral philosophy. First. the young Hegel understood 

virtue (Tugend) as a sentiment of genuine self-abnegation (Aufopferung) inherｭ

ent in one's political or public position (Stand). an idea which had its origin in 

ancient Greek ethics and seems to be quite different from bourgeois individualｭ

ism. However. Hegellearned to recognize that in modern society one's economic 

or private position also involves a reflective internalization of political sentiｭ

ment. According to him. individuals acknowledge each other as universal selves 

through alienating their own particularity. in order to construct various local 

communities in which they cultivate trust in the ethical substance. Through such 

a recognition. Hegel finally reconstructs the general concept of modern civic 

virtue as an account of the dispositional attitude (Gesinnung). which is not only 

a condition nec白sary to bring about the good life in communities. but also the 

source of patriotic sentiment. This essay concludes by relating Hegel's political 

ethic to contemporary discussion of virtues and social reality. 
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柳
田
国
男
の

「
国
民l
国
家
」
構
想
i
|

農
政
学
と
民
俗
学
|
|

は
じ
め
に
l
l

柳
田
国
男
の
「
挫
折
」
と
い
う
言
説
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柳
田
国
男
は
そ
の
学
問
的
出
発
点
に
お
い
て
農
政
官
僚
で
あ
っ
た
こ
と

は
知
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
今
日
、
柳
田
の
名
を
知
ら
し
め
て
い
る
の

は
官
僚
時
代
の
業
績
以
よ
っ
て
で
(
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
柳
田

は
官
僚
と
し
て
「
失
敗
」
し
「
挫
折
」
し
て
民
俗
学
へ
と
移
行
し
た
の
だ

と
評
価
さ
れ
、
民
俗
学
ヘ
関
心
が
集
中
す
る
一
方
、
農
政
学
が
切
り
捨
て

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
柳
田
農
政
学
の
重
要
性
を
指
摘

す
る
論
者
も
い
る
が
、
彼
ら
に
も
「
挫
折
」
と
い
う
認
識
は
根
強
い
。
た

し
か
に
柳
田
が
一
九
一
九
年
暮
れ
に
官
僚
を
辞
し
、
農
政
学
が
「
役
立
た

な
く
な
」
っ
た
と
「
誤
解
」
し
て
、
)
翌
年
に
は
農
政
学
関
連
の
蔵
書
を
帝

国
農
会
に
寄
付
し
て
し
ま
っ
た
事
実
は
、
柳
田
農
政
学
の
「
挫
折
」
を
意

味
す
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
回
想
」
を
鵜

苫

手リ

幸

呑
み
に
し
て
し
ま
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
柳
田
農
政
学
の
ひ
と
つ
の
頂

点
と
も
い
う
べ
き
「
時
代
ト
農
政
』
が
出
版
さ
れ
た
一
九
一
O
年
に
は
、

「
遠
野
物
語
』
や
「
石
神
問
答
』
と
い
う
民
俗
学
的
著
作
も
出
版
き
れ
、
す

で
に
前
年
に
は
『
後
狩
詞
記
』
が
自
家
出
版
き
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は

看
過
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
柳
田
は
農
政
学
を
「
挫
折
」
し
た
か
ら
、
あ

る
い
は
「
挫
折
」
し
た
あ
と
、
民
俗
学
へ
と
傾
倒
し
て
い
っ
た
と
い
う
「
挫

折
」
論
は
、
こ
の
事
実
を
見
て
も
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
右
の
事
実
か
ら
、
農
政
学
と
民
俗
学
が
同
時
期
に
柳
田
の
な

か
に
怪
胎
し
て
い
た
と
捉
え
、
「
挫
折
」
論
で
は
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た

柳
田
の
思
想
の
一
側
面
を
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)鶴
見
和
子
「
柳
田
国
男
研
究
の
「
国
際
化
」
」
『
学
鐙
」
七
二
巻
七
号
、
二
二
ペ
ー

ジ
な
ど
参
照
。

(
2
)福
田
ア
ジ
オ
は
「
あ
き
ら
か
に
柳
田
国
男
の
農
政
学
は
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。
」

と
言
っ
て
い
る
。
福
田
ア
ジ
オ
「
柳
田
国
男
の
民
俗
学
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
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年
、
二
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
3
)柳
田
の
農
政
学
に
つ
い
て
重
厚
な
研
究
を
展
開
し
た
岩
本
由
輝
で
さ
え
、
柳
田

が
「
自
ら
の
主
張
に
時
期
尚
早
を
感
じ
た
こ
と
に
よ
」
っ
て
、
自
ら
の
農
政
学
に
「
あ

る
種
の
挫
折
」
を
味
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
岩
本
由
輝
『
論
争
す
る
柳
田
国
男
|
|

農
政
学
か
ら
民
俗
学
へ
の
視
座
』
御
茶
の
水
書
房
一
九
八
五
年
、
三0
ペ
ー
ジ
参

照
。

(
4
)「
定
本
二
二
一
六
O
参
照
。

(
5
)さ
ら
に
、
一
九
一
O
年
は
柳
田
が
深
く
か
か
わ
り
勲
章
ま
で
受
け
た
日
韓
併
合

が
行
わ
れ
た
年
で
も
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
の
研
究
も
必
要
で
あ
る
。
さ
し
あ
た

り
、
村
井
紀
『
南
東
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
仕
丁
|
柳
田
国
男
と
植
民
地
主
義
』
太
田

出
版
、
一
九
九
五
年
参
照
。

「
挫
折
」
論
に
よ
る
隠
蔽

ま
ず
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、
「
挫
折
」
論
に
よ
っ
て
如
何
な
る
柳
田
像

を
形
成
し
て
き
た
の
か
を
見
て
お
こ
う
。
と
く
に
柳
凹
が
再
評
価
さ
れ
た

一
九
六
O
年
か
ら
七
0
年
代
頃
に
特
徴
的
で
あ
り
、
今
な
お
影
響
を
持
ち

つ
づ
け
て
い
る
の
が
以
下
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
服
部
知
治
は
、
「
柳
田
は
、
自
ら
の
立
場
を
小
農
民
・
小
漁

業
者
・
手
工
業
者
・
小
林
業
者
な
ど
、
こ
と
に
そ
の
最
下
層
の
小
作
人
に

お
い
た
の
で
あ
れ
が
」
と
判
断
し
、
柳
田
が
「
貧
農
山
中
作
人
な
ど
、
わ
た
し

ど
も
の
国
の
底
辺
の
「
農
民
の
友
』
に
な
ろ
う
と
し
」
た
と
い
う
。
一
言

で
い
え
ば
「
農
民
の
側
に
立
つ
柳
田
」
と
い
う
像
を
う
ち
立
て
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
柳
田
が
「
ム
ラ
に
熱
い
目
差
し
を
注
ぎ
、

そ
こ
か
ら
逆
に
、
明
治
国
家
の
官
府
的
画
一
主
義
農
政
を
撃
っ
た
」
と
し

て
、
柳
田
に
「
公
」
へ
の
対
決
姿
勢
を
読
み
と
り
、
「
柳
田
の
農
政
思
想
に と

っ
て
、
農
民
大
衆
(
常
民
)
の
生
活
こ
そ
、
究
極
の
価
値
原
理
で
あ
っ
た
」

と
す
る
、
山
下
紘
一
郎
の
一
示
す
よ
う
な
解
釈
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
官

僚
と
い
う
「
公
」
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
「
農
民
の
側
に
立
つ
柳
田
」

は
、
そ
れ
が
一
因
と
な
っ
て
孤
立
せ
ざ
る
を
得
ず
「
挫
折
」
し
た
の
だ
、

と
解
釈
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
「
挫
折
」

を
味
わ
っ
た
柳
田
が
民
俗
学
に
体
制
批
判
的
、
反
中
央
集
権
的
な
性
格
を

持
た
せ
た
と
考
え
る
の
は
自
然
な
流
れ
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
多
か
れ
少
な

か
れ
、
柳
田
の
思
想
像
は
以
上
の
よ
う
な
解
釈
に
そ
っ
た
形
で
考
、
え
ら
れ

て
き
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
評
価
は
ど
れ
ほ
ど
の
妥
当
性
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

「
挫
折
」
論
に
よ
っ
て
、
柳
田
が
国
家
官
僚
で
あ
っ
た
と
い
う
紛
れ
も
な
い

事
実
を
忘
れ
、
柳
田
の
思
想
は
農
民
(
民
衆
)
の
側
に
立
つ
「
健
全
し
な
も

の
で
あ
っ
た
と
強
調
し
、
そ
の
国
家
官
僚
的
思
考
を
隠
蔽
し
て
は
い
な
い

だ
ろ
、7
か
。

農
政
学
を
「
挫
折
」
し
た
柳
田
は
、
一
九
三
O
年
頃
を
中
心
に
矢
継
ぎ

早
に
民
俗
学
的
著
作
を
発
表
す
(
い
が

o

時
ま
さ
に
日
本
の
戦
時
動
員
期
で
、

治
安
維
持
法
な
ど
に
よ
っ
て
一
言
論
統
制
が
厳
し
く
行
わ
れ
、
多
く
の
著
作

が
禁
書
・
発
禁
処
分
を
受
け
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
で
は
当
時
き
ま
ぎ
ま

な
著
書
・
論
文
を
発
表
し
つ
づ
け
た
柳
田
は
、
ど
れ
だ
け
禁
書
・
発
禁
処

分
を
受
け
た
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
如
く
、
ゼ
ロ
で
あ
る
。
最
も
一
百
論
統
制

が
厳
し
い
こ
の
時
期
に
柳
田
は
か
え
っ
て
精
力
的
に
仕
事
を
し
て
い
る
。

農
民
の
側
へ
と
下
降
し
国
家
批
判
を
行
う
よ
う
な
「
健
全
」
な
思
想
を
柳

田
民
俗
学
が
持
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
当
時
の
政
府
に
と
っ
て
ま

ち
が
い
な
く
「
危
険
思
想
」
で
あ
り
、
政
府
が
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
た



は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。
柳
田
が
ひ
と
り
だ
け
当
時
の
思
想
的
潮
流
か
ら
自

由
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
挫
折
」
論
に
依
拠
し
た
柳
田
評
価
が
す
で
に
座
礁
し
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
「
挫
折
」
と
い
う
言
説
が
柳
田
の
農

政
学
に
潜
む
思
想
を
隠
蔽
し
、
そ
し
て
柳
田
の
民
俗
学
の
抱
え
る
問
題
を

見
え
な
く
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

公募論文

(
1
)服
部
知
治
「
柳
田
国
男
の
協
同
組
合
思
想
|
|
古
き
を
た
ず
ね
て
今
日
的
な
課

題
に
せ
ま
る
」
「
農
業
協
同
組
合
』
一O
巻
二
号
、
一
九
六
四
年
、
一
二
四
ペ
ー
ジ
。

(
2
)服
部
前
掲
論
文
、
二
一
五
ペ
ー
ジ
。

(
3
)山
下
紘
一
郎
「
河
上
肇
と
柳
田
国
男
ー
ー
そ
の
農
政
思
想
・
民
俗
学
・
マ
ル
ク

ス
主
義
」
「
伝
統
と
現
代
」
第
六
巻
第
四
号
、
五
四
ペ
ー
ジ
。

(
4
)筆
者
と
同
じ
く
、
柳
田
の
「
挫
折
」
論
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
論
者
と
し
て
代

表
的
な
の
は
藤
井
隆
歪
で
あ
る
。
彼
は
岩
本
由
輝
、
天
州
和
宣
、
東
畑
精
一
の
研
究

を
そ
れ
ぞ
れ
「
挫
折
説
」
、
「
連
続
説
」
、
「
深
化
説
」
と
整
理
し
、
東
畑
の
「
深
化
説
」

を
継
承
す
る
立
場
に
立
っ
て
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
藤
井
も
、

柳
田
の
学
風
を
当
時
に
あ
っ
て
は
特
異
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
農
政
学
、
民
俗
学

と
も
に
、
時
代
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
読
み
込
み
、
そ
の
「
健
全
」
さ
を
強
調
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
は
、
私
は
賛
同
で
き
な
い
。
藤
井
隆
至
『
柳
田
国
男
経
世
済
民
の

学
l
|
経
済
・
倫
理
・
教
育
」
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
参
照
。

(
5
)福
田
前
掲
書
、
四
一
i

四
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
6
)綱
津
満
昭
「
柳
田
国
男
賛
歌
へ
の
疑
念
日
本
の
近
代
知
を
問
、
7

」
風
媒
社
、
一

九
九
八
年
、
第
一
論
文
参
照
。

「
国
民
総
体
の
幸
福
」
と
「
国
家
」
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柳
田
が
官
僚
と
し
て
活
動
し
た
二O
世
紀
初
頭
は
、
後
発
資
本
主
義
国

で
あ
る
日
本
で
も
産
業
革
命
が
極
点
に
達
し
よ
う
と
す
る
時
期
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
同
時
に
日
清
・
日
露
の
両
戦
争
の
た
め
の
軍
備
拡
張
、
戦

闘
、
戦
後
経
営
の
な
か
で
、
農
村
は
疲
弊
し
自
作
農
没
落
化
傾
向
に
拍
車

が
か
か
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
き
て
農
村
労
働
力
の
都
市
へ
の

流
出
が
問
題
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
農
村
経
済
の
窮
乏
化
は
、
自
作
農
の

没
落
傾
向
を
強
め
、
地
主
と
零
細
農
と
い
う
両
極
分
解
を
招
来
し
、
い
わ

ゆ
る
寄
生
地
主
制
を
強
化
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
柳
田
は
、
一
九
O
O
年
に
東
京
帝

国
大
学
法
科
大
学
政
治
学
科
を
出
て
農
政
官
僚
と
な
り
、
「
国
民
総
体
の
幸

福
」
こ
そ
自
ら
の
学
聞
が
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
自
己
規
定
し
た
。

「
国
が
生
産
の
増
殖
を
以
て
政
策
の
目
途
と
す
る
は
、
之
に
由
り
て
猶
一

層
大
な
る
目
的
即
ち
国
民
総
体
の
幸
福
を
進
む
る
の
用
に
供
す
る
が
為

に
し
て
、
生
産
其
物
は
個
人
に
と
り
て
も
国
に
と
り
て
も
決
し
て
其
終

局
の
目
的
に
非
ざ
る
」
(
「
定
本
二
八
』
二
八
四
1

二
八
五
、
傍
点
は
引
用
者

に
よ
る
)
。

「
国
民
総
体
の
幸
福
」
と
い
う
言
い
方
は
、J
-
S

・
ミ
ル
の
「
功
利
主

義
論
』
に
一
言
う
「
社
会
全
体
の
幸
福
」
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
言
い
方
で
あ
ろ
(
日

し
、
ま
た
、
そ
れ
は
東
京
帝
大
で
柳
田
が
講
義
を
受
け
た
和
田
垣
謙
三
、

金
井
延
た
ち
が
紹
介
・
導
入
し
た
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
経
済
学
の
影
響
の
下

に
生
ま
れ
た
言
い
方
|
|
そ
れ
も
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
強
い
影

響
の
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ー
ー
で
も
あ
る
。
柳
田
は
「
国
民
総
体
の

幸
福
」
の
ほ
か
、
「
農
業
政
策
学
の
こ
と
に
国
民
的
(
E
H
U
E
-
)
な
る
(
『
定

本
二
八
』
二
三
九
こ
な
ど
と
い
っ
た
形
で
、
随
所
で
「
国
民
」
と
い
う
概
念

を
使
い
、
「
国
民
経
済
」
の
確
立
を
説
い
た
。
こ
こ
か
ら
藤
井
隆
至
は
、
柳
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田
が
「
国
民
の
生
活
水
準
を
問
題
と
し
た
」
と
考
、
ぇ
、
柳
田
の
思
想
は
「
国

家
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
区
別
し
て
、
国
民
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
(
「
事
典
」
三
四
五
i

三
四
六
こ
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
柳
田
は
強
権

的
国
家
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
系
譜
に
は
属
き
ず
、
あ
く
ま
で
も
民

衆
本
位
・
国
民
本
位
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
宣
揚
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。し

か
し
、
藤
井
の
よ
う
に
柳
田
の
国
家
主
義
的
側
面
を
そ
ぎ
落
と
し
、

こ
と
さ
ら
国
民
主
義
を
強
調
し
た
の
で
は
、
結
局
、
「
挫
折
」
論
か
ら
生
ま

れ
た
「
農
民
の
側
に
立
つ
柳
田
」
像
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

官
僚
の
道
を
「
歴
史
も
浅
く
、
し
た
が
っ
て
勢
力
も
微
弱
な
農
商
務
省
に

選
ぶ
と
い
う
こ
と
自
体
、
当
時
の
官
界
志
望
の
青
年
と
し
て
は
、
い
わ
ば

変
わ
り
種
に
属
し
て
い
た
(
『
伝
』
三O
二
。
」
と
し
て
毒
抜
き
し
、
柳
田
の

国
家
主
義
的
な
意
図
を
見
逃
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
と
よ

り
、
柳
田
を
国
家
主
義
か
国
民
主
義
か
に
区
別
す
る
こ
と
自
体
、
検
討
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
柳
田
は
、
欧
米
列
強
と
の
資
本
主
義
的
角
逐
の
な
か

で
、
日
本
と
い
う
「
国
家
」
が
自
立
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
「
国
民

経
済
の
発
展
」
を
は
か
り
、
「
外
国
の
競
争
に
対
し
て
経
済
的
独
立
を
維
持
」

す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
国
民
経
済
に
お
け
る
農
業
と

商
工
業
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
発
達
|
|
リ
ス
ト
流
の
農
商
工
鼎
立
並
進

論
ー
ー
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
説
。
ま
さ
に
「
骨
骨

1骨
宋
」
の
確
立

を
柳
田
は
意
図
し
て
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
国
民
総
体
の
幸
福
」
を
唱
え
る
柳
田
は
、
国
民
の
聞
に

現
に
存
在
す
る
経
済
的
格
差
や
利
益
闘
争
か
ら
「
超
然
」
と
し
た
国
家
の

必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

「
要
す
る
に
一
国
の
経
済
政
策
は
此
等
階
級
の
利
益
争
闘
よ
り
は
常
に

超
然
独
立
し
て
、
別
に
自
ら
決
す
る
根
拠
を
有
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
何
と

な
ら
ば
国
民
の
過
半
数
若
く
は
国
民
中
の
有
力
な
る
階
級
の
希
望
の
集

合
は
決
し
て
国
家
夫
自
身
の
希
望
す
べ
き
も
の
な
り
と
い
ふ
能
は
ぎ
れ

ば
な
り
、
語
を
代
へ
て
一
言
は
ば
私
益
の
総
計
は
即
ち
公
益
に
非
ざ
れ
ば

な
り
、
極
端
な
る
場
合
を
想
像
せ
ば
、
仮
令
一
時
代
の
国
民
が
全
数
を

挙
り
て
希
望
す
る
事
柄
な
り
と
も
、
必
ず
し
も
之
を
以
て
直
に
国
の
政

策
と
は
為
す
べ
か
ら
ず
」
(
『
定
本
二
八
』
一
九
五
i

一
九
六
、
傍
点
は
引
用

者
に
よ
る
)
。

柳
田
は
、
こ
う
し
た
国
家
の
正
当
性
を
国
家
が
永
遠
の
生
命
を
持
っ
と
こ

ろ
に
求
め
る
。

「
国
ト
私
人
ト
ハ
第
一
生
命
ノ
長
短
ノ
差
ア
リ
、
人
間
ノ
生
命
ハ
限
ア
レ

ト
モ
、
国
家
ノ
生
命
ハ
理
想
ト
シ
テ
ハ
永
遠
ナ
リ
、
個
人
ハ
百
年
ノ
身

計
ヲ
為
ス
必
要
ナ
キ
モ
、
国
家
ハ
常
ニ
永
遠
ノ
幸
福
ノ
為
一
一
企
画
セ
サ

ル
ヘ
カ
ラ
ス
:
:
:
中
略
:
:
:
国
家
ハ
現
在
生
活
ス
ル
国
民
ノ
ミ
ヲ
以
テ

構
成
ス
ト
ハ
云
ヒ
難
シ
、
死
シ
去
リ
タ
ル
我
々
ノ
祖
先
モ
国
民
ナ
リ
、

其
希
望
モ
容
レ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
又
国
家
ハ
永
遠
ノ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
将

来
生
シ
出
ツ
ヘ
キ
我
々
ノ
子
孫
モ
国
民
ナ
リ
、
其
利
益
モ
保
護
セ
サ
ル

ヘ
カ
ラ
ス
」
(
「
定
本
二
八
』
二
九
二1
二
九
五
)
0

柳
田
に
と
っ
て
の
「
国
家
」
は
悠
久
、
永
遠
の
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

過
去
現
在
未
来
の
す
べ
て
の
「
国
民
」
が
包
摂
さ
れ
る
。
一
言
い
換
、
え
れ
ば
、

極
め
て
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
「
国
民
」
を
時
間
的
に
拡
大
解
釈

す
る
こ
と
に
よ
り
、
永
遠
な
る
「
国
家
」
の
政
策
が
、
今
日
の
国
民
に
左

右
さ
れ
ず
に
決
定
さ
れ
る
可
能
性
を
担
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し



公募論文

た
「
国
家
」
の
物
語
を
柳
田
は
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
。
藤
井
の
よ
う
に
「
国

家
」
と
「
国
民
」
を
裁
然
と
区
別
し
、
柳
田
が
「
国
家
」
と
は
切
れ
た
「
国

民
」
の
側
に
い
た
か
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
し
ま
う
と
、
柳
田
の
こ
う
し

た
物
語
が
不
聞
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。

と
も
あ
れ
、
柳
田
の
「
国
家
」
は
言
説
化
さ
れ
た
「
想
像
の
共
同
体
」

を
構
築
す
る
た
め
の
概
念
装
置
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

一
方
で
「
国
民
」
は
「
実
質
的
に
は
小
作
農
民
を
き
し
て
い
た
(
『
事
典
」

三
六
二
)
」
の
で
は
な
く
、
過
去
お
よ
び
未
来
の
人
々
と
の
つ
な
が
り
を
自

覚
さ
せ
、
「
国
家
」
に
回
収
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
。
本
稿
で
は

以
上
に
見
ら
れ
る
思
想
を
、
柳
田
の
「
国
民l国
家
」
構
想
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
柳
田
が
そ
の
「
国
民
l

国
家
」
構
想
を
展
開
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
農
民
の
側
に
立
つ
柳
田
」
像
が
根
強
い
の
は
、

理
由
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
柳
田
の
官
僚
時
代
に
お
け
る
農
政
局
農
政

課
課
長
酒
匂
常
明
と
の
対
立
そ
し
て
孤
立
が
大
き
な
原
因
と
考
え
ら
れ

ヲ
Q
。

酒
匂
は
「
サ
ー
ベ
ル
農
政
」
で
知
ら
れ
、
「
国
家
、
ヱ
犠
的
強
権
主
義
的
色

彩
の
濃
厚
な
農
業
政
策
」
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
酒
匂
の
長
一
喝
強

制
(
罰
金
、
拘
留
と
い
う
手
法
)
に
柳
田
は
た
し
か
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
彼
ら
は
国
家
官
僚
と
し
て
農
業
政
策
に
つ
い
て

対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
柳
田
、
酒
匂
と
も
に
「
国
家
」
、
「
国

策
」
と
い
う
枠
組
み
自
体
は
自
明
の
前
提
で
あ
っ
て
全
く
疑
っ
て
は
い
な

い
。
柳
田
と
酒
匂
の
対
立
は
ど
う
論
じ
ら
れ
よ
う
と
も
、
「
国
家
」
の
推
進

す
る
農
業
政
策
と
い
う
範
鳴
の
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
柳
田
は
強
権
的
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な
実
力
行
使
に
よ
る
方
法
を
是
と
し
な
か
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
こ
だ
け
を
強
調
し
て
柳
田
と
酒
匂
を
区
別
し
て
し
ま
う
と
、
こ
こ
で
も

ま
た
「
農
民
の
側
に
立
つ
柳
田
」
像
を
作
り
上
げ
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き

た
よ
う
な
柳
回
の
「
国
民
l

国
家
」
構
想
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

(
1
)た
と
、
え
ば
、
長
岡
新
吉
編
著
「
近
代
日
本
の
経
済
・
統
計
と
概
説
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ア

書
房
、
一
九
八
八
年
、
一
三
O
l

一
三
一
ペ
ー
ジ
な
ど
参
照
。

(
2
)藤
井
前
掲
書
、
八
O
、
一
三
九
ペ
ー
ジ
な
ど
参
照
。

(
3
)リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
「
国
民
Z
R
5

ロ
」
と
い
う
特
定
か
つ
明
確
な
概
念
が
、
「
社

会
の
命
的
巾
宏
与
え
と
と
い
う
一
般
的
か
つ
峻
味
な
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
て
き
た

た
め
に
「
国
民
経
済
Z
巳
芯
ロ
丘
o
r
D口
。
ヨ
ぽ
の
概
念
と
本
質
」
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
柳
田
は
こ
う
し
た
文
脈
を
取
り
入
れ
て
ミ
ル
の
言
葉
を
言
い
換

え
た
と
思
わ
れ
る
。
口
町
ピ
凹
戸
司
ニ
h
g

き
た
言
。
目
白
匂H
S
若
丸
内
、
』g
h
H
R
t
s

o
ぎ
お
2
s
m
p
-
5〉
え
可
担
問
己
負
ピ
日
件
。
虫
色
ω
円
E
F
Z
3
5

問
。
問
。σ
E
C
出
品

包
口
問
。
-
E
Z
H
〈
。
ロ
〉
3
E
Z司
ω
。
吉
田
内

w
p
回
担
問
。
「
同
内
〕
『

E
S
l
〈
R
E
間
w
g
g
-
m
E

H
U
C
H
S
.
(
小
林
昇
訳
『
経
済
学
の
国
民
的
体
系
」
岩
波
書
店
、
一
九
七
O
年
、
二

五
六
1

二
五
七
ペ
ー
ジ
)
。
こ
う
し
た
リ
ス
ト
の
受
容
は
、
柳
田
の
師
で
あ
る
松
崎

蔵
之
助
を
つ
う
じ
て
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
川
田
稔
『
柳
田
国
男
の
思
想
史
的
研

究
』
未
来
社
、
一
九
八
五
年
、
七
一t
-
P七
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
ま
た
、
リ
ス
ト
に
つ

い
て
は
と
り
あ
、
え
ず
小
林
昇
の
一
連
の
研
究
、
と
く
に
小
林
昇
「
フ
リ
ー
ド
リ
ッ

ヒ
・
リ
ス
ト
論
考
』
未
来
社
、
一
九
六
六
年
、
あ
る
い
は
住
谷
一
彦
『
リ
ス
ト
と
ヴ

ェ
l

パ
l

』
未
来
社
、
一
九
六
九
年
な
ど
を
、
松
崎
蔵
之
助
に
つ
い
て
は
吉
田
震
太

郎
「
松
崎
蔵
之
助
」
(
佐
藤
進
編
「
日
本
の
財
政
学
ー
ー
そ
の
先
駆
者
の
群
像
」
ぎ

ょ
う
せ
い
、
一
九
八
六
年
所
収
)
、
藤
井
前
掲
書
一
六
五
1

一
七
0
ペ
ー
ジ
ほ
か
関

連
部
分
、
「
事
典
』
三
四
七i
三
五
O
な
ど
を
参
照
。

(
4
)『
定
本
二
八
』
一
一
一
九
参
照
。

(
5
)酒
匂
常
明
お
よ
び
「
サ
ー
ベ
ル
農
政
」
に
つ
い
て
は
藤
井
前
掲
書
一
三
一
ペ
|

ジ
、
「
事
典
』
一
二
六
一
t
'
二
一
六
四
、
お
よ
ぴ
小
倉
倉
一
『
近
代
日
本
農
政
の
指
導
者
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た
ち
」
農
林
統
計
協
会
、
一
九
五
三
年
、
第
四
章
な
ど
を
参
照
。

(
6
)た
と
、
え
ば
、
『
定
本
二
八
』
二
四
一
1

二
四
二
参
照
。

「
中
農
」
養
成
策

以
上
の
よ
う
な
「
国
民
l

国
家
」
構
想
に
支
え
ら
れ
て
、
柳
田
は
そ
の
農

政
学
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
の
主
張
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
な
か
で
も

特
徴
的
な
も
の
に
「
中
農
養
成
策
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
と
い
う
国

家
が
「
外
国
の
競
争
に
対
し
て
経
済
的
独
立
を
維
持
」
す
る
た
め
に
「
国

民
経
済
の
発
展
」
を
必
須
の
も
の
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
農
業
を
ひ
と
つ

の
「
職
業
」
と
す
る
必
要
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
柳
田
の
い
う
「
中
農
」
と
は
、
在
村
手
作
農
民
で
あ
り
、
か
つ

「
少
く
も
二
町
歩
以
上
の
田
畑
を
持
(
『
定
本
三
一
』
四
二
一
)
」
つ
、
独
立
農

民
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
現
実
に
は
、
在
村
地
主
た
ち
を
寄
生
地
主
か
ら

在
村
手
作
地
主
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
を
中
心
と
し
た
「
中
農
」

を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
予
の
提
案
に
基
づ
き
て
養
成
せ
ら
れ
、
日
本
未
来
の
中
農
と
為
る
べ
き

も
の
は
、
現
在
の
国
民
中
果
し
て
何
れ
の
部
分
な
る
か
と
い
ふ
は
た
ぶ

ん
最
初
に
起
こ
る
べ
き
質
問
な
ら
ん
も
、
此
聞
に
対
し
て
予
は
極
め
て

早
速
に
答
を
為
す
こ
と
を
得
、
其
の
人
は
取
り
も
直
き
ず
数
百
年
来
田

舎
に
居
住
し
、
親
代
々
土
地
を
所
有
し
、
北
目
も
今
も
未
来
も
国
民
の
中

堅
を
構
成
す
る
地
主
諸
君
是
な
り
」
(
『
定
本
三
二
四
一
七
、
傍
点
は
引
用

者
に
よ
る
)
。

柳
田
が
「
在
村
地
主
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
与
す
る
者
か
ど
う
か
は
論
じ
な

い
で
お
こ
う
。
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
は
、
柳
田
の
い
う
と
お
り
、
「
二
町
歩

以
上
の
田
畑
を
持
」
つ
「
中
農
」
が
生
ま
れ
れ
ば
、
日
本
の
耕
地
面
積
に

対
す
る
農
戸
数
の
多
さ
か
ら
、
農
戸
数
全
体
の
減
少
は
避
け
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
う
し
た
予
想
さ
れ
る
農
戸
数
の
減
少
に
つ

い
て
、
柳
田
は
「
農
戸
の
減
少
は
必
し
も
悲
し
む
べ
き
こ
と
に
非
ず
、
耕

地
の
面
積
が
非
常
な
る
制
限
を
被
ぶ
れ
る
我
国
の
如
き
に
在
り
て
は
、
悲

し
む
べ
き
は
寧
ろ
其
増
加
な
り
(
「
定
本
三
一
』
四
一
三
)
」
と
い
い
切
る
。

つ
ま
り
、
柳
田
は
「
中
農
」
を
養
成
す
る
必
要
を
説
く
と
同
時
に
、
「
中
農
」

た
り
得
ず
離
農
す
る
者
が
出
る
こ
と
も
予
想
し
そ
し
て
肯
定
し
て
い
る
。

彼
ら
が
「
土
地
に
拘
縛
き
る
る
の
苦
痛
は
、
寧
ろ
忍
ぴ
難
き
」
も
の
で
あ

り
、
「
近
年
に
於
て
は
工
場
労
働
者
の
生
活
に
し
て
も
小
農
の
生
活
よ
り
は

遥
か
に
幸
福
な
り
(
『
定
本
三
一
」
四
一
六
)
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
農
民
層
の
両
極
分
解
に
よ
る
、
よ
り
確
固
と
し
た
自
立
農
の

形
成
と
、
商
工
業
労
働
力
の
創
出
を
い
っ
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
。

こ
こ
で
柳
田
が
農
商
工
鼎
立
並
進
論
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
思

い
出
そ
う
。
柳
田
は
独
立
経
営
可
能
な
「
中
農
」
が
あ
る
べ
き
農
民
の
姿

で
あ
り
、
「
中
農
」
た
り
得
ぬ
者
は
離
農
し
て
労
働
力
と
な
り
、
商
工
部
門

の
発
展
に
寄
与
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味

で
は
柳
田
の
農
政
学
は
農
民
淘
汰
に
よ
る
産
業
構
造
の
転
換
強
化
と
い

う
意
図
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
資
本
主
義
的
な
農
業
経

営
と
、
商
工
業
と
い
う
産
業
部
門
の
発
展
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
確
立
期

の
日
本
の
「
国
富
」
の
増
大
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
国
民
総
体
」
は
小
作
農
民
を
指
す
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
「
中
農
」
養
成
策
を
考



え
て
み
れ
ば
、
柳
田
の
い
う
「
国
民
総
体
の
幸
福
」
と
は
、
国
家
を
支
え

る
た
め
の
国
民
的
な
経
済
的
自
立
を
指
す
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え

れ
ば
、
柳
田
の
「
国
民
」
へ
の
眼
差
し
は
「
国
家
」
へ
と
回
収
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
「
国
家
」
的
政
策
は
「
国
民
」
個
々
の
利
益
を
超
越
し
て
行
わ

れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

(
1
)こ
の
「
職
業
」
と
い
う
考
、
ぇ
方
に
し
て
も
柳
田
の
国
家
的
経
済
的
自
立
と
い
う

意
識
が
は
っ
き
り
と
表
れ
る
。
柳
田
は
「
外
国
の
競
争
に
対
し
経
済
的
独
立
を
維
持

し
、
一
国
富
源
の
利
用
を
完
か
ら
し
む
る
為
に
は
、
農
業
を
以
て
牢
固
に
し
て
且
つ

快
活
な
る
一
職
業
た
ら
し
む
る
の
必
要
あ
り
(
『
定
本
二
八
』
二
三
三
)
0」
と
い
っ

て
い
る
。
ま
た
別
の
箇
所
で
も
「
自
給
を
以
て
生
産
の
標
準
と
す
る
旧
来
の
細
農
制

を
改
め
て
、
農
を
以
て
一
の
独
立
の
生
産
職
業
と
為
し
、
分
業
の
理
法
に
従
ひ
専
門

的
に
英
生
産
方
法
の
発
達
を
計
ら
し
む
る
(
『
定
本
二
八
」
一
主
二
)
。
」
と
い
う
。

(
2
)家
永
士
一
郎
「
柳
田
史
学
論
」
「
日
本
の
近
代
史
学
」
日
本
評
論
新
社
、
一
九
五
七

年
、
一
O
六
ペ
ー
ジ
。

四

国
家
を
支
え
る
「
家
」

公募論文

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
柳
田
農
政

学
は
横
井
時
敬
に
代
表
さ
れ
る
小
農
保
護
論
の
よ
う
に
既
存
の
経
済
構
造

の
温
存
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
非
常
に
大
き
く
日
本
の
経
済
|
産

業
構
造
を
転
換
す
る
必
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
リ
ア
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
経
済
構
造
転
換
の
主
張
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

柳
田
の
主
張
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
実
際
的
な
転
換
を
求
め
る
か
ら

こ
そ
、
永
遠
の
「
国
家
」
へ
と
「
国
民
」
を
強
力
に
回
収
す
る
装
置
を
柳

田
は
必
要
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
家
」
と
い
う
一
言
説
で
あ
る
。
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柳
田
は
「
時
代
ト
農
政
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
各
人
と
其
祖
先
と
の
連
絡
即
ち
家
の
存
在
の
自
覚
と
い
ふ
こ
と
は
、
日

本
の
如
き
国
柄
で
は
同
時
に
又
個
人
と
国
家
と
の
連
鎖
で
あ
り
ま
す
。

現
在
な
ら
ば
少
し
く
穿
饗
す
れ
ば
歴
史
上
の
忠
臣
義
士
は
我
々
の
祖
先

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
、
漠
然
た
る
感
じ
で
な
く
、
祖
先
の
意
思
が
わ

か
り
ま
す
。
祖
先
が
数
十
百
代
の
問
常
に
日
本
の
皇
室
を
載
い
て
泰
公

し
生
息
し
来
っ
た
と
い
ふ
自
覚
は
、
最
も
明
白
に
忠
君
愛
国
心
の
根
底

を
作
り
ま
す
。
家
が
無
く
な
る
と
、
甚
し
き
は
何
故
に
自
分
が
日
本
人

た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
を
自
分
に
説
明
す
る
こ
と
も
困
難
に
な
る

O

i
-
-
-

兎
に
角
固
か
ら
見
て
も
個
人
の
倫
理
の
側
か
ら
見
て
も
、
一
個
人

が
家
の
永
続
を
軽
ん
ず
る
と
い
ふ
こ
と
は
有
害
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確

か
で
あ
り
ま
す
」
(
「
定
本
一
六
」
三
八
i

三
九
、
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
)
。

こ
こ
に
は
、
過
去
か
ら
現
在
、
未
来
へ
と
つ
づ
く
「
国
家
」
と
「
国
民
」

と
の
つ
な
が
り
を
、
永
続
す
る
「
家
」
と
「
個
人
」
と
の
つ
な
が
り
に
よ

っ
て
よ
り
強
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
柳
田

が
講
義
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
穂
積
八
束
流
の
「
家
族
国
家
」
観
が
こ
こ
に

表
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
国
家
」
と
「
国
民
」
の
つ
な
が
り
を
「
家
」
を

媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
具
象
的
に
」
捉
え
き
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
家
」
に
回
収
き
れ
、
天
皇
へ
の
奉
仕
と
い
う
過
去
の
物
語
に

回
収
さ
れ
る
「
国
民
」
に
は
、
「
国
民
」
に
な
る
以
外
の
選
択
肢
は
な
い
。

自
分
が
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
を
当
然
な
も
の
と
思
わ
せ
る
「
国
民
共

通
の
記
憶
」
す
な
わ
ち
「
家
の
永
続
」
を
柳
田
は
「
自
覚
」
と
い
う
一
言
葉

を
何
度
も
使
い
な
が
ら
倫
理
的
に
要
請
し
て
い
る
。
つ
ま
り
永
遠
の
「
国

家
L
へ
の
帰
属
を
自
覚
し
た
倫
理
的
な
国
民
主
体
の
構
築
が
も
く
ろ
ま
れ
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て
い
る
の
で
あ
る
。
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
流
出
に
は
寛
容
で
あ
っ
た

ー
ー
経
済
構
造
の
転
換
に
は
積
極
的
で
あ
っ
た
|
|
柳
田
も
、
「
家
」
の
存

在
が
希
薄
に
な
る
都
市
生
活
に
は
批
判
的
で
、
ま
た
、
家
の
断
絶
は
大
罪

に
値
す
る
と
い
う
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

極
め
て
現
実
的
な
経
済
構
造
転
換
を
唱
え
て
い
た
柳
田
が
、
一
方
で
こ

う
し
た
「
家
」
の
観
念
を
持
ち
出
し
て
き
た
の
は
以
下
の
よ
う
な
時
代
判

断
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
ま
さ
に
日
清
・
日
露
戦
争
を
経
た
日

本
は
、
対
外
的
に
は
そ
の
「
国
力
」
を
一
応
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

し
、
戦
後
恐
慌
に
よ
る
経
済
的
停
滞
と
い
う
「
国
家
」
の
危
機
を
迎
え
、

農
村
に
は
寄
生
地
主
制
が
確
立
す
る
と
と
も
に
貨
幣
経
済
が
浸
透
す
る
と

い
う
「
農
」
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
「
日
比
谷
焼
き
討
ち
事
件
」

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
国
民
」
の
聞
に
も
「
『
御
国
の
為
』
意
識
を
も
ち

え
な
く
な
(
『
伝
』
三
一
二
三
)
」
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
危
機
的
状
況
が
広
が

っ
て
い
た
。
柳
田
の
「
家
」
観
念
は
こ
う
し
た
問
題
を
は
ら
ん
だ
時
代
ー
ー

「
国
家
」
存
立
の
危
機
と
「
国
民
」
意
識
の
崩
壊
の
危
機
の
時
代
ー
ー
へ
の

対
応
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
国
定
修
身
教
科
書
が
「
家
族
国

家
」
観
を
中
核
的
な
観
念
と
し
、
国
民
の
自
発
性
を
強
調
す
る
よ
う
に
な

る
の
が
一
九
一
一
年
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
、

柳
田
の
思
考
は
「
国
家
」
「
国
策
」
と
同
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
1
)横
井
時
敬
に
つ
い
て
は
綱
津
満
昭
『
日
本
の
農
本
主
義
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九

七
一
年
、
第
W
章
、
『
伝
』
コ
一
三
三
な
ど
を
、
当
時
の
農
政
思
想
に
つ
い
て
は
た
と

え
ば
伝
田
功
『
近
代
日
本
農
政
思
想
の
研
究
』
未
来
社
、
一
九
六
九
年
な
ど
を
参
照
。

(
2
)詳
し
く
は
石
田
雄
『
明
治
政
治
思
想
史
研
究
」
未
来
社
、
一
九
五
四
年
、
前
篇
参

照
。

五

血
属
政
学
と
民
俗
学
と
の
結
節
点

以
上
を
総
括
す
れ
ば
‘
柳
田
の
「
国
民l
国
家
」
構
想
に
は
経
済
構
造
の

転
換
を
志
向
し
た
現
実
的
な
側
面
と
、
「
国
民
」
と
「
家
」
を
守
り
「
国
家L

を
守
る
主
体
に
仕
立
て
て
い
く
倫
理
的
な
側
面
と
が
共
存
し
て
い
る
と
い

え
る
。
た
だ
し
、
柳
田
は
前
者
に
つ
い
て
は
強
力
に
そ
の
論
陣
を
張
っ
た

が
、
後
者
に
つ
い
て
は
指
摘
は
す
る
も
の
の
、
中
心
的
に
論
じ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
い
な
む
し
ろ
後
者
は
実
証
性
に
乏
し
く
、
そ
の
意
味
で
は
説

得
力
を
欠
い
て
い
る
。

柳
田
は
こ
の
こ
と
に
自
分
自
身
で
気
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
柳
田
が
農
政
学
に
重
な
る
よ
う
に
民
俗
学
的
な
研
究
を
開
始
す
る
の

は
こ
こ
に
鍵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
柳
田
の
農
政
学
と
民
俗
学
は
断
絶
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
相
五
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
農
政
学
で
は
実
証
的
に
示
せ
な
か
っ
た
「
国
民
」
と
い
う

倫
理
的
主
体
の
確
立
と
い
う
提
言
を
柳
田
は
民
俗
学
に
託
し
た
。
「
国
家
」

へ
と
「
国
民
」
を
回
収
す
る
と
い
う
農
業
政
策
的
、
国
策
的
な
提
言
(
農
政

学
)
だ
け
で
な
く
、
自
発
的
に
「
国
家L
へ
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
「
国

民
」
の
創
造
(
民
俗
学
)
に
よ
っ
て
、
柳
田
は
そ
の
「
国
民
l

国
家
」
構
想

の
強
化
l

完
成
を
は
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
挫
折
」
や
「
失

敗
」
な
ど
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
国
民1
国
家
L
構
想
の
強
化
完
成
の
た

め
に
柳
田
は
民
俗
学
を
必
要
と
し
た
の
だ
。
そ
れ
も
、
単
な
る
観
念
で
は

な
く
、
実
証
性
と
い
う
武
器
を
携
え
て
で
あ
る
。
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「
実
証
的
」
民
俗
学
へ

公募論文

柳
田
は
『
時
代
ト
農
政
』
を
公
刊
し
た
の
と
同
じ
一
九
一O
年
、
新
渡

戸
稲
造
の
帰
国
と
と
も
に
「
郷
土
会
」
を
発
足
さ
せ
、
ま
た
、
一
九
二
二

年
に
は
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
を
発
刊
し
て
い
る
。
一
九
一
四
年
に
は
『
郷

土
研
究
』
二
巻
七
号
に
「
郷
土
誌
編
纂
者
の
用
意
」
を
寄
稿
し
て
い
る
が
、

そ
こ
で
柳
田
は
、
歴
史
学
に
は
「
平
民
の
歴
史
は
な
い
(
「
定
本
二
五
」
九
)
」

と
痛
烈
な
批
判
を
行
う
。
「
平
民
」
で
は
な
く
「
貴
人
と
英
傑
の
列
伝
を
組

み
合
わ
せ
た
よ
う
な
も
の
」
が
歴
史
と
し
て
描
か
沖
合
だ
け
で
、
そ
こ
か

ら
「
国
民
の
過
去
」
を
知
る
こ
と
は
「
奇
跡
」
で
あ
汁
一
「
平
民
」
の
歴
史

が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
平
民
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
深
く
追
求
し
な
い
と
し
て
、

と
に
か
く
、
柳
田
は
「
国
民
の
過
去
」
を
「
貴
人
と
英
傑
の
列
伝
」
で
知

る
こ
と
は
「
奇
跡
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
平
氏
」
自
身
の
過
去
を
直
接
知

る
必
要
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
柳
田
は
、
英
傑
た
ち
の
歴
史
を
想
起
さ

せ
る
の
で
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
数
十
百
代
に
わ
た
っ
て
皇
室
に
奉
公
し

て
き
た
「
国
民
」
の
「
歴
史
」
を
も
包
含
す
る
た
め
、
「
民
俗
資
料
」
の
収

集
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
柳
田
の
民
俗
学
が
「
常
民
の
学
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
が
あ
る
の

だ
が
、
し
か
し
、
人
々
の
生
活
を
微
に
入
り
細
に
入
り
収
集
・
記
述
し
て

い
く
と
い
う
作
業
は
、
実
は
そ
れ
ら
を
「
国
民
の
過
去
」
へ
と
文
書
化
・
固

定
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
常
民
」
や
「
平
民
」
と
い
っ
た
言
葉

で
解
毒
さ
れ
て
い
る
が
、
柳
田
の
民
俗
学
的
営
為
を
支
え
る
意
図
は
「
貴
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人
と
英
傑
」
の
補
集
合
で
あ
る
「
平
民
」
ま
で
を
も
包
摂
し
た
「
国
民
総

体
」
の
主
体
化
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
図
は
、
た
と
え
ば
方
言
周
圏

論
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

『
蛸
牛
考
』
で
展
開
さ
れ
た
方
言
周
圏
論
で
は
、
綿
密
な
調
査
に
基
づ
き

「
嫡
牛
」
の
「
方
言
」
を
実
証
的
・
徹
底
的
に
集
め
て
い
く
実
証
性
と
は
裏

腹
に
、
結
局
言
葉
は
文
化
の
中
心
地
で
あ
る
「
中
央
」
か
ら
伝
播
し
て
い

っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
中
央
集
権
的
な
結
論
に
い
た
る
。
こ
こ

に
は
、
「
国
民
」
の
範
囲
は
中
央
の
文
化
の
及
び
得
た
と
す
る
範
囲
の
人
々

す
べ
て
|
l
l
い
わ
ゆ
る
「
日
本
列
島L
に
住
む
人
々
す
べ
て
ー
ー
で
あ
り
、

彼
ら
は
中
央
の
影
響
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
現
在
見
ら
れ

る
差
異
|
|
「
方
言
」
l
l
は
差
異
で
は
な
く
、
過
去
に
起
こ
っ
た
「
国
民
」

の
歴
史
で
あ
る
と
す
る
、
幾
重
に
も
重
な
っ
た
「
国
民
の
過
去
」
に
つ
い

て
の
前
提
が
す
べ
り
込
ん
で
い
る
。
ど
れ
ほ
ど
柳
田
が
細
か
な
民
俗
資
料

に
あ
た
っ
て
も
そ
れ
は
す
べ
て
「
国
民
」
の
歴
史
へ
と
回
収
き
れ
、
実
証

的
な
差
異
は
差
異
と
認
め
ら
れ
ず
、
逆
に
日
々
「
国
民
」
を
結
び
つ
け
る

も
の
と
し
て
表
象
き
れ
る
の
で
あ
る
。

柳
田
の
民
俗
学
は
決
し
て
以
上
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
収
ま
る
も
の
で

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
膨
大
な
民
俗
資
料
の
収
集
や
現
在
の
民
俗
学
へ
の

寄
与
は
決
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
柳
田
の

思
想
を
考
え
る
場
合
、
や
は
り
次
の
よ
う
な
意
図
は
看
過
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

