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公
共
性
を
軸
に
、
権
力
と
公
共
圏
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
図
式
は
、
巨
視
的
に
は
有
効
だ

が
、
社
会
の
な
か
で
生
き
る
営
み
の
現
場
に
た
っ
て
み
る
と
、
事
態
は
複
雑
で
単
純
な
二
元
論
的
理
解

を
許
さ
な
い
。
権
力
に
対
抗
す
る
側
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
亀
裂
が
は
し
っ
て
お
り
、
他
方
権
力
も
公
共
性

の
担
保
な
し
に
は
存
続
で
き
な
い
。
公
的
領
域
と
私
的
領
域
は
、
当
然
に
表
裏
一
体
を
な
す
。
本
号
で

は
、
権
力
と
公
共
圏
と
の
絡
み
合
い
の
錯
雑
し
た
様
相
に
、
思
想
史
か
ら
の
照
明
を
当
て
て
み
た
い
。
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〈
公
募
論
文
〉

「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
を
超
え
て

【
リ
ブ
と
田
中
美
津
】

社会思想史研究 No.28

特集

水
溜
真
由
美

惨
で
く
っ
つ
け
た
友
情
よ
り
は

正
真
正
銘
の
B
敵
意
を
こ
そ

|
|
ニ

l

チ
エ

第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
判

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
あ
る
い
は
「
女

性
の
連
帯
」
は
、
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
最
大
公
約
数
を
構
成
す
る
主
張
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
根
幹

に
位
置
す
る
思
想
的
掛
け
金
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
た
ち
が
異
口
同
音
に
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
理
念
を
主
張
し
得
た

の
は
、
彼
女
た
ち
が
、
女
性
が
共
有
す
る
利
害
関
係
を
隠
蔽
し
、
さ
ら

に
は
女
性
同
士
を
反
目
さ
せ
る
家
父
長
制
(
宮
E
R
n
S
)
が
あ
ら
ゆ
る

社
会
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
強
い
確
信
を
も
っ
て
い
た

た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
繁
明
期
に
家
父

長
制
の
構
造
を
理
論
的
な
次
元
で
暴
き
出
し
た
記
念
碑
的
著
作
『
性
の

政
治
学
』
の
中
で
、
ケ
イ
ト
・
ミ
レ
ッ
ト
は
、
「
制
度
と
し
て
の
父
権
制

は
、
あ
ら
ゆ
る
代
表
的
宗
教
に
浸
透
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
カl
ス

ト
や
階
級
、
封
建
制
や
官
僚
制
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
、
社
会

的
、
経
済
的
形
態
を
貫
流
す
る
ほ
ど
に
深
く
い
き
わ
っ
た
社
会
的
不
変

数
で
あ
ぶ
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
女
性
は
単
一
の
カ

l
ス
ト

あ
る
い
は
単
一
の
集
団
と
し
て
社
会
か
ら
抑
圧
さ
れ
た
り
、
排
除
さ
れ

た
り
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
第
二
波
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
共
通
了
解
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の



〈公募論文> rシスターフッド」を超えて一一水溜真由美

運
動
と
思
想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー

ル
は
、
『
第
二
の
性
』
の
中
で
、
「
女
が
自
律
的
で
、
閉
鎖
的
な
社
会
を

作
っ
た
こ
と
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
根
深
い
分
断
状
況
を
乗
り
越
え
る
た
め
、

女
性
同
士
が
連
帯
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
形

成
は
、
家
父
長
制
に
対
し
て
反
撃
を
行
う
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

前
提
条
件
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
自
体
が
家
父
長
制
を
克
服
す
る
実
践
そ

の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

し
か
し
、
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
や
「
女
性
の
連
帯
」
と
い
う
考
え
方

は
今
日
で
は
厳
し
い
批
判
に
曝
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
際
に
決
ま
っ
て

指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
本
質
化
し
、
人

種
・
民
族
・
階
級
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
等
に
よ
っ
て
著
し
く
異
な
る

は
ず
の
各
々
の
女
性
の
状
況
や
利
害
を
等
閑
視
な
い
し
軽
視
し
て
し
ま

う
こ
と
に
伴
う
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
竹
村
和
子
は
、
「
女
」
と
い
う

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
陥
穿
を
「
〈
排
除
〉
と
〈
均
質
化
〉
の
畏
」
と
い
う
言
葉

で
ま
と
め
て
い
る
。
た
し
か
に
、
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
が
「
女
」
を
均

質
的
な
存
在
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
エ
ン
ダ

l

以
外
の

権
力
関
係
を
捨
象
す
る
危
険
性
を
は
ら
む
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
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「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
が
広
ま
っ
た
背
景
と

し
て
は
、
八
O
|
九
0
年
代
に
お
け
る
人
種
や
民
族
に
関
す
る
議
論
の

深
化
、
人
種
や
民
族
の
問
題
と
連
動
す
る
限
り
で
の
階
級
問
題
の
意
識

化
、
さ
ら
に
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
徽
密
な
議
論
の
展
開
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
面
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
い
わ

ゆ
る
白
人
中
産
階
級
的
な
視
点
、
あ
る
い
は
異
性
愛
中
心
の
視
点
に
傾

斜
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
た
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
欠
陥
を
暴
き

出
す
有
効
な
論
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
第
二
波
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
当
事
者
自
身
の
発

言
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
真
撃
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
軽
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

日
本
の
リ
ブ

と
は
い
え
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
運
動
や
思
想
の
一
切
に
そ
の

「
限
界
」
を
機
械
的
に
読
み
込
も
う
と
す
る
な
ら
ば
早
計
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
今
日
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
女
の
状
況
の
多
様
性
の
各
々
を

第
一
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
相
応
の
重
さ
で
考
慮
し
て
い
た
な
ど
と
主
張

す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
日
本
の
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
運
動

は
、
ジ
エ
ン
ダ

l

以
外
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
根
ざ
す
マ
イ
ノ
リ
テ
イ
の
存

在
を
完
全
に
等
閑
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
も

優
生
保
護
法
改
悪
反
対
運
動
の
過
程
で
リ
ブ
が
障
害
者
差
別
の
問
題
を

提
起
し
た
こ
と
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
リ
ブ
は
ま
た
、
か

つ
て
日
本
の
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
軍
事
的
な
侵
略
を
受
け
、
戦
後
の
ポ

ス
ト
植
民
地
状
況
の
下
で
経
済
的
に
侵
略
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
ア
ジ
ア
の
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民
衆
に
関
す
る
言
及
を
随
所
で
行
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
リ
ブ
が
ジ
ェ
ン
ダ

l

の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
焦
点
を
合
わ
せ
た

運
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
し
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ

1

関
係
の
焦
点
化
は
、
専
ら
マ
ク
ロ
な
政
治
的
・

経
済
的
支
配
を
告
発
し
て
き
た
旧
来
の
左
翼
運
動
に
対
す
る
ア
ン
チ
・

一
アl

ゼ
の
意
味
を
含
ん
で
も
い
た
。
し
か
し
他
方
で
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ

ブ
の
旗
揚
げ
デ
モ
は
一
九
七
O
年
十
月
二
十
一
日
の
国
際
反
戦
デ
l

に

設
定
さ
れ
た
し
、
太
平
洋
戦
争
の
開
始
日
に
開
催
さ
れ
た
集
会
で
は
、

「
侵
略
に
向
か
っ
て
女
は
生
ま
な
い
育
て
な
い
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が

掲
げ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
い
て
活
発
に
展
開
さ

れ
た
平
和
運
動
の
刻
印
を
読
み
と
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
、
「
主
婦
」
あ
る
い
は
「
母
親
」
と
し
て
の
女
性
が
主
要
な

担
い
手
と
な
っ
た
平
和
運
動
を
、
リ
ブ
が
直
接
的
に
継
承
し
た
こ
と
を

意
味
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
リ
ブ
に
先
立
っ
て
展
開
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム

反
戦
運
動
は
戦
後
の
平
和
運
動
を
変
質
さ
せ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動

で
は
、
従
来
の
原
水
爆
禁
止
運
動
に
顕
著
で
あ
っ
た
よ
う
な
、
日
本
あ

る
い
は
日
本
人
の
被
害
を
強
調
す
る
論
調
が
批
判
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
っ

て
ア
ジ
ア
の
民
衆
に
対
す
る
日
本
あ
る
い
は
日
本
人
の
「
加
害
性
」
が

強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
リ
ブ
も
ま
た
こ
う
し
た
動
向
と
無

縁
で
ほ
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
リ
ブ
は
、
性
役
割
、
が
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
補
完
的
機
能
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
に
反
省
を
加
え
つ
つ
、
戦
後
の

婦
人
運
動
・
母
親
運
動
を
規
定
し
て
い
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
大
き
く
転
換

権力と公共圏特集

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
、
平
和
を
訴
え
る
リ
ブ
運
動
の
ピ
ラ
は
「
生

命
を
守
り
、
平
和
を
望
む
母
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
葬
り
去
り
、
「
軍
国
の

妻
、
靖
国
の
母
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
想
起
し
つ
つ
、
「
母
」
を
ア

ジ
ア
の
民
衆
を
抑
圧
す
る
帝
国
主
義
の
手
先
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
始
め

る
こ
と
に
な
る
。

「
母
」
に
限
ら
ず
、
女
性
自
身
を
加
害
者
と
み
な
す
一
言
説
は
、
た
と
え

ば
初
期
リ
ブ
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
「
ぐ
る

l

ぷ
・
闘
う
お
ん
な
」

の
ビ
ラ
に
顕
著
で
あ
る
。
「
ぐ
る
l

ぷ
・
闘
う
お
ん
な
」
の
ビ
ラ
で
は
、

日
本
あ
る
い
は
先
進
国
の
帝
国
主
義
が
極
め
て
激
し
い
ト
l

ン
で
断
罪

さ
れ
、
解
放
の
主
体
と
し
て
リ
ブ
運
動
を
展
開
し
て
い
る
「
日
本
の
女
」

は
被
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
潜
在
的
な
加
害
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
ビ
ラ
は
、
日
本
の
女
と
ア
ジ
ア
の
女
の
、

あ
る
い
は
日
本
の
女
と
か
つ
て
の
被
植
民
地
の
女
の
立
場
の
違
い
に
も

言
及
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
九
七
O
年
十
一
月
十
四
日
付
け
の
ビ
ラ

で
は
、
戦
時
中
に
赤
紙
一
枚
で
国
家
に
生
命
を
捧
げ
る
こ
と
を
強
い
ら

れ
た
日
本
人
男
性
の
生
命
は
二
銭
五
厘
」
に
、
日
本
人
女
性
の
生
命

は
ご
銭
」
に
、
そ
し
て
「
従
軍
慰
安
婦
」
と
さ
れ
た
朝
鮮
人
女
性
の

生
命
は
日
本
人
女
性
の
生
命
よ
り
も
安
い
「
五
厘
」
に
見
積
も
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
戦
後
、
日
本
人
女
性
が
朝
鮮
人
女
性
と
日
本
人
女
性
の

聞
に
設
け
ら
れ
た
序
列
を
黙
認
し
続
け
て
き
た
こ
と
が
厳
し
く
批
判
さ

れ
て
い
る
。
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戦
後
二
五
年
間
、
五
厘
銅
貨
の
命
と
し
て
は
か
な
く
歴
史
の
底
に

消
え
て
い
っ
た
こ
の
朝
鮮
の
女
た
ち
へ
の
問
い
返
し
、
が
果
し
て
一
度

で
も
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
。
日
本
の
一
銭
銅
貨
は
五
厘
銅
貨

の
他
民
族
の
女
の
、
死
と
屈
辱
の
歴
史
の
上
に
、
靴
下
と
強
さ
を
争

う
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
訳
な
の
問
。

〈公募論文> rシスターフッド」を超えて 水溜真由美

こ
の
よ
う
に
、
リ
ブ
が
ア
ジ
ア
諸
国
の
民
衆
に
対
す
る
日
本
人
(
女

性
)
の
加
害
性
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
不
す
例
は
少
な
く
な
い
抗
、

こ
こ
で
リ
ブ
と
「
加
害
性
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
う
一
方
の
側
面
に
触

れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
や

や
矛
盾
す
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
リ
ブ
が
何
よ
り
も
ま
ず
「
被
抑
圧
者

と
し
て
の
女
」
の
立
場
に
立
つ
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
リ
ブ
の
精
神
は
、

「
わ
た
し
た
ち
女
は
、
人
間
で
あ
る
前
に
女
で
あ
る
。
『
女
で
あ
る
よ
り

人
間
で
あ
る
こ
と
』
、
『
女
の
解
放
は
人
間
の
解
放
と
同
義
で
あ
る
』
ー
ー

と
す
る
世
の
『
民
主
的
』
・
『
平
等
的
』
二
一
一
回
辞
、
わ
け
知
り
顔
の
、
白
々

し
い
言
辞
を
唯
今
、
返
上
す
い
飢
」
と
い
う
『
女
・
エ
ロ
ス
』
の
創
刊
宣

言
に
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
右
の
宣
言
の
挑
戦
的
な
口
調
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ブ

は
、
「
女
」
で
あ
る
こ
と
に
伴
う
「
被
害
の
事
実
」
を
公
的
な
場
で
語
る

こ
と
そ
れ
自
体
の
正
当
性
を
求
め
て
言
論
闘
争
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
闘
争
の
過
程
に
お
い
て
、
リ
ブ
の
主
張
を
抑
圧

• 9 

す
る
論
理
は
「
加
害
者
の
論
理
」
で
も
あ
り
得
た
。
と
り
わ
け
学
生
運

動
に
関
わ
っ
た
リ
ブ
の
運
動
家
に
と
っ
て
は
、
「
加
害
性
」
を
持
ち
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
女
の
被
っ
て
い
る
「
被
害
」
を
打
ち
消
す
、
あ
る
い
は

割
り
引
く
論
法
は
、
男
性
運
動
家
の
抑
圧
的
か
つ
欺
繍
的
な
論
理
と
し

て
立
ち
現
れ
た
。

た
と
え
ば
、
一
九
七
一
年
四
月
二
十
一
日
の
劉
道
昌
君
支
援
集
会
に

お
け
る
新
左
翼
と
リ
ブ
の
衝
突
は
入
管
闘
争
の
一
幕
と
し
て
有
名
だ
が
、

あ
る
ビ
ラ
に
よ
れ
ば
、
「
女
の
奴
隷
根
性
を
問
題
に
し
、
白
ら
の
み
じ
め

さ
を
知
ら
ず
、
痛
み
を
も
た
ぬ
者
に
ア
ジ
ア
人
民
と
の
連
帯
は
あ
り
え

な
い
」
と
い
う
リ
ブ
の
運
動
家
に
よ
る
発
言
は
、
「
女
、
女
と
言
う
ん

じ
ゃ
な
い
、
甘
っ
た
れ
る
の
も
い
い
加
減
に
し
ろ
」
、
「
そ
れ
で
劉
君
に

ど
う
や
っ
て
連
帯
す
る
ん
だ
」
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
ら

れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
応
酬
の
中
で
、
全
学
連
指
導
部
は
、
「
女
の
問

題
提
起
に
は
女
の
こ
と
し
か
な
い
。
『
障
害
者
』
、
被
爆
者
、
部
落
民
、

沖
縄
県
民
、
在
日
ア
ジ
ア
人
民
に
対
す
る
自
分
の
立
場
は
ど
う
な
の
か
、

と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
批
判
を
行
っ
た
。
こ
の
発
言
に

つ
い
て
、
ピ
ラ
の
書
き
手
は
、
こ
れ
ま
で
「
女
の
抑
圧
」
を
不
問
に
し
、

む
し
ろ
こ
れ
に
加
担
し
て
き
た
全
学
連
指
導
部
が
こ
う
し
た
批
判
を
行

う
こ
と
の
欺
楠
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
リ
ブ
は
ア
ジ
ア
の
民
衆
に
対
す
る
日
本
人
(
女

性
)
の
加
害
性
を
強
く
意
識
す
る
一
方
、
「
被
害
の
事
実
」
を
主
張
す
る

た
め
に
、
そ
れ
ま
で
男
性
中
心
主
義
的
な
学
生
運
動
の
中
で
強
調
さ
れ
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て
き
た
「
加
害
者
の
論
理
」
を
相
対
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
正
当
な
動
機

を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

• 権力と公共圏

田
中
美
津
の
思
想

特集

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
リ
ブ
は
、
ジ
ェ
ン
ダl
以
外
の
フ
ァ

ク
タ
ー
に
根
ざ
す
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

l

の
存
在
を
等
閑
視
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
女
性
」
の
経
験
に
顕
著
な
差
異
を
も

た
ら
し
得
る
民
族
や
人
種
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
!
の
フ
ァ
ク

タ
ー
に
よ
っ
て
捨
象
す
る
ナ
イ
ー
ブ
な
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
論
理

に
対
す
る
批
判
が
、
リ
ブ
の
一
言
説
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を

予
想
さ
せ
る
。
以
下
で
は
、
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
論
理
の
は
ら
む
問

題
を
思
想
的
に
深
く
掘
り
下
げ
た
論
者
と
し
て
、
リ
ブ
の
中
心
的
な
運

動
家
で
あ
っ
た
田
中
美
津
に
着
目
し
た
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
田
中
美
津
は
一
九
七
二
年
四
月
に
田

畑
書
店
よ
り
上
梓
さ
れ
た
記
念
碑
的
著
作
『
い
の
ち
の
女
た
ち
へ
ー
ー

と
り
乱
し
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
論
』
の
著
者
で
あ
り
、
七

O
年
の
リ
ブ
の
旗

揚
げ
か
ら
七
五
年
に
国
際
婦
人
年
世
界
会
議
へ
の
参
加
を
機
に
日
本
を

離
れ
る
ま
で
、
リ
ブ
運
動
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
た
。
と
り
わ
け
、
リ
ブ

運
動
の
禁
明
期
に
お
け
る
代
表
的
な
運
動
体
で
あ
っ
た
「
ぐ
る
l

ぷ
・

闘
う
お
ん
な
」
や
、
女
同
士
の
共
同
生
活
の
実
験
を
兼
ね
た
リ
ブ
新
宿

セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
中
核
的
な
担
い
手
と
し
て
、
ま
た
リ
ブ
合
宿
を
初

め
個
別
の
グ
ル
ー
プ
の
枠
を
越
え
る
運
動
に
お
い
て
も
、
田
中
は
い
わ

ゆ
る
「
女
た
ち
」
の
連
帯
を
促
す
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

さ
て
、
田
中
の
リ
ブ
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
こ
う
し
た
性
格
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
我
々
は
そ
の
背
後
に
「
シ

ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
理
念
を
ご
く
自
然
に
想
定
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、

田
中
は
「
歴
史
的
に
女
は
男
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
反
目
さ
せ
ら
れ
て
き

た
」
と
す
る
考
察
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
し
、
ピ
ラ
「
便
所
か
ら
の

解
放
」
に
は
、
「
男
に
と
っ
て
は
女
は
母
性
の
や
さ
し
さ
リ
母
か
、
性
欲

処
理
機
日
便
所
か
、
と
い
う
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
に
分
か
れ
る
存
在
と
し

て
あ
る
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ

の
中
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
「
主
婦
(
妻
・
母
)
と
娼
婦
の
分
断
」
は
女

の
分
断
を
象
徴
し
て
お
り
、
間
違
い
な
く
こ
う
し
た
分
断
の
克
服
は
、

田
中
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
際
の
主
要
な
掛
け
金
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
江
原
由
美
子
も
、
「
リ
ブ
運
動
の
軌
跡
」
第
三
節
で
、

田
中
の
『
い
の
ち
の
女
た
ち
へ
』
か
ら
多
く
の
引
用
を
行
い
な
が
ら
、

リ
ブ
が
既
存
の
社
会
に
よ
る
女
同
士
の
根
深
い
分
断
を
ふ
ま
え
た
上
で

そ
の
乗
り
越
え
を
志
向
し
た
こ
と
に
、
評
価
の
力
点
を
お
い
て
い
る
。

け
れ
ど
、
も
、
田
中
は
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
理
念
に
無
批
判
に
依

拠
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
『
い
の
ち
の
女
た
ち
へ
』
に

は
「
わ
か
っ
て
も
ら
お
う
と
思
う
は
乞
食
の
心
」
と
い
う
有
名
な
フ
レ
ー

ズ
が
あ
る
が
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
江
原
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
「
女

ら
し
さ
の
神
話
」
を
内
固
化
す
る
女
の
男
に
対
す
る
婚
び
を
戒
め
る
意
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味
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

〈公募論文> rシスターフッド」を超えて 水溜真由美

東
大
闘
争
の
さ
な
か
、
「
連
帯
を
求
め
て
孤
立
を
恐
れ
ず
」
と
い

う
、
カ
ツ
コ
イ
イ
こ
と
ば
が
登
場
し
た
が
、
こ
れ
を
あ
た
し
流
に
云

い
直
せ
ば
「
わ
か
っ
て
も
ら
お
う
と
思
う
は
乞
食
の
心
」
と
い
う
こ

と
だ
。
相
反
す
る
本
音
を
ふ
た
つ
な
が
ら
抱
え
て
そ
の
中
で
と
り
乱

し
て
い
く
し
か
生
き
ざ
ま
も
へ
っ
た
く
れ
も
な
い
あ
た
し
た
ち
女
で

あ
れ
ば
、
た
と
え
女
同
士
で
あ
れ
、
女
同
士
f

の
語
感
の
安
ら
ぎ
を

最
初
か
ら
ア
テ
に
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
し
て
で
き
な
い
の
だ
。

(
中
略
)
と
も
す
れ
ば
、
人
を
ア
テ
に
し
て
楽
し
て
蜜
な
め
た
い
奴
隷

根
性
の
影
よ
ぎ
る
あ
な
た
と
あ
た
し
だ
か
ら
こ
そ
、
お
互
い
そ
の
身

に
云
い
聞
か
せ
よ
う
で
は
な
い
か
。
「
わ
か
っ
て
も
ら
お
う
と
思
う
は

乞
食
の
心
」
。
(
八
二1
1
1八
一
二
頁
)

• 
右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
わ
か
っ
て
も
ら
お
う
と
思
う
は

乞
食
の
心
」
は
、
男
に
対
す
る
訣
別
の
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、
女
同

士
の
馴
れ
合
い
を
厳
し
く
戒
め
る
一
言
葉
で
も
あ
る
。
田
中
は
、
家
父
長

制
的
な
既
存
の
社
会
が
、
女
同
士
が
「
寝
首
を
掻
き
合
う
」
構
造
を
築

き
上
げ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
リ
ブ
の
運
動
家
の
提
唱
す
る

「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
中
に
さ
え
男
の
作
り
上
げ
た
尺
度
に
基
づ
く
他

の
女
に
対
す
る
優
越
感
や
劣
等
感
が
紛
れ
込
む
こ
と
を
喝
破
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
田
中
に
と
っ
て
、
女
の
解
放
は
、
リ
ブ
の
大
義
を
遵
守
し

11 

さ
え
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
意
識
変
革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
こ
な
し
さ
え
す

れ
ば
容
易
に
実
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
田
中
に
よ
れ
ば
「
意
識
領
分
が
リ
ブ
に
賛
同
」
す
る
に

し
て
も
、
「
無
意
識
領
分
は
リ
ブ
に
叛
旗
を
ひ
る
が
え
」
し
得
る
か
ら
で

あ
る
(
八
三
頁
)
。
た
と
え
ば
田
中
は
、
化
粧
を
男
に
対
す
る
婦
と
見
な

し
化
粧
を
す
る
女
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
リ
ブ
の
女
た
ち
の
「
非
難
が

ま
し
い
そ
の
白
目
の
裏
」
に
「
『
お
化
粧
す
れ
ば
、
も
っ
と
き
れ
い
に
な

れ
る
あ
た
し
』
が
問
わ
ず
語
り
に
み
え
て
い
て
、
そ
れ
が
ど
う
に
も
い

や
ら
し
い
」
(
七
一
二
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
女
ら
し
さ
」
の

規
範
に
根
深
く
囚
わ
れ
て
い
る
女
に
と
っ
て
は
、
所
詮
「
厚
化
粧
も
婦
、

素
顔
も
婦
」
(
七
三
頁
)
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
女
の
解
放
と
い
う
大
義
を

掲
げ
、
リ
ブ
運
動
に
結
集
す
る
女
も
ま
た
、
既
成
の
社
会
の
強
い
る
規

範
か
ら
十
分
に
自
由
な
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
田
中
は
自
覚
的
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
識
は
、
何
よ
り
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
田
中
自
身
の
抱
い
て

い
た
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
に
対
す
る
反
省
に
根
ざ
し
て
い
る
。
『
い
の

ち
の
女
た
ち
へ
』
に
お
い
て
、
田
中
は
一
種
の
リ
ブ
の
実
践
と
し
て
ホ

ス
テ
ス
稼
業
を
試
み
た
こ
と
、
そ
の
過
程
で
ホ
ス
テ
ス
と
い
う
職
業
の

選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
女
性
と
「
中
産
階
級
」
に
属
す
る
自
己

と
の
聞
の
深
刻
な
溝
に
気
づ
い
た
こ
と
、
そ
し
て
ホ
ス
テ
ス
に
向
け
た

彼
女
自
身
の
精
一
杯
の
「
サ
ー
ビ
ス
」
の
中
に
「
ウ
ソ
ツ
パ
チ
臭
さ
」

(
七
七
頁
)
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
こ
で
回

中
は
、
「
他
の
ホ
ス
テ
ス
を
抱
え
た
が
る
」
彼
女
の
意
識
が
、
階
級
関
係



12 

を
安
易
に
捨
象
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
容
姿
に
劣
等
感
を
抱
き

続
け
て
き
た
彼
女
自
身
の
、
「
女
と
張
り
合
う
こ
と
へ
の
昔
な
が
ら
の
恐

怖
」
に
根
ざ
す
、
「
負
け
犬
の
カ
モ
フ
ラ
l

ジ
ユ
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
と
分
析
し
て
い
る
(
七
九
頁

)
0

も
ち
ろ
ん
、
田
中
が
ホ
ス
テ
ス
の
女
性
た
ち
に
向
け
た
「
シ
ス
タ
ー

フ
ツ
ド
」
は
主
観
的
に
は
真
撃
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
こ
の
理

念
の
中
に
、
既
成
の
社
会
が
強
い
る
女
の
分
断
を
克
服
し
よ
う
と
す
る

「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
と
女
の
分
断
に
根
ざ
す
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
と

が
な
い
交
ぜ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
本
音
と
た
て
ま
え
の
癒
着
を
意
識
す
る
か
ら
こ
そ
、
回

中
は
、
白
己
の
本
音
を
隠
蔽
す
る
「
シ
ス
夕
l

フ
ツ
ド
」
の
理
念
に
安

住
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
だ
と
ユ
三
=

も
つ
と
、
も
も
、
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
実
現
を
阻
ん
で
い
る
女
同
士
の

分
断
が
家
父
長
制
的
な
社
会
構
造
に
の
み
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
真
の
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
形
成
を
実
現
す
る
希
望
は
論
理
的

に
は
担
保
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
田
中
の
「
シ
ス
タ
ー

フ
ツ
ド
」
に
対
す
る
懐
疑
は
、
家
父
長
制
の
強
固
さ
の
み
で
な
く
、
幼

少
期
の
体
験
に
基
づ
く
彼
女
の
人
間
観
そ
の
も
の
に
も
結
び
つ
い
て
い

た
。

• 権力と公共圏特集

『
い
の
ち
の
女
た
ち
へ
』
に
よ
れ
ば
、
田
中
は
幼
少
期
に
生
家
で
従
業

員
と
し
て
働
く
男
性
か
ら
性
暴
力
を
受
け
、
成
人
後
に
性
病
を
患
っ
て

い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
一
一
百
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
回
中
に
と
っ

て
深
刻
な
ト
ラ
ウ
マ
を
誘
発
す
る
体
験
で
あ
っ
た
が
、
問
中
は
そ
の
ト

ラ
ウ
マ
の
要
因
を
、
従
業
員
か
ら
性
暴
力
を
受
け
た
こ
と
そ
れ
自
体
よ

り
も
、
む
し
ろ
「
楽
し
い
内
緒
話
を
耳
う
ち
す
る
つ
も
り
で
、
男
と
の

秘
め
ご
と
を
告
げ
た
」
(
一O
O
頁
)
際
の
母
親
の
態
度
に
求
め
て
い
る
。

田
中
の
打
ち
明
け
話
の
後
で
母
親
は
即
座
に
従
業
員
の
男
性
と
そ
の
父

親
を
呼
び
出
し
て
「
せ
ん
さ
く
と
糾
弾
の
た
め
の
『
会
議
』
」
を
聞
く
の

だ
が
、
田
中
は
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
か
ら
「
自
分
の
『
罪
』
を
『
綴
れ
』

を
感
じ
」
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
(
一
O
O
頁
)
。
し
か
も
「
己

れ
の
犯
し
た
罪
科
が
な
ん
で
あ
る
か
皆
目
け
ん
と
う
も
つ
か
ぬ
罪
人
で

あ
っ
た
」
田
中
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
は
、
「
『
人
に
云
っ
た
ら
い
け
な

い
ヨ
!
』
と
い
う
、
母
親
の
怖
い
顔
と
そ
の
桐
喝
だ
け
」
で
あ
っ
た

(
一O

一
頁
)
。
そ
し
て
、
田
中
は
そ
う
し
た
母
親
の
冷
淡
な
反
応
を
通
じ

て
ご
人
で
生
れ
一
人
で
死
ん
で
ゆ
く
し
か
な
い
個
体
と
し
て
の
人
間
」

(
一O

一
頁
)
の
持
つ
実
存
的
な
聞
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
し
も
女
の
生
き
難
さ
を
女
で
あ
る
母
親
が
共
有
し
よ
う
と
し
て
い

た
な
ら
ば
、
田
中
の
受
け
た
打
撃
は
ど
れ
ほ
ど
軽
減
さ
れ
て
い
た
だ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
田
中
は
母
と
娘
の
聞
に
成
立
す
る
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」

に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
己
の
痛
み
は
母
親
で
さ
え
共
有
し
得

る
も
の
で
は
な
く
己
自
身
が
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
子
供
に

と
っ
て
は
極
め
て
残
酷
な
真
理
に
よ
っ
て
打
ち
の
め
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
「
自
分
の
お
な
か
が
痛
む
と
い
う
こ
と
は
、
相
手
の
お
な
か
が

痛
む
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
違
う
の
だ
」
(
一
O

一
頁
て
あ
る
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い
は
「
親
子
で
あ
っ
て
も
根
を
た
ど
れ
ば
他
人
同
士
」
(
一
O
二
頁
)
と