「
我
々
は
郷
土
を
研
究
の
対
象
と
し
て
居
た
の
で
は
無
か
っ
た
。
是
に
反

し
て
多
く
の
諸
君
は
郷
土
を
研
究
す
る
と
言
っ
て
居
ら
れ
る
。
こ
れ
は

漢
語
と
い
ふ
も
の
、
や
冶
不
備
な
点
で
あ
る
が
、
A
7と
な
っ
て
は
私
た
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ち
の
用
語
法
の
、
或
は
あ
ま
り
我
侭
で
あ
っ
た
こ
と
を
責
め
る
人
も
あ

る
だ
ら
う
。
此
頃
普
通
の
用
法
で
は
、
米
価
研
究
は
米
の
価
の
昂
下
を

研
究
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
自
治
研
究
」
と
い
ふ
雑
誌
は
、
自
治
制
度
を

論
議
の
主
題
と
し
て
居
る
。
だ
か
ら
亦
「
郷
土
研
究
」
も
、
郷
土
を
研

究
し
て
居
た
の
だ
ら
う
と
言
は
れ
る
か
は
知
ら
ぬ
が
、
事
賓
さ
う
で
無

か
っ
た
の
だ
か
ら
致
し
方
が
無
い
。
私
た
ち
は
さ
う
い
ふ
意
味
で
郷
土

研
究
と
い
ふ
語
を
使
用
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
郷
土
を
研
究
し
よ
う

と
し
た
の
で
無
く
、
郷
土
で
或
も
の
を
研
究
し
よ
う
と
し
て
居
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
「
或
も
の
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
言
へ
ば
、
日
本
人
の

生
活
、
殊
に
こ
の
民
族
の
一
団
と
し
て
の
過
去
の
経
歴
で
あ
っ
た
。
そ

れ
を
各
自
の
郷
土
に
於
て
、
も
し
く
は
郷
土
人
の
意
識
感
覚
を
透
し
て
、

新
た
に
撃
ぴ
識
ら
う
と
す
る
の
が
我
々
ど
も
の
計
画
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
か
ら
も
う
一
度
、
日
本
人
が
世
界
の
日
本
史
を
書
く
の
と
同

じ
気
持
を
以
て
、
郷
土
人
を
し
て
自
ら
そ
の
隅
々
に
於
け
る
国
の
過
去

を
、
心
づ
か
せ
た
い
と
私
た
ち
は
企
て
た
の
で
あ
る
」
(
『
定
本
二
四
』
六

七
1

六
八
三

こ
こ
に
柳
田
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
柳
田
の
い
う
民
俗
学
の
目
的

は
「
日
本
人
」
と
い
う
「
民
族
の
一
団
と
し
て
の
過
去
の
経
歴L
を
明
ら

か
に
し
、
「
日
本
民
族
」
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
個
々
の
郷
土
の
生
活
を
知
る
こ
と
は
手
段
で
あ
」
り
、
「
日
本

国
民
の
生
き
方
働
き
方
」
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
郷
土
人
を
し
て
自
ら

そ
の
隅
々
に
於
け
る
国
の
過
去
を
、
心
づ
か
せ
た
い
」
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
、
え
ば
、
柳
田
に
と
っ
て
民
俗
学
は
道
具
に
過
ぎ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

民
俗
学
が
さ
ま
ぎ
ま
な
可
能
性
を
持
つ
学
問
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
、
柳
田
に
と
っ
て
の
民
俗
学
は
、
農
政
学
と
と
も
に
「
国

民
1

国
家
」
構
想
の
強
化l
完
成
の
た
め
に
展
開
き
れ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
戦
時
期
に
あ
り
な
が
ら
柳
田
が
そ
の
民
俗
学

を
展
開
で
き
た
の
も
、
そ
れ
が
農
民
(
民
衆
)
の
側
に
立
つ
体
制
批
判
的
な

抵
抗
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
時
局
に
適
合
的
な
「
国
民
{
国
家
」
構
想

を
強
力
に
展
開
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)「
定
本
二
五
』
九
参
照
。

(
2
)
後
に
柳
田
は
さ
ら
に
「
在
来
の
史
学
の
方
針
に
則
り
、
今
あ
る
文
書
の
限
り
に
よ

っ
て
郷
土
の
歴
史
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
最
も
平
和
幸
福
の
保
持
の
た
め
に
努
力

し
た
町
村
の
み
は
無
歴
史
と
な
り
、
わ
が
邦
の
農
民
史
は
一
撲
と
災
害
と
の
連
鎖

で
あ
っ
た
ご
と
き
、
印
象
を
与
、
え
ず
ん
ば
止
ま
ぬ
(
「
定
本
二
五
」
二
七
三
)
」
と
い

っ
て
い
る
。

(
3
)以
上
の
方
言
厨
圏
論
に
つ
い
て
は
別
に
論
ず
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と

り
あ
え
ず
福
田
前
掲
書
七
六
i

八
一
ペ
ー
ジ
に
一
不
き
れ
る
整
理
と
批
判
を
参
照
。

お
わ
り
に
|
|
柳
田
の
思
想
的
研
究
に
向
け
て

柳
田
の
「
国
民
t

国
家
」
構
想
と
い
う
思
想
は
、
さ
ら
に
柳
田
の
民
俗
学

的
営
為
に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
証
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
柳
田
国
男
の
農
政
学
を
「
挫
折
」
と
考
え
て
民
俗
学
と
切
り

離
す
の
で
は
な
く
、
農
政
学
と
民
俗
学
の
双
方
を
柳
田
の
「
国
民
国
家
」

構
想
の
強
化
|
完
成
と
い
う
視
角
か
ら
ト
ー
タ
ル
に
問
題
化
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
柳
田



国
男
は
体
系
的
学
問
を
構
築
し
た
出
色
の
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時

の
思
想
の
た
だ
な
か
で
そ
の
学
問
を
形
成
し
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
る
ま
い
。
ま
た
、
柳
田
研
究
も
時
代
状
況
に
大
き
く
規
定
き
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
側
面
か
ら
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
柳
田
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
新
た
に
編
集
さ
れ
た
『
柳
田

国
男
全
集
』
が
刊
行
中
の
今
、
再
ぴ
柳
田
に
関
す
る
議
論
が
盛
り
上
が
り

を
見
せ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
う
し
た
柳
田
の
思
想
を
ト
ー
タ
ル

に
問
題
化
す
る
視
角
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

凡
例

柳
田
国
男
の
著
作
は
『
定
本
柳
田
国
男
集
」
を
底
本
と
し
、
そ
の
引
用
お
よ
び
参
照

に
つ
い
て
は
、
『
定
本
(
巻
数
)
』
ペ
ー
ジ
数
の
順
に
略
記
し
た
。
野
村
純
一
他
編
「
柳

田
国
男
事
典
」
勉
誠
出
版
、
一
九
九
八
年
、
お
よ
び
柳
田
国
男
研
究
会
編
著
「
柳
田

国
男
伝
』
三
一
書
房
、
一
九
八
八
年
の
二
書
は
、
前
者
を
『
事
典
』
、
後
者
を
『
伝
』

と
し
、
つ
づ
け
て
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
た
。

公募論文117 
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英文抄録

Yanagita Kunio's Thinking on the “N ation-State" : 

Agricultural Politics and Folklore 

Toshiyuki MITOMA 

Yanagita Kunio was a governmental official in agricultural politics. Howｭ

ever, today he is famous for his achievements in folklore: Yanagita-minzokugaｭ

ku. His results in agricultural politics are usually neglected or he is even thought 

to have fai!ed in the political field. This notwithstanding, however, Yanagita 

minzokugaku is often thought as a resistance to national politics. 

1 see Yanagita's agricultural politics to be quite important, especially when 

viewed together with all his work. Indeed, his folklore and agricultural politics 

should be examined together 

When Yanagita was an official he insisted that J apan, the ‘eternal' nation 

state, included all the people eternally and that the ie, the eternal family , should 

support the Emperor's nation-state. He also planned that the number of indepenｭ

dent farmers should be increased for the sake of the nation's wealth. But he didn't 

carry out his plan, for he resigned as an official and devoted himself to folklore. 

It s巴emsthat he gave up agricultural politics but this was not 50. He transformed 

his plan and carried it over into the field of folklore where he investigated many 

customs and dialects all over J apan, cer此凶tif白ing t血ha抗t the life 0ぱf heimi1弘2

who live in Japan, reveals the nation's history. He also tried to prove that the 

heimin had supported in the past, supported then, and would support in the future, 

the nation-state of Japan. 

Thus, we can see the same nationalistic orientation in both Yanagita's 

agricultural politics and his folklore. 
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コ
、
ミ
ユ
ニ
ケ
l

シ
ョ
ン
過
程
と
身
体
の
あ
り
か
1
1

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
「
断
食
芸
人
」
を
読
む
|
|

カ
フ
カ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
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ヴ
ア
ル
タ
l

・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
の
カ
フ
カ
論
「
一
枚
の
子
供
の
写
真
」

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
フ
カ
の
比
喰
に

付
き
添
わ
れ
、
K

の
身
振
り
や
動
物
た
ち
の
し
ぐ
さ
に
お
い
て
注
釈
さ
れ

る
、
そ
の
教
義
を
所
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
こ
に
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
せ
い
ぜ
い
、
あ
れ
や
こ
れ
や
が
こ
の
教
義
を
暗
示
し
て
い
る

と
言
え
る
だ
け
で
あ
る
。
自
分
は
そ
れ
を
遺
物
と
し
て
伝
え
た
の
だ
、
そ

う
カ
フ
カ
な
ら
言
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
よ
う
に
、

先
駆
け
と
し
て
彼
は
そ
れ
を
準
備
し
た
の
だ
、
と
一
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
そ
こ
で
間
わ
れ
て
い
る
の
は
、
人
聞
の
共
同
体
に
お
け
る

生
活
と
労
働
と
の
組
織
化
の
問
題
で
あ
る
」
。

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
(
一
八
八
三

1

一
九
二
四
年
)
は
、
前
世
紀
末
か
ら

清

久

水

王嵩

今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
「
東
欧
の
パ
リ
」
と
称
さ
れ
た
プ
ラ
ハ
に
生
き
た

が
、
そ
の
時
空
は
、
交
通
・
通
信
・
複
製
芸
術
・
カ
フ
ェ
文
化
な
ど
が
誕

生
し
て
発
達
し
、
都
市
が
近
代
的
な
計
画
に
基
づ
い
て
古
い
構
造
を
破
壊

し
て
大
き
く
変
容
を
遂
げ
る
季
節
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
空
間

の
変
転
は
、
当
然
な
が
ら
個
々
人
の
身
体
に
即
し
た
「
知
覚
の
変
容
」
を

も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
ず
、
ま
た
、
そ
の
「
知
覚
の
変
容
」
は
人
間
と
人

間
と
の
関
係
、
つ
ま
り
は
「
人
間
の
共
同
体
に
お
け
る
生
活
と
労
働
と
の

組
織
化
」
を
変
節
き
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時

空
に
身
を
初
復
わ
せ
な
が
ら
書
か
れ
発
信
さ
れ
た
カ
フ
カ
の
小
説
、
日
記
、

手
紙
の
(
生
成
途
上
に
あ
り
、
ま
た
未
完
成
の
ま
ま
に
残
さ
れ
た
)
集
積
は
、

カ
フ
カ
の
ま
な
ざ
し
か
ら
す
る
「
人
間
の
共
同
体
に
お
け
る
生
活
と
労
働

と
の
組
織
化
」
に
つ
い
て
の
「
土
地
測
量
」
S
S
E
E

〈
2
5
g

将
司
)
の

結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
カ
フ
カ
は
一
人
の
測
量
技
師
と
し
て
、
そ
の

季
節
の
変
転
期
に
お
け
る
身
体
の
「
身
振
り
」
(
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
カ
フ
カ
の
全
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作
品
を
「
身
振
り
の
法
典
」
と
呼
ぶ
)
を
切
り
分
け
て
そ
の
可
能
性
を
実
験
的

に
展
開
さ
せ
て
計
測
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
と
他
者
と
の
関
係
性
の
揺
ら
ぎ
、

人
聞
の
生
と
死
の
果
て
、
そ
し
て
個
々
の
人
間
を
突
き
動
か
す
権
力
H

欲

望
の
あ
り
方
に
い
た
る
ま
で
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
カ
フ
カ
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
う
し
た
重
畳
的
な
レ
ベ
ル
の
複
合
体
と

し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
べ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
教
義
の
遺
物
」
と
い

う
こ
と
で
、
こ
の
複
合
体
の
向
こ
う
に
、
未
だ
見
ぬ
歴
史
の
根
源
を
指
し

示
す
力
が
、
カ
フ
カ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
認
め
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
カ
フ
カ
論
に
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
神
学
の
色
彩
が
色
濃

く
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
し
か
し
ま
ず
間
わ
れ
る
べ

き
な
の
は
、
人
間
の
共
同
体
そ
の
も
の
な
の
だ
。

そ
れ
は
、
つ
ま
り
は
、
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
H

欲
望
の
な
か
に
お

か
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

P
・0
自
民
(
過
程
H

訴
訟
)
の
問
題
で
あ

り
、
そ
の
な
か
で
生
き
る
個
人
の
あ
り
方
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
作
品
の
な

か
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
は
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
、
人
間
と
動
物

(
「
変
身
」
に
お
け
る
グ
レ
ゴ
l

ル
・
ザ
ム
ザ
な
ど
て
生
物
と
非
生
物
(
「
家
父

の
心
配
」
に
お
け
る
オ
ド
ラ
デ
ク
な
ど
)
と
の
境
界
を
越
え
て
い
く
こ
と
が
あ

る
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
で
も
や
は
り
問
題
と
な
る
の
は
、
身
体
と
身

体
が
生
き
る
生
活
環
境
と
を
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
せ
て
ゆ
く
人
聞
の
共
同
体
の

あ
り
方
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
未
だ
見
ぬ
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
歴
史

の
根
源
か
ら
す
れ
ば
、
す
べ
て
「
挫
折
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
者

た
ち
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
挫
折
」
の

な
か
に
、
「
教
義
の
遺
物
」
の
な
か
に
、
生
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
過
程
H

訴
訟
を
鮮
烈
な
か
た
ち
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。以

下
の
論
考
に
お
い
て
、
カ
フ
カ
の
「
断
食
芸
人
」
と
い
う
小
作
品
を

主
に
取
り
上
げ
る
。
最
晩
年
に
執
筆
き
れ
死
後
に
発
表
き
れ
た
こ
の
小
説

は
、
世
に
見
放
さ
れ
捨
て
ら
れ
た
芸
術
家
と
し
て
の
カ
フ
カ
本
人
の
「
絶

望
」
扮
直
接
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
す
る
解
釈
が
こ
れ
ま
で
多
く
な
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
テ
キ
ス
ト
を
書
き
手
の
実
生
活
の
内
へ
と
囲
い
込
む
こ

と
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
可
能
性
を
ひ
ど
く
損
ね
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な

い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
越
え
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不

可
避
性
と
不
可
能
性
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
さ
に

こ
の
「
断
食
芸
人
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
、
「
失
除
者
(
ア
メ
リ
カ
)
』
「
審

判
」
「
城
』
な
ど
の
カ
フ
カ
の
他
の
ど
ん
な
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
、
も
っ
と
も

級
密
に
凝
縮
さ
れ
た
か
た
ち
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
あ
ぶ

り
出
し
て
い
る
。

「
断
食
芸
人
」
と
は
、
「
断
食
」
つ
ま
り
は
「
飢
え
」
と
い
う
直
接
的
に

身
体
を
賭
し
た
芸
術
行
為
を
遂
行
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

行
為
が
宗
教
的
な
道
理
と
は
無
縁
な
と
こ
ろ
で
、
「
芸
」
と
し
て
成
立
し
て

観
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
の
謎
は
(
テ
キ
ス
ト
で
は
そ
の
流
行
が

衰
退
し
た
時
点
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
が
て
た
と
え
行
為
主
体
が
そ
の

内
面
で
宗
教
的
な
理
念
を
抱
え
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
主
体
性
の

如
何
に
よ
っ
て
は
、
あ
る
い
は
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
特
異
性
に
よ
っ

て
は
、
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
芸
人
」
を
越
え
た

観
衆
の
欲
望
と
の
関
係
に
お
い
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
謎

は
、
「
芸
人L
に
対
す
る
観
衆
の
興
味
と
嫌
疑
、
商
品
価
値
の
あ
る
/
な
し
、

興
行
主
に
よ
る
管
理
・
囲
い
込
み
な
ど
と
い
っ
た
絶
え
ぎ
る
揺
ら
ぎ
を
含



み
込
ん
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
H

訴
訟
に
即
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ

ス
領
域
の
内
側
に
お
い
て
し
か
、
解
明
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
「
芸
」
が

観
衆
と
の
関
係
性
の
な
か
に
成
立
す
る
と
い
え
ど
も
、
一
方
的
に
観
衆
が

「
芸
」
を
規
定
し
「
芸
人
」
が
そ
れ
に
従
属
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

少
な
く
と
も
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
カ
フ
カ
は
「
あ
る
戦

い
の
記
録
」
と
い
う
小
作
品
で
そ
の
初
期
の
創
作
を
し
る
し
た
が
、
そ
の

始
ま
り
か
ら
一
貫
し
て
社
会
と
い
う
世
界
劇
場
の
観
衆
(
「
カ
フ
カ
の
世
界

は
ひ
と
つ
の
世
界
劇
場
で
あ
る
。
世
界
劇
場
に
と
っ
て
人
聞
は
最
初
か
ら
舞
台
の

上
に
立
っ
て
い(
μ」
)
と
の
「
あ
る
戦
い
」
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
過
程
H

訴
訟
を
作
り
出
し
て
い
く
。
そ
の
「
戦
い
」
が
、
過
程
H

訴
訟
を
ま
き
お

こ
し
、
ま
た
そ
れ
に
ま
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
と
き
に
「
芸
」
と
し
て
事
後

的
に
名
指
き
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
起
点
と
し
な
が
ら
、

カ
フ
カ
が
指
し
示
そ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
「
教
義
」
の
根
源
に
向
け
て
さ

ら
に
論
を
す
す
め
て
い
く
。
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(
1
)者
・
回
。
三
曲
目
吉
司
開Z
E
E
2
z
-
P
E
C
E
G

遺
書
ミ
R
M

町F
3
v、窓
口
・

N
W

ω
ロ
宵
r
国
百
一
司
〈
R
E
開
・
5
g
b

品
N
0・
(
浅
井
健
二
郎
編
訳
「
一
枚
の
子
供
の
写
真
」

「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン2
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
三
0

1

一
ペ
ー
ジ
)
。

(
2
)プ
ラ
ハ
の
メ
デ
ィ
ア
と
カ
フ
カ
の
交
差
に
つ
い
て
は
、
粉
川
哲
夫
『
カ
フ
カ
と
情

報
化
」
未
来
社
、
一
九
八
九
年
、
そ
し
て
ハ
ン
ス
・
ツ
ィ
シ
ュ
ラ
l

「
カ
フ
ヵ
、
映

画
に
行
く
」
瀬
川
祐
司
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
を
参
照
。

(
3
)巧
-
∞
ω
三
曲B
E
-
-
)
g
z
n
E
W
Z宮
古
昆

o
s
-
-
E
P
H
y
b
吋
・
(
「
せ
む
し
の
小

人
」
前
掲
書
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
)
。

(
4
)た
と
、
え
ば
坂
内
正
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
い
わ
れ
て
き
た
よ
、
7

に
芸
術
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と
芸
術
家
の
問
題
が
主
題
だ
と
し
て
も
、
な
に
よ
り
そ
れ
は
カ
フ
カ
自
身
に
お
け

る
そ
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
断
食
に
は
、

肉
食
の
拒
否
や
、
「
書
く
」
こ
と
へ
の
集
中
の
あ
ま
り
の
生
の
拒
否
、
そ
し
て
は
性

の
拒
否
の
影
さ
え
重
ね
ら
れ
て
い
る
」
(
『
カ
フ
カ
解
読
」
新
潮
選
書
、
一
九
九
五
年
、

二
四
五
ペ
ー
ジ
)
。
こ
う
し
た
「
断
食
芸
人
」
解
釈
は
坂
内
の
み
な
ら
ず
、
池
内
紀

な
ど
多
く
の
解
釈
者
に
と
っ
て
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
る

Q

(
5
)巧∞

a
ι回
B
5

・
何
一
口
問
{
ロ
《
凶
作
吋
『
ロ

P
F
E
w
-
v
b
N
(「
一
枚
の
子
供
の
写
真
」

前
掲
書
、
一
三
四
ペ
ー
ジ
)
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
貫
し
て
「
身
振
り
」
|
「
舞
台
」

と
い
う
軸
で
、
カ
フ
カ
を
捉
え
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
「
身
振
り
」
は
ど
こ
か

ち
ぐ
は
ぐ
で
ぎ
こ
ち
な
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
H

訴
訟
と
し
て
の
朗
読

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
日
訴
訟
の
あ
り
方
は
、
き
わ
め
て
原
型
的

な
も
の
と
し
て
「
朗
読
」
と
い
う
芸
を
愛
好
す
る
カ
フ
カ
像
に
見
出
き
れ

る
。
よ
っ
て
、
ま
ず
は
そ
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
世
紀
初
頭
、
映
画
や
蓄
音
機
と
い
っ
た
複
製
技
術
が
社
会
へ
と
浸
透

す
る
な
か
に
あ
っ
て
、
「
朗
読
」
は
す
で
に
古
び
た
メ
デ
ィ
ア
に
な
り
つ
つ

あ
っ
た
(
か
つ
て
「
朗
読
」
は
そ
の
専
門
家
が
い
る
ほ
ど
の
芸
術
で
あ
っ
た
こ
と

を
付
言
し
て
お
き
た
い
っ
そ
れ
で
も
カ
フ
カ
は
「
声
」
の
芸
術
と
し
て
の
「
朗

読
」
を
愛
好
し
、
頻
繁
に
朗
読
会
に
足
を
向
け
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
「
日

記
」
や
「
手
紙
」
と
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
カ
フ
カ
自
ら
が
妹
や
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー

ト
を
は
じ
め
と
す
る
友
人
た
ち
を
前
に
し
て
朗
読
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ

と
は
、
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
カ
フ
カ
は
「
朗
読
」
の
な
か
に

何
を
見
て
い
た
の
か
。
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カ
フ
カ
の
一
九
一
二
年
一
月
四
日
の
「
日
記
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
き

れ
て
い
る
。

「
ぼ
く
が
妹
た
ち
に
朗
読
し
て
や
る
の
が
こ
う
も
好
き
な
の
は
、
た
だ

ひ
と
え
に
虚
栄
心
の
せ
い
な
の
だ
。
:
:
:
ぽ
く
は
朗
読
で
何
か
意
義
あ

る
こ
と
を
達
成
す
る
だ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ぽ
く

を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
一
つ
の
欲
望
だ
。
つ
ま
り
、
自
分
が

朗
読
し
て
い
る
す
ぐ
れ
た
作
品
に
大
い
に
迫
っ
て
、
そ
の
結
果
、
自
分

の
功
績
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
た
だ
聴
き
耳
を
立
て
て
い
る
妹
た
ち
の

注
意
1
1

読
ま
れ
て
い
る
も
の
に
刺
激
さ
れ
て
い
る
が
、
重
要
で
な
い

も
の
に
対
し
て
は
鈍
く
な
っ
て
い
る
注
意
ー
ー
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
作

品
と
融
け
あ
っ
て
一
つ
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
お
か
げ
で
|
|
虚
栄
心

に
ひ
た
隠
し
に
し
て
も
ら
い
な
が
ら
だ
が
|
|
|
ぼ
く
自
身
が
作
品
と
化

し
て
、
作
品
だ
け
が
及
ぼ
し
て
き
た
感
化
の
す
べ
て
に
与
り
た
い
と
い

う
、
ほ
と
ん
ど
病
的
な
欲
望
で
あ
る
。
ま
た
ぽ
く
が
妹
た
ち
の
前
で
実

際
に
み
ご
と
に
読
み
、
多
く
の
力
説
点
を
自
分
が
感
じ
た
ま
ま
に
き
わ

め
て
精
確
に
強
調
す
る
の
は
、
あ
と
で
自
分
か
ら
ば
か
り
で
な
く
妹
た

ち
か
ら
も
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
報
い
ら
れ
る
か
ら
だ
」
。

こ
の
日
付
を
も
っ
「
日
記
」
の
後
半
部
で
は
、
妹
た
ち
を
前
に
し
た
朗

読
と
対
比
し
て
、
ブ
ロ
ー
ト
た
ち
を
前
に
し
た
朗
読
の
あ
り
様
に
つ
い
て

綴
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
こ
で
は
「
読
ま
れ
て
い
る
も
の
と
の
一
致
」
な
ど
、

う
ぬ
ぼ
れ
の
誤
っ
た
感
情
で
し
か
な
い
、
勘
違
い
だ
と
し
て
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
に
べ
も
な
く
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
肝
要
な
こ

と
は
、
「
読
ま
れ
て
い
る
も
の
と
の
一
致
」
と
い
っ
た
勘
違
い
を
取
り
払
っ

た
と
こ
ろ
で
見
え
て
く
る
、
そ
れ
と
は
別
の
次
元
に
属
す
る
欲
望
の
強
度

「
虚
栄
心
」
の
産
出
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
虚
栄
心
」
は
、

朗
読
の
時
間
的
な
経
過
と
と
も
に
み
た
き
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
し

か
し
こ
の
朗
読
の
時
間
的
な
経
過
は
、
朗
読
者
で
あ
る
カ
フ
カ
に
よ
っ
て

一
方
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
前
に
無
前
提

に
朗
読
の
あ
り
方
が
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
カ
フ
カ

の
「
声
」
に
反
応
す
る
妹
た
ち
と
の
相
互
の
関
係
性
の
あ
り
方
の
な
か
で
、

そ
の
関
係
性
を
カ
フ
カ
が
感
じ
取
る
こ
と
で
は
じ
め
て
精
確
な
力
説
点
が

導
出
き
れ
て
く
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
妹
た
ち
が
カ
フ
カ
の
「
声
L

に
重
要
な
点
と
そ
う
で
な
い
点
と
を
聞
き
分
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、

そ
の
「
聴
き
耳
を
立
て
る
」
身
振
り
こ
そ
が
、
カ
フ
カ
に
朗
読
の
あ
り
方

を
教
え
る
。
い
わ
ば
朗
読
と
は
、
朗
読
者
で
あ
る
カ
フ
カ
と
、
そ
の
「
声
」

を
反
射
す
る
妹
た
ち
と
の
境
界
面
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
虚

栄
心
と
い
う
欲
望
の
強
度
は
、
他
者
た
ち
と
の
往
還
す
る
関
係
を
そ
の
内

側
に
含
み
込
み
、
ま
た
そ
れ
に
左
右
き
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
虚
栄
心
と
朗
読
と
の
関
係
は
、
「
妹
た
ち
し
の
よ
う
に
カ
フ
カ

の
欲
望
を
か
な
え
て
く
れ
や
す
い
人
間
と
の
間
に
だ
け
成
り
立
つ
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
必
ず
し
も
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
わ
け
で
は

な
く
、
カ
フ
カ
の
朗
読
下
手
を
非
難
す
る
他
者
た
ち
と
の
間
で
は
、
よ
り

い
っ
そ
う
の
強
度
を
と
も
な
っ
て
生
起
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
カ
フ
カ

は
同
じ
日
付
の
「
日
記
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
妹
た
ち
以
外
の

人
び
と
の
前
で
は
朗
読
が
下
手
だ
と
い
う
こ
と
を
甘
受
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
だ
れ
か
が
朗
読
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
の
何
か
を
非
難
す

る
と
、
こ
の
さ
い
は
な
ん
の
権
利
も
な
い
は
ず
の
ぼ
く
の
虚
栄
心
が
や
は

り
頭
を
も
た
げ
て
き
て
ぼ
く
は
侮
蔑
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
、
赤
く
な
り
、
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急
い
で
先
を
読
も
う
と
す
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
ぽ
く
が
い
っ
た
ん
読

み
出
し
た
が
最
後
、
い
つ
で
も
際
限
な
く
朗
読
し
よ
う
と
努
め
る
の
と
同

じ
こ
と
で
あ
る
」
。
朗
読
の
出
来
/
不
出
来
は
と
も
か
く
、
虚
栄
心
は
朗
読

を
お
こ
な
う
行
為
主
体
の
内
側
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
朗
読

は
他
者
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
日
訴
訟
の
最
中
に
あ
っ

て
、
「
非
難
」
す
る
身
振
り
に
う
な
が
き
れ
る
よ
う
に
し
て
、
さ
ら
に
先
へ

先
へ
と
際
限
な
く
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
あ
た
か
も
停
止

装
置
の
壊
れ
た
機
械
(
「
流
刑
地
に
て
」
)
が
無
際
限
に
起
動
し
始
め
る
よ
う

な
も
の
だ
。

具
体
的
な
他
者
が
妹
で
あ
れ
批
判
者
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
朗
読
の
構
造

は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
ト
の
テ
キ
ス
ト
と
構
造
的
に
同

質
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
「
話
を
し
な
が
ら
だ
ん
だ
ん
に
考
え

を
仕
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
」
に
お
い
て
、
(
ク
ラ
イ
ス
ト
も
や
は
り
妹
を
具
体
的

な
他
者
と
し
て
い
る
の
だ
が
)
未
だ
模
糊
と
し
た
考
え
を
展
開
す
る
に
さ
い

し
て
他
者
に
向
け
て
「
一
歩
を
踏
み
出
す
」
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
「
私
は

不
明
瞭
な
音
声
を
ま
じ
え
た
り
、
接
続
詞
を
な
が
な
が
と
ひ
っ
ば
っ
た
り
、

そ
の
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
で
も
同
格
を
つ
か
っ
た
り
す
る
。
ま
た
理
性
の

工
場
で
自
分
の
考
え
を
製
造
す
る
の
に
適
当
な
時
間
を
稼
ぐ
た
め
、
そ
の

他
諸
々
の
話
を
長
び
か
せ
る
手
管
を
起
用
し
た
り
も
す
る
。
そ
ん
な
と
き

な
に
が
助
か
る
と
い
っ
て
、
こ
ち
ら
の
話
を
中
断
し
よ
う
と
す
る
妹
の
身

振
り
ほ
ど
た
め
に
な
る
も
の
は
な
い
」
(
強
調
点
は
引
用
者
)
。
こ
こ
で
も
最

初
の
「
一
歩
を
踏
み
出
」
し
た
後
で
は
、
身
体
の
「
身
振
り
」
が
話
を
展

開
す
る
起
動
点
と
な
っ
て
い
る
。
他
者
の
身
振
り
が
語
り
手
の
虚
栄
心
と

い
う
欲
望
の
強
度
を
挑
発
す
る
の
で
あ
る
。
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と
い
う
こ
と
は
、
ク
ラ
イ
ス
ト
に
し
て
も
カ
フ
カ
に
し
て
も
、
他
者
の

身
振
り
と
は
、
そ
の
語
り
手
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
語
り
手
の
自
意
識
の
白
明
性
と
い
っ
た
も
の
を
異
化
す
る
ワ
カ
ラ

ナ
サ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
身
体
こ
そ
が
謎
な
の
だ
。
だ

が
こ
う
し
た
感
覚
は
何
も
彼
ら
の
感
性
の
特
異
性
と
し
て
括
ら
れ
て
済
む

も
の
で
は
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
を
含
め
た
生
活
環
境
の
変
化
の
速
度
は
(
特
に

近
代
化
の
波
は
)
、
環
境
と
身
体
と
の
問
に
ズ
レ
を
生
み
出
し
、
自
己
の
身
体

そ
し
て
他
者
の
身
体
の
身
振
り
を
、
あ
ら
た
め
て
見
知
ら
ぬ
も
の
と
し
て

発
見
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「

K
が
城
山
の
村

の
な
か
で
生
活
す
る
よ
う
に
、
今
日
の
人
間
も
自
己
の
身
体
の
な
か
で
生

き
て
い
る
。
こ
の
身
体
は
彼
か
ら
滑
り
落
ち
、
彼
に
敵
対
し
て
い
る
。
人

聞
が
あ
る
朝
目
覚
め
る
と
毒
虫
に
変
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ

り
う
る
の
ぼ
。
異
郷
が
、
彼
自
身
と
い
う
異
郷
が
、
彼
の
支
配
者
に
な
っ

た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
き
に
世
紀
の
変
わ
り
目
の
都
市
プ

ラ
ハ
を
生
き
た
カ
フ
カ
に
と
っ
て
、
身
体
は
「
異
郷
」
と
し
て
立
ち
現
れ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

だ
が
、
カ
フ
カ
に
と
っ
て
、
他
者
の
身
体
と
い
う
「
異
郷
」
を
前
に
「
一

歩
を
踏
み
出
」
し
て
こ
そ
、
言
葉
や
思
考
は
無
際
限
に
溢
れ
出
し
増
殖
を

続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
何
か
意
義
あ
る
こ
と
を
達
成
」
し

よ
う
と
す
る
目
論
見
な
ど
な
い
。
意
義
と
い
う
重
き
で
は
な
く
、
そ
の
重

き
を
越
え
出
て
い
く
音
声
言
語
が
そ
こ
に
現
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
た

と
え
ば
、
「
プ
リ
マ
・
ド
ン
十
・
ヨ
ゼ
フ
ィ
l

ネ
、
あ
る
い
は
二
十
日
鼠
族
」
の
鼠

鳴
き
)
。
小
説
や
日
記
や
手
紙
な
ど
の
エ
ク
リ
チ
ュl
ル
H

分
節
的
特
徴
で

は
表
示
し
え
な
い
、
超
分
節
的
特
徴
(
音
の
高
低
、
強
弱
、
長
短
)
、
「
不
明
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瞭
な
音
声
」
(
ク
ラ
イ
ト
ス
)
が
、
朗
読
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。
カ
フ
カ

は
「
ぼ
く
は
朗
読
す
る
の
が
恐
し
く
好
き
で
、
聴
衆
の
待
ち
受
け
て
い
る

注
意
深
い
耳
の
な
か
に
ど
な
る
の
は
、
あ
わ
れ
な
心
臓
を
喜
ば
せ
て
く
れ

ま
す
。
事
実
ま
た
ぼ
く
は
し
た
た
か
に
ど
な
っ
た
し
、
隣
り
の
ホl
ル
か

ら
(
湖
読
の
苦
労
を
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
音
楽
も
そ
れ
こ
そ
吹
き
飛
ば
し
ま

し
た
」
と
記
し
て
い
る
(
『
フ
ェ
リ
ー
ツ
ェ
へ
の
手
紙
』
一
九
一
二
年
二
一
月
四

日
か
ら
五
日
へ
の
夜
)
。
カ
フ
カ
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
音

声
言
語
の
、
ど
な
る
そ
の
声
の
、
果
て
し
な
き
輝
き
な
の
で
あ
る
。
朗
読

の
な
か
に
、
一
気
加
勢
の
昂
揚
が
あ
る
。

で
は
、
ヵ
フ
カ
の
「
手
紙
」
や
「
日
記
」
に
刻
印
き
れ
て
い
る
朗
読
に

対
す
る
偏
愛
に
見
出
き
れ
る
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
と
め
て
み
れ
ば

そ
れ
は
、
第
一
に
、
そ
の
偏
愛
の
前
提
と
し
て
、
近
代
化
に
よ
る
生
活
環

境
の
変
質
の
な
か
で
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
個
々
人
の
身
体
が
「
異
郷
」
へ

と
固
い
込
ま
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
は
近
代
的
で
自
律
す
る
「
主
体
」
と
し

て
吃
立
せ
し
め
ら
れ
、
他
者
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
以
下
、
こ
う
し
た
事
象
を
、
主
体
と
い
う
閉
域
へ
の
身
体
の
「
領
域
化
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
)
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
身
体
に
と
っ
て
、
朗
読
と
は
、
主

体
へ
の
領
域
化
に
対
抗
し
て
、
こ
れ
を
絶
え
ず
崩
し
ゅ
く
運
動
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
は
、
他
者
と
の
聞
の
相
互
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
基

底
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
以
下
、
こ
う
し
た
事
象
を
、
主
体
の
「
非
領
域
化
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
。
本
章
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
上
の
二
つ
の
相
反

す
る
ベ
ク
ト
ル
の
運
動
な
の
で
あ
る
。

次
章
で
は
、
こ
う
し
た
確
認
を
下
地
と
し
て
「
断
食
芸
人
」
を
読
み
解

い
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(
1
)司-
E
P
国
w
同J
封
筒
守
島
町
営
、
H
U
E
-
N
U出
、
印
・
司-
R
F
q
〈
包
括
w
出
品
∞
h
w

s
s
-
苫

-
N
U
C
N
ω
?
(
谷
口
茂
訳
『
カ
フ
カ
全
集
7

」
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
、
一

六
六
1

七
ペ
ー
ジ
)
。

(
2
)ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
ト
「
話
を
し
な
が
ら
だ
ん
だ
ん
に
考
、
え
を

仕
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
」
『
チ
リ
の
地
震
」
所
収
、
種
村
季
弘
訳
、
河
出
文
庫
、
一
九

九
六
年
、
二
O
七
ペ
ー
ジ
。

(
3
)者切

o
a白
E
P

肘
E

阿
古
ι
q
v
己
門
戸E
p
u
・
お
品
・
(
「
一
枚
の
子
供
の
写
真
」

前
掲
書
、
一
三
七
ペ
ー
ジ
)
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
問
題
は
過
去
の
こ
と

で
は
な
く
、
今
日
の
世
界
を
生
き
る
身
体
の
問
題
で
も
あ
り
続
け
て
お
り
、
む
し
ろ

そ
こ
で
こ
そ
よ
り
事
態
は
切
迫
し
て
い
る
。

(
4
)問
問
え
E

》
防
護w
h
r
h
s
~
♂
~
凡
町
内

w
m
-
E
R
F
q〈
耳
目
国
間
-
H
g戸
官
同
日
間
・
(
城
山

良
彦
訳
「
カ
フ
カ
全
集
刊
」
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
、
二
二
七
ペ
ー
ジ
)
。

(
5
)こ
の
輝
き
を
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ロ
l

ト
は
次
の
よ
う
な
回
想
で
描
き
出
し
て
い

る
。
「
カ
フ
カ
が
自
ら
朗
読
す
る
と
き
、
こ
う
し
た
フ
モl
ル
は
特
に
は
っ
き
り
と

現
れ
た
。
た
と
え
ば
彼
が
『
審
判
」
の
第
一
章
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
と
き
な
ど
、
わ

れ
わ
れ
友
人
た
ち
は
腹
を
か
か
え
て
笑
っ
た
も
の
だ
。
そ
し
て
彼
自
身
も
あ
ま
り

笑
っ
た
の
で
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
先
を
読
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
。

カ
フ
カ
の
こ
の
大
き
な
笑
い
は
、
何
よ
り
も
他
者
の
身
体
を
前
に
し
て
一
歩
を
踏

み
出
す
朗
読
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
冨
・
∞
S
F
H
吋
~
向
、
山
ミ

N
h
ヘ
白
河
』
町
、
山

1

阿
片
足
同
町N
W
H
O
C
旬
、
由
同
川
町-
m
E
R
F
q
〈
巾
円
}
凶
問
・

5
品
N
噌
百
回
日
目
叶
・

「
断
食
芸
人
」
の
領
域
性
と
非
領
域
性

物
語
は
、
断
食
芸
人
に
興
味
を
も
っ
風
潮
が
こ
こ
数
十
年
の
聞
に
非
常

に
衰
え
て
し
ま
っ
た
(
に
と
を
冒
頭
で
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
過
去
を
回
想
す

グ

る
よ
う
に
し
て
始
ま
る
。
そ
の
最
盛
期
に
は
、
断
食
芸
人
は
そ
の
芸
を
見

ァ

n
，
エ
テ

世
物
小
屋
で
披
露
し
て
い
た
が
、
町
中
が
小
さ
な
濫
に
入
れ
ら
れ
た
か
れ

に
夢
中
と
な
り
、
と
く
に
子
供
た
ち
は
驚
異
の
目
を
輝
か
せ
て
見
つ
め
た
。



断
食
が
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
る
四
O
日
目
(
断
食
は
見
世
物
と
し
て
そ
れ

が
限
度
と
興
行
主
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
)
に
は
熱
狂
し
た
観
衆
が
半
円

劇
場
を
埋
め
尽
く
し
軍
楽
隊
の
演
奏
が
お
こ
な
わ
れ
盛
大
に
櫨
が
開
け
ら

れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
そ
の
衰
退
期
に
は
、
芸
の
披
露
の
場
を
大
サ
ー
カ
ス
に

移
す
が
、
新
奇
を
求
め
る
観
衆
は
断
食
芸
な
ど
と
い
う
風
変
わ
り
な
企
画

に
も
慣
れ
て
驚
か
な
く
な
り
、
か
れ
を
見
捨
て
る
。
観
衆
の
慣
れ
が
か
れ

に
対
す
る
「
判
決
」
で
あ
っ
た
。
断
食
の
済
ん
だ
日
が
数
字
で
記
し
て
あ

る
小
き
な
札
は
、
は
じ
め
の
う
ち
こ
そ
て
い
ね
い
に
取
り
か
え
ら
れ
た
が
、

そ
の
う
ち
放
置
さ
れ
る
。
観
衆
か
ら
も
サ
ー
カ
ス
か
ら
も
忘
れ
ら
れ
、
か

れ
は
一
人
で
無
限
の
断
食
を
実
行
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
物
語
は
断
食
芸
人
の
見
世
物
小
屋
で
の
最
盛
期
と
大
サ
ー

カ
ス
で
の
衰
退
期
と
い
う
二
つ
の
地
勢
の
対
比
と
し
て
構
成
き
れ
て
い

る
。
以
下
で
は
最
盛
期
を
「
地
勢
I

」
と
し
、
衰
退
期
を
「
地
勢
H

」
と

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
勢
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不

可
避
性
と
不
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

公募論文

一Z
I
-
-
地
勢
I
l
i

領
域
性
の
な
か
の
非
領
域
性

す
で
に
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
見
世
物
小
屋
で
の

最
盛
期
に
お
い
て
、
断
食
芸
人
の
そ
の
「
芸
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
線
の
交

差
に
位
置
す
る
。
観
衆
の
興
味
本
位
な
欲
望
の
視
線
と
、
監
視
人
(
肉
屋
)

に
よ
る
嫌
疑
を
と
も
な
う
身
体
管
理
の
視
線
で
あ
る
。
断
食
芸
人
は
こ
れ

ら
の
視
線
の
交
差
の
網
の
な
か
で
し
か
自
ら
の
身
体
を
飢
え
き
せ
る
と
い

う
芸
術
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
の
芸
術
の
名
誉
の
た
め
に
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絶
対
に
食
事
を
採
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
決
意
が
ど
れ
ほ
ど
確
固
と
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
う
し
た
主
体
の
内
面
の
あ
り
方
と

は
無
関
係
に
、
そ
れ
ら
の
視
線
が
な
け
れ
ば
そ
れ
は
「
芸
」
と
し
て
の
成

立
根
拠
H

商
品
価
値
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
き
ら
に
観
衆
の
欲
望
を
駆
き

立
て
る
四
O
日
と
い
う
限
界
づ
け
が
、
「
芸
」
の
時
間
的
な
限
界
設
定
と
な

り
、
こ
の
非
連
続
的
な
限
界
設
定
が
、
何
度
も
同
一
的
な
る
も
の
の
反
復

の
始
ま
り
、
次
の
「
芸
」
の
始
ま
り
、
へ
と
芸
人
を
送
り
返
す
こ
と
に
な

る
。
四

O
日
日
に
断
食
芸
人
を
無
理
矢
理
に
櫨
か
ら
引
き
出
し
て
の
盛
大

な
セ
レ
モ
ニ
ー
は
、
芸
の
袋
小
路
を
飾
る
も
の
で
し
か
な
い
。
断
食
芸
人

の
ど
こ
ま
で
も
芸
を
遂
行
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
監
視
つ
き
の
小
き
な

艦
の
な
か
で
の
「
沈
み
こ
み
」
へ
と
挫
折
さ
せ
ら
れ
る
。
興
行
主
に
よ
っ

て
限
界
設
定
さ
れ
た
四
O
日
と
い
う
時
間
構
造
の
反
復
と
視
線
の
欲
望
と

い
う
ミ
ク
ロ
な
権
力
の
網
の
目
に
補
足
さ
れ
な
が
ら
、
断
食
芸
人
の
生
は

藁
の
し
か
れ
た
小
さ
な
燈
の
な
か
を
自
分
の
領
域
と
し
て
攻
囲
さ
れ
、
自

分
の
生
の
領
域
を
欲
望
の
挫
折
「
沈
み
こ
み
」
と
し
て
か
た
ち
づ
く
る
こ

と
に
な
る
。

そ
れ
に
し
て
も
何
故
「
断
食
」
H
飢
、
え
な
ど
と
い
う
身
体
的
な
あ
り
様
が

「
芸
」
の
対
象
と
し
て
、
ま
た
カ
フ
カ
の
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
の
か
(
「
断
食
」
は
カ
フ
カ
の
他
の
テ
キ
ス
ト
、
た
と
え
ば
「
あ
る
犬

の
研
究
」
に
お
い
て
も
、
反
復
し
て
主
題
化
き
れ
る
テ
!
?
で
あ
る
)
。
今
日
の

人
間
に
と
っ
て
「
自
己
の
身
体
の
な
か
で
生
き
て
い
る
」
(
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
)
こ

と
が
新
た
な
問
題
系
と
し
て
発
見
き
れ
た
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
視
線
の
欲
望
と
い
う
権
力
諸
関
係
の
な
か
で
個
人
を
「
主
体
」
と
し

て
成
立
な
ら
し
め
る
場
が
生
ま
れ
、
逆
に
ま
た
身
体
こ
そ
が
「
主
体
」
の
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あ
り
か
と
し
て
、
監
視
を
内
包
す
る
視
線
の
欲
望
の
集
結
点
と
な
り
始
め

た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
「
生
の
権
力
」(M
・
フ
l

コ

l
)
に
よ

る
身
体
の
生
産
で
あ
る
。
だ
が
、
別
の
面
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
身
体
を

め
ぐ
る
戦
い
が
組
織
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
カ
フ
カ
に
よ

る
「
あ
る
戦
い
」
は
ま
さ
に
こ
こ
、
身
体
の
「
滑
り
落
ち
」
へ
の
傾
斜
に
、

焦
点
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
断
食
」
と
は
、
生
H

身
体
か
ら

の
「
滑
り
落
ち
」
の
極
限
を
実
験
的
に
測
量
す
る
試
み
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
地
勢
I

に
お
い
て
、
時
間
構
造
の
反
復
と
監
視
と
い
う
視
線
の
欲
望

の
な
か
で
の
身
体
の
領
域
化
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
の
「
戦
い
」
に
よ
る

非
領
域
化
の
線
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
「
訴
訟
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
興
味
と
嫌
疑
の
視
線
と
監

視
の
視
線
に
従
属
し
て
、
そ
の
従
属
へ
の
欲
望
だ
け
を
可
能
な
欲
望
と
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
抗
す
る
こ
と
が
「
訴
訟
」
と
し
て
展
開
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
断
食
芸
人
は
、
囲
い
込
ま
れ
た
小
き
な
燈
の
な
か
に
あ
り

な
が
ら
、
あ
た
う
る
か
ぎ
り
そ
の
櫨
の
外
部
へ
と
、
手
を
、
言
葉
を
、
歌

を
差
し
出
し
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
嫌
疑
と
興
味
の
視
線
を
も
っ
子
供

た
ち
に
艦
の
格
子
か
ら
腕
を
突
き
出
し
て
そ
の
痩
せ
細
っ
た
腕
に
触
ら

せ
、
ま
た
子
供
た
ち
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
、
夜
の
監
視
人
た
ち
に
向
け

て
歌
を
歌
い
続
け
る
こ
と
。
あ
る
い
は
ま
た
そ
う
し
た
監
視
人
た
ち
と
冗

談
を
い
い
合
い
、
か
つ
て
の
放
浪
生
活
を
し
て
い
た
頃
の
話
を
す
る
こ
と
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
領
域
化
の
力
に
さ
か
ら
っ
て
非
領
域
化
へ
の

逃
走
に
向
け
て
の
「
訴
訟
」
を
展
開
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
と

き
、
子
供
た
ち
は
断
食
芸
人
を
取
り
巻
く
観
衆
の
な
か
の
一
人
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
芸
人
と
対
話
す
る
一
人
の
他
者
へ
と
転
形
さ
れ
、
ま
た
監
視
人

た
ち
は
監
視
と
い
う
高
み
に
立
つ
も
の
か
ら
、
や
は
り
芸
人
と
対
話
す
る

一
人
の
他
者
へ
と
転
形
き
れ
て
い
く
。
「
訴
訟
」
の
係
争
を
継
続
す
る
者
と

し
て
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。
痩
せ
細
り
ゆ
く
断
食
芸
人
の
身
体
は
、
子
供

に
と
っ
て
も
監
視
人
に
と
っ
て
も
ワ
カ
ラ
ナ
サ
に
み
ち
た
「
異
郷
」
で
あ

る
が
、
そ
の
痩
せ
た
身
体
を
舞
台
に
し
て
「
訴
訟
」
が
起
動
し
始
め
る
の

で
あ
る
。

も
っ
と
も
か
れ
ら
は
断
食
芸
人
に
自
由
を
与
え
る
解
放
者
と
し
て
立
ち

現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
芸
人
は
か
れ
に
か
け
ら
れ
た
嫌
疑
を
晴

ら
す
こ
と
も
で
き
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
の
領
域
化
に
よ
る
閉
塞
か

ら
の
出
口
(
す
な
わ
ち
、
他
者
た
ち
と
結
ぼ
れ
た
コ
ミ
ュ
l

ン
の
可
能
性
)
を
指

し
示
す
こ
と
に
は
な
る
。
領
域
化
に
よ
る
閉
塞
は
、
も
っ
と
も
端
的
な
現

れ
と
し
て
は
、
「
芸
」
が
時
間
構
造
の
反
復
と
視
線
の
欲
望
の
な
か
に
し
か

成
立
し
な
い
こ
と
を
忘
却
し
た
上
で
、
断
食
芸
の
究
極
の
す
が
た
の
孤
独

な
達
成
を
目
論
見
、
こ
れ
を
主
体
的
で
目
的
的
な
欲
望
と
し
て
措
定
し
て
、

そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
欲
望
を
切
り
倒
す
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

は
じ
め
か
ら
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
、
主
体
的
な
内
向

の
結
果
と
し
て
担
造
さ
れ
た
欲
望
へ
と
、
自
閉
化
し
埋
没
し
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
芸
人
の
前
へ
の
他
者
の
立
ち
現
れ
は
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
H

訴
訟
を
通
じ
る
こ
と
で
、
「
芸
人
」
と
し
て
の
自

己
閉
塞
化
へ
の
欲
望
の
陸
路
を
断
ち
切
る
こ
と
に
な
る
。
視
線
の
欲
望
を

痩
せ
ゆ
く
身
体
を
舞
台
と
す
る
訴
訟
へ
と
引
き
込
み
、
歌
う
・
話
す
・
痩

せ
細
っ
た
腕
を
差
し
出
す
と
い
う
身
体
所
作
を
と
も
な
っ
て
「
一
歩
を
踏

み
出
す
」
こ
と
が
、
「
主
体
」
と
い
う
閉
域
へ
の
領
域
化
に
対
し
て
非
領
域

化
の
線
を
引
く
こ
と
に
な
る
。



そ
れ
は
、
他
者
の
身
体
を
前
に
し
て
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
の
な
か
に
、

一
気
加
勢
の
昂
揚
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
た
「
朗
読
」

と
同
じ
構
造
を
も
つ
の
で
あ
る
。
朗
読
が
、
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
や
す

い
他
者
だ
け
で
は
な
く
、
必
ず
し
も
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
わ
け
で
は

な
い
批
判
者
と
し
て
の
他
者
た
ち
と
の
聞
で
展
開
き
れ
て
い
っ
た
の
と
同

じ
よ
う
に
、
「
芸
」
は
興
味
や
嫌
疑
の
視
線
を
も
っ
他
者
た
ち
と
の
聞
で
、

往
還
す
る
関
係
と
し
て
成
立
し
て
い
く
。
断
食
芸
人
の
「
芸
」
は
そ
の
芸

を
遂
行
す
る
行
為
主
体
の
内
側
に
自
明
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は

な
い
。
「
芸
」
は
、
他
者
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程H
訴
訟
を

経
て
、
領
域
化
の
な
か
の
非
領
域
化
の
線
の
途
上
に
お
い
て
の
み
見
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
管
理
に
よ
っ
て
攻
囲
さ
れ
た
領
域
性
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
過
程
H

訴
訟
を
不
可
能
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
、
断
食
芸
人
を

「
挫
折
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
者
た
ち
」
の
系
列
に
並
べ
る
と
し
て

も
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
不
可
能
性
を
通
し
な
が
ら
、
断
食
芸

人
の
身
体
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程H
訴
訟
を
不
可
避
的
な
も
の
と

し
て
浮
き
彫
り
に
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

公募論文

-
一
一
l

ニ
地
盤
W
E
l
lも
う
一
つ
の
あ
る
戦
い
の
測
量

新
奇
を
求
め
る
観
衆
の
欲
望
に
見
捨
て
ら
れ
大
サ
ー
カ
ス
に
居
場
所
を

見
つ
け
た
断
食
芸
人
の
衰
退
期
で
あ
る
地
勢
H

で
は
、
か
れ
の
「
あ
る
戦

い
」
は
地
勢
ー
と
は
ま
っ
た
く
別
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
身
体

を
舞
台
に
し
た
観
衆
や
監
視
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
H

訴
訟

は
、
観
衆
が
か
れ
の
芸
に
慣
れ
て
驚
か
な
く
な
る
と
い
う
「
判
決
」
に
よ

っ
て
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
「
判
決
」
は
、
か
れ
が
観
衆
や
監
視
人
に
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よ
る
嫌
疑
に
対
し
て
無
罪
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
嫌
疑
そ
れ
自
体
を
取

り
下
げ
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
断
食
芸
人
は
す
で
に
「
芸
」

と
し
て
の
意
味
を
、
そ
の
成
立
根
拠
を
な
く
し
た
の
で
あ
る
(
「
断
食
が
子

供
た
ち
に
な
ん
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
?
」
)
0芸
と
し
て
の
商
品

価
値
が
な
け
れ
ば
、
監
視
す
る
者
も
い
な
い
。
断
食
の
済
ん
だ
日
が
数
字

で
記
し
て
あ
る
小
き
な
札
は
放
置
さ
れ
て
更
新
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
四

O
日
と
い
う
限
界
設
定
が
い
つ
訪
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
か
れ
自
身
に

さ
え
達
成
の
度
合
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
も
は
や
挑
戦
へ
の
記
録
と

い
う
目
的
さ
え
も
が
意
味
を
も
た
な
い
。
か
く
し
て
、
大
サ
ー
カ
ス
と
い

う
華
や
か
な
資
本
主
義
的
な
消
費
の
祝
祭
空
販
の
片
隅
で
、
誰
か
ら
も
忘

れ
ら
れ
た
ま
ま
、
動
物
の
濫
の
隣
に
オ
マ
ケ
の
よ
う
に
お
か
れ
た
、
た
だ

か
れ
の
た
め
だ
け
の
小
さ
な
濫
の
な
か
で
、
か
れ
は
「
あ
る
戦
い
」
を
遂

行
す
る
こ
と
に
な
る
。

か
れ
の
「
あ
る
戦
い
」
は
、
「
芸
」
以
前
の
、
あ
る
い
は
そ
の
向
こ
う
側

で
、
反
復
的
な
時
間
構
造
や
視
線
の
欲
望
に
よ
る
監
視
と
も
無
縁
な
と
こ

ろ
で
、
「
生
の
権
力
」
と
は
正
反
対
の
方
向
へ
と
、
果
て
し
な
く
「
、
王
体
」

の
領
域
性
を
解
体
さ
せ
る
線
に
沿
っ
て
、
欲
望
の
強
度
に
従
い
突
き
進
ん

で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
自
分
の
、
そ
し
て
人
間
な
る
も
の

の
境
界
線
を
越
え
出
て
い
く
こ
と
だ
け
が
欲
望
き
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

も
う
一
つ
の
「
変
身
」
の
物
語
で
も
あ
る
。
か
れ
の
櫨
は
動
物
の
艦
の
隣

に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
か
れ
と
動
物
と
の
限
り
な
い
連
続
性
を

暗
示
し
て
い
る
。
か
つ
て
断
食
芸
人
で
あ
っ
た
か
れ
は
、
動
物
へ
の
「
変

身
」
の
さ
な
か
に
あ
り
、
飢
え
続
け
る
と
い
う
時
閣
の
連
続
性
を
自
分
の

生
の
あ
り
か
と
す
る
こ
と
で
、
欲
望
の
強
度
を
持
続
さ
せ
た
ま
ま
に
、
み
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ち
溢
れ
た
意
味
に
攻
囲
さ
れ
た
身
体
と
し
て
の
「
人
間
」
の
ブ
オ
ル
ム
か

ら
滑
り
落
ち
て
い
く
。
ド
ゥ
ル
l

ズ
H

ガ
タ
リ
は
、
動
物
へ
の
変
身
に
つ

い
て
『
カ
フ
カ
』
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
動
物
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
ま
き
に
運
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
そ
の
積
極
性
の

な
か
で
逃
走
の
線
を
引
く
こ
と
で
あ
り
、
境
界
を
越
え
る
こ
と
で
あ
り
、

も
は
や
そ
れ
自
体
に
対
し
て
し
か
有
効
で
な
い
強
度
の
連
続
体
に
肉
迫
す

る
こ
と
で
あ
り
、
純
粋
な
強
度
の
世
界
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
世
界
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
フ
オ
ル
ム
が
こ
わ
れ
、
ま
た
意
味
ス

ル
モ
ノ
・
意
味
サ
レ
ル
モ
ノ
と
い
う
す
べ
て
の
意
味
作
用
も
こ
わ
れ
て
、

そ
の
か
わ
り
に
、
ま
だ
形
成
き
れ
て
い
な
い
マ
チ
エ
|
ル
、
非
領
域
化
し

た
流
れ
、
意
味
作
用
を
し
な
い
記
号
が
現
れ
る
」
。
飢
え
続
け
る
こ
と
は
、

少
な
く
と
も
か
れ
に
と
っ
て
は
、
未
だ
見
知
ら
ぬ
彼
方
に
向
け
て
聞
か
れ

た
出
口
へ
の
可
能
性
で
は
あ
っ
た
の
だ
。

カ
フ
カ
は
、
身
体
を
徹
底
的
に
痩
せ
細
ら
せ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
生
H

権
力
に
抗
し
て
ど
こ
ま
で
も
そ
の
正
反
対
の
方
向
に
向
け
て
逃
走
線
を
引

い
て
み
せ
る
実
験
を
、
こ
の
地
勢

H

に
お
い
て
展
開
し
た
。
も
っ
と
も
そ

こ
で
目
に
し
た
も
の
は
、
自
由
の
領
域
な
ど
で
は
な
い
。
自
分
の
生
へ
の

欲
望
を
最
大
の
強
度
で
増
殖
さ
せ
て
非
領
域
化
へ
の
逃
走
線
を
追
い
続
け

た
先
は
、
ま
さ
に
自
分
の
生
と
欲
望
を
不
可
能
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
し

か
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、
生
と
死
の
境
界
線
上
で
、
二
律
背
反
す
る
言
葉
、

「
わ
た
し
の
断
食
ぶ
り
を
絶
賛
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
「
わ
た
し
の
断
食
ぶ

り
を
絶
賛
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
一
言
葉
を
発
す
る
。
「
絶
賛
せ
よ
。
な

ぜ
な
ら
私
は
私
の
欲
望
に
従
っ
て
私
の
生
を
ま
っ
と
う
し
た
か
ら
だ
」
。

「
絶
賛
す
る
な
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
死
ん
で
い
く
か
ら
だ
」
。
生
き
る
こ
と
、 そ

れ
は
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
生
き
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
が
ど
う
し
ょ
う
も

な
く
死
を
招
く
と
い
う
矛
盾
の
な
か
に
し
か
、
か
れ
の
生
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
を
二
律
背
反
の
言
葉
は
指
し
示
し
て
い
る
。
結
局
、
か

れ
の
身
体
は
腐
っ
た
藁
と
と
も
に
埋
葬
き
れ
、
そ
の
後
、
か
れ
が
生
き
た

鑑
は
豹
の
肉
体
が
発
す
る
生
の
よ
ろ
こ
び
に
み
ち
る
こ
と
に
な
る
。
大
サ

ー
カ
ス
は
、
か
れ
に
よ
る
非
領
域
化
の
穴
を
、
い
と
も
簡
単
に
豹
を
導
入

す
る
こ
と
で
領
土
回
復
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
袋
小

路
で
あ
る
。
地
勢
H

に
お
け
る
か
れ
の
生
も
、
一
つ
の
決
定
的
な
「
挫
折
」

の
す
が
た
で
あ
る
。

し
か
し
、
非
領
域
化
の
線
と
死
へ
の
道
行
き
と
が
双
走
す
る
こ
の
「
挫

折
」
の
な
か
で
、
い
っ
た
い
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
地
勢
ー

に
お
け
る
訴
訟
の
判
決
の
後
で
、
か
れ
は
も
う
一
つ
の
訴
訟
の
可
能
性
を

捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
の
訴
訟
の
無
罪
判
決
に
対
す
る
上

告
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
川
訴
訟
を
す
断
し
て

し
ま
い
、
そ
の
上
で
な
お
大
サ
ー
カ
ス
と
い
う
資
本
主
義
的
な
機
構
に
内

在
し
つ
つ
か
っ
無
産
者
と
し
て
生
き
き
せ
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
訴
訟
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
訴
訟
を
起
こ
す
き
い
の
証
拠
の
コ
ー
パ
ス
は
、

ま
さ
に
か
れ
自
身
の
痩
せ
細
っ
た
身
体
で
あ
る
。
齢
を
重
ね
も
は
や
他
に

生
き
る
術
を
も
た
な
い
無
産
者
の
か
れ
は
、
身
体
を
め
ぐ
る
生
の
権
力
か

ら
逃
走
し
、
人
聞
の
境
界
を
越
え
て
動
物
の
向
こ
う
へ
と
果
て
な
く
身
体

を
「
変
身
」
さ
せ
続
け
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
身
体
の
滑
り
落
ち
を
起

こ
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
力
が
ど
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
の
か
を
問
う
の
で
あ

る
。
「
あ
る
朝
目
が
覚
め
る
と
毒
虫
に
変
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
起

こ
り
う
る
」
の
は
、
い
か
な
る
場
で
の
こ
と
な
の
か
。
見
世
物
小
屋
か
ら
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大
サ
ー
カ
ス
へ
の
移
籍
は
、
そ
れ
ま
で
の
身
体
と
身
体
を
め
ぐ
る
環
境
を

破
壊
す
る
近
代
の
資
本
主
義
的
な
機
構
の
隆
盛
の
帰
結
で
あ
る
。
か
れ
の

最
期
の
二
律
背
反
す
る
言
葉
「
わ
た
く
し
の
断
食
を
絶
賛
せ
よ
/
絶
賛
す

る
な
」
は
、
パ
フ
ォ
!
?
テ
ィ
ヴ
な
命
令
と
し
て
、
ま
さ
に
大
サ
ー
カ
ス

の
団
長
に
向
け
て
、
と
い
う
こ
と
は
大
サ
ー
カ
ス
に
連
動
し
、
身
体
を
め

ぐ
る
生
の
権
力
を
生
起
さ
せ
る
近
代
の
資
本
主
義
的
な
機
構
そ
の
も
の
に

向
け
て
、
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
は
、
や
っ
と
生
死
の
境
界
線
上
で
、

飢
え
て
痩
せ
細
っ
て
横
た
わ
っ
た
ま
ま
の
身
体
を
舞
台
し
て
、
そ
こ
へ
と

団
長
の
耳
を
引
き
寄
せ
る
、
引
き
ず
り
下
ろ
す
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
か

れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程

H

訴
訟
を
す
断
さ
せ
た
機
構
に
向
け

て
、
ま
さ
に
そ
の
過
程
H

訴
訟
を
9

根
源
。
と
し
て
新
た
に
発
見
さ
せ
る

べ
く
、
二
律
背
反
の
苛
々
さ
せ
る
択
一
不
能
性
を
ぶ
つ
け
た
の
で
あ
る
。

(
瞬
時
で
は
あ
れ
)
判
断
停
止
の
機
能
不
全
に
陥
っ
た
機
構
を
、
か
れ
は
笑
殺

す
る
。

「
絶
賛
せ
よ
/
絶
賛
す
る
な
」
。
そ
れ
を
語
る
の
は
、
生
き
る
こ
と
が
死

ぬ
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
一
人
の
男
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
男
は
、
大
サ
ー

カ
ス
と
い
う
祝
祭
空
間
に
内
在
し
て
、
そ
の
た
だ
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
男
を
通
し
て
、
大
サ
ー
カ
ス
と
い
う
機

構
自
体
が
こ
の
二
律
背
反
を
語
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
そ
の
パ
フ
オ
|
マ

テ
ィ
ヴ
な
命
令
は
、
そ
れ
が
こ
の
機
構
の
本
当
の
名
前
で
あ
る
こ
と
を
明

か
す
も
の
で
あ
る
。
男
の
「
滑
り
落
ち
」
を
鏡
と
し
て
、
絶
え
ず
身
体
を

切
り
崩
し
な
が
ら
新
た
な
も
の
と
し
て
生
産
す
る
生
H

権
力
と
し
て
の
機

構
の
す
が
た
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
「
権
力
の
真
の
精
通
者
」
(
E
-
ヵ

ネ
ツ
テ
社
)
と
し
て
の
カ
フ
カ
の
本
領
は
こ
こ
に
あ
る
。
「
そ
こ
で
間
わ
れ
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て
い
る
の
は
、
人
聞
の
共
同
体
に
お
け
る
生
活
と
労
働
の
組
織
化
の
問
題

で
あ
る
」
。

断
食
芸
人
の
生
へ
の
欲
望
の
強
度
ゆ
え
の
死
へ
の
道
行
き
は
、
そ
れ
自

体
に
お
い
て
だ
け
で
見
て
し
ま
え
ば
、
ど
こ
に
も
到
達
す
る
こ
と
の
な
い

一
つ
の
実
験
を
測
量
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
袋
小
路
へ
と
馳
走
す

る
こ
と
に
等
し
い
。
そ
れ
は
「
変
身
」
に
お
い
て
、
グ
レ
ゴ
ー
ル
・
ザ
ム

ザ
が
毒
虫
へ
と
人
間
の
境
界
を
越
え
出
て
い
く
こ
と
の
最
果
て
が
、
結
局

は
ザ
ム
ザ
の
家
族
の
奇
妙
に
明
る
い
領
域
回
復
を
帰
結
し
た
こ
と
と
変
わ

ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
と
も
す
れ
ば
自
己
閉
塞
的
な
出
口
の

封
鎖
へ
と
す
す
む
か
に
見
え
る
個
人
の
「
あ
る
戦
い
」
が
そ
の
欲
望
の
起

発
点
に
お
い
て
社
会
的
な
機
構
と
連
接
し
て
お
り
、
ま
た
「
あ
る
戦
い
」

が
そ
の
機
構
に
内
在
し
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程H
訴
訟
を
展

開
し
て
い
く
と
い
う
地
平
で
、
カ
フ
カ
を
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
と
き
に
こ
そ
、
あ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
提
起
「
人
聞
の
共
同
休
に

お
け
る
生
活
と
労
働
の
組
織
化
の
問
題
」
は
、
確
か
な
輪
郭
を
も
っ
て
見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。
地
勢H
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過

程
H

訴
訟
は
ま
っ
た
く
の
不
可
能
性
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
そ
の
不
可
能
性
を
社
会
的
な
機
構
と
の
連
接
を
通
し
て

見
つ
め
直
す
と
き
、
そ
こ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程H
訴
訟
の
不
可

避
性
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

(
1
)司・
同
内
田
町
r
p
開
吉
田
口
口
開
。
長
官
三
-
R
-山
口
忠
込
書
誌
異
ヨ
m
n
F
R吋
回
目n
y
g


F
c
n
F〈
R
E
開
・
5
8

・
(
「
断
食
芸
人
」
の
訳
と
し
て
は
、
以
下
に
所
収
の
も
の
を

参
照
し
た
。
本
野
享
一
訳
『
あ
る
流
刑
地
の
話
』
角
川
文
庫
、
一
九
六
三
年
。
川
村

一
一
郎
/
円
子
修
平
訳
『
カ
フ
カ
全
集
1

」
新
潮
社
、
一
九
八O
年
。
池
内
紀
編
訳
『
カ
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フ
カ
寓
話
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
八
年
)
。

(
2
)大
サ
ー
カ
ス
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
資
本
主
義
的
な
消
費
社
会
に
登
場
し
発
達

し
た
見
世
物
で
あ
る
。
た
と
え
ば
三
原
弟
平
『
カ
ブ
カ
と
サ
ー
カ
ス
』
白
水
社
、
一

九
九
一
年
参
照
。

(
3
)の
・
u
o
r
w
E
N
O
\

司
・
。g
E

門
戸
・
~
円
。
冶

6
・F
B
E
E
O何
回
二o
E
E
-
-
s
a
w官
-
N品
・

(
字
波
彰
/
岩
田
行
一
訳
『
カ
フ
カ
マ
イ
ナ
ー
文
学
の
た
め
に
」
法
政
大
学
出
版

局
、
一
九
七
八
年
、
二
0
ペ
ー
ジ
)
。

(
4
)こ
う
し
た
権
力
の
身
振
り
に
つ
い
て
は
、
ジ
ヤ

y

ク
・
デ
リ
ダ
『
カ
フ
カ
論

「
錠
の
門
前
」
を
め
ぐ
っ
て
』
二
一
浦
信
孝
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
六
年
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
5
)エ
リ
ア
ス
・
カ
ネ
ッ
テ
ィ
『
も
う
一
つ
の
審
判
』
小
松
太
郎
/
竹
内
豊
治
訳
、
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
、
五
ペ
ー
ジ
。

四

ま
と
め

「
断
食
芸
人
」
と
い
う
小
さ
な
物
語
が
、
「
断
食
芸
人
に
興
味
を
も
っ
風

潮
が
こ
こ
数
十
年
の
あ
い
だ
に
非
常
に
衰
え
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
よ
う

に
過
去
へ
の
ま
な
ざ
し
か
ら
書
き
起
こ
き
れ
て
い
る
こ
と
は
、
示
唆
的
で

あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
身
体
を
め
ぐ
る
ミ
ク
ロ
な
権
力
機
構
の
な
か
で
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

と
読
む
者
の
問
い
を
誘
い
出
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
カ
フ
カ
が
愛
好
し

た
「
朗
読
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
、
映
画
や
蓄
音
機
に
よ
っ
て
古
び
た
遺

物
へ
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
な
か
で
、
な
お
か
つ
「
朗
読
」
に
お
け
る
砲
峰

に
み
ち
た
昂
揚
を
カ
フ
カ
が
求
め
よ
う
と
し
た
の
と
同
構
造
を
も
っ
て
い

る
。
「
断
食
芸
人
」
を
通
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
地
勢

ー
が
あ
ら
か
じ
め
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
過
去
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い

て
、
そ
こ
で
の
非
領
域
化
の
逃
走
線
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
断
食
芸
人
の
濫

の
外
に
差
し
出
さ
れ
た
身
振
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程U
訴
訟
は
、

つ
ね
に
新
た
に
発
見
さ
れ
る
べ
き
グ
根
源
。
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
明
的
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
絶
え

ず
の
「
一
歩
を
踏
み
出
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
生
み
出
き
れ
る

未
だ
な
い
過
去
の
現
在
化
で
あ
る
の
だ
。

カ
フ
カ
は
実
験
的
に
個
人
の
身
体
を
動
物
や
非
生
物
の
方
向
へ
と
歪
め

て
い
く
が
、
そ
の
奇
妙
な
姿
は
今
日
の
社
会
の
な
か
に
お
か
れ
た
人
間
の

身
体
の
形
象
で
も
あ
る
。
断
食
芸
人
は
、
飢
、
え
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、

そ
の
よ
う
な
身
体
を
代
理
す
る
。
カ
フ
カ
は
、
そ
の
身
体
の
あ
り
か
を
示

す
こ
と
で
、
逆
説
的
に
こ
の
身
体
を
生
み
出
し
て
い
く
現
代
社
会
の
機
構

を
浮
き
上
が
ら
せ
て
い
る
。
確
か
に
、
断
食
芸
人
は
「
挫
折
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
者
た
ち
」
の
系
列
の
な
か
に
そ
の
位
置
を
も
っ
者
で
は
あ

る
。
か
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
H

訴
訟
は
、
生
H

権
力
の
場
に

お
い
て
領
域
化
き
れ
、
つ
ね
に
不
可
能
な
る
も
の
と
し
て
寸
断
き
れ
て
し

ま
う
。
だ
が
、
そ
の
「
挫
折
」
の
か
た
ち
は
、
逆
説
的
に
生H
権
力
の
機

構
を
浮
き
彫
り
に
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程H
訴
訟
の
不

可
避
性
を
、
非
領
域
化
へ
の
運
動
を
、
指
し
示
し
続
け
て
や
ま
な
い
の
で

あ
る
。
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The Communication Process and the Body 

reading Kafka's “Ein Hungerkünstler"一一一

英文抄録

乱1izuhisa SHIMIZU 

In this paper, 1 want to use “ Ein Hungerk�stler" written by Franz Kafka 

to study both the impossibility and the indispensability of the communication 

process. Kafka had lived in a Prague that was changing dynamically in the area 

of modern city planning. With this turning point, the human body also changed 

strangely, and Kafka paid attention to this strangeness. His attention crystallized 

into “ Ein Hungerk�stler". Through a reading of this text, 1 make cIear how 

ceaselessly the struggles in power relations go on, and how, in the modern world, 

these struggles are enacted on the stage of th巴 humanbody. For example, Kafka 

depicts a human body deformed into an animal or non-living thing, but that 

strange deformation-the body of the hungry artist-represents the modern human 

body. The hungry artist starts his struggle at this point. His struggle is against 

the ‘bio-power' that divides a human body from others and territorializes it into 

a subject-position. By seeking communication with others, he goes a long way 

along the path of deterritorialization. His struggle breaks down in the end; yet 

in describing such a broken body, paradoxically, Kafka brings the social system 

that gave rise to it some relief. Thus, in my concIusion, 1 stress that the communiｭ

cation process is indispensable even when broken down. 
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公
募
論
文

一
九
三
0
年
代
左
派
日
本
語
改
良
論
の
運
動
i

思
想
史

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
一
九
三
0
年
代
に
お
い
て
に
わ
か
に
提
出
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
左
派
か
ら
の
日
本
語
改
良
論
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
背
景
と
意
義
を

考
察
す
る
。
こ
こ
で
い
う
日
本
語
改
良
論
と
は
、
語
葉
の
再
編
、
漢
字
の

制
限
・
廃
止
、
カ
ナ
モ
ジ
書
き
や
ロ
ー
マ
字
化
な
ど
の
諸
提
案
を
指
す
が
、

あ
え
て
「
左
派
」
と
称
す
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
階
級
理
論
、
ソ

ヴ
ェ
ト
の
マ
ル
ク
ス
主
義
言
語
学
、
お
よ
び
左
派
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
中

心
と
し
た
「
国
際
語
」
の
理
論
に
よ
っ
て
裏
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
指
標
と
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
的
背
景
と
と
も
に
、

運
動
史
的
背
景
な
ど
も
併
せ
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

道

場

信

親

「
国
語
圏
字
問
題
」

日
本
語
を
ど
の
よ
う
な
文
字
で
書
き
、
ま
た
そ
の
文
字
の
も
と
に
ど
の

よ
う
な
表
記
法
を
確
立
す
る
か
、
と
い
う
問
題
は
従
来
「
国
語
国
字
問
題
」

と
い
う
形
で
括
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
単
に
「
国
字
」
の
選
択
と
そ
れ

に
よ
る
正
書
法
の
確
立
ば
か
り
で
な
く
、
文
法
、
文
体
、
語
葉
を
含
む
「
国

語
」
像
の
確
定
を
つ
ね
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
六
六
年
の
前
島
密

に
よ
る
「
漢
字
御
廃
止
之
議
」
に
始
ま
る
「
国
語
国
字
問
題
」
の
流
れ
に

つ
い
て
、
イ
は
「
日
本
語
を
い
か
な
る
文
字
で
書
く
か
と
い
う
問
題
は
、

「
日
本
語
」
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
価
値
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
漢
字
廃
止
論
と
と
も
に
、
明
治
初
年
か
ら
か
な
も
じ
国
字
論

や
ロ
ー
マ
字
国
字
論
な
ど
も
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
的
な
動
機



は
、
学
習
を
容
易
に
し
、
近
代
化
を
担
う
「
国
民
」
を
創
出
す
る
こ
と
に

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
近
代
化
を
果
た
す
上
で
必
須
の
課

題
で
あ
っ
た
。
安
田
は
こ
の
課
鳴
を
言
語
の
「
効
率
化
」
と
「
大
衆
化
」

と
い
う
二
重
の
課
題
と
し
て
い
る
。
文
語
と
し
て
の
漢
文
な
い
し
漢
文
訓

読
文
と
口
語
の
対
立
、
口
語
の
方
言
や
身
分
へ
の
分
裂
を
克
服
し
、
均
質

な
「
国
民
」
の
言
語
を
、
す
な
わ
ち
「
国
語
」
を
創
出
す
る
と
い
う
課
題

は
、
一
八
八
0
年
代
後
半
以
降
、
「
言
文
一
致
」
と
い
う
課
題
に
収
数
し
て

い
き
、
「
日
本
語
」
を
「
日
本
(
帝
国
こ
と
い
う
「
政
治
的
統
一
体
と
同
次

元
の
一
言
語
統
一
体
と
し
て
把
握
す
る
」
と
い
う
「
国
語
」
の
理
念
が
確
立

さ
れ
て
い
っ
た
。

国
字
改
良
運
動
の
、7
ち
で
重
要
な
ロ
ー
マ
字
団
体
と
し
て
、
ま
ず
「
ロ

ー
マ
字
ひ
ろ
め
会
」
が
誕
生
し
て
い
る
(
一
九
O
五
年
一
二
月
)
が
、
ロ
ー

マ
字
運
動
内
部
に
は
ヘ
ボ
ン
式
(
英
語
式
)
表
記
を
主
張
す
る
派
と
「
日
本

式
」
(
の
ち
の
「
訓
令
式
」
の
原
型
と
な
る
も
の
)
を
主
張
す
る
派
の
二
派
が

同
居
し
て
お
り
、
数
年
後
に
は
分
裂
し
て
し
ま
(
日
。
他
方
、
か
な
も
じ
論

者
の
う
ち
で
も
有
力
な
団
体
と
し
て
「
カ
ナ
モ
ジ
カ
イ
」
が
一
九
二
二
年

に
成
立
し
て
い
る
。

公募論文

(
1
)イ
・
ヨ
ン
ス
ク
『
「
国
語
」
と
い
う
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
八
頁
。

(
2
)安
田
敏
朗
『
帝
国
日
本
の
一
言
語
編
制
』
世
織
書
房
、
一
九
九
七
年
、
三
五
頁
。

(
3
)イ
前
掲
書
、
第
二
章
。

(
4
)問
、
一
二
頁
。
こ
れ
以
後
の
「
国
語
」
を
め
ぐ
る
思
想
と
政
策
論
の
展
開
に
つ
い

て
は
、
イ
前
掲
書
、
安
田
前
掲
書
、
長
志
珠
絵
『
近
代
日
本
と
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
安
田
「
〈
国
語v
と
〈
方
言
〉
の
あ
い
だ
」
人

文
書
院
、
一
九
九
九
年
な
ど
を
参
照
。
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(
5
)平
井
昌
夫
「
国
語
国
字
問
題
の
歴
史
』
昭
森
社
、
一
九
四
八
年
、
ニ
二
七
!
一
一
一
一

九
頁
。
日
本
式
ロ
ー
マ
字
の
一
派
は
「
ロ
ー
マ
字
ひ
ろ
め
会
」
か
ら
別
れ
、
最
終
的

に
「
日
本
ロ
ー
マ
字
会
」
(
『
ロ
ー
マ
字
世
界
」
発
行
)
を
結
成
す
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
と
言
語
理
論

こ
う
し
た
国
字
改
良
運
動
に
左
派
が
介
入
し
て
い
く
背
景
と
し
て
押
き

え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
一
九
二

0
年
代
か
ら
三
0
年
代
前
半

ま
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
で
あ
る
。

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
医
師

L

・

L

・
ザ
メ
ン
ホ
フ
が

一
八
八
七
年
に
発
表
し
た
人
工
語
で
あ
る
。
二
ハ
条
の
文
法
と
既
存
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
か
ら
と
っ
た
語
根
か
ら
な
る
こ
の
一
言
語
を
案
出
し
た
目

的
と
し
て
、
ザ
メ
ン
ホ
フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
自
然
言
語
と
い
う
も
の
は
、
生
き
た
一
言
語
で
も
死
ん
だ
言
語
で
も
、
恐

ろ
し
く
難
し
い
の
で
、
そ
れ
を
多
少
と
も
し
っ
か
り
習
得
で
き
る
の
は

ひ
ま
な
時
間
や
金
の
余
裕
が
た
っ
ぷ
り
あ
る
人
た
ち
だ
け
だ
。
[
:
:
:
]

こ
れ
に
対
し
て
、
人
工
語
を
選
定
す
る
場
合
に
は
、
知
識
人
や
金
持
ち

だ
け
で
な
く
ご
く
貧
し
く
無
教
養
な
田
舎
者
に
い
た
る
ま
で
、
社
会
の

す
べ
て
の
階
層
、
全
世
界
の
人
び
と
が
、
数
か
月
の
う
ち
に
立
派
に
活

用
で
き
る
よ
う
に
な
(
が
」
。

そ
れ
と
同
時
に
、
あ
る
民
族
が
他
の
民
族
に
宗
教
や
言
語
を
押
し
つ
け

る
、
と
い
う
「
人
類
の
不
幸
」
を
避
け
る
た
め
に
こ
の
「
中
立
の
言
語
」

を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
か
く
し

て
こ
の
人
工
の
国
際
語
は
、
民
族
語
を
滅
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
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「
め
い
め
い
が
た
つ
た
一
つ
の
外
国
語
(
し
か
も
ひ
じ
よ
う
に
容
易
な
)
を
お

ぽ
え
れ
ば
す
む
時
代
が
来
れ
ば
、
自
分
の
母
国
語
を
徹
底
的
に
学
ぶ
こ
と

が
可
能
と
な
り
、
各
言
語
は
近
隣
民
族
の
言
語
の
圧
力
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

自
己
の
民
族
の
も
つ
カ
の
す
べ
て
を
十
(
坊
に
保
存
し
、
や
が
て
は
力
強
く

り
っ
ぱ
な
言
語
に
発
展
す
る
こ
と
だ
ろ
う
」
。
つ
ま
り
、
国
際
語
と
民
族
語

を
併
用
し
、
民
族
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
中
立
の
国
際
語
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
民
族
語
の
他
の
民
族
語
に
対
す
る
圧
迫
を

退
け
、
民
族
語
の
発
展
自
体
も
促
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
(
以
下
、
プ
ロ
エ
ス
)
運
動
と
は
、
こ

の
ザ
メ
ン
ホ
フ
の
ア
イ
デ
ア
を
階
級
闘
争
の
理
論
に
結
び
つ
け
た
も
の
で

あ
る
。
三
宅
は
学
生
社
会
科
学
連
合
会
(
学
連
)
の
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト

活
動
家
が
作
っ
た
組
織
、
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
青
年
同
盟
」
(
一
九
二
五
年
一
O

月
)
か
ら
プ
ロ
エ
ス
協
会
(
P
E
A
H
ポ
エ
ア
)
結
成
の
前
の
段
階
ま
で
を

日
本
に
お
け
る
プ
ロ
エ
ス
運
動
の
成
立
期
と
位
置
づ
け
て
いμ

。

比
嘉
春
潮
宅
で
行
わ
れ
た
S
L
U文
献
の
読
書
会
で
あ
る
「
柏
木
ロ
ン

ド
」
(
一
九
二
六
年
こ
ろi
)
の
若
い
メ
ン
バ
ー
、
大
島
義
夫
、
中
垣
虎
児
郎

と
永
浜
寅
次
郎
、
そ
れ
に
学
連
系
の
伊
東
三
郎
が
講
師
と
な
っ
て
開
か
れ

た
の
が
国
際
文
化
研
究
所
(
の
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
研
究
所
〔
以
下
、
プ
ロ

科
]
に
移
行
)
主
催
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
講
座
ご
九
二
九
年
)
で
あ
る
が
、
す

で
に
国
際
文
化
研
究
所
で
仕
事
を
し
て
い
た
伊
東
、
同
じ
く
学
連
系
の
武

藤
丸
楠
ら
川
崎
流
と
、
柏
木
ロ
ン
ド
系
の
潮
流
と
が
こ
こ
で
一
部
合
流
す

る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
国
際
文
化
研
究
所
か
ら
移
行
し
た
プ
ロ
科
内
に

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
研
究
会
を
作
り
、
こ
れ
が
母
胎
と
な
っ
て
プ
ロ
エ
ス
協
会

が
結
成
さ
れ
た
こ
九
三

O
年
七
月
、
の
ち
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
エ
ス
ベ
ラ

ン
ト
同
盟
、
P
E
U
H

ポ
エ
ウ
と
改
称
)
。

プ
ロ
科
エ
ス
研
の
メ
ン
バ
ー
は
、
同
時
に
ポ
エ
ウ
・
ポ
エ
ア
に
も
参
加

し
、
ポ
エ
ウ
・
ポ
エ
ア
の
機
関
誌
の
編
集
と
と
も
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
講
座
』
(
全
六
巻
、
鉄
塔
書
院
、
一
九
三
O
i

三
一
年
)
の
編
集
に

携
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
講
座
は
大
き
な
反
響
を
呼
ぴ
、
各
地
で
こ
れ
を
用

い
た
講
習
会
が
「
自
然
発
生
的
L
に
組
織
さ
れ
、
ポ
エ
ウ
が
全
国
組
織
と

し
て
再
結
成
さ
れ
る
ご
九
一
三
年
一
月
)
基
盤
を
構
成
し
て
い
く
。

同
講
座
は
伊
東
三
郎
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
伊
東
、
武
藤
、

大
島
、
中
垣
の
執
筆
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
巻
は
文
字
・
発
音
・
初

歩
的
な
文
例
と
並
ん
で
、
一
言
語
と
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
位
置
づ
け
(
坊
基
礎
理

論
が
示
き
れ
て
お
り
、
こ
の
理
論
部
分
を
伊
東
が
担
当
し
て
い
る
。
こ
こ

に
は
の
ち
に
展
開
さ
れ
る
「
国
際
語
理
論
」
の
原
型
が
示
さ
れ
て
い
る
の

で
内
容
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
「
言
霊
」
思
想
や
宗
教
的
な
呪
文
に
見
ら
れ
る
言
語
の
物
神
崇
拝

の
批
判
、
次
い
で
道
具
の
使
用
が
階
級
分
化
を
生
む
、
と
し
て
、
そ
れ
に

基
づ
い
た
「
奴
隷
時
代
、
封
建
時
代
、
資
本
、
王
義
時
代
」
と
い
っ
た
時
代

区
分
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
階
級
史
観
を
示
し
た
上
で
、
「
言
語
は
社
会

の
進
歩
に
よ
っ
て
発
生
し
、
社
会
の
進
歩
の
た
め
に
存
在
す
る
一
種
の
杜

会
的
労
働
で
あ
る
」
と
す
る
(
一
一
五
頁
)
。
そ
し
て
世
界
語
の
必
要
性
は
次

の
よ
う
な
社
会
的
背
景
に
求
め
ら
れ
る
。

「
社
会
生
活
の
発
展
に
伴
っ
て
、
言
語
は
発
展
し
分
化
す
る
。
国
語
標
準

語
と
地
方
弁
、
男
女
の
一
言
葉
の
ち
が
ひ
、
階
級
に
よ
る
言
葉
の
ち
が
ひ

等
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
、
一
言
語
は
社
会
の
内
部
に
お
け
る
諸
々
の
(

社
会
的
地
位
の
異
な
る
集
団
の
生
活
を
反
映
す
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
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は
、
国
語
(
民
族
語
)
の
統
一
を
行
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
応
園
内
の
諸

地
方
の
方
言
を
揚
棄
す
る
。
し
か
し
、
人
類
の
国
際
生
活
が
発
達
す
る

に
つ
れ
て
世
界
語
の
必
要
が
益
々
大
と
な
り
、
国
語
の
差
別
が
益
々
桓

桔
と
感
ぜ
ら
れ
る
に
至
る
」
(
四
九
頁)
0

ザ
メ
ン
ホ
フ
は
「
社
会
問
題
の
本
質
は
階
級
闘
争
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
」

に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
が
い
ま
や
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
は
「
社
会
の
本
質

を
理
解
し
、
社
会
の
未
来
を
作
り
出
す
力
を
も
っ
て
い
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
」
の
位
置
づ
け
で
あ
る
(
四
二
|
四
三
頁
)
。

こ
こ
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
解
放
と
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
正
当
性
と
が
、

「
社
会
生
活
の
発
展
」
に
基
づ
く
一
言
語
の
発
展
と
階
級
闘
争
の
進
展
、
と
い

う
形
で
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
伊
東
は
他
の
論
文
で
プ
ロ
エ
ス
の
課
題

を
「
た
だ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
階
級
闘
争
の
実
践
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
利
用
」

す
る
ば
か
り
で
は
不
十
分
で
、
「
言
語
を
大
衆
の
意
識
的
参
加
に
よ
っ
て
、

技
術
的
に
変
革
す
る
と
い
ふ
理
論
及
び
そ
の
理
論
を
実
施
す
る
人
聞
の
組

織
を
完
成
す
る
」
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
自
ら
の

所
属
す
る
共
産
党
農
民
部
の
地
下
活
動
と
検
挙
・
投
獄
に
よ
っ
て
ポ
エ
ウ

の
活
動
に
は
あ
ま
り
関
与
し
て
い
な
い
。

同
時
期
、
伊
東
と
並
ん
で
国
際
文
化
研
究
所
・
プ
ロ
科
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
っ
た
エ
ス
ペ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
、
佐
々
木
孝
丸
は
、
「
言
語
に
関
す
る
若
干

の
考
察
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
国
際
語
の
問
題
と
「
言
語
改
正
の
問

題
」
を
結
び
つ
け
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

「
世
界
的
規
模
に
お
け
る
言
語
統
一
の
問
題l
i

由
際
語
の
問
題
は
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
等
閑
に
附
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
問
題
で
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あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
真
実
に
世
界
を
統
一
す
る
こ
と
の
出
来
る
唯
一
の

階
級
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
り
、
随
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

の
み
が
こ
の
問
題
を
真
に
正
当
に
解
決
し
得
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
一
般
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
現
に
自
ら
の
前
へ
置
か
れ
て

ゐ
る
国
際
語
の
問
題
、
国
語
統
一
の
問
題
に
対
し
て
ど
う
い
ふ
態
度
を

と
る
べ
き
で
あ
る
か
?
さ
ら
に
、
我
々
の
前
に
は
日
本
国
有
の
特
殊

的
な
問
題
が
横
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
一
言
語
改
正
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
っ

て
、
そ
の
中
に
は
、
漢
字
制
限
、
か
な
使
ひ
統
一
、
ロ
オ
マ
字
運
動
カ

ナ
モ
ヂ
運
動
等
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
」
。

だ
が
佐
々
木
も
ま
た
こ
の
後
ポ
エ
ウ
の
運
動
に
は
関
わ
ら
ず
、
プ
ロ
ッ

ト
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
同
盟
)
の
中
心
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
以
降
の
理
論
的
発
展
は
な
さ
れ
な
か
っ
説
。

プ
ロ
科
で
は
、
政
治
・
経
済
・
農
業
・
法
律
を
研
究
す
る
第
一
部
、
哲

学
・
歴
史
・
教
育
を
研
究
す
る
第
二
部
、
芸
術
・
文
学
・
一
言
語
を
研
究
す

る
第
三
部
、
自
然
科
学
を
研
究
す
る
第
四
部
の
四
部
制
が
と
ら
れ
た
が
、

発
足
当
初
主
な
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
は
武
藤
(
第
一
部
)
、
秋
田
雨
雀
・

伊
東
・
佐
々
木
(
第
二
部
)
と
い
う
所
属
で
、
「
言
語
」
)
を
研
究
す
る
第
三

部
に
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
プ
ロ
科
創
立
総

会
に
お
い
て
第
三
部
部
長
と
な
っ
た
蔵
原
惟
人
は
、
方
針
説
明
と
し
て
「
一
言

語
の
発
達
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
研
究
と
云
ふ
こ
と
も
勿
論
必
要
で
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
こ
と
は
現
在
の
第
三
部
の
状
況
で
は
多
少
困
難
な
所
で
あ
ら

う
と
思
は
れ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
に
料
、
こ
の
プ
ロ
科
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

研
究
会
が
設
置
さ
れ
二
九
三
O
年
一
月
)
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
」
周
年

六
月
号
で
は
、
大
島
と
中
垣
の
入
所
(
と
も
に
第
三
部
)
が
報
じ
ら
れ
て
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い
る
。

そ
の
後
、
ポ
エ
ウ
の
発
足
に
伴
い
、
プ
ロ
科
内
で
は
エ
ス
研
の
位
置
づ

け
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
三
一
年
五
月
の
プ
ロ
科
大
会
で
エ
ス
研
は
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
言
語
学
研
究
会
」
と
改
称
さ
れ
、
「
仕
事
の
性
質
も
か
は
っ
た
」

の
で
あ
る
。
「
以
前
ポ
エ
ウ
が
生
れ
る
ま
で
は
プ
ロ
エ
ス
運
動
の
機
関
の
代

り
を
つ
と
め
た
が
そ
れ
ら
の
仕
事
は
す
っ
か
り

J
P
E
U

へ
ゆ
づ
り
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
と
言
語
」
「
国
語
と
国
際
語
」
「
国
際
語
の
歴
史
」
等
々
の
研

究
を
す
る
研
究
団
体
達
っ
た
」
と
ポ
エ
ウ
機
関
誌
『
ま
令
官
同
惨
事

喜
志
円
。
』
は
報
じ
て
い
る
。
こ
の
研
究
活
動
を
主
に
担
当
し
た
の
は
大
島

と
中
垣
、
と
り
わ
け
前
者
で
あ
っ
(
問
。

(
1
)ザ
メ
ン
ホ
フ
「
国
際
語
思
想
の
本
質
と
将
来
」
水
野
義
明
訳
『
国
際
共
通
語
の
恩

想
』
新
泉
社
、
二
四
、
六
四
|
六
五
頁
。
原
文
は
一
九
O
O
年
発
表
。

(
2
)ザ
メ
ン
ホ
フ
「
民
族
と
国
際
語
」
同
書
所
収
。

(
3
)「
国
際
語
思
想
の
本
質
と
将
来
」
二
五
頁
。
な
お
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
発
展
史
に

つ
い
て
は
、
ェ
ド
モ
ン
・
プ
リ
パ
l

『
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
歴
史
」
大
島
義
夫
・
朝
日

賀
昇
訳
、
理
論
社
、
一
九
五
七
年
、
ウ
ル
リ
y

ヒ
・
リ
ン
ス
「
危
険
な
言
語
』
栗
栖

継
訳
、
岩
波
新
書
、
一
九
七
五
年
を
参
照
。
ザ
メ
ン
ホ
フ
の
思
想
に
つ
い
て
は
前
掲

書
参
照
。

(
4
)三
宅
栄
治
「
闘
う
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
た
ち
の
軌
跡
』
リ
ベ
l

ロ
イ
社
、
一
九

九
五
年
、
二
一O

五
一
頁
。
彼
は
こ
の
プ
ロ
エ
ス
運
動
に
つ
い
て
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
化
運
動
と
し
て
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
」
と
定
義
し
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運

動
」
に
つ
い
て
は
「
無
産
者
の
解
放
を
求
め
る
団
体
に
よ
る
、
芸
術
・
科
学
の
分
野

に
お
け
る
社
会
運
動
」
と
し
て
い
る
(
八
頁
)
。
三
宅
の
こ
の
定
義
は
、
従
来
の
研

究
(
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
大
島
義
夫
・
宮
本
正
男
「
反
体
制
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
運
動
史
」
三
省
堂
、
一
九
七
四
年
)
が
共
産
党
の
影
響
下
に
あ
る
時
期
(
プ
ロ
科