い
っ
た
言
葉
は
、
そ
の
際
の
田
中
の
心
情
を
極
め
て
直
裁
に
表
現
し
て

い
る
。

〈公募論文> rシスタ フッド」を超えて一一水溜真由美

「
己
の
痛
み
は
他
人
と
共
有
で
き
な
い
」
と
い
う
田
中
の
確
信
は
、

個
々
人
の
感
じ
る
痛
み
は
各
々
の
状
況
に
お
い
て
個
別
的
で
あ
り
、
そ

の
痛
み
が
た
と
え
「
女
」
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
に
せ
よ
、
他
の
女

性
が
十
分
に
共
有
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
田
中
は
幼
少
期
の
体
験
か
ら
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
不
可

能
性
の
認
識
を
導
き
出
し
た
。
そ
し
て
、
田
中
の
模
索
し
続
け
た
、
己

の
痛
み
よ
り
出
発
し
徹
底
し
て
己
の
痛
み
に
こ
だ
わ
る
運
動
の
ス
タ
イ

ル
は
、
リ
ブ
に
先
立
つ
新
左
翼
運
動
を
乗
り
越
え
る
意
味
を
持
っ
て
い

た
。

• 
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
田
中
も
多
く
の
リ
ブ
の
運
動
家
た
ち
と

同
様
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
l

以
外
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
基
づ
く
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

の
存
在
に
対
し
て
極
め
て
意
識
的
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦

災
孤
児
の
救
援
活
動
に
関
与
し
、
身
近
な
場
で
新
左
翼
運
動
に
接
し
て

き
た
田
中
に
と
っ
て
、
日
本
人
と
し
て
の
彼
女
自
身
が
加
害
者
で
あ
る

と
い
う
認
識
と
、
加
害
者
意
識
に
裏
づ
け
ら
れ
た
新
左
翼
の
「
自
己
否

定
」
の
論
理
は
極
め
て
馴
染
み
深
い
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も

田
中
は
中
産
階
級
に
属
す
る
日
本
人
女
性
の
彼
女
よ
り
も
い
っ
そ
う
抑

圧
さ
れ
た
他
者
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
も
、
男
性
活
動
家
た
ち
の

物
々
し
い
政
治
的
ア
ジ
テ
l

シ
ヨ
ン
と
し
て
の
「
自
己
否
定
」
が
等
身
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大
の
自
己
に
立
脚
し
な
い
「
た
て
ま
え
」
の
論
理
に
す
ぎ
ず
、
「
他
者
の

痛
み
」
に
巣
く
う
空
疎
さ
を
隠
蔽
す
る
男
性
中
心
主
義
的
な
「
革
命
的

非
日
常
信
仰
」
(
二
四
四
頁
)
で
あ
る
こ
と
を
痛
烈
に
批
判
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
を
契
機
と
し
て
左
翼
陣
営
の
内
部
に
持

ち
込
ま
れ
た
「
加
害
者
の
論
理
」
は
、
一
面
に
お
い
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ

平
和
と
物
質
的
な
豊
か
さ
を
享
受
す
る
日
本
人
と
し
て
の
「
私
」
の
日

常
が
、
米
軍
に
よ
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
の
民
衆
に
加
え
ら
れ
る
情
け
容
赦
の

な
い
暴
力
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
つ
い
て
の
リ
ア
ル
な
自
覚
を
促
す

も
の
で
あ
っ
た
。
回
中
も
ま
た
、
平
和
運
動
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
パ
ラ

ダ
イ
ム
転
換
に
遭
遇
し
た
六
0
年
代
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
ズ
の
世
代
に
属
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
田
中
は
、
『
い
の
ち
の
女
た
ち
へ
』
の
中
で
、
彼
女

の
関
与
し
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
災
孤
児
の
救
援
活
動
が
反
戦
活
動
へ
と
「
脱

皮
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
を
、
「
一
方
の
手
で
殺
し
と
い
て
、
一

方
の
手
で
も
っ
と
も
ら
し
く
愛
の
手
と
称
す
る
も
の
を
さ
し
の
べ
て
い

た
自
分
た
ち
の
ウ
ソ
ッ
パ
チ
を
、
知
る
べ
く
し
て
知
」
っ
た
こ
と
に
求

め
て
い
る
(
一
二
六
頁
)
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ウ
ソ
ッ
パ
チ
」
が
隠
蔽
し

続
け
て
き
た
現
実
と
は
、
「
日
本
が
製
造
す
る
武
器
や
ト
ラ
ッ
ク
が
、
ベ

ト
ナ
ム
の
戦
場
で
使
用
さ
れ
て
い
て
子
供
た
ち
を
殺
傷
し
て
い
る
事
実
」

で
あ
り
、
「
日
本
の
高
度
成
長
が
ベ
ト
ナ
ム
の
子
供
た
ち
の
血
で
膿
な
わ

れ
て
い
る
」
事
実
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
明
治
百
年
は
、
侵
略
の
百
年
、

戦
前
戦
後
一
貫
し
て
他
国
民
を
抑
圧
し
続
け
て
き
た
日
本
の
歴
史
」
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
(
一
二
五
頁
)
。
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こ
う
し
た
考
察
は
、
個
人
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
に
営
む
日
常
生
活
と
マ
ク

ロ
な
政
治
の
動
向
と
の
連
続
性
を
暴
き
出
す
点
に
お
い
て
、
第
二
波
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
で
あ
る
」

と
い
う
論
理
と
通
底
す
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
田
中
は
、
ベ

ト
ナ
ム
反
戦
の
中
で
見
出
さ
れ
た
「
日
常
性
」
と
「
政
治
」
と
の
結
び

つ
き
は
、
専
ら
「
加
害
性
」
と
い
う
観
点
よ
り
引
き
出
さ
れ
て
い
る
限

り
に
お
い
て
、
未
だ
個
人
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
深
く
食
い
込
む
よ
う
な
切

実
さ
を
持
ち
得
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
る
。

た
と
え
ば
田
中
は
、
ゴ
ダ
1

ル
の
映
画
か
ら
の
引
用
と
し
て
「
ベ
ッ
ド

の
中
に
ま
で
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
入
り
込
ん
で
く
る
」
と
い
う
言
葉
を
引

き
合
い
に
出
し
、
あ
え
て
、
「
男
と
寝
て
い
る
時
に
、
ベ
ト
ナ
ム
も
沖
縄

も
、
抑
圧
民
族
も
へ
っ
た
く
れ
も
あ
る
か
!
」
と
異
を
唱
え
て
み
せ
る

(
七
一
七
二
頁
)
。

• 権力と公共圏特集

も
っ
と
も
田
中
は
、
即
座
に
「
〈
こ
こ
に
い
る
女
〉
の
本
音
は
オ
ル
ガ

ス
ム
ス
と
ベ
ト
ナ
ム
は
同
時
間
帯
を
共
有
し
え
な
い
が
、
し
か
し
だ
か

ら
と
い
っ
て
あ
た
し
の
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
は
絶
対
ウ
ソ
じ
ゃ
な
い
」
(
七
二

頁
)
と
い
う
留
保
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
の
留
保
は
、
一
時
的
に
で
あ

れ
、
己
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
快
楽
が
ベ
ト
ナ
ム
の
戦
災
孤
児
の
痛
み
さ
え

も
後
景
に
退
か
せ
て
し
ま
う
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
消
去
す
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
し
て
田
中
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
を
捨
象
し
た
「
加

害
者
の
論
理
」
が
欺
臓
的
な
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
、
「
肯

定
で
も
、
否
定
で
も
な
く
冷
厳
な
事
実
と
し
て
云
う
の
だ
が
、
人
聞
と

は
、
他
人
の
痛
み
な
ら
三
年
で
も
ガ
マ
ン
で
き
る
生
き
も
の
な
の
だ
」

(
一
一
五
一
頁
、
傍
点
原
著
者
)
と
重
々
し
く
宣
告
す
る
。

他
方
で
、
田
中
が
新
左
翼
の
「
自
己
否
定
」
と
「
加
害
者
の
論
理
」

に
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
の
は
、
第
一
一
節
の
後
半
で
述
べ
た
よ
う
な
「
被

抑
圧
者
」
と
し
て
の
女
の
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
リ
ブ
の
運

動
家
た
ち
と
同
様
、
田
中
も
徹
底
し
て
「
被
害
の
事
実
」
に
固
執
し
た

が
、
そ
の
背
後
に
は
「
〈
選
ば
れ
な
い
女
〉
の
一
人
で
あ
っ
た
あ
た
し
は

〈
自
分
は
無
価
値
だ
〉
と
い
う
強
迫
観
念
と
い
つ
も
抜
い
た
り
抜
か
れ
た

り
し
な
が
ら
生
き
て
き
た
」
(
三
五
三
六
頁
)
と
い
う
言
葉
に
表
現
さ

れ
て
い
る
、
彼
女
自
身
の
切
実
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
裏
づ
け
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
田
中
は
、
入
管
闘
争
で
男
性
運
動
家
と
激
突
し
た
リ
ブ
の
運
動

家
た
ち
と
同
様
に
、
「
加
害
性
の
論
理
」
、
あ
る
い
は
い
っ
そ
う
深
刻
な

「
被
害
の
事
実
」
を
持
ち
出
す
こ
と
で
「
女
」
で
あ
る
彼
女
自
身
に
と
っ

て
の
「
被
害
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
相
殺
す
る
よ
う
な
論
理
に
抵
抗
す
る
。

け
れ
ど
も
田
中
の
固
執
し
た
「
被
害
の
事
実
」
お
よ
び
「
己
の
痛
み
」

は
、
一
般
的
な
「
女
」
の
抑
圧
や
痛
み
へ
と
積
分
さ
れ
な
い
点
で
、
多

く
の
リ
ブ
の
運
動
家
た
ち
よ
り
も
徹
底
し
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
、

た
と
え
ば
田
中
は
中
産
階
級
に
属
す
る
彼
女
自
身
の
痛
み
と
ホ
ス
テ
ス

と
し
て
働
く
女
性
た
ち
の
痛
み
を
「
女
」
と
い
う
共
通
項
に
よ
っ
て
一

元
化
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
一
面
に
お
い
て
、
よ
り
恵
ま
れ
な
い
階
級

に
属
す
る
ホ
ス
テ
ス
た
ち
に
対
す
る
彼
女
の
相
対
的
な
優
位
さ
え
断
定

す
る
。
た
だ
し
こ
の
微
妙
な
論
理
の
中
で
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
点
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は
、
田
中
が
自
己
の
痛
み
と
他
者
の
痛
み
の
軽
重
を
「
客
観
的
」
に
比

較
す
る
発
想
を
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
だ
。

〈公募論文> rシスターフッド」を超えて一一水溜真由美

中
産
階
級
に
生
れ
、
生
き
も
せ
ず
死
に
も
せ
ず
の
、
生
を
ま
さ
ぐ
っ

て
き
た
女
が
、
い
ま
や
っ
と
生
殺
し
に
さ
れ
て
い
く
「
痛
み
」
を
「
痛

い
」
と
感
じ
て
、
リ
ブ
に
出
会
っ
た
の
だ
。
他
の
ホ
ス
テ
ス
が
、
個

人
史
の
必
然
と
し
て
、
そ
こ
に
そ
の
身
を
置
く
の
な
ら
、
あ
た
し
は

あ
た
し
で
、
中
産
階
級
の
そ
の
個
人
史
の
必
然
と
し
て
、
リ
ブ
に
出

会
っ
た
ハ
ズ
な
の
だ
。
む
ろ
ん
ホ
ス
テ
ス
を
す
る
に
至
る
必
然
と
、

リ
ブ
を
す
る
に
至
る
必
然
を
、
同
じ
位
置
に
お
い
て
語
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
も
し
あ
た
し
が
ホ
ス
テ
ス
と
い
う
職
業
を
選
択

し
え
た
と
い
う
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
あ
た
し
と
、
そ
の
、
選

択
も
へ
っ
た
く
れ
も
な
く
ホ
ス
テ
ス
を
や
っ
て
い
る
女
た
ち
を
較
べ
、

論
じ
て
、
あ
た
し
の
生
き
ざ
ま
の
軽
さ
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
己
れ

自
身
に
許
せ
な
い
。
(
七
八
七
九
頁
)

• 
こ
れ
ま
で
田
中
が
全
共
闘
の
「
自
己
否
定
」
や
「
加
害
者
の
論
理
」

を
批
判
し
た
理
由
を
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
乗
り
越
え
不
可
能
性
や
「
己
の

痛
み
」
へ
の
固
執
と
い
っ
た
観
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。
他
方
で
、
田
中

は
、
極
め
て
複
雑
に
構
造
化
さ
れ
た
今
日
の
社
会
を
「
加
害
」
と
「
被

害
」
の
二
つ
の
極
へ
と
単
純
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
お
い

て
も
、
「
加
害
者
の
論
理
」
を
批
判
し
て
い
る
。
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田
中
に
と
っ
て
我
々
の
住
む
「
階
級
社
会
」
は
、
女
性
を
主
婦
と
娼

婦
に
分
断
す
る
と
同
時
に
、
全
て
の
人
聞
を
分
断
し
、
「
寝
首
を
掻
き
合

う
」
状
況
を
常
態
化
さ
せ
た
社
会
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
問
中
は
、
「
痛

み
」
を
、
女
の
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
イ
の
専
売
特
許
と

み
な
す
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
田
中
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
生
き
る
こ
の
社

会
の
全
般
的
な
分
断
状
況
に
お
い
て
は
、
「
『
痛
み
』
な
ん
で
あ
る
な
し

の
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
社
会
に
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
『
痛

み
』
」
だ
二
九
一
頁
)
。

己
れ
の
寝
首
を
掻
き
、
女
の
寝
首
を
掻
き
、
男
の
寝
首
を
掻
き
、

そ
し
て
子
の
寝
首
を
掻
い
て
生
き
る
以
外
一
体
ど
う
生
き
ら
れ
る
と

い
う
の
か
、
よ
ほ
ど
鈍
化
し
て
る
か
、
よ
ほ
ど
鉄
面
皮
か
、
よ
ほ
ど

エ
ゴ
イ
ス
ト
以
外
、
日
々
己
れ
を
馴
し
、
他
人
を
欺
む
く
「
痛
み
」

な
し
に
生
き
て
生
け
る
人
が
い
る
と
い
う
の
か
。
「
階
級
社
会
」
と
は

〈
誰
に
も
出
会
え
な
い
体
制
〉
の
こ
と
だ
。
(
一
九
一
一
九
二
頁
)

そ
れ
ゆ
え
、
新
左
翼
運
動
に
馳
せ
参
じ
る
エ
リ
ー
ト
の
男
子
学
生
も

ま
た
、
そ
う
し
た
「
階
級
社
会
」
の
ト
ー
タ
ル
な
分
断
状
況
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
「
痛
み
」
と
無
縁
の
存
在
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
も
そ

も
田
中
は
、
男
性
と
女
性
の
聞
に
介
在
す
る
権
力
関
係
を
単
純
な
支
配

被
支
配
の
二
分
法
に
よ
っ
て
捉
え
て
お
ら
ず
、
彼
女
に
よ
れ
ば
、
日

本
の
エ
リ
ー
ト
男
性
は
支
配
者
・
権
力
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
奴
隷
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頭
」
で
あ
る
。
そ
し
て
田
中
は
、
「
競
走
馬
と
鼻
面
競
う
中
で
、
己
れ
を

明
ら
か
に
す
べ
く
作
ら
れ
た
男
の
歴
史
性
が
、
男
を
と
り
乱
さ
せ
な
い
。

男
に
本
音
を
言
わ
せ
な
い
」
(
一
五
一
頁
、
傍
点
原
著
者
)
と
い
う
言
葉
に

よ
っ
て
、
己
の
痛
み
を
痛
み
と
し
て
直
視
す
る
こ
と
さ
え
許
さ
れ
て
い

な
い
男
性
た
ち
の
抑
圧
の
深
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
新
左
翼
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
「
自
己
否
定
」
や
「
加
害

者
の
論
理
」
は
、
「
男
を
と
り
乱
さ
せ
な
い
」
点
に
お
い
て
、
こ
の
社
会

の
抑
圧
構
造
と
根
深
く
連
動
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
体
制
的
日
常
」
を

問
い
直
す
契
機
を
は
ら
ん
で
い
た
「
加
害
者
の
論
理
」
は
、
同
じ
く
「
体

制
的
日
常
」
に
内
在
し
て
い
る
は
ず
の
痛
み
を
抑
圧
し
て
し
ま
っ
た
た

め
に
、
結
果
と
し
て
た
て
ま
え
と
し
て
の
「
革
命
的
非
日
常
信
仰
」
に

転
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

• 権力と公共圏特集

抑
圧
と
被
抑
圧
を
ス
ツ
キ
リ
と
二
分
す
る
考
え
方
は
、
所
詮
理
屈

の
範
時
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
被
抑
圧
者
の
日
常
と
は
、
抑
圧

被
抑
圧
の
重
層
的
な
か
か
わ
り
の
中
で
営
ま
れ
て
い
た
か
ら
。
(
二
四

七
頁
)

こ
こ
で
第
三
節
で
展
開
し
て
き
た
議
論
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま

ず
、
田
中
は
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
立
ち
上
げ
に
懐
疑
的
な
眼
差
し

を
向
け
た
が
、
そ
の
懐
疑
は
、
女
同
士
の
聞
の
根
深
い
分
断
に
つ
い
て

の
鋭
い
考
察
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
乗
り
越
え
不
可
能
性
に
つ
い
て
の
強
い 確

信
に
基
づ
く
、
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
田
中
は
、
今
日
の
第
二
波

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
判
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
「
シ
ス

タ
ー
フ
ッ
ド
」
に
対
す
る
批
判
を
、
女
性
聞
に
介
在
す
る
非
対
称
的
な

権
力
配
分
や
加
害
l

被
害
の
関
係
の
問
題
に
還
元
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
田
中
は
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
に
対
す
る
批
判
を
、
「
自
己
否

定
」
や
「
加
害
者
の
論
理
」
に
対
す
る
批
判
へ
と
接
続
し
て
い
る
。
一

方
で
田
中
は
、
女
性
聞
の
分
断
を
「
階
級
社
会
」
に
お
け
る
全
般
的
な

分
断
と
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
分
断
の
複
雑
性
を
強

調
す
る
観
点
か
ら
、
単
純
化
さ
れ
た
加
害
1

被
害
の
二
分
法
を
批
判
し

て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
田
中
は
快
楽
と
痛
み
の
二
つ
の
方
向
性
を
持

つ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
乗
り
越
え
不
可
能
性
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

運
動
の
主
体
を
専
ら
「
加
害
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
論
理

に
限
界
を
見
て
取
っ
た
。
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四

『
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
』
か
ら
『
出
会
い
」
戸、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
田
中
は
、
今
日
の
社
会
に
お
け
る

女
と
女
の
連
帯
を
阻
む
分
断
の
根
深
さ
と
人
間
の
実
存
的
な
条
件
に
根

ざ
す
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
立
ち
上
げ
に

対
し
て
懐
疑
的
な
視
線
を
投
げ
か
け
て
い
た
。
ま
た
、
ジ
ェ
ン
ダ
l

以

外
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
基
づ
く
マ
イ
ノ
リ
テ
イ
の
存
在
を
視
野
に
収
め
、

女
性
が
加
害
者
に
転
じ
る
可
能
性
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
頑
な
な
ま
で
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に
「
己
の
痛
み
」
に
固
執
し
よ
う
と
し
た
。
け
れ
ど
も
、
田
中
が
リ
ブ

の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
と
し
て
女
同
士
の
連
帯
の
実
現
に
努
め
た
こ
と
は
、

こ
う
し
た
思
想
と
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

田
中
の
立
場
は
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
に
対
す
る
ナ
イ
ー
ブ
な
同
意

で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
無
効
性
の
宣

告
で
も
な
い
。
た
し
か
に
田
中
は
、
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
「
女
」
の
連
帯
を
実
体
化
す
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
つ
ま
り
「
女
」
で
あ
れ
ば
「
女
」
と
し
て
の
痛
み
と
利
害
関
係

を
共
有
し
あ
え
る
と
い
う
前
提
を
拒
否
し
、
解
放
の
主
体
が
、
社
会
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ

l

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
個
で

あ
る
こ
と
に
固
執
し
た
。
だ
が
同
時
に
、
田
中
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
l

の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
個
と
し
て
の
女
と

女
と
の
聞
に
築
き
上
げ
ら
れ
る
関
係
、
す
な
わ
ち
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」

の
オ
ル
タ
ナ
テ
イ
ブ
と
い
う
べ
き
も
の
を
追
求
し
続
け
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
の
際
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
田
中
が
、
リ
ブ
運
動
の
中
で
広

く
用
い
ら
れ
た
「
女
か
ら
女
た
ち
へ
」
と
い
う
一
言
葉
と
共
に
「
出
会
い
」

あ
る
い
は
「
出
会
う
」
と
い
う
言
葉
を
好
ん
で
用
い
た
こ
と
で
あ
お
。

田
中
が
女
同
士
の
連
帯
関
係
を
表
現
す
る
際
、
持
続
的
な
状
態
を
表

す
単
語
で
は
な
く
、
一
目
的
な
行
為
を
指
し
示
す
「
出
会
い
」
と
い
う

単
語
を
選
択
し
た
こ
と
に
は
明
確
な
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

田
中
に
と
っ
て
、
女
と
女
の
結
び
つ
き
は
容
易
に
築
き
上
げ
ら
れ
る
自

明
性
を
帯
び
た
結
合
関
係
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
「
女
」
と
い
う
集
団

17. 

へ
の
帰
属
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
『
い
の
ち
の
女

た
ち
へ
』
の
第
三
章
の
タ
イ
ト
ル
が
一
不
す
よ
う
に
、
田
中
に
と
っ
て
「
シ

ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
と
は
ま
さ
し
く
常
に
途
上
に
あ
る
は
ず
の
「
出
会
い

へ
の
模
索
」
で
あ
っ
た
。

回
中
が
「
出
会
い
」
を
動
的
な
、
完
了
し
な
い
行
為
と
し
て
捉
え
る

理
由
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
日
の
社
会
が
個
と
個
を
根
深
く

分
断
す
る
〈
誰
に
も
出
会
え
な
い
体
制
〉
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
す

る
た
め
で
あ
る
。
田
中
は
こ
う
し
た
深
刻
な
分
断
状
況
の
下
で
、
他
者

と
の
安
易
な
連
帯
関
係
の
立
ち
上
げ
が
、
そ
し
て
ま
た
自
己
と
他
者
の

加
害
ー
被
害
と
い
う
図
式
へ
の
単
純
な
二
分
化
が
、
し
ば
し
ば
分
断
を

隠
蔽
す
る
方
向
で
機
能
す
る
こ
と
に
白
覚
的
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
田
中
は
、
安
易
な
連
帯
関
係
の
立
ち
上
げ
に
批
判
を
持
ち

つ
つ
も
、
「
加
害
被
害
の
重
層
性
」
や
「
己
の
痛
み
」
と
い
っ
た
概
念

に
居
直
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
加
害
l

被
害
の
非
対
称
性
」
を
捨
象
し
た

り
、
「
他
者
の
痛
み
」
を
切
り
捨
て
た
り
す
る
よ
う
な
立
場
を
取
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
回
中
の
「
出
会
い
」
の
思
想
の
真
撃
さ
を
裏

書
き
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
「
加
害
l

被
害
の
重
層
性
」
を
強
調
す
る
田
中
の
主
張
に

対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
聞
が
何
ら
か
の
意
味
で
「
被
害
」
を
受
け
「
痛

み
」
を
抱
い
て
い
る
に
し
て
も
、
現
実
の
社
会
に
お
け
る
権
力
の
配
分

は
「
加
害
被
害
の
重
層
性
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
一
般
化
し
得
な

い
ほ
ど
の
不
均
衡
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
り
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得
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
加
害
l

被
害
の
重
層
性
」
や
「
己
の
痛
み
」

と
い
っ
た
論
理
は
、
相
対
的
に
多
く
の
権
力
配
分
を
受
け
て
い
る
側
か

ら
相
対
的
に
少
な
い
権
力
配
分
を
受
け
て
い
る
側
に
向
か
っ
て
主
張
さ

れ
る
際
に
は
、
後
者
の
声
を
封
じ
込
め
る
よ
う
な
抑
圧
的
な
効
果
を
持
っ

て
し
ま
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
日
本
の
中
産
階
級
の
女
性
」
を
自
称

す
る
田
中
美
津
の
発
言
も
、
こ
う
し
た
危
険
性
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な

B
U
W
 

け
れ
ど
も
、
相
対
的
な
弱
者
に
対
す
る
際
の
彼
女
の
姿
勢
は
、
己
の

「
被
害
の
事
実
」
や
「
己
の
痛
み
」
を
絶
対
視
す
る
よ
う
な
ナ
イ
ー
ブ
な

も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
示
唆
的
な
の
は
、
中
絶

に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
田
中
は
、
『
い
の
ち
の
女
た
ち
へ
』
の
中
で
、

「
い
全
痛
い
人
聞
が
、
そ
の
と
り
乱
し
ぶ
り
を
極
限
の
形
で
表
現
し
た
」

(
一
八
一
頁
、
傍
点
原
著
者
)
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
女
の
子
殺
し
に
深
い

同
情
を
示
し
た
。
し
か
し
、
『
何
処
に
い
よ
う
と
、
り
ぶ
り
あ
ん
』
に
収

め
ら
れ
た
「
中
絶
は
既
得
の
権
利
か
」
に
お
い
て
は
、
中
絶
を
「
殺
人
」

と
し
て
規
定
す
る
。
田
中
に
よ
れ
ば
、
中
絶
は
抹
殺
さ
れ
る
胎
児
に
と
っ

て
は
免
罪
し
得
な
い
行
為
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
田
中
は
、
相
対
的
な
強

者
で
あ
る
女
性
の
側
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
超
越
を
促
し
、
相
対
的
な
弱
者

で
あ
る
子
供
の
痛
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
優
先
さ
せ
る
よ
う
な
論
理
を
退

け
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
論
理
は
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
中
絶
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
女
性
の
痛
み
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま

た
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
中
絶
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
女
と
子
供
の
分

• 権力と公共圏特集

断
を
温
存
す
る
論
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
自
己
の
痛
み
を
軽
減

し
よ
う
と
す
る
精
一
杯
の
行
為
に
よ
っ
て
「
被
害
者
」
同
士
、
が
傷
つ
け

あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
既
存
の
社
会
の
分
断
状
況
は
、
自
己
を
「
加

害
者
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
被
害
者
」
で
も
あ
る
と
す
る
立
場
に
お
く

と
き
、
初
め
て
本
来
の
重
み
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
る
。
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中
絶
さ
せ
ら
れ
る
客
観
的
状
況
の
中
で
己
れ
の
主
体
を
も
っ
て
中

絶
を
選
択
す
る
時
、
あ
た
し
は
殺
人
者
と
し
て
の
己
れ
を
、
己
れ
自

身
に
意
識
さ
せ
た
い
。

あ
あ
そ
う
だ
よ
、
殺
人
だ
よ
と
、
切
り
き
ざ
ま
れ
る
胎
児
を
凝
視

す
る
中
で
、
そ
れ
を
女
に
さ
せ
る
社
会
に
今
こ
そ
退
路
を
絶
っ
て
迫

り
た
い
。
女
に
子
を
殺
さ
せ
る
社
会
は
、
む
ろ
ん
女
自
身
を
生
か
さ

な
い
。
自
分
が
い
つ
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
絶
望
と
怒
り

の
持
主
だ
け
が
殺
意
を
外
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
田
中
は
、
「
加
害
の
論
理
」
で
は

な
く
「
被
害
の
事
実
」
に
依
拠
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
他
者
に
対
す
る
「
加

害
性
」
を
よ
り
切
実
に
理
解
さ
せ
、
ま
た
「
被
害
者
」
同
士
に
そ
う
し

た
分
断
を
強
い
て
い
る
社
会
の
矛
盾
を
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
意
識
さ
せ

る
と
い
う
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己

と
他
者
と
の
分
断
を
制
度
化
し
て
い
る
(
誰
に
も
出
会
え
な
い
体
制
〉

の
下
で
は
、
真
に
他
者
に
「
出
会
う
」
た
め
に
こ
そ
「
己
の
痛
み
」
に
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ふ
み
と
ど
ま
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
問
。

と
は
い
え
、
「
己
の
痛
み
」
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
重
層
的
な
加

害
被
害
の
関
係
が
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
図
式
的
な
理
解
は
、

田
中
の
思
想
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
前
提

と
す
る
田
中
の
「
出
会
い
」
の
思
想
は
、
他
者
と
の
連
帯
関
係
の
実
現

可
能
性
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
た

と
え
ば
田
中
は
、
「
己
れ
の
閣
は
己
れ
の
闇
。
被
差
別
部
落
民
の
、
在
日

朝
鮮
人
の
、
百
姓
の
閣
を
、
あ
た
し
た
ち
は
共
有
で
き
な
い
」
(
二
五
六

頁
)
と
い
っ
た
鋭
い
言
葉
を
放
ち
、
「
痛
み
」
の
共
有
に
基
づ
く
他
者
と

の
連
帯
関
係
を
拒
絶
す
る
か
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
論
理
は
女
同
士
の
連
帯
関
係
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
る
。

け
れ
ど
も
田
中
は
、
「
己
れ
の
闇
」
を
抱
え
た
者
同
士
の
聞
に
築
か
れ

る
、
本
質
的
に
不
可
能
性
を
潜
在
さ
せ
た
関
係
性
と
し
て
の
「
出
会
い
」

を
積
極
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

出
会
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
な
ぐ
さ
め
る
の
で
も
、
抱
き
か

か
え
る
の
で
も
な
く
、
互
い
に
共
有
し
え
な
い
閣
の
、
そ
の
共
有
し

え
な
い
と
い
う
こ
と
の
重
さ
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
な
の
だ
(
一
六

五
頁
)
。
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つ
ま
り
回
中
が
提
出
し
た
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」の
オ
ル
タ
ナ
テ
イ

ヴ
と
は
、
個
々
人
が
己
の
快
楽
と
痛
み
の
双
方
を
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク

に
抱
き
し
め
つ
つ
、
ま
た
既
存
の
社
会
の
強
い
る
自
己
と
他
者
の
分
断

を
、
さ
ら
に
ま
た
人
間
の
実
存
的
条
件
に
根
ざ
す
「
己
れ
の
闇
」
を
安

易
に
乗
り
越
え
る
こ
と
を
回
避
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
他
者
と
連
帯
す

る
道
筋
を
模
索
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
う
し
た
意
味
で
の
「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
の
オ
ル
タ
ナ
テ
イ
ブ
は
、

あ
ら
ゆ
る
人
聞
が
互
い
に
「
寝
首
を
掻
き
合
う
」
ベ
く
構
造
化
さ
れ
て

い
る
こ
の
社
会
の
中
に
生
き
る
、
根
本
的
に
経
験
を
分
か
ち
合
え
な
い

他
者
と
の
連
帯
を
原
理
的
に
組
み
込
ん
で
い
る
点
で
、
言
う
ま
で
も
な

く
「
女
性
」
に
限
定
さ
れ
な
い
広
が
り
を
持
つ
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(
み
ず
た
ま
り
・
ま
ゆ
み
/
日
本
思
想
史
)