エ
ス
研
ポ
エ
ア
|
ポ
エ
ウ
)
の
運
動
の
み
を
を
プ
ロ
エ
ス
運
動
と
し
て
い
る
こ

と
に
対
し
て
異
を
と
な
え
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
以
後
の
ア
ナ
キ
ス
ト
や
社
会
民

主
主
義
者
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
も
含
め
た
枠
組
み
を
提
案
し
て
い
る
点
で
重
要

で
あ
る
。
な
お
柏
木
ロ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
大
島
義
夫
「
柏
木
ロ
ン
ド
の
こ
と
に

1
)

l
(
9
)
、
ロ
。
ミ
ミ
足
。
』
四O
二
l
四
一
一
一
号
に
詳
し
い
。

(
5
)フ
ラ
ン
ス
の
教
師
ラ
ン
テ
ィ
が
結
成
し
た
社
会
主
義
的
な
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
組
織

「
世
界
無
民
族
性
協
会
」
の
略
、S
A
T

は
人
々
が
民
族
性
を
超
え
て
国
際
語
を
中

心
に
連
帯
し
た
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
を
階
級
闘
争
の
課
題
と
し
て
主
張
し
、
階

級
性
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
「
中
立
し
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
従
来
の
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
組
織
・
運
動
を
批
判
し
た
。

(
6
)三
宅
前
掲
書
、
四
二
頁
。

(
7
)同
、
五
二
|
五
七
頁
。

(
8
)プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
研
究
所
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
研
究
会
編
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
講
座
』
第
一
巻
、
鉄
塔
書
院
、
一
九
三O
年
、
二
頁
。
以
下
の
各
文
献

の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
漢
字
を
新
字
体
に
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
直
す
以

外
は
原
文
に
従
、
フ
。

(
9
)伊
東
三
郎
(
磯
崎
巌
)
『
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
学
事
始
(
復
刻
版
)
』
(
理
想
閥
、

一
九
七
七
年
、
原
本
は
鉄
塔
書
院
、
一
九
三
二
年
)
付
録
ほ
か
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部

分
の
執
筆
は
伊
東
の
担
当
で
あ
る
。

(
日
)
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
学
序
説
」
「
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
学
事
始
」
五
八
|
五
九
頁
。

(
U
)「
同
品
。
伊
東
三
郎
を
と
む
ら
う
の
記
」
「
F
S
F

ミ
。
』
二
一
号
、
一
九
六
九

年
。

(
ロ
)
『
国
際
文
化
』
一
九
二
九
年
一
月
号
、
四
八
頁
。
こ
の
ほ
か
『
新
興
科
学
の
旗
の

も
と
に
」
一
九
二
九
年
一
二
月
号
に
は
、
羽
仁
五
郎
が
「
言
語
及
び
文
字
と
階
級
」

と
題
し
、
言
語
の
起
源
、
生
産
お
よ
び
生
産
関
係
の
発
展
に
伴
う
言
語
の
発
展
に
つ

い
て
の
7
l
ル
理
論
の
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。

(
日
)
大
島
・
宮
本
前
掲
書
、
二
二
五
頁
。

(
M
)「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
研
究
所
業
報
」
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
」
一
九
二
九
年
一
一

月
創
刊
号
、
一
八
二
ー
一
八
八
頁
。

(
日
)
蔵
原
「
芸
術
・
文
学
・
言
語
」
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
」
一
九
三
O
年
一
月
号
、

二
O
四
頁
。



(
凶
)
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
研
究
所
嚢
報
」
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
」
一
九
三
O
年
六
月

号
、
二
ハ
七
頁
。

(
げ
)
『30
守
町
民
同
色
町
E
S

む
と
と
第
七
号
、

(
叩
叩
)
三
宅
前
掲
書
、
五
六
、
六
八
頁
。一
九
=
ご
年
九
月
。

ポ
エ
ウ
解
体
以
後
の
理
論
的
展
開
と
「
統
一
戦
線
」
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そ
の
後
ポ
エ
ウ
は
、
コ
ッ
プ
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
連
盟
)
の
結
成
に
加

わ
り
、
そ
の
方
針
の
も
と
に
非
合
法
的
政
治
活
動
へ
と
多
く
の
活
動
家
を

動
員
し
、
弾
圧
に
よ
っ
て
組
織
的
な
解
体
状
況
に
陥
る
。
蔵
原
惟
人
の
提

唱
に
よ
る
コ
ッ
プ
は
、
文
化
運
動
に
対
す
る
共
産
党
の
指
導
性
と
そ
の
政

治
運
動
へ
の
従
属
・
解
消
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
二
一
・
一
五
、

四
・
一
六
以
後
の
状
況
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
、
こ
う
し
た
「
文
化
運
動

に
よ
る
地
下
共
産
党
の
機
能
の
代
行
」
は
、
ポ
エ
ウ
内
部
で
の
分
岐
を
生

み
出
し
て
い
っ
た
。

三
宅
は
「
政
治
運
動
家
と
文
化
運
動
家
の
離
反
」
を
強
調
し
て
い
る
が
、

後
者
に
属
す
る
者
と
し
て
秋
田
雨
雀
、
武
藤
丸
楠
、
大
島
、
中
垣
ら
を
挙

げ
て
い
る
。

三
宅
は
先
の
ポ
エ
ウ
内
の
分
岐
と
組
織
の
解
体
状
況
の
中
か
ら
生
ま
れ

た
新
し
い
動
き
と
し
て
、
①
大
島
、
中
垣
ら
が
「
中
立
系
」
(
非
プ
ロ
エ
ス

系
)
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
と
共
同
で
設
立
し
た
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
文
芸
協

会
」
(
一
九
三
二
年
一O
月
)
等
の
動
き
、
②
中
塚
吉
次
、
栗
栖
継
ら
の
「
マ

ル
シ
ュ
社
」
(
神
戸
)
を
中
心
と
す
る
「
進
歩
的
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
」
を

挙
げ
て
い
(
ド
。
両
者
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
「
中
立
系
」
の
非
プ
ロ
エ
ス
系
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エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
と
の
提
携
に
よ
る
新
し
い
展
開
を
図
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
「
進
歩
的
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
」
と
は
、
一
九
三
三
年

一
一
月
の
治
安
維
持
法
改
正
案
の
提
出
を
受
け
た
コ
ッ
プ
の
戦
術
転
換
に

沿
う
も
の
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
三
月
、
旧
ポ
エ
ウ
神
戸
準
備
会
は
ポ
エ
ウ
脱
退
を
声
明
し
、

一
O
月
に
雑
誌
『
マ
ル
シ
こ
を
創
刊
し
て
「
進
歩
的
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運

動
」
を
展
開
す
る
(
こ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
岡
山
、
大
阪
、
名
古
屋
、
京
都
な

ど
で
も
運
動
が
展
開
さ
れ
た
)
。
マ
ル
シ
ュ
社
を
主
導
し
た
中
塚
は
こ
の
運

動
に
つ
い
て
ポ
エ
ウ
(
ひ
い
て
は
コ
ッ
プ
)
の
従
来
の
中
央
集
権
的
な
運
動

を
批
判
し
、
「
我
々
の
選
ぶ
形
は
地
方
分
権
制
で
あ
る
」
と
し
、
「
現
在
全

国
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
同
志
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
於
て
そ
の
地
方
に
適

当
な
や
り
方
で
グ
ルl
ポ
を
作
っ
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
だ
」
と
し
て
い(
μ。

そ
の
目
的
は
「
動
揺
せ
る
中
立
主
義
者
を
奮
ひ
立
た
せ
我
々
の
陣
営
に
引

き
ょ
せ
、
彼
等
と
の
広
汎
な
統
一
戦
線
を
も
っ
て
、
同
白
色
白
日
o

と
ヨ
ロ
-
z

を
支
持
す
る
反
動
的
似
非
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
の
一
群
を
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
界
か
ら
一
一
掃
」
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
進
歩
的
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
運
動
」
も
、
一
九
三
六
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
主
要
な
活
動

家
が
検
挙
さ
れ
、
消
滅
す
る
。

(
1
)栗
原
幸
夫
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
そ
の
時
代
』
平
凡
社
、

O
頁
。

(
2
)二
一
宅
前
掲
書
、
六
四
頁
。

(
3
)岡
、
六
五
!
六
八
頁
。

(
4
)三
宅
前
掲
書
、
七
五
l

九
二
頁
。

(
5
)「
コ
ッ
プ
常
任
中
央
協
議
会
書
記
局
」
の
名
前
で
出
き
れ
た
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

一
九
七
一
年
、

」ー
ノ、
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化
諸
団
体
の
再
組
織
に
関
す
る
提
案
」
(
一
九
三
四
年
三
月
一
O
日
付
)
で
は
、
現

組
織
を
い
っ
た
ん
解
体
し
、
た
だ
ち
に
再
組
織
に
向
か
、
ヲ
こ
と
、
コ
ッ
プ
に
結
集
し

な
い
「
単
独
文
化
組
織
」
の
見
直
し
‘
組
織
の
「
地
方
分
権
」
、
「
非
合
法
主
義
」
に

対
す
る
闘
争
な
ど
を
主
な
内
容
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
発
行
さ
れ
た
の
と
同
じ
三

月
二
四
日
、
ポ
エ
ウ
神
戸
準
備
会
は
ポ
エ
ウ
か
ら
の
脱
退
宣
言
を
な
し
、
「X
×
[
共

産
]
党
」
の
み
を
支
持
す
る
の
で
は
な
く
、
「
現
在
の
窮
迫
せ
る
情
勢
に
対
す
る
最

善
の
方
策
と
し
て
、
吾
々
は
同
盟
[
ポ
エ
ウ
]
の
即
時
解
散
と
全
労
農
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
大
衆
の
参
加
に
よ
る
プ
ロ
・
エ
ス
運
動
の
再
組
織
を
要
す
る
と
認
め
」
る
と
官
一

言
し
て
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
を
支
持
す
る
国
際
的
プ
ロ
エ
ス
組
織
I
P
E

と
の
直
接

連
絡
指
導
関
係
の
も
と
に
新
た
な
活
動
を
始
め
る
と
述
べ
て
い
る
(
『
思
想
月
報
』

一
九
三
五
年
六
月
、
六
八
1

七
四
頁
)
。
こ
の
運
動
に
つ
い
て
『
思
想
月
報
』
で
は
、

右
の
コ
ッ
プ
の
「
提
案
」
に
「
反
対
」
し
て
成
立
し
た
も
の
と
分
析
し
て
い
る
が
(
六

九
l

七
O
頁
て
そ
の
主
張
を
見
る
か
ぎ
り
む
し
ろ
「
提
案
」
に
沿
っ
た
組
織
の
「
地

方
分
権
」
形
態
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

(
6
)
Z日
間
『
担
問
「
進
歩
的
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
の
組
織
と
活
動
」
『
沼
恒

B
E

」
一
二
・

四
合
併
号
、
一
九
三
五
年
五
月
、
三
頁
。

(
7
)岡
、
二
頁
。

(
8
)三
宅
前
掲
書
、
八
九
頁
。

四

左
派
日
本
語
改
良
論
の
展
開

左
派
の
日
本
語
改
良
運
動
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢

下
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
早
く
も
大
島
は
一
九
三
二
年
一
O
月
に
中
立
系

の
エ
ス
ペ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
と
と
も
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
文
芸
協
会
を
発
足
き

せ
、
三
三
年
四
月
に
『
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
文
学
』
誌
を
発
刊
し
て
い
る
。
同

誌
は
中
立
系
の
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
学
会
の
有
力
メ
ン
バ
ー
や
、
労
農
派

系
の
労
農
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
連
盟
を
指
導
し
て
い
た
梶
弘
和
も
参
加
し
て
お

り
、
「
中
立
系
か
ら
左
へ
の
、
い
わ
ば
統
一
戦
線
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

周
年
一
月
に
は
大
島
の
手
に
よ
っ
て
『
国
際
語
研
究
』
誌
も
発
刊
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
「
国
際
語
そ
の
も
の
の
研
究
と
い
う
よ
り
、
日
本
語
を
い

か
に
改
良
す
れ
ば
国
際
語
を
受
け
い
れ
る
素
地
が
つ
く
ら
れ
る
か
、
と
い

う
視
点
か
ら
編
集
さ
れ
た
雑
誌
」
だ
と
い
う
評
価
も
あ
る
(
料
、
ソ
ヴ
ェ
ト

言
語
学
の
積
極
的
な
紹
介
と
、
「
進
歩
的
」
な
国
字
改
良
論
者
(
カ
ナ
モ
ジ

派
、
ロ
ー
マ
字
派
)
と
の
提
携
と
が
特
色
で
あ
る
。
大
島
は
そ
の
「
創
刊
の

こ
と
ば
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
国
際
語
問
題
わ
決
し
て
孤
立
し
た
一
特
殊
言
語
の
問
題
で
わ
な
い
。
そ

れ
わ
す
べ
て
の
一
言
語
問
題
に
深
い
関
連
お
持
ち
、
民
族
語
、
国
語
問
題

と
切
離
し
て
わ
理
解
で
き
な
い
問
題
な
の
だ
。
今
ま
で
の
言
語
活
動
わ

皆
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
の
だ
。
/
国
際
語
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
が
研
究
す

る
場
合
に
も
、
言
語
の
一
般
理
論
、
実
践
的
言
語
運
動l
l

ロ
ー
マ
字
、

国
字
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
等
の
運
動
の
深
い
理
解
が
必
史
民
」
。

大
島
自
身
の
日
本
語
改
良
へ
の
立
場
は
、
ロ
ー
マ
字
化
、
し
か
も
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
式
ロ
ー
マ
字
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
際
語
と
民
族
語

の
併
用
が
容
易
に
な
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ

い
て
大
島
は
ポ
エ
ウ
内
で
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
・
ロ
ー
マ
字
運
動
」
を
提
唱

し
て
い
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
佐
々
木
も
国
際
語
と
国
字
改
良
問
題
と
を
並
列
し

て
提
示
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
両
者
を
結
ぶ
理
論
は
進
展
を
見
な
か
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
大
島
は
ソ
ヴ
ェ
ト
言
語
学
、
と
り
わ
け
ス
ピ
リ
ド
ヴ
ィ

ッ
貯
の
理
論
を
積
極
的
に
摂
取
、
翻
訳
紹
介
す
る
と
い
う
仕
事
に
専
念

し
た
。
ス
ピ
リ
ド
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ソ
連
に
お
け
る
民
族
語
の
近
代
化
政
策
の
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彼
方
に
「
未
来
に
お
け
る
全
言
語
統
一
の
任
務
」
が
待
っ
て
い
る
こ
と
を

告
げ
、
「
資
本
主
義
と
共
産
主
義
の
聞
に
社
会
主
義
の
過
渡
期
が
あ
る
よ
う

に
、
言
語
に
も
普
遍
語
の
過
渡
的
段
階
で
わ
な
く
民
族
語
と
併
存
す
る
国

際
補
助
語
の
過
渡
的
段
階
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
予
言
し
て
い
る
。

そ
し
て
民
族
語
建
設
の
段
階
は
「
新
し
い
更
に
大
き
い
言
語
革
命
え
の
過

渡
的
段
階
に
過
ぎ
な
い
こ
と
お
想
い
起
こ
し
て
、
現
在
民
族
的
文
語
の
建

設
に
際
し
そ
の
文
法
お
改
良
し
て
簡
単
化
す
る
と
共
に
ま
た
そ
れ
お
豊
富

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
方
針
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
過
渡
」
と
い
う
こ
と
ば
の
受
け
と
め
方
に
も
よ
る
が
、
当
時
の
共
産
主
義

者
が
世
界
革
命
を
間
近
の
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
察
す
る
か
ぎ

り
、
か
な
り
性
急
な
か
世
界
語
の
時
代
近
L
o

と
い
う
印
象
を
与
え
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
必

要
性
、
必
然
性
と
階
級
的
解
放
の
課
題
が
一
本
化
き
れ
る
こ
と
に
な
る
。

大
島
は
、
一
九
三
二
年
に
設
立
さ
れ
た
唯
物
論
研
究
会
機
関
誌
『
唯
物

論
研
究
』
に
三
四
年
春
か
ら
精
力
的
に
論
文
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
ら
を
通
じ
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
の
併
用
を
念
頭
に
置
い
た
国
字
改
良

を
提
唱
す
る
論
文
を
書
き
進
め
て
い
く
(
そ
れ
ゆ
え
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
理

論
動
向
を
踏
ま
え
た
文
字
改
良
論
を
「
国
語
」
内
部
で
の
文
字
改
良
論
と
対
比
す

る
意
味
で
左
派
日
本
語
改
良
論
と
称
す
る
)
。

他
方
、
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
で
は
あ
る
が
プ
ロ
エ
ス
運
動
よ
り
も
ロ

ー
マ
字
論
の
分
野
に
お
い
て
活
躍
し
た
斎
藤
秀
一
は
、
一
九
三
四
年
九
月

か
ら
三
八
年
五
月
に
か
け
て
、
『
文
字
と
言
語
」
と
い
う
雑
誌
を
発
刊
し
て

い
る
。
こ
こ
で
も
黒
滝
成
至
・
東
条
操
・
石
黒
修
・
タ
カ
ク
ラ
・
テ
ル
・

平
井
昌
夫
・
大
島
義
夫
・
鬼
頭
礼
三
な
ど
の
論
者
が
寄
稿
し
て
お
り
、
斎
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藤
自
身
は
「
漢
字
の
形
と
読
み
の
関
係
」
「
外
国
の
地
名
・
人
名
の
呼
び
方

と
ロ
ー
マ
字
書
き
」
「
ハ
行
子
音
に
就
い
て
の
一
考
察
」
「
ソ
ヴ
エ
|
ト
同

盟
に
於
け
る
ロ
ー
マ
字
運
動
」
「
支
那
語
ロ
ー
マ
字
化
の
正
し
い
理
解
の
た

め
に
」
「
ハ
ン
ガ
リ
ヤ
語
の
改
造
者
カ
ジ
ン
ツ
イ
」
「
ソ
ヴ
ェl
ト
同
盟
に

於
け
る
民
族
政
策
と
言
語
政
策
」
「
文
章
改
革
運
動
起
き
よ
」
な
ど
の
論
文

を
発
表
し
て
い
る
。
と
く
に
彼
の
活
動
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
な
の
は
、

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
用
い
て
国
際
的
な
ロ
ー
マ
字
化
の
運
動
を
連
絡
を
つ

け
、
日
本
国
内
に
紹
介
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
先
の
論
文
群
に
合
わ
せ
、

中
国
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
葉
績
士
の
論
文
を
翻
訳
し
「
支
那
語
ロ
ー

マ
字
化
の
理
論
』
と
し
て
発
刊
し
て
い
る
こ
と
二
九
三
六
年
七
月
)
、
日
本

語
の
ロ
ー
マ
字
化
の
た
め
に
、
全
文
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
文
の
雑
誌

『
ト
む
き
雪
』
を
品
川
刊
二
九
三
七

1

三
八
年
、
二
号
ま
ざ
し
て
い
る
こ
と

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
の
関
係
を
含
む
言
語
改
良

の
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
大
島
ら
が
展
開
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
主
義
一
言
語
論
の
枠

組
み
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ロ
ー
マ
字
運
動
の
蓄
積
か
ら
、
ロ
ー

マ
字
表
記
の
際
の
語
集
の
設
定
の
方
針
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
点
、
ま

た
、
植
民
地
に
お
け
る
言
語
的
解
放
に
つ
い
て
具
体
的
な
発
言
を
し
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
は
、
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
ロ
ー
マ
字
化
と
の
関
係
」

に
お
い
て
、
植
民
地
に
お
け
る
日
本
語
の
強
制
を
「
言
語
帝
国
主
義
」
と

批
判
し
、
植
民
地
・
半
植
民
地
に
お
け
る
言
語
的
解
放
に
つ
い
て
の
構
想

を
提
示
し
て
い
る
。

「
植
民
地
語
が
本
国
語
か
ら
解
放
き
れ
、
ま
た
半
植
民
地
語
が
大
国
語
か

ら
解
放
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
必
然
的
に
、
、
民
族
の
言
語
の
エ
セ
国
際

性
わ
弱
ま
り
、
や
が
て
消
え
失
せ
る
で
あ
ろ
l

。
し
か
し
各
々
の
民
族
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(引用者住: iR 化j は「ロー7字化j を示す)

↓↑諸君禁事の

図/、
の
あ
い
だ
の
関
係
わ
日
に
日
に
強
ま
っ
て
行
く
か
ら
、
支
配
民
族
の
言

語
の
エ
セ
国
際
性
の
記
認
可
に
反
比
例
し
て

2

℃
・
の
活
動
分
野
わ
広

ま
っ
て
来
る
は
ず
で
あ
る
」
(
図
も
参
照
)
。

す
で
に
「
社
会
主
義
の
祖
国
」
ソ
ヴ
ェ
ト
で
は(
bスベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト

の
粛
清
が
始
ま
り
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
の
時
期
、
国
際
語
と
民
族
語

の
併
用
的
な
発
展
を
、
民
族
語
相E
の
発
展
を
通
じ
た
植
民
地
解
放
の
ビ

ジ
ョ
ン
に
ま
で
明
確
に
練
り
上
げ
、
日
本
の
侵
略
主
義
、
植
民
地
支
配
を

批
判
す
る
と
い
う
作
業
に
お
い
て
は
、
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
、
日
本
語

改
良
論
者
の
中
で
は
斎
藤
が
最
も
徹
底
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
大
島
が

主
に
輸
入
理
論
の
消
化
と
諸
運
動
の
結
節
点
と
な
る
基
礎
的
な
一
般
理
論

の
提
示
に
集
中
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
斎
藤
は
、
ロ
ー
マ
字
論
、
お
よ
び

東
ア
ジ
ア
の
解
放
さ
れ
た
言
語
秩
序
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
議
論
を
提
示

す
る
こ
と
で
、
よ
り
体
制
批
判
の
具
体
性
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。そ

の
一
方
で
、
も
っ
ぱ
ら
自
ら
の
課
題
を
民
族
語
と
し
て
の
日
本
語
の

文
体
、
お
よ
び
そ
れ
を
用
い
た
文
学
作
品
の
創
出
を
通
じ
て
大
衆
的
標
準

語
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
設
定
し
た
論
者
に
タ
カ
ク
ラ
・
テ
ル
が

い
る
。
タ
カ
ク
ラ
は
、
「
長
野
県
教
員
赤
化
事
件
」
で
一
九
三
一
三
年
二
月
に

検
挙
さ
れ
、
三
四
年
に
転
向
上
申
書
を
書
い
て
釈
放
き
れ
て
以
来
、
国
語
・

国
字
問
題
の
研
究
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
日
本
ロ
ー
マ
字
会

と
国
語
協
会
に
所
属
し
た
日
本
語
改
良
論
者
で
、
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト

で
は
な
い
。
彼
は
「
複
雑
か
ら
単
純
へ
」
と
い
う
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
言

語
進
化
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
言
語
論
の
言
語
起
源
論
を
べ
|
ス
に
、
生
産

す
る
大
衆
の
こ
と
ば
を
も
と
に
し
て
標
準
日
本
語
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を

記
述
す
る
文
字
改
革
を
な
し
、
も
っ
て
表
現
と
し
て
の
「
国
民
文
学
」
を

確
立
し
よ
う
、
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
出
し
た
。

一
九
三
六
年
に
は
カ
ナ
モ
ジ
論
者
で
あ
っ
た
平
生
飢
三
郎
が
文
相
と
な

る
と
と
も
に
漢
字
廃
止
を
め
ぐ
る
論
争
が
起
き
る
と
と
も
に
、
臨
時
ロ
ー

マ
字
調
査
会
が
訓
令
式
ロ
ー
マ
字
つ
づ
り
を
採
用
し
た
こ
と
に
端
を
発
し

て
、
「
国
語
国
字
問
題
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
盛
ん
に
論
議
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
」
。
と
く
に
「
進
歩
的
傾
向
の
人
人
に
よ
っ
て
、
国
語
合
理
化
・

国
語
大
衆
化
・
発
音
式
カ
ナ
づ
か
い
論
が
採
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
も
目
新
し
い
事
実
で
あ
る
」
と
平
井
は
述
べ
、
タ
カ
ク
ラ
、
羽
仁
五
郎
、

黒
滝
成
至
ら
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
必
。
彼
ら
は
総
合
雑
誌
等
で
活
躍
し
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た
が
、
と
く
に
タ
カ
ク
ラ
や
黒
滝
の
議
論
は
、
そ
れ
以
前
に
「
唯
物
論
研

究
』
や
「
国
際
語
研
究
』
『
文
字
と
言
茸
巴
等
で
な
さ
れ
た
言
語
改
良
の
議

論
を
下
敷
き
と
し
て
い
た
。

そ
の
最
も
公
約
数
的
な
記
述
は
高
木
弘
名
で
出
版
き
れ
た
唯
物
論
全
書

「
言
語
学
』
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
大
衆
的
標
準
日
本
語
は
、
生
産
者
大
衆
の
た
め
の
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
貴
族
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
要
素

を
批
判
的
に
摂
取
す
る
と
と
も
に
、
生
産
者
大
衆
の
言
語
の
な
か
か
ら
、

新
し
い
必
要
な
要
素
を
取
り
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
[
:
:
:
]
現
在

の
民
族
的
言
語
と
し
て
不
充
分
な
日
本
語
の
新
し
い
建
設
の
た
め
に

は
、
方
言
か
ら
民
族
的
に
必
要
な
要
素
を
摂
取
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
[
:
:
:
]
大
衆
的
共
通
の
言
語
と
し
て
は
、
漢
字
の
制
限
、
歴
史
的

な
煩
墳
な
カ
ナ
づ
か
ひ
の
合
理
化
が
、
口
語
体
化
と
と
も
に
行
は
れ
、

日
本
語
を
ヨ
リ
や
さ
し
い
、
ヨ
リ
正
確
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
現
在
支
配
的
な
漢
字
カ
ナ
の
使
用
は
、
文
字
と
し
て
さ

ら
に
ロ
ー
マ
字
に
発
展
す
る
。
漢
字
カ
ナ
の
不
合
理
は
表
音
文
字
で
あ

る
ロ
ー
マ
字
に
よ
っ
て
の
み
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢

字
カ
ナ
の
使
用
の
合
理
化
と
平
行
し
て
ロ
ー
マ
字
の
大
衆
的
使
用
が
行

は
れ
、
そ
れ
が
次
第
に
発
展
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぱ
」
。

本
書
は
大
島
に
よ
れ
ば
二
章
分
だ
け
大
島
が
書
き
、
あ
と
は
伊
東
三
郎

の
筆
に
な
る
も
の
と
の
こ
と
で
あ
(
判
、
こ
の
箇
所
も
伊
東
の
手
に
よ
る
可

能
性
が
高
い
が
、
大
島
の
議
論
と
矛
盾
す
る
点
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
こ
に
は
、
左
派
日
本
語
改
良
論
の
「
統
一
戦
線
」
の
「
綱
領
」
的

内
容
が
示
き
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ブ
ロ
エ
ス
以
来
の
マ
ル
ク
ス
主
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義
言
語
論
が
、
一
九
三
六
年
の
段
階
で
日
本
語
改
良
論
と
明
確
に
結
合
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
理
論
は
先
に
ふ

れ
た
雑
誌
の
時
晴
や
個
人
的
な
つ
な
が
り
を
通
じ
て
共
有
さ
れ
て
い
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)同
誌
は
一
九
三
六
年
五
月
の
二
O
号
で
自
主
廃
刊
し
た
(
大
島
・
宮
本
前
掲
書
、

一
一
一
七i

一
二
八
頁
)
。
同
誌
に
つ
い
て
は
『k
g
a

旬
。
ミ
乙
二
O
号
に
特
集
が

あ
る
。

(
2
)三
宅
前
掲
書
、
七
六
頁
。

(
3
)問
、
八
O
頁
。

(
4
)「
創
刊
の
こ
と
ば
」
(
無
記
名
)
「
国
際
語
研
究
」
創
刊
号
、
一
九
三
三
年
一
月
、

二
頁
。

(
5
)林
春
夫
(
大
島
義
夫
)
『h
h
h
h
h拘
占
b
o
」
一
九
三
二
年
二
月
。

(
6
)た
と
え
ば
ス
ピ
リ
ド
ヴ
ィ
ッ
チ
「
一
言
語
学
と
国
際
語
」
(
井
上
英
一
H

山
崎
不
二

夫
と
共
訳
、
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
学
会
、
一
九
三
二
年
)
、
同
「
マ
ル
ク
ス
主
義
一
言

語
学
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
(
三
号
)
、
フ
ジ
ャ
コ
フ
「
ヤ
フ
ェ
テ
ィ
ド
理
論
の
本
質
と
意

義
」
(
五
|
九
号
)
、
ス
ピ
リ
ド
ヴ
ィ
ッ
チ
「
言
語
発
展
史
に
お
け
る
国
際
語
の
根
源
」

(
八
号
)
、
同
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
言
語
学
」
(
同
)
ほ
か
多
数
に
の
ぼ
る
。
「
国
際
語

研
究
』
で
は
翻
訳
者
の
名
前
は
し
ば
し
ば
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
編
集
・
発
行
責

任
者
と
し
て
大
島
が
そ
れ
ら
を
出
版
す
る
上
で
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と

は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

(
7
)ス
ピ
リ
ド
ヴ
イ
ツ
チ
『
言
語
学
と
国
際
語
」
一
三O
頁
。

(
8
)問
、
一
四
七
頁
。

(
9
)竹
内
次
郎
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
に
つ
い
て
」
『
思
想
研
究
資

料
』
特
輯
第
六
九
号
、
司
法
省
刑
事
局
、
一
九
一
二
九
年
一
一
月
、
一
八
頁
「
文
字
と

一
言
語
」
第
一
二
号
(
一
九
三
九
年
七
月
)
で
は
、
「
統
一
戦
線
特
臨
時
号
」
と
題
し
、

ロ
ー
マ
字
・
カ
ナ
モ
ジ
の
提
携
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
(
発
禁
)
。

(
叩
)
小
林
司
「
言
語
差
別
と
闘
っ
た
斎
藤
秀
こ
「
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
一
九
七
八
年

一
一
一
月
一
五
日
号
、
八
九
頁
。
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(
日
)
斎
藤
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
ロ
ー
マ
字
化
と
の
関
係
」
『
国
際
語
研
究
』
一
六
号
、

一
九
三
六
年
七
月
、
一
一
八
頁
(
図
も
同
じ
て
同
号
で
は
中
垣
が
「
言
語
運
動
の

新
し
い
動
向
|
統
一
的
言
語
運
動
の
た
め
に
」
と
題
し
、
諸
言
語
改
良
・
改
革
論
の

接
点
を
模
索
し
て
い
る
。

(
ロ
)
リ
ン
ス
前
掲
書
、
第W
章
。
ソ
ヴ
ェ
ト
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
組
織S
E
U
(
ソ
ヴ
ヱ

ト
・
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
同
盟
)
に
対
す
る
粛
清
は
一
九
三
七
年
に
始
ま
り
、
翌
三
八
年

に
は
組
織
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

(
日
)
タ
カ
ク
ラ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
時
下
の
国
民
文
学
論
・
:
タ
カ
ク
ラ
・
テ
ル
の

文
学
・
言
語
論
を
中
心
に
」
『
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
[
再
審
]
」
第
二
号
、
社
会
評
論
社
、

一
九
九
九
年
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

(
M
)高
倉
「
日
本
国
民
文
学
の
確
立
」
上
・
下
、
『
思
想
』
一
九
三
六
年
八
、
九
月
号
。

(
日
)
平
井
前
掲
書
、
二
五
八
二
五
九
頁
。

(
M
m
)
『
言
語
学
』
一
二
笠
書
房
、
一
九
三
六
年
、
二
一
O
|
一
一
一
一
頁
。

(
口
)
大
島
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
使
徒
、
伊
東
三
郎
」
渋
谷
・
埴
谷
・
守
屋
編
前
掲
書
、

五
二
五
|
五
二
六
頁
。
伊
東
は
そ
の
後
、
愛
国
的
な
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
団
体
、
「
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
報
国
同
盟
」
に
加
入
す
る
。

(
日
二
例
を
挙
げ
れ
ば
、
一
九
三
七
年
五
月
に
は
『
文
字
と
一
言
語
』
活
版
印
刷
化
の
た

め
に
タ
カ
ク
ラ
と
大
島
が
出
版
社
を
斡
旋
し
て
い
る
(
目
論
見
は
失
敗
に
終
わ
る

が
)
。
佐
藤
治
劫
「
吹
雪
く
野
ず
ら
に
ー
ー
ー
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
斎
藤
秀
一
の
生

涯
」
鶴
岡
書
店
、
一
九
九
七
年
、
二
六
五
二
六
七
頁
。

お
わ
り
に

「
左
翼
言
語
運
動
事
件
」
と
そ
の
後

斎
藤
秀
一
は
そ
の
後
一
九
三
八
年
一
一
月
に
治
安
維
持
法
違
反
で
検
挙

き
れ
、
獄
中
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
獄
中
で
結
核
を
患
っ
た
彼
は
、

四
O
年
四
月
、
自
宅
療
養
と
な
り
、
同
年
九
月
、
腹
膜
炎
を
併
発
し
て
三

二
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

こ
の
斎
藤
の
検
挙
か
ら
、
『
文
字
と
言
語
』
、
お
よ
び
斎
藤
が
発
刊
し
て

い
た
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
雑
誌
『
ト
ミs
b判
。
」
の
購
読
者
リ
ス
ト
が
漏
れ
、
き
ら

に
多
く
の
逮
捕
者
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

「
一
九
三
八
年
、
[
:
:
:
]
斉
藤
秀
一
が
検
挙
さ
れ
る
や
、
そ
れ
を
き
っ

か
け
に
彼
と
関
係
の
あ
っ
た
国
語
運
動
・
ロ
ー
マ
字
運
動
・
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
運
動
関
係
の
活
動
分
子
数
十
名
が
全
国
的
に
検
挙
さ
れ
、
『
左
翼
言

語
運
動
事
件
』
が
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
、
大
島
も
そ
れ
に
含
ま
れ
た
。
こ

の
事
件
で
起
訴
き
れ
た
の
は
、
国
語
運
動
の
タ
カ
ク
ラ
・
テ
ル
、
黒
滝

成
至
、
ロ
ー
マ
字
運
動
の
平
井
昌
夫
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
の
大
島
で

あ
っ
た
」
。

共
同
で
判
決
を
受
け
た
四
名
は
、
治
安
維
持
法
に
基
づ
き
、
コ
ミ
ン
テ

ル
ン
お
よ
び
日
本
共
産
党
を
支
援
す
る
活
動
を
な
し
た
と
し
て
、
軒
並
み

懲
役
二
年
、
タ
カ
ク
ラ
・
黒
滝
は
執
行
猶
予
五
年
、
大
島
・
平
井
は
三
年

の
判
決
を
受
け
た
。

当
局
の
弾
圧
に
は
日
中
戦
争
開
始
以
後
の
思
想
・
一
言
論
取
り
締
ま
り
の

強
化
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
と
く
に
大
島
、
タ
カ
ク
ラ
、
斎
藤

ら
の
背
後
に
は
共
通
の
マ
ル
ク
ス
主
義
言
語
論
が
存
在
し
、
日
本
語
改
良

と
い
う
課
題
の
共
有
を
通
じ
て
一
(
曜
の
「
人
民
戦
線
し
を
構
築
し
て
い
る
、

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
弾
圧
で
大
島
は
理
論
活
動
を

停
止
し
、
戦
後
に
な
っ
て
再
開
さ
れ
た
国
際
語
理
論
の
作
業
も
、
ソ
ヴ
ェ

ト
言
語
理
論
の
「
輸
入
」
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
図
式

的
な
言
語
発
展
の
「
法
則
」
に
理
論
的
に
依
拠
し
す
ぎ
た
た
め
に
、
ス
タ

ー
リ
ン
に
よ
る
マ

l

ル
批
判
、
お
よ
び
人
民
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
の
弾
圧
、
と
い
う
現
実
に
直
面
し
て
、
中
途
で
放
棄
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
。
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一
方
、
「
左
翼
一
言
語
運
動
事
件
」
の
後
に
そ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
日
本
語

改
良
論
を
集
め
た
単
行
書
『
ニ
ッ
ポ
ン
語
」
(
一
九
四
三
年
)
を
出
版
し
た
タ

カ
ク
ラ
は
、
そ
こ
で
「
ニ
ッ
ポ
ン
語
は
ニ
ッ
ポ
ン
民
族
の
血
で
あ
り
、
そ

の
血
の
な
か
に
流
れ
る
、
ニ
ッ
ポ
ン
民
族
の
一
ば
ん
た
い
せ
つ
な
も
の
は

何
か
と
い
う
こ
と
に
、
深
い
自
覚
を
も
っ
た
文
学
者
が
、
そ
れ
を
じ
っ
さ

い
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
、
血
で
書
い
た
と
き
に
、
初
め
て
ニ
ッ
ポ
ン

国
民
文
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
ほ
ん
と
う
の
ニ
ッ
ポ
ン

の
文
学
だ
」
と
書
き
下
ろ
し
た
。
あ
く
ま
で
「
ニ
ッ
ポ
ン
語
」
と
い
う
民

族
語
で
あ
る
と
い
う
一
線
は
守
ら
れ
て
は
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
一
言
語

論
が
も
う
一
方
の
契
機
と
し
て
保
持
し
て
い
た
、
国
際
語
に
よ
る
自
己
相

対
化
の
契
機
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
「
ニ
ッ
ポ
ン
週
間
』
は
出
版
を
許
き
れ
た
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。
彼
の
一
国
主
義
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
言
語
論
は
、
戦
後
も
丸
ご
と

そ
の
ま
ま
生
き
延
び
て
ゆ
く
。

階
級
社
会
の
言
語
状
況
を
告
発
し
、
自
民
族
中
心
主
義
的
な
言
語
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
す
る
と
こ
ろ
か
ら
民
族
社
会
と
国
際
社
会
の
発
展

を
理
論
化
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
言
語
論
と
、
そ
れ
を
べ
l

ス
に
し
た
日
本

語
改
良
論
は
、
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
の
理
論
活
動
抜
き
に
は
お
そ
ら
く

成
立
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
失
敗
の
根
拠
は
、
お
そ
ら
く
性
急

な
一
言
語
の
人
工
的
な
操
作
へ
の
信
頼
と
、
そ
れ
を
支
え
る
単
純
な
一
言
語
起

源
論
、
言
語
発
展
論
に
あ
っ
た
。
階
層
聞
の
言
語
能
力
の
格
差
や
民
族
問

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
言
語
帝
国
主
義
の
問
題
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

言
語
学
の
夢
が
崩
壊
し
た
後
も
依
然
と
し
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
時
代
状
況
の
中
で
こ
れ
ら
の
理
論
が
言
語
状
況
の
問
題
性
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を
鋭
く
告
発
し
得
た
こ
と
の
意
味
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(
1
)斎
藤
前
掲
書
、
「
言
語
運
動
関
係
治
維
法
違
反
事
件
の
検
挙
と
取
調
状
況
」
「
特
高

月
報
」
昭
和
一
四
年
四
月
。

(
2
)リ
ス
ト
は
前
掲
「
特
高
月
報
』
に
収
載
。

(
3
)大
島
・
宮
本
前
掲
書
、
二
二
五
頁
。
黒
滝
は
タ
カ
ク
ラ
の
弟
子
と
も
い
え
る
者

で
、
戦
後
ク
ロ
タ
キ
・
チ
カ
ラ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
民
間
国
語
教
育
運
動
に
活
躍
し

た
。
平
井
は
頼
阿
佐
夫
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
訓
令
式
ロ
ー
マ
字
論
者
。
三
笠
全
書
『
国

語
・
国
字
問
題
」
(
一
九
三
八
年
)
を
書
き
、
戦
後
そ
れ
を
下
敷
き
に
「
国
語
国
字

問
題
の
歴
史
」
(
一
九
四
八
年
)
を
出
版
し
て
い
る
。
両
者
と
も
に
「
唯
物
論
研
究
」

誌
上
で
三
0
年
代
に
国
字
改
良
論
を
積
極
的
に
発
表
し
て
い
た
。

(
4
)「
思
想
月
報
』
九
O
号
、
一
九
四
一
年
一
一
一
月
。

(
5
)大
島
・
宮
本
前
掲
書
で
は
『
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
文
学
」
『
国
際
語
研
究
』
に
つ
い
て

の
記
述
を
「
人
民
戦
線
を
志
向
し
て
」
と
い
う
章
に
配
置
し
て
い
る
。
ま
た
三
宅
は

先
述
の
と
お
り
両
誌
を
も
っ
て
「
文
化
活
動
を
通
じ
て
の
プ
ロ
エ
ス
系
と
中
立
エ

ス
系
の
ゆ
る
や
か
な
統
一
戦
線
」
と
し
て
い
る
(
前
掲
書
、
八
一
頁
)
o
Z応
S
l
同

「
進
歩
的
エ
ス
ベ
ラ
ン
テ
イ
ス
ト
の
組
織
と
活
動
」
も
両
誌
が
「
か
;
Q
[進
歩
的

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
の
]
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
と
云
へ
る
」
と
見
て
い
る
(
三

頁
)
。

(
6
)『'
E喜
ミ
E

き
』
誌
一
二
号
二
九
五
二
年
二
月
)
か
ら
連
載
さ
れ
た
大
島
の
「
国

際
語
の
理
論
」
は
四
回
目
二
六
号
、
同
年
七
・
八
月
合
併
号
)
で
中
断
し
、
社
会

主
義
国
に
お
け
る
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
現
状
に
つ
い
て
の
、
宮
本
正
男
の
大
島
へ
の

公
開
質
問
状
(
宮
本
「
公
開
状
大
島
義
夫
き
ん
に
聞
き
た
い
」
『
'
Eき
忠
言
。
』

二
O
号
、
一
九
五
三
年
二
月
)
を
め
ぐ
る
論
争
以
後
も
再
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。

(
7
)タ
カ
ク
ラ
「
ニ
ソ
ポ
ン
語
」
(
戦
後
版
、
世
界
画
報
社
、
一
九
四
七
年
)
一
七
二

頁
。
こ
の
表
現
は
戦
後
の
四
七
年
版
で
は
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
改
訂
版

で
あ
る
「
新
ニ
ッ
ポ
ン
語
」
(
一
九
五
二
年
、
理
論
社
)
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)前
掲
拙
稿
参
照
。



Left-wing Debates on ]apanese 

-language Reform in the 1930s: 

The Movement and its Intellectual History. 
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英文抄録

Chikanobu MICHIBA 

In this paper, 1 discuss left-wing theories of ]apanese-!anguage reform that 

suddenly appeared in 1930s, covering their intellectual background and historica! 

significance. Such theorists proposed the rearrangement of vocabulary, the 

restriction or abolition of kanji, and the phonogramization of ]apanese into kana 

or Roman letters. These proposals were based on the “ theory of international 

language": a mix of Marxian class theory, Marxian linguistics from the Soviet 

Union, and Pro!etarian Esperanto philosophies. Apart from this theoretica! 

background, there was an additiona! context: the history of Proletarian Esperｭ

antist movements. Marxian linguistics critiqued the linguistic situation of class 

society and theorized the development of national and international societies that 

would relativize ethnocentric language nationalism. While this was used as a 

starting point by the leftist proponents of ]apanese-language reform, they 

uItimately relied on the mediating factor of the Esperantists' theoretical activｭ

iti白.
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現
住
す
る
社
会
に
問
題
が
生
じ
た
時
、
人
は
そ
れ
が
な
ぜ
ど
う
し
て
起

こ
り
、
ど
う
し
た
ら
解
決
す
る
か
と
い
う
疑
念
を
機
縁
に
、
社
会
問
題
へ

の
関
心
を
深
め
て
ゆ
く
。
そ
の
探
究
の
方
向
は
各
人
の
境
遇
や
気
質
に
よ

っ
て
異
な
る
が
、
世
論
の
動
向
の
中
か
ら
様
々
の
社
会
思
想
が
生
ま
れ
、

そ
れ
ら
相
互
間
の
交
流
と
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の
力
と
に
よ
っ
て
い

く
つ
か
の
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
思
想
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
社

会
思
想
の
形
成
過
程
を
顧
み
る
と
、
社
会
の
安
定
期
に
は
支
配
的
な
一
つ

の
思
想
が
社
会
全
般
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
時
代
の
推
移
に
と
も

な
い
、
新
し
い
社
会
問
題
が
発
生
す
る
に
つ
れ
て
社
会
思
想
に
も
変
化
が

生
じ
、
主
流
・
支
配
に
対
す
る
異
端
・
傍
系
の
思
想
の
出
現
と
諸
思
想
聞

の
相
互
批
判
と
が
活
躍
俄
に
な
る
。
と
同
時
に
、
社
会
が
安
定
期
か
ら
変
革

杉

四

良E

原

期
に
入
る
に
と
も
な
い
、
思
想
は
単
に
思
想
に
止
ま
ら
ず
、
一
方
で
は
理

論
的
体
系
化
に
よ
っ
て
思
想
的
基
礎
の
強
化
に
つ
と
め
、
他
方
で
は
社
会

変
動
を
方
向
づ
け
る
た
め
の
実
践
運
動
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
。
こ
う

し
て
社
会
思
想
史
は
、
社
会
理
論
史
と
社
会
運
動
史
と
の
両
面
と
交
錯
し

つ
つ
進
展
す
る
よ
う
に
な
る
。

社
会
思
想
史
の
こ
の
よ
う
な
様
相
は
、
近
代
に
入
る
と
一
段
と
明
確
に

な
り
、
一
九
世
紀
の
西
欧
に
お
い
て
最
も
判
然
と
す
る
。
と
く
に
広
く
西

欧
諸
国
を
政
治
的
に
震
憾
さ
せ
た
一
八
四
八
年
と
い
う
年
は
、
そ
れ
を
近

代
史
と
現
代
史
と
の
く
ぎ
り
と
す
る
見
方
も
あ
る
ほ
ど
の
画
期
で
あ
っ

て
、
従
来
の
自
由
主
義
・
個
人
主
義
と
対
峠
す
る
新
し
い
社
会
思
想
を
輩

出
さ
せ
た
が
、
そ
の
重
要
な
も
の
は
、
い
ず
れ
も
一
方
で
社
会
理
論
に
、

他
方
で
社
会
運
動
と
結
合
し
な
が
ら
、
近
代
を
こ
え
る
新
時
代
へ
の
展
望

を
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
O
世
紀
全
体
を
通
じ
て
国
際
的
に
追
求
し
た
。

「
社
会
思
想
史
」
と
い
う
歴
史
学
の
一
分
野
が
独
自
に
開
拓
さ
れ
て
き
た
の
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も
、
こ
う
し
た
時
代
の
風
潮
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
社
会
思
想
史
の
表
象
と
方
法
」
に
つ
い
て
書
く
に
際
し
て
、
こ
の
一
八

四
八
年
を
と
も
に
同
時
代
人
と
し
て
生
き
、
そ
の
時
代
が
提
起
し
た
社
会

問
題
を
真
剣
に
う
け
と
め
て
、
新
し
い
時
代
へ
の
展
望
を
考
え
抜
い
た
二

人
の
思
想
家
を
対
比
的
に
と
り
あ
げ
、
問
題
の
所
在
を
考
え
て
み
た
い
と

思
う
。
そ
れ
は

J

・
S

・
ミ
ル
こ
八

O
六
l

七
三
年
)
と
カ
l

ル
・
マ
ル

ク
ス
(
一
八
一
八
1

八
三
年
)
の
二
人
で
あ
る
。

ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス
を
対
比
的
に
論
ず
る
理
由
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と

マ
ル
ク
ス
は
、
「
へ
!
ゲ
ル
左
派
」
の
一
人
と
し
て
、
へ

l

ゲ
ル
・
フ
オ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
へ
ス
等
に
学
び
つ
つ
、
一
方
で
は
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
や

イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
・
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
思
想
の
研
究
を
深
め
、

他
方
で
は
新
聞
や
雑
誌
の
発
行
に
関
与
し
て
実
践
運
動
に
も
接
触
し
つ
つ

一
八
四
八
年
に
『
共
産
党
宣
言
』
を
刊
行
、J-
S

・
ミ
ル
は
、
ベ
ン
サ

ム
・
父
ミ
ル
の
指
導
の
下
で
「
哲
学
的
急
進
派
」
の
論
客
と
し
て
発
足
、

一
方
で
は
功
利
主
義
思
想
・
経
済
学
・
論
理
学
・
社
会
学
や
英
・
仏
の
社

会
主
義
思
想
の
研
究
を
深
め
つ
つ
、
他
方
評
論
雑
誌
の
編
集
・
発
行
を
通

じ
て
社
会
問
題
の
解
明
を
目
指
し
、
『
共
産
党
宣
言
」
と
ほ
ぼ
同
時
に
『
経

済
学
原
理
」
を
公
刊
し
た
。
『
宣
言
』
も
「
原
理
』
も
、
一
九
世
紀
後
半
を

通
じ
て
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
つ
つ
多
く
の
新
版
を
重
ね
、
今
世
紀
で
も
日

本
で
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
に
互
い
が
。
そ
し
て
現
在
二

O
世
紀
を
こ
え

て
な
お
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
有
力
な
二
大
社
会
思
想
と
し
て
対
時
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

二
人
は
一
八
四
八
1

五
二
年
の
歴
史
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
革
命
の
高

揚
と
沈
滞
の
一
0
年
間
を
思
想
的
基
礎
の
再
構
築
期
と
し
て
実
り
あ
る
充

電
期
を
送
っ
た
二
人
は
、
一
八
六
0
年
代
初
頭
か
ら
新
し
い
時
代
の
動
向

の
中
で
共
通
の
諸
問
題
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
一

八
四
八
年
は
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
ま
で
の
成
果
を
総
括
し
た
二
つ
の
作
品

を
同
時
に
出
し
た
年
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
時
代
の
問

題
意
識
を
共
有
す
る
思
想
家
と
し
て
同
時
に
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
記
念

の
年
で
も
あ
っ
た
。

(
1
)近
代
以
降
「
社
会
思
想
史
学
」
が
一
般
に
ど
の
よ
う
に
形
成
き
れ
て
き
た
か
は
と

も
か
く
と
し
て
、
近
代
の
一
後
進
国
日
本
の
場
合
の
概
観
に
つ
い
て
は
、
岡
村
秀

夫
・
田
中
浩
編
「
社
会
思
想
事
典
』
(
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
八
一
一
年
)
第
一
章

「
社
会
思
想
と
は
何
か
」
(
田
村
秀
夫
て
第
一
二
章
「
近
代
日
本
の
社
会
思
想
」
(
杉

原
四
郎
)
を
参
照
。

(
2
)ミ
ル
『
経
済
学
原
理
」
の
最
初
の
邦
訳
は
林
董
と
鈴
木
の
共
訳
で
林
董
・
鈴
木
重

孝
訳
「
弥
児
経
済
論
」
一
八
七
五
|
一
八
八
六
年
に
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル

ス
『
共
産
党
宣
言
』
の
邦
訳
は
堺
利
彦
・
幸
徳
秋
水
の
共
訳
で
一
九

O
三
年
に
出

た
。
と
も
に
全
訳
で
は
な
い
。

(
3
)
7ル
ク
ス
「
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
階
級
闘
争
」
「
ル
イ
・
ポ
ナ
パ
ル
ト
の
プ
リ
ユ

メ

l
ル
一
八
日
』
や
ミ
ル
「
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
擁
護
論
」
(
『
著
作
集
」
第
初
巻
所

収
)
や
「
自
伝
」
第
七
章
な
ど
参
照
。
一
八
四
八
年
革
命
の
最
近
の
文
献
と
し
て
、

的
場
昭
弘
・
高
草
木
光
一
一
編
『
一
八
四
八
年
草
命
の
射
程
」
、
御
茶
の
水
書
房
、
一

九
九
八
年
を
あ
げ
て
お
く
。

『
共
産
党
宣
言
』
は
I

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
、H

「
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
と
共
産
主
義
者
」
に
お
い
て
、
自
己
の
主
張
が
ど
の
よ
う
な
史
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的
分
析
の
上
に
築
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
社
会
革
命
の
見
通
し
に
立
つ
か
を

原
理
的
に
表
現
し
、
後
半
の
皿
「
社
会
主
義
的
お
よ
び
共
産
主
義
的
文
献
」
、

W

「
種
々
の
反
政
府
党
に
対
す
る
共
産
主
義
者
の
立
場
」
に
お
い
て
、
自

己
の
主
張
が
当
時
の
社
会
主
義
・
共
産
主
義
諸
思
想
や
各
国
の
反
体
制
的

実
践
運
動
と
の
相
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
眼
前
の
変
革
過
程

へ
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
参
加
す
る
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。
前
半
の
骨

子
は
「
市
民
社
会
の
経
済
的
構
成
へ
の
科
学
的
洞
察
」
で
あ
り
、
そ
の
焦

点
は
I
の
末
尾
に
、
H

へ
の
橋
渡
し
と
し
て
置
か
れ
た
恐
慌
論
で
あ
(
年

そ
こ
で
は
、
社
会
の
生
産
力
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
関
係
と
が
矛
盾
に
陥

っ
て
い
る
証
拠
と
し
て
発
生
す
る
の
が
周
期
的
過
剰
生
産
恐
慌
で
あ
り
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
こ
の
恐
慌
を
、
よ
り
全
面
的
な
よ
り
恐
暴
な
恐
慌
を

準
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
切
り
抜
け
う
る
と
の
べ
て
、
恐
慌
の
累
進

的
再
発
と
体
制
的
危
機
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
「
飢

餓
の
四
0
年
代
」
に
か
わ
る
「
黄
金
の
五0
年
代
」
に
経
済
学
批
判
体
系

の
構
築
に
専
念
し
、
恐
慌
論
を
よ
り
豊
富
化
体
系
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る

が
、
そ
の
発
端
は
こ
の
よ
う
に
「
宣
言
』
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
共
産
主
義
の
原
理
」
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
発
生

史
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
発

展
、
そ
し
て
恐
慌
、
結
論
と
な
る
」
と
い
う
構
成
で
、
「
宣
言
』
の
恐
慌
論

と
照
応
し
、
さ
ら
に
「
五
年
か
ら
七
年
ご
と
の
恐
慌
」
と
か
「
恐
慌
は
一

般
的
な
革
命
的
昂
揚
と
む
す
び
っ
く
」
と
か
を
指
摘
し
て
「
宣
言
』
の
恐

慌
論
を
|
|
撒
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
を
持
ち
な
が
ら
も
|
|
補
足
す

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
「
恐
慌
と
革
命
の
経
済
学
」
を
中
核
と
す
る
マ
ル
ク

ス
主
義
は
、
『
宣
言
」
で
そ
の
原
型
を
と
と
の
、
ぇ
、
社
会
思
想
史
上
の
位
置
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を
保
持
・
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

J
-
S

・
ミ
ル
は
「
経
済
学
試
論
集
』
(
一
八
四
四
年
)
で
一
般
的
過
剰
生

産
を
否
定
す
る
父
ミ
ル
・
セ
l

の
販
路
説
を
基
本
的
に
と
り
な
が
ら
、
恐

慌
現
象
へ
の
対
応
を
心
理
的
要
因
で
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
ミ
ル
は
、

『
経
済
学
原
理
』
に
お
い
て
、
貨
幣
経
済
で
の
購
買
と
販
売
の
分
離
、
貨
幣

保
有
需
要
の
商
品
需
給
と
の
関
係
か
ら
商
品
の
一
般
的
過
剰
が
生
じ
、
信

用
と
投
機
が
か
ら
ん
で
恐
慌
が
周
期
的
に
発
生
す
る
次
第
を
弾
明
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
は
馬
渡
尚
憲
氏
の
説
い
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

恐
慌
論
と
も
関
連
し
て
「
経
済
学
原
理
』
で
注
目
さ
れ
る
の
は
利
潤
率

低
下
論
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
も
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
法
則
は
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
来
多
く
の
経
済
学
者
が
伝
統
的
に
検
討
し
て
き
た
も
の

で
、
J
-
S

・
ミ
ル
も
『
原
理
」
第
四
篇
経
済
動
態
論
の
第
四
章
「
最
低

限
に
赴
こ
う
と
す
る
利
潤
の
傾
向
に
つ
い
て
」
第
五
章
「
こ
の
傾
向
か
ら

生
ず
る
帰
結
」
の
二
章
を
あ
て
て
、
従
来
の
ど
の
経
済
学
者
よ
り
も
詳
細

に
こ
の
法
則
を
吟
味
し
て
い
る
。
ミ
ル
が
こ
の
法
則
を
吟
味
し
た
あ
と
、

「
停
止
状
態
」
、
「
労
働
階
級
の
将
来
の
見
通
し
に
つ
い
て
」
の
二
章
を
置
い

て
第
一
|
四
篇
の
理
論
篇
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
ミ
ル
に

と
っ
て
こ
の
法
則
が
資
本
主
義
が
そ
れ
に
か
わ
る
べ
き
新
体
制
へ
移
行
す

る
橋
わ
た
し
的
役
割
を
演
ず
る
も
の
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要

で
、
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
」
で
こ
の
法
則
の
解
明
に
第
三
部

第
三
篇
「
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
の
法
則
」
の
三
章
(
「
法
則
そ
の
も
の
」
、

「
反
対
に
作
用
す
る
諸
原
因
」
、
「
法
則
の
内
的
諸
矛
盾
の
展
開
」
)
を
あ
て
て
お

り
、
『
資
本
論
』
全
休
の
構
成
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
第
三
部
第
三
篇
は
「
商

人
資
本
」
、
「
利
子
生
み
資
本
」
、
「
超
過
利
潤
の
地
代
へ
の
展
開
」
の
諸
篇
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を
飛
ん
で
最
終
篇
第
七
篇
「
収
入
と
そ
の
源
泉
」
(
こ
の
最
後
に
近
い
第
五
一

章
の
末
尾
に
労
働
過
程
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
さ
れ
た
歴
史
的
形
態
は
、
「
特
定
の
成

熟
段
階
に
達
す
れ
ば
、
一
定
の
歴
史
的
形
態
は
脱
却
さ
れ
て
、
よ
り
高
い
形
態
に

席
を
ゆ
ず
る
。
か
か
る
危
機
の
時
期
(
に
)
:
・
:
生
産
の
物
質
的
発
展
と
生
産
の

社
会
的
形
態
と
の
衝
突
が
生
ず
る
」
と
あ
る
)
に
対
応
す
べ
き
も
の
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
ま
た
両
者
に
よ
る
こ
の
法
則

の
分
析
に
は
、
低
下
の
基
本
原
因
を
生
産
過
程
に
求
め
、
か
つ
多
く
の
阻

止
要
因
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
則
自
体
は
貫
徹
す
る
と
し
て
い
る
点
で
は
共

通
す
る
所
が
あ
る
も
の
の
、
多
く
の
点
で
差
違
の
目
立
つ
の
は
当
然
だ
が
、

法
則
の
実
現
過
程
に
周
期
的
恐
慌
が
か
ら
ん
で
く
る
こ
と
の
認
識
で
も
共

通
点
が
あ
り
、
一
つ
の
ミ
ル
・
マ
ル
ク
ス
問
題
と
し
て
諸
家
の
注
目
を
浴

び
て
い
(
記
。
基
本
的
に
性
格
を
異
に
す
る
二
人
の
経
済
学
を
比
較
検
討
し

て
ゆ
く
一
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
こ
の
恐
慌
・
利
潤
率
低
下
の
問
題
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
ミ
ル
も
マ
ル
ク
ス
も
黄
金
の
五
O
年
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

く
に
英
・
仏
の
労
働
者
階
級
が
反
動
的
情
勢
の
中
で
着
々
と
勢
力
を
貯
え

つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
。

ミ
ル
は
「
自
伝
』
の
中
で
「
現
在
こ
八
四
0
年
代
)
の
労
働
大
衆
を
構

成
す
る
無
教
養
な
下
層
階
級
」
の
性
格
が
教
育
と
習
慣
に
よ
っ
て
変
化
し

う
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
の
ぺ
、
「
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
現
行
制
度
や

社
会
機
構
を
:
:
:
『
単
に
暫
定
的
な
」
も
の
と
見
(
る
反
面
)
、
た
と
え
ば

協
同
消
費
組
合
の
よ
う
な
え
ら
ば
れ
た
人
々
に
よ
る
す
べ
て
の
社
会
主
義

的
実
験
を
、
最
大
の
喜
び
と
興
味
を
も
っ
て
歓
迎
し
た
」
。
そ
の
よ
う
な
実

験
は
、
そ
の
成
功
知
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
参
加
し
た
人
々
に
「
最 も

有
益
な
教
育
に
な
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
。
ミ
ル
は
四
八

年
革
命
後
の
て
二
年
の
聞
に
「
大
陸
の
一
流
の
社
会
、
王
義
的
思
想
家
た

ち
の
研
究
と
論
争
に
関
す
る
諸
問
題
の
思
索
と
の
結
果
」
、
『
経
済
学
原
理
』

の
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
べ
た
部
分
が
版
を
新
た
に
す
る
に
と
も
な
っ
て

大
き
く
変
化
、
「
わ
れ
わ
れ
の
前
進
の
究
極
の
理
想
は
、
は
る
か
に
民
主
主

義
の
域
を
超
え
て
、
は
っ
き
り
よ
地
会
主
義
者
と
い
う
一
般
的
呼
称
の
中

に
わ
れ
わ
れ
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
」
。

マ
ル
ク
ス
も
こ
の
時
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階
級
が
「
驚
く
べ

き
粘
り
強
き
で
:
:
:
一0
時
間
法
案
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
」

こ
と
と
、
「
少
数
の
大
胆
な
働
き
手
の
つ
く
っ
た
協
同
組
合
工
場
:
:
:
と
い

う
い
く
ら
大
き
く
評
価
し
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
の
こ
の
偉
大
な
社
会
的
実

験
」
と
を
「
資
本
の
経
済
学
に
対
す
る
労
働
の
経
済
学
の
大
き
な
勝
利
」

と
た
た
え
て
い
(
ぞ
そ
し
て
こ
の
二
人
は
、
一
八
六

0
年
代
に
入
る
と
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
状
勢
が
好
転
し
て
く
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
と
も
に
社
会
思

想
の
研
究
面
か
ら
運
動
面
へ
と
力
点
を
移
動
さ
せ
、
第
一
イ
ン
タ
ー
を
媒

体
と
し
て
、
「
人
間
的
改
良
」
と
「
政
治
的
革
命
」
と
い
う
基
本
的
に
は
対

立
す
る
路
乱
れ
堅
持
し
つ
つ
も
、
相

E
批
判
を
応
酬
し
つ
つ
晩
年
を
迎
え

る
。
つ
ぎ
に
『
資
本
論
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
ミ
ル
批
判
を
中
心
に
、

ミ
ル
・
マ
ル
ク
ス
問
題
の
深
部
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

(
1
)杉
原
四
郎
『
?
ル
ク
ス
経
済
学
の
形
成
」
第
四
章
「
恐
慌
と
革
命
の
経
済
学
」
(
未

来
社
、
一
九
六
四
年
)
参
照
。

(
2
)杉
原
四
郎
「
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
共
産
主
義
の
原
理
』
小
論

-
-
4
ム
誕
一
五O
年
に
寄

せ
て
1
1

」
「
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
文
献
抄
』
(
未
来
社
、
一
九
七
二
年
)
参
照
ロ

(
3
)馬
渡
尚
憲
『
J

・
s

・
ミ
ル
の
経
済
学
』
(
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
七
年
)
の



第
九
章
動
態
論
、
第
一
節
「
景
気
循
環
と
信
用
」
参
照
。

(
4
)杉
原
四
郎
『
ミ
ル
・
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
』
(
世
界
書
院
、

第
二
編
「
利
潤
率
低
下
論
に
お
け
る
ミ
ル
と
7
ル
ク
ス
」
参
照
。

(
5
)前
掲
書
、
一
O
五
一

O
八
頁
。

(
6
)ミ
ル
「
自
伝
」
、
朱
牟
田
夏
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
O
年
、
二
O
O

二
O

四
頁
。

(
7
)
7ル
ク
ス
「
第
一
イ
ン
タ
ー
創
立
宣
言
」
一
八
六
四
年
、
杉
原
四
郎
編
『
?
ル
ク

ス
』
世
界
の
思
想
家
回
、
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
、
一
三
六
!
一
三
九
頁
。

一
九
九
九
年
)
、

依頼論文

マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
は
、
第
三
部
の
学
説
史
(
剰
余
価
値
学
説
史
)
を
別

に
し
て
も
、
『
資
本
論
』
の
本
体
が
「
経
済
学
批
判
」
と
い
う
副
題
が
一
不
す

よ
う
に
、
従
来
の
経
済
学
の
批
判
を
通
じ
て
自
己
の
積
極
的
見
解
を
体
系

的
に
展
開
す
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
は
批
判
の
対
象

た
る
「
経
済
学
」
と
い
う
科
学
の
特
性
と
発
展
形
態
に
つ
い
て
『
資
本
論
』

第
一
版
の
序
言
や
第
二
版
の
後
書
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
言
し
て
い
る
。

「
経
済
学
の
扱
う
材
料
の
独
自
な
本
性
は
、
人
心
の
最
も
烈
し
く
最
も
狭

量
で
最
も
厭
わ
し
い
情
念
を
、
私
的
利
害
か
ら
の
念
怒
を
、
自
由
な
科
学

的
研
究
に
呼
び
出
す
」
。
こ
う
し
た
経
済
学
の
本
性
か
ら
生
ず
る
発
展
形
態

に
つ
い
て
、
「
経
済
学
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
る
限
り
、
す
な
わ
ち
、
資
本

主
義
的
秩
序
を
社
会
的
生
産
の
歴
史
的
・
一
時
的
な
発
展
段
階
と
は
解
し

な
い
で
、
逆
に
そ
れ
の
絶
対
的
で
究
極
的
な
姿
態
と
解
す
る
限
り
は
、
経

済
学
は
、
階
級
闘
争
が
な
お
潜
在
状
態
に
あ
る
か
、
ま
た
は
た
だ
孤
立
的

な
誇
現
象
に
お
い
て
顕
現
す
る
間
た
け
科
学
的
た
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
」
。
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こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
を
科
学
的
経
済
学
と
非

科
学
的
経
済
学
と
の
二
つ
に
わ
け
、
後
者
を
「
俗
流
経
済
学
」
と
名
づ
け

る
。
だ
が
『
資
本
論
』
に
お
け
る
こ
の
二
分
法
以
前
に
マ
ル
ク
ス
は
、
『
哲

学
の
貧
困
』
(
一
八
四
七
年
)
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
中
に
形
成

さ
れ
る
種
々
の
学
派
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

ハ
門
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
の
矛
盾
に
無
関
心
な
「
宿
命
論
学
派
」
に
ω

ス
ミ
ス
や
リ
カ
l

ド
ウ
の
よ
う
な
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
関
係
を
法
則
に

定
式
化
し
、
そ
れ
が
封
建
社
会
の
そ
れ
に
対
し
い
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
か

を
立
証
す
る
こ
と
だ
け
を
使
命
と
す
る
「
古
典
学
派
」
と
、
伸
ブ
ル
ジ
ョ

ア
社
会
の
階
級
的
対
立
や
富
と
貧
困
の
並
存
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
古
典

学
派
の
場
合
に
は
素
朴
で
あ
っ
た
無
関
心
が
こ
こ
で
は
煽
態
と
な
る
「
ロ

マ
ン
派
」
が
あ
り
、
口
つ
ぎ
に
今
日
の
生
産
関
係
の
暗
い
面
に
心
を
痛
め

る
「
人
道
主
義
学
派
」
が
く
る
。
こ
の
学
派
の
す
べ
て
は
、
理
論
と
実
際

と
の
、
原
理
と
帰
結
と
の
、
観
念
と
適
用
と
の
、
内
容
と
形
式
と
の
、
権

利
と
一
事
実
と
の
、
良
い
面
と
悪
い
面
と
の
、
こ
れ
ら
の
諸
々
の
間
の
果
て

し
な
い
差
別
に
あ
る
が
、
こ
の
派
の
完
成
し
た
「
博
愛
主
義
学
派
」
に
な

る
と
、
現
実
の
矛
盾
を
理
論
で
は
捨
象
し
観
念
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
派
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
関
係
の
本
質
を
構
成
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
関
係
と

は
不
可
分
な
矛
盾
な
し
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
関
係
を
あ
ら
わ
す
諸
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
彼
ら
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
実
践
と
真

剣
に
闘
っ
て
い
る
も
の
と
自
負
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
他
の
人
々
よ
り
も

一
層
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
の
だ
」
。

こ
こ
で
「
宿
命
論
学
派
」
の
中
の
「
古
典
学
派
」
以
外
の
諸
派
と
し
て

あ
が
っ
て
い
る
「
ロ
マ
ン
派
」
、
「
人
道
主
義
学
派
」
、
「
博
愛
主
義
学
派
」
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は
す
べ
て
『
資
本
論
』
で
は
「
古
典
学
派
」
に
対
す
る
「
俗
流
経
済
学
」

と
し
て
一
括
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
派
の
最
後
の
代
表
的
経
済
学
者
と
し

て
『
資
本
論
』
に
登
場
す
る
の
が
J

・
S

・
ミ
ル
に
は
か
な
ら
な
い
。

「
資
本
論
』
で
俗
流
経
済
学
の
明
確
な
定
義
が
出
て
く
る
の
は
第
一
編
第

一
章
商
品
の
注
三
二
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
こ
で
古
典
派
経
済
学
の
根

本
欠
陥
の
一
つ
を
、
商
品
価
値
論
に
お
い
て
価
値
の
量
的
大
き
き
に
目
を

う
ば
わ
れ
て
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
に
特
有
の
形
態
を
見
つ
け
出

し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
し
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
、
「
私
が

古
典
派
経
済
学
と
い
う
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
関
係
の
内
的
関
連
を

探
究
す
る
W
・
ベ
テ
ィ
以
来
の
全
経
済
学
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し

俗
流
経
済
学
と
い
う
の
は
、
外
見
上
の
関
連
の
範
囲
の
み
を
う
ろ
っ
き
廻

っ
て
、
い
わ
ば
最
も
粗
荒
な
諸
現
象
の
尤
も
ら
し
い
説
明
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
自
家
用
と
の
た
め
に
、
科
学
的
経
済
学
に
よ
っ
て
久
し
い
以
前
に
提
供

さ
れ
た
材
料
を
た
え
ず
新
た
に
反
努
し
、
し
か
も
と
に
か
く
、
自
己
の
最

善
の
世
界
に
関
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
当
事
者
た
ち
の
平
凡
で
独
り
よ

が
り
な
諸
表
象
を
体
系
化
し
、
街
学
的
に
し
、
永
遠
的
巽
理
だ
と
宣
言
す

る
こ
と
だ
け
し
か
し
な
い
経
済
学
の
こ
と
で
あ
る
」
。

こ
こ
に
「
古
典
派
経
済
学
:
:
:
帥
ベ
テ
ィ
以
来
の
全
経
済
学
」
と
い
っ

て
い
る
の
は
明
ら
か
に
「
経
済
学
批
判
』
(
一
八
五
九
年
)
の
有
名
な
箇
所
を

う
け
て
い
る
が
、
「
批
判
」
で
は
俗
流
経
済
学
に
つ
い
て
の
明
確
な
規
定
は

ま
だ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
『
資
本
論
』
で
は
そ
の
後
随
所
に
俗
流
経
済

学
に
対
す
る
部
品
市
|
|
た
と
え
ば
第
五
章
「
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
」

で
「
資
本
家
の
お
抱
え
瞥
者
マ
カ
ロ
ッ
ク
が
過
剰
生
活
と
い
う
流
行
病
に

対
す
る
特
攻
薬
と
し
て
資
本
家
に
か
き
与
え
た
慮
方
」
に
つ
い
て
書
い
て

い
る
|
|
を
婦
人
し
な
が
ら
論
を
進
め
、
第
三
一
章
「
機
械
と
大
工
業
」

第
六
節
で
、
「J

・
ミ
ル
、
マ
カ
ロ
ッ
ク
、
ト
レ
ン
ズ
、
シ
|
ニ
ョ
ア
、
J
-

s
-

ミ
ル
な
ど
の
よ
う
な
一
連
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
者
の
主
張
に
よ
れ

ば
、
労
働
者
を
駆
逐
す
る
一
切
の
機
械
は
、
つ
ね
に
同
時
に
か
つ
必
然
的

に
、
そ
れ
と
同
数
の
労
働
者
を
就
業
さ
せ
る
に
充
分
な
資
本
を
遊
離
き
せ

る
と
い
う
」
と
書
き
、
こ
の
補
償
説
を
一
旦
は
採
用
し
な
が
ら
、
「
科
学
的

公
平
と
真
理
愛
好
と
に
よ
っ
て
明
白
に
こ
の
意
見
を
撤
回
し
た
」
リ
カ
ー

ド
ウ
と
ミ
ル
父
子
ら
を
対
比
し
、
さ
ら
に
同
二
三
章
「
剰
余
価
値
の
資
本

へ
の
転
化
」
で
、
「
労
働
者
か
ら
汲
み
出
さ
れ
た
獲
物
を
産
業
資
本
家
と
徒

食
地
主
な
ど
と
の
聞
で
ど
う
分
配
す
れ
ば
蓄
積
を
最
も
よ
く
助
長
す
る
か

と
い
う
学
問
的
争
論
は
、
七
月
革
命
の
前
に
鳴
り
を
ひ
そ
め
た
、
そ
の
後

間
も
な
く
、
都
市
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
リ
ヨ
ン
で
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
農
村
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
は
イ
ギ
リ
ス
で
焼
打
ち
を
し
た
。
俗
流
経
済
学
の
出
番
を
つ

げ
る
鐘
が
鳴
っ
た
」
と
の
べ
て
N
-
w
・
シ
i

ニ
ョ
ア
の
節
欲
説
を
「
こ

れ
こ
そ
俗
流
経
済
学
の
『
発
見
』
の
絶
好
の
見
本
で
あ
る
|
1
1
」
と
噺
笑

し
、
そ
の
注
四
一
で
ジ
ョ
ン
・
カ
ゼ
ノ
!
ヴ
の
節
欲
説
批
判
を
紹
介
し
た

あ
と
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
こ
れ
に
反
し
J
-
S

・
ミ
ル
氏
は
、
一
方
で

は
リ
カ

l

ド
ウ
の
利
潤
論
を
抜
粋
し
、
他
方
で
は
シl
ニ
ヨ
ア
の
『
節
慾

報
償
説
」
を
併
合
す
る
。
全
弁
護
法
の
噴
泉
た
る
へ
|
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る

『
矛
盾
」
は
彼
に
無
縁
で
あ
る
が
、
月
並
み
の
矛
盾
は
彼
の
お
馴
染
み
で
あ

る
」
。

J
-
S

・
ミ
ル
に
つ
い
て
は
同
第
一
三
章
「
機
械
と
大
工
業L
注
三
五

で
収
獲
逓
減
法
則
に
関
し
リ
i

ビ
ヒ
が
ミ
ル
を
こ
の
法
則
の
最
初
の
通
告

者
と
し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
「
J
-
S

・
ミ
ル
の
と
に
か
く
「
注
目
に
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値
す
る
」
権
威
は
殆
ん
ど
専
ら
こ
う
し
た
は
き
遠
い
の
お
か
げ
だ
と
い
う

こ
と
は
、
否
み
が
た
い
こ
と
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
資
本

論
」
第
三
部
第
五
一
章
「
分
配
関
係
と
生
産
関
係
」
と
い
う
全
巻
の
総
括

を
担
っ
て
い
る
重
要
な
章
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
か
た
ち
で

J

・
S
-

ミ
ル
が

最
後
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。

「
普
通
の
見
方
に
と
っ
て
は
、
資
本
|
利
潤
、
土
地
|
地
代
、
労
働
|

労
賃
と
い
う
分
配
諸
関
係
は
、
自
然
諸
関
係
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会

的
生
産
の
自
然
か
ら
:
:
:
生
ず
る
諸
関
係
と
し
て
現
象
す
る
。
:
:
:
と

は
い
え
、
さ
ら
に
教
養
あ
る
、
一
そ
う
批
判
的
な
人
聞
は
、
分
配
諸
関

係
の
歴
史
的
に
発
展
し
た
性
格
を
承
認
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
代
り
に
、

生
産
諸
関
係
そ
の
も
の
の
、
同
等
不
変
的
・
人
間
的
自
然
か
ら
生
ず

る
・
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
発
展
に
係
わ
り
の
な
い
・
性
格
を
、
そ

れ
だ
け
ま
す
ま
す
固
執
す
る
。
注
一
五
二
、

J
-
S

・
ミ
ル
『
経
済
学

上
の
若
干
の
未
解
決
問
題
に
関
す
る
論
集
』
、
ロ
ン
ド
ン
、
一
八
四

四
年
」
。

『
資
本
論
』
で
マ
ル
ク
ス
が
経
済
学
批
判
の
戦
略
目
標
と
し
て
「
古
典
経

済
学
と
俗
流
経
済
学
」
と
い
う
対
比
の
中
でJ-
S

・
ミ
ル
に
標
的
を
定

め
て
き
び
し
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
次
第
を
概
観
し
た
が
、
こ
う
し
た

マ
ル
ク
ス
の
ミ
ル
論
に
は
、
当
時
階
級
闘
争
が
一
八
三
O
年
以
降
の
段
階

か
ら
顕
在
化
し
て
き
た
と
い
う
現
状
認
識
が
マ
ル
ク
ス
の
側
に
あ
っ
た
と

い
う
事
情
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
ミ
ル
の
社
会
経
済
思
想
を
超
越
的
で

な
く
内
在
的
に
見
て
ゆ
く
と
、
種
々
の
問
題
点
が
出
て
く
る
。
こ
の
点
を

ミ
ル
の
利
潤
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
い
。

『
資
本
論
』
第
一
部
第
五
篇
第
一
四
章
「
絶
対
的
お
よ
び
相
対
的
剰
余
価
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値
」
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
リ
カ
i

ド
ウ
が
剰
余
価
値
の
起
源
に
は
無

関
心
で
あ
っ
た
が
、
リ
カ
l

ド
ウ
学
派
は
労
働
の
生
産
力
を
利
潤
(
剰
余
価

値
)
の
発
生
原
因
と
宣
言
し
た
。
だ
が
彼
ら
は
問
題
を
回
避
し
た
だ
け
で
解

決
し
え
な
か
っ
た
が
、
J
-
S

・
ミ
ル
は
利
潤
の
原
因
を
「
労
働
が
そ
の

維
持
に
必
要
な
よ
り
も
多
く
を
生
産
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
「
自
分

が
利
潤
を
価
値
以
上
に
販
売
す
る
こ
と
か
ら
導
き
出
す
重
商
主
義
者
よ
り

も
秀
れ
て
い
る
」
と
の
べ
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
「
リ
カl
ド
ウ
を

最
初
に
浅
薄
化
し
た
人
々
の
つ
ま
ら
ぬ
逃
口
上
を
下
手
に
く
り
返
す
に
す

ぎ
な
い
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
酷
評
を
下
し
て
い
る
。
「
坦
々
た
る
平

地
で
は
堆
土
も
岡
の
よ
う
に
見
え
る
。
今
日
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
平
凡

さ
を
、
そ
の
『
偉
大
な
精
神
』
と
呼
ば
れ
る
者
の
重
き
で
測
る
べ
し
」
。

私
は
ミ
ル
の
『
経
済
学
原
理
』
第
二
篇
「
分
配
」
第
一
五
章
「
利
潤
に

つ
い
て
」
を
中
心
に
、
そ
の
利
潤
論
の
全
体
を
検
討
す
る
と
、
マ
ル
ク
ス

が
論
評
で
は
つ
く
さ
れ
て
い
な
い
諸
点
が
あ
る
と
思
う
。

、
、
ル
の
利
潤
論
は
、
川
利
潤
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
を
究
め
る
起

源
論
、
制
そ
れ
が
誰
に
な
ぜ
帰
属
す
る
の
か
を
証
明
す
る
権
限
論
、
付
そ

れ
の
量
的
変
動
の
原
因
を
説
く
変
動
論
の
三
つ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
マ
ル

ク
ス
は
的
に
つ
い
て
ミ
ル
は
リ
カ
l

ド
ウ
学
派
と
し
て
労
働
に
求
め
て
い

る
と
し
、
制
に
つ
い
て
は
種
々
の
学
説
を
採
用
し
て
い
る
が
と
く
に
シ
|

ニ
ョ
ア
の
節
欲
説
を
と
り
入
れ
て
い
る
点
を
問
題
に
し
、
白
に
つ
い
て
は

一
般
利
潤
率
低
下
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

ω
に
つ
い
て
ミ
ル
の
第
一
五
章
第
五
節
の
所
説
は
極
め
て
簡
単
で
そ
の

真
意
を
さ
ぐ
る
の
は
容
易
で
な
い
が
、
『
原
理
』
全
体
で
彼
が
の
べ
て
い
る

種
々
の
箇
所
を
関
連
さ
せ
て
読
ん
で
ゆ
く
と
、
ミ
ル
は
、
労
働
者
が
彼
ら
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自
身
の
必
需
品
な
ら
び
に
労
働
用
具
を
再
生
産
す
る
以
外
に
、
資
本
家
の

た
め
に
労
働
す
る
若
干
の
時
間
を
あ
ま
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
つ
ま
り

利
潤
の
源
泉
は
不
払
剰
余
労
働
時
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
と
読
め
る
。

制
に
つ
い
て
ミ
ル
は
制
欲
説
の
外
に
危
険
負
担
説
や
監
督
賃
金
説
な
ど

も
と
り
入
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
関
連
や
そ
れ
ら
と
起
源
論
と
の
説
明
と

が
ど
ん
な
関
係
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
こ
の
点
も
よ
く
読
ん
で
ゆ
く
と
権
限
論
の
中
で
は
監
督
賃
金

説
が
ミ
ル
に
と
っ
て
は
最
も
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
権
階

論
を
統
一
す
る
と
と
も
に
権
限
論
と
起
源
論
と
を
媒
介
す
る
役
割
を
は
た

す
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
利
潤
論
と
資
本
家
と
労
働
者
と

の
階
級
関
係
の
将
来
像
に
つ
い
て
の
ミ
ル
の
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
と
を
結
び
つ
け

る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
私
の
解
釈
の
当
否
は
と
も
か
く
、
マ
ル
ク
ス
が
ミ
ル
の
利

潤
論
を
見
る
時
、
一
八
四
四
年
に
出
た
『
経
済
学
試
論
集
』
(
そ
れ
は
一
八

二
0
年
代
に
書
か
れ
た
)
の
そ
れ
よ
り
「
経
済
学
原
理
』
の
そ
れ
を
よ
り
低

〈
評
価
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
階
級
対
立
の
激
化
が
経
済
学
の
俗
流
化

を
進
行
さ
せ
る
と
い
う
状
況
判
断
が
あ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
ミ
ル
は

一
八
四
八
年
革
命
以
後
は
た
し
て
よ
り
俗
流
化
し
た
か
、
こ
れ
は
そ
の
利

潤
論
に
か
ぎ
ら
ず
、
彼
の
社
会
経
済
思
想
全
体
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
り
、

社
会
経
済
思
想
史
の
中
に
ミ
ル
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
ミ
ル
・
マ
ル
ク
ス
問
題
は
こ
れ
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)前
掲
杉
原
編
「
マ
ル
ク
ス
』
H

「
青
春
の
軌
跡L、
経
済
学
の
諸
潮
流
、
八
四
|

八
六
頁
。

(
2
)『
資
本
論
」
で
最
初
に
俗
流
経
済
学
が
登
場
す
る
の
は
第
一
巻
第
一
編
第
一
章
の

注
二
O
の
ブ
ロ
ー
ド
ハ
l

ス
ト
『
経
済
学
論
」
一
八
四
二
年
で
あ
り
(
た
だ
し
こ
の

部
分
は
第
二
版
で
追
加
さ
れ
た
と
こ
ろ
て
初
版
で
は
同
第
一
章
注
コ
二
の
デ
ス
テ

ユ
ツ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
要
論
」
第
四
・
五
部
、
一
八
二
六
年
で
あ

る
。
な
お
『
剰
余
価
値
学
説
史
」
m
の
第
一
九
l

一
一
四
章
、
補
録
を
も
参
照
。

(
3
)「
経
済
学
批
判
」
第
一
章
、
商
品
、
岩
波
文
庫
、
五
二
頁
。

(
4
)ミ
ル
の
利
潤
論
は
?
ル
ク
ス
の
こ
れ
に
つ
い
て
の
批
判
を
含
め
後
に
の
べ
る
。

利
潤
を
ど
う
と
ら
え
る
か
は
、

7
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
古
典
学
派
と
俗
流
経
済
学
と

を
区
別
す
る
枢
要
点
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

(
5
)こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
「
さ
ら
に
教
養
あ
る
、
一
そ
う
批
判
的
な
人
物
」
と
よ
ん
で

い
る
人
物
(
少
な
く
と
も
そ
の
一
人
)
は
I

・
5

・
ミ
ル
(
そ
し
て
『
試
論
集
」
で

は
な
く
『
経
済
学
原
理
」
の
ミ
ル
)
で
あ
ろ
、70

マ
ル
ク
ス
は
「
資
本
論
』
第
一
巻

第
七
篇
第
二
二
章
注
六
五
で
『
経
済
学
原
理
』
の
ミ
ル
に
つ
い
て
こ
う
い
っ
て
い

る
。
「J
・
S

・
ミ
ル
な
ど
の
よ
う
な
人
々
は
、
彼
等
の
旧
経
済
学
的
ド
ク
?
と
彼

等
の
近
代
的
傾
向
と
の
矛
盾
の
故
に
径
む
べ
き
だ
と
し
て
も
、
彼
等
を
俗
流
経
済

学
的
弁
護
論
者
の
仲
間
と
混
同
す
る
こ
と
は
全
く
不
当
で
あ
ろ
う
」
。
7
ル
ク
ス
が

こ
こ
で
い
う
ミ
ル
と
前
注
で
の
「
教
養
あ
る
、
批
判
的
な
人
物
」
と
同
一
な
の
か
、

或
い
は
さ
き
に
見
た
『
哲
学
の
貧
困
」
で
の
人
道
主
義
・
博
愛
主
義
学
派
の
人
物
と

同
一
な
の
か
(
同
一
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
て
い
た
の
か
否
か
)
は
検
討
さ
る
べ
き
問

題
で
あ
る
。

(
6
)ミ
ル
の
利
潤
論
に
つ
い
て
は
杉
原
四
郎
「
イ
ギ
リ
ス
経
済
思
想
史
I
I
I
-
5

・

ミ
ル
を
中
心
と
し
て
|
|
」
未
来
社
、
一
九
七
三
年
の
第
二
部
を
参
照
。

(
7
)内
田
義
彦
は
一
八
四
八
年
と
ミ
ル
・
7
ル
ク
ス
と
い
う
問
題
を
追
求
し
た
一
人

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
テ
!
?
を
あ
た
た
め
つ
つ
本
格
的
な
研
究
成
果
を
残
さ
な
か

っ
た
。
わ
ず
か
に
『
経
済
学
辞
典
」
(
岩
波
書
店
)
の
「
古
典
学
派
」
の
中
に
ミ
ル

の
学
問
的
地
位
に
つ
い
て
含
み
の
あ
る
注
目
す
べ
き
叙
述
を
残
し
て
い
る
。



四

依頼論文

こ
ル
は
、
『
宣
言
』
を
ド
イ
ツ
語
原
文
、
英
語
訳
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス

語
訳
な
ど
で
で
も
、
多
分
目
を
通
し
た
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
ミ
ル
は
第
一

イ
ン
タ
ー
の
綱
領
は
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
い

う
よ
う
に
(
『
宣
言
」
英
語
版
一
八
八
八
年
序
文
)
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合

に
(
も
:
:
:
)
受
け
入
れ
ら
れ
る
ほ
ど
十
分
に
幅
の
あ
る
も
の
」
だ
っ
た
。

だ
が
ミ
ル
の
晩
年
の
社
会
主
義
論
の
草
稿
に
は
、
彼
が
大
陸
の
社
会
主
義

者
の
考
え
方
が
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
と
基
本
的
な
相
違
の
あ
る
こ
と
を
明
白

に
認
識
し
て
い
る
。
?
ル
ク
ス
が
こ
の
ミ
ル
の
文
章
を
読
ん
だ
こ
と
は
確

認
で
き
な
い
が
、
ミ
ル
が
晩
年
に
も
社
会
主
義
へ
の
関
心
を
失
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
が
知
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

今
世
紀
に
な
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
と
そ
れ
に
対
峠
す
る
社
会
主
義
の
有

力
な
思
想
と
し
て
J

・
S

・
ミ
ル
の
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
国
際
的
に
論

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
社
会
主
義
の
概
説
書
が
あ
ら

わ
れ
る
。
わ
が
国
で
も
一
八
九
三
年
に

W
・
グ
ラ
ハ
ム
や
J

・
レ
l

の
著

作
に
よ
っ
た
「
現
時
之
社
会
主
義
』
が
出
版
さ
れ
、
そ
こ
で
一
方
で
マ
ル

ク
ス
主
義
が
革
命
的
な
運
営
の
旗
頭
と
し
て
紹
介
し
、
他
方
で
「
ユ
ー
ト

ピ
ア
的
、
革
命
的
社
会
主
義
者
に
反
対
す
る
」
諸
派
の
最
後
に
ミ
ル
を
あ

げ
、
「
理
想
の
実
現
が
道
徳
の
進
歩
と
平
行
す
可
き
者
を
見
」
た
点
を
評
価

す
る
と
同
時
に
、
そ
の
期
待
に
反
し
て
労
働
者
達
の
「
協
働
生
産
」
が
成

功
し
な
か
っ
た
こ
と
を
「
資
本
家
の
勢
力
が
如
何
に
根
強
き
か
を
知
ら
ざ

る
哲
学
者
の
空
望
」
だ
と
も
の
べ
て
い
る
。
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日
本
で
の
「
ミ
ル
・
マ
ル
ク
ス
問
題
」
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に

再
燃
す
る
。
自
由
民
権
期
に
日
本
の
青
年
に
愛
読
さ
れ
た
自
由
論
、
功
利

主
義
、
代
議
政
治
論
、
女
性
論
な
ど
は
、
大
正
中
期
に
新
訳
が
輩
出
し
、

「
自
主
の
初
訳
や
「
論
理
学
』
の
抄
訳
も
出
て
思
想
-
家
ミ
ル
へ
の
関
心
が

高
ま
る
。
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
社
会
福
祉
政
策
を
見

聞
、
ウ
エ
ツ
ブ
、
ホ
ブ
ソ
ン
、
シ
ョ
ウ
な
ど
の
著
作
に
も
接
し
た
河
上
肇

は
そ
の
動
向
に
一
役
買
い
、
ミ
ル
を
カ
l

ラ
イ
ル
・
ラ
ス
キ
ン
と
の
関
係

で
そ
の
人
道
主
義
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
「
経
済
学
原
理
』
の
社
会
主
義

論
に
焦
点
を
あ
て
て
そ
の
自
由
主
義
の
新
側
面
を
照
明
し
た
。
当
時
日
本

で
は
、
ラ
ッ
セ
ル
、
コ
ー
ル
、
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
な
ど
の
著
作
が
続
々
と
紹

介
さ
れ
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
も
設
立
き
れ
て
政
治
的
に
も
イ
ギ
リ
ス
労
働

党
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
。
河
上
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
成
立
を
画

期
的
と
高
く
評
価
し
、
「
議
会
を
通
じ
て
の
社
会
主
義
の
実
現
」
に
、
ボ
ル

シ
ェ
ビ
キ
‘
革
命
の
後
で
も
望
み
を
す
て
な
か
っ
た
。

そ
の
河
上
は
当
時
京
大
で
の
経
済
原
論
や
経
済
学
史
の
講
義
の
内
容
を

毎
年
改
変
し
て
忠
実
に
「
資
本
論
』
体
系
に
準
拠
す
る
も
の
に
し
、
き
ら

に
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
マ
ル
ク
ス
以
後
の
発
展
に
研
究
の
力
点
を
移
す
よ

う
に
な
る
。
そ
し
て
、
福
田
徳
三
・
吉
野
作
造
・
高
野
岩
三
郎
・
櫛
田
民

蔵
ら
と
の
関
係
を
断
っ
て
大
山
郁
夫
ら
に
接
近
し
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
影

響
を
、
つ
け
た
全
国
の
大
学
・
高
専
の
社
会
科
学
研
究
会
の
関
西
の
拠
点
京

大
社
会
科
学
研
究
会
と
関
係
を
深
め
て
ゆ
き
、
学
連
事
件
に
関
し
て
和
辻

哲
郎
と
の
論
争
を
通
じ
て
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
路
線
を
学
生
と
と
も
に
歩
む
こ

と
を
宣
言
す
る
。

思
想
史
的
研
究
の
面
で
は
ミ
ル
の
方
向
に
向
い
て
い
た
河
上
が
、
ど
う



154 

し
て
実
践
的
側
面
で
は
「
俗
流
経
済
学
」
と
決
別
し
て
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー

ニ
ン
主
義
に
突
入
し
て
い
っ
た
の
か
。
種
々
の
事
情
が
『
自
叙
伝
』
や
当

時
の
書
簡
か
ら
考
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
後
進
国
の
、
と
く
に
一
九
二0
年

代
末
期
の
世
界
情
勢
の
中
で
の
社
会
思
想
史
の
歩
み
を
象
徴
す
る
こ
の
岐

路
選
択
を
、
ミ
ル
・
マ
ル
ク
ス
問
題
と
し
て
も
再
検
討
す
る
余
地
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
従
来
わ
が
国
で
は
河
上
研
究
に
く
ら
べ
て
や
や
手
薄
で

あ
っ
た
当
時
の
他
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
刊

1
ダ
l

福
田
徳
三
や
河
合
祭
治
郎
ら

の
研
究
が
最
近
活
躍
慨
に
な
っ
て
き
た
だ
け
に
、
そ
の
思
い
を
強
く
し
て

い
る
。

(
1
)杉
原
四
郎
『
ミ
ル
・
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
』
(
世
界
書
院
、

の
第
二
篇
W

「
ミ
ル
は
7
ル
ク
ス
を
知
っ
て
い
た
か
」
を
参
照
。

(
2
)杉
原
四
郎
「
J

・
S

・
ミ
ル
と
現
代
』
(
岩
波
新
書
、
一
九
八O
年
)
「
ミ
ル
と
日

本
」
の
「
明
治
後
期
の
ミ
ル
」
一
七
六
!
一
八
O
頁
参
照
。

(
3
)杉
原
四
郎
『
旅
人
河
上
肇
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
)
第
五
章
「
大
正
デ
モ

ク
ラ
シ
l
期
の
イ
ギ
リ
ス
研
究
」
参
照
。

(
4
)前
掲
書
一
三
四
l
一
四
一
頁
参
照
。
杉
原
「
河
上
肇
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ー
ー

河
上
肇
に
お
け
る
ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス
|
|
」
、
杉
原
「
日
本
の
経
済
思
想
家
た
ち
」

(
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九O
年
所
収
)
を
も
参
照
。

(
5
)杉
原
『
旅
人
河
上
肇
』
、
第
七
章
「
ロ
シ
ア
革
命
の
衝
撃
」
、
杉
原
「
京
大
社
会
科

学
研
究
会
と
河
上
肇
|
|
『
旅
人
河
上
差
余
話
白
l
|
」
、
関
西
大
学
『
経
済
論

集
』
第
四
八
巻
第
二
号
、
一
九
九
八
年
九
月
を
参
照
。

(
6
)河
合
晶
軍
治
郎
に
つ
い
て
は
、
『
河
合
祭
治
郎
研
究
』
第
三
号
、
社
会
人
大
学
出
版

部
、
一
九
九
七
年
一
一
月
、
岩
本
典
隆
『
近
代
日
本
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
l
l
河
合
祭

治
部
と
永
井
柳
太
郎
の
理
念
を
め
ぐ
っ
て
|
|
』
(
文
理
閤
(
京
都
)
、
一
九
九
六
年
)

ま
た
福
田
徳
三
に
つ
い
て
は
、
福
田
徳
三
「
生
存
権
の
社
会
政
策
」
(
講
談
社
学
術

文
庫
、
序
板
垣
輿
一
、
一
九
八

O
年
)
杉
原
「
大
正
時
代
に
「
生
存
権
』
を
唱
、
え

た
福
岡
徳
三
」
、
『Q
U
E
S
T

』
第
一
号
、
オ
ル
タ
・
フ
ォ
ー
ラ
ムQ
、
一
九
九
九

一
九
九
九
年
)