注(
1
)
『
性
の
政
治
学
』
藤
枝
湾
子
ほ
か
訳
、
自
由
国
民
社
、

二
頁
。

(
2
)『
決
定
版
第
一
一
の
性
E

体
験
』
中
嶋
公
子
・
加
藤
康
子
監
訳
、
新
潮

社
、
一
九
九
七
年
、
四
五
三
頁
。

(
3
)
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、
ニOO
O

年
、
二
二
頁
。

(
4
)
本
稿
は
近
年
の
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
判
を
日
本
の
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ

運
動
に
即
し
て
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
欧

米
の
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
運
動
に
つ
い
て
同
様
の
作
業
が
な
さ
れ
る
可
能
性

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
5
)
「
怨
念
は
肩
代
り
で
き
な
い
1
:

女
に
と
っ
て
一
票
と
は
何
か
」
溝
口

明
代
・
佐
伯
洋
子
・
三
木
章
子
編
『
資
料
日
本
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
史

I
』

松
香
堂
、
一
九
九
二
年
、
二
一
六
頁
。

(
6
)た
と
え
ば
飯
島
愛
子
を
中
心
と
す
る
「
侵
略
リ
差
別
と
闘
う
ア
ジ
ア
婦
人

一
九
七
六
年
、
七
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会
議
」
は
そ
の
名
称
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
の
ア
ジ
ア
へ
の
「
侵

略
」
に
関
し
て
強
い
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
一
九
七
一
二
年
に
は

韓
国
の
キ
l

セ
ン
観
光
を
め
ぐ
っ
て
日
本
の
女
性
と
韓
国
の
女
性
と
の
間

に
連
帯
関
係
が
築
か
れ
、
十
二
月
に
は
「
キ
|
セ
ン
観
光
に
反
対
す
る
女

た
ち
の
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
キl
セ
ン
観
光
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
日

本
人
女
性
は
リ
ブ
の
運
動
家
に
限
定
さ
れ
な
い
が
、
と
り
わ
け
リ
ブ
の
運

動
家
た
ち
は
ア
ジ
ア
に
対
す
る
日
本
の
経
済
侵
略
と
性
侵
略
の
結
び
つ
き

を
厳
し
く
批
判
し
た
(
キ
l

セ
ン
観
光
反
対
運
動
に
つ
い
て
は
高
橋
喜
久

江
「
聞
き
書
き
・
女
性
の
人
権
と
キ
l

セ
ン
観
光
反
対
運
動
」
お
よ
び
伊

藤
瀧
子
「
キ
l

セ
ン
観
光
に
象
徴
さ
れ
る
南
北
問
題
」
女
た
ち
の
現
在
を

問
う
会
『
全
共
闘
か
ら
リ
ブ
へ
』
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
一
九
九
六
年
を

参
照
)
。
な
お
翌
年
四
月
発
行
の
『
女
・
エ
ロ
ス
』
Z
P
N

に
「
な
ぜ
キ
l

セ
ン
観
光
に
反
対
す
る
か
|
|
経
済
侵
略
と
性
侵
略
の
構
造
を
暴
く
」
を

寄
稿
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
松
井
や
よ
り
は
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
運
動
の
動
向
を
報
じ
る
傍
ら
「
ウ
ル
フ
の
会
」
を
は
じ
め
と
す
る
日

本
の
リ
ブ
運
動
に
深
く
関
与
し
て
い
た
が
、
彼
女
の
発
一
百
の
中
に
は
ア
ジ

ア
お
よ
び
第
三
世
界
に
対
す
る
強
い
関
心
を
う
か
が
わ
せ
る
。
リ
ブ
の
先

駆
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
森
崎
和
江
も
ま
た
、
極
め
て
早

い
時
期
か
ら
日
本
の
植
民
地
支
配
に
対
す
る
明
確
な
批
判
を
行
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
「
か
ら
ゆ
き
さ
ん
」
を
め
ぐ
る
著
作
を
通
じ
て
近
代
日
本
に
お
け

る
日
本
人
女
性
と
ア
ジ
ア
と
の
接
触
を
批
判
的
に
描
き
出
し
た
(
拙
稿

「
サ
バ
ル
タ
ン
は
い
か
に
連
帯
す
る
と
と
が
で
き
る
か
1
1
|
森
崎
和
江
『
第

三
の
性
』
試
論
」
『
情
況
』
六
月
号
、
情
況
出
版
、
二

0
0
0

年
、
同
「
同

化
型
共
同
性
の
拒
絶
|
|
森
崎
和
江
と
炭
坑
」
『
思
想
』
十
一
月
号
、
岩

波
書
店
、
二
O
O

一
年
、
同
「
森
崎
和
江
『
か
ら
ゆ
き
さ
ん
』
を
ど
う
読

む
か
」
『
女
性
・
戦
争
・
人
権
』
第
五
号
、
行
路
社
、
二

O
O
二
年
を
参

照
)
。
こ
の
ほ
か
、
リ
ブ
と
の
接
点
は
微
妙
で
あ
る
が
、
同
時
期
に
ア
ジ

ア
に
目
を
向
け
た
女
性
と
し
て
、
『
サ
ン
ダ
カ
ン
八
番
娼
館
』
(
文
墾
春
秋
、

権力と公共圏特集

一
九
七
三
年
)
の
著
者
と
し
て
著
名
な
山
崎
朋
子
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九

六
六
年
に
ア
ジ
ア
女
性
交
流
史
研
究
会
を
組
織
し
た
山
崎
は
、
従
来
の

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
が
「
エ
リ
ー
ト
女
性
」
に
偏
っ
て
い
た
と
と
を
批
判

的
に
し
乙
ら
え
る
視
座
か
ら
「
底
辺
女
性
」
に
目
を
向
け
、
そ
の
過
程
で

「
底
辺
女
性
」
と
「
ア
ジ
ア
」
と
の
深
い
関
わ
り
を
意
識
す
る
に
至
っ
た

(
「
ア
ジ
ア
女
性
交
流
史
と
わ
た
し
」
『
愛
と
鮮
血
ア
ジ
ア
女
性
交
流
史
』

三
省
堂
、
一
九
七
O
年
、
ア
ジ
ア
女
性
交
流
史
研
究
会
に
つ
い
て
は
復
刻

版
で
あ
る
山
崎
朋
子
・
上
笠
一
郎
編
『
ア
ジ
ア
女
性
交
流
史
研
究
』
港
の

人
、
二
O
O

四
年
を
参
照
)
。
な
お
山
崎
は
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九

七
一
年
六
月
二
十
五
日
号
の
特
集
「
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
を
洗
い
直
す
」
に
、

松
井
や
よ
り
、
も
ろ
さ
わ
ょ
う
こ
、
水
田
珠
枝
、
飯
島
愛
子
ら
と
共
に
小

文
を
寄
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
リ
ブ
の
ア
ジ
ア
に
対
す
る
視
点
を
め
ぐ

る
指
摘
を
行
っ
た
の
は
筆
者
が
初
め
て
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
上
野
千
鶴

子
は
、
リ
プ
が
「
日
本
人
と
し
て
の
ア
ジ
ア
に
対
す
る
抑
圧
の
責
任
も
ま

た
自
覚
し
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
し
、
「
問
答
無
用
の
『
被
害
者
の
正
義
』

を
主
張
す
る
運
動
」
と
い
う
リ
プ
の
イ
メ
ー
ジ
が
過
度
の
単
純
化
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
(
上
野
千
鶴
子
「
日
本
の
り
ブ
ー
ー
ー
そ
の
思
想
と
背
景
」

井
上
輝
子
・
上
野
千
鶴
子
・
江
原
由
美
子
編
『
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

1

リ
ブ
と
フ
ヱ
ミ
ニ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
九
一O
頁
)
。

ま
た
加
納
実
紀
代
も
飯
島
愛
子
を
中
心
と
し
た
「
侵
略
H

差
別
と
闘
う
ア

ジ
ア
婦
人
会
議
」
を
は
じ
め
日
本
の
り
ブ
が
「
ア
ジ
ア
」
に
対
す
る
独
自

の
視
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
「
八
0
年
代
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
は
、
初
期
リ
プ
が
も
っ
て
い
た
ア
ジ
ア
へ
の
視
点
を
そ
ぎ
落
と

し
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
(
「
は
じ
め
に
・
リ
ブ
二
O
年
」
『
イ
ン
パ
ク

シ
ョ
ン
』
七
三
号
、
一
九
九
二
年
、
三
二
頁
)
。

(
7
)『
女
・
ヱ
ロ
ス
』Z
。
・
H
、
一
九
七
三
年
十
一
月
、
七
頁
。

(
8
)
「
全
学
連
三
O

会
大
会
を
革
命
の
名
の
下
に
踏
み
に
じ
っ
た
中
核
派
諸
君

へ
の
訣
別
と
、
裏
切
り
を
許
容
し
た
私
の
自
己
批
判
」

(
S
・

O

〈C
大
)
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に
よ
る
一
九
七
一
年
十
一
一
月
付
け
の
ピ
ラ
)
『
資
料

リ
ブ
史
I
H
前
掲
書
、
一
三
四
頁
。

(
9
)
問
、
二
二
五
頁
、
傍
点
原
著
者
。

(
叩
)
『
い
の
ち
の
女
た
ち
へll
k

り
乱
し
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
論
』
パ
ン
ド
ラ

H

現
代
書
館
、
二
O
O

一
年
、
三
三
八
頁
。
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
に

つ
い
て
は
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
本
文
中
に
記
す
。

(
日
)
江
原
由
美
子
『
女
性
解
放
と
い
う
思
想
』
、
動
草
書
一
房
、
一
九
八
五
年
に

収
録
。
特
に
第
三
章
を
参
照
。

(
ロ
)
問
、
一
一
一
頁
。

(
日
)
「
女
か
ら
女
た
ち
へ
」
と
い
う
言
葉
は
、
当
初
ウ
ル
フ
の
会
に
よ
っ
て
翻

訳
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
女
性
解
放
運
動
の
報
告
書
足
。
雪
、
芸
書

S
F
e
s
ミ

宮
、
・
司
皇
室
ぱ
h
s
g

き
お
の
邦
題
と
し
て
用
い
ら
れ
た
(
シ
ュ
ラ
ミ

ス
・
フ
ァ
イ
ア
ス
ト
ー
ン
編
『
女
か
ら
女
た
ち
へ
』
ウ
ル
フ
の
会
、
合
同

出
版
、
一
九
七
一
年
)
。
邦
題
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
秋
山
洋
子
『
リ
ブ

私
史
ノ
l

卜
』
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
六O
頁
を
参
照
。

な
お
、
七
二
年
春
に
創
刊
さ
れ
た
ウ
ル
フ
の
会
の
機
関
誌
に
も
同
じ
タ
イ

ト
ル
が
用
い
ら
れ
て
い
る
(
『
リ
ブ
私
史
ノl
ト
』
前
掲
書
、
七
七
頁
)
。

ま
た
、
後
に
『
女
・
エ
ロ
ス
』
(
七
三
年
十
一
月
創
刊
)
の
創
刊
メ
ン
ハ
ー

と
な
る
三
木
草
子
と
佐
伯
洋
子
が
一
九
七
二
年
三
月
に
創
刊
し
た
ミ
ニ
コ

ミ
も
『
女
か
ら
女
た
ち
へ
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
(
「
座
談
会
・
あ
の
エ
ロ

ス
に
み
ち
た
日
々
よ

1

」
『
全
共
闘
か
ら
リ
ブ
へ
』
前
掲
書
、
一
一
八
七

頁
)
。
な
お
秋
山
は
、
『
リ
ブ
私
史
ノl
卜
』
の
中
で
「
『
女
か
ら
女
た
ち

へ
』
と
い
う
言
葉
は
、
一
冊
の
本
の
題
名
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
の
リ
ブ

運
動
の
中
で
広
が
っ
て
い
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
(
前
掲
書
、
六

O
頁
)
。

(
M
)『
何
処
に
い
よ
う
と
、
り
ぶ
り
あ
ん
』
社
会
評
論
社
、
一
九
八
三
年
、
一

O
七
頁
、
傍
点
原
著
者
。

(
日
)
田
中
は
、
「
小
さ
な
火
花
も
荒
野
を
焼
き
尽
く
す
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、

分
断
状
況
の
た
だ
中
で
「
己
の
痛
み
」
と
「
他
者
の
痛
み
」
が
「
共
鳴
」

日
本
ウ
ー
マ
ン
・

し
合
う
と
い
う
、
ユ
ニ
ー
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
い
る
。
以
下
の
引

用
を
参
照
。
「
私
が
女
の
性
を
持
っ
て
生
れ
た
こ
と
と
、
永
山
則
夫
が
永

山
則
夫
と
し
て
、
朝
鮮
人
が
朝
鮮
人
と
し
て
、
沖
縄
人
が
沖
縄
人
と
し
て
、

未
解
放
部
落
民
が
未
解
放
部
落
民
と
し
て
、
黒
人
が
黒
人
と
し
て
生
れ
た

コ
ト
と
の
間
に
一
本
の
見
え
な
い
糸
が
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
こ
と
が
、
ア
ザ

を
通
じ
て
私
に
視
え
た
。
そ
れ
は
女
で
あ
る
こ
ど
、
永
山
則
夫
で
あ
る
こ

と
、
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
不
条
理
化
し
て
、
そ
の
上
で
肥
え
太
る
支
配

体
制
、
そ
の
支
配
体
制
に
順
応
さ
せ
ら
れ
つ
つ
も
、
故
に
引
き
裂
か
れ
て

い
く
被
抑
圧
者
の
魂
の
叫
び
が
彼
ら
の
ア
ザ
と
私
の
ア
ザ
と
の
問
の
途
切

れ
る
と
と
の
な
い
共
鳴
を
ひ
き
起
し
て
い
く
か
ら
な
の
だ
。
」
(
『
構
造
』
一

九
七
一
年
五
月
号
、
八
六
八
七
頁
)
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ア
1

レ
ン
ト
の
ア
ク
チ
ュ

{
全
体
主
義
論
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
諭
に
即
し
て
】

特集

篠
原
雅
武

は
じ
め
に

ハ
ン
ナ
・
ア
1

レ
ン
ト
の
政
治
的
思
考
を
、
現
代
の
現
実
的
な
い
し

思
想
的
状
況
と
の
関
わ
り
か
ら
す
る
そ
の
意
義
と
い
う
観
点
か
ら
考
察

す
る
に
際
し
て
は
、
相
対
立
す
る
見
解
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

肯
定
的
に
評
価
す
る
見
解
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
、
な
い
し
は
起
こ
っ
て
し

ま
っ
た
政
治
的
な
出
来
事
を
、
そ
の
新
し
さ
、
先
例
の
無
さ(E胃
2
E
E

8
5
3
)

に
お
い
て
捉
え
、
理
解
を
試
み
よ
う
と
す
る
思
考
、
す
な
わ

ち
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
状
況
に
的
確
に
応
じ
る
こ
と
を
喫
緊
の
課
題
と
し
た

思
考
の
先
駆
と
見
な
す
評
価
で
あ
る
。
ア1
レ
ン
ト
の
思
考
の
こ
の
よ
う

特
集

権
力
と
公
共
闘
回
固
2004 

ア
リ
テ
ィ

社会思想史研究 No.28

な
特
質
は
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
に
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
序
文
で
は
、

「
常
軌
を
逸
し
た
事
態
を
拒
ん
だ
り
、
先
例
の
な
い
も
の
を
先
例
か
ら
演

緯
し
た
り
、
現
象
を
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
や
一
般
化
で
も
っ
て
説
明
し
よ
う
と

す
る
と
、
現
実
の
イ
ン
パ
ク
ト
や
、
経
験
の
シ
ョ
ッ
ク
が
感
じ
ら
れ
な
く

な
る
」
(
。
?
忌
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
的
な
状
況
|
|
殊
に
全

体
主
義
支
配
の
成
立
と
い
っ
た
、
歴
史
上
類
例
の
な
い
事
態
を
、
既
存
の

知
的
枠
組
み
を
前
提
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
特
異
性
に
お
い
て
把
握
す
る

こ
と
の
重
要
性
が
、
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

ア
l

レ
ン
ト
の
思
考
ス
タ
イ
ル
を
積
極
的
に
評
価
す
る
の
は
、
た
と
え
ば

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ヤ
ン
グH
ブ
リ
ュ
l

エ
ル
で
あ
る
。
彼
女
は
述
べ
る
。
「
政

治
的
な
出
来
事
、
あ
る
い
は
政
治
的
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、

ア
l

レ
ン
ト
は
、
・
あ
り
ふ
れ
て
い
て
既
に
概
念
化
さ
れ
た
も
の
と
、
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新
し
く
、
そ
し
て
ま
さ
し
く
概
念
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
と
を
区
別
す
る

こ
と
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
」

(
5
5阿
国
店
開
匡
む
き
N
u

g
吋
E
8
2
)と
。
つ
づ
け
て
、
彼
女
は
、
こ
の
よ
う
な
思
考
ス
タ
イ
ル
が
、

現
在
の
政
治
的
状
況
1
1
|
二O
O

一
年
九
月
十
一
日
の
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
で
起
こ
っ
た
同
時
多
発
テ
ロ
、
お
よ
び
そ
の
出
来
事
に
応
じ
て
生
じ
た

合
衆
国
政
府
か
ら
各
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
至
る
様
々
な
反
応
に
端
を

発
す
る
状
況
、
す
な
わ
ち
ま
さ
に
不
確
定
で
予
期
困
難
な
出
来
事
に
見
舞

わ
れ
る
状
況
|
|
に
面
し
た
者
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ァl

レ
ン
ト
の
思
考
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
リ
チ
ヤ
ー
ド
・
J
・
パ
l

ン
ス

タ
イ
ン
も
積
極
的
に
評
価
す
る
。
彼
が
指
摘
す
る
と
お
り

(
F
B語
百

[
N
S
N
H
ω
包
]
)
、
そ
れ
は
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
以
降
の
著
作
、
た
と
え

ば
『
過
去
と
未
来
の
問
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
「
伝
統
と
現
代
」

と
題
さ
れ
た
論
考
で
は
、
全
体
主
義
が
先
例
の
な
い
出
来
事
で
あ
り
、
従

来
の
政
治
思
想
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
把
握
が
困
難
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
伝
統
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
失
効
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
、
『
全
体

主
義
の
起
源
』
の
テi
マ
が
再
度
述
べ
ら
れ
る
(
切
羽
，HN
g。
あ
る
い
は
、

「
過
去
と
未
来
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
題
さ
れ
た
序
文
で
は
、
全
体
主
義
の
成

立
お
よ
び
崩
壊
以
降
に
生
き
る
者
は
、
伝
統
が
失
効
し
、
そ
の
助
け
を
あ

て
に
出
来
な
い
状
況
で
、
過
去
と
未
来
の
聞
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
身
を
置
き
、

考
え
つ
つ
行
為
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る

(
図
司L
S
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
思
考
は
、
「
政
治
的
な
偶
発
事
の
ア
ク

チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
発
す
る
」
の
で
あ
り
、
失
効
し
た
伝
統
的
枠
組
み
に
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依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
の
事
件
を
い
か
に
し
て
把
握
す
る
か
が
課

題
と
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る

a
z
J
E
)。

ア
l

レ
ン
ト
の
思
考
ス
タ
イ
ル
の
、
こ
う
し
た
特
質
を
評
価
し
よ
う
と

す
る
見
解
が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
と
異
な
る
見
解
が
あ
る
。
ア
ン
ト
ニ

オ
・
ネ
グ
リ
と
マ
イ
ケ
ル
・
ハl
ト
の
共
著
『
帝
国
』
で
は
、
ア
l

レ
ン

ト
の
政
治
空
間
論
が
、
現
状
か
ら
し
て
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ツ
ク
な
ユ
ー
ト
ピ

ア
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
(
『
帝
国
』
四
八
二
頁
)
。
ア
l

レ
ン
ト
の
思

考
の
根
幹
で
あ
る
公
・
私
の
区
別
に
つ
い
て
の
考
え
か
た
が
、
現
代
の
、

公
共
空
間
が
私
有
化
さ
れ
る
趨
勢
に
お
い
て
は
維
持
し
難
く
、
そ
う
し
た

趨
勢
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
の
思
考
枠
組
み
と
し
て
は
ア
l

レ
ン
ト
の

思
考
は
失
効
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
で
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
と
さ
れ
る
。
ア
l

レ
ン
ト
が
提
起
し
た
ま
ま
の
状
態
に
お
い
て
こ
の

枠
組
み
に
固
執
す
る
者
は
、
現
在
的
状
況
に
対
す
る
的
確
な
対
応
が
困
難

と
な
り
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
あ
れ
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
れ
、
現
状
か
ら
離
れ

た
と
こ
ろ
で
の
思
考
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も

ア
l

レ
ン
ト
の
思
考
ス
タ
イ
ル
を
ノ
ス
タ
ル
ジ
ツ
ク
と
す
る
見
解
も
あ

る
。
「
ア
l

レ
ン
ト
の
思
考
の
す
べ
て
を
構
成
す
る
の
は
、
(
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
理
論
化
し
た
)
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
で
あ
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
が
、
政

治
に
つ
い
て
の
彼
女
の
定
義
を
決
定
し
て
い
る
」
と
い
う
、
オ
サ
リ
パ
ン

の
見
解
で
あ
る
3
・
∞
是
認
出
[
巴
芯
憶
さ
。
ネ
グ
リ
と
ハ
l

ト
は
、
ア
ー

レ
ン
ト
の
思
考
枠
組
み
1
1
1
公
私
の
区
別
|
!
が
現
状
に
適
合
し
て
い

な
い
の
で
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
評
価
す
る
の
だ
が
、
オ
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サ
リ
パ
ン
は
、
ァ
l

レ
ン
ト
の
思
考
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
を
ノ
ス
タ
ル

ジ
ツ
ク
と
評
価
す
る
。
た
し
か
に
ア
l

レ
ン
ト
の
政
治
的
思
考
の
枠
組
み

は
、
全
体
主
義
の
時
代
に
発
し
、
一
九
六
0
年
代
の
学
生
紛
争
の
時
代
を

経
て
、
一
九
七
0
年
代
の
半
ば
に
か
け
て
の
政
治
的
経
験
に
依
拠
し
て
練

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
現
状
に
適
用
し
よ
う
と
試
み
る

の
は
不
用
心
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ネ
グ
リ
と
ハ
l

ト
の
見
解

は
一
考
に
価
す
る
。
け
れ
ど
、
ァ
l

レ
ン
ト
の
思
考
そ
の
も
の
が
ノ
ス
タ

ル
ジ
ッ
ク
で
あ
り
、
現
状
と
の
関
わ
り
が
薄
い
と
こ
ろ
で
練
ら
れ
た
も
の

と
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
異
論
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
l

ン

ス
タ
イ
ン
は
こ
う
い
う
主
張
に
対
し
、
ア
l

レ
ン
ト
の
政
治
的
思
考
が
全

体
主
義
と
の
実
際
の
格
闘
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
を
見
な
い
、
心
得
違

い
の
も
の
と
批
判
す
る

(
F
E
R
E
[
N
g
N一ω
8
]
)。そ
も
そ
も
、
ア

l

レ

ン
ト
自
身
、
そ
の
よ
う
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
精
神
態
度
に
基
づ
く
思
考

に
対
し
、
批
判
的
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
「
現
在
の
過
酷
さ
か
ら
、
無

傷
な
ま
ま
の
過
去
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジl

へ
逃
れ
よ
う
と
試
み
た
り
、
あ
る

い
は
、
よ
り
良
き
未
来
を
先
ん
じ
て
忘
却
す
る
こ
と
へ
と
逃
れ
よ
う
と
試

み
る
の
は
、
無
駄
で
あ
る
」
(
C
H
J
E
と
い
う
よ
う
に
。

ア
l

レ
ン
ト
の
思
考
枠
組
み
が
現
状
に
不
適
合
な
の
で
彼
女
の
精
神
態

度
を
ノ
ス
タ
ル
ジ
ツ
ク
と
断
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
アl
レ
ン
ト
の
、

現
在
的
思
考
と
い
う
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
見
逃
す
評
価
と
し
て
、
批
判
が
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
以
降
の
著
作
で
は
、

ギ
リ
シ
ア
人
の
ポ
リ
ス
観
に
即
し
て
公
共
空
間
論
が
語
ら
れ
(
『
人
間
の
条

権力と公共圏特集

件
』
)
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
独
立
草
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
対
比
さ
れ
、

前
者
を
、
政
治
的
革
命
と
し
て
よ
り
望
ま
し
い
も
の
と
す
る
(
『
革
命
に
つ

い
て
』
)
な
ど
、
過
去
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ア
l

レ
ン
ト
に

は
、
現
在
性
へ
の
こ
だ
わ
り
だ
け
で
な
く
、
過
去
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

形
成
さ
れ
た
思
考
ス
タ
イ
ル
も
ま
た
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
は
、
現
在
の
出
来
事
を
そ
の
新
し
さ
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
の

必
要
が
説
か
れ
る
。
他
方
で
は
、
現
在
の
生
活
と
対
極
に
あ
る
ギ
リ
シ
ア

の
ポ
リ
ス
の
生
活
が
、
あ
た
か
も
称
揚
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
し
て
論
じ
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
本

稿
で
は
、
こ
う
い
う
課
題
を
踏
ま
え
、
アl
レ
ン
ト
の
、
『
全
体
主
義
の

起
源
』
以
来
の
思
考
ス
タ
イ
ル
の
特
質
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
『
全
体

主
義
の
起
、
源
』
と
そ
れ
に
関
連
し
て
著
さ
れ
た
輩
勾
、
お
よ
び
そ
の
刊
行

後
に
構
想
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
論
の
一
端
が
考
察
の
主
な
対
象
と
な
る
。

2004 社会思想史研究 No.28

『
全
体
主
義
の
起
源
』
で
練
ら
れ
た
思
考
ス
タ
イ
ル

ア
l

レ
ン
ト
の
、
出
来
事
を
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
捉

え
よ
う
と
試
み
る
思
考
ス
タ
イ
ル
は
、
全
体
主
義
支
配
の
成
立
と
い
う

先
例
の
な
い
出
来
事
に
直
面
し
、
思
想
的
に
格
闘
し
た
こ
と
に
由
来
す

る
。
先
例
が
な
い
こ
と
と
は
過
去
と
の
断
絶
を
意
味
す
る
。
こ
の
出
来

事
は
、
過
去
と
の
連
続
を
保
持
す
る
紐
帯
で
あ
る
伝
統
の
失
効
を
伴
っ

て
お
り
、
そ
の
意
味
で
先
例
が
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
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つ
い
て
ア
l

レ
ン
ト
は
、
次
の
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
付
け
、

把
握
し
よ
う
と
試
み
る
。

す
な
わ
ち
ま
ず
、
現
実
の
社
会
お
よ
び
政
治
の
場
に
お
い
て
生
き
ら
れ

た
経
験
と
し
て
。
そ
こ
で
経
験
さ
れ
た
の
は
、
「
道
徳
の
全
構
造
の
崩
壊
、

す
な
わ
ち
命
令
お
よ
び
禁
止
の
総
体
の
崩
壊
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
に
は
、

こ
れ
ら
が
、
自
由
と
正
義
と
い
う
根
本
的
な
観
念
を
社
会
的
諸
関
係
お
よ

び
政
治
制
度
の
言
葉
へ
と
翻
訳
し
、
そ
れ
ら
を
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
」

a
p
s
e

。
全
体
主
義
は
、
そ
の
成
立
以
前
に
あ
っ
た
、
社
会
的
政
治

的
生
活
を
維
持
し
た
伝
統
的
な
道
徳
観
念
、
お
よ
び
そ
れ
を
土
台
と
す
る

生
活
習
慣
の
、
総
体
的
な
失
効
を
伴
う
出
来
事
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
理
解
の
問
題
と
し
て
。
「
我
々
が
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
、
そ

し
て
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
出
来
事
お
よ
び
現
象
は
、

我
々
か
ら
、
理
解
の
た
め
の
伝
統
的
な
手
立
て
を
剥
奪
し
て
し
ま
っ
た
」

S
F
臼

C
)
0こ
れ
は
、
伝
統
的
な
生
活
習
慣
の
失
効
と
関
連
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
前
者
は
、
生
き
ら
れ
た
経
験
に
特
有
な
問
題
と
さ
れ
る
の

に
対
し
、
後
者
の
理
解
の
問
題
は
、
ま
さ
に
こ
の
生
き
ら
れ
た
経
験
を
、

距
離
を
介
し
て
対
象
化
し
、
そ
の
先
例
の
な
さ
に
由
来
す
る
不
可
解
の
程

度
を
減
ず
る
と
い
う
知
的
な
営
み
特
有
の
困
難
に
関
わ
る
。
理
解
は
、
「
人

が
、
余
所
者
(
凹E
担
問
円
)
と
し
て
生
ま
れ
た
世
界
と
和
解
す
る
こ
と
」

a
p

器
)
と
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
自
身
に
対
し
疎
遠
で
あ
り
、
隔
た
り

が
あ
る
世
界
を
、
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
知
的
に
把
握
し
、
そ
れ
と
和
解

す
る
こ
と
、
こ
れ
が
理
解
と
い
う
営
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
全
体
主
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義
は
、
こ
う
し
た
和
解
の
手
助
け
で
あ
っ
た
伝
統
的
な
知
的
枠
組
み
を
失

効
さ
せ
、
役
に
立
た
な
く
し
て
し
ま
う
出
来
事
で
あ
っ
た
。

全
体
主
義
と
い
う
生
活
経
験
で
の
伝
統
的
な
道
徳
お
よ
び
習
慣
の
失

効
、
そ
し
て
、
こ
う
し
て
生
き
ら
れ
た
伝
統
の
失
効
と
い
う
現
実
的
な

経
験
を
知
的
に
把
握
す
る
た
め
の
、
理
解
の
た
め
の
枠
組
み
の
失
効
。

こ
の
二
つ
は
、
当
然
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
通
感
覚

あ
る
い
は
共
通
の
継
承
さ
れ
た
叡
智
の
崩
壊
と
認
識
さ
れ
る
事
態
(
開
口

白
品
)
に
つ
い
て
は
、
道
徳
的
な
、
判
断
の
た
め
の
基
準
の
崩
壊
(
生
活

の
場
で
の
経
験
)
を
意
味
し
、
ま
た
、
理
解
の
た
め
の
枠
組
み
を
支
持
す

る
も
の
の
崩
壊
を
も
意
味
す
る
(
知
的
営
み
に
お
け
る
経
験
)
と
一
言
守
え
よ

う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
全
体
主
義
の
出
現
を
、
伝
統
の
失
効
と
い
う