年
五
月
な
ど
を
参
照
。

(
7
)本
稿
は
私
が
『
ミ
ル
・
7
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
』
の
第
一
篇
V

で
の
べ
た
「
ミ

ル
・
マ
ル
ク
ス
問
題
の
提
起
L
の
社
会
思
想
史
的
視
角
か
ら
の
補
論
で
あ
る
が
、
最

近
の
つ
ぎ
の
文
章
も
参
照
さ
れ
た
い
。

H
「
7
ル
ク
ス
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
事
血
(
」
(
青

木
書
店
)
の
「
J

・
S

・
ミ
ル
」
で
武
田
信
照
が
「
ミ
ル
・
マ
ル
ク
ス
問
題
」
を
論

じ
て
い
る
の
を
と
り
あ
げ
た
杉
原
「
「
事
典
」
の
一
つ
の
読
み
方
」
、
「
情
況
」
一
九

九
九
年
三
月
号
、
ω
「
二
一
世
紀
の
思
想
家J
-
s

・
ミ
ル
」
、
『
東
京
新
聞
』
同
年

八
月
五
日
号
、
同
「
社
会
哲
学
者
と
し
て
のJ
-
S

・
ミ
ル
」
、
『
図
書
新
聞
」
同
年

一
一
月
六
日
号
。
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批
判
的
知
性
の
今
日
的
立
脚
点
に
つ
い
て

|
|
戦
後
「
主
体
性
論
」
の
一
到
達
点
と
戦
後
歴
史
学
の
方
法
論
的
現
在
|
|

は
じ
め
に
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社
会
思
想
史
学
会
大
会
は
、
第
二
三
、
二
四
回
と
二
年
連
続
〈
社
会
思

想
史
研
究
の
表
象
と
方
法
〉
と
い
う
テ
ー
マ
を
か
か
げ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
し
た
。
こ
の
テ
!
?
を
か
か
げ
た
動
機
は
、
私
見
で
は
(
き
わ
め
て
一

人
よ
が
り
な
理
解
だ
と
思
う
が
)
、
主
に
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
本
学
会
が
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
分
野
の
研
究
者
の
寄
り
あ
い
所

帯
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
り
な
交
流
と
研
究
方

向
を
目
指
し
な
が
ら
、
そ
の
努
力
が
あ
ま
り
実
ら
な
い
ま
ま
、
そ
こ
に
近

年
の
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
崩
壊
の
自
覚
が
重
な
り
、
研
究
が
ま
す
ま
す

多
様
化
・
分
極
化
し
架
橋
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
危
倶
が
あ
っ
た
。
も
う
一

つ
は
、
社
会
思
想
史
研
究
が
人
文
学
・
社
会
科
学
の
そ
の
他
の
分
野
の
研

究
に
対
し
、
と
り
わ
け
研
究
に
お
け
る
視
点
や
方
法
の
問
題
を
重
視
し
、

寺

光

雄

回

他
分
野
に
先
立
っ
て
新
し
い
(
あ
る
い
は
よ
り
深
い
)
捉
え
方
を
提
示
す
る

役
割
を
も
っ
と
い
う
自
負
が
あ
り
、
し
か
し
そ
の
役
割
を
十
分
果
た
し
え

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
研
究
が
相

互
に
う
ま
く
架
橋
さ
れ
て
い
か
な
い
状
況
に
対
し
て
、
そ
の
表
象
と
方
法

を
問
い
あ
う
こ
と
で
架
橋
の
可
能
性
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
同
テ
!
?
で
何
か
を
書
く
よ
う
に
と
い

う
編
集
委
員
会
の
要
請
を
受
け
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
、
戦
後
の
「
主
体
性

論
」
の
一
到
達
点
と
戦
後
歴
史
学
の
方
法
論
上
の
流
れ
を
交
差
さ
せ
て
、

批
判
的
知
性
が
今
目
立
っ
て
い
る
方
法
意
識
上
の
状
況
の
一
端
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
て
み
た
い
。
し
か
し
紙
帽
の
関
係
上
、
「
主
体
性
論
」
の
論
点
に

つ
い
て
は
、
一
九
六
O
i

七
0
年
代
に
内
国
義
彦
が
当
時
の
日
本
の
社
会

科
学
研
究
の
姿
に
つ
い
て
語
っ
た
見
解
を
考
察
し
そ
こ
で
押
さ
え
、
戦
後

歴
史
学
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
批
判
的
回
顧
を
主
な
観
察
対
象
に
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し
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
両
者
を
交
差
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
れ

自
体
一
つ
の
大
仕
事
で
、
と
り
わ
け
本
来
の
歴
史
学
の
分
野
を
歩
ん
で
き

た
わ
け
で
も
な
い
筆
者
に
は
、
無
謀
な
企
て
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ

こ
で
は
、
こ
う
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起

を
し
た
い
。

戦
後
「
主
体
性
輪
」
の
一
到
達
点

批
判
的
知
性
の
立
脚
点
を
、
戦
後
の
人
文
学
・
社
会
科
学
の
歩
み
の
な

か
で
論
じ
よ
う
と
す
る
時
、
論
点
の
一
つ
と
し
て
ま
ず
挙
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
認
識
(
研
究
)
活
動
に
お
け
る
「
主
体
性
」
の
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
人
ぴ
と
の
批
判
的
主
体
と
し
て
の
成
長
を
阻
害
・
抑
圧
し
て

き
た
天
皇
制
支
配
体
制
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ

が
、
戦
後
同
時
に
、
皇
国
史
観
に
代
わ
る
科
学
的
な
も
の
の
見
方
と
し
て

復
活
し
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
「
客
観
性
」
と
政
治
性
を
め
ぐ
る
論
争

上
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
も
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
論
争
は
、
ご
く
初
期
の

狭
義
の
「
、
玉
体
性
論
争
」
か
ら
「
政
治
と
文
学
論
争
」
「
文
学
者
の
戦
争
責

任
論
争
」
と
分
類
で
き
る
も
の
や
「
昭
和
史
論
争
」
、
「
転
向
」
研
究
、
「
戦

後
文
学
論
争
」
等
々
を
経
て
、
六0
年
代
後
半
の
「
市
民
社
会
論
」
あ
た

り
ま
で
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

初
期
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
科
学
性
H

客
観
性
の
一
言
説
の
も
と
政
治

主
義
的
に
登
場
し
て
き
た
ゆ
え
に
、
例
え
ば
「
芸
術
と
文
学
の
領
域
に
あ

っ
て
、
発
足
点
と
は
、
自
分
の
両
脚
で
立
ち
、
肉
眼
で
眺
め
、
両
耳
で
聴

く
こ
と
以
外
に
は
な
い
」
(
荒
正
人
)
と
い
っ
た
、
た
だ
認
識
・
実
践
活
動

の
自
律
性
を
主
張
す
る
論
点
で
さ
え
必
要
な
要
素
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に

初
期
の
論
争
時
か
ら
、
主
体
性
を
め
ぐ
る
認
識
内
容
に
さ
ま
ぎ
ま
な
論
点

が
折
り
込
ま
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
荒
正
人
が
「
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま

民
衆
へ
の
道
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
と
き
、
そ
こ
で
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
」
概
念
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
直
感
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、
中
野
重
治
が
、
|
|
強
固
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
概
念
枠
に
立
ち
な

が
ら
で
あ
る
が
|
|
作
家
の
戦
争
責
任
の
追
求
を
「
良
心
の
問
題
、
倫
理

の
問
題
」
と
し
て
「
抽
象
的
、
観
念
的
」
に
取
り
あ
つ
か
う
の
で
は
な
く
、

「
作
家
と
歴
史
と
の
関
係
に
対
す
る
自
覚
の
強
弱
」
が
「
良
心
の
強
弱
の
問

題
」
で
あ
る
と
み
、
同
時
に
「
そ
れ
は
問
題
を
取
り
あ
つ
か
う
も
の
の
自

己
の
問
題
と
な
る
」
と
い
う
と
き
、
中
野
の
「
村
の
家
』
以
降
の
立
場
が

内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
形
で
さ
ま
ざ
ま
に
込
め
ら
れ
た
論
点
が
、
相E
に
刺
激
し
あ

い
後
の
論
争
の
深
化
を
準
備
し
て
き
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の

論
争
に
つ
い
て
は
、
き
び
し
い
対
立
見
解
が
投
げ
交
わ
さ
れ
、
多
く
の
論

点
が
拡
散
・
非
回
収
の
ま
ま
に
な
っ
た
印
象
が
強
い
が
。
そ
う
し
た
思
想

の
展
開
状
況
が
、
文
学
や
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
で
な
く
、
今
社
会
科
学

研
究
の
領
域
に
お
い
て
ど
う
汲
み
取
ら
れ
た
か
を
考
え
て
み
る
と
、
内
田

義
彦
の
発
言
を
取
り
上
げ
る
の
が
適
切
の
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
こ
に
は
、
社
会
科
学
研
究
と
主
体
性
の
関
係
に
か
か
わ
る
論
点
が
包
括

的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

研
究
活
動
に
お
け
る
主
体
性
の
意
味
内
容
を
、
社
会
科
学
研
究
の
観
点

か
ら
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
た
だ
自
律
的
な
研
究
活
動
を
営
む
と
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い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
①
研
究
成
果
の
仮
説
性
、
②
対
象
や
視
点
・
方

法
の
異
な
る
研
究
の
重
層
性
、
③
研
究
主
体
の
内
景
・
主
体
形
成
、
④
事

柄
の
認
識
を
め
ぐ
る
他
者
と
の
関
係
性
、
と
い
っ
た
諸
側
面
が
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
点
は
、
敗
戦
直
後
の
主
体
性
論
争
に
は
ま
だ
十

分
自
覚
さ
れ
て
い
ず
、
社
会
科
学
の
領
域
で
は
、
こ
の
問
題
を
意
識
的
に

追
求
し
て
き
た
内
田
義
彦
に
よ
っ
て
、
一
九
六
O
l

七
0
年
代
に
提
示
き

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
科
学
研
究
(
内
田

の
場
合
、
社
会
科
学
は
人
文
学
と
浸
透
・
補
完
し
あ
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
)
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。

ま
ず
、
研
究
成
果
の
仮
説
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
内
田
は
「
戦

時
中
は
じ
め
て
、
か
た
ち
だ
け
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
か
わ
っ
て
、
市
民
的

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
原
型
の
よ
う
な
も
の
が
日
本
に
で
き
上
が
り
か
け
て
き

た
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
学
問
的
世
界
の
「
政
治
か
ら
の
相
対
的
な
独
立
」

と
「
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
の
一
つ
の
世
界
」
と
し
て
の
形
成

を
意
味
し
た
。
こ
れ
は
、
前
世
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
l
|
|
こ
こ
で
は
、

社
会
諸
科
学
は
『
資
本
論
』
に
集
約
さ
れ
て
い
た
|
|
に
あ
っ
た
よ
う
に
、

「
与
え
ら
れ
た
|
|
政
治
的
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
で
決
定
ず
み
の
|
|
政
治

的
テ
i

マ
が
そ
の
ま
ま
学
聞
の
世
界
に
も
ち
こ
ま
れ
、
そ
の
方
向
で
学
問

的
に
精
密
化
さ
れ
」
る
や
り
方
で
は
も
は
や
な
い
。
個
々
の
「
学
問
領
域

で
の
ト
ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
に
よ
っ
て
な
に
が
真
に
政
治
的
テ

ー
マ
で
あ
る
か
を
発
掘
し
、
立
て
直
す
と
い
う
作
業
」
を
含
む
学
問
研
究

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
学
問
研
究
の
近
代
的
あ

り
方
の
端
初
を
、
内
田
は
こ
の
時
期
の
す
ぐ
れ
た
研
究
者
た
ち
に
み
い
だ

す
。
(
引
用
文
中
の
傍
点
は
原
文
の
も
の
。
以
下
同
様
)
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し
か
し
、
そ
の
形
成
は
ま
だ
端
初
で
、
大
河
内
一
男
、
大
塚
久
雄
、
丸

山
真
男
ら
「
さ
し
あ
た
り
何
人
か
の
将
来
の
ビ
ッ
グ
X

が
個
々
的
に
形
成

さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
学
聞
の
市
民
社
会
的
形
成

は
、
無
数
の
ビ
ッ
グ
X

が
、
分
業
体
制
を
無
数
に
つ
く
り
、
主
体
を
く
ぐ

り
ぬ
け
た
研
究
を
共
同
で
ト
ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
す
る
こ
と
に

あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
個
別
ビ
ッ
グ

X

の
生
成
に
戦
後
の
学
問
の
出
発
が

あ
っ
た
、
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
人
物
の
戦
中
・
戦
後
の
学
聞
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
は
今
日
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
時
代

の
体
験
者
の
一
証
言
と
し
て
受
け
と
め
て
お
き
た
い
。
大
塚
史
学
に
つ
い

て
は
後
で
少
し
ふ
れ
る
。

他
方
、
戦
争
中
の
社
会
科
学
(
H
?
ル
ク
ス
、
王
義
)
は
|
|
|
内
田
に
よ
れ

ば
|
|
「
共
同
の
戦
線
を
組
む
理
論
を
新
た
に
見
出
そ
う
と
の
努
力
を
し

な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
作
業
へ
の
接
近
す
ら
社
会
科
学
か

ら
の
逸
脱
と
思
う
ほ
ど
、
社
会
科
学
の
精
神
は
枯
れ
て
い
(
が
」
。
そ
の
状
況

は
、
戦
後
の
出
発
点
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
内
田

自
身
は
こ
う
し
た
状
況
下
、
直
接
日
本
の
現
実
に
向
き
合
う
こ
と
は
避
け
、

迂
回
し
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
等
の
研
究
を
と
お
し
て
、
「
日
本
」
と
「
マ
ル

ク
ス
の
経
済
学
」
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
後
の
歴
史
の
進
展
の
な
か
で
「
市
民
的
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
」
が
成
熟
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
六0
年
代
後
半
に
内
田
は
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
言
及
は
ま
た
、
対
象
や
視
点
・
方
法
の
異
な

る
研
究
の
重
層
的
存
在
の
承
認
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
経
済
学
で
日
本
を
受
け
と
め
た
場
合
と
、
経
済
学
か
ら
い
え
ば
隣
接
諸

科
学
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
日
本
を
受
け
と
め
て
き
た
場
合
と
、
か
な
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り
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
ズ
レ
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
マ
ル
経
と

近
経
の
ズ
レ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
大
き
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
い

う
面
で
の
つ
ま
り
丸
山
君
の
論
文
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
[
こ
こ
で
は
「
超

国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
を
指
す
|
引
用
者
]
、
政
治
学
の
論
文
と
し
て

は
素
晴
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
経
済
の
問
題
と
し
て
も
う
一
度
つ
か

ま
え
な
お
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
な
い
と
経
済
学
は
伸
ぴ
な
い
わ
け
で
す

ね
。
近
経
に
た
い
す
る
ス
ペ
リ
オ
リ
テ
ィ
l

意
識
み
た
い
な
の
が
マ
ル
経

に
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
隣
接
諸
科
学
に
た
い
す
る
経
済
学
の
ス
ベ
リ

オ
リ
テ
ィ

l

意
識
が
あ
っ
て
、
い
わ
ば
経
済
学
と
い
う
か
資
本
論
が
諸
科

学
に
含
ま
れ
て
い
る
真
理
の
価
値
尺
度
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
交

流
さ
せ
る
流
通
手
段
み
た
い
な
も
の
で
|
|
実
際
に
そ
う
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
|
|
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
。
/
そ

れ
が
い
わ
ば
同
じ
平
面
に
立
ち
な
が
ら
、
こ
ん
ど
は
経
済
学
者
が
、
そ
こ

の
出
て
い
る
問
題
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
深
め
て
い
く
か
、
こ
れ
は
こ
れ
か

ら
の
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
:
:
:
」
。
(
引
用
文
中
の
/
は
原
文
に
お
け
る

改
行
箇
所
を
一
示
す
。
以
下
同
様
)

六
0
年
代
後
半
、
内
田
は
、
『
資
本
論
』
が
そ
の
当
時
ま
で
ま
だ
優
越
性

を
も
ち
「
経
済
学
」
と
「
政
治
学
」
の
対
等
な
分
業
意
識
が
十
分
育
っ
て

い
な
い
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
他
方
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
岡
市
民
的
な
形

で
の
社
会
科
学
研
究
の
分
業
的
編
成
が
開
始
す
る
間
も
な
く
、
一
方
で
学

聞
の
思
想
な
き
専
門
化
が
す
す
み
、
他
方
で
人
び
と
の
日
常
意
識
が
、
社

会
を
対
象
化
論
理
化
す
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
、
ま
す
ま
す
没
論
理
化
し
て

き
だ
と
み
る
。
そ
し
て
七

0
年
代
初
頭
に
は
、
批
判
的
知
性
が
態
勢
を
と

と
の
、
え
る
間
も
な
く
、
社
会
科
学
の
一
極
に
は
っ
き
り
と
管
理
支
配
の
学

聞
が
肥
大
し
て
き
た
と
捉
え
る
。

「
現
状
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
社
会
科
学
は
、
わ
れ
わ
れ
に
縁
遠
い
も

の
に
な
り
な
が
ら
、
そ
の
実
、
わ
れ
わ
れ
全
体
を
す
っ
ぽ
り
包
ん
で
操
作

す
る
、
そ
う
い
う
学
問
と
し
て
発
展
し
て
い
ま
す
。
:
:
:
日
本
で
は
と
く

に
そ
の
傾
向
が
強
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
」
。

こ
れ
に
対
し
て
内
回
が
目
指
し
た
の
は
「
[
国
民l
引
用
者
〕
一
人
一
人

の
な
か
で
社
会
科
学
的
認
識
の
芽
が
育
っ
て
く
る
」
契
機
と
社
会
的
状
況

の
追
求
で
あ
っ
た
。
内
田
は
『
社
会
認
識
の
歩
み
」
(
一
九
七
一
年
)
ほ
か

で
、
近
代
思
想
を
追
い
か
け
な
が
ら
、
常
に
「
ふ
つ
う
の
日
本
人
」
の
日

常
意
識
に
内
在
し
て
社
会
認
識
の
形
成
契
機
を
説
こ
う
と
し
た
。
例
え
ば
、

「
本
が
面
白
く
読
め
た
と
い
う
の
は
、
本
を
読
ん
だ
の
で
は
な
く
、
本
で
世

の
中
が
、
世
の
中
を
見
る
自
分
が
読
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
逆
に
い
え

ば
、
世
の
中
を
読
む
と
い
う
操
作
の
な
か
で
始
め
て
本
は
読
め
る
わ
け
で

す
ね
。
そ
の
「
世
の
中
を
読
む
」
と
い
う
操
作
が
社
会
科
学
的
認
識
で
す
」

と
い
っ
た
具
合
に
、
本
を
読
む
と
い
う
行
為
に
お
い
て
当
事
者
意
識
を
も

つ
こ
と
が
、
お
も
し
ろ
さ
(
解
放
感
と
広
が
り
)
を
得
る
秘
訣
で
あ
る
と
説

く
。
こ
う
し
た
問
い
か
け
が
ど
れ
だ
け
人
び
と
に
届
く
も
の
で
あ
っ
た
か

は
後
で
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
「
世
の
中
」
と
「
自
分
」
を
読
む
〈
読
み
〉
の
作
業
は
、
そ

れ
自
体
ト
ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
の
作
業
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た

ん
に
自
分
自
身
の
な
か
の
所
為
だ
け
で
は
な
く
、
研
究
者
相
互
、
著
者
と

読
者
相
互
の
認
識
深
化
の
た
め
の
作
業
で
も
あ
り
う
る
。
内
田
の
研
究
姿

勢
と
方
法
は
、
こ
う
し
た
関
係
性
を
内
包
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
社
会
認
識
形
成
を
他
者
と
場
を
共
有
し
な
が
ら
す
す
め
て



い
こ
う
と
す
る
内
田
の
研
究
姿
勢
に
は
、
内
田
が
若
い
時
か
ら
、
自
ら
の

内
景
・
主
体
形
成
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
近
代
思

想
を
追
い
か
け
て
、
同
時
に
人
び
と
の
主
体
形
成
を
考
え
て
き
た
こ
と
が

か
か
わ
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
は
、
内
田
義
彦
の
発
言
に
、
先
に
み
た
「
主
体

性
論
」
の
諸
側
面
が
包
括
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
確
認
で
き
る
。
し

か
し
そ
の
後
、
こ
う
し
た
「
主
体
性
論
」
は
、
態
勢
を
整
え
認
識
を
深
化

す
る
こ
と
も
な
く
』
|
1
理
念
的
な
形
で
は
残
存
し
た
が
|
|
l
カ
を
な
く
し

て
い
っ
た
。
そ
の
わ
け
は
、
「
主
体
性
論
」
が
、
高
度
経
済
成
長
と
「
管
理

支
配
の
学
問
」
に
飲
み
込
ま
れ
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
、
戦
後
の
社
会
科
学
概
念
そ
の
も
の
が
、
一
人

ひ
と
り
の
主
体
形
成
に
届
く
も
の
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
六
0
年
代
に
登
場
し
て
き
た
|
|
歴
史
学
か
ら
生
ま
れ
た

|
|
1
「
民
衆
思
想
史
」
研
究
の
成
立
事
情
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ

で
次
に
、
戦
後
歴
史
学
の
方
法
論
的
流
れ
に
つ
い
て
観
察
し
た
(
叫
。

戦
後
歴
史
学
の
方
法
論
的
現
在

依頼論文

近
年
、
日
本
の
戦
後
歴
史
学
に
つ
い
て
の
批
判
的
回
顧
が
頻
繁
に
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
歴
史
学
は
、
戦
前
の
講

座
派
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
の
も
と
、
戦
後
日
本
の
現
体
制
変
革
と
い
う

課
題
を
か
か
げ
た
歴
史
学
の
流
れ
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
歴
史
学
が

ま
た
、
長
い
間
、
戦
後
の
歴
史
学
の
主
流
を
占
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
も
こ
こ
で
、
そ
の
流
れ
を
念
頭
に
置
い
て
、
戦
後
歴
史
学
と
呼
ん
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で
お
き
た
い
。

こ
の
歴
史
学
の
流
れ
は
|
|
上
で
み
た
「
主
体
性
論
」
が
格
闘
し
た
|
|

マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
・
歴
史
認
識
の
基
本
概
念
を
採
り
入
れ
る
か
、
あ

る
い
は
、
そ
の
影
響
下
で
概
念
を
組
み
立
て
て
き
た
。
後
者
は
、
よ
く
知

ら
れ
る
よ
う
に
、
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
を
く
ぐ
っ
て
き
た
大
塚
史
学
が

そ
う
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
や
近
代
主
義
の
い
わ
ば
社
会
科
学
的
歴
史
学

は
、
皇
国
史
観
に
代
わ
る
科
学
的
な
も
の
の
見
方
と
し
て
、
戦
後
に
復
活
、

あ
る
い
は
|
|
戦
時
に
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
が
l
l
開
花
し
て
き
た

が
、
そ
の
歴
史
把
握
の
枠
組
み
は
一
種
の
支
配
的
一
言
説
と
化
し
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
は
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
が
表
象
さ
れ
、
理
念
化
さ
れ
た
「
西

欧
近
代
化
」
を
モ
デ
ル
に
し
た
|
|
l
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
に

色
濃
く
そ
ま
っ
た
|
|
|
発
展
段
階
的
類
型
的
な
一
国
史
が
形
象
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
「
理
論
と
実
証
」
の
往
復
作
業
に
「
楽
観
主
義
」
が
支
配

し
た
。こ

れ
に
対
し
て
、
今
日
の
歴
史
研
究
は
「
百
花
斉
放
」
「
パ
ン
屑
の
如
く

に
バ
ラ
バ
ラ
」
の
様
相
で
賛
否
両
論
の
も
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
の
有
力
な

傾
向
に
つ
い
て
、
鹿
野
政
直
は
近
著
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
過
去

探
究
と
は
い
っ
て
も
、
現
在
の
起
点
と
し
て
の
と
い
う
よ
り
は
、
現
在
と

は
切
断
さ
れ
た
異
物
と
し
て
の
『
過
去
』
探
究
、
な
い
し
そ
う
し
た
『
過

去
』
か
ら
の
現
在
の
照
射
と
い
う
視
点
が
、
優
越
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
歴
史
学
が
錦
の
御
旗
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
た
ぶ
ん
に
進

歩
の
観
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
過
去
か
ら
現
在
へ
の
連
続
性
の
意
識
が
、
ほ

ほ
欠
落
し
て
い
る
」
。
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こ
の
歴
史
(
研
究
)
像
は
、
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
と
し
て
の
発
展
段

階
的
類
型
的
な
一
国
史
像
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
遠
ざ
か
っ
た
と
こ
ろ
に
き
て

い
る
。
こ
う
し
た
歴
史
研
究
の
今
日
的
状
況
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
、

歴
史
の
「
基
本
法
則
」
を
次
々
と
打
ち
砕
く
よ
う
な
出
来
事
や
現
象
が
現

実
に
生
起
し
て
き
た
こ
と
と
、
歴
史
研
究
そ
の
も
の
が
史
実
を
丹
念
に
追

い
、
よ
り
リ
ア
ル
な
認
識
を
求
め
て
き
た
こ
と
の
両
輪
が
存
在
し
て
い
る
。

発
展
段
階
論
も
類
型
論
も
一
国
史
も
、
現
実
の
経
験
と
史
実
の
追
究
の
な

か
で
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
は
打
ち
砕
か
れ
て
き
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て

は
、
多
く
の
論
稿
が
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
歴
史
研
究
と
主
体
性
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
史
実
の
追

究
が
社
会
科
学
概
念
を
基
準
に
し
た
歴
史
像
を
修
正
せ
ぎ
る
を
え
な
く
な

っ
た
事
例
を
一
つ
確
認
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。
そ
し
て
こ
の
確
認
に

き
い
し
、
先
に
み
た
、
内
田
に
代
表
さ
せ
た
社
会
科
学
研
究
の
「
主
体
性

論
」
の
限
界
の
事
情
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
。

安
丸
良
夫
は
、
六0
年
代
に
自
ら
も
そ
の
開
拓
者
の
一
人
に
な
っ
た
「
民

衆
思
想
史
」
研
究
の
方
法
的
意
義
に
つ
い
て
、
例
え
ば
色
川
大
吉
を
引
き

あ
い
に
だ
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
色
川
が
扱
っ
た
自
由

民
権
運
動
期
の
人
物
像
と
ほ
か
の
日
本
近
代
史
研
究
者
の
そ
れ
と
を
比
較

す
る
と
、
例
え
ば
、
江
村
栄
一
が
「
民
権
期
の
思
想
闘
争
を
典
型
的
に
示

す
主
権
論
争
を
と
り
あ
げ
」
、
そ
の
「
主
権
論
争
」
に
論
客
や
農
民
た
ち
の

意
識
を
「
集
約
」
し
て
い
る
の
に
対
し
、
色
川
の
描
く
同
期
の
人
物
は
そ

う
い
う
典
型
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
姿
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ

う
語
っ
て
い
る
。
「
生
活
意
識
か
ら
区
別
さ
れ
た
抽
象
的
な
論
理
の
次
元
で

主
権
の
所
在
や
国
家
形
態
を
論
ず
る
さ
い
に
は
、
論
理
的
に
筋
が
通
っ
て

い
る
方
が
た
や
す
く
選
べ
る
が
、
実
際
の
政
治
行
動
、
生
活
意
識
、
人
生

観
な
ど
は
、
主
権
論
等
に
あ
わ
せ
て
自
動
的
に
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。

西
洋
文
明
に
あ
わ
せ
た
近
代
化
の
課
題
は
、
生
活
意
識
や
行
動
様
式
を
お

き
ざ
り
に
し
て
、
人
ぴ
と
の
眼
に
は
っ
き
り
見
え
て
き
た
諸
局
面
で
、
肢

行
的
に
推
進
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
主
権
論
に
狙
い
を
つ
け
て
そ

の
頂
点
部
分
を
集
約
す
る
と
、
こ
の
時
代
の
精
神
動
態
の
全
体
か
ら
は
、

ほ
ん
の
う
わ
ず
み
が
か
す
め
と
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
結
果
に
な
っ
て
し

ま
う
」
。

こ
う
し
て
「
民
衆
思
想
史
」
研
究
は
、
旧
来
の
社
会
科
学
概
念
に
よ
っ

て
は
把
握
困
難
な
民
衆
意
識
を
そ
の
主
体
的
可
能
性
と
と
も
に
捉
え
る
手

法
を
準
備
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
史
実
の
追
究
の
仕
方
は
、

当
然
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
科
学
的
歴
史
学
の
方
法
枠
を
は
み
だ
し
た
。
そ

し
て
歴
史
学
は
、
経
済
学
や
政
治
学
と
は
違
っ
て
、
民
衆
の
意
識
や
行
動

様
式
を
史
料
的
に
直
接
取
り
扱
い
や
す
い
分
野
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
|
|
l
こ
れ
は
重
要
な
要
素
だ
と
思
う
が
|
|
'
歴
史
学
は
社
会
科
学
と

人
文
学
の
両
面
を
兼
ね
そ
な
え
た
分
野
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
主
体
性

論
」
の
流
れ
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
安
丸
は
七
0
年
代
半
ば
、
つ
民

衆
思
想
史
。
と
い
う
の
は
、
遅
れ
て
や
っ
て
き
た
歴
史
学
に
お
け
る
主
体

性
論
だ
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
(
?
と
語
っ
て
い
る
が
、
今
か
ら
振
り
返

る
と
社
会
科
学
で
の
「
主
体
性
論
」
の
行
き
詰
ま
り
を
、
歴
史
学
の
方
で

引
き
受
け
た
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

日
本
史
の
民
衆
史
研
究
に
か
ぎ
ら
ず
、
さ
ま
ぎ
ま
な
社
会
史
研
究
や
女

性
史
研
究
な
ど
の
潮
流
は
、
歴
史
学
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
研
究
者
に

伝
来
の
社
会
科
学
概
念
枠
を
越
え
た
研
究
を
促
し
た
。
そ
し
て
歴
史
家
た
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ち
は
、
研
究
の
主
体
的
性
格
か
ら
自
己
の
内
景
と
研
究
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
語
り
は
じ
め
(
問
。
歴
史
研
究
に
お
け
る
個
別
的
で
主
体
的
な
関
心
へ

の
傾
斜
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
鹿
野
政
直
が
、
八0
年
代
に
歴
史
学
の
動

向
を
整
理
し
た
『
「
鳥
島
」
は
入
っ
て
い
る
か
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

「
行
手
が
定
か
に
み
え
ぬ
ま
ま
に
、
岐
路
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
予
感
に

間
断
な
く
襲
わ
れ
つ
つ
、
い
や
そ
れ
だ
け
に
ま
ず
、
い
ま
を
認
識
し
よ
う

と
の
意
志
、
確
認
し
た
い
と
の
渇
望
が
、
高
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
「
|
|
は
、
い
ま
」
あ
る
い
は
「
ー
ー
ー
の
現
在
」
と
い
う
類
の
表

題
や
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
が
し
き
り
に
眼
に
つ
く
の
は
:
:
:
そ
う
し
た

意
識
の
反
映
に
は
か
な
ら
な
い
。
/
触
知
し
う
る
範
囲
の
「
空
間
」
を
設

定
し
て
そ
れ
を
凝
視
し
よ
う
と
す
る
社
会
史
お
よ
び
そ
の
認
識
方
法
が
、

近
年
、
急
激
に
人
び
と
の
関
心
を
引
き
つ
け
て
い
る
の
は
、
歴
史
意
識
の

そ
う
い
う
現
在
と
照
応
し
て
い
(
日
」
。

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
研
究
者
た
ち
は
、
八

0
年
代
に
は
、
歴
史
の
事
象

を
大
き
な
物
語
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
よ
り
も
、
限
定
さ
れ
た
領
域
で
リ

ア
ル
な
物
語
を
描
く
方
向
に
ほ
と
ん
ど
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
ほ

ど
に
な
っ
た
。
そ
し
て
観
察
し
て
み
る
と
、
先
に
み
た
「
主
体
性
論
」
の

諸
側
面
、
①
研
究
成
果
の
仮
説
性
、
②
対
象
や
視
点
・
方
法
の
異
な
る
も

の
の
重
層
性
の
承
認
、
③
研
究
主
体
の
内
景
・
主
体
形
成
の
重
視
、
と
い

っ
た
諸
点
が
歴
史
学
の
分
野
に
も
成
熟
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
(
④
に

つ
い
て
は
後
で
問
う
。
)

①
と
③
に
つ
い
て
は
す
で
に
行
論
の
過
程
で
示
し
て
い
る
が
、
②
に
つ

い
て
み
る
と
、
鹿
野
が
歴
史
学
と
隣
接
諸
科
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
個
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人
的
な
感
慨
と
し
て
で
あ
る
が
、
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
(
一
九
七
五
七

七
年
)
と
「
岩
波
講
座
日
本
通
史
」
(
一
九
九
三
一
!
九
六
年
)
と
を
比
較
し
て
、

前
者
に
は
ま
だ
あ
っ
た
歴
史
学
の
「
自
己
完
結
的
」
自
意
識
が
、
後
者
で

は
他
領
域
か
ら
み
た
「
戦
後
史
学
の
対
象
化
」
の
方
向
へ
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
従
来
の
い
わ
ば
超
越
的
な
も
の
さ
し
に
は
よ
ら
な
い
、
研

究
者
の
主
体
的
関
心
と
そ
の
研
究
方
法
の
あ
り
方
が
、
何
ら
か
の
形
で
位

置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
、

も
う
一
度
、
戦
後
「
主
体
性
論
」
に
立
ち
返
っ
て
、
ま
だ
取
り
上
げ
て
い

な
い
側
面
や
論
点
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
い
。

批
判
的
知
性
の
立
脚
点

戦
後
「
主
体
性
論
」
で
、
ま
ず
立
ち
返
り
た
い
一
つ
の
論
点
、
は
、
社
会

科
学
概
念
は
|
l
l
論
理
の
明
証
性
だ
け
で
は
な
く
|
|
t
そ
れ
を
説
明
原
理

と
し
て
必
要
と
す
る
人
び
と
の
相
互
了
解
的
状
況
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ

再
生
産
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
か
か
わ
る
こ

と
を
、
内
田
義
彦
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
自
然
法
思
想
の
上
に
立
つ
自
然
権
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
意
味
で

は
論
証
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
社
会
が
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
な
ど
と

い
う
こ
と
も
、
単
に
歴
史
的
事
実
の
問
題
と
し
て
だ
け
見
る
と
、
虚
構
の

仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
が
、
そ
う
い
う
学
説
の
底
に
は
、
人
間
的
共
感
と
い

う
否
定
し
え
な
い
実
感
が
あ
っ
て
こ
れ
を
支
え
、
現
実
的
な
意
味
を
与
え

て
き
た
に
違
い
な
い
。
」
「
一
人
対
一
人
の
人
間
的
共
感
と
い
う
も
の
が
織



162 

り
重
っ
て
人
間
的
「
平
等
』
と
い
う
概
念
に
生
成
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、

共
感
と
い
う
基
礎
が
な
け
れ
ば
、
『
平
等
』
は
社
会
科
学
の
概
念
、
あ
る
い

は
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
過
、
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な

(
お
)

い
か
。
」

こ
の
内
田
の
発
想
は
、
先
に
み
た
「
主
体
性
論
」
で
の
④
の
論
点
と
結

び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
内
田
が
、
ト
ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー

の
作
業
で
あ
る
「
世
の
中
」
と
「
自
分
」
を
読
む
〈
読
み
〉
の
作
業
を
、

た
ん
に
自
分
自
身
の
な
か
の
所
為
に
と
ど
め
な
い
で
、
研
究
者
相E
、
著

者
と
読
者
相
互
の
認
識
深
化
の
た
め
の
作
業
と
し
て
、
そ
こ
に
「
人
間
的

共
感
」
を
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
八
読
み
V
を
試
行
錯
誤
し
な
が

ら
深
め
あ
う
た
め
に
は
、
相
互
に
対
等
な
形
で
何
か
を
つ
く
り
あ
げ
て
い

く
と
い
う
心
の
つ
な
が
り
(
共
感
)
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社

会
科
学
概
念
は
、
そ
う
い
う
な
か
で
、
相
互
関
心
事
の
経
験
世
界
を
共
通

に
確
認
し
た
も
の
の
論
理
的
整
序
だ
と
も
い
え
る
。

き
て
、
歴
史
研
究
は
今
確
か
に
個
別
的
で
主
体
的
な
関
心
の
研
究
に
向

か
い
つ
つ
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
、
「
行
手
の
定
か
に
み
え
ぬ
」
状
況
と
か

ら
ん
で
、
大
き
な
仮
説
的
枠
組
を
、
通
時
的
観
念
だ
け
に
と
ら
わ
れ
た
社

会
理
論
で
は
な
く
、
空
間
的
に
も
見
通
し
の
き
く
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
論

の
よ
う
な
も
の
で
考
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
地
域
や
生
活
や
差
別
化
構
造
が
捉
え
や
す
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
時
個
別
化
に
向
か
っ
た
社
会
史
研
究
と
世
界
シ
ス

テ
ム
論
的
な
見
方
と
の
統
合
の
試
み
も
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
「
主
体
」
概
念
も
、
社
会
史
研

究
の
な
か
で
主
体
の
|
|
た
だ
一
方
的
に
対
象
に
働
き
か
け
る
だ
け
で
な

い
|
|
歴
史
的
自
然
的
被
規
定
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
今
や
「
か
ら
だ
」

と
「
こ
こ
ろ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
概
念
に
組
み
替
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
で
丸
山
。
わ
た
し
が
こ
こ
で
、
「
主
体
性
論
」
を
カ
ツ
コ
に
く
く
っ

て
語
っ
て
き
た
の
は
、
戦
後
「
主
体
性
論
」
と
い
う
一
種
固
有
名
詞
的
な

意
味
と
「
主
体
」
概
念
も
修
正
・
転
換
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
味
の
両

義
を
込
め
て
で
あ
る
。

こ
う
し
た
概
念
転
換
も
含
め
て
、
新
し
い
概
念
や
、
見
直
き
れ
た
こ
れ

ま
で
の
社
会
科
学
概
念
が
共
通
了
解
的
な
も
の
に
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
た

め
に
は
、
各
個
別
研
究
が
そ
の
説
明
原
理
に
つ
い
て
相
互
に
ウ
イ
ン
グ
を

伸
ば
し
あ
い
そ
の
有
効
性
を
確
認
し
あ
っ
て
い
く
し
か
な
い
。

今
日
の
歴
史
研
究
は
、
も
は
や
一
枚
岩
の
概
念
群
で
人
聞
社
会
を
捉
、
え

る
こ
と
を
断
念
し
て
い
る
。
社
会
は
重
層
的
で
多
様
な
関
係
性
の
も
と
に

あ
り
、
方
法
的
に
も
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を

結
集
し
た
形
で
捉
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
研
究
者
自

身
が
幾
重
も
の
階
層
と
関
係
性
の
も
と
に
生
活
し
、
そ
の
ス
タ
ン
ス
の
と

り
方
に
よ
っ
て
、
結
集
き
れ
た
認
識
で
さ
え
相
五
に
合
致
す
る
保
証
は
な

い
。
し
か
し
、
共
通
了
解
で
き
る
概
念
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
た
め
に
は
、

先
の
よ
う
な
確
認
行
為
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し
な
け
れ

ば
「
自
然
権
」
や
「
平
等
」
と
い
う
今
日
ま
だ
自
明
と
さ
れ
て
い
る
概
念

も
、
研
究
者
世
界
で
は
そ
の
経
験
的
基
盤
を
う
し
な
う
こ
と
に
な
る
と
思

、
勺
ノ戦

後
「
主
体
性
論
」
か
ら
も
う
一
つ
拾
い
上
げ
て
お
き
た
い
。
社
会
科

学
・
歴
史
学
と
文
学
の
違
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
立
ち
入
っ
て
こ
な
か
っ

た
文
学
の
流
れ
か
ら
汲
む
も
の
だ
が
、
「
政
治
と
文
学
論
争
」
で
福
田
恒
存



が
述
べ
て
い
た
「
九
十
九
匹
」
の
羊
で
は
な
く
「
失
せ
る
一
匹
の
救
済
」

の
た
め
に
文
学
の
役
割
が
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
似
し
た

論
点
が
、
そ
の
後
、
歴
史
学
で
も
西
川
長
夫
と
色
川
大
土
口
に
よ
っ
て
論
争

さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
自
身
も
以
前
に
ふ

れ
た
こ
と
が
あ
μ。
わ
た
し
自
身
は
、
社
会
科
学
や
歴
史
学
は
、
自
己
の

価
値
基
準
を
位
置
づ
け
つ
つ
構
成
し
て
い
く
も
の
で
、
そ
の
構
成
へ
の
組

み
込
み
を
断
念
し
た
り
、
落
ち
こ
ほ
し
た
り
す
る
視
界
や
関
係
を
ど
う
し

て
も
生
み
だ
し
て
し
ま
う
と
考
え
る
。
こ
の
欠
陥
を
補
う
た
め
に
は
、
そ

う
し
た
限
界
を
知
り
つ
つ
、
新
た
な
視
界
と
関
係
性
で
事
象
を
捉
え
な
お

す
し
か
な
い
と
思
う
。
研
究
成
果
の
仮
説
性
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と

で
も
あ
(
日
。
そ
れ
だ
け
、
現
代
の
歴
史
学
が
複
雑
な
社
会
諸
関
係
を
自
覚

し
、
重
層
的
で
多
様
な
関
係
性
の
も
と
に
あ
る
事
態
を
|
|
「
主
体
」
の
側

か
ら
|
|
主
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。
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(
紙
幅
の
関
係
で
、
注
記
は
切
り
詰
め
た
)

(
1
)荒
正
人
「
民
衆
と
は
た
れ
か
」
「
近
代
文
学
」
一
九
四
六
年
四
月
(
白
井
吉
見
監

修
「
戦
後
文
学
論
争
」
上
、
番
町
書
房
、
四
五
ペ
ー
ジ)
0

(
2
)同
上
(
同
上
、
五
四
ペ
ー
ジ
)
。

(
3
)な
か
の
・
し
げ
は
る
「
批
判
の
人
間
性
合
己
」
「
新
日
本
文
学
』
一
九
四
七
年
六

月
(
向
上
、
二
一
四
一
二
五
ペ
ー
ジ
)
。

(
4
)こ
こ
で
は
文
学
や
哲
学
の
論
争
の
流
れ
に
は
、
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。

(
5
)内
田
義
彦
「
日
本
資
本
主
義
の
思
想
像
」
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
三
八
|
四

六
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
6
)同
『
作
品
と
し
て
の
社
会
科
学
」
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
二
五
四
ペ
ー
ジ
。

(
7
)内
田
義
彦
対
談
集
「
増
補
・
読
む
と
い
う
こ
と
」
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
、
二

六
五
ペ
ー
ジ
。

163 

(
8
)『
座
談
会
・
戦
後
の
学
問
/
人
文
・
社
会
科
学
』
図
書
新
聞
社
、

二
二
二
ペ
ー
ジ
。

(
9
)内
田
義
彦
『
社
会
認
識
の
歩
み
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
四
l

五
ペ
ー
ジ
。

(
凶
)
同
上
、
一
一
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
向
上
、
一
一
ペ
ー
ジ
。

(
ロ
)
寺
田
光
雄
「
内
面
形
成
の
思
想
史
」
未
来
社
、
一
九
八
六
年
、
補
論
二
、
参
照
。

(
日
)
以
下
に
述
べ
る
戦
後
歴
史
学
の
現
在
と
対
極
的
に
、
そ
れ
と
同
恨
の
社
会
科
学

か
ら
「
総
力
戦
体
制
」
を
現
代
「
シ
ス
テ
ム
社
会
」
成
立
の
転
機
と
す
る
理
論
が
、

「
主
体
性
論
」
を
す
っ
か
り
そ
ぎ
落
と
し
て
登
場
し
て
き
て
い
る
。
山
之
内
靖
ほ
か

編
「
総
力
戦
と
現
代
化
』
柏
書
房
、
一
九
九
五
年
、
「
方
法
的
序
論
」
参
照
。

(
M
H
)
高
橋
幸
八
郎
の
歴
史
認
識
論
に
つ
い
て
の
、
遅
塚
忠
射
「
高
橋
幸
八
郎
」
(
『
二O

世
紀
の
歴
史
家
(
1
)」
万
水
書
房
、
一
九
九
七
年
、
所
収
)
の
指
摘
が
興
味
深
い
。

(
日
)
二
宮
宏
之
「
戦
後
歴
史
学
と
社
会
史
」
『
歴
史
学
研
究
」h
m
二
九
九
九
年
一

O
月
増
刊
号
)
参
照
。
戦
後
歴
史
学
の
歩
み
に
つ
い
て
は
、
成
瀬
治
『
世
界
史
の
意

識
と
理
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
近
藤
和
彦
『
文
明
の
表
象
英
国
」
山
川

出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
ほ
か
参
照
。

(
凶
)
鹿
野
政
直
「
化
生
す
る
歴
史
学
」
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一O

一
一
べ
|

日
ン
。

(
口
)
安
丸
良
夫
『
〈
方
法
〉
と
し
て
の
思
想
史
」
校
倉
書
房
、
一
九
九
六
年
、
五
二

五
三
ペ
ー
ジ
。

(
凶
)
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
現
代
に
お
け
る
民
衆
意
識
研
究
」
『
現
代
と
思
想
』

h
M
(

一

九
七
六
年
六
月
)
、
一
三
ペ
ー
ジ
。

(
m
m
)
例
え
ば
、
安
丸
良
夫
『
出
口
な
お
』
朝
日
新
聞
社
(
一
九
七
七
年
)
「
あ
と
が
き
」
、

良
知
カ
「
向
う
岸
か
ら
の
世
界
史
』
未
来
社
(
一
九
七
八
年
)
「
あ
と
が
き
」
、
阿
部

謹
也
『
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
』
筑
摩
書
房
二
九
八
八
年
)
参
照
。

(
加
)
鹿
野
政
直
『
「
鳥
島
」
は
入
っ
て
い
る
か
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
一
四
六

ペ
ー
ジ
。

(
幻
)
同
『
化
生
す
る
歴
史
学
」
、
二
二
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

(
n
)内
田
義
彦
『
日
本
資
本
主
義
の
思
想
像
』
、
三
二
八
ペ
ー
ジ
。

(
幻
)
同
上
、
三
二
六
ペ
ー
ジ
。

一
九
六
七
年
、
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(
M
)こ
の
種
の
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
柴
田
三
千
雄
『
近
代
世
界
と
民
衆
運
動
」
岩

波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
が
あ
る
。
ま
た
、
戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
「
共
時
的
比
較
」

方
法
の
自
覚
に
つ
い
て
は
、
遅
塚
忠
射
「
フ
ラ
ン
ス
草
命
の
歴
史
的
位
置
」
「
史
学

雑
誌
』
第
九
一
編
第
六
号
二
九
八
二
年
六
月
)
、
一
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
お
)
二
宮
宏
之
「
参
照
系
と
し
て
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
」
『
社
会
史
研
究
」
八
二
九

八
八
年
三
月
)
、
同
「
歴
史
的
思
考
の
現
在
」
『
岩
波
講
座
・
社
会
科
学
の
方
法
政
|

歴
史
へ
の
聞
い
/
歴
史
か
ら
の
聞
い
」
一
九
九
三
年
、
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

(
お
)
福
田
恒
存
「
一
匹
と
九
十
九
匹
」
『
思
索
』
一
九
四
七
年
三
月
、
(
白
井
監
修
、
前

掲
書
、
上
、
二
一
七
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
)

(
幻
)
寺
田
、
前
掲
書
、
一
四
|
一
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
初
)
こ
の
こ
と
は
ま
た
歴
史
研
究
者
が
、
「
ま
だ
語
れ
な
い
、
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

あ
る
い
は
語
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う

も
の
。
私
は
こ
う
や
っ
て
生
き
て
き
た
の
よ
、
私
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
生
き
て
い
る

の
よ
と
い
う
自
分
の
か
ら
だ
の
な
か
で
の
正
当
性
の
根
拠
を
失
う
可
能
性
の
あ
る

部
分
は
、
話
せ
な
い
、
語
れ
な
い
」
(
李
静
和
『
つ
ぶ
や
き
の
政
治
思
想
」
青
土
社
、

一
九
九
八
年
、
よ
り
)
と
い
っ
た
自
己
の
内
外
の
「
つ
ぶ
や
き
」
に
、
絶
え
ず
緊
張

関
係
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

*
本
稿
に
は
直
接
反
映
し
え
な
か
っ
た
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
準
備
過
程
で
、
安
田
常