事
態
と
の
相
関
に
お
い
て
問
題
と
す
る
。
こ
こ
で
ア

l

レ
ン
ト
は
、
自

ら
の
思
考
を
展
開
し
た
。
以
下
、
順
に
検
討
し
て
み
る
。

全
体
主
義
と
い
う
生
活
経
験

全
体
主
義
支
配
を
到
来
さ
せ
る
原
動
力
、
つ
ま
り
は
全
体
主
義
運
動

の
担
い
手
と
な
っ
た
人
び
と
の
生
活
経
験
の
根
幹
に
、
アl
レ
ン
ト
は
、

社
会
の
ア
ト
ム
化
、
す
な
わ
ち
、
個
々
人
の
、
他
人
と
の
つ
な
が
り
の

喪
失
、
根
な
し
草
化
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
付
随
す
る
、
感
情
的
な
没
我

状
態
、
自
棄
的
な
無
私
の
態
度
の
蔓
延
化
と
い
っ
た
事
態
を
見
い
だ
す
。

こ
れ
ら
は
、
共
通
利
益
な
い
し
は
共
通
世
界
の
喪
失
と
い
う
先
例
の
な

い
事
態
ゆ
え
に
生
じ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
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道
徳
や
、
命
令
・
禁
止
の
体
系
と
い
っ
た
個
々
人
相
互
の
や
り
と
り

を
成
立
さ
せ
る
習
慣
や
慣
行
な
ど
、
公
共
生
活
に
不
可
欠
な
共
有
物
の

総
体
に
つ
い
て
、
ア

l

レ
ン
ト
は
、
そ
れ
を
「
間
に
あ
る
も
の
」
(
百
I

F
2
5
8
)
と
定
義
し
、
後
の
著
作
の
『
人
間
の
条
件
』
で
、
公
共
空
間

論
の
要
を
成
す
概
念
と
し
て
理
論
的
に
論
じ
る
の
で
あ
る
が
(
国
わ
訪
N
)、

そ
の
前
の
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
の
段
階
で
は
、
そ
れ
は
全
体
主
義
の

生
活
経
験
に
お
い
て
喪
わ
れ
、
失
効
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

ア
l

レ
ン
ト
は
、
聞
と
し
て
の
共
有
物
に
「
人
び
と
を
結
合
す
る
と

同
時
に
分
離
す
る
二
重
の
機
能
」
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
そ
こ

に
関
与
す
る
多
数
の
人
の
つ
な
が
り
を
具
体
的
に
形
成
し
保
持
す
る
媒

介
で
あ
る
(
出
P
S
)
。
同
時
に
そ
れ
は
、
個
々
人
の
違
い
を
確
か
な
も

の
に
し
て
、
対
立
も
含
む
諸
々
の
相
互
行
為
を
可
能
と
す
る
媒
体
で
も

あ
る
(
出
?
同
窓
)
。
媒
体
と
し
て
の
共
有
物
を
喪
失
し
た
ゆ
え
に
、
大

衆

(
B
g
m
)と
い
う
、
個
々
人
が
ア
ト
ム
化
さ
れ
互
い
に
孤
絶
し
散
在

し
つ
つ
集
合
す
る
状
態
が
形
成
さ
れ
る
(
明
白
念
品
)
。

ア
l

レ
ン
ト
は
、
こ
の
状
態
が
次
の
よ
う
に
経
験
さ
れ
た
と
述
べ
る
。

た
と
え
ば
、
階
級
構
造
の
崩
壊
と
し
て
。
そ
し
て
そ
れ
に
付
随
し
た
、

政
党
の
形
骸
化
お
よ
び
失
効
と
し
て
。
か
つ
て
階
級
は
、
構
成
員
を
一

つ
の
共
通
利
益
、
お
よ
び
達
成
可
能
な
共
通
の
目
標
と
い
っ
た
組
帯
で

結
合
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
異
な
る
共
通
利
益
で
結
ぼ
れ
て
い
る
別
の

階
級
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
敵
対
な
い
し
連
携
と
い
っ
た
交
渉
を
生

じ
さ
せ
る
機
能
を
有
し
た
。
ま
た
政
党
は
、
諸
々
の
階
級
利
益
を
適
切

権力と公共圏特集

に
反
映
し
、
か
っ
こ
れ
ら
階
級
利
益
を
代
表
し
、
他
階
級
と
の
交
渉
を

実
際
に
司
る
と
い
う
政
治
的
な
機
能
を
有
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
階
級

構
造
が
崩
壊
し
、
そ
れ
を
支
え
に
実
体
を
有
し
て
い
た
階
級
の
個
々
の

共
通
利
益
が
暖
昧
に
な
る
。
ま
た
、
個
々
人
の
帰
属
意
識
、
す
な
わ
ち

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
希
薄
化
に
応
じ
て
政
党
は
、
そ
の
支
持
者
が
「
共

通
利
益
を
有
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
回
復
し
た
い
と

望
む
が
ゆ
え
に
」
存
続
す
る
「
弁
解
が
ま
し
く
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
」
な

も
の
へ
と
形
骸
化
す
る
。
共
通
利
益
を
喪
失
し
た
者
の
集
ま
り
で
あ
る

大
衆
は
、
彼
ら
の
要
求
を
適
切
に
代
表
す
る
政
党
を
既
存
の
政
党
群
に

お
い
て
は
見
出
せ
な
く
な
り
、
無
党
派
層
化
す
る
。
政
党
も
、
既
存
の

階
級
が
支
え
と
な
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
が
喪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
共
通

利
益
の
回
復
を
階
級
と
い
う
土
台
を
欠
い
た
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
大
衆

の
集
ま
り
に
求
め
る
が
あ
ま
り
、
喪
失
さ
れ
た
も
の
を
観
念
的
に
回
顧

す
る
と
い
う
大
衆
の
要
求
に
応
じ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
ノ
ス
タ
ル
ジ
ツ

ク
で
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
観
政
党
へ
と
変
容
す
る
(
。
づ
ω
に
・
臼
印
)
。

共
通
性
は
、
共
通
利
益
だ
け
で
な
く
、
共
通
感
覚
に
お
い
て
も
、
そ
の

喪
失
、
が
経
験
さ
れ
た
。
アi
レ
ン
ト
に
お
い
て
、
共
通
感
覚
は
後
の
カ
ン

ト
論
に
至
る
ま
で
論
じ
ら
れ
る
主
要
な
テ
l

マ
で
あ
る
。
『
全
体
主
義
の

起
源
』
の
段
階
で
は
、
そ
れ
は
、
全
体
主
義
と
い
う
無
意
味
が
蔓
延
す
る

雰
囲
気
に
お
い
て
、
失
効
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
共
通
感
覚
が

失
効
し
た
状
況
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
従
来
の
、
真
偽
の
区
別
を
維

持
し
た
基
準
が
唆
昧
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
偽
り
と
さ
れ
て
然
る
べ
き

2004 社会思想史研究 NO.28
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で
あ
っ
た
事
柄
が
、
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
へ
と
変
換
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
全
て
の
伝
統
的
な
価
値
観
や
命
題
が
霧
消
す
る
雰
囲
気
が
、
・
:

偽
善
的
で
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
古
い
真
実
よ
り
む
し
ろ
、
明
白
に

馬
鹿
げ
た
命
題
を
受
容
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
」
。
こ
の
趨
勢
を
助
長

す
る
の
は
、
全
体
主
義
運
動
ー
ー
ー
共
通
利
益
を
喪
失
し
た
者
の
集
ま
り
で

あ
る
大
衆
に
よ
り
担
わ
れ
る
ー
ー
で
あ
る
。
「
学
問
的
な
観
点
か
ら
す
れ

ば
単
に
担
造
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
運
動
の
、
総
体
と
し
て
突
き

進
む
現
実
に
支
え
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
現
実
が
、
行
為
の
た
め
に
必
要
な

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
そ
の
担
造
か
ら
引
き
出
そ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

歴
史
そ
の
も
の
の
認
証
を
得
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
」
と
い
う
よ
う
に
。

担
造
さ
れ
た
、
そ
れ
ゆ
え
従
来
の
共
通
感
覚
に
即
し
た
基
準
か
ら
す
れ
ば

偽
り
で
あ
る
は
ず
の
事
柄
が
、
当
座
の
運
動
の
現
状
に
即
し
、
か
つ
そ
れ

を
促
進
す
る
源
泉
と
し
て
活
用
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
真
実

と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
(
。
づ
控
室
)
。
こ
う
し
て
、
諸
々
の
学
説
の
真

偽
を
区
別
す
る
基
準
が
失
効
す
る
に
つ
れ
、
全
体
主
義
支
配
に
特
有
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
教
義
|
|
ナ
チ
ス
に
お
い
て
は
人
種
理
論
、
ス
タ
ー
リ
ニ

ズ
ム
に
お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
学
説
が
そ
の
基
と
な
る
ー
ー
が
台
頭
す

る
。
ア
l

レ
ン
ト
は
、
人
種
理
論
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
主
義
学
説
が
、
そ
の

内
容
か
ら
し
て
そ
も
そ
も
全
体
主
義
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
こ
れ

ら
は
、
共
通
感
覚
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
真
偽
が
、
議

論
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
な
ら
ば
改
善
の
余
地
の
あ
る
学
説

な
い
し
意
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
通
感
覚
が
失
効
し
て
い
る
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状
況
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
教
義
は
「
実
際
の
経
験
と
一
致
す
る
こ
と

は
な
く
、
人
生
と
世
界
の
す
べ
て
、
過
去
と
未
来
の
す
べ
て
に
つ
い
て
説

明
し
よ
う
と
す
る
体
系
」
す
な
わ
ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
論
理
的
教
義
に

変
容
す
る
。
こ
の
体
系
の
信
奉
者
は
、
現
実
を
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、

さ
ら
に
、
す
べ
て
の
事
実
性
は
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
想

定
に
従
い
、
実
際
に
、
現
実
世
界
の
あ
り
か
た
を
教
義
の
内
容
の
と
お
り

に
つ
く
り
か
え
、
そ
し
て
つ
く
り
だ
そ
う
と
試
み
る
。
事
実
は
、
教
義
が

つ
く
っ
た
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
、
か
つ
教
義
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

そ
れ
が
担
造
で
あ
る
か
は
間
わ
れ
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
教
義
の
内
容

を
、
そ
の
真
偽
に
照
ら
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
教

義
の
内
容
か
ら
し
て
可
能
な
行
為
|
|
た
と
え
ば
教
義
の
実
現
化
に
と
っ

て
阻
害
要
因
と
な
る
者
の
暴
力
的
な
除
去
|
|
は
全
て
許
さ
れ
る
。
そ
こ

で
は
、
行
為
に
対
す
る
共
通
感
覚
に
依
拠
し
た
拘
束
要
因
が
失
効
し
て
い

る

a
d
一
位
や
白
y
a
e

。

理
解
と
行
為

ア
l

レ
ン
ト
は
、
全
体
主
義
が
、
自
身
が
生
き
た
時
代
に
お
い
て
中

心
的
な
出
来
事
で
あ
り
、
そ
の
理
解
が
「
我
々
を
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
世
界
と
和
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
る

a
c

ω
g
)。
全
体
主
義
は
、
こ
の
和
解
に
と
っ
て
不
可
欠
な
「
理
解
の
た
め

の
伝
統
的
な
手
立
て
を
奪
う
」
出
来
事
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

は
、
比
較
可
能
な
、
先
例
と
な
り
得
る
政
治
体
制
|
|
た
と
え
ば
独
裁

2 
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制
ー
ー
と
の
類
比
を
拒
む
先
例
の
な
い
出
来
事
で
あ
り
、
既
存
の
知
的

枠
組
み
を
失
効
さ
せ
る
。
「
過
去
か
ら
の
見
識
は
、
我
々
が
そ
れ
を
我
々

の
時
代
の
中
心
的
な
政
治
的
経
験
へ
と
愚
直
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る

な
ら
す
ぐ
に
我
々
の
手
中
で
死
に
絶
え
る
」
(
開
己
ゐ
宰
)
。
出
来
事
の
真

新
し
さ
に
応
じ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
ら
見
識
は
効
力
を
失
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
出
来
事
を
、
過
去
か
ら
の
見
識
に
依
拠
し
て
理
解
し
よ
う
と

試
み
て
も
、
出
来
事
を
、
そ
の
真
新
し
さ
に
お
い
て
理
解
す
る
と
い
う

課
題
に
応
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

こ
の
状
況
に
お
い
て
依
拠
し
う
る
も
の
と
し
て
、
ア
l

レ
ン
ト
は
、
「
予

備
的
な
、
明
確
で
は
な
い
理
解
」
に
言
及
す
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
日

常
言
語
の
用
法
の
変
化
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
、
政
治
的
な
邪
悪
を
示
す
標
語
は
、
「
帝
国
主
義
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
語
は
、
ボ
ル
シ
ェ
ピ
ズ
ム
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
ナ
チ
ズ
ム

が
出
現
し
た
後
に
な
っ
て
も
や
は
り
同
様
の
意
味
を
保
持
し
て
い
た
が
、

そ
れ
は
、
い
ま
だ
に
人
び
と
が
、
他
国
を
侵
略
す
る
こ
と
よ
り
も
邪
悪
な
、

帝
国
主
義
と
異
な
る
政
治
体
制
が
出
現
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
思
い
至
ら
な

か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
全
体
主
義
と
い
う
用
語
の
出
現
以
前
に
す
で

に
現
れ
つ
つ
あ
っ
た
邪
悪
な
体
制
が
、
元
来
そ
の
語
で
示
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
国
主
義
の
語
で
も
っ
て
指
示
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
帝
国
主
義
の
没
落
が
、
イ
ギ
リ
ス

帝
国
の
解
体
に
お
い
て
明
瞭
に
な
り
、
そ
の
現
実
が
一
般
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
体
制
の
台
頭
が
顕
著

権力と公共圏特集

と
な
る
に
つ
れ
、
よ
う
や
く
状
況
に
適
す
る
も
の
と
し
て
、
「
全
体
主
義
」

の
語
、
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
アl
レ
ン
ト
は
、
政
治
的
な
邪
悪
を

指
示
す
る
言
葉
と
し
て
こ
の
語
が
新
し
く
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
、
従
来
の
、

帝
国
主
義
の
用
語
で
は
把
握
し
難
い
出
来
事
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が

日
常
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
証
左
と
見
な
す
。
け
れ
ど

も
ア
l

レ
ン
ト
は
、
こ
の
用
語
、
が
出
現
の
当
初
に
お
い
て
は
「
古
く
、
な

じ
み
の
あ
る
邪
悪
を
意
味
す
る
他
の
用
語
と
同
義
で
|
|
す
な
わ
ち
、
帝

国
主
義
に
お
け
る
攻
撃
性
と
侵
略
、
全
体
主
義
に
お
け
る
テ
ロ
ル
と
権
力

へ
の
渇
望
と
を
一
緒
に
す
る
と
い
う
よ
う
に
」
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
こ
の
語
が
、
そ
の
意
味
の
一
部
分
に
お
い
て
新
し
い
出
来
事
の
出

現
に
応
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
部
分
で
は
、
古
い
出
来
事
を
、
新
し

い
出
来
事
と
の
違
い
を
明
瞭
に
し
な
い
か
た
ち
で
含
ん
で
お
り
、
つ
ま
り

出
来
事
の
新
し
さ
に
十
分
に
適
合
し
得
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
と
は
い
え

新
し
い
用
語
は
、
新
し
い
出
来
事
に
、
そ
の
意
味
の
一
部
で
こ
そ
あ
れ
応

じ
、
そ
れ
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
l

レ

ン
ト
は
、
「
予
備
的
な
理
解
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
の
日
常
言
語
は
、
真

の
理
解
の
過
程
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
」
と
、
日
常
言
語
に
依
拠
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
予
備
的
な
理
解
は
、
新
し

さ
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
暖
昧
な
ま
ま
に
、
そ

れ
を
、
古
い
も
の
と
の
並
存
さ
せ
た
か
た
ち
で
含
ん
で
い
る
。
真
の
理
解

は
、
こ
の
段
階
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
と
、
ア
l

レ
ン
ト
は
述

べ
る
。
こ
れ
は
、
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
と
の
区
別
を
意
味
す
る
と
考
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え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
た
と
え
こ
の
乗
り
越
え
が
試
み
ら
れ
で
も
、
そ
こ

で
「
先
例
か
ら
、
先
例
の
な
い
も
の
を
方
法
論
的
に
演
緯
す
る
と
い
う
科

学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
が

全
体
主
義
と
い
う
出
来
事
の
新
し
さ
に
応
じ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
限
り
、
真

の
理
解
は
失
敗
す
る
。
つ
ま
り
、
真
の
理
解
は
、
新
し
い
出
来
事
の
端
緒

を
そ
の
新
し
さ
に
お
い
て
不
明
瞭
で
こ
そ
あ
れ
、
把
握
し
て
い
る
予
備
的

な
理
解
に
依
拠
し
、
か
っ
、
そ
れ
が
含
む
新
し
い
こ
と
へ
の
理
解
を
古
い

も
の
と
の
混
成
状
態
か
ら
引
き
離
す
と
こ
ろ
に
得
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
(
開C
H
臼
(
γ
ωロ
)

全
体
主
義
と
い
う
状
況
に
お
い
て
こ
の
乗
り
越
え
を
試
み
る
と
、
共
通

感
覚
の
失
効
と
い
う
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア
l

レ
ン
ト
は
、
全
体
主
義
の
生
活
経
験
に
特
徴
的
な
こ
と
の
一
つ
と
し

て
共
通
感
覚
の
喪
失
を
挙
げ
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
真
の
理
解
が
依

拠
す
る
と
こ
ろ
の
予
備
的
理
解
に
も
影
響
す
る
。
す
な
わ
ち
アl
レ
ン
ト

は
述
べ
る
。
「
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
感
覚
で
あ
る
共
通
感
覚
が
我
々
の
理

解
へ
の
要
求
に
応
じ
な
い
と
こ
ろ
な
ら
ば
ど
こ
で
あ
れ
、
我
々
は
皆
、
そ

の
代
用
と
し
て
論
理
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
」
(
開
C
H
臼
∞
)
と
。

論
理
性
と
は
、
全
体
主
義
運
動
に
即
し
て
形
成
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

教
義
の
特
質
、
す
な
わ
ち
、
自
明
と
さ
れ
る
前
提
に
基
づ
き
全
て
が
説
明

さ
れ
、
そ
し
て
改
変
さ
れ
る
、
そ
の
首
尾
一
貫
性
で
あ
引
。
こ
の
見
解
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
日
常
生
活
に
お
け
る
予
備
的
な
理
解
は
、
出
来
事
に

関
し
て
、
そ
の
新
し
さ
を
古
い
も
の
と
混
同
す
る
と
い
う
誤
り
と
は
別
に
、
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そ
れ
を
、
全
体
主
義
特
有
の
教
義
に
応
じ
た
思
考
方
式
で
把
握
す
る
と
い

う
誤
り
ー
ー
や
は
り
、
全
体
主
義
と
い
う
出
来
事
を
、
そ
の
実
態
に
即
し

て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
ー
ー
を
冒
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
出
来
る
。
と
な
る
と
、
予
備
的
理
解
に
依
拠
し
、
か
っ
そ
れ
を
適
切
に

乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
、
全
体
主
義
的
教
義
に
捉
わ
れ
た
思
考
方

式
を
区
別
し
、
取
り
除
く
こ
と
も
ま
た
欠
か
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

真
の
理
解
が
得
ら
れ
る
の
は
、
予
備
的
理
解
の
、
出
来
事
の
新
し
さ

に
応
じ
て
お
り
、
か
っ
、
そ
れ
が
、
全
体
主
義
運
動
特
有
の
論
理
性
に

歪
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
把
握
さ
れ
た
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ア
l

レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
理
解
の
試
み
は
、
行
為
、
そ
れ
も
政

治
的
行
為
と
結
び
つ
く
。
「
行
為
は
、
理
解
の
別
の
側
面
に
な
る
。
つ
ま

り
、
他
の
多
く
の
認
識
と
区
別
さ
れ
た
認
識
の
形
式
、
す
な
わ
ち
(
歴

史
の
進
歩
や
衰
退
の
行
程
を
熟
考
す
る
だ
け
の
人
び
と
で
な
く
)
行
為
す
る

人
び
と
が
、
そ
れ
に
よ
り
、
取
り
返
し
ょ
う
が
な
く
起
こ
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
折
り
合
い
を
つ
け
、
不
可
避
的
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
こ

と
と
和
解
す
る
た
め
の
認
識
の
形
式
に
な
る
」
a
d

・
ω
N
H
'
S
N
)
と
彼
女

は
述
べ
て
い
る
。
政
治
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
共
通
性
と
同
様
、
公
共

空
間
論
の
根
幹
の
概
念
と
し
て
後
の
著
作
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
全
体
主
義
の
起
源
』
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
し
た
論
考
に
お
い
て
は
、
考

え
が
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
そ
れ
が
「
本
質
的
に
、

常
に
何
か
し
ら
新
し
い
こ
と
の
始
ま
り
で
あ
る
」
(
開d
ゐ
N
C
Eお
ご
と
、

そ
も
そ
も
そ
れ
が
、
古
い
知
的
枠
組
み
か
ら
し
て
馴
染
ま
な
い
、
異
質
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な
も
の
を
産
出
す
る
と
素
描
的
に
述
べ
ら
れ
る
。
な
お
、
そ
も
そ
も
全

体
主
義
も
ま
た
、
新
し
く
、
異
質
な
出
来
事
と
し
て
、
理
解
が
試
み
ら

れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
、
理
解
は
、
そ
の
新
し
さ
を
い
か
に
し
て
把
握

す
る
の
か
と
い
う
課
題
に
応
じ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
理
解
は
、
「
全
体
主
義
と
の
戦
い
に
伴
う
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ

る
」
(
開d
ゐ
忌
)
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で

言
及
さ
れ
る
理
解
が
依
拠
す
べ
き
政
治
的
行
為
は
、
や
は
り
全
体
主
義

に
対
抗
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

権力と公共圏特集

マ
ル
ク
ス
研
究
に
お
け
る
思
考
ス
タ
イ
ル
の
展
開

『
全
体
主
義
の
起
源
』
で
活
用
さ
れ
た
、
共
通
性
、
政
治
的
行
為
、
伝

統
な
ど
の
概
念
は
、
ア

l

レ
ン
ト
の
政
治
理
論
の
主
要
概
念
と
し
て
、

後
の
政
治
的
著
作
で
さ
ら
な
る
理
論
的
展
開
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
の
際
、

そ
れ
ら
の
概
念
は
、
現
代
的
な
政
治
状
況
l
l

全
体
主
義
l

ー
か
ら
引

き
離
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
l

マ
の
政
治
的
経
験
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革

命
な
ど
、
過
去
の
状
況
と
の
関
連
で
扱
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
マ
ル
ク
ス
と
い
っ
た
人
物
の
政
治
思

想
と
の
関
連
で
扱
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
、
『
全
体
主
義
の
起

源
』
と
そ
れ
以
後
の
著
作
群
と
の
聞
に
は
断
絶
が
あ
り
、
後
の
著
作
で

は
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
で
保
た
れ
て
い
た
現
実
の
理
解
に
向
う
姿
勢

が
失
わ
れ
、
過
去
を
理
想
化
す
る
姿
勢
が
そ
れ
に
代
わ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
と
の
見
解
と
は
別
に
、
『
全
体

主
義
の
起
、
源
』
で
練
ら
れ
た
思
考
ス
タ
イ
ル
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て

お
り
、
過
去
へ
の
関
心
は
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
展
開
に
お
い
て
生
じ
た

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
は
後
者
の
考
え
を
支
持
す
る
の
だ
が
、

そ
の
際
彼
女
が
根
拠
と
す
る
の
は
、
ア
l

レ
ン
ト
の
、
書
か
れ
な
か
っ

た
マ
ル
ク
ス
論
で
あ
る
お

S
2
8
=
S
N

一
8
・8
]
)。
『
全
体
主
義
の
起

源
』
の
刊
行
後
、
そ
れ
に
関
連
し
た
諸
論
考
を
著
し
て
い
た
一
九
五
0

年
代
初
頭
、
ア
l

レ
ン
ト
が
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
の
欠
陥
を
補
う
こ

と
に
な
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
マ
ル
ク
ス
研
究
を
構
想
し
て
い
た
こ
と

は
、
ヤ
ン
グ
H
ブ
リ
ュ
l

エ
ル
著
の
伝
記
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
全

体
主
義
の
起
源
』
で
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
考
察
に
そ
の
多
く
が
割
か
れ
、

も
う
一
つ
の
全
体
主
義
で
あ
る
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
、
殊
に
そ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
基
盤
と
な
っ
た
マ
ル
ク
ス
|
レ
1

ニ
ン
主
義
に
つ
い
て
は
考

察
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
補
足
と
し
て
『
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お

け
る
全
体
主
義
的
要
素
』
と
い
う
研
究
が
構
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に
含
ま
れ
た
、
全
体
主
義
を
到
来
さ
せ
る
要
素
|
|
そ

れ
は
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
に
結
晶
化
す
る
ー
ー
に
つ
い
て
の
考
察
が
目
論

ま
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
研
究
は
著
作
に
結
実
し
な
か
っ
た
。
ア
ー

レ
ン
ト
は
こ
の
研
究
構
想
に
発
し
た
、
全
体
主
義
的
要
素
を
巡
る
関
心

を
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
を
、
そ
の
思

想
に
行
き
着
く
以
前
の
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
へ
i

ゲ
ル
に
至
る
ヨ
l

ロ
ツ
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パ
の
政
治
思
想
の
総
体
へ
と
拡
げ
る
。
そ
こ
か
ら
結
果
し
た
の
が
、
『
人

間
の
条
件
』
『
過
去
と
未
来
の
間
』
『
革
命
に
つ
い
て
』
で
あ
っ
た

(
5
5
同

∞
E
S

二
忌
窓
口
町
晶
子
包
。
]
)
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
は
、

『
全
体
主
義
の
起
源
』
と
そ
れ
以
後
の
諸
著
作
と
の
連
続
性
を
主
張
す

る
。
す
な
わ
ち
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
の
補
足
と
し
て
構
想
さ
れ
た
マ

ル
ク
ス
研
究
を
介
し
て
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
以
来
抱
か
れ
て
い
た
全

体
主
義
に
つ
い
て
の
関
心
が
継
続
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

け
れ
ど
も
連
続
性
は
、
ァi
レ
ン
ト
の
思
考
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
も

維
持
さ
れ
た
と
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
は
述
べ
る
。
「
過
去
と
未
来
の
聞
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
、
(
伝
統
と
い
う
筆
者
補
足
)
導
き
な
し
で
動
か
ざ
る
を
得
な
い
と

い
う
感
覚
は
、
彼
女
の
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た

本
が
そ
れ
で
も
っ
て
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
問
題
と
、
直
接
的
に
関

連
し
て
い
る
こ

n
g
g
{
5
3
2
)

と
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
研
究

は
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
と
、
全
体
主
義
論
を
補
う
も
の
と
し
て
連
続

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
問
わ
れ
た
伝
統
の
失
効
、
そ
し
て
先
例
の
な

い
も
の
と
の
対
面
と
い
う
問
題
を
問
い
直
す
も
の
と
し
て
も
連
続
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
『
過
去
と
未
来
の
間
』
所
収
の
論
考
で
は
伝
統
に
つ
い
て

の
考
察
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』
以
来
の
思
考
ス
タ

イ
ル
の
展
開
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
研
究
は

こ
の
側
面
で
も
連
続
性
の
媒
介
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
以
下
、
『
過
去
と
未
来
の
間
』
所
収
の
「
伝
統
と
現
代
」
と
題

さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
と
、
マ
ル
ク
ス
研
究
の
草
稿
で
あ
る
「
カl
ル
・
マ
ル
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ク
ス
と
西
欧
政
治
思
想
の
伝
統
」
で
述
べ
ら
れ
た
アl
レ
ン
ト
の
マ
ル
ク

ス
に
つ
い
て
の
見
解
を
検
討
し
、
ア
l

レ
ン
ト
が
マ
ル
ク
ス
と
い
う
過
去

の
思
相
民
家
に
即
し
て
試
み
た
そ
の
思
考
ス
タ
イ
ル
の
精
微
化
を
考
察
す
る
。

マ
ル
ク
ス
と
伝
統

ア
l

レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
産
業
革
命
お
よ
び
フ
ラ
ン

ス
・
ア
メ
リ
カ
革
命
と
い
う
新
し
く
変
化
す
る
趨
勢
に
直
面
し
、
そ
こ
で

思
想
を
精
微
化
し
た
者
で
あ
る
。
アl
レ
ン
ト
は
述
べ
る
。
「
マ
ル
ク
ス

は
、
変
化
す
る
世
界
で
生
き
た
。
そ
し
て
彼
が
偉
大
な
の
は
、
そ
の
変
化

の
核
心
を
的
確
に
把
握
し
た
か
ら
だ
」
(
冨
当
日
N∞
N
)。
ま
た
、
こ
の
把
握

の
試
み
に
関
連
し
、
マ
ル
ク
ス
は
、
「
自
分
た
ち
の
世
界
が
、
我
々
の
思

想
の
伝
統
で
は
扱
う
こ
と
が
不
可
能
な
、
新
し
い
問
題
、
新
し
い
難
事
に

侵
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
て
い
た
」
(
切
羽
J
N
3
と
述
べ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
は
、
た
と
え
ば
こ
の
趨
勢
に
随
伴
し
て
生
じ
、
殊
に

顕
著
と
な
っ
た
労
働
問
題
に
つ
い
て
も
、
空
想
的
社
会
主
義
者
と
は
考
え

を
異
に
し
て
お
り
、
社
会
的
正
義
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
慈
愛
に
発
す
る

観
念
や
情
熱
的
行
為
で
解
決
さ
れ
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
の
解
決
は
、
根

本
的
に
作
り
変
え
ら
れ
た
世
界
に
お
い
て
実
現
化
さ
れ
る
と
考
え
た
(
玄
掃

討
∞
)
。
アl

レ
ン
ト
は
、
マ
ル
ク
ス
を
、
こ
の
伝
統
的
な
観
念
が
、
現
状

の
趨
勢
か
ら
し
て
古
び
、
実
効
性
を
欠
く
も
の
と
化
し
た
こ
と
、
事
態
は

こ
の
観
念
で
は
把
握
し
難
い
ほ
ど
に
ま
で
変
化
し
そ
れ
ゆ
え
新
し
い
問
題

を
生
じ
さ
せ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
こ
れ
に
促
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さ
れ
て
思
考
を
展
開
し
た
者
と
し
て
評
価
す
る
。
つ
ま
り
、
全
体
主
義
と