雄
氏
か
ら
多
く
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
感
謝
し
て
お
き
た
い
ロ
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「
日
本
」
!
日
本
政
府
は
、
な
お
過
去
の
「
戦
争
責
任
」
を
果
た
し
て
い

な
い
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
対
し
て
は
、
植
民
地
支
配
に
よ
る

多
大
な
被
宝
円
犯
罪
行
為
に
対
し
、
謝
罪
も
補
償
も
行
っ
て
お
ら
ず
、
国

交
さ
え
樹
立
し
て
い
な
い
|
|
独
立
し
た
固
と
し
て
認
め
て
い
な
い
。
戦

後
半
世
紀
以
上
を
経
過
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
不
正
常
な
状

態
が
是
正
さ
れ
な
い
の
か
。
そ
の
こ
と
に
私
た
ち
(
私
自
身
)
は
ど
う
関
わ

る
の
か
。
何
を
す
べ
き
な
の
か
。
こ
れ
は
私
自
身
の
い
ま
の
課
題
で
あ
り
、

関
心
で
あ
る
。
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
で
、
社
会
思
想
史
学
会
編
集
委
員

か
ら
、
こ
の
本
の
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
私
は
即
座
に
引
き
受
け
た
。

し
か
し
こ
の
本
を
読
ん
で
み
て
、
と
て
も
各
論
稿
に
つ
い
て
批
評
で
き

る
も
の
で
は
な
い
、
こ
の
重
い
課
題
と
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
か
主
体
u
的

な
観
点
、
立
場
に
立
っ
た
論
点
の
提
起
に
、
。
外
。
か
ら
何
か
コ
メ
ン
ト
し

で
も
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
感
じ
て
い
る
。
私
自
身
「
歴
史
主

体
論
争
」
に
い
ま
ま
で
コ
ミ
ッ
ト
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、

内
容
を
一
通
り
知
っ
て
み
る
と
コ
ミ
ッ
ト
す
る
の
は
大
変
難
し
い
こ
と
に

思
え
る
。
冒
頭
の
安
彦
論
文
「
何
が
論
点
か
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
本
の
主

要
な
課
題
、
論
点
が
分
か
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
力
の
こ
も
っ
た
論

稿
に
よ
っ
て
、
「
日
本
」
あ
る
い
は
「
日
本
人
」
が
過
去
に
行
っ
た
「
戦
争
」

侵
略
戦
争
に
、
い
ま
の
「
わ
れ
わ
れ
」
あ
る
い
は
「
私
」
が
、
ど
う
関

わ
り
、
い
か
な
る
「
責
任
」
を
も
つ
の
か
、
そ
し
て
い
か
な
る
実
践
的
対

応
を
行
う
べ
き
か
、
行
い
う
る
の
か
、
に
関
す
る
課
題
を
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
「
戦
争
」
の
性
格
、
そ
の
主
体
(
「
責

任
」
主
体
)
、
そ
し
て
「
国
家
」
あ
る
い
は
「
共
同L
体
と
、
個
人
、
あ
る

い
は
民
衆
、
そ
し
て
「
私
」
と
の
関
わ
り
と
い
う
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
重
大
な
問
題
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
私
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

論
者
の
主
張
、
あ
る
い
は
主
観
を
争
う
こ
と
を
通
し
て
、
何
を
引
き
出
そ

う
と
し
て
い
る
の
か
(
認
識
の
共
通
性
な
の
か
)
、
あ
る
い
は
無
責
任
な
日
本

の
現
実
を
見
据
え
て
「
責
任
」
あ
る
日
本
の
中
の
「
主
体
」
形
成
を
現
実

に
行
う
と
い
う
こ
と
な
の
か
(
実
践
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
な
の
か
て
と
ら
え
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「
論
争
」
の
い
わ
ば
前
提
と
な
る
べ
き
歴

史
的
「
現
実
」
に
つ
い
て
の
認
識
自
体
が
未
確
定
で
あ
り
、
共
通
認
識
に

達
し
て
い
な
い
ま
ま
議
論
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
現
実
」
H

客
観
的
事

態
・
関
係
の
中
に
お
け
る
「
個
人
」
(
日
本
人
・
日
本
国
民
)
、
そ
し
て
自
分

自
身
(
私
)
の
位
置
の
認
識
を
ふ
ま
え
ず
、
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、
そ
れ

ぞ
れ
の
白
分
が
「
主
体
」
的
と
思
う
グ
主
観
。
を
い
い
争
っ
て
い
る
こ
と
、

に
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
「
歴
史
主
体
」
論
争
と
い

っ
て
も
、
「
現
実
」
の
歴
史
に
お
い
て
、
民
衆
が
、
あ
る
い
は
自
分
(
「
私
」
)

が
、
現
実
的
主
体
と
な
り
え
て
い
な
い
中
で
、
そ
の
「
現
実
」
を
、
民
衆
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が
現
実
の
主
体
と
な
る
よ
う
に
変
革
し
な
い
ま
ま
に
、
「
主
体
」
化
を
め
ぐ

っ
て
争
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
論
争
の
重
大
な
問
題
性
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
だ
か
ら
一
方
で
は
加
藤
典
洋
の
よ
う
に
「
主
体
」
は
自
己
を

含
め
た
「
日
本
」
、
「
日
本
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
別
所
良

美
の
い
う
よ
う
に
、
「
主
体
」
は
、
「
国
家
や
政
府
に
対
し
て
批
判
的
で
反

省
的
な
〈
日
本
人
〉
」
だ
、
と
い
っ
て
も
、
い
ま
の
現
実
的
関
係
、
い
ま
の

国
家
の
中
で
こ
の
「
日
本
人
」
が
「
責
任
主
体
」
た
り
う
る
の
か
と
い
う

問
題
性
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
他
方
斉
藤
純
一
の
よ
う
に
こ
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
克
服
す
る
こ
と
を
め
ざ
そ
う
と
し
て

も
、
そ
れ
は
い
ま
の
現
実
の
中
か
ら
で
は
な
く
、
「
普
遍
的
」
な
人
類
と
し

て
の
責
任
と
い
う
抽
象
的
提
起
を
免
れ
え
な
い
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い

か
。
と
い
う
こ
と
で
、
私
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
書
評
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
歴
史
的
「
現
実
」
の
客
観
的
認
識
と
、
こ
の
「
現
実
」
の
中
で
の

自
己
の
位
置
の
認
識
こ
そ
が
、
「
主
体
」
論
争
に
と
っ
て
土
台
と
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
二
、
三
の
具
体
的
事

例
を
通
し
て
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
に
、
認
識
上
の
何
よ
り
も
重
要
な
問
題
は
、
明
治
期
以
降
の
「
日

本
」
が
行
っ
た
「
戦
争
」
、
と
く
に
一
九
三
0
年
代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
。
一

五
年
戦
争
u
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
い
か
な
る
性
格
の
も
の
と
と
ら
え
る
か
、

そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
主
要
な
原
因
を
何
と
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「
戦
争
」
は
人
聞
の
性
格
、
行
動
に
伴
う
も
の
だ
と
い
う
と
ら
え

方
で
は
こ
れ
は
分
か
ら
な
い
し
、
ま
た
「
日
本
」
が
起
こ
し
た
「
戦
争
」

は
、
「
義
」
の
な
い
戦
争
で
あ
っ
た
、
い
ま
か
ら
見
れ
ば
「
悪
」
で
あ
っ
た
、

と
い
う
理
解
も
、
主
観
的
見
方
を
超
え
な
い
。
歴
史
的
「
現
実
」
で
あ
る

「
戦
争
」
に
対
し
、
こ
れ
を
「
善
」
あ
る
い
は
「
悪
」
と
と
ら
え
る
こ
と
、

肯
定
、
否
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
は
主
観
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
判
断

で
あ
り
、
「
現
実
」
に
対
し
そ
の
。
外
。
か
ら
こ
れ
を
見
て
、
判
定
を
下
し

て
い
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
判
断
を
行
う
前
に
、

こ
の
「
現
実
」
を
ま
ず
徹
底
的
に
分
析
し
、
そ
の
要
因
を
解
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
明
治
期
以
降
に
資
本
主
義
を
形
成
、
発
展
さ

せ
る
過
程
で
、
列
強
の
資
本
、
玉
義
固
と
の
資
本
を
主
役
と
し
た
市
場
争
奪

戦
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
国
家
が
「
国
民
」
を
動
員
し
、
市
場
争
奪

戦
に
か
強
制
。
的
に
協
力
さ
せ
て
行
っ
た
こ
と
、
と
く
に
昭
和
恐
慌
後
の

大
不
況
と
危
機
を
、
帝
国
主
義
的
「
侵
略
戦
争
」
に
よ
っ
て
乗
り
切
ろ
う

と
し
た
こ
と
、
一
五
年
戦
争
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
市
場
分
割
を
争
う
帝
国

主
義
国
聞
の
争
奪
戦
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
等
は
、
欠
か
せ
な
い
認
識
と

い
、
ぇ
ト
品
、
7
0

「
国
民
」
は
、
国
家
に
よ
っ
て
強
制
的
に
「
侵
略
」
戦
争
に
動
員
さ
せ
ら

れ
、
直
接
戦
争
に
か
り
出
さ
れ
て
ア
ジ
ア
諸
国
の
民
衆
を
殺
し
、
そ
し
て

自
ら
も
殺
さ
れ
た
、
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
。
被
害
者
。
な
の
だ
。
た

し
か
に
主
観
的
に
「
義
」
と
思
い
込
ん
で
戦
争
に
参
加
し
た
多
く
の
民
衆

が
い
た
。
し
か
し
彼
ら
は
、
戦
争
の
主
役
を
演
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
決
し
て
そ
の
責
任
「
主
体
」
で
は
な
い
。

第
二
に
、
こ
の
こ
と
と
密
接
に
関
連
す
る
が
、
「
国
民
国
家
」
、
日
本
で

は
明
治
以
降
の
国
家
に
関
す
る
現
実
分
析
の
必
要
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
国

民
国
家
」
と
い
う
の
は
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
で
あ
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
に
は

H

普
遍
的
人
権
。
を
根
拠
に
法
律
的
支
配
を
行
う
し
、
そ
の

下
に
「
国
民
」
は
統
合
き
れ
る
。
そ
こ
に
は
国
家
的
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

L一一一一
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へ
の
強
制
的
一
体
化
(
強
制
に
は
政
治
暴
力
を
伴
う
)
が
現
実
に
あ
る
。
H


ア
l

レ
ン
ト
の
「
国
民
国
家
」
に
対
す
る
批
判
(
魚
住
洋
一
論
文
)
に
は
多

く
の
学
ぶ
べ
き
論
点
が
あ
る
が
、
「
国
民
国
家
」
に
対
す
る
彼
女
の
理
念
的

把
握
が
、
国
家
的
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
よ
り
現

実
と
と
ら
え
て
し
ま
う
点
を
こ
そ
批
判
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、

ハ
イ
デ
ガ
l

、
フ
ィ
ヒ
テ
等
の
「
国
家
」
「
民
族
」
観
批
判
(
加
藤
恵
介
論

文
)
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
「
国
家
」
は
「
国
民
」
の
意

思
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
観
念
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
つ
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
8

民
衆
。
の
生
活
の
中
か
ら
生
じ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
決
し
て
同
質

で
も
自
然
的
に
一
体
化
す
る
も
の
で
も
な
い
。
近
代
哲
学
の
H
N
R
Z、
ル
ソ

ー
の
一
般
意
思
に
し
て
も
、
基
盤
は
商
品
経
済
的
な
交
換
の
ル
l

ル
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
商
品
経
済
に
自
ら
の
責
任
で
参
加
で
き

な
い
者
は
、
H
N
R宮
か
ら
、
排
除
き
れ
る
し
、
参
加
す
る
者
は
河

R
Z

に

グ
強
制8
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
国
家
は
、
こ
の
上
に
観
念
的
に
グ
神
。

に
ま
つ
り
上
げ
た
天
皇
に
よ
っ
て
、
国
民
統
合
を
行
っ
た
0
0

神
。
的
な
天

皇
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
国
家
統
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
だ
か

ら
こ
の
「
国
家
」
が
行
っ
た
「
戦
争
」
は
、
ま
さ
に
国
家
自
体
の
「
責
任
」

で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
「
国
民
」
は
「
責
任
主
体
」
で
は
あ
り
え

な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

別
所
の
い
う
「
共
同
性
」
か
ら
「
公
共
性
」
へ
の
転
換
に
し
て
も
、
「
国

家
」
と
い
う
擬
似
的
、
観
念
的
「
共
同
性
」
と
、
民
衆
の
生
活
・
労
働
の

中
で
の
、
実
体
的
根
拠
(
生
き
る
基
盤
)
と
し
て
の
「
共
同
性
」
と
が
区
別

さ
れ
な
け
れ
ば
、
国
家
に
対
す
る
批
判
に
は
な
り
え
な
い
し
、
「
公
共
性
」

と
い
っ
て
も
、
加
藤
典
洋
が
い
う
よ
う
に
、
利
己
的
利
益
追
求
を
行
う
「
個
」
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の
関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
公
共
」
で
は
(
あ
る
い
は
そ
れ
を
含
む
も

の
と
す
れ
ば
て
そ
れ
は
上
述
の
商
品
経
済
的
ル
|
ル
に
基
づ
く
も
の
で
し

か
な
い
し
、
そ
の
中
で
の
「
個
」
は
決
し
て
か
自
由
。
で
は
な
く
、
。
強
制
。

(
法
則
的
に
支
配
)
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。

第
三
に
、
今
日
の
体
制
、
あ
る
い
は
国
家
と
「
個
」
人
、
あ
る
い
は
自

分
(
私
)
と
の
関
係
、
つ
ま
り
体
制
、
国
家
の
中
で
の
「
個
」
人
、
自
分
の

位
置
の
認
識
で
あ
る
。
私
は
、
日
本
人
で
あ
る
し
、
日
本
の
現
在
の
体
制
、

あ
る
い
は
国
家
を
構
成
す
る
一
員
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

「
日
本
」
が
過
去
に
犯
し
た
、
そ
し
て
現
に
犯
し
て
い
る
犯
罪
(
こ
の
「
日

本
」
と
い
う
表
現
が
す
で
に
問
題
な
の
だ
が
)
に
、
私
は
責
任
を
持
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
。
一
体
私
は
、
そ
し
て
民
衆
は
、
体
制
の
、
国
家
の
現

実
の
主
体
た
り
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
体
制
の
現
実
の
主
体
は
、

商
品
経
済
の
中
に
人
々
、
民
衆
を
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
貨
幣
の
力
。

に
よ
っ
て
こ
れ
を
支
配
す
る
資
本
、
現
在
で
は
巨
大
金
融
資
本
で
あ
る
し
、

人
的
に
い
え
ば
そ
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
し
て

こ
の
経
済
的
権
力
と
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
商
品
経
済
的
ル
l

ル
H

河
町
内
宮

の
守
り
手
で
あ
る
国
家
、
直
接
に
は
政
治
権
力
の
担
い
手
と
し
て
の
政
府
、

と
い
っ
て
よ
い
。
私
は
、
た
し
か
に
現
実
に
こ
の
体
制
に
統
合
さ
れ
、
国

家
の
構
成
員
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
私
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
H

価
値
観
と
、
体
制
統
合
の
、
そ
し
て
国
家
統
合
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
は
同
じ
で
な
い
し
、
対
立
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
体
制
や
国

家
に
「
戦
争
責
任
」
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
、
逃
避
で
あ
り
、
無
責
任
だ

と
い
う
主
張
は
、
体
制
・
国
家
と
私
、
民
衆
と
の
価
値
観
・
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
上
の
違
い
、
現
実
的
に
は
支
配
・
被
支
配
関
係
を
見
な
い
も
の
、
と
い
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わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
違
い
、
あ
る
い
は
支
配
・
被
支
配
関
係
の
認
識

に
立
つ
な
ら
ば
、
民
衆
の
、
そ
し
て
私
の
「
責
任
」
は
、
体
制
権
力
、
国

家
権
力
の
犯
罪
行
為
を
や
め
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
体
制
、

国
家
へ
の
批
判
は
、
汐
外
。
か
ら
の
告
発
に
よ
っ
て
で
は
な
く
。
内8
か
ら
、

体
制
に
包
摂
さ
れ
た
民
衆
、
そ
し
て
私
の
中
か
ら
、
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
、
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
「
責
任
」
あ
る
「
主
体
形
成
」
は
い
か
に
し
た
ら
可
能
か
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
の
実
体
H

存
立
根
拠
を
担
う
民
衆
が
真

に
現
実
の
主
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
日

の
体
制
、
そ
し
て
国
家
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
二
度
と
侵
略
戦
争
を
起
こ
す
こ
と
の
な
い
国

家
を
、
私
た
ち
の
自
主
的
力
で
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。

杉
原

達
著

新
幹
社

四
六
判

一
九
九
八
年

二
三
四
頁
ニ

0
0
0
円

『
越
境
す
る
民
|
|
近
代
大
阪
の
朝
鮮
人
史
研
究
』

山

泉

進

本
書
は
、
ま
っ
た
く
乱
暴
に
解
剖
す
る
と
、
一
九
二
0
年
代
か
ら
三
0

年
代
に
か
け
て
の
大
阪
、
今
里
・
猪
飼
野
地
域
を
一
定
点
と
す
る
朝
鮮
人

労
働
者
の
「
定
着
化
」
過
程
の
実
態
的
解
明
を
め
ざ
し
た
部
分
と
日
本
朝

鮮
関
係
史
を
基
盤
に
し
た
研
究
方
法
論
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
の
部
分
に

臨
聞
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
二

つ
の
部
分
を
生
き
た
血
を
も
っ
て
結
合
き
せ
た
と
こ
ろ
に
本
書
の
価
値
が

あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
こ
う
分

類
し
て
お
か
な
い
と
い
さ
さ
か
騒
々
し
い
本
書
の
書
評
に
な
ら
な
い
。
前

者
の
部
分
は
、
主
と
し
て
第
一
章
か
ら
五
章
ま
で
の
本
論
が
そ
れ
に
あ
た

り
、
後
者
の
部
分
は
序
章
と
終
章
に
お
い
て
「
大
阪
・
今
里
か
ら
の
世
界

史
」
と
そ
の
「
再
論
」
と
題
さ
れ
た
部
分
が
該
当
し
て
い
る
。

き
て
、
評
者
自
身
は
、
一
七
年
ほ
ど
前
に
「
初
期
社
会
主
義
研
究
会
」

と
い
う
、
反
時
代
的
な
研
究
会
を
結
成
し
、
そ
こ
を
基
盤
に
ま
っ
た
く
ス

テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
方
法
で
日
本
の
社
会
主
義
思
想
や
運
動
を
研

究
し
て
い
る
地
味
な
研
究
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
本
書
の
書
評
者
と
し
て

は
適
任
で
は
な
い
こ
と
は
十
分
自
覚
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

日
本
近
代
の
歴
史
を
み
な
お
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
と
も
か
く
も
無
関
心

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
内
容
紹
介
を
中
心
に
し
て
著
者
が
実
態
解

明
し
、
問
題
提
起
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、

「
定
着
化
」
過
程
の
実
態
的
解
明
を
試
み
た
本
論
部
分
を
紹
介
し
て
お
き
た

hv 
ま
ず
、
第
一
章
は
「
春
玉
た
ち
の
大
阪
」
と
題
き
れ
て
い
て
、
章
題
の

モ
チ
ー
フ
は
梁
石
日
の
小
説
『
雷
鳴
』
の
主
人
公
、
李
春
玉
の
大
阪
行
き

か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。
春
玉
は
済
州
島
出
身
の
下
級
両
班
の
ひ
と
り
娘
で

あ
り
、
植
民
地
支
配
の
も
と
に
お
い
て
父
親
同
士
の
利
害
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
た
結
婚
を
し
い
ら
れ
て
い
た
が
、
独
立
運
動
に
挺
身
す
る
青
年
と
出

会
い
、
そ
の
精
神
を
受
け
継
い
で
、
家
制
度
と
植
民
地
支
配
か
ら
の
独
立

を
決
心
し
て
大
阪
の
岸
和
田
紡
績
に
行
く
こ
と
を
決
意
す
る
、
と
い
う
の
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が
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
し
て
「
在
阪
朝
鮮
人

史
の
特
徴
」
と
付
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
章
に
お
い
て
は
年
次
的

統
計
表
を
掲
げ
な
が
ら
、
在
阪
朝
鮮
人
の
人
口
推
移
、
出
身
地
、
職
業
、

居
住
地
分
布
の
特
徴
が
概
括
的
に
示
き
れ
、
本
書
全
体
の
個
別
的
テ
!
?

を
支
え
る
歴
史
事
実
が
一
不
さ
れ
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

一
九
一
五
年
に
わ
ず
か
四
O
O
人
で
し
か
な
か
っ
た
大
阪
在
住
の
朝
鮮
人

が
一
九
二
二
年
に
は
一
万
を
超
え
、
一
九
三
二
年
に
一
O
万
、
一
九
三
五

年
に
二
O
万
、
一
九
四
O
年
に
三
O
万
、
一
九
四
一
年
に
四
O
万
を
超
え

た
こ
と
、
ま
た
男
女
比
で
み
る
と
一
九
三
五
年
に
は
女
性
が
四
O
%
を
超

え
、
定
着
化
の
傾
向
を
増
し
た
こ
と
、
同
じ
一
九
三
五
年
の
統
計
で
は
、

済
州
島
の
人
口
二
五
万
人
の
う
ち
二
O
%
が
日
本
へ
の
渡
航
者
に
あ
た

り
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
七
五
%
が
大
阪
府
内
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
、
か
れ
ら
の
職
業
と
し
て
は
、
化
学
、
金
属
、
機
械
、
繊
維
工
業

な
ど
の
中
小
零
細
企
業
の
下
層
職
工
が
多
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
き

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
に
お
い
て
、
一
九
九

0
年
代
に
発
表
さ
れ
た
も
の

を
中
心
に
、
在
阪
朝
鮮
人
史
の
関
係
文
献
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
研
究
動

向
を
知
る
上
で
有
益
で
あ
る
。

第
二
章
は
「
済
州
島
か
ら
猪
飼
野
へ
」
と
題
さ
れ
て
、
一
九
二
0
年
代

か
ら
三
0
年
代
に
か
け
て
の
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
へ
の
、
と
り
わ
け
済
州

島
か
ら
大
阪
へ
の
渡
航
者
の
実
態
を
年
次
的
統
計
に
よ
り
解
明
し
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
要
因
と
な
っ
た
も
の
が
、
済
州
島
に
お
け
る
植
民

地
化
に
と
も
な
う
漁
業
や
農
業
、
綿
織
物
産
業
の
不
振
、
つ
ま
り
生
活
不

安
が
あ
っ
た
こ
と
、
他
方
、
「
東
洋
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タl
」
と
も
呼
ば
れ
た

大
阪
が
安
価
な
労
働
力
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
、
済
州
島
庁
に
よ
る
渡
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航
奨
励
政
策
が
あ
っ
た
こ
と
、
親
族
・
友
人
・
地
縁
等
に
よ
る
援
助
や
金

銭
的
、
文
化
的
生
活
へ
の
「
あ
こ
が
れ
」
が
動
機
と
し
て
働
い
た
こ
と
、

を
指
摘
す
る
。
第
三
章
は
、
「
「
君
が
代
丸
」
考
」
と
題
し
て
、
済
州
島
と

大
阪
を
結
ん
だ
定
期
航
路
船
に
焦
点
を
あ
て
て
、
航
路
史
を
解
明
す
る
と

同
時
に
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
を
探
求
し
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
と
日

本
を
結
ぶ
主
要
航
路
が
、
釜
山
・
下
関
航
路
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
そ
の
利
用
者
の
約
七
O
%
が
日
本
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

済
州
島
・
大
阪
航
路
は
一
九
二
四
年
か
ら
三
五
年
を
と
れ
ば
乗
客
数
で
み

れ
ば
前
者
の
一
五
、
六
%
し
か
な
い
も
の
の
、
乗
客
の
圧
倒
的
多
数
は
済

州
島
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ

し
て
、
そ
の
運
行
を
支
、
え
た
の
が
一
九
二
四
年
の
尼
崎
汽
船
部
と
朝
鮮
郵

船
に
よ
る
定
期
航
路
体
制
の
確
立
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
一
九
二
三
年

に
開
設
さ
れ
た
尼
崎
汽
船
部
の
定
期
船
「
君
が
代
丸
」
に
焦
点
を
あ
て
、

渡
航
史
か
ら
文
化
的
摩
擦
に
ま
で
い
い
及
ん
で
い
る
。
「
君
が
代
丸
」
に
込

め
ら
れ
た
渡
航
者
た
ち
の
実
感
を
「
社
会
意
識
」
と
し
て
再
定
義
し
、
関

係
史
の
土
俵
に
の
せ
た
本
章
は
、
評
者
が
も
っ
と
も
興
味
深
く
読
ん
だ
個

所
で
も
あ
っ
た
。
著
者
は
終
章
で
も
こ
の
点
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
い
っ

て
い
る
。
「
「
君
が
代
丸
』
と
は
、
疑
い
も
な
く
『
奴
隷
船
』
で
あ
り
、
し

か
し
な
が
ら
う
ま
く
い
け
ば
白
い
飯
や
小
金
儲
け
が
可
能
と
な
る
か
も
し

れ
ぬ
手
立
て
で
あ
り
、
「
文
明
』
の
体
現
者
と
し
て
帰
還
す
る
夢
を
見
き
せ

て
く
れ
る
『
憧
れ
の
船
」
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
民
族
独
立
・
階
級
解
放
闘

争
の
公
然
た
る
(
あ
る
い
は
非
公
然
の
)
現
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、

敵
の
存
在
、
敵
の
制
度
、
敵
の
技
術
を
『
生
か
し
』
「
利
用
」
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
克
服
し
て
ゆ
く
べ
き
象
徴
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
と
。
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な
お
、
こ
の
二
つ
の
章
は
、
オ
l

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
取
り
い
れ
て
い

λ
v。第

四
章
は
、
「
ゴ
ム
工
場
の
町
・
猪
飼
野
」
と
し
て
、
朝
鮮
人
労
働
者
の

「
定
着
化
」
の
過
程
を
解
明
す
る
。
ま
ず
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
定
着
化
」

の
諸
条
件
と
し
て
、
①
就
労
の
安
定
化
、
②
家
族
の
形
成
、
③
自
主
的
組

織
の
形
成
、
の
三
つ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
研
究
は
、
渡
航
史
、

生
活
史
、
労
働
史
、
民
族
運
動
史
、
労
働
運
動
史
な
ど
の
諸
分
野
を
総
体

的
関
連
の
な
か
で
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
本
章
は
、
大
阪
市

東
成
区
の
猪
飼
野
地
域
に
お
け
る
零
細
な
ゴ
ム
工
業
を
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ

ィ
と
し
て
、
「
定
着
化
」
の
過
程
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
後
の
第
五
章
は
「
「
同
化
」
の
ま
な
ざ
し
」
と
し
て
、
「
大

阪
毎
日
新
聞
」
記
者
で
あ
っ
た
井
上
吉
次
郎
と
大
阪
市
社
会
部
の
酒
井
利

男
と
い
う
こ
人
の
人
物
の
朝
鮮
人
問
題
へ
の
言
説
を
と
り
あ
げ
る
。
著
者

に
よ
れ
ば
、
大
阪
へ
の
「
定
着
化
」
へ
の
過
程
に
お
い
て
、
日
本
人
と
朝

鮮
人
と
の
聞
に
、
現
実
的
な
生
活
や
労
働
を
媒
介
と
し
て
「
対
面
空
間
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
場
」
の
異
質
性
に
対
し
て
、

「
同
化
」
の
視
点
か
ら
み
る
と
三
つ
の
「
ま
な
ざ
し
」
が
あ
っ
た
と
分
類
さ

れ
る
。
①
徹
底
し
た
差
別
と
排
除
の
ま
な
ざ
し
、
②
民
族
問
題
を
無
視
な

い
し
は
軽
視
す
る
階
級
闘
争
史
観
の
ま
な
ざ
し
、
③
「
近
代
」
へ
の
同
化
を

求
め
る
ま
な
ぎ
し
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
番
目
の
「
ま
な
ざ
し
」
の

例
と
し
て
、
一
九
二
五
年
に
創
刊
き
れ
た
「
大
大
阪
』
に
掲
載
さ
れ
た
井

上
と
酒
井
の
論
考
を
分
析
す
る
。
二
人
に
共
通
す
る
視
点
は
、
こ
の
問
題

を
近
代
的
都
市
問
題
と
し
て
捉
え
、
そ
の
基
準
か
ら
政
策
的
解
決
を
提
言

す
る
点
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
視
点
に
対
し
て
も
著
者
は
次
の
よ
う
に

い
っ
て
批
判
し
て
い
る
、
「
対
面
空
間
の
具
体
的
矛
盾
に
根
ざ
さ
な
い
形
で

の
〈
近
代
〉
の
導
入
は
、
一
視
同
仁
の
も
と
で
の
〈
近
代
v

の
押
し
つ
け

に
あ
ざ
や
か
に
転
化
さ
れ
得
た
の
で
あ
り
、
あ
え
て
い
え
ば
暴
力
の
質
に

お
い
て
同
等
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
、
私
は
考
、
え
て
い
る
」
と
。

と
こ
ろ
で
、
何
故
に
著
者
が
、
大
阪
・
今
里
に
こ
だ
わ
る
の
か
。
こ
こ

か
ら
、
方
法
論
を
め
ぐ
る
問
題
提
起
へ
と
繋
が
る
。
「
大
阪
市
生
野
区
。
大

阪
市
の
東
南
部
に
位
置
し
、
東
大
阪
市
と
堺
を
接
し
て
い
る
。
元
来
は
東

成
区
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
二
一
(
昭
和
十
八
)
年
に
分
離
し
、
独
立

し
た
区
と
な
っ
た
。
現
在
、
人
口
約
一
六
万
の
こ
の
街
の
住
人
の
う
ち
、

四
人
に
一
人
は
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
。
な
か
で
も
「
猪
飼
野
』
と
呼
ば
れ

る
地
域
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
比
率
が
き
わ
め
て
高
く
、
ま
た
そ
の
中
で
も

済
州
島
の
出
身
者
が
非
常
に
多
い
」
と
紹
介
さ
れ
る
。
こ
こ
は
、
四
代
目

桂
米
団
治
の
落
語
「
代
書
」
の
舞
台
と
し
て
、
序
章
の
導
入
部
と
し
て
の

説
明
書
で
あ
る
が
、
著
者
自
身
が
一
九
八
0
年
代
か
ら
九
0
年
代
に
か
け

て
生
活
し
た
場
と
し
て
も
意
味
を
な
し
て
い
る
。
著
者
は
「
自
分
の
生
き

る
場
」
を
研
究
の
出
発
点
と
し
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
主
体
の
、
歴
史
的

か
つ
重
層
的
な
生
活
の
蓄
積
の
場
」
と
し
て
の
「
地
域
」
を
研
究
方
法
の

基
点
と
し
、
「
地
域
の
な
か
の
世
界
史
」
か
ら
「
地
域
か
ら
の
世
界
史
」
へ

の
連
関
性
を
構
想
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
地
域
と
世
界
史
を
、
学
問
研
究
と
い
う
抽
象
化
き
れ
た
概

念
に
よ
る
組
み
立
て
を
要
す
る
領
域
に
お
い
て
は
、
直
接
的
に
結
び
つ
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
媒
介
領
域
と
し
て
、
「
社
会
意
識
」
と
い

う
概
念
を
設
定
す
る
。
こ
の
概
念
自
体
は
、
前
著
『
オ
リ
エ
ン
ト
へ
の
道
』

ご
九
九
O
年
刊
)
補
章
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
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「
異
質
な
存
在
と
の
出
会
い
に
関
わ
る
、
為
政
者
の
政
策
や
、
学
問
的
な
知

識
の
表
象
技
法
の
次
元
」
と
「
異
質
な
存
在
と
、
日
常
的
に
顔
と
顔
と
を

付
き
合
わ
せ
て
接
す
る
民
衆
の
出
会
い
の
次
元
」
と
の
中
間
領
域
に
想
定

さ
れ
る
も
の
で
、
「
特
定
の
政
策
が
直
接
的
に
貫
徹
し
て
ゆ
く
領
域
で
も
な

け
れ
ば
、
逆
に
諸
個
人
の
極
私
的
な
狭
い
生
活
領
域
の
あ
れ
こ
れ
だ
け
で

事
態
を
み
て
い
く
領
域
で
も
な
い
。
む
し
ろ
双
方
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、

し
か
も
双
方
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
、
そ
の
限
り
で
諸
勢
力
に
よ
る
闘

争
の
場
と
も
い
う
べ
き
へ
ゲ
モ
リ
ア
ル
な
領
域
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
「
社
会
意
識
」
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
具
体
的
な

場
に
お
け
る
皮
膚
感
覚
を
通
し
て
の
「
対
面
関
係
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。

そ
の
上
で
、
近
現
代
の
日
本
史
は
、
「
内
か
ら
外
へ
/
外
か
ら
内
へ
と
、
民

が
越
境
し
て
い
く
時
空
間
」
で
あ
っ
て
、
「
越
境
の
な
か
の
近
代
日
本
」
と

い
う
問
題
設
定
は
、
「
一
国
史
的
枠
組
み
を
突
破
し
、
国
民
国
家
を
相
対
化

し
て
い
く
上
で
、
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
思
想
史
や
経
済
学
、
社
会
学
、
教

育
学
な
ど
の
人
文
社
会
科
学
の
各
分
野
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
問

題
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
自
負
し
て
い
る
。

確
か
に
、
著
者
が
自
負
す
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
挑
戦
の
書
で
あ
る
。

眼
に
み
え
る
も
の
、
感
じ
ら
れ
る
も
の
、
と
い
う
よ
う
な
具
体
性
か
ら
出

発
し
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
あ
る
差
別
や
権
力
関
係
を
一
枚
一
枚
皮
を
は

ぐ
よ
う
に
し
て
暴
露
し
、
異
質
な
も
の
と
の
共
存
の
形
を
歴
史
的
事
実
と

し
て
描
き
出
し
、
し
か
も
、
そ
こ
か
ら
反
転
し
て
現
在
に
お
け
る
外
国
人

労
働
者
問
題
の
主
体
的
な
論
じ
方
に
ま
で
い
い
及
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
書
を
歴
史
学
や
思
想
史
の
領
域
に
封
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
著

者
自
ら
は
「
越
境
す
る
文
化
交
流
・
文
化
接
触
の
社
会
史
」
と
呼
ん
で
い
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る
。
事
実
と
一
一
言
説
、
モ
チ
ー
フ
と
叙
述
、
現
在
と
過
去
、
既
成
の
方
法
を

打
ち
破
る
実
験
精
紳
と
摸
索
は
十
分
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
作
品
と

し
て
の
完
成
度
に
も
う
少
し
気
を
配
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
ま
た
読
み
応

え
も
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

石
井

名
古
屋
大
学
出
版
会

A
5

判
三
八

O
頁

一
九
九
九
年

五
六
O
O
円

三
記
著

「
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
法
と
正
義
』

山

崎

耕

例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
際
に
、
中
央
の
議
会
に
選
出
さ
れ
た
議
員
を

初
め
、
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
弁
護
士
が
数
多
く
活
躍
し
た
こ
と
は
、
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
革
命
以
前
に
、
本
来
の
職
業
で
あ
る

弁
護
士
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
活
動
し
て
い
た
の
か
は
、
人
々
の
生
活

意
識
に
対
す
る
歴
史
学
者
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
ま
り
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
評
者
も
か
つ
て
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
バ
レ

ー
ル
な
る
弁
護
士
H

革
命
家
の
ト
ゥ
ル
l

ズ
高
等
法
院
で
の
弁
護
記
録
を

分
析
し
、
訴
訟
関
係
の
文
書
が
社
会
思
想
史
の
史
料
と
し
て
も
有
意
義
な

こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
際
に
も
、
ア
ン
シ
ア
ン
H

レ
ジ
ー
ム
期
の
裁

判
制
度
・
法
体
系
な
ど
に
関
す
る
知
識
の
不
足
を
痛
感
す
る
と
と
も
に
、

そ
う
し
た
面
で
の
研
究
が
現
在
の
我
が
国
に
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と

に
も
気
が
つ
い
た
。
本
書
は
ま
さ
に
、
法
制
度
史
か
ら
見
た
一
八
世
紀
フ



172 

ラ
ン
ス
の
思
想
史
・
文
化
史
と
し
て
、
や
や
異
色
の
、
だ
が
大
変
に
興
味

深
い
著
作
で
あ
る
。

本
文
は
、
取
り
上
げ
る
時
代
金
体
へ
の
展
望
を
は
か
る
「
第
一
章
法

制
史
的
背
景
」
を
序
論
と
し
、
以
下
三
部
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
第I

部
が
「
事
件
」
で
、
「
第
二
章
カ
ラ
ス
事
件
」
「
第
三
章
シ
ル
ヴ
ァ
ン

事
件
」
「
第
四
章
ラ
・
パ
ー
ル
事
件
」
の
三
つ
の
章
か
ら
な
り
、
第
H

部

が
「
思
想
」
で
、
「
第
五
章
ベ
ツ
カ
リl
ア
の
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
」
「
第

六
章
ヴ
ォ
ル
テ

l

ル
と
刑
法
改
革
思
潮
の
展
開
」
「
第
七
章
刑
法
学
者

ミ
ュ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
ヴ
l

グ
ラ
ン
」
「
第
八
章
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
期
の

『
陪
審
制
』
論
」
の
四
つ
の
章
か
ら
な
る
。
第
田
部
が
「
革
命
」
で
、
「
第

九
章
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
刑
法
空
間
の
変
容
」
「
第
一O
章
フ
ラ
ン
ス
革

命
期
の
法
学
教
育
・
司
法
制
度
・
法
曹
」
の
二
つ
の
章
か
ら
な
る
。
著
者

の
「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
第
五
章
の
ほ
ぼ
す
べ
て
と
、
第
一
章
・
第

六
章
の
約
半
分
が
新
た
な
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
ほ
か
は
、
こ
れ
ま
で
に
発

表
し
た
論
文
を
ベ
l

ス
に
し
て
書
き
改
め
た
そ
う
で
あ
る
が
、
バ
ラ
ン
ス

の
よ
い
、
ま
と
ま
り
の
取
れ
た
著
作
と
な
っ
て
い
る
(
全
体
の
構
成
が
み
ご

と
な
の
で
、
ど
う
せ
な
ら
第
凹
部
の
表
題
を
工
夫
し
て
、
第
八
章
は
第m
部
に
含

め
れ
ば
、
三
つ
の
部
が
そ
れ
ぞ
れ
三
章
ず
つ
か
ら
成
っ
て
、
形
式
的
に
も
き
れ
い

だ
っ
た
の
に
、
な
ど
と
余
計
な
こ
と
ま
で
考
え
て
し
ま
っ
た
。
第
八
章
の
内
容
は
、

「
思
想
」
に
は
違
い
な
い
が
、
理
念
と
い
う
よ
り
は
具
体
的
な
改
革
に
関
す
る
実
践

的
な
も
の
で
あ
り
、
第
副
部
で
扱
わ
れ
る
革
命
期
の
改
革
と
結
び
つ
け
て
も
、
構

成
上
お
か
し
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
)
。

本
書
を
読
み
こ
な
す
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
各
章
が
級
密

な
実
証
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
章
ご
と
に
、
そ
の
テ
!
?
に
関
す

る
研
究
史
や
史
料
を
綿
密
に
踏
ま
、
ぇ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
の
論
文
の
よ
う

に
も
思
え
る
。
し
か
し
著
者
の
意
図
は
、
細
か
い
事
実
を
明
る
み
に
出
す

こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
評
者
は
法
制
度
史
に
は
素
人
で
あ

り
、
本
書
の
内
容
を
ど
こ
ま
で
読
み
取
っ
た
か
、
い
さ
き
か
お
ぼ
つ
か
な

い
点
が
あ
る
が
、
理
解
で
き
た
範
聞
で
記
す
な
ら
ば
、
ア
ン
シ
ア
ン
H
レ

ジ
ー
ム
末
期
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
か
け
て
の
時
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス

の
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
も
し
く
は
裁
判
制
度
に
関
す
る
議
論
と
改
革
は
、

単
に
間
違
っ
た
も
の
を
正
し
く
す
る
、
ま
た
は
不
首
尾
な
も
の
の
欠
落
を

補
う
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
根
本
に
は
「
法
」
お
よ
び
「
正

義
」
(
「
正
義
」
と
「
裁
判
」
は
、
も
と
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
同
じ
語
で
あ
る
)
に

対
す
る
人
々
の
意
識
(
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l

コ
|
流
に
言
え
ば
「
ま
な
ざ
し
」
、
石

井
氏
は
「
あ
と
が
き
」
で
フl
コ
l

に
触
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
哲
学
者
か
ら

研
究
の
基
本
的
な
方
向
に
関
す
る
示
唆
を
受
け
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
)
の

変
化
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
変
化
は
、
一
一
言
で
言
え
ば
、
「
法
律
専
門

家
主
義
」
に
対
す
る
「
法
律
素
人
主
義
」
の
台
頭
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ア
ン
シ
ア
ン

H

レ
ジ
ー
ム
期
に
は
、
法
律
は
専
門
的
な
知
識
・
技
術
で
あ

り
、
そ
れ
に
習
熟
し
た
者
だ
け
が
そ
の
運
用
に
関
わ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

素
人
が
法
律
問
題
に
口
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
「
専
門
家
主
義
」

が
支
配
的
だ
っ
た
。
し
か
し
一
八
世
紀
な
か
ば
を
過
ぎ
る
と
、
一
般
の
人

で
も
良
識
が
あ
れ
ば
法
律
問
題
に
関
し
て
も
正
し
い
判
断
を
下
し
得
る

し
、
そ
う
し
た
良
識
に
基
づ
く
判
断
こ
そ
が
む
し
ろ
尊
重
き
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
「
素
人
、
玉
義
」
が
次
第
に
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
ヴ

ォ
ル
テ
l

ル
に
よ
る
カ
ラ
ス
事
件
な
ど
へ
の
介
入
も
「
素
人
主
義
」
が
基

本
に
な
っ
て
い
る
し
、
革
命
期
の
刑
法
改
革
も
「
素
人
主
義
」
を
べ
l

ス
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に
し
た
も
の
だ
っ
た
。
長
期
的
に
見
る
と
、
ア
ン
シ
ア
ン
H

レ
ジ
ー
ム
期

H

「
専
門
家
主
義
」
、
革
命
期
日
「
素
人
主
義
』
、
第
一
帝
政
期

H

「
専
門
家
主

義
」
へ
の
復
帰
、
と
図
式
化
で
き
る
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
も
と
で
の
「
専

門
家
主
義
」
は
、
革
命
期
の
「
素
人
主
義
」
を
経
た
も
の
で
あ
っ
て
、
単

純
な
ア
ン
シ
ア
ン
H

レ
ジ
ー
ム
へ
の
先
祖
帰
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
ア
ン

シ
ア
ン
日
レ
ジ
ー
ム
期
に
お
け
る
改
革
論
争
を
見
る
と
、
「
素
人
主
義
」
を

認
め
る
か
否
か
が
論
争
の
焦
点
で
あ
っ
た
。
「
素
人
主
義
」
を
容
認
す
る
改

革
派
イ
コ
ー
ル
「
啓
蒙
主
義
」
「
進
歩
派
」
「
革
新
派
」
と
い
う
図
式
が
あ

る
た
め
に
、
「
素
人
主
義
」
を
批
判
し
た
者
は
す
な
わ
ち
反
啓
蒙
H

保
守
反

動
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
が
、
話
は
そ
れ
ほ

ど
単
純
で
は
な
い
。
ミ
ユ
イ
ヤ
!
ル
・
ド
・
ヴ
l

グ
ラ
ン
は
、
啓
蒙
刑
法

改
革
思
想
に
反
発
し
た
た
め
に
、
こ
ち
こ
ち
の
保
守
反
動
と
見
倣
さ
れ
て

い
る
が
、
彼
の
思
想
や
行
動
を
見
る
と
、
彼
な
り
に
革
命
を
目
指
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
著
者
が
本
書
全
体
を
通
じ
て
示
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の

は
、
凡
そ
以
上
の
よ
う
な
図
式
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
(
繰
り

返
す
が
)
こ
う
し
た
図
式
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
表
れ
て
お
ら
ず
、
細
部
の
綴

密
な
実
証
性
の
蔭
に
微
か
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
評
者
は
、

こ
う
し
た
一
種
の
禁
欲
主
義
を
好
ま
し
く
思
う
。
し
か
し
率
直
に
言
う
と
、

も
う
少
し
「
図
式
主
義
」
を
あ
ら
わ
に
し
て
く
れ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
読

み
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
記
述
が
つ
ま
ら
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。

第
二
章
で
扱
わ
れ
る
カ
ラ
ス
事
件
と
第
三
章
で
扱
わ
れ
る
シ
ル
ヴ
ア
ン
事

件
は
、
と
も
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
親
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
よ
う
と

す
る
子
供
を
殺
害
し
た
容
疑
を
か
け
ら
れ
た
菟
罪
事
件
で
、
ヴ
ォ
ル
テ
l

書173 

ル
が
介
入
し
て
最
終
的
に
は
無
罪
判
決
を
か
ち
取
っ
た
も
の
と
し
て
、
思

想
史
で
は
ベ
ア
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
書
に
よ
る
と
、
カ
ラ
ス
事

件
の
場
合
は
、
父
親
の
カ
ラ
ス
は
事
件
発
覚
後
す
ぐ
に
逮
捕
き
れ
、
裁
判

を
受
け
て
処
刑
さ
れ
て
い
る
が
、
シ
ル
ヴ
ァ
ン
事
件
の
場
合
は
シ
ル
ヴ
ア

ン
一
家
は
逮
捕
さ
れ
る
前
に
亡
命
に
成
功
し
た
の
で
、
無
罪
と
認
め
ら
れ

る
ま
で
の
裁
判
手
続
き
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
件
は
全
く
異
な

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
初
め
て
知
る
者
に
は
、
大
変
興
味
深
い
。

第
六
章
の
「
ヴ
オ
ル
テ
l

ル
と
刑
法
改
革
思
潮
の
展
開
」
は
、
本
書
の
中

で
お
そ
ら
く
一
番
力
の
こ
も
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
全
体
の
中
心
と
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
議
論
の
整
理
か
ら
教
え
ら
れ
る
も
の
も
、
少
な
く
な

か
っ
た
。

評
者
の
判
断
は
以
上
の
通
り
で
、
本
書
の
持
つ
意
義
の
大
き
き
を
認
め

る
の
に
や
ぶ
き
か
で
は
な
い
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
く
疑
問
が
な

か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
は
、
第

I

部
の
構
成
で
あ
る
。
カ
ラ
ス
事

件
、
シ
ル
ヴ
ァ
ン
事
件
、
ラ
・
パ
l

ル
事
件
が
、
反
響
の
大
き
き
ゃ
、
ヴ

ォ
ル
テ
!
ル
の
介
入
と
い
う
思
想
史
的
事
件
を
伴
っ
た
点
か
ら
見
て
、
重

要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス

に
は
宗
教
が
ら
み
の
事
件
し
か
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
取
り

上
げ
ら
れ
た
三
つ
の
事
件
が
思
想
史
的
に
重
要
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
の

だ
が
、
本
書
は
必
ず
し
も
思
想
史
を
テ

l
7
E
は
し
て
い
な
い
。
だ
っ
た

ら
、
宗
教
の
絡
ま
な
い
刑
事
事
件
も
取
り
上
げ
て
下
さ
っ
た
方
が
、
刑
事

裁
判
制
度
全
体
へ
の
目
配
り
が
き
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
は
、

こ
れ
と
関
連
し
て
、
刑
事
事
件
全
般
へ
の
言
及
が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。

ア
ン
シ
ア
ン

H

レ
ジ
ー
ム
期
全
体
を
通
じ
た
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
対
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人
犯
罪
(
H殺
傷
)
の
相
対
的
減
少
と
対
物
犯
罪
(
H窃
盗
な
ど
)
の
増
加