い
う
出
来
事
に
見
舞
わ
れ
た
ア
l

レ
ン
ト
と
同
様
、
伝
統
的
な
思
考
で
は

対
処
し
難
い
事
態
に
直
面
し
、
そ
こ
で
考
え
を
展
開
し
た
者
と
し
て
評
価

す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。
「
我
々
は
、
い
ま
だ
に

こ
れ
ら
の
難
事
に
伴
わ
れ
、
そ
こ
で
生
き
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が

事
実
に
お
い
て
は
よ
り
先
鋭
に
な
り
、
理
論
的
構
成
に
お
い
て
は
よ
り
暖

昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
我
々
は
い
ま
だ
に
マ
ル
ク
ス
の
同

時
代
人
な
の
だ
」
(
忌
詞
・
区
。
)
と
。
マ
ル
ク
ス
が
直
面
し
、
解
決
を
試
み

た
問
題
は
存
続
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
全
体
主
義
以
降
と
の
連

続
性
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ア
l

レ
ン
ト
は
、

マ
ル
ク
ス
を
、
自
分
の
時
代
へ
と
持
ち
越
さ
れ
た
問
題
に
対
し
先
駆
的
に

解
決
を
試
み
、
し
か
も
そ
の
試
み
に
お
い
て
、
た
と
え
伝
統
的
な
枠
組
み

か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
も
、
当
の
問
題
の
新
し
さ
に
対
し
的
確
に
応
じ
よ
う

と
努
め
た
者
と
把
握
す
る
。

ま
た
ア
l

レ
ン
ト
は
、
マ
ル
ク
ス
と
自
分
と
の
違
い
に
つ
い
て
も
述
べ

る
。
ア
l

レ
ン
ト
が
直
面
し
た
全
体
主
義
に
お
い
て
は
、
伝
統
は
、
失
効

し
破
産
す
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
マ
ル
ク
ス
に
つ
い

て
は
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。
た
し
か
に
彼
が
直
面
し
た
諸
問
題
は
、
従
来
の

知
的
枠
組
み
な
い
し
は
実
践
に
よ
る
解
決
を
拒
む
。
け
れ
ど
も
伝
統
そ
の

も
の
は
失
効
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
沈
黙
し
た
の
だ
と
言
語
ミ
)
。
産

業
革
命
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
政
治
革
命
は
、
そ
の
出
現
ま
で
に
形

成
さ
れ
維
持
さ
れ
て
い
た
伝
統
の
枠
組
み
を
逸
脱
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て

• 権力と公共圏特集

把
握
し
理
解
す
る
こ
と
を
拒
む
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
伝
統
そ
の
も
の
を

失
効
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
伝
統
と
し
て
の
連
続
性

を
保
ち
つ
つ
、
出
来
事
の
新
し
さ
に
応
じ
て
そ
の
展
開
お
よ
び
改
変
を
試

み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
伝
統
の
沈
黙
は
、
伝
統
そ
の
も

の
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
新
し
い
趨
勢
に
適
合
す
る
も
の

へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
解
消
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
か
ら

ア
l

レ
ン
ト
の
、
マ
ル
ク
ス
を
西
欧
思
想
の
伝
統
に
属
す
る
者
と
す
る
見

解
が
導
き
出
さ
れ
る
。
全
体
主
義
が
到
来
し
、
そ
れ
に
伴
い
伝
統
が
失
効

す
る
以
前
に
生
き
た
マ
ル
ク
ス
に
は
、
こ
の
伝
統
と
い
う
手
立
て
を
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
け
れ
ど
も
ア
l

レ
ン
ト
は
、
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
の

不
徹
底
の
理
由
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
ア
l

レ
ン
ト
は
述
べ
る
。
「
マ
ル

ク
ス
は
、
産
業
革
命
が
発
端
と
な
っ
た
時
代
に
固
有
の
幾
つ
か
の
趨
勢
を

は
っ
き
り
と
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
こ
れ
ら
の
趨
勢
が
、

生
産
手
段
を
社
会
化
す
る
条
件
に
お
い
て
の
み
解
決
さ
れ
る
と
考
え
る
誤

り
を
犯
し
た
。
伝
統
が
彼
に
お
よ
ぼ
し
た
支
配
力
は
、
彼
が
、
こ
の
発
展

を
理
想
化
さ
れ
た
光
に
照
ら
し
て
見
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
、
全

く
異
な
る
歴
史
的
時
期
に
由
来
す
る
術
語
と
概
念
で
も
っ
て
理
解
し
よ
う

と
し
た
こ
と
に
存
し
て
い
た
」
(
切
唱
一
包
出
)
と
。
当
の
趨
勢
を
把
握
す

る
の
に
、
当
時
の
空
想
的
社
会
主
義
か
ら
す
れ
ば
一
見
反
伝
統
的
で
あ
っ

て
も
、
マ
ル
ク
ス
は
、
当
時
と
異
な
る
時
期
に
属
す
る
も
の
で
は
あ
れ
、

や
は
り
旧
来
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
活
用
し
理
解
を
試
み
て
い
た
。

こ
の
こ
と
を
も
っ
て
ア

1

レ
ン
ト
は
マ
ル
ク
ス
が
伝
統
に
よ
る
支
配
か
ら
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マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
伝
統
の
転
倒

マ
ル
ク
ス
が
導
き
出
し
た
、
生
産
手
段
の
社
会
化
と
い
う
解
決
の
プ

ラ
ン
を
、
ア
l

レ
ン
ト
は
誤
り
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
マ
ル
ク

ス
の
、
当
時
の
伝
統
的
な
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
も
把
握
し
難

い
事
態
を
、
伝
統
そ
の
も
の
に
依
拠
し
、
そ
れ
を
転
倒
さ
せ
て
把
握
し

よ
う
と
し
た
ス
タ
イ
ル
、
つ
ま
り
、
「
伝
統
に
固
有
な
概
念
的
手
立
て
を

活
用
し
つ
つ
、
伝
統
に
反
し
て
思
考
す
る
」
(
切
耳
J
N
印
)
ス
タ
イ
ル
を

挙
げ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ア
l

レ
ン
ト
は
、
マ
ル
ク
ス
本
人
に
の
み
そ

の
誤
り
の
責
任
が
あ
る
と
は
せ
ず
に
、
次
の
よ
う
な
思
考
の
方
向
性
を

提
示
す
る
。
ア
l

レ
ン
ト
は
述
べ
る
。
「
マ
ル
ク
ス
は
、
伝
統
そ
の
も
の

が
範
例
的
な
枠
組
み
を
提
供
し
な
い
幾
つ
か
の
新
し
い
基
本
的
事
実
を

己
の
関
心
事
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
の
成
功
あ
る
い
は
失
敗
は
、

こ
う
い
う
事
実
と
の
関
連
に
お
い
て
、
伝
統
そ
の
も
の
が
成
功
し
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
失
敗
し
て
い
る
の
か
、
我
々
が
判
断
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
」
(
富
者
一
N
毘
)
と
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
が
、
伝
統
の
影

響
を
脱
し
得
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
生
産
手
段
の
社
会
化
と
い
う
プ
ラ

ン
を
導
き
出
す
失
敗
を
犯
し
た
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
マ

ル
ク
ス
を
支
配
し
、
彼
を
し
て
そ
う
考
え
さ
せ
た
伝
統
そ
の
も
の
に
失

敗
の
理
由
を
求
め
、
そ
こ
に
彼
の
プ
ラ
ン
に
結
晶
す
る
要
素
を
探
る
方

向
性
を
提
示
す
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
う
い
う
事
態
に
直
面
し
、

2 
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そ
こ
で
伝
統
そ
の
も
の
が
沈
黙
を
脱
し
、
解
決
の
た
め
の
手
立
て
と
し

て
展
開
し
機
能
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
媒
体
と
し
て
把
握
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
伝
統
は
、
伝
統
に
よ
り
把
握
し
難
い
事
態
に

応
じ
て
転
倒
さ
れ
、
展
開
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
伝
統
そ
の
も
の
が
失
効

す
る
と
い
う
、
全
体
主
義
で
経
験
さ
れ
た
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

伝
統
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
考
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
転
倒
あ
る
い
は

展
開
さ
れ
、
そ
し
て
限
界
に
至
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
労
働
を
称
揚
す
る

と
い
う
試
み
に
お
い
て
転
倒
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
アl
レ
ン
ト
は
述
べ

る
。
「
彼
の
思
考
の
、
真
に
反
|
伝
統
的
で
あ
り
、
先
例
が
な
い
側
面
は
、

労
働
の
称
揚
、
そ
し
て
労
働
者
階
級
に
つ
い
て
の
再
解
釈
で
あ
る
。
労
働

は
、
哲
学
史
上
常
に
軽
蔑
さ
れ
た
」
(
冨
男
器
)
と
。
そ
し
て
こ
の
転
倒

は
、
産
業
革
命
以
降
の
、
新
し
い
客
観
的
趨
勢
に
応
じ
る
も
の
と
し
て
試

み
ら
れ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
「
産
業
革
命
は
、
労
働
力
そ
の
も
の
へ
の
無

制
限
の
需
要
を
伴
っ
て
お
り
、
労
働
が
人
間
の
最
も
重
要
な
特
質
で
あ
る

と
い
う
前
代
未
聞
の
再
解
釈
に
帰
結
し
た
。
労
働
の
解
放
は
、
労
働
者
階

級
の
解
放
、
お
よ
び
、
労
働
活
動
の
高
貴
化
と
い
う
二
重
の
意
味
で
新
し

い
社
会
契
約
を
含
意
し
た
」
(
呂
烹
N
g
'
N∞
由
)
と
。
三
こ
で
解
放
は
、
「
全

て
の
人
聞
が
階
級
的
な
出
白
か
ら
独
立
し
、
遅
か
れ
早
か
れ
労
働
者
に
な

る
よ
う
宿
命
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
労
働
過
程
に
適
合
し

得
な
い
者
は
、
社
会
に
よ
っ
て
、
単
な
る
寄
生
者
と
見
な
さ
れ
判
断
さ
れ

る
だ
ろ
う
」
(
富
男N
S

と
い
う
意
味
で
の
解
放
、
す
な
わ
ち
、
資
本
家

階
級
に
よ
る
搾
取
か
ら
の
解
放
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
伝
統
的
に
低
位



34 

と
さ
れ
た
、
軽
蔑
さ
れ
た
状
態
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は

こ
の
趨
勢
に
応
じ
、
反
l

伝
統
的
と
さ
れ
る
見
解I
|

「
労
働
が
人
聞
を

創
造
す
る
」1
i

を
導
き
出
す
。
こ
の
見
解
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
反

伝
統
的
と
さ
れ
る
の
か
。
アl
レ
ン
ト
は
述
べ
る
。
こ
こ
で
「
人
間
の
活

動
と
し
て
の
労
働
は
、
生
活
の
、
正
確
に
言
っ
て
私
的
な
領
域
に
も
は
や

属
さ
な
い
。
そ
れ
は
、
公
的
な
政
治
的
事
実
の
、
最
も
重
要
な
も
の
に
な

る
の
だ
」
(
宮
項
目NE
)
と
。
労
働
は
従
来
、
「
生
命
を
た
だ
保
存
す
る
の

に
必
要
な
、
基
本
的
活
動
」
(
冨
巧
一
民
印
)
、
つ
ま
り
は
必
要
性
に
応
じ
た

活
動
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
政
治
的
な
行
為
の
た

め
の
公
的
領
域
の
外
で
あ
る
、
私
的
領
域
に
属
す
る
も
の
、
政
治
的
行
為

と
の
比
較
か
ら
し
て
低
位
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
ア
l

レ
ン
ト
が
こ
の

際
根
拠
と
す
る
の
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
労
働

活
動
は
奴
隷
に
担
わ
れ
、
ポ
リ
ス
の
市
民
が
労
働
か
ら
自
由
に
な
っ
て
政

治
的
行
為
を
営
む
た
め
の
条
件
を
成
す
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
、
低
位
と

さ
れ
た
労
働
が
産
業
革
命
以
降
の
趨
勢
ゆ
え
に
台
頭
し
、
そ
れ
に
応
じ
て

伝
統
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
り
転
倒
さ
れ
る
。

さ
ら
に
ア

l

レ
ン
ト
の
関
心
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
考
に
お
け
る
、
労
働

に
つ
い
て
の
反
|
伝
統
的
な
概
念
規
定
の
、
政
治
的
含
意
に
向
け
ら
れ
る
。

ア
1

レ
ン
ト
は
こ
の
含
意
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
マ
ル
ク
ス
の
思
考
に
お

け
る
も
う
一
つ
の
転
倒
、
す
な
わ
ち
、
自
由
と
平
等
に
つ
い
て
の
通
念
の

転
倒
へ
と
考
察
の
方
向
を
定
め
る
。
そ
こ
で
自
由
は
、
支
配
被
支
配
関
係

が
消
滅
し
た
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
、
普
遍
的
な
平
等
性
が
成
り
立
つ
と
こ

• 権力と公共圏特集

ろ
に
お
い
て
の
み
実
現
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
普
遍
的
平
等

が
成
り
立
つ
の
は
、
労
働
す
る
者
と
し
て
の
人
聞
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ

れ
る
(
冨
ヲ
ω
宇

8
5
0

こ
の
転
倒
も
や
は
り
、
伝
統
を
沈
黙
さ
せ
た
、

フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
政
治
革
命
と
い
う
事
態
に
応
じ
た
も
の
と
さ
れ

る
(
宮
司
ゐ
忽
)
。
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
自
由
は
、
奴
隷
に

対
す
る
市
民
の
支
配
が
維
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
、
生
命
維
持
の

た
め
の
必
要
事
が
奴
隷
の
労
働
に
よ
り
充
足
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の

み
実
現
す
る
、
政
治
以
前
の
条
件
と
さ
れ
た
(
冨
当
日
露
)
。
ま
た
平
等
に

つ
い
て
は
、
市
民
の
集
ま
り
と
い
う
限
定
さ
れ
た
領
域
内
で
維
持
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
外
の
領
域
へ
と
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
す
な
わ

ち
、
普
遍
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
た
(
富
者
一
母
由

1
8
5
0
ま
た
、

こ
の
ポ
リ
ス
政
体
の
後
に
は
、
政
治
領
域
の
内
部
へ
と
、
支
配
被
支
配
関

係
が
入
り
込
む
。
外
部
H

必
要
性
に
対
す
る
支
配
を
前
提
に
お
互
い
対
等

で
あ
っ
た
市
民
間
に
、
専
制
や
寡
頭
制
と
い
っ
た
支
配
形
態
が
導
入
さ
れ

る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
自
由
は
、
支
配
者
に
特
有
の
も
の
と
さ
れ

た
。
支
配
者
、
ど
被
支
配
者
と
の
不
平
等
が
自
由
の
た
め
の
前
提
で
あ
る

言
巧
ゐ
缶
ゐ
ヨ
)
。
こ
の
よ
う
に
ア1
レ
ン
ト
は
、
自
由
お
よ
び
平
等
に

つ
い
て
の
通
念
を
概
括
す
る
。
こ
の
通
念
か
ら
す
る
と
、
マ
ル
ク
ス
の
思

考
に
お
け
る
、
自
由
は
普
遍
的
平
等
を
条
件
と
す
る
と
い
う
見
解
は
、
転

倒
で
あ
る
。
こ
の
転
倒
に
つ
い
て
、
アl
レ
ン
ト
ほ
こ
う
述
べ
る
。
「
普

遍
的
平
等
性
が
、
全
て
の
者
へ
の
正
義
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
皆
が
自

由
で
あ
り
、
誰
も
が
支
配
さ
れ
な
い
社
会
体
お
よ
び
政
治
体
へ
の
不
可
避

2004 社会思想史研究 NO.28
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的
な
要
求
と
し
て
現
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
語
の
意
味
に
お
け
る
矛
盾
を

持
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。
政
治
思
想
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
平
等
の

概
念
は
、
誰
も
が
自
由
で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」
(
冨
巧
ゐ

8
)
と
。
こ

の
転
倒
の
含
意
は
、
マ
ル
ク
ス
の
、
労
働
概
念
に
お
け
る
転
倒
に
つ
い
て

の
ア
l

レ
ン
ト
の
見
解
を
参
照
す
る
な
ら
よ
り
明
瞭
に
な
る
。
「
マ
ル
ク

ス
が
、
労
働
は
人
間
の
最
も
重
要
な
活
動
で
あ
る
と
述
べ
た
と
き
、
彼

は
、
伝
統
の
観
点
か
ら
こ
う
述
べ
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
由
で
は

な
く
必
要
性
が
、
人
を
人
間
に
す
る
の
だ
」
(
昌
司
己
申

C
)
0ア
l

レ
ン
ト

は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
考
に
お
い
て
、
労
働
も
自
由
も
、
そ
の
伝
統
的
な
意

味
を
保
持
し
た
ま
ま
に
、
重
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
伝
統
的
な
位
階

が
転
倒
さ
れ
た
と
考
え
る
。
労
働
は
、
政
治
的
行
為
の
上
位
と
な
り
、
自

由
は
、
誰
も
が
労
働
者
と
し
て
、
必
要
性
に
従
属
す
る
状
態
に
あ
る
限
り

で
の
普
遍
的
平
等
の
実
現
化
と
引
き
換
え
に
、
実
現
不
可
能
な
も
の
と
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
転
倒
の
試
み
が
、
生
産
手
段
の
社
会
化
と
い
う
プ
ラ
ン

に
帰
結
す
る
。
そ
し
て
こ
の
プ
ラ
ン
の
実
現
に
伴
い
出
現
す
る
も
の
と
し

て
構
想
さ
れ
る
の
が
、
官
僚
制
に
基
づ
く
管
理
行
政
で
あ
る
。
「
政
府
と

は
反
対
に
、
管
理
行
政
は
、
根
本
的
か
つ
普
遍
的
な
平
等
性
の
条
件
で
共

に
生
き
る
人
び
と
に
相
応
し
い
形
態
で
あ
る
。
管
理
行
政
は
、
無
支
配
的

な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
無
人
に
よ

る
支
配
(
邑
m
s
s
g
身
)
、
す
な
わ
ち
決
定
者
不
在
の
統
治
形
態
と
し
て

の
官
僚
制
で
あ
る
」
(
冨
巧HS
S。
ア
l

レ
ン
ト
は
こ
こ
に
、
無
人
支
配

と
い
う
、
全
体
主
義
の
萌
芽
で
あ
る
よ
う
な
統
治
形
態
を
見
出
す
。
彼
女
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が
後
に
構
想
す
る
公
共
領
域
が
、
官
僚
的
な
管
理
機
構
で
も
っ
て
置
き
換

え
ら
れ
る
と
い
う
帰
結
を
見
出
す
。
つ
ま
り
、
西
欧
の
伝
統
的
な
枠
組
み

は
産
業
革
命
と
政
治
革
命
に
発
す
る
趨
勢
に
直
面
し
た
際
、
そ
こ
で
失
効

す
る
こ
と
な
く
、
マ
ル
ク
ス
の
思
考
に
お
い
て
転
倒
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ

て
そ
れ
に
応
じ
、
そ
れ
に
適
し
た
解
決
策
が
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の

だ
が
、
結
局
そ
れ
は
全
体
主
義
を
準
備
す
る
統
治
形
態
に
帰
結
し
た
。

ア
l

レ
ン
ト
の
論
を
辿
る
と
こ
う
結
論
す
る
こ
と
が
出
来
百
。

結

謹
一
四

ア
l

レ
ン
ト
は
述
べ
る
。
「
マ
ル
ク
ス
の
未
来
社
会
に
お
い
て
は
、
国

家
は
死
滅
す
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
区
別
は
な

く
、
い
か
な
る
支
配
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市

国
家
で
の
生
活
に
対
応
し
て
い
る
」
(
冨
巧HN
S
)。
し
か
し
な
が
ら
マ
ル

ク
ス
の
構
想
に
お
い
て
は
、
支
配
の
撤
廃
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
平
等
の
実

現
化
が
徹
底
さ
れ
、
そ
れ
は
管
理
行
政
機
構
と
い
う
、
無
人
支
配
に
結
実

し
た
。
マ
ル
ク
ス
研
究
を
経
た
後
の
ア
l

レ
ン
ト
は
、
『
人
間
の
条
件
』
に

お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
お
よ
び
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
政
治
的
経
験
に
向

か
い
、
そ
こ
で
、
活
動
的
生
活
、
お
よ
び
公
共
性
の
概
念
の
検
討
を
行
な

う
。
ま
た
、
『
革
命
に
つ
い
て
』
で
は
、
マ
ル
ク
ス
が
構
想
し
た
革
命
と

別
の
草
命
、
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
が
評
価
さ
れ
、
そ
こ
で
間
わ

れ
た
、
新
し
く
始
め
る
こ
と
と
し
て
の
革
命
、
お
よ
び
、
「
公
共
の
事
柄



• 36 

に
参
加
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
公
共
的
領
域
に
参
与
す
る
こ
と
」
と
し

て
の
自
由

3
m
h
N
)
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
直
し
が
行
な
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
の
、
伝
統
を
転
倒
さ
せ
る
こ
と
で
新
し
い
現
状
に

応
じ
解
決
を
見
い
だ
そ
う
と
い
う
試
み
と
異
な
る
方
法
で
、
伝
統
の
可
能

性
を
探
究
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
西
欧
の
伝
統
の
う
ち
で
、
マ
ル
ク
ス

の
構
想
に
帰
結
せ
ず
、
そ
れ
で
い
て
現
実
的
な
課
題
に
対
処
し
得
た
潜
在

力
を
、
殊
に
政
治
的
行
為
、
公
共
性
の
概
念
の
含
意
に
お
い
て
探
り
出
そ

う
と
す
る
営
み
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、

ア
l

レ
ン
ト
の
こ
の
営
み
を
導
く
こ
と
に
な
る
も
う
一
つ
の
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
ア
l

レ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
の
探
究
を
、
伝
統

の
失
効
の
自
覚
に
基
づ
き
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
。
「
伝
統
の
紐
帯
が
最

終
的
に
失
効
し
た
と
き
、
過
去
と
未
来
の
聞
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
思
考
活
動

に
の
み
特
有
な
条
件
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
思
考
を
自
ら
の
第
一
の

仕
事
と
す
る
少
数
の
者
に
限
ら
れ
た
経
験
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
そ
れ

は
、
全
て
の
者
に
と
っ
て
、
明
白
な
現
実
と
な
り
、
難
事
に
な
っ
た
」

(
切
羽
，
H
E
)。
そ
こ
で
伝
統
は
失
効
し
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
可
能

で
あ
っ
た
転
倒
の
試
み
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
、
『
全
体
主
義
の
起
源
』

以
来
の
自
覚
が
、
ア
l

レ
ン
ト
の
、
西
欧
思
想
の
考
察
を
ど
う
導
く
こ
と

に
な
る
の
か
、
こ
の
検
討
に
つ
い
て
は
別
稿
の
課
題
と
し
た
い
。

(
し
の
は
ら
・
ま
さ
た
け
/
都
市
論
・
社
会
思
想
史
)
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注(
1
)す
な
わ
ち
、
「
ポ
ス
ト
近
代
化
が
進
展
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
そ
う
し

た
公
共
空
間
は
ま
す
ま
す
私
有
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
都
市
の

景
観
は
、
公
共
の
広
場
や
人
び
と
の
公
共
空
間
で
の
出
会
い
を
重
視
し
て

き
た
近
代
的
な
あ
り
方
か
ら
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ1
ル
や
フ
リ
1

ウ
ェ
イ
、

そ
し
て
専
用
ゲ
l

ト
っ
き
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
か
ら
な
る
閉
ざ
さ
れ
た

空
間
へ
と
移
り
変
わ
り
つ
つ
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
「
公
共
空
間
が
そ
の
よ
う

に
か
な
り
の
程
度
ま
で
私
有
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
私
的
空
間
と

公
的
空
間
の
あ
い
だ
の
弁
証
法
と
か
、
内
部
と
外
部
の
あ
い
だ
の
弁
証
法

左
い
っ
た
も
の
左
の
関
連
で
社
会
的
組
織
化
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
も
は

や
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
」
(
『
帝
国
』
、
二
四
二
四
四
頁
)
。

(
2
)
R
Cロ
品
。E
E
ロ
ι
吉
田
宮
内
田
司
。

E
t
a
-
-と

E
C回
忌
∞
Z
巳
日
。
。
同
司o
g
z
g
E
g
z
B
H

官
】
2
E

〕
二
回d口
且O
B
S
ロ
住
ロ
汽
。
い
ず
れ
も
貝
〕
所
収
。

(
3
)
ア
l

レ
ン
ト
の
、
全
体
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
論
理
性
が
見
い
だ
さ
れ
る

と
い
う
見
解
は
、
フ
イ
リ
ッ
プ
・
ラ
ク
i
H

ラ
バ
ル
ト
と
ジ
ヤ
ン
H

リ
ュ
ッ

ク
・
ナ
ン
シ
ー
に
よ
る
論
考
『
ナ
チ
神
話
』
で
支
持
さ
れ
る
。
「
ナ
チ
ズ
ム

に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
惹
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の

注
意
を
引
き
つ
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
V
E
-
-

そ
れ
は
本
質
的
に
、

ハ
ン
ナ
・
アl

レ
ン
ト
が
会
伶
主
肴
骨
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
そ
の
試
論
の

中
で
こ
の
語
を
定
義
し
た
意
味
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
(
強
調
は

原
著
。
以
下
同
様
。
)
」
(
『
ナ
チ
神
話
』
、
二
九
頁
)
と
。
そ
こ
で
は
、
「
ナ
チ

ズ
ム
が
問
題
に
な
る
際
に
、
性
急
で
乱
暴
か
つ
多
く
の
場
合
盲
目
的
に
行
な

わ
れ
る
、
非
合
理
卦
弘
前
と
い
う
糾
弾
」
に
異
議
が
唱
え
ら
れ
、
逆
に
、
「
フ
ア

、
別
式
川
L
M
h
v
拾
恐
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
(
向
上
、
一
二
四
頁
)
。
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
非
合
理
な
動
機
の
隠
蔽
物
と
見
な
す
の
で
な
く
、
そ
こ
に
論
理
性
が

見
出
さ
れ
る
と
考
え
た
先
駆
者
と
し
て
アl
レ
ン
ト
は
評
価
さ
れ
る
。

(
4
)
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
論
理
は
、
「
過
去
に
つ
い
て
の
全
的
な
説
明
、
現
在
に

つ
い
て
の
全
的
な
知
識
、
未
来
に
つ
い
て
の
全
的
な
予
言
」
を
要
求
す
る
、

「
あ
ら
ゆ
る
経
験
か
ら
独
立
し
、
そ
こ
か
ら
何
を
も
学
、
は
な
い
」
、
「
公
理

と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
、
全
て
を
そ
こ
か
ら
演
鐸
す
る
と
こ
ろ
の
前
提 2004 社会思想史研究 No.28
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か
ら
出
発
す
る
完
全
に
論
理
的
な
手
続
き
へ
と
事
実
を
整
除
す
る
」
と
い

う
三
つ
の
特
徴
が
備
わ
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
(
。
、
円
台
。
ム
ロ
)

(
5
)本
稿
で
は
、
ァ
1

レ
ン
ト
の
マ
ル
ク
ス
読
解
の
適
切
さ
に
つ
い
て
は
検
討
し

な
い
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば

7
l

テ
イ
ン
・
ジ
ェ
イ
の
よ
う
に
、
そ
の
読

解
の
不
正
確
を
指
摘
す
る
者
が
い
る
。
彼
は
、
ァ
l

レ
ン
ト
の
、

7
ル
ク
ス

の
労
働
概
念
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
と
述
べ
る
。
「
マ
ル
ク
ス

に
と
っ
て
労
働
は
、
生
物
的
な
生
存
の
維
持
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
諸
条

件
の
再
生
産
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
は
正
確
に

は
ア
レ
ン
ト
が
仕
事
と
表
示
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
の
自
然
と
の
相
互

行
為
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
客
観
的
事
物
か
ら
な
る
世
界
の
創
造
を
伴
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
欲
し
た
も
の
は
、
資
本
主
義
の
も
と
で
客

観
化
(
O
S
R
医
g
g
g

が
物
象
化

(
5医
B
g
息
さ
れ
た
性
質
を
蒙
る
こ

と
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
客
観
化
そ
の
も
の
の
克
服
で
は
な
か
っ
た

以
上
、
マ
ル
ク
ス
の
目
標
が
仕
事
の
労
働
へ
の
還
元
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
こ

と
は
不
正
確
で
あ
る
」
と
。
あ
る
い
は
、
「
マ
ル
ク
ス
の
具
体
的
な
歴
史
的

な
著
作
の
う
ち
に
は
内
容
豊
富
な
箇
所
が
多
数
あ
り
、
そ
の
最
も
顕
著
な
も

の
は
『
ブ
リ
ユ
メ
ー
ル
十
八
日
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
彼
は
、
歴
史
の
あ
る

瞬
間
瞬
間
に
は
政
治
的
領
域
が
相
対
的
自
律
性
を
も
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る

の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ァl
レ
ン
ト
の
、
マ
ル
ク
ス
の
政
治
的
諸
著
作
へ
の

無
配
慮
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
ア
ン
ト
ニ
ォ
・
グ
ラ
ム
シ
や
ア
ン
リ
・
ル

フ
ェ
l

ブ
ル
の
名
を
挙
げ
て
、
「
マ
ル
ク
ス
の
労
働
概
念
の
う
ち
に
経
済
的

決
定
主
義
の
理
論
よ
り
も
む
し
ろ
実
践
の
哲
学
を
発
見
」
す
る
こ
と
の
可
能

性
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
概
念
を
た
だ
自
然
と
の
メ

タ
ボ
リ
ズ
ム
と
見
な
す
アl
レ
ン
ト
の
解
釈
の
不
徹
底
を
批
判
す
る
の
で
あ

る
(
『
永
遠
の
亡
命
者
た
ち
』
、
四
二
一
|
四
一
五
頁
)
。

参
照
文
献
(
引
用
は
、
ァ
l

レ
ン
ト
に
関
し
て
は
(
略
号
一
ペ
ー
ジ
数
)
の
順
、

そ
の
他
の
外
国
語
文
献
に
関
し
て
は
(
著
者
名
[
年
号
・
ペ
ー
ジ
数
]
)
の

順
、
邦
訳
文
献
に
関
し
て
は
(
書
名
、
頁
数
)
の
順
で
そ
れ
ぞ
れ
表
示
し
た
。
) 〉

店
ロ
ι
F出
E
S
E
-
s
a
(
H
S
H
)
・
叫
出
向
。3
h官
白
書
店
刊
同
町
ミ
号
、
昌
吉
句
喜

w
Z
2
5
円
F

出
向
g
z

江
田
E
B

』r
h
。
自
宮
目
立
。
→
]

-
1

・
5
S
3
8

∞
)
・
豆
、
寄
書
室
内
ミ
ミ
た
E
P
E
E
S
-
5
5
2
H
H
3
R
E
E問。

司
円
。ωω
・
[
国
わ
]

|
|
冨
お

2
8
5
・
旬
、
空
母
室
、
皇
室
弘
、
ミ
竜
馬
、
吾
唱
♂
門F
F

ロ
宮
口

回
。
。-
a・
[
切
司
司
]

-
1
H
S
C
(
巴
8
)
・
雪
尽
き

e
s
p
z
g
J
F
H
F
Fロ
官
ロ
図
。
。
E
・
[
。
同
]

|
|
-
呂
志

-
b
起
し
ま
S
E

且5
5
K
室

h
、
同
U
8
E
H
U
R
(
問
。z
p
守
円
。
言
。ι
・
)
司

2
0
d司
可
。
円F
F出
向
円
O
C
円
同
国E
2
h
昨
わ
。
ョ
ヨ
ミ
[
何
回
]

ー

l
J
N
C
C
N
氏
周
一
Z
R
H
田
口
且
けF
Z
U
&
c
g
o
向
者
g
g
g

同S
E
E
S
-
3
。
ロ
程
}
戸
ヨ

M
S
ミ
河
内
師
号
、s
u
S
(
N
)・
害
児
ω
己
申
・
冨
巧
]

回
O
B
ω
E
ロ
』
・E
n
g
E
・
N
C
C
N
-
E
→
z
o
。
ュ
岡
田ω色
、
同
。SE
E呂
田
町
百
一Z
。
同
国
百
円
。
門
予

U
E
F
E
t
a
-
-
e
s
~勾E
E

三

-
S
(
N
)
w宅
・
ω∞H
1
8
H

p
g
g
p
冨
m
包
括
円
・
s
s
-
E

喜

Q
p
h
豆
諸
島
~
弘
同
色
道
官
号
S
S
S
A
『
思
、

~
u
n
L
&
S
二
百
室
h
p町
、P
E
E

且
問
。-
P
B
E
且
阻
め
匂
包
括
2
5
p
g
ω
・

。
.
∞
巳r
s
p
Z
S
F
H
S品
・
玄
阿
世
旨
島
町
内
包
同
日
出
o
F
R
Z
田
区
間U
E
品
『
含
ω亘
色

即
g
q

・

Z
(
品
。0
2
1匂
回
予
旨
己
呂
田
可
皇
呂
E
宮
F
F
B
O
任
問
・
a
・
)
'

e
s
s
号
、
s
b
託
E
S

雪
主
主
的
-
F
2号
P

害

E
E
-
忍

M
M
m
T
自
・

5
5

開

W
B
o
z
-何
回E
F
o
p
-忌
笠

(
H
g
N
)同町
豊
富
F
母
富
島
~
』
サ
ミh
室
内
き
常

事
、
雪
山
弘
司

z
o
d匂
出
ω
4
2

自
己
戸
。
ロ
e
p
d
】o
d
E
Z
円
ω
-
q
H
4
0
2

・

l
l
N
O
O
N
-
d
ヨ
長
。
。
口
松
田
え
に4
0
4司司σ
E
M
g且
S
E
E
-、

h
R
註
勾
E
S

円F

酌
喧

(
N
)
w
司
司
・
印
品
寸

l
印
寸
∞

ブ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ク

l
H

ラ
バ
ル
ト
、
ジ
ャ
ン
H
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
l

『
ナ
チ

神
話
』
守
中
高
明
訳
、
松
箱
社
、
二O
O
二
年
。

マ
イ
ケ
ル
・
ハ
i

卜
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
『
(
帝
国
〉
』
水
嶋
一
憲
他
訳
、
以

文
社
、
二
O
O
三
年
。

マ
|
テ
イ
ン
・
ジ
ェ
イ
『
永
遠
の
亡
命
者
た
ち
|
|
知
識
人
の
移
住
と
思
想
の

運
命
』
今
村
仁
司
他
訳
、
新
曜
社
、
一
九
八
九
年
。
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初コ 23
期、募
yしと竺 E同

l 三 25
マ--
ンーー
の v一
真ケ
量 l
高シ
誕ヨ
判

• 
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
権
力
に
向
け
て

No.28 

ン

特集

西
菜
穂
子

は
じ
め
に

初
期
著
作
『
権
力
』
(
富
田
門
戸ω
Z
G
E
・
5
5

に
よ
っ
て
ル
l

マ
ン

は
独
自
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
的
権
力
理
論
の
基
盤
を
打
ち
立
て
た
。
本

稿
で
は
『
権
力
』
執
筆
の
準
備
段
階
と
し
て
ル1
マ
ン
が
一
九
六
九
年

に
政
治
学
誌
に
寄
稿
し
た
論
文
「
古
典
的
権
力
理
論
批
判
」

(
k
g
g
n
z

→
z
g
片
付
与R
呂
田
n
Z
B
同
号
-
r
F
B門
司
芯
E
g
g
t
-
a
)に焦
点
を
当
て
、
そ
の

主
論
点
に
つ
い
て
解
釈
・
再
構
成
を
試
み
た
い
。

社
会
に
関
わ
る
学
問
領
域
の
み
な
ら
ず
一
般
用
語
と
し
て
浸
透
し
て

い
る
権
力
は
、
「
物
理
学
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も
匹
敵
す
る
」
政
治
学
の
根

本
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
力
に
関
す
る
記
述
に
は
、
時
代
背
景
や

特
集

権
力
と
公
共
圏

固
2004 社会思想史研究

政
治
体
制
に
影
響
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
諸
要
因
が
と
り
わ
け
重

圧
的
に
働
く
た
め
に
、
そ
の
一
般
理
論
の
構
築
に
成
功
し
て
い
る
例
は

意
外
に
少
な
い
。
概
念
定
義
が
暖
昧
で
伝
統
的
概
念
使
用
が
現
代
的
モ

デ
ル
に
混
在
す
る
よ
う
な
記
述
も
多
々
見
ら
れ
る
。

政
治
に
つ
い
て
語
る
こ
と
自
体
が
不
可
避
的
に
政
治
的
行
為
の
色
を
帯

び
て
し
ま
う
の
は
「
純
粋
な
記
述
概
念
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
論
者
」
で

あ
っ
て
も
「
政
治
的
対
立
の
絶
対
的
な
克
服
へ
の
夢
を
潜
ま
せ
て
い
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
こ
民
」
に
起
因
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
政
治
(
社

会
)
理
論
と
は
自
己
の
立
脚
点
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
政
治

的
立
場
を
提
示
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
す
れ
ば
、

〈
完
全
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
〉
政
治
(
社
会
)
理
論
な
ど
形
容
矛
盾
で
あ

ろ
う
。
概
念
批
判
の
作
業
の
背
後
に
は
必
ず
二
疋
の
価
値
判
断
、
た
と
え
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ば
政
治
哲
学
に
お
い
て
は
〈
在
る
べ
き
政
治
的
・
社
会
的
秩
序
〉

サ
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
権
力
を
必
要
悪
と
す
る
に
せ
よ
、
集
団
行
動
に
お

い
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
に
せ
よ
、
「
な
に
ゆ
え
に
権
力
が
そ
れ

ほ
ど
の
力
を
持
つ
の
か
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
権
力
と
は
何
で
あ
る
の
か
確

た
る
把
握
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
事
情
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ

る
」
(
同
→
冨w
E
S

と
い
う
ル
l

マ
ン
の
指
摘
は
、
政
治
理
論
に
お
い
て

権
力
概
念
が
苧
む
か
か
る
困
難
を
的
確
に
表
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

『
権
力
』
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
権
力
を
伝

統
的
価
値
判
断
の
残
浮
か
ら
切
り
離
し
、
現
代
社
会
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込

ま
れ
た
媒
体
と
し
て
捉
え
、
そ
の
表
出
と
機
能
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
社
会
理
論
の
部
分
と
し
て
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
様
相
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
「
古
典
的
権
力
理
論
批
判
」
は
そ
の
前
段

階
と
し
て
伝
統
的
権
力
理
論
の
誤
謬
を
指
摘
し
諸
概
念
の
縮
れ
を
解
き
ほ

ぐ
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
『
権
力
』
で
展
開
さ
れ
た

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア

(
F
B
B医
長
さ
B

回
目
注
目
出
)
と
し

て
の
権
力
」
が
単
に
ひ
と
つ
の
新
し
い
権
力
モ
デ
ル
の
例
一
不
に
終
わ
ら
な

い
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
布
石
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ル
l

マ
ン
が
後
に
取

り
組
ん
だ
歴
史
的
ゼ
マ
ン
テ
ィ
l

ク
の
記
述
に
つ
な
が
る
初
期
の
試
み
と

し
て
、
重
要
な
萌
芽
を
い
く
つ
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
古
典
的
権
力
理
論
批
判
」
に
は
、
背
景
の
議
論
が
紙
幅
の
関
係
上
省

略
ま
た
は
簡
略
化
さ
れ
た
多
数
の
論
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
そ
の
中
か
ら
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
初
期
著

の
ド
ク

• 39 

作
の
関
連
議
論
も
導
入
し
つ
つ
、
全
体
の
論
証
を
再
構
成
す
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
ル
l

マ
ン
が
簡
潔
に
要
約
し
た
従
来
の
権
力
概
念
に
対
す
る

問
題
意
識
を
敷
桁
し
連
関
を
補
い
、
後
の
『
権
力
』
が
依
拠
す
る
政
治

お
よ
び
社
会
の
諸
概
念
と
の
差
異
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
同
時
に
、

『
権
力
』
に
お
け
る
記
述
や
中
・
後
期
の
概
念
規
定
・
考
察
を
適
宜
参
照

し
つ
つ
ル
l

マ
ン
理
論
を
構
成
す
る
独
自
の
概
念
装
置
へ
の
視
点
の
転

換
も
試
み
た
い
。

そ
の
上
で
『
権
力
』
の
よ
り
本
質
的
解
釈
を
可
能
と
し
、
難
解
と
さ

れ
る
ル
l

マ
ン
社
会
シ
ス
テ
ム
論
の
社
会
理
論
史
に
お
け
る
ゼ
マ
ン

テ
ィ
l

ク
的
転
換
を
よ
り
明
ら
か
な
姿
と
す
る
と
い
う
作
業
の
、
政
治

シ
ス
テ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
の
導
入
点
と
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

ル
l

マ
ン
政
治
理
論
は
社
会

(
p
a
z
n
F島
)
の
部
分
シ
ス
テ
ム

3
2
-唱
団
g
g
)
と
し
て
の
政
治
シ
ス
テ
ム
と
い
う
視
点
で
展
開
さ
れ
る
。

権
力
、
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
政
治
シ
ス
テ
ム
が
固
有
の
構
造
と
性
質
を
持
ち
政
治
的
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
自
体
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
権
力
の
意
味
す
る
対
象
は
政
治
権
力
に
の
み

限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
政
治
権
力
以
外
の
権
力
源
泉
を
認
め
な
い

と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
政
治
権
力
」
と
い
う
〈
意
味
の
境
界
線
〉
を
引

い
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

む
し
ろ
政
治
シ
ス
テ
ム
の
中
心
的
機
能
と
し
て
自
律
化
し
て
い
る
政
治

権
力
以
外
の
、
政
治
化
さ
れ
な
い
ま
ま
残
さ
れ
た
「
社
会
的
権
力
」
の
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源
泉
の
影
響
力
や
潜
在
性
の
大
き
さ
が
よ
り
明
確
に
一
不
さ
れ
る
、
と
考

え
ら
れ
お
。
し
か
し
重
要
な
点
は
、
機
能
と
し
て
限
定
的
な
「
権
限
と

し
て
の
権
力
」
、
す
な
わ
ち
既
に
協
定
さ
れ
た
統
治
行
為
を
行
う
権
限
に

用
法
を
限
定
す
る
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
権
力
概
念
に
つ
い
て
の
了
解
の
甑
離
は
意
識
的
に
制
度
化
さ
れ

た
機
能
と
し
て
定
義
さ
れ
た
「
権
力
」
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ

学
問
的
に
使
用
さ
れ
る
権
力
そ
の
も
の
の
〈
語
感
〉
が
一
般
論
の
そ
れ

と
大
差
な
い
場
合
に
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
題
名
の
「
古
典
的
(
E
g
a
m
n
y
ご
と
い
う
語
に
つ
い
て
付
言

す
る
と
、
こ
れ
は
特
定
の
時
代
や
古
典
古
代
な
ど
を
指
す
の
で
は
な
く
、

「
伝
統
的
」
ま
た
は
「
従
来
の
」
と
い
う
一
般
的
な
語
意
で
用
い
ら
れ
て

い
る
。
「
古
典
」
は
「
古
典
」
と
し
て
引
用
・
参
照
さ
れ
る
限
り
自
己
言

及
的
に
「
古
典
」
と
し
て
成
り
立
つ
(
〈
包
・
拐
-
再
・
)
。
し
た
が
っ
て

「
大
家
」
は
引
き
合
い
に
出
さ
れ
続
け
る
限
り
「
古
典
」
な
の
で
あ
っ

て
、
ル
!
マ
ン
の
批
判
的
視
点
は
そ
う
し
た
引
用
の
あ
り
方
お
よ
び
解

釈
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

• 権力と公共圏特集

権
力
の
所
有
|
|
「
物
質
』
・
「
財
』
と
し
て
の
権
力

ま
ず
ル
l

マ
ン
の
古
典
的
権
力
理
論
批
判
に
お
け
る
要
点
の
ひ
と
つ

で
あ
る
権
力
の
所
有
と
い
う
観
点
か
ら
近
代
政
治
学
の
代
表
例
を
概
観

す
る
と
、
権
力
の
「
所
有
者
」
や
「
獲
得
」
お
よ
び
「
譲
渡
」
が
中
心

的
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
べ
て
は
権
力
が
「
所
有
可

能
な
財
(
t
g
R
σ
向

g
c

巳
)
」
(
同
吋
一
戸
H
a
R
)
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ル
ソ
l

の
い
わ
ゆ
る
「
統
治

行
為
」
を
政
治
的
権
力
の
機
能
と
す
る
と
、
国
家
の
具
体
的
権
力
は
機

関
に
具
備
さ
れ
て
お
り
、
機
関
の
担
い
手
と
し
て
の
主
体
(
統
治
者
)
が

権
力
を
行
使
す
る
。
こ
の
主
体
が
権
力
の
行
使
権
を
伴
う
地
位
を
手
放

す
と
、
同
時
に
権
力
も
主
体
か
ら
離
れ
る
。
こ
の
論
理
で
は
、
所
有
可

能
な
権
力
の
源
泉
の
存
在
を
認
め
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
ま

た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
あ
っ
て
は
、
「
生
来
の
力
(
口
忠
ロ
邑
官
者
巾
円
)
」
は
人
間

が
本
来
具
備
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
が
、
多
数
の
力
が
合
一
化
し
「
正

当
化
」
さ
れ
る
と
、
こ
れ
が
主
権
者
の
「
権
力
」
と
し
て
物
質
化
さ
れ

て
所
有
が
可
能
と
な
る
。
こ
こ
で
は
「
正
当
化
」
が
権
力
の
性
質
を
確

定
す
る
上
で
重
要
な
モ
メ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
四
節
に

も
述
べ
る
が
「
正
当
性
」
は
こ
の
論
理
が
抱
え
る
本
質
的
な
問
題
点
を

解
決
し
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
こ
の
よ
う
な
「
(
政
治
権
)
力
」
が

正
当
性
を
持
つ
も
の
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
な
ら
、
数
多
の
政

治
哲
学
者
が
今
日
ま
で
言
及
し
て
き
た
(
権
力
の
奪
取
〉
や
〈
借
主
に

よ
る
権
力
の
不
当
な
濫
用
〉
は
不
可
能
で
あ
り
、
「
権
力
」
を
め
ぐ
る
戦

い
も
あ
り
え
な
く
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
根
底
に

は
「
(
政
治
権
)
力
」
は
正
当
化
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い
が
、
放
っ
て
お

け
ば
そ
の
「
所
有
」
を
め
ぐ
っ
て
須
ら
く
闘
争
の
起
こ
る
火
種
を
抱
え

た
〈
魅
力
的
な
財
・
資
源
〉
と
い
う
潜
在
意
識
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

2004 No.28 社会思想史研究



〈公募論文〉コミュ二ケ ション メディアとしての権力 lこ向けて 西菜穂子

さ
て
、
今
日
一
般
に
用
い
ら
れ
る
「
権
力
の
所
有
」
概
念
は
素
朴
な

認
識
論
に
依
拠
し
て
い
る
、
と
ル

l

マ
ン
は
指
摘
す
針
。
古
典
的
権
力

理
論
に
お
い
て
懇
意
的
に
使
用
さ
れ
る
所
有
概
念
に
は
、
そ
の
理
論
構

築
に
と
っ
て
利
点
と
な
る
成
立
条
件
が
あ
る
、
と
し
て
ル
l

マ
ン
は
①

常
に
新
規
獲
得
の
必
要
の
な
い
所
有
性
、
②
制
限
性
お
よ
び
保
全
性
、
③

独
立
し
た
可
変
性
と
代
替
性
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
(
〈
包
・
問
、
『
戸

H
a
F
)
。

ま
ず
①
に
よ
っ
て
、
権
力
所
有
の
安
泰
を
脅
か
す
危
険
の
源
泉
は
「
違

法
」
な
も
の
と
し
て
特
定
さ
れ
る
。
あ
と
は
権
力
の
所
有
を
そ
れ
ら
の

特
定
の
危
険
か
ら
遮
断
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
②
の
「
境
界
線
」
(
つ
ま
り

「
正
当
性
」
の
柵
)
で
因
わ
れ
た
合
法
的
な
所
有
物
と
し
て
の
権
力
は
安

泰
と
な
る
。
ま
た
、
囲
い
込
ま
れ
た
権
力
は
財
と
し
て
独
立
し
て
い
る

た
め
に
委
譲
や
③
可
変
・
代
替
が
可
能
と
な
る
。
か
く
し
て
状
況
の
変

化
に
対
し
て
比
較
的
安
定
的
な
権
力
保
持
・
継
承
が
可
能
と
な
り
、
ま

た
権
力
の
名
の
下
に
物
理
的
暴
力
そ
の
他
の
行
使
が
可
能
と
な
る
(
代

表
例
と
し
て
マ
キ
ヤ
ベ
リ
ズ
ム
な
ど
)
。
換
言
す
れ
ば
、
相
互
間
の
影
響
や

関
係
性
の
流
動
・
均
衡
を
、
所
有
と
い
う
概
念
で
く
く
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
複
雑
な
依
存
関
係
や
状
況
を
単
純
化
し
、
都
合
の
よ
い
法
則
を
見

出
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
所
有
概
念
は
そ

の
確
定
的
な
性
質
に
よ
っ
て
、
高
度
な
流
動
性
を
持
ち
相
互
依
存
が
複

合
化
し
て
い
る
現
代
社
会
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
、
と
ル
l

マ
ン
は
認

め
る
。
だ
が
そ
の
所
有
概
念
を
権
力
に
適
用
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な

い
こ
と
が
次
節
以
降
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
権
力
に
対
す
る
所
有
概
念
の
援
用
は
コ
ン
フ
リ
ク
ト
理

論
に
よ
る
社
会
理
解
を
土
台
と
し
て
い
る
、
と
ルl
マ
ン
は
指
摘
す
る
。

こ
の
社
会
理
解
に
お
け
る
問
題
点
は
、
権
力
所
有
が
〈
安
全
保
障
措
置
〉

と
し
て
の
物
理
的
暴
力
に
象
徴
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
政
治

権
力
と
物
理
的
暴
力
は
明
確
に
分
離
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張

は
も
ち
ろ
ん
ル
l

マ
ン
に
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
が
、
次
節
に
論
じ
ら

れ
る
権
力
[
冨
R

宮
リ
(
喜
吉
田
円
宮
)
の
2

邑
こ
と
い
う
構
造
や
概
念
規
定

の
見
直
し
の
後
に
、
独
自
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
浮
か
び
上
が
る
。

権
力
富
岳
}
と
物
理
的
暴
力
宰
苔a
E
r
g
s
の
分
離
に
つ
い
て

コ
ン
フ
リ
ク
ト
理
論
に
お
け
る
権
力
と
物
理
的
暴
力
の
性
質

近
代
政
治
学
以
降
の
ホ
ッ
ブ
ズ
的
ア
ト
ミ
ズ
ム
に
基
づ
く
人
間
像
は

自
ら
の
最
大
限
利
益
実
現
を
最
大
関
心
事
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
冗
的

人
間
像
に
基
づ
け
ば
、
財
の
限
界
に
お
い
て
必
然
的
に
コ
ン
フ
リ
ク
ト

が
発
生
す
る
。
た
と
え
ば
単
純
化
さ
れ
た
二
者
間
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
で

は
、
最
終
手
段
と
し
て
物
理
的
暴
力
が
控
え
て
い
る
場
合
、
物
理
的
暴

力
は
行
使
さ
れ
ず
と
も
脅
威
と
し
て
影
響
力
を
持
つ
。
よ
っ
て
結
果
予

測
に
基
づ
く
闘
争
回
避
の
選
択
も
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
向
か
う
直
線
上
の

一
歩
手
前
の
解
決
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
理
論
で
は
〈
不
戦
敗

者
〉
の
機
会
や
能
力
は
度
外
視
さ
れ
、
〈
不
戦
勝
者
)
は
少
々
優
勢
で
あ

れ
ば
す
べ
て
の
権
力
を
掌
握
す
る
。
さ
ら
に
権
力
が
測
定
可
能
で
あ
れ



42 

ば
、
測
定
の
済
ん
だ
時
点
で
勝
者
は
既
に
確
定
す
る
の
で
効
率
的
で
あ

る
。
最
終
的
に
は
複
数
の
当
事
者
が
最
も
強
大
な
物
理
的
暴
力
の
所
有

者
の
前
に
屈
服
す
る
た
め
、
権
力
を
媒
介
と
し
た
関
係
性
は
一
元
的
な

力
に
よ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
(
こ
の
理
論
に
基
づ
け
ば

〈
群
雄
割
拠
〉
と
い
う
状
態
は
実
質
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
)
。

ル
l

マ
ン
は
か
か
る
権
力
を
闘
争
に
お
け
る
勝
利
の
上
に
成
立
す
る

き
わ
め
て
排
他
的
な
「
単
一
的
本
質
(
ぎ
g
o
明
日

Z
巳
日
)
」
(
聞
日
戸

店
印
)
で
あ
る
と
す
る
。
現
実
に
は
、
負
荷
の
大
き
い
物
理
的
暴
力
の

実
際
の
行
使
は
可
能
な
限
り
回
避
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
の
潜
在
的
効
果
に

よ
っ
て
他
の
当
事
者
を
「
合
意
」
へ
と
導
く
。
こ
う
し
た
理
論
で
は
た

い
て
い
、
〈
完
全
に
精
確
な
〉
権
力
測
定
の
不
可
能
や
、
関
係
性
の
安

定
を
流
動
化
さ
せ
る
〈
不
確
定
要
因
〉
な
ど
の
余
地
を
残
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
単
純
す
ぎ
る
図
式
に
対
す
る
批
判
を
免
れ
よ
う
と
す
る
工
夫

が
施
さ
れ
る
が
、
結
局
は
そ
の
〈
不
確
定
要
因
〉
は
実
際
の
闘
争
の
結

果
に
よ
っ
て
権
力
格
差
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
で
取
り
除
か
れ
る
。
し
た

が
っ
て
古
典
的
権
力
理
論
の
背
景
に
あ
る
の
は
常
に
「
闘
争
に
方
向
付

け
ら
れ
た
(
宮
口
出
官
。5
5
2
)

」
(
内E
H
H
E
R
)
権
力
観
な
の
で
あ
る
。

• 権力と公共圏特集

コ
ン
フ
リ
ク
ト
理
論
に
お
い
て
物
理
的
暴
力
が
持
つ
戦
略
的
意
味

さ
ら
に
物
理
的
暴
力
に
裏
打
ち
さ
れ
た
権
力
理
論
援
用
の
利
点
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
は
ル
l

マ
ン
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
以
下
の
二
点
で
あ

る
。
物
理
的
暴
力
の
①
行
使
の
普
遍
性
、
な
ら
び
に
そ
の
②
非
常
に
高

2 

い
・
予
測
可
能
な
荷
重
限
界
(
〈
包
・
問
、
H，
戸
5
3
0
こ
れ
ら
の
特
質
に

よ
っ
て
物
理
的
強
制
は
他
の
手
段
よ
り
選
択
性
・
保
全
性
・
流
動
性
の
い

ず
れ
も
が
非
常
に
高
い
水
準
で
確
保
さ
れ
て
い
る
。
①
は
、
物
理
的
強
制

e
s
a
R
F
R
N
巧

B
m
)
の
行
使
が
地
位
や
役
割
、
グ
ル
ー
プ
、
属
性
な
ど

と
い
っ
た
社
会
的
要
件
と
は
無
縁
で
あ
る
、
も
し
く
は
こ
れ
ら
の
複
合
要

件
も
す
べ
て
一
打
で
粉
砕
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ

る
。
ま
た
②
に
つ
い
て
は
、
物
理
的
強
制
と
表
裏
一
体
(
も
し
く
は
同
義
)

の
権
力
は
、
①
の
様
に
そ
の
ほ
か
の
様
態
・
条
件
か
ら
よ
り
独
立
し
て
お

り
、
か
つ
最
終
手
段
と
し
て
圧
倒
的
な
決
定
力
を
持
つ
た
め
に
荷
重
限
界

が
巴
、
か
つ
物
理
的
計
測
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
毒
す
る
。

古
典
的
権
力
理
論
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
な
概
観
を
持
つ
権
力

が
政
治
シ
ス
テ
ム
や
国
家
さ
ら
に
平
和
状
態
を
形
成
す
る
原
動
力
と

な
る
。
た
と
え
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
政
治
観
を
踏
襲
し
物
理
的
強
制
は
権

力
の
常
態
で
は
な
い
と
主
張
し
て
も
、
そ
の
脅
威
が
潜
在
的
に
控
え
て

い
る
た
め
に
、
〈
物
理
的
暴
力
を
究
極
手
段
と
し
て
具
備
す
る
権
力
に

よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
政
治
社
会
〉
と
い
う
図
式
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
消
極
的
な
平
和
状
態
の
把
握
は
必
然
的
に
社
会
契
約
論
の
よ
う

な
理
論
装
置
を
必
要
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
解
釈
で
は
、
平
和
と
い

う
の
は
個
々
の
欲
求
の
暴
走
が
物
理
的
暴
力
を
背
景
と
し
た
権
力
に

よ
っ
て
統
御
さ
れ
て
い
る
状
態
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
善
や
正
義
を
行
為
選
択
の
究
極
目
的
と
掲
げ
つ
つ
、
国
家
は

こ
の
目
的
到
達
の
た
め
に
よ
り
優
越
な
闘
争
力
の
拡
大
に
努
め
る
こ
と
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が
必
要
か
つ
合
理
的
な
手
段
と
み
な
す
理
論
は
実
際
、
上
述
の
よ
う
な

背
景
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
物
理
的
暴
力
行
使
の
意
思
決
定
の
独
占
の
み
が
支
配
を
可
能

に
す
る
、
と
み
な
す
に
は
現
代
社
会
の
諸
シ
ス
テ
ム
の
相
互
依
存
は
極

度
に
複
合
化
し
て
い
る
。
ル
l

マ
ン
は
、
今
日
で
は
物
理
的
強
制
装
置

は
歴
史
的
過
程
を
経
た
上
で
「
兵
舎
に
入
れ
ら
れ
た

(
E
S
5
5
5
」

a
H，

F
H
同
日
)
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
法
治
国
家
で
は
法
の
下
に

正
当
性
を
持
つ
国
家
権
力
の
み
が
物
理
的
強
制
の
行
使
権
を
持
つ
た
め
、

散
漫
し
て
い
た
物
理
的
暴
力
は
既
に
ひ
と
つ
の
権
力
の
名
の
下
に
集
中

し
て
い
る
。
こ
の
集
中
化
に
よ
っ
て
社
会
に
お
け
る
他
の
権
力
源
泉
が

物
理
的
暴
力
の
脅
威
か
ら
自
由
と
な
り
、
本
領
を
発
揮
し
て
く
る
の
で

あ
る
。
物
理
的
暴
力
が
集
中
化
さ
れ
管
理
化
さ
れ
た
社
会
で
は
、
本
来

は
極
め
て
単
純
な
意
味
に
お
い
て
物
理
的
暴
力
に
基
づ
い
て
い
た
権
力

が
そ
の
発
生
条
件
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は

即
時
に
物
理
的
暴
力
の
影
響
力
の
喪
失
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
物
理
的
暴
力
は
意
思
貫
徹
手
段
か
ら
シ
ン
ボ
ル
的
手
段
へ
と
そ
の

機
能
を
変
容
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
参
与
す
る
す
べ
て
の
構
成
員
の
共
生
的
(
印
苫
を
o
g
n
F
)メ
カ

ニ
ズ
ム
に
お
け
る
、
回
避
さ
れ
る
べ
き
選
択
肢
と
し
て
の
意
義
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

現
代
社
会
に
固
有
の
「
権
力
の
上
昇
(
冨
R

宮
田
信
号
三
口
問
ご
は
、
上

述
の
「
物
理
的
暴
力
の
集
中
化
」
お
よ
び
権
力
を
め
ぐ
る
政
治
的
選
択
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行
動
の
二
元
コ
ー
ド
化
の
理
論
に
よ
っ
て
の
み
説
明
が
可
能
と
な
り
、

コ
ン
フ
リ
ク
ト
理
論
で
は
成
し
得
な
い
、
と
ル
!
?
ン
は
主
張
す
る
。

こ
の
「
上
田
升
」
概
念
は
権
力
の
一
極
集
中
強
化
や
権
力
保
持
者
の
支
配

力
増
大
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
権
力
と
名
づ
け
ら
れ
う
る
源
泉
自

体
の
増
加
、
ま
た
そ
れ
ら
の
影
響
下
で
の
政
治
的
選
択
行
動
の
複
雑
化
、

さ
ら
に
行
為
者
聞
の
権
力
に
よ
る
影
響
関
係
の
複
雑
な
相
互
依
存
を
指

す
。
こ
れ
ら
を
可
能
と
す
る
、
物
理
的
暴
力
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
権
力

源
泉
の
影
響
を
描
き
出
す
に
は
、
ま
ず
物
理
的
暴
力
と
権
力
を
明
確
に

区
別
し
、
相
互
の
関
係
性
を
規
定
し
な
お
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
後

に
提
示
さ
れ
る
「
シ
ン
ボ
ル
的
に
一
般
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
メ
デ
ィ
ア
(
印
ヨ
ロ
Z
E
R
F
問
自
何
同
色
2
5
3
2
問
。B
B
E