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
書
の
中
で
も
わ
ず
か
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
大
雑
把
な
指
摘
は
、
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
と
も
、
さ
ら
に
犯
罪
の
種
類
を
細
か
く
分
け
て
論
じ
た
り
、
地
理
的
な

相
違
を
考
慮
し
た
り
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
上
記
の
犯

罪
傾
向
の
変
化
は
、
常
識
的
に
は
商
品
経
済
の
発
達
に
結
び
つ
け
て
理
解

し
得
る
だ
ろ
う
が
、
経
済
史
と
犯
罪
史
の
聞
に
社
会
史
や
心
性
史
の
ク
ッ

シ
ョ
ン
を
置
か
な
く
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
の
石
井
氏
は
、
上
に
述

べ
た
よ
う
に
、
実
証
し
得
る
も
の
だ
け
を
語
る
と
い
う
禁
欲
主
義
を
本
書

で
保
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
全
般
的
な
総
括
に
類
す
る
議
論
は
あ
ま
り

な
さ
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
評
者
の
要
求
は
、
い
わ
ば
な
い
も
の
ね
だ
り

な
の
だ
が
、
第
I

部
「
事
件
」
が
三
つ
の
ケ
l

ス
ス
タ
デ
ィ
だ
け
で
、
全

体
的
な
展
望
を
一
示
き
れ
な
い
ま
ま
第H
部
「
思
想
」
に
移
っ
て
し
ま
わ
れ

る
と
、
ち
ょ
っ
と
物
足
り
な
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

思
想
史
を
中
心
に
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
を
勉
強
し
て
い
る
と
、
冒
頭

に
記
し
た
よ
う
に
、
い
や
お
う
な
く
法
曹
た
ち
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ

ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
法
制
度
の
技
術
的
な
知
識
に
乏
し
い
と
官
職
名

の
訳
語
を
選
ぶ
の
に
も
困
惑
す
る
こ
と
が
多
い
。
最
後
は
細
か
い
話
だ
が
、

本
書
で
法
制
度
史
家
が
様
々
な
タ
l

ム
の
原
語
と
訳
語
を
並
べ
て
記
し
て

お
い
て
下
さ
っ
た
こ
と
は
、
あ
り
が
た
い
配
慮
だ
っ
た
(
た
だ
、
些
細
な
こ

と
を
ひ
と
つ
だ
け
記
す
と
「
一
般
意
思
」
は
「
一
般
意
志
」
の
方
が
適
切
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
)
。
こ
う
し
た
点
で
の
御
教
示
は
、
こ
れ
か
ら
も
期
待
し
た
い
。

ま
た
、
本
書
で
示
さ
れ
た
実
証
尊
重
の
姿
勢
は
維
持
し
つ
つ
も
、
全
体
へ

の
見
通
し
を
描
か
れ
る
よ
う
な
展
開
を
今
後
に
期
待
し
た
い
と
思
う
。

(
l
)「
弁
護
士
パ
レl

ル
の
活
動
|
|
啓
蒙
と
革
命
(
血
)
|
|
」
武
蔵
大
学
人
文
学
会

雑
誌
第
二
八
巻
第
二
号
、
一
九
九
七
年
一
月
。

阪
上

岩
波
書
店
一
九
九
九
年

四
六
判
三
八
四
頁
三

0
0
0
円

孝
著

『
近
代
的
統
治
の
誕
生
|
|
人
口
・
世
論
・
家
族

l
i
l

』

斉

藤

日
出
治

近
代
に
お
け
る
社
会
的
な
る
も
の
の
生
成
を
説
き
明
か
す
こ
と
。
こ
れ

が
本
書
の
テ
l

マ
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
テ
!
?
に
「
社
会
秩
序
の
形
成

と
知
識
と
の
関
係
」
と
い
う
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
知
識
と
は
社

会
を
構
成
す
る
実
践
的
な
装
置
で
あ
り
、
近
代
は
新
し
い
タ
イ
プ
の
知
的

な
実
践
を
通
し
て
民
衆
の
習
俗
や
習
慣
に
働
き
か
け
社
会
の
秩
序
を
築
き

上
げ
る
。
こ
の
《
社
会
的
技
術
》
と
し
て
の
知
識
に
よ
っ
て
統
治
が
合
理

化
さ
れ
、
民
衆
が
規
律
化
さ
れ
、
近
代
の
社
会
秩
序
は
生
成
す
る
。
つ
ま

り
近
代
社
会
は
自
己
を
構
成
す
る
さ
ま
ぎ
ま
な
基
本
要
素
を
新
し
い
認
識

の
対
象
と
し
て
生
産
し
、
こ
の
認
識
対
象
の
生
産
を
媒
介
に
し
て
新
し
い

統
治
の
技
法
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
生
産
の

プ
ロ
セ
ス
が
全
編
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
る
。

第
一
章
で
は
人
口
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
確
率
や
統
計
を
応
用
し
た
人

口
の
推
計
や
平
均
余
命
の
推
測
に
よ
っ
て
、
人
口
が
科
学
的
な
認
識
の
対

象
と
な
り
、
社
会
の
統
計
的
な
認
識
を
利
用
し
て
人
口
を
維
持
し
た
り
増
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加
さ
せ
る
た
め
の
制
度
や
装
置
(
医
療
、
公
衆
衛
生
、
社
会
保
険
)
が
創
出
き

れ
る
。
つ
ま
り
人
口
は
科
学
的
な
認
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

政
治
的
な
統
治
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、
近
代
社
会
が
公
教
育
を
通
し
て
国
民
と
い
う
共
通
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
創
出
す
る
過
程
が
考
察
さ
れ
る
。
国
民
は
超
越
的
な

絶
対
者
で
あ
る
王
や
伝
統
に
代
わ
っ
て
、
共
通
の
利
害
と
理
性
と
一
般
意

志
を
備
え
た
自
己
規
律
的
な
主
体
と
し
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
、
近
代
の
社
会

的
結
合
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
く
。

第
三
章
で
は
、
国
家
の
法
や
神
の
法
に
代
わ
っ
て
、
人
ぴ
と
の
世
論
が

主
権
を
構
成
し
新
し
い
公
共
空
間
を
築
き
上
げ
る
一
言
説
的
な
根
拠
と
な
っ

て
い
く
過
程
が
考
察
さ
れ
る
。
著
者
は
王
権
と
高
等
法
院
と
の
抗
争
が
と

も
に
「
公
衆
の
声
」
を
正
当
化
の
根
拠
に
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る

点
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で
の
級
密
な
展
開
は
本
書
の
白
眉
で
も
あ
る
。
ま

た
こ
の
考
察
を
通
し
て
、
ハ
l

パ
l

マ
ス
の
「
市
民
的
公
共
性
」
が
世
論

を
実
体
的
に
と
ら
え
て
お
り
世
論
が
い
か
に
し
て
超
越
的
な
カ
を
獲
得
し

て
い
く
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。

第
四
章
で
は
、
近
代
家
族
の
生
誕
が
そ
の
言
説
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
裏

づ
け
ら
れ
る
。
家
族
の
秩
序
が
王
権
の
秩
序
と
同
型
で
あ
る
と
い
う
言
説

に
も
と
づ
い
て
、
捨
て
子
や
私
生
児
の
増
加
や
経
済
的
貧
困
に
よ
っ
て
衰

退
し
つ
つ
あ
っ
た
家
族
が
王
権
の
介
入
を
受
け
て
立
て
直
さ
れ
、
公
的
な

領
域
と
は
区
別
さ
れ
た
私
的
領
域
と
し
て
、
社
会
諸
関
係
を
再
生
産
す
る

装
置
と
し
て
、
近
代
社
会
の
構
成
因
子
に
な
っ
て
い
く
過
程
が
論
じ
ら
れ

，
。第

五
章
で
は
、
貧
民
に
つ
い
て
の
社
会
の
表
象
の
変
化
に
よ
っ
て
、
貧
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民
を
社
会
か
ら
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
に
包
み
こ
む
社
会
的
技
術

(
家
庭
訪
問
、
貧
困
の
観
察
)
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
が
検
討
さ

れ
る
。
貧
民
に
対
す
る
公
的
な
扶
助
の
目
的
は
貧
民
を
労
働
す
る
人
間
に

鍛
え
上
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
民
衆
の
生
活
慣
習
に
働
き
か
け

民
衆
の
生
活
全
般
を
監
視
し
規
律
化
す
る
必
要
性
が
叫
ば
れ
る
の
で
あ

ヲ
@
。第

六
章
で
は
、
都
市
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
言
説
の
変
容
が
論
じ
ら
れ

る
。
一
九
世
紀
前
半
に
、
民
衆
の
騒
乱
や
蜂
起
の
鎮
圧
を
目
的
と
し
た
軍

隊
に
よ
る
都
市
の
秩
序
維
持
に
代
わ
っ
て
、
「
日
常
生
活
の
毛
細
管
的
管

理
」
を
目
的
に
し
た
警
察
に
よ
る
都
市
の
秩
序
維
持
が
目
指
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

い
ず
れ
の
考
察
も
原
資
料
を
ふ
く
む
膨
大
な
文
献
考
証
と
綴
密
な
分
析

に
も
と
づ
い
て
お
り
、
説
得
力
に
満
ち
て
い
る
。

著
者
の
方
法
視
角
か
ら
本
書
の
意
義
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

第
一
に
、
本
書
は
社
会
秩
序
の
生
成
に
お
い
て
言
説
が
果
た
す
意
味
を

明
確
に
し
た
。
著
者
は
あ
と
が
き
で
、
自
分
の
社
会
思
想
史
が
哲
学
思
想

史
や
政
治
思
想
史
で
は
な
く
、
社
会
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
社
会
な
る
も

の
の
生
成
と
認
識
の
展
開
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

近
代
に
お
け
る
社
会
な
る
も
の
の
生
成
を
考
え
る
と
き
、
社
会
の
新
し
い

実
体
と
こ
の
実
体
の
生
成
を
媒
介
す
る
形
式
を
と
も
に
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。
新
し
い
実
体
と
は
、
古
典
派
経
済
学
が
洞
察
し
た
近
代
的
富
の
主

体
的
本
質
た
る
人
間
労
働
で
あ
る
。
だ
が
人
間
労
働
が
社
会
の
実
体
と
し

て
生
成
す
る
た
め
に
は
、
形
式
の
媒
介
を
必
要
と
す
る
。
マ
ル
ク
ス
が
価
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値
の
形
式
に
着
目
し
た
の
も
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
が
、
本
書
の
著
者
は
フ
ラ

ン
ス
の
近
代
社
会
の
生
成
の
う
ち
に
近
代
の
実
体
と
形
式
を
と
も
に
読
み

取
る
。
た
と
え
ば
人
口
が
科
学
的
認
識
と
な
っ
た
の
は
人
口
と
富
と
の
関

係
が
問
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
人
口
が
富
の
源
泉
と
な
る
た
め
に
は
人

口
を
適
切
に
配
分
し
管
理
し
秩
序
づ
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
人
口
は

統
計
的
操
作
に
よ
る
人
口
の
効
率
的
な
管
理
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
国
富
の

源
泉
と
な
る
。
ま
た
個
人
の
私
的
な
労
働
を
社
会
的
労
働
へ
と
連
結
す
る

た
め
に
は
、
国
民
と
い
う
一
般
的
利
害
に
も
と
づ
く
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
形
成
が
必
要
と
さ
れ
る
。
国
民
と
い
う
主
体
形
式
な
し
に
は
私
的

諸
労
働
の
社
会
的
編
成
は
な
し
え
な
い
。
さ
ら
に
公
的
扶
助
に
よ
る
貧
民

の
救
済
の
一
言
説
も
、
都
市
の
秩
序
維
持
の
言
説
も
、
す
べ
て
民
衆
を
労
働

の
秩
序
へ
と
か
り
た
て
よ
う
と
す
る
近
代
社
会
の
要
請
に
も
と
づ
い
て
お

り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
労
働
の
秩
序
を
編
成
す
る
媒
介
形
式
な
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
労
働
と
い
う
近
代
的
富
の
主
体
は
社
会
的
技

術
の
媒
介
を
経
て
は
じ
め
て
生
成
す
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
本
書
で
語
り

出
し
た
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
著
者
は
社
会
的
技
術
を
媒
介
に
し
た
近
代
的
秩
序
の
生
成
が

近
代
に
固
有
な
矛
盾
を
は
ら
み
、
敵
対
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
を
引
き
起

こ
す
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
近
代
社
会
は
身
分

的
秩
序
を
解
体
し
て
孤
立
し
た
個
人
を
生
み
出
す
が
、
こ
う
し
て
生
み
出

さ
れ
た
個
人
の
自
由
が
社
会
の
統
一
と
両
立
す
る
た
め
に
は
、
個
人
を
国

民
(
市
民
)
と
し
て
育
成
し
国
民
国
家
へ
と
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

個
人
を
国
民
と
し
て
陶
冶
す
る
社
会
的
技
術
に
よ
っ
て
近
代
の
社
会
的
秩

序
は
維
持
さ
れ
る
。
こ
こ
に
社
会
に
先
立
つ
個
人
の
自
由
と
国
民
国
家
の

構
成
員
た
る
市
民
と
の
矛
盾
が
生
ま
れ
る
。
人
権
宣
言
は
こ
の
矛
盾
を
す

で
に
体
現
し
て
い
る
。
人
権
宣
言
は
国
家
に
先
立
っ
て
個
人
の
自
然
権
を

承
認
す
る
論
理
(
自
然
的
人
間
)
と
国
民
国
家
の
産
物
で
あ
る
市
民
を
前
提

と
す
る
論
理
(
国
家
的
人
間
)
と
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
あ
ら
ゆ

る
差
別
や
不
平
等
を
反
自
然
的
な
も
の
、
抑
圧
的
な
も
の
と
し
て
告
発
す

る
社
会
運
動
と
、
個
人
を
国
民
国
家
へ
と
固
い
こ
ん
で
い
く
動
き
と
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
を
引
き
起
こ
す
。
ま
た
都
市
化
の
過
程
は
近
代
以
前
の
地

域
共
同
体
や
職
能
共
同
体
を
解
体
す
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で
こ
の
失
わ
れ

た
共
同
性
を
民
衆
の
側
か
ら
自
己
組
織
し
よ
う
と
す
る
動
き
(
生
活
協
同

組
合
、
労
働
組
合
、
自
治
体
)
と
、
他
方
で
近
代
の
支
配
者
に
よ
る
民
衆
の

生
活
空
間
へ
の
言
説
的
な
介
入
や
生
活
空
間
を
規
律
化
す
る
動
き
を
と
も

に
生
み
出
す
。
こ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
こ
そ
、
階
級
闘
争
を
ふ
く
む
近
代

の
社
会
闘
争
の
戦
場
に
は
か
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
本
書
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
前
後
す
る
一
0
0
年
間
の
フ
ラ
ン

ス
社
会
に
考
察
を
限
定
し
て
い
る
が
、
著
者
の
学
問
的
禁
欲
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
本
書
で
の
考
察
が
二
一
世
紀
へ
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
今
日
の

社
会
危
機
を
考
察
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
読
者
は

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の
社
会
危
機
が
近
代
の
社
会

秩
序
を
支
え
る
知
識
の
装
置
の
危
機
と
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

グ
ロ
l

パ
リ
ゼ
|
シ
ョ
ン
の
動
き
は
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
揺
る
が
し
、

国
民
と
い
う
公
教
育
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
主
体

を
再
審
理
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
国
民
(
市
民
)
に
還
元
さ
れ
な
い
個
人
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
社
会
的
な
承
認
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
個
人
の
自
由
を
優
先
す
る
リ
バ
l

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
市
民
的
徳
性
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の
復
権
を
唱
え
る
コ
ミ
ユ
ニ
タ
リ
ア
ム
の
今
目
的
論
争
の
原
点
が
フ
ラ
ン

ス
革
命
期
の
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
に
す
で
に
存
し
て
い
る
こ
と
を
本

書
は
教
え
て
く
れ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
状
況
は
、
近
代
に
お
け
る

社
会
的
な
る
も
の
に
対
す
る
信
頼
が
崩
れ
去
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
が
感
じ
と
っ
て
い
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
不
安
の
意
識

が
近
代
の
社
会
秩
序
の
生
成
過
程
に
根
ざ
し
た
意
識
で
あ
る
こ
と
を
本
書

は
語
り
出
す
。

第
四
に
、
本
書
は
ま
た
政
治
経
済
学
の
資
本
主
義
認
識
を
も
反
省
す
る

手
掛
か
り
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
一
九
世
紀
の
資
本
主
義
は
供
給
と
需
要

が
、
生
産
と
消
費
が
、
市
場
の
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
介
し
て
制
御
さ
れ
る

自
由
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
。
企
業
の
内
部

に
は
専
制
的
な
規
律
が
、
そ
の
外
部
は
無
政
府
性
が
支
配
す
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
資
本
主
義
の
循
環
軌
道
が
う
ち
た
て
ら
れ

る
よ
り
も
前
に
、
社
会
的
技
術
と
し
て
の
知
識
が
民
衆
の
日
常
生
活
に
さ

ま
ざ
ま
な
次
元
で
介
入
し
、
社
会
を
規
律
化
す
る
。
こ
の
規
律
化
な
し
に

資
本
の
蓄
積
も
、
労
働
力
の
再
生
産
も
円
滑
に
は
機
能
し
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
先
資
本
主
義
の
社
会
的
な
コ
l

ド
の
解
体
は
、
商
品
・
貨
幣
・
資
本
の

一
元
的
な
コ
l

ド
に
流
し
こ
ま
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
技
術
に
よ

る
新
し
い
規
律
維
持
装
置
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
価
値
の
コ
l

ド
と
規
律
化

の
コ
l

ド
が
相
互
に
補
完
し
あ
っ
て
資
本
、
王
義
の
蓄
積
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
築

き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
二
O
世
紀
の
資
本

主
義
は
こ
の
規
律
維
持
装
置
が
価
値
の
コl
ド
の
内
部
に
介
入
し
、
資
本

蓄
積
過
程
に
内
在
す
る
装
置
と
し
て
組
み
こ
ま
れ
た
も
の
と
考
、
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
公
的
扶
助
の
表
象
の
中
に
二
O
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世
紀
の
福
祉
国
家
の
原
型
を
読
み
取
り
、
民
衆
の
日
常
生
活
を
監
視
す
る

都
市
の
治
安
維
持
の
表
象
の
う
ち
に
国
家
の
社
会
介
入
の
原
型
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
本
書
は
近
代
の
社
会
的
秩
序
が
は
ら
む
暴
力
性
を
事

実
上
語
り
出
す
。
知
の
実
践
的
な
装
置
に
よ
る
社
会
秩
序
へ
の
全
面
的
な

介
入
は
、
古
代
以
来
の
共
同
社
会
が
備
え
て
い
た
政
治
的
権
力
に
対
す
る

制
御
の
能
力
を
完
全
に
う
ち
砕
い
た
。
民
衆
の
習
俗
や
習
慣
に
は
ら
ま
れ

る
空
間
の
制
御
能
力
を
暴
力
的
に
解
体
し
た
も
の
こ
そ
、
近
代
の
社
会
的

技
術
と
し
て
の
知
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
フ
ラ
ン

ス
革
命
が
一
般
化
さ
せ
た
近
代
の
暴
力
性
を
明
る
み
に
出
す
。
本
書
は
こ

の
視
点
か
ら
近
代
を
、
市
民
革
命
を
再
検
討
す
る
方
法
視
角
を
提
供
し
て

い
司
令
。

以
上
の
意
義
は
あ
く
ま
で
評
者
が
本
書
の
中
に
読
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ

る
が
、
本
書
は
思
想
史
研
究
と
し
て
優
れ
た
書
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ

の
よ
う
な
想
像
力
を
か
き
た
て
て
く
れ
る
泉
で
も
あ
る
。
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研
究
展
望
》

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所

「
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
論
争
に
よ
せ
て

高
幣

秀

知

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
付
属
の
社
会
研
究
所F
E
S
Z
R
ω
R
E

同2
・

R
F
Z口
問
を
は
じ
め
て
訪
れ
た
の
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ブ
タ
ペ
ス
ト
へ
の
途

次
、
一
九
七
六
年
の
一
二
月
末
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
研
究
所
の

そ
も
そ
も
の
命
名
提
案
者
で
も
あ
っ
た
福
本
和
夫
の
晩
年
期
の
著
作
に
墨

跡
の
紹
介
状
を
添
え
て
、
よ
う
や
く
到
着
し
た
若
年
の
研
究
者
を
あ
た
た

か
く
迎
え
て
下
さ
っ
た
の
は
、
当
時
の
所
長
G

・
プ
ラ
ン
ト
氏
と
そ
れ
を

補
佐
す
る
L

・
フ
ォ
ン
・
フ
リ

l

デ
ブ
ル
ク
氏
で
あ
っ
た
。
握
手
を
交
す

老
年
の
一
所
員
の
身
体
的
傷
痕
は
、
社
会
研
究
所
が
経
て
き
た
な
が
い
歴

史
を
連
想
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
以
来
、
四
半
世
紀
に
近
い
。
当
時
、

助
手
職
を
辞
し
た
ば
か
り
の
R

・
へ
ル
デ
イ
ン
ク
氏
に
は
研
究
所
へ
の
案

内
を
い
た
だ
い
た
が
、
研
究
所
の
秘
書
を
長
年
に
わ
た
っ
て
務
め
て
き
た

そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
と
も
に
、
近
年
の
消
息
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

そ
し
て
あ
ら
た
め
て
、
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
氏
と
の
協
同
研
究
へ
の

方
向
を
き
ぐ
り
な
が
ら
筆
者
は
五
年
前
、
研
究
所
次
世
代
の
ひ
と
つ
の
中

心
を
か
た
ち
づ
く
り
つ
つ
あ
っ
た
へ
ル
ムl
ト
・
デ
ュ
ビ
エ
ル
氏
を
訪
れ

る
機
会
を
得
た
が
、
そ
の
と
き
交
わ
さ
れ
た
対
話
が
以
下
の
論
説
へ
の
発

端
と
な
っ
て
い
る
。
テ
オ
ド
l

ル
・
ア
ド
ル
ノ
以
後
の
社
会
研
究
所
で
は
、

プ
ラ
ン
ト
所
長
の
も
と
で
産
業
社
会
学
と
労
働
組
合
研
究
、
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
理
論
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
、
人
種
差
別
|
排
外
主
義
調
査
な
ど
の
研

究
成
果
が
公
表
き
れ
て
き
て
い
た
が
、
そ
の
不
幸
な
死
の
後
、
研
究
所
所

員
の
大
幅
な
異
動
が
お
こ
な
わ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
デ
ュ
ビ
エ
ル
氏
か
ら

手
渡
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
l
-

ル
ン
ト
シ
ャ
ウ
紙
掲
載
の
記
事
「
あ

ら
ゆ
る
真
の
研
究
者
達
が
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
共
同
し
て
為
そ

う
」
(
一
九
九
五
年
一
二
月
・
デ
ュ
ビ
エ
ル
氏
と
フ
ォ
ン
・
フ
リ
|
デ
ブ
ル
ク
氏

の
連
名
)
は
、
あ
ら
た
に
設
定
さ
れ
た
学
際
的
な
諸
課
題
に
た
い
し
て
極
め

て
開
放
的
な
研
究
・
情
報
組
織
体
制
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
を
提
唱
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
九
六
年
六
月
の
同
紙
に
は

M
-
ヒ
ン
ツ
氏
の
反
論
、

そ
こ
に
提
起
さ
れ
た
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
「
現
代
資
本
主
義
に
た
い
す

る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
が
も
は
や
見
出
き
れ
な
い
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
「
批
判
理
論
雑
誌
』
N
a
仲
良
耳
5
2

円
宵
E
R
Z

→
Z
R

庁
第
五

号
二
九
九
七
年
)
に
は
あ
ら
た
め
て
「
社
会
研
究
所
・
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

が
発
表
さ
れ
、
以
下
三
号
に
わ
た
っ
て
そ
れ
に
対
す
る
反
論
が
重
ね
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
ひ
と
ま
ず
、
社
会
哲
学
的
な
承
認
〉
宮
再
g


ロ
ロ
ロ
m
概
念
と
、
政
治
経
済
学
的
な
水
準
で
の
市
民
社
会
N
守
口
]
刊
のg
丘
一
∞


n
z
t
t概
念
と
を
基
軸
と
し
て
い
る
。
第
一
部
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
な
文

化
」
で
は
、
各
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
要
求
の
社
会
的
承
認
を
め
ぐ
る
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諸
主
体
の
日
常
的
闘
争
か
ら
生
じ
る
様
々
な
葛
藤
か
ら
、
こ
の
時
代
の
社

会
文
化
的
発
展
の
危
機
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
き
れ
る
。

家
族
構
造
の
変
容
、
労
働
条
件
と
業
績
評
価
の
変
動
な
ど
に
よ
り
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
社
会
文
化
的
基
礎
を
な
す
べ
き
承
認
形
態
が
解
消
さ
れ
ゆ
く
と

と
も
に
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
〈
と
に
か
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
〉
を

求
め
る
欲
望
が
突
出
す
る
。
社
会
文
化
的
逸
脱
、
そ
し
て
承
認
の
再
獲
得

を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
と
闘
争
と
が
経
験
的
に
も
あ
と
づ
け
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
概
念
に
関
し
て
は
、
近
代
ブ
ル

ジ
ョ
ア
社
会
に
実
在
す
る
性
差
問
差
別
、
人
種
差
別
問
題
、
ま
た
巨
大
コ

ン
ツ
ェ
ル
ン
・
電
子
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
契
機
と
し
た
国
民
国
家
枠
の
動

揺
、
そ
し
て
N
G
O

等
が
指
摘
き
れ
た
う
え
で
、
第
二
部
「
社
会
国
家
と

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
は
、
現
代
国
家
に
お
け
る
社
会
統
合
の
内
実
が
、
社

会
保
障
と
社
会
政
策
を
軸
に
し
て
描
き
出
き
れ
る
。
労
働
人
口
の
三
分
の

一
以
上
が
生
涯
に
わ
た
り
安
定
的
に
就
労
す
る
機
会
を
も
た
ず
、
若
年

層
・
老
人
・
外
国
籍
者
な
ど
の
社
会
的
弱
者
が
と
り
わ
け
失
業
に
さ
ら
さ

れ
る
と
い
う
事
態
に
い
た
っ
て
は
、
業
績
主
義
戸
忠
弘
ロ
ロm毎
日

N
-
uを
基

準
と
し
た
旧
来
の
社
会
国
家
モ
デ
ル
は
そ
の
社
会
的
統
合
効
力
を
喪
失
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
こ
う
し
た
状
況
は
、
そ
こ
か
ら
多

様
な
自
発
的
な
グ
ル
ー
プ
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
な
ど
の
社
会
運
動
が
生
じ

る
契
機
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ど
の
よ
う
な
社
会
政
策
が
社
会
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
的
な
統
合
要
求
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う

問
題
が
た
て
ら
れ
る
。
様
々
な
事
例
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
が
、
例
え
ば
福
祉
・

介
護
の
あ
り
ょ
、
7

を
め
ぐ
っ
て
地
域
政
治
と
社
会
政
策
と
が
交
錯
す
る
場

合
な
ど
は
、
こ
の
日
本
の
現
状
か
ら
し
で
も
充
分
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
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で
あ
ろ
う
。
「
資
本
制
的
近
代
化
と
労
働
の
将
来
」
と
題
さ
れ
た
第
三
部
で

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
時
代
に
お
け
る
企
業
組
織
体
、
労
働
形
態
、

ま
た
技
術
革
新
な
ど
が
、
そ
し
て
と
り
わ
け
錯
綜
し
た
そ
れ
ら
の
再
編
成

河
2
可
己
r
z
ユ
巾E

口
問
の
様
相
が
、
ま
さ
に
学
際
的
に
-
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
情
報
技
術
を
も
駆
使
し
た
労
働
現

場
に
お
け
る
参
加
の
拡
張
を
通
じ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
ま
た
展
開
し
得
る

か
否
か
が
関
わ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
述
べ
ら
れ
る
と
き
|
|
も
ち
ろ
ん
そ
れ

自
体
は
幻
想
で
あ
ろ
う
が
|
|
'
巨
大
企
業
の
株
主
総
会
が
同
じ
く
大
メ
デ

ィ
ア
に
よ
っ
て
公
開
中
継
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
現
在
と
、
公
正
取
引
委
員
会

の
機
能
不
全
が
嘆
か
れ
も
す
る
日
本
の
状
況
と
の
落
差
が
痛
感
さ
れ
も
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
批
判
理
論
雑
誌
」
第
六
号
(
一
九
九
八
年
)
、
A

・
グ
ル
シ
ュ
カ
氏
の
反

論
「
危
機
、
批
判
そ
し
て
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
そ
の

基
層
に
お
い
て
な
ん
ら
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ

イ
マ
l

の
洞
察
が
堅
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
彼
等
の
主
題

は
人
聞
を
同
調
か
排
除
か
の
〈
あ
れ
か
・
こ
れ
か
〉
へ
と
強
制
す
る
社
会

だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
統
合
に
た
い
し
て
も
逸
脱
に
た
い
し
て
も
ひ
と
し

く
批
判
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
立
場
と
な
る
。
承
認
が
統
合
に
は
か
な
ら

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
普
遍
に
よ
る
特
殊
の
抹
殺
で
あ
ろ
う
。
逸
脱
が

〈
承
認
の
危
機
〉
に
、
ま
た
〈
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
な
文
化
の
活
性
化
〉
が
承

認
に
よ
る
統
合
に
そ
れ
ぞ
れ
単
純
に
等
置
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
こ
に
生
じ
る
い
わ
ば
差
異
が
聴
き
と
ら
れ
る
よ
う
な
方
向
へ
と
、

承
認
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
批
判
的
に
展
開
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
と
い
う
の
が
そ
の
主
要
な
論
点
で
あ
る
。
ま
た
、
市
民
社
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会
概
念
に
関
し
て
は
、
そ
の
実
在
的
葛
藤
に
ま
で
と
ど
く
こ
と
が
あ
ま
り

に
も
す
く
な
い
「
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
た
い
し
て
、
そ
う
し
た
機
能
主

義
な
ら
ル
l

マ
ン
あ
た
り
に
や
ら
せ
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
、
と
い
っ
た
台

詞
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
。
社
会
政
策
、
労
働
の
将
来
、
性
差
問
問
題
な

ど
伺
々
の
重
要
な
テ
l

マ
が
設
定
さ
れ
て
は
い
な
が
ら
、
「
研
究
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体
を
組
織
だ
て
る
批
判
的
パl
ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
、

事
象
と
方
法
と
を
連
接
す
べ
き
経
験
的
研
究
の
方
法
論
が
欠
落
し
て
い

る
、
と
難
じ
る
論
調
で
あ
る
。

同
誌
第
七
号
(
一
九
九
八
年
)
、
C

・
S
-

マ
l

ン
コ
ッ
プ
フ
氏
の
「
文
化

批
判
な
き
批
判
的
社
会
理
論
?
」
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
パl
マ
ス
氏
に
よ

る
批
判
理
論
の
豊
鏡
化
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
は
認
め
な
が
ら
、
「
研
究
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
は
研
究
対
象
と
し
て
の
文
化
、
社
会
分
析
の
不
可

欠
な
構
成
部
分
と
し
て
の
文
化
批
判
へ
の
方
向
性
が
全
く
み
ら
れ
な
い
こ

と
に
た
い
し
て
、
い
わ
ば
あ
き
れ
か
え
っ
て
い
る
と
い
っ
た
風
情
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
文
化
・
芸
術
の
社
会
的
機
能
分
化
、
自
立
、
そ
し
て
様
々
な

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
生
活
諸
領
域
へ
の
浸
透
と
い
っ
た
今
日
の
事
態
は
、

「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
「
文
化
産
業
」
章
の
あ
ら
た
な
書
き
換
、
え
を
要
求
し

て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
論
争
を
追
っ
て
く
る
と
、
批
判
的
に
変
容
さ
れ
た
も
の
で

あ
れ
ハ
パ
!
?
ス
の
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
な
ど
に

設
定
き
れ
た
路
線
の
展
開
と
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
を
ひ
と
つ
の
頂
点
と
す

る
ホ
ル
ク
ハ
イ
7
1
・
ア
ド
ル
ノ
の
立
場
の
堅
持
と
の
対
位
と
い
う
背
景

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
「
敵
対
的
」
配
置

か
ら
、
『
批
判
理
論
雑
誌
』
第
八
号
(
一
九
九
九
年
)
の
M
・
グ
レ
l

ヴ
ェ
ン

氏
「
社
会
研
究
所
の
研
究
計
画
に
お
け
る
歴
史
性
と
政
治
」
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
議
論
、
す
な
わ
ち
、
ハ
パ
l

マ
ス
氏
が
〈
ア
メ
リ
カ
〉
を
視
野
に

い
れ
た
彼
独
自
の
理
論
展
開
を
打
ち
出
し
て
い
っ
た
こ
と
そ
の
こ
と
に
た

い
し
て
で
な
く
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

や
ア
ド
ル
ノ
が
第
二
次
大
戦
後
な
お

批
判
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
維
持
し
展
開
き
せ
て
い
っ
た
点
に
着
目
し
な
い

ま
ま
、
あ
ま
り
に
も
性
急
に
〈
理
論
的
袋
小
路
〉
と
断
罪
す
る
方
針
を
と

っ
て
い
っ
た
こ
と
に
た
い
し
て
ハ
パ
l

マ
ス
氏
を
批
判
す
る
と
い
っ
た
議

論
は
成
立
し
得
る
。
A

・
デ
ミ
ロ
ヴ
イ
ツ
チ
氏
の
近
著
「
非
同
調
的
知
識

人
』
口
角
ロ
。
ロWCえ
2
5
2
己
R
Z
E
S
-
-
岳
宮
島
巾
『
に
も
詳
述
き
れ
る
そ

う
し
た
経
済
を
め
ぐ
る
実
証
の
ひ
と
ま
ず
の
必
要
性
は
否
定
さ
れ
得
な

い
。
筆
者
に
は
し
か
し
、
問
題
の
真
の
所
在
は
、
い
ま
す
こ
し
別
様
に
み

、
え
る
。

自
然
支
配
と
社
会
統
合
の
連
動
、
舷
惑
連
関
、
文
化
産
業
な
ど
を
概
念

装
置
と
し
た
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
透
徹
し
た
批
判
的
認
識
が
わ
れ
わ
れ

の
時
代
の
錯
綜
し
た
現
実
の
解
明
に
資
す
る
も
の
と
な
る
に
は
、
な
お
多

様
な
理
論
的
媒
介
作
業
が
必
要
と
き
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史

の
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
ブ
の
た
だ
な
か
か
ら
つ
か
み
と
ら
れ
た
問
題
群
の
打
開

と
い
う
課
題
が
、
「
片
肺
飛
行
」
(
矢
代
H

笠
井
雅
洋
)
を
続
け
た
戦
後
の
ア

ド
ル
ノ
に
よ
っ
て
か
な
ら
ず
し
も
十
全
に
担
い
き
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
無
傷
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
は
む
し
ろ
、
そ
の
音

楽
理
論
の
領
域
に
お
い
て
よ
り
す
ぐ
れ
た
後
続
者
達
を
見
出
し
て
い
っ
た

の
に
た
い
し
て
、
社
会
理
論
の
次
元
で
の
継
承
的
展
開
の
貧
困
は
あ
き
ら

か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
お
お
く
の
者
が
飼
い
殺
し
へ
の
道
を
歩
ん
だ
日

本
に
も
近
似
し
た
、
七
0
年
代
以
後
ド
イ
ツ
の
時
代
の
刻
印
が
読
み
と
ら
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れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
音
楽
研
究
の
周
辺
に
お
い
で
す
ら

既
に
、
「
ア
ド
ル
ノ
は
も
は
や
イ
ン
(
H流
行
の
先
端
)
で
は
な
い
」
と
い
っ

た
声
が
聞
か
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
ま
た
、
ア
ウ
ス
(
H

時
代
遅
れ
)
で
は
あ
り
得
な
い
。
野
蛮
は
延
命
し
、
な
お
増
殖
し
続
け
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
「
ア
ド
ル
ノ
以
後
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
で
の
状

況
と
お
そ
ら
く
ま
た
、
ア
ド
ル
ノ
・
ア
ル
ヒ
|
フ
の
こ
れ
ま
で
の
閉
鎖
的

性
格
と
は
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
専
ら
厳
密
な
校

訂
・
編
集
作
業
に
賭
け
る
そ
の
運
営
を
見
聞
す
る
と
き
、
ル
カ

l

チ
自
筆

の
書
き
込
み
の
あ
る
ア
ド
ル
ノ
「
否
定
弁
証
法
』
な
ど
が
無
造
作
に
放
置

さ
れ
て
い
た
ブ
ダ
ベ
ス
ト
の
ア
ル
ヒ
l

フ
が
|
|
理
不
尽
な
運
営
状
況
に

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
|
|
奇
妙
に
懐
か
し
く
も
想
い
起
こ
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ハ
パ
l

マ
ス
氏
に
関
し
て
は
日
本
の
状
況
に
限
定
す
る
と

す
れ
ば
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
以
後
の
彼
の
理
論
展

開
に
た
い
す
る
検
討
は
、
そ
の
都
度
の
時
局
的
発
言
の
紹
介
に
比
し
て
、

や
や
停
滞
し
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
「
事
実
性
と
妥
当
」
に
続
く

近
著
「
真
理
と
正
当
化
」
羽
田
町
円
E
R
E

仏
河
内
お
宮
内
巾E
m
g
m
に
し
て
も
、

彼
の
お
そ
ら
く
最
も
刺
激
的
な
著
作
『
認
識
と
関
心
』
の
主
題
を
さ
ら
に

展
開
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
社
会
研
究
所
の
「
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
し

が
〈
文
明
化
さ
れ
た
野
蛮
と
解
放
へ
の
潜
勢
力
と
が
逆
説
的
に
重
量
す
る

様
相
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
〉
と
い
う
と
き
、
こ
こ
に
記
し
た
の
は
、
そ

の
と
き
直
面
す
る
は
ず
の
困
難
と
障
害
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
昨
今
、
フ

ォ
ン
・
フ
リ

l

デ
ブ
ル
ク
氏
退
任
後
の
社
会
研
究
所
の
次
期
所
長
に
は
ホ

ネ
ッ
ト
氏
が
指
名
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ハ
ノ
l

ヴ
ァ
l

大
学
・
社

会
学
研
究
所
に
あ
る
オ
ス
カ
l

・
ネ
l

ク
ト
氏
等
を
交
点
と
し
た
、
論
戦
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的
討
議
は
続
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
に
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
究
明
す
る

こ
と
、
な
ら
び
に
日
本
で
の
分
断
さ
れ
た
研
究
状
況
に
あ
ら
た
め
て
言
及

す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
し
か
し
既
に
、
本
稿
に
指
定
さ
れ
た
範
囲
を
越

、
ぇ
ヲ
心
。

筆
者
は
昨
年
一
二
月
よ
り
、
日
本
側
数
名
の
研
究
協
力
者
の
助
力
を
得

な
が
ら
、
日
独
科
学
協
力
事
業
「
現
代
の
社
会
哲
学
研
究
自
然
支
配
・
社

会
統
合
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
(
日
本
学
術
振
興
会
・
D
F
G

ド
イ
ツ
学
術
協
会
)

の
実
行
段
階
に
は
い
っ
た
。
今
秋
一
O
月
に
は
ド
イ
ツ
側
代
表
者
ホ
ネ
ッ

ト
氏
が
来
日
し
(
『
権
力
の
批
判
』
に
続
き
『
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
』
、
『
正
義
と

い
う
他
者
』
が
邦
訳
準
備
中
と
の
こ
と
で
あ
る
)
、
京
都
ゲ
l

テ
・
イ
ン
ス
テ
イ

テ
ュ
l

ト
、
大
阪
大
学
、
立
正
大
学
、
そ
し
て
東
洋
大
学
で
の
本
社
会
思

想
史
学
会
大
会
に
お
い
て
、
|
|
韓
国
ソ
ウ
ル
大
学
の
韓
相
震
教
授
も
参

画
さ
れ
る
か
た
ち
で
|
|
|
研
究
集
会
・
講
演
な
ど
の
機
会
を
も
っ
予
定
に

あ
る
。
(
な
お
多
少
の
調
整
作
業
を
要
す
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
本
誌
刊
行
時
点
に

は
、
よ
り
詳
細
な
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
届
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
)
城
塚
登
教

授
が
先
導
き
れ
た
最
初
の
ハ
パ
!
?
ス
招
醐
明
か
ら
十
九
年
、
い
ま
ひ
と
つ

新
し
い
水
準
を
聞
く
契
機
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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②
洋
雑
誌
論
文
の
場
合

一
公
募
論
文
執
筆
・
送
付
要
領
噌

筆
者
名
、
論
文
名
、
雑
誌
名
(
下
線
を
引
く
て
巻
数
、
刊
行
年
・
月
・
一

ペ
ー
ジ
数
の
順
。
一

一
て
論
文
提
出
の
資
格
は
、
社
会
思
想
史
学
会
会
員
に
限
る
。
(
例
)
司
目
、

H，

o
r
m
r
F
g
E
g
g
a回
日
開
白
江
田
口(U
E
F
H
S
u

吉

M
3
p
h

一

一
一
一
、
締
切
日
空
一
一
月
一
五
日
必
着
の
こ
と
。
ミ
室
町
民
道
官
s
e
s

込
町
長
〈
。-
Z
2
0

戸
E

ロ
ヨ5
3

・
…

一
送
付
先
は
社
会
思
想
史
学
会
事
務
局
。
司

H
g
-

…

…
コ
一
、
枚
数
は
、
二
O
O
字
×
八
O
枚
以
内
。
縦
書
き
。
③
和
書
・
単
行
本
の
場
合

…
ワ
ー
プ
ロ
に
で
も
可
。
そ
の
場
合
も
必
ず
、

B
5

判
用
紙
に
て
縦
書
き
(
例
)
丸
山
真
男
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
第
二
版
、
未
来
社
、
一

…
に
し
て
、
行
聞
を
広
く
と
り
、
で
き
れ
ば

M
行
×
お
字
が
望
ま
し
い
。
一
九
六
四
年
、
一
四

0
1

一
ペ
ー
ジ
。
一

一
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
場
合
は
メ
ー
カ
ー
と
機
種
を
明
記
の
上
、
フ
ロ
ツ
④
和
書
雑
誌
論
文
の
場
合

一
ピ
|
も
付
し
て
送
付
の
こ
と
。
洋
一
雑
誌
に
準
ず
る
。
論
文
名
は
「
」
に
入
れ
る
。
…

一
四
、
欧
文
タ
イ
ト
ル
を
必
ず
書
き
そ
え
る
こ
と
。
(
例
)
坂
本
慶
一
「
プ
ル

l

ド
ン
の
地
域
主
義
思
想
」
「
現
代
思
想
』
…

…
五
、
注
は
各
節
ご
と
に
、
注

(
1
)
(
2
)
(
3
)
・
:
:
と
入
れ
る
。
注
も
一
マ
五
巻
八
号
、
一
九
七
七
年
、
九
八
ペ
ー
ジ
以
下
。
…

…
ス
一
字
と
す
る
。
七
、
論
文
末
尾
に
連
絡
先
住
所
、
電
話
番
号
、
ロ
ー
マ
字
表
記
の
氏
名
を
一

一
六
、
引
用
・
参
考
文
献
の
示
し
方
。
必
ず
明
記
す
る
こ
と
。
一

一
①
洋
書
・
単
行
本
の
場
合
八
、
論
文
の
採
否
は
編
集
委
員
会
が
委
嘱
す
る
審
査
員
の
所
見
に
基
づ
き
、
…

…
著
者
名
、
書
名
(
下
線
を
引
く
)
、
出
版
地
も
し
く
は
出
版
社
、
刊
行
編
集
委
貝
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。
…

…
年
、
版
数
(
必
要
に
応
じ
て
)
、
ペ
ー
ジ
数
の
順
。
訳
書
は
(
)
内
に
九
、
論
文
は
四
部
提
出
す
る
こ
と
。
論
文
は
返
却
し
な
い
。
…

…
訳
者
名
、
『
訳
名
」
、
出
版
社
、
刊
行
年
、
版
数
(
必
要
に
応
じ
て
)
、
十
、
な
お
、
前
年
、
論
文
が
採
用
さ
れ
た
方
は
、
次
年
度
応
募
を
ご
遠
慮
一

一
ペ
ー
ジ
数
を
入
れ
る
。
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
一

…
(
例
)
同5p
p

ミ
号
同
守
主
器
守
宮
吹
雪
ぎ
十
一
、
他
学
会
で
発
表
(
旦
蹟
を
含
む
)
し
た
も
の
と
同
一
内
容
の
原
稿
は
ご
一

一
。
雪
き
遣

R
U
E
N
〈
R
E
開
・
5
8

・
ω
・
お
ふ
(
高
木
監
訳
『
経
済
遠
慮
い
た
だ
く
。

…
学
批
判
要
綱
」
(
一
)
大
月
書
店
、
一
九
五
八
年
、
七
九
ペ
ー
ジ
)
。

一
(
書
名

H

イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
下
線
を
引
く
)
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編
集
後
記

年
報
の
性
格
を
創
刊
当
初
の
大
会
記
録

中
心
か
ら
レ
フ
リ
|
論
文
・
依
頼
論
文
中

心
に
転
換
す
る
、
と
い
う
作
業
は
難
航
し

て
い
ま
す
。
新
方
針
は
昨
年
ま
で
の
数
次

の
総
会
で
報
告
し
承
認
き
れ
、
現
に
そ
の

方
向
で
徐
々
に
誌
面
が
刷
新
さ
れ
て
は
い

ま
す
。
し
か
し
、
抜
本
的
な
踏
み
出
し
は

し
て
い
ま
せ
ん
。
細
か
い
詰
め
の
段
階
で

は
な
お
慎
重
な
対
応
が
望
ま
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
自
由
論
題

な
ど
大
会
報
告
の
記
事
が
年
報
で
大
幅
に

割
愛
さ
れ
る
と
な
る
と
、
大
会
に
参
加
で

き
な
か
っ
た
会
員
は
そ
の
詳
細
を
ど
の
よ

う
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
会

報
の
学
術
的
価
値
を
高
め
よ
う
と
す
れ
ば

レ
フ
リ

l

論
文
を
多
く
掲
載
せ
よ
と
の
意

見
が
出
て
当
然
で
あ
り
ま
す
が
、
大
会
へ

の
関
心
が
高
ま
れ
ば
そ
の
記
録
を
割
愛
す

る
な
と
い
う
意
見
が
出
て
も
お
か
し
く
な

い
で
す
。
報
告
の
み
の
別
冊
を
編
集
し
て
、

論
文
中
心
と
大
会
中
心
の
年
2

本
立
て
に

す
る
か
。
大
会
記
録
の
み
を
市
販
す
る
出

版
社
は
少
な
い
の
で
、
編
集
費
を
抑
え
る

た
め
大
会
報
告
は
簡
易
印
刷
で
す
ま
せ
る

か
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
幹
事
会
で
は
様
々

な
意
見
が
続
出
し
て
お
り
ま
す
。

本
号
は
、
従
来
の
編
集
方
針
を
残
し
た

ま
ま
そ
こ
に
新
方
針
を
盛
り
込
む
と
い

う
、
い
わ
ば
過
渡
的
措
置
の
一
つ
で
す
。

過
渡
的
方
針
と
し
て
は
こ
れ
が
ぎ
り
ぎ
り

の
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
以
上
の
改
新
を
今

次
編
集
委
員
会
で
明
確
に
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
私
見
で
す
が
、
急
い
て
こ
と
を

為
損
じ
る
よ
り
、
し
ば
ら
く
こ
の
過
渡
的

編
集
方
針
で
進
む
の
も
一
案
で
し
ょ
う
。

前
期
3

年
は
安
藤
、
阪
上
両
会
員
と
、

ま
た
今
期
3

年
は
安
藤
、
大
貫
両
会
員
と

と
も
に
担
当
し
て
き
ま
し
た
年
報
編
集
の

任
を
、
本
号
を
も
っ
て
全
う
し
た
こ
と
と

さ
せ
て
戴
き
ま
す
。
各
年
次
大
会
関
係
者

や
各
号
寄
稿
者
の
方
々
を
始
め
、
会
員
の

皆
様
に
は
満
6

年
に
わ
た
っ
て
暖
か
い
ご

支
援
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
い

た
し
ま
す
。
(
編
集
主
任
・
石
塚
正
英
)
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