口
安
住
吉
田
目
立
呂
田
)
」

と
し
て
の
権
力
に
つ
い
て
は
第
五
節
に
論
じ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
権

力
の
上
昇
」
と
い
う
ル
l

マ
ン
固
有
の
現
代
社
会
の
権
力
の
様
相
が
よ

り
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

古
典
的
権
力
理
論
に
お
け
る
『
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
」
の
権
力

古
典
的
権
力
理
論
の
依
拠
す
る
政
治
・
社
会
観
の
理
解
の
た
め
に
、

こ
こ
で
シ
ス
テ
ム
と
い
う
概
念
の
伝
統
的
な
意
味
に
つ
い
て
思
想
史
の

観
点
か
ら
簡
単
に
捉
え
な
お
し
て
み
た
い
。

シ
ス
テ
ム
概
念
は
本
来
、
対
象
を
諸
要
素
の
構
成
体
と
み
な
す
古
代

ギ
リ
シ
ア
の
還
元
主
義
的
な
空
間
構
造
や
有
機
体
の
理
解
に
由
来
す
る
。
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こ
の
定
義
に
基
づ
き
、
た
と
え
ば
『
政
治
学
』
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

が
国
家
を
〈
複
数
の
部
分
か
ら
成
る
合
一
の
目
的
を
有
す
る
統
一
体
〉
と

み
な
し
支
配
の
必
然
性
を
説
明
し
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
内
に
ヒ
エ
ラ
ル

ヒ
l

が
存
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
垂
直
的
価
値
が
上
位
か
ら
下
位
ま
で
貫

徹
し
、
さ
ら
に
各
機
能
が
非
等
価
か
つ
因
果
的
に
作
用
す
る
こ
の
政
治

シ
ス
テ
ム
は
、
ル
l

マ
ン
に
よ
れ
ば
、
些
少
の
変
化
を
別
と
し
て
外
界

か
ら
の
影
響
を
本
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お

い
て
伝
統
的
な
シ
ス
テ
ム
分
類
に
お
け
る
「
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
(
開

g
'

n
E
O田
8
5
ω
ヨ
丹
市
自
由
)
」
(
聞
日
戸

5
0
)
で
あ
る
(
こ
の
「
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
」

は
ル
i

マ
ン
社
会
シ
ス
テ
ム
論
中
期
以
降
の
オ
l

ト
ポ
イ
エ
l

シ
ス
・
シ
ス
テ

ム
の
作
動
的
「
閉
鎖
性
」
と
は
具
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
)
。

伝
統
的
シ
ス
テ
ム
分
類
で
は
シ
ス
テ
ム
を
①
環
境
か
ら
遮
断
さ
れ
た

「
閉
じ
た
(
四
四
月
E
g
8
ロ
)
」
も
の
と
、
②
独
自
の
優
先
機
能
を
持
ち
な
が
ら

も
環
境
と
交
換
関
係
あ
る
「
聞
い
た
(
C
R
g
)
」
も
の
に
一
一
分
し
て
い
る
。
①

の
「
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
」
は
、
厳
密
に
は
内
部
で
す
べ
て
の
事
象
が
完
結

す
る
と
い
う
現
実
に
も
理
論
上
も
存
在
し
得
な
い
、
い
わ
ば
〈
想
像
上
の

機
械
〉
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
(
実
際
に
は
機
械
も
環
境
と
の
接
続
無
し
に
は

稼
動
で
き
な
い
)
。
し
か
し
外
界
か
ら
の
刺
激
を
完
全
度
外
視
す
る
と
現
実

味
を
欠
く
た
め
、
大
抵
あ
る
程
度
の
影
響
を
認
め
て
い
る
が
、
シ
ス
テ
ム

内
部
の
決
定
性
は
不
変
で
あ
る
。
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
語
の
使
用
の
如

何
に
か
か
わ
ら
ず
、
古
典
的
権
力
理
論
の
政
治
・
社
会
構
造
は
概
し
て
こ

う
し
た
シ
ス
テ
ム
解
釈
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

• 権力と公共圏特集

閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
で
は
権
力
は
①
伝
導
性

3
5
5
庄
三
芯
同
)
の
法

則
、
②
権
力
総
量
一
定
の
法
則
、
③
均
衡
性
(
中
立
性
)
の
法
則
に
基

づ
い
て
機
能
す
る
(
〈
伺
「
関4
P
H
H
g
)。
①
伝
導
性
の
法
則
は
た
と
え

ば
権
力
連
鎖
に
お
い
て
権
力
保
持
者
A
の
権
力
が
B
、
C
と
伝
わ

り
権
力
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
l

の
下
位
に
及
ぶ
こ
と
を
表
す
。
均
衡
や
因
果
関

係
も
し
く
は
価
値
判
断
・
噌
好
の
合
理
的
選
択
は
通
常
こ
の
「
伝
導
性
」

の
法
則
に
基
づ
い
た
計
算
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
権
力
と
支
配
の

因
果
関
係
も
こ
の
法
則
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
権
力
の
影
響

力
が
下
方
垂
直
に
受
け
継
が
れ
れ
ば
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
内
で
は
い
わ
ゆ

る
「
下
克
上
」
は
絶
対
に
起
こ
り
え
な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
単
純
な
社

会
に
お
い
て
も
権
力
の
非
継
承
性
は
現
実
に
発
生
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
法
則
の
誤
謬
は
明
ら
か
で
あ
る
。

閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
で
は
「
閉
じ
て
い
る
」
す
な
わ
ち
価
値
体
系
が
決

定
し
て
い
る
と
い
う
規
定
に
よ
り
、
そ
も
そ
も
前
提
と
し
て
環
境
か
ら

の
影
響
を
度
外
視
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
定
法
則
に
則
っ

て
い
る
は
ず
の
古
典
的
権
力
理
論
に
お
い
て
も
闘
争
に
お
け
る
勝
利
の

「
可
能
性
」
は
理
論
上
す
べ
て
の
参
加
者
に
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
権
力
連
鎖
の
変
化
も
あ
り
う
る
。
そ
こ
で
②
の
権
力
総
量
一
定
の

法
則
に
よ
っ
て
、
こ
の
権
力
連
鎖
の
変
化
を
計
測
可
能
な
権
力
の
配
分

比
重
の
変
化
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
(
権
力
の
発
生
に
つ
い
て
は
言

及
さ
れ
な
い
。
こ
の
時
点
で
定
量
の
権
力
が
す
で
に
〈
あ
る
〉
も
の
と
さ
れ
て

い
る
)
0こ
の
法
則
の
採
択
は
理
論
上
可
能
な
権
力
連
鎖
の
変
化
を
安
定

2004 No.28 社会思想史研究



〈公募論文〉コミュニケーション・メディアとしての権力に向けて一一西菜穂子

さ
せ
る
た
め
の
戦
略
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
権
力
保
持
者
の
関
心
事
は

常
に
〈
す
で
に
あ
る
〉
総
量
二
疋
の
権
力
の
分
配
に
し
か
な
い
。
し
か

し
、
合
理
的
選
択
行
動
に
本
来
必
要
な
の
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
権
力
が
顕

現
化
し
て
選
択
の
前
提
に
変
遷
す
る
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
と

ル
l

マ
ン
は
強
調
し
て
い
る
。

総
量
一
定
の
法
則
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
の
は
、
た
と
え
ば
官

僚
支
配
の
権
力
と
個
人
の
自
由
の
反
比
例
関
係
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

政
党
に
お
け
る
寡
頭
制
ま
た
は
社
会
主
義
体
制
に
お
け
る
民
主
主
義
の

中
央
集
権
化
の
議
論
も
こ
の
法
則
に
則
っ
て
い
る
。
権
力
が
総
量
一
定

で
伝
導
性
を
持
っ
と
す
る
と
、
必
然
的
に
制
御
・
監
視
の
た
め
に
③
均
衡

性
の
法
則
(
た
と
え
ば
権
力
分
立
)
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
法
則
の
採
択

に
よ
っ
て
、
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
権
力
に
起
因
す
る
諸
変
化
を
、

す
べ
て
職
掌
・
管
轄
の
変
化
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
物
理
的

暴
力
と
同
一
視
し
た
権
力
の
場
合
、
総
量
一
定
で
あ
れ
ば
敵
対
者
の
権

力
増
強
は
同
時
に
自
身
の
権
力
喪
失
と
み
な
さ
れ
る
た
め
補
填
の
必
要

も
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
権
力
は
封
じ
込
め
ら
れ
、
現
状
の
把
握

も
権
力
分
立
の
枠
内
で
単
純
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
と
な
る
が
、

こ
れ
ら
の
原
則
を
利
点
と
し
た
自
己
完
結
型
理
論
は
単
純
な
因
果
関
係

し
か
描
き
え
な
い
の
で
あ
る
。
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四

原
因
と
し
て
の
権
力
|
|
権
力
と
支
配
の
因
果
関
係

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
示
唆
さ
れ
た
と
お
り
、
伝
統
的
な

ス
テ
ム
」
の
思
考
に
お
い
て
は
、
〈
手
段
し
と
目
的
に
代
替
さ
れ
る
権
力
、
ど

支
配
の
因
果
関
係
〉
の
法
則
が
基
幹
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
因
果

関
係
図
式
は
古
典
的
権
力
理
論
に
お
け
る
「
目
的
論
的
な
合
理
的
行
為

理
論
の
補
完
理
論
」
で
あ
る
と
い
う
ル
l

マ
ン
の
批
判
は
、
こ
の
理
論

の
き
わ
め
て
窓
意
的
・
操
作
的
な
性
格
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
初
期
著
作
『
目
的
概
念
と
シ
ス
テ
ム
合
理
性
』
に

お
け
る
目
的
論
的
行
為
論
批
判
と
政
治
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
記
述
を

中
心
に
、
権
力
と
支
配
の
因
果
関
係
理
論
の
性
質
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

真
理
と
し
て
の
善
き
国
家
を
志
向
す
る
政
治
共
同
体
と
し
て
の
古
代

ギ
リ
シ
ア
的
国
家
観
に
お
い
て
は
、
法
は
必
然
的
に
倫
理
の
下
に
あ
っ

た
。
し
か
し
近
代
初
期
、
国
家
が
法
的
共
同
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
さ
ら
に
自
然
法
論
の
衰
退
と
国
家
の
決
定
機
関
に
よ
る
法

の
実
定
化
を
と
も
な
っ
て
現
代
法
治
国
家
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
、
法

は
倫
理
学
の
枠
組
み
か
ら
独
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
〈
包
・
N
Z
ω


g
E
S
/

六
O
|
六
三
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、
法
(
シ
ス
テ
ム
)
お
よ
び
政

治
(
シ
ス
テ
ム
)
が
至
高
概
念
で
あ
る
善
を
目
指
す
た
め
の
一
機
能
で
は

な
く
な
っ
た
時
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
目
的
の
再
規
定
が
必
要
に
な
る
。

し
か
し
国
家
と
法
の
関
係
性
に
取
り
組
む
政
治
理
論
の
現
実
に
と
っ
て

「
閉
じ
た
シ
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は
、
両
者
は
分
離
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
新
た
な
紐
帯
と
し
て
の
規

範
の
追
求
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
試
み
は
往
々
に
し

て
客
観
理
論
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
は
き
わ
め
て
ド
グ
マ
的
な
応
酬
と

な
っ
て
し
ま
う
危
険
を
苧
ん
で
い
る
。
か
か
る
潮
流
に
お
け
る
近
代
自

然
法
概
念
の
復
古
や
、
「
正
義
」
な
ど
の
倫
理
的
契
機
の
提
示
は
、
先
に

述
べ
た
「
合
理
的
行
為
目
的
論
」
の
失
わ
れ
た
「
目
的
」
を
意
図
的
に

復
活
さ
せ
る
企
図
な
の
で
あ
る
。
ま
た
は
逆
に
思
想
的
目
的
が
〈
先
に

あ
り
き
〉
で
、
そ
の
貫
徹
・
遂
行
の
た
め
の
手
段
の
正
当
化
と
し
て
の

権
力
理
論
、
お
よ
び
そ
の
濫
用
防
止
の
た
め
の
正
当
性
と
い
う
「
ア
リ

バ
イ
」
や
法
シ
ス
テ
ム
と
い
う
道
具
立
て
の
装
備
が
あ
る
、
と
み
な
し

て
も
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
定
の
価
値
の
標
楊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

理
論
前
提
は
、
前
節
の
「
伝
導
性
の
法
則
」
に
則
っ
て
一
定
の
価
値
が

シ
ス
テ
ム
の
下
部
ま
で
行
き
渡
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
別
の

価
値
の
変
更
、
す
な
わ
ち
手
段
の
選
択
に
お
け
る
柔
軟
性
は
実
質
無
い

に
等
し
く
、
実
現
さ
れ
た
「
結
果
」
に
つ
い
て
も
掲
げ
ら
れ
た
価
値
体

系
に
妥
当
す
る
も
の
、
も
し
く
は
妥
当
さ
せ
た
い
も
の
に
つ
い
て
定
式

を
当
て
は
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
来
、
「
目
的
/
手
段
」
お
よ
び
「
原
因
/
結
果
」
と
い
う

図
式
は
行
為
や
出
来
事
に
対
し
て
価
値
秩
序
を
も
た
ら
す
「
構
成
的
な

作
用
」
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
変
数
同
土
の
関
係
性
を
「
原
因
一
と
「
結

果
」
と
い
う
図
式
で
表
す
と
必
然
的
に
無
限
遡
及
の
問
題
へ
と
導
か
れ

る
。
古
典
的
権
力
理
論
で
は
、
現
実
に
は
変
数
で
あ
る
は
ず
の
一
一
つ
の

• 権力と公共圏特集

要
素
を
、
目
的
を
中
心
と
し
て
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
の

回
避
を
図
る
。
だ
が
結
果
は
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
た
目
的
(
支
配
)
か

ら
先
取
り
説
明
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
行
為
(
権
力
投
入
)
の
功
利
計
算

は
未
来
に
つ
い
て
の
〈
十
全
な
情
報
)
に
基
づ
い
た
動
機
付
け
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
(
多
少
の
偶
発
性
に
つ
い
て
の
言
及
も
ア
リ
バ
イ
に
す
ぎ

な
い
)
。
つ
ま
り
過
去
と
未
来
の
情
報
が
同
質
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
れ
ら

の
情
報
に
は
時
間
概
念
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

因
果
関
係
図
式
は
「
目
的
/
手
段
」
図
式
を
変
数
同
士
の
関
係
性
と

し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
理
論
化
が

可
能
と
な
る
(
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
区
別
の
選
択
の
た
め
の
諸
条
件
で
あ
っ
て
、

外
部
の
所
与
に
こ
の
図
式
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
)
。
そ
こ
で
ル

l

マ

ン
は
近
代
主
体
概
念
と
意
志
の
目
的
合
理
的
構
造
に
代
わ
る
、
選
択
行

為
の
理
論
と
し
て
シ
ス
テ
ム
合
理
性
を
主
張
す
る
。
古
典
的
権
力
理
論

で
は
〈
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
〉
政
治
「
シ
ス
テ
ム
」
の
構
造
を
権
力

と
支
配
の
因
果
関
係
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
実
際
は
逆

で
あ
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
こ
そ
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
因
果
過
程
を
可

能
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
(
〈
包
・
同
門
戸5
3
0
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
諸
々
の
選
択
行
動
を
具
体
的
な
一
一
元
コ
!
ド

へ
と
転
換
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
権
力
を

媒
介
と
し
た
政
治
的
選
択
の
操
作
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
想
定
さ
れ
た
価
値
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
!
と
は
無
縁
で
あ
る
。

権
力
と
支
配
の
因
果
関
係
は
決
定
可
能
な
未
来
、
確
定
し
た
欲
求
、 2004 NO.28 社会思想史研究
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闘
争
を
前
提
と
し
た
〈
選
択
行
動
〉
し
か
認
め
て
い
な
い
。

権
力
を
め
ぐ
る
選
択
行
動
は
本
来
「
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
行
動
」
と
い

う
否
定
的
契
機
の
究
明
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
本
質
を
あ
ら
わ
に
す
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
顕
現
化
し
な
か
っ
た
諸
要
素
の
結
合
性
〉
と

い
う
意
味
で
の
複
合
性
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
合
理
的
行
為
目
的
論
に
代
わ
る
、
そ
れ
自
体
は
価
値
を
規
定

し
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
原
理
は
、
オ
ル
タ
ナ
テ
イ
ヴ
を
求
め
る
動
き
に
対

し
て
聞
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
政
治
的
選
択
行
動
に
お
け
る
目
的

規
定
の
役
割
を
価
値
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
l
の
「
天
井
概
念

(
U
R
y
r
m民討

と
し
て
の
倫
理
学
に
対
し
て
要
求
す
る
こ
と
な
く
|
|
換
言
す
れ
ば
実

際
に
は
理
論
的
に
不
可
能
な
「
事
象
総
て
を
包
括
す
る
よ
う
な
完
全
な

価
値
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
打
ち
立
て
る
」
(
N毘
-
N
S
/

一
九
八
頁
)
こ
と

を
必
要
と
せ
ず
に
|
1
諸
要
素
の
複
雑
な
「
因
果
連
関
」
が
組
み
合
わ

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
論
自
体
と
し
て
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
針
。
す

な
わ
ち
、
〈
白
ら
の
価
値
を
規
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
な
が
ら

も
、
そ
れ
自
体
は
規
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
現
代
の
倫
理

学
が
抱
え
る
ジ
レ
ン
マ
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
価
値
判

断
を
二
次
観
察
視
点
に
よ
っ
て
倫
理
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

捉
え
記
述
す
る
と
い
う
ル
l

マ
ン
の
企
図
の
特
色
と
根
本
原
理
は
、
か

か
る
「
条
件
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
の
〈
一
次
的
〉
価
値

中
立
性
・
認
知
的
柔
軟
性
に
則
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 し

か
し
、
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五

コ
ミ
三
ア
ケl
シ
ヨ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
権
力
と
墜
凋
シ
ス
テ
ム

あ
ら
た
め
て
ル
l

マ
ン
社
会
シ
ス
テ
ム
の
理
論
に
立
ち
戻
り
、
選
択

行
動
を
二
一
冗
コ
ー
ド
(
す
る
/
し
な
い
)
の
視
点
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
伝
統
的
な
「
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
」
に
お
け

る
諸
機
能
の
は
た
ら
き
と
は
全
く
異
な
る
概
観
を
呈
す
る
。
た
と
え
ば

政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
物
理
的
暴
力
そ
の
他
の
強
制
や
投
入
の
前
提

条
件
を
「
投
入
す
る
/
投
入
し
な
い
」
の
選
択
行
動
の
条
件
に
置
き
換

え
る
と
、
「
投
入
し
な
い
」
選
択
に
働
く
強
制
力
以
外
の
権
力
源
泉
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ル
l

マ
ン
に
よ
れ
ば
、
現
行
の
民
主
主
義
に
お

い
て
は
強
制
力
の
あ
る
選
択
と
い
う
意
味
で
有
権
者
が
最
高
次
の
権
力

(n) 

を
有
し
て
い
る
。
選
挙
と
は
行
政
管
理
を
め
ぐ
る
選
択
行
動
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
化
で
あ
る
。
し
か
し
権
力
を
め
ぐ
る
選
択
行
動
が
こ
の
よ
う
に
形

式
化
さ
れ
た
制
度
で
は
最
高
次
の
権
力
は
最
も
複
雑
な
形
態
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
そ
の
負
荷
軽
減
要
求
も
最
も
高
い
。
そ
し
て
負
担
軽
減
の
プ

ロ
セ
ス
を
経
る
と
有
権
者
の
権
力
は
減
少
す
る
。
す
な
わ
ち
選
挙
の
形

式
と
し
て
の
一
定
性
が
強
ま
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
必
然
的
に
強
制
力

に
基
づ
く
権
力
(
選
挙
)
と
は
逆
方
向
の
権
力
、
つ
ま
り
有
権
者
に
よ

る
、
組
織
化
さ
れ
た
政
府
へ
の
影
響
力
(
各
種
団
体
な
ど
)
と
い
う
協
働

的
な
基
盤
を
持
つ
権
力
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
は
政
治
の
形
式
化
に
対

す
る
補
助
的
機
能
で
あ
り
、
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
政
治
家
は
有
権
者
に
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さ
ら
に
他
の
選
択
肢
を
提
供
す
る
。
す
る
と
回
避
さ
れ
た
選
択
肢
の
膨

大
な
数
を
考
慮
し
た
場
合
、
高
度
に
複
合
化
さ
れ
た
選
択
領
域
で
は
逆

方
向
の
権
力
の
方
が
よ
り
強
大
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
(
〈
拘
「
同
寸
戸

H
S
)。
高
度
に
複
合
化
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
内
で
は
選
択
行
動
を
通
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
よ
り
強
大
な
権
力
、
が
揮
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
「
こ
れ
こ
そ
が
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
を
手
な
ず
け
る
こ
と
」
(
同
日
戸

H
E
)
で
あ
り
本
来
の
権
力
分
立
の
意
は
そ
こ
に
あ
る
、
と
ル
l

マ
ン
は

主
張
す
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
高
度
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
た
政
治
的
選
択
行

動
に
お
い
て
、
権
力
の
諸
機
能
は
上
昇
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
こ

の
「
権
力
の
上
昇
」
は
政
治
シ
ス
テ
ム
の
「
複
合
性
」
の
上
昇
と
関
連

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
複
合
性
(
問
。BZ
g
E
)
」
は
初
期
ル
!
マ
ン
理

論
以
来
の
重
要
な
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
微
妙
に
変
遷

し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
の
定
義
に
従

い
、
各
要
素
聞
の
結
合
が
限
界
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
意
味
・
選
択
の

連
関
・
結
合
が
こ
れ
以
上
不
可
能
な
個
々
に
独
立
し
た
諸
要
素
の
集
ま

(
回
)

り
を
指
す
と
す
る
。

政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
固
有
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
「
政
治
権

力
」
に
基
づ
く
選
択
行
動
の
規
準
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸

要
素
は
へ
権
力
を
媒
介
に
し
た
選
択
行
動
の
可
能
性
〉
と
い
う
意
味
づ

け
を
軸
に
互
い
に
結
び
つ
く
。
こ
れ
が
権
力
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
「
複
合
性
の
縮
減
a
E
Z
E
Dロ
〈
口
口
問0
5
1巾
弘
喜
)
」
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の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
員
の
異
動
に
関
わ
ら
ず
一
定
の
情
報
調
達
と
情

報
評
価
が
可
能
と
な
り
、
複
合
性
、
つ
ま
り
諸
要
素
の
結
合
に
対
す
る

硬
直
性
が
減
少
す
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
シ
ス
テ
ム
境
界
線3
3
丹
市B
E

鳴
8
8
)

に
は
シ
ス
テ
ム
と
環
境
の
「
複
合
性
の
落
差

(
F
B官
庁
品
目

富
岡
町
密
ぽ
)
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
複
合
性
は
環
境
の
み
な
ら
ず
シ
ス
テ

ム
の
内
部
で
も
上
昇
す
る
と
と
か
ら
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ

デ
ィ
ア
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
内
部
の
複
合
性
を
縮
減
し
得

た
範
囲
に
シ
ス
テ
ム
境
界
線
、
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
権
力
の
機
能
が
上
昇
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
シ
ス
テ

ム
が
ま
す
ま
す
複
合
性
を
上
昇
さ
せ
る
が
た
め
に
、
そ
の
縮
減
機
能
を

担
う
権
力
が
そ
の
コ
l

ド
と
し
て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
増
大
さ
せ
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

認
知
的
(
宮
間
口
庄
司
)
に
開
い
て
い
る
ル

l

マ
ン
社
会
シ
ス
テ
ム
論
に

お
い
て
は
、
現
代
政
治
シ
ス
テ
ム
の
複
合
性
は
権
力
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
縮
減
さ
れ
(
た
と
え
ば
、
一
方
で
選

挙
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
複
合
性
の
縮
減
)
、
ま
た
同
時
に
そ
の
働
き
に
よ
っ

て
権
力
の
メ
デ
ィ
ア
機
能
そ
の
も
の
が
上
昇
す
る
(
他
方
で
選
挙
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
お
け
る
行
為
連
鎖
の
形
成
に
よ
る
権
力
の
連
関
お
よ
び
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

の
増
大
・
強
大
化
)
。
ま
た
、
選
択
行
動
に
お
い
て
回
避
さ
れ
た
幾
多
も

の
選
択
肢
は
、
選
択
さ
れ
う
る
可
能
性
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
潜
在
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
り
う
る
こ
と
も
、
権
力
の
強
大
化
と
密
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接
に
関
連
し
て
い
る
。

多
岐
に
わ
た
る
〈
回
避
さ
れ
る
べ
き
選
択
肢
〉
と
い
う
基
盤
の
上
に
権

力
が
差
異
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
選
択
行
動
」
と
い
う

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
媒
介
と
し
た
社
会
の
部
分
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

政
治
シ
ス
テ
ム
の
構
造
に
権
力
基
盤
が
拠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
し
ば
し
ば
誤
解
に
よ
っ
て
現
状
追
認
の
保
守
主
義
者
と

し
て
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
〈
初
め
に
確
た
る
構
造
あ
り
き
〉
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ルl
マ
ン
の
提
示
す
る
「
構
造
」
は
選
択
行

動
と
い
う
〈
要
素
結
合
〉
の
形
態
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
顕
現
化
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
一
面
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
表
す
こ
と
こ
そ
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
権
力
が
そ
の
コ
l

ド
機
能
に

よ
っ
て
政
治
シ
ス
テ
ム
の
境
界
を
引
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ル

l

マ
ン

に
あ
っ
て
は
権
力
と
は
構
造
と
相
関
し
あ
う
選
択
の
媒
介
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
政
治
的
権
力
と
い
う
〈
意
味
の
境
界
線
〉
に
お
け
る
差
異
化
を

記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
政
治
シ
ス
テ
ム
の
外
部
で
、
政
治
シ
ス
テ

ム
と
は
関
係
の
無
い
所
で
生
ま
れ
、
残
存
し
て
い
る
社
会
権
力
」
(
宮

-
S

/
二
子
八
頁
)
が
示
さ
れ
、
そ
の
可
能
性
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
そ
れ
ら

の
否
定
的
・
肯
定
的
「
賞
罰
(
営
協
同
弓
ロ
)
」
に
基
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
権
力

(
お
)

源
泉
は
い
か
に
「
政
治
化
」
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
、
ま
た
視
点
を
逆
転
さ
せ

れ
ば
、
「
政
治
化
」
さ
れ
な
い
権
力
源
泉
の
存
在
が
浮
上
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
政
治
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
限
界
点
(
境
界
と
い
う
意
味
で
の
)
が
い
か

に
し
て
社
会
の
機
能
的
相
互
依
存
の
中
で
立
ち
現
わ
れ
る
の
か
。
か
か
る

• 49 

「
差
異
化
」
の
問
題
意
識
の
下
に
ルl
マ
ン
は
『
権
力
』
に
お
い
て
権
力

理
論
の
社
会
理
論
と
し
て
の
一
般
化
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時

に
、
〈
失
わ
れ
た
規
範
〉
を
取
り
戻
す
た
め
の
倫
理
的
基
礎
付
け
を
政
治

理
論
の
核
と
し
て
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
陥
る
隆
路
左
は
次
元
を
異
に

す
る
、
社
会
(
シ
ス
テ
ム
)
の
一
環
と
し
て
の
政
治
(
シ
ス
テ
ム
)
の
記
述

を
目
指
す
企
図
で
も
あ
る
。

そ
の
様
相
を
詳
細
に
論
じ
る
た
め
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
権
力
の
コ
l

ド
機
能
に
関
す
る
記
述
を
中
心
と
し

た
『
権
力
』
を
中
期
の
大
著
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
で
展
開
・
確
立

さ
れ
た
メ
タ
理
論
の
土
台
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
個
別
の
重
要
概

念
の
ゼ
マ
ン
テ
ィ
l

ク
的
転
換
に
つ
い
て
さ
ら
に
吟
味
・
解
釈
し
て
ゆ

く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
作
業
の
後
に
政
治
シ
ス
テ
ム
と
い
う
ひ
と
つ
の

媒
介
を
通
し
て
、
真
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
理
論
的
困
難
も
含
め
た
ル
l

マ
ン
社
会
理
論
の
理
論
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
よ
り
明
ら
か
に
見
え
て
く
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

に
し
・
な
ほ
こ
/
社
会
思
想
史
)

注(
1
)
(い円
同
E
E
-
-
w切
。
円
片
岡
自
子
、
E
君
、
・
F
s
e
p
N
C
S
2
8
∞
)
・
申
・
『
権
力
』

東
宮
隆
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
九
年
、
七
頁
。

(
2
)佐
々
木
毅
『
政
治
学
講
義
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
二
三
頁
。

(
3
)同
書
、
同
頁
。

(
4
)た
と
え
ば
ア
レ
ン
ト
や
ダ
l

ル
も
権
力
の
定
義
の
暖
昧
さ
に
よ
る
議
論
の

甑
僻
を
問
題
認
識
し
た
上
で
新
た
に
定
義
づ
け
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
白



50 • 権力と公共圏特集

ら
の
政
治
権
力
理
論
の
差
異
化
を
図
っ
て
い
る
。
(
い
同
〉

}
H
B
E
F出B
E
F


a

。
ロ
ョ
。
-
E
B
-
-
-
Q
巴
ロ
ミ
s
一
同
月
唱SN
F
Z
o
d〈
吋
耳
目F
5
3

『
暴
力
に

つ
い
て
』
山
田
正
行
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二

0
0
0

年
o
Q
・
ロω
E
-
m
S
2同

p
-
』
向
島
幸
E
E
G
E
E
B
-
5
2

・Z
2

』3
3

・
『
現
代
政
治
分
析
』

高
畠
通
敏
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
。

他
方
、
パ
|
ソ
ン
ズ
は
社
会
理
論
と
し
て
の
権
力
理
論
の
構
築
を
試
み

て
い
る
。
Q
-
E
B
S
F

、

E
B
F
a
a。
ロ
H
F
o
n
g
n
o
H
M

仲
良
F
E
s
-
g
d
司
O
H
J

E
s
s
h
司
主
主
言
、
§
苧
翠
昔
主
主

M
R
S
S
N
Z
Z
J
E
F
H
g
u

『
政
治
と
社
会
構
造
』
新
明
正
道
監
訳
、
誠
信
書
房
、
一
九
七
三
一
九
七

四
年
。
ル
1
7

ン
は
パ
l

ソ
ン
ズ
権
力
理
論
の
切
り
口
を
行
為
シ
ス
テ
ム

の
一
般
理
論
の
企
図
と
し
て
評
価
し
て
い
る
が
守
色
・
同
叶
戸
広
申
)
、
そ

の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
l

原
理
の
受
容
や
権
力
分
配
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
メ
デ
ィ

ア
で
あ
る
貨
幣
と
の
連
関
方
法
に
対
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
(
〈
巴
同
ー
ロ
戸

]
5
N
)

。

(
5
)
こ
の
よ
う
な
視
座
と
、
権
力
を
「
社
会
全
体
を
覆
う
も
の
」
と
し
た
フ
l

コ
I

の
権
力
理
論
と
の
類
似
点
・
相
違
点
の
探
求
は
興
味
深
い
が
、
双
方

に
つ
い
て
さ
ら
に
慎
重
な
吟
味
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
Q
-
司
E
E

巳
F
F向R
Z
-
w

h
d
自
玄
喜
色
町
宮
思
量
急
時
ご-
t
s
e
s

、
礼
町E
S
F
E
E
-

巴
芯
・
『
性

の
歴
史
I

知
へ
の
意
志
』
渡
辺
守
章
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
。

ル
!
?
ン
自
身
、
『
権
力
』
の
邦
訳
出
版
当
時
、
フ
|
コ
l

の
記
述
の

多
義
性
な
ど
を
理
由
に
言
及
を
避
け
て
い
る
(
邦
訳
、
二

O
五
頁
参
照
)
。

(
6
)
Q・
図
。5
忠
告
・
』
・h
w
b号
室
マ
ミ
宮
町
立
‘
E
2
L
S
A
F
-
-
2
・
国
ω
申
中
お
品
・

『
社
会
契
約
論
』
桑
原
武
夫
・
前
原
貞
次
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四

年
、
八
三
!
一
四
三
頁
。

(
7
)
Q
出
口
容
器
-
d
E呂
田
ト
器
包
苦
p
a
-
S
冨
・
0
島
g
g
p
c
島
三
露
出
・

印
由
『
リ
ブ
ア
イ
ア
サ
ン
(
二
』
水
到
洋
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
一
年
、

一
五
O

一
五
一
頁
。

(
8
)ル
1
7

ン
は
こ
の
「
認
識
論
的
」
所
有
概
念
に
つ
い
て
特
定
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
「
認
識
論
的
」
所
有
概
念
に
対
す
る
実
存
主
義
か
ら
の
批

判
に
つ
い
て
の
言
及
(
同
国
戸
5
3
、
お
よ
び
本
文
中
の
古
典
的
権
力
理

論
に
お
け
る
所
有
概
念
援
用
の
利
点
に
鑑
み
、
た
と
え
ば
へ
|
ゲ
ル
の

『
法
の
哲
学
』
の
所
有
概
念
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
「
所
有
可
能
な
の
は

自
己
の
外
的
物
件
の
み
で
あ
り
、
外
的
物
件
は
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
」
と

い
う
定
義
を
想
定
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
同
「
国
内
山
間
色
.
の
・
詞

同
喝
の
喜
三3
5

雪
道
昔
日
司
容
皆
同
R
Fな
(
軍
司r
o
寸
)
司
司
E

ロ
喜
界
自
国

冨
E
P
H
g
p
g
印
ム
ぉ
・
『
法
の
哲
学
』
、
『
へ
l

ゲ
ル
』
所
収
、
藤
野
渉
・

赤
沢
正
敏
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
、
二
六
四
、
二
七
五
頁
。

(
9
)印
g
民
ω
向
。
者
同
宵
に
関
し
て
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
統
治
権
・
機
関
の
名

称
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
場
合
議
論
の
対
象
に
な
ら
な
い
。

(
叩
)
物
理
的
暴
力
の
決
定
性
に
対
し
て
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
「
他
に
依
存
し
な
い
能
力
」
・
「
機
能
的
相
互
依
存
」
・
「
他
者
の
過
剰
負
荷
」
・

「
他
者
の
信
用
に
か
か
わ
る
情
報
を
握
っ
て
い
る
場
合
」
な
H
ど
に
基
づ
く

権
力
(
〈
四
「
問
、
百
戸
5
g

に
比
し
て
荷
重
限
界
が
明
白
で
予
測
可
能
で

あ
る
。

(
ロ
)
ル
!
?
ン
は
物
理
的
暴
力
が
「
兵
舎
に
入
っ
て
」
ゆ
く
過
程
は
、
開
E
B


Z
R
F
O円
F
q宮
、
s
h
u
さ
も
号

N
N
e止
なS
F
N
E
0

・
E

監

E
E

冨
E
P
H
S
吋
・
(
『
文
明
化
の
過
程
』
赤
井
慧
爾
・
中
村
一
万
保
・
吉
田
正
勝

訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
七
年
)
に
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る

守
岡
「
同
→
戸
5
3
0
そ
の
結
果
と
し
て
の
物
理
的
暴
力
の
集
中
化
に
つ

い
て
は
、
た
と
え
ば
ヴ
ェ
l

バ
l

が
究
極
手
段
と
し
て
の
物
理
的
強
制
行

使
権
の
国
家
行
政
機
関
の
一
極
集
中
化
を
論
じ
て
い
る
な
包
-
君
。FA
W
F

富
良

-
s
d
s
n
F
b
」z
a
k
p
乏
な
円
ぎ
」
戸
虫
色
・
・

2
E
国
間2

・
S
N
印
-
M虫
・
『
法

社
会
学
』
世
良
晃
志
郎
訳
、
創
文
社
、
一
九
七
四
年
)
。
し
か
し
、
こ
こ

骨
で
の
事
実
認
識
は
共
有
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
上
に
形
成
さ
れ
る

ヴ
ェ
l

パ
|
の
合
理
的
支
配
と
権
力
の
因
果
関
係
論
が
、
古
典
的
権
力
理

論
と
し
て
ル
1
7

ン
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
明
ら
か 2004 No.28 社会思想史研究
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で
あ
ろ
う

(
4也
司
P
N
H
)。

(
日
)
権
力
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
、

す
な
わ
ち
シ
ス
テ
ム
の
共
生
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
制
約
や
選
択
条
件

の
提
示
と
、
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
た
物
理
的
暴
力
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は

(
包
・2
R
/

九
三
頁
以
下
)
を
参
照
。

(
U
)
(
U
円
〉
江ω
H
O門
巳2
W
3
s
s
-尽
叶
会
・5
N
合
1
5
M
g
吋
出
句
、
。ht
m
g
A
E
s
s
h
r

・

可
包

ω
}釦
同O
E
可
開
・
回R
-
B
F。
民
。
丘
、
巴
ム
∞
b
N
1
8・N
∞
N
I
N
S
『
政
治
学
』
山

本
光
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
年
、
二
二
、
三
一
O
|

ゴ
二
七
頁
。

(
日
)
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
伝
統
的
シ
ス
テ
ム
の
「
閉
じ
た
」
状
態
は
、

オ
ー
ト
ポ
イ
エ
1

シ
ス
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
作
動
に

お
け
る
「
自
己
言
及
的
閉
鎖
性
(
R
-
Z可え
2
2
5
=

。
。
2
n
F
E
E
g
z
g」

(
印
印
喧
N
印
)
と
は
異
な
る
こ
と
は
、
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
に
も
言
及
さ

れ
て
い
る
(
〈
包
・m
m
w
g
N
R
)

。

中
期
以
降
の
ル
l

マ
ン
社
会
シ
ス
テ
ム
論
で
は
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
l

シ

ス
・
シ
ス
テ
ム
す
な
わ
ち
〈
自
律
的
に
再
生
産
を
繰
り
返
す
作
動
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
〉
が
主
題
と
な
る
。
も
は
や
「
閉
じ
て
い
る
」

か
「
開
い
て
い
る
」
と
い
う
二
項
対
立
の
分
類
は
意
味
を
成
さ
ず
、
オ
ー

ト
ポ
イ
エ
l

シ
ス
・
シ
ス
テ
ム
は
「
開
い
て
い
る
(
。
宿
三
」
と
同
時
に

「
閉
じ
て
い
る
(
間2
n
E
B
E
ロ
)
」
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
「
言

語
の
二
重
コ
ー
ド
化
Q
ミ
Z
E
ロ
)
」
を
通
す
と
い
う
意
味
で
は
環
境
に
対

し
て
「
開
い
て
い
る
」
が
、
そ
の
自
己
言
及
的
作
動
は
「
シ
ス
テ
ム
と
環

境
と
い
う
差
異
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
「
閉
じ
て
い
る
」
。
こ
の
シ
ス

テ
ム
閉
鎖
性
の
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
全
体
に
お
け
る
是
非
に
関
す
る
重
要

か
つ
本
質
的
な
議
論
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
凶
)
「
推
移
性
」
と
い
う
訳
語
が
既
に
あ
る
が
、
(
価
値
が
)
伝
わ
る
・
継
承
さ

れ
る
(
ロ
宮
門
聞
各
自
己
)
と
い
う
意
味
を
特
に
負
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
こ
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。

(
口
)
行
為
の
目
的
論
的
な
因
果
説
明
に
対
す
る
批
判
は(
E∞
・5
・E
/

一
一

ー
三
六
頁
)
参
照
。

(
刊
日
)
政
治
哲
学
と
近
代
主
体
に
つ
い
て
は
(
の
印

ω
N
H
H戸)
参
照
。

(
M
U
)ル1

マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
古
典
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
(
と

g
c
E

冨
)
」
の
歴
史

的
ゼ
マ
ン
テ
ィ

l

ク
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
倫
理
学
は
本
来
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
オ
イ
コ
ス
と
ポ
リ
ス
を
統
一
す
る
至
上
概
念
と
な
る
こ
と
が
で
き
た

は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
実
際
は
ポ
リ
ス
概
念
の
必
要
性
に
応
じ
て

徳
義
の
倫
理
学
と
し
て
頂
点
を
極
め
た
の
で
あ
る
(
〈
包
-
c
p
g
N
R
)。

(
初
)
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
倫
理
学
そ
の
も
の
、
も
し
く
は
倫
理
学
の
モ
ラ

ル
コ
l

ド
に
基
づ
く
モ
ラ
ル
の
反
省
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ

の
も
の
を
否
定
す
る
と
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
も
は
や
意
味
の
時
間
次
元

と
社
会
次
元
の
統
合
(
す
な
わ
ち
行
為
規
範
)
を
「
至
上
概
念
と
し
て
の

倫
理
学
」
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
守
包-
E
b
N
mア
ピ
/

一
一
一
一
!
二
五
頁
)
0

(
幻
)
〈
完
全
な
)
「
価
値
中
立
」
と
い
う
表
現
は
そ
れ
自
体
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
「
二
次
観
察
」
的
視
点
と
い
う
見
地
か
ら
一
次
的
価
値
判

断
を
「
観
察
す
る
」
視
点
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
。

(
辺
)
当
時
の
「
現
行
民
主
主
義
」
に
関
し
て
ル
!
?
ン
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

「
国
家
行
政
が
自
己
を
民
主
的
な
社
会
国
家
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
(
今
日
で
は
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
だ
が
)
の
で
あ
れ
ば
、
自
己
の
行
為

か
ら
生
ず
る
価
値
を
持
っ
た
あ
ら
ゆ
る
帰
結
を
決
定
能
力
が
及
ぶ
限
り
考

慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
(
N
&
-
N
5
/一
五
六
頁
)
。

ル
1
7

ン
自
身
の
政
治
的
立
脚
点
に
つ
い
て
は
二
次
観
察
・
自
己
言
及

を
考
慮
す
る
と
慎
重
左
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
少
な
く
と
も
初
期
の
時

点
で
は
完
全
な
機
能
性
の
表
出
で
あ
っ
た
左
す
る
に
は
疑
問
点
が
残
る
。

た
と
え
ば
ル
!
?
ン
に
と
っ
て
選
挙
と
は
「
民
意
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る

機
構
な
ど
で
は
な
く
偶
発
的
規
定
性
が
偶
発
性
を
明
示
し
た
形
で
与
え
ら

れ
る
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(
馬
場
靖
雄
『
ル
1
7

ン
の
社
会
理
論
』
動
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草
書
房
、
二
O
O

一
年
、
二
一
六
頁
)
の
だ
が
、
こ
の
記
述
を
表
層
的
に

解
釈
す
る
と
、
ま
ず
、
「
民
意
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
」
と
い
う
表
現
自

体
が
特
定
の
政
治
的
立
場
を
帯
び
や
す
い
こ
と
、
そ
し
て
注
釈
無
く
用
い

ら
れ
る
「
民
意
」
と
い
う
語
の
背
景
に
概
し
て
近
代
主
体
概
念
の
保
持
が

含
意
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
と

い
う
典
型
的
な
ル
l

マ
ン
批
判
に
直
結
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容

易
に
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
皮
相
な
誤
解
は
本
質
的
な
問
題
で

は
な
い
。
最
も
重
要
な
課
題
は
、
ル
1
7

ン
自
身
の
「
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン

を
手
な
ず
け
る
」
や
「
国
家
行
政
が
自
己
を
民
主
的
社
会
国
家
と
理
解
し

よ
う
と
す
る
の
は
今
日
で
は
自
明
の
こ
と
」
と
い
う
観
察
に
お
け
る
立
脚

点
の
中
に
、
す
で
に
六
0
年
代
当
時
の
「
西
側
先
進
諸
国
」
の
政
治
観
が

含
意
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
ル1
7
ン
理
論
(
特
に
歴
史
的
ゼ
マ
ン

テ
ィ
l

ク
)
の
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
シ
ス
テ
ム
の
複
合
性
に
お
け
る
選
択
可
能
性
の
形
式
と
し
て
の
現
代

社
会
の
民
主
主
義
に
関
し
て
は
(
司
見
出
ふ
印
)
参
照
。

(
お
)
『
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
に
よ
る
包
括
的
理
論
確
立
以
前
の
複
合
性
概
念

は
、
そ
れ
以
降
と
比
較
す
る
と
い
さ
さ
か
暖
昧
で
あ
り
、
微
妙
な
差
異
も

認
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
本
稿
四
節
に
論
じ
た
「
諸
要
素
に
対
す
る
原
因

/
結
果
に
よ
る
条
件
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
」
と
い
う
初
期
の
考
察
と
『
社
会
シ

ス
テ
ム
理
論
』
に
お
け
る
複
合
性
の
定
義
と
の
聞
に
は
明
確
な
論
理
的
整

合
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
中
期
以
降
の
定
義
を
用
い
て
初
期
の

権
力
理
論
に
つ
い
て
解
釈
を
加
え
る
こ
と
は
妥
当
と
考
え
る
。

(
μ
)「
認
知
(
同
￡
邑
民
自
)
」
は
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
す
べ
て
の
観
察
を
示
し
、
環

境
に
対
し
て
そ
の
変
化
を
認
知
し
、
受
容
す
る
(
ぐ
岡
戸
田
町
山
・

8
2

同
)
。
オ
ー

ト
ポ
イ
エ
l

シ
ス
・
シ
ス
テ
ム
が
「
開
い
て
い
る
(
。
問
自
)
」
の
は
環
境
に

対
す
る
こ
の
よ
う
な
認
知
に
よ
る
。
注
(
日
)
参
照
。

(
お
)
(
政
治
)
権
力
は
「
否
定
的
賞
罰U
制
裁
(
宮
間
巳
弓
何
回
目
E
o

ロ
ご
に
基
づ

く
影
響
力
で
あ
る
が
、
経
済
シ
ス
テ
ム
、
教
育
シ
ス
テ
ム
・
宗
教
シ
ス
テ

ム
な
ど
に
お
い
て
は
「
肯
定
的
賞
罰

H

報
償
(
官B
E
耳
皆
島
昨
日
吉
)
」
の
諸

前
提
の
影
響
も
多
大
で
あ
る
。
政
治
シ
ス
テ
ム
以
外
の
こ
れ
ら
の
部
分
シ

ス
テ
ム
に
お
け
る
社
会
的
権
力
の
影
響
力
は
多
様
化
・
増
加
し
て
い
る

(
〈
苧
戸
お
/
二
二
八
|
二
二
九
頁
)
。

2004 NO.28 

凡
例
本
文
中
「
」
は
引
用
も
し
く
は
該
当
用
語
の
一
般
的
理
解
の
強
調
、
〈
〉

は
筆
者
が
特
に
意
味
の
特
定
を
意
図
し
た
表
現
に
用
い
た
。
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固

フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
論
の
思
想
的
考
察

【
「
連
帯
」
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
】

〈公募論文〉フランス福祉国家論の思想的考察 田中拓道

田
中
拓
道

は
じ
め
に

• 
本
稿
の
課
題
は
、
一
九
七
0
年
代
以
降
先
進
諸
国
で
語
ら
れ
て
き
た

「
福
祉
国
家
の
危
機
」
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
中
心
に
、
思
想

的
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

戦
後
の
経
済
成
長
の
中
で
、
近
代
化
・
産
業
化
を
進
展
さ
せ
る
不
可

欠
の
制
度
と
見
な
さ
れ
て
き
た
福
祉
国
家
は
、
七0
年
代
後
半
以
降
、

左
右
両
方
の
論
者
か
ら
「
時
代
遅
れ
」
に
な
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
き
応
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
一
九
九
O
年
以
降
は
、
権
力
資
源
論
、
新
制
度
論

に
よ
る
比
較
体
制
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
国
の
福
祉

体
制
は
、
階
級
構
造
や
政
治
的
連
合
の
あ
り
方
に
応
じ
て
き
わ
め
て
多

様
で
あ
る
こ
と
、
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
の
内
実
や
そ
れ
へ
の
対
応
も
、

53 

国
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
討
。

比
較
体
制
論
の
あ
る
研
究
者
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
「
福
祉
国

家
の
当
面
の
(
意
外
な
)
粘
着
力
と
持
続
力
」
を
指
摘
し
て
い
石

o

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
と
国
家
主
義
の
混
合
に
よ
る
保
守
主
義
レ
ジ
ー

ム
の
一
っ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
福
祉
体
制
M
、
八
0
年
代

以
降
は
、
常
に
そ
の
「
危
機
」
が
語
ら
れ
て
き
お
。
そ
も
そ
も
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
福
祉
体
制
が
確
立
し
た
の
は
七
0
年
代
に
入
っ
て
か
ら

で
あ
り
、
八
0
年
代
以
降
も
度
重
な
る
改
革
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
制
度

面
か
ら
も
大
き
な
変
化
の
只
中
に
あ
る
と
言
え
る
。
同
時
に
、
フ
ラ
ン

ス
の
議
論
の
特
徴
は
、
福
祉
国
家
が
哲
学
的
次
元
に
お
い
て
問
わ
れ
た

点
に
あ
る
。
フ
l

コ
l

に
端
を
発
す
る
こ
の
傾
向
は
、
そ
の
後
も
歴
史

学
、
現
代
政
治
理
論
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
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こ
う
し
た
議
論
を
思
想
史
的
観
点
か
ら
評
価
し
な
お
す
こ
と
で
、
そ
れ

が
フ
ラ
ン
ス
の
福
祉
体
制
と
ど
の
程
度
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
ど

の
程
度
の
射
程
と
妥
当
性
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と

を
課
題
と
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
八
0
年
代
以
降
の
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
に
関
す

る
議
論
状
況
を
整
理
す
る
(
二
)
。
次
に
、
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
の
思
想

的
基
盤
で
あ
る
「
連
帯
」
概
念
を
、
十
九
世
紀
末
の
思
想
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
遡
り
、
そ
の
特
徴
を
、
政
治
経
済
学
、
社
会
経
済
学
、
「
友
愛
」

思
想
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
指
摘
す
る
(
コ
一
)
。
そ
の
上
で
、
思
想
史

的
に
把
握
さ
れ
た
「
連
帯
」
概
念
と
、
近
年
の
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
論

と
を
対
比
し
、
現
在
間
わ
れ
て
い
る
の
が
「
連
帯
」
の
い
か
な
る
側
面

に
つ
い
て
な
の
か
、
そ
の
課
題
は
「
連
帯
」
の
拡
張
な
の
か
、
そ
れ
と

も
「
新
し
い
連
帯
」
の
創
出
な
の
か
に
つ
い
て
、
論
点
を
ま
と
め
た
い
(
四
)
。

• 権力と公共圏特集

『
福
祉
国
家
の
危
機
』

フ
l

コ
l

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
的
福
祉
国
家
論
の
鳴
矢
と
な
っ
た
の
は
、
フ
l

コ
ー

の
議
論
で
あ
る
。
フ
l

コ
l

は
、
一
九
七
七
年
か
ら
七
九
年
に
行
わ
れ

た
コ
レ
l

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
で
、
統
治
権
力
と
人
口
・
衛

生
・
治
安
・
医
学
な
ど
と
の
関
わ
り
を
主
題
と
し
た
議
論
を
展
開
し
た
。

こ
こ
で
は
そ
の
内
容
の
う
ち
、
「
生
政
治
(
E
8
0
E宮
町
)
」
と
「
社
会
」

と
い
う
問
題
系
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
フ
l

コ
ー
に
よ
れ
ば
、
十
八
世
紀
以
降
の
統
治
権
力
の
目

的
は
、
ま
す
ま
す
人
間
の
「
身
体
的
満
足
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
統
治
の
対
象
は
、
個
々
人
の
生
命
や
安
寧
を
保
障
し
、

そ
れ
を
集
合
的
に
管
理
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
社
会
の
物
質
的
条
件

や
諸
制
度
を
改
革
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
権
力
の
あ
り

方
を
、
フ
1

コ
l

は
「
生
政
治
」
と
称
し
て
い
る
。
人
口
へ
の
着
目
、

衛
生
学
・
医
学
・
生
理
学
な
ど
人
間
の
身
体
に
関
す
る
知
の
蓄
積
、
病

院
・
学
校
・
監
獄
の
整
備
、
公
衆
衛
生
、
住
居
の
改
善
な
ど
、
十
八
世

紀
以
降
の
一
連
の
改
革
は
、
こ
う
し
た
問
題
系
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。

第
二
に
、
「
生
政
治
」
の
権
力
主
体
は
、
国
家
に
限
定
さ
れ
な
い
。

ブ
|
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
の
観
念
こ
そ
:
:
:
統
治
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

を
発
達
さ
せ
る
こ
と
を
許
す
も
の
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
権
力
は
、
国
家

の
外
延
に
あ
る
「
社
会
的
」
領
域
に
埋
め
込
ま
れ
、
学
校
、
病
院
、
家

族
、
工
場
な
ど
に
担
わ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
合
理
的
に
機
能
す
る
。
こ

こ
で
は
、
「
社
会
」
の
把
握
に
関
し
て
二
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
一
つ

は
、
「
社
会
」
と
統
治
権
力
と
の
結
合
が
、
行
政
・
警
察
権
力
の
「
過
剰

な
統
治
」
を
批
判
す
る
自
由
主
義
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
さ

れ
る
点
で
あ
説
。
フ

l
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
家
と
自
由
主
義
者
の
語
る

「
社
会
」
は
、
相
対
立
す
る
秩
序
原
理
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
「
生
政
治
」
の
規
律
原
理
を
分
有
し
、
そ
れ
を
「
合
理
性
」
に
し
た
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が
っ
て
配
分
す
る
二
領
域
に
す
ぎ
な
い
。
二
つ
目
に
、

会
」
と
「
自
由
主
義
」
へ
の
把
握
の
背
後
に
は
、
七
0
年
代
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
進
展
が
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
刻
。

フ
l

コ
l

自
身
の
関
心
は
、
八
0
年
代
以
降
、
『
性
の
歴
史
』
を
介
し

て
近
代
以
前
へ
と
遡
っ
て
い
っ
た
。
十
八
世
紀
以
降
の
歴
史
分
析
は
、

フ
l

コ
l

の
関
心
を
引
き
継
い
だ
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
家
族
、

公
衆
衛
生
、
優
生
学
、
統
計
学
、
医
学
な
ど
を
対
象
と
し
た
数
多
く
の

研
究
が
現
れ
た
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
枠
組
み
を
出
発
点
と
し
て
「
福

祉
国
家
」
論
を
展
開
し
た
主
要
な
論
者
の
議
論
を
整
理
す
針
。

こ
う
し
た
「
社

• 
ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
、
ド
ン
ズ
口||
j

国
家
に
よ
る
社
会
の
包
摂

ま
ず
、
福
祉
国
家
に
よ
る
社
会
の
包
摂
と
、
そ
の
原
因
を
探
ろ
う
と

し
て
い
る
ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
と
ド
ン
ズ
ロ
の
思
想
を
採
り
上
げ
る
。

ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
は
、
公
的
支
出
の
増
大
や
財
政
収
支
の
悪
化
に
つ

い
て
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
を
、
単
な
る
制
度
的
次
元
で
は

な
く
、
近
代
以
降
の
思
想
的
次
元
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
「
福
祉
国
家
(
目
白
石
円
c
i
r
R

巾
ご
の
起
源
は
近
代
初
期

の
「
保
護
国
家
(
開
E
E
胃
♀
R
R
R

ご
に
見
出
さ
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
や

ロ
ッ
ク
の
国
家
論
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
近
代
国
家
と
は
、
ア
ト
ミ
ッ

ク
な
個
々
人
の
集
合
に
た
い
し
て
、
未
来
の
不
確
実
性
を
縮
減
し
、
個

人
の
安
全
(
印b
n
E
S

を
保
障
す
る
こ
と
を
、
そ
も
そ
も
の
目
的
と
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
論
理
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
フ
ン
ボ
ル
ト
に
お

2 
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け
る
、
市
場
社
会
と
最
小
国
家
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ

る
。
市
場
社
会
と
は
、
国
家
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
目

的
を
よ
り
「
効
率
的
」
に
実
現
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
は
、
社
会
を
伝
統
的
な
有
機
体
で
は
な

く
「
市
場
」
と
捉
え
る
見
方
が
、
ア
ト
ミ
ッ
ク
な
個
人
を
前
提
と
し
て

い
た
点
に
着
目
す
る
。
こ
う
し
た
個
人
の
抱
え
る
物
質
的
必
要
や
リ
ス

ク
は
、
具
体
的
な
社
会
関
係
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
お
ら
ず
、
明
確
な

限
定
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
必
要
や
リ
ス
ク
か
ら
の
解
放
を
目
的

と
す
る
国
家
権
力
の
範
囲
も
、
潜
在
的
に
は
無
制
約
な
も
の
と
な
る
、

と
い
う
。
実
際
十
九
世
紀
以
降
、
国
家
は
統
計
的
な
知
を
活
用
す
る
と

と
で
、
リ
ス
ク
を
集
合
的
に
管
理
す
る
保
険
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
導
入

し
、
未
来
の
不
確
実
性
の
縮
減
や
秩
序
保
障
と
い
う
役
割
を
占
有
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
「
福
祉
国
家
」
と
は
、
一
方
で
宗
教
に
代
わ
り
、

未
来
の
不
確
実
性
を
縮
減
・
統
制
す
る
超
越
的
権
力
と
し
て
現
れ
、
他

方
で
は
、
市
場
に
お
け
る
ア
ト
ミ
ッ
ク
な
個
人
の
生
を
、
保
険
と
い
う

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
介
し
て
、
集
合
的
に
管
理
す
る
権
力
と
し
て
現
れ
る

こ
と
に
な
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
0
年
代
以
降
の
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
と
は
、

二
十
世
紀
初
頭
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
に
よ
る
労
使
の
妥
協
へ
の
疑
念
と
と

も
に
、
国
家
の
役
割
の
肥
大
化
と
個
人
の
受
動
化
と
い
う
、
近
代
以
来

の
二
一
冗
的
秩
序
構
造
に
端
を
発
す
る
批
判
で
あ
る
。
社
会
は
、
こ
の
構

造
の
下
で
官
僚
的
統
制
に
服
し
、
国
家
と
の
垂
直
的
関
係
し
か
持
た
な
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い
諸
集
団
の
利
害
対
立
に
よ
っ
て
「
ブ
ロ
ッ
ク
化
」
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
状
況
に
た
い
し
て
、
ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
は
、
「
社
会
に
お
け
る
可

視
性
(
S
F
E
t
o
n
g
-
伺
)
」
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ

ち
、
地
方
分
権
、
労
使
交
渉
、
家
族
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
な
ど
の
活
性

化
に
よ
っ
て
、
自
発
的
な
相
互
関
係
(
「
連
帯
」
)
を
呼
び
覚
ま
し
、
多

様
な
利
害
を
社
会
に
お
い
て
可
視
化
す
る
と
と
も
に
、
相
互
の
利
害
調

整
の
場
を
複
層
的
に
設
け
、
国
家
に
担
わ
れ
る
べ
き
公
益
を
限
定
す
る

こ
と
に
期
待
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ジ
ヤ
ツ
ク
・
ド
ン
ズ
ロ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
、

と
り
わ
け
一
八
四
八
年
に
問
わ
れ
た
問
題
は
、
国
家
と
個
人
の
二
一
冗
的

構
造
と
「
社
会
の
不
在
(
丘
号
目
白
色
由
主
で
あ
っ
た
。
こ
の
構
造
の
下

で
、
国
家
の
拡
大
を
導
く
社
会
主
義
と
、
そ
れ
を
批
判
す
る
自
由
主
義

と
の
対
立
を
ど
の
よ
う
に
調
停
す
る
か
が
、
十
九
世
紀
を
通
じ
た
フ
ラ

ン
ス
の
問
題
構
成
と
な
っ
て
き
問
。
第
三
共
和
政
期
の
デ
ュ
ル
ケ

l
ム
、

デ
ユ
ギ
1

、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
な
ど
に
よ
る
「
連
帯
」
の
思
想
の
導
入
は
、

国
家
を
「
連
帯
」
の
法
則
に
従
う
一
社
会
的
機
関
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
方
で
無
制
約
な
主
権
論
を
批
判
し
、
他
方
で
は
、
国
家
に
よ
る

介
入
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
思
想
の
延

長
上
に
、
シ
ヤ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
の
「
新
学
派
」
に
よ
っ
て
、
十
九
世
紀

末
に
保
険
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
導
入
さ
れ
る
。
保
険
を
支
え
た
の
は
、

労
働
現
場
で
の
事
故
、
怪
我
、
病
気
、
労
働
者
の
疲
弊
な
ど
、
そ
れ
以

前
は
個
人
的
責
任
(
自
由
主
義
)
、
あ
る
い
は
パ
ト
ロ
ン
の
温
情
の
対
象

• 権力と公共圏特集

(
保
守
主
義
)
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
「
社
会
的
リ
ス
ク
」
の
発
現
と
解

釈
し
、
そ
の
予
防
や
そ
れ
へ
の
補
償
を
、
集
合
的
に
担
わ
れ
る
べ
き
義

務
と
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
。
保
険
の
拡
大
と
と
も
に
、
国
家
は
、
教

育
や
保
険
加
入
の
奨
励
を
通
じ
て
、
万
人
の
リ
ス
ク
の
減
少
と
、
人
生

に
お
け
る
機
会
の
増
大
を
保
障
し
、
「
社
会
的
な
も
の
の
促
進
e
g
B
S
S

ι
E
凹
R
E
)
」
を
担
う
主
体
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ド
ン
ズ
ロ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
国
家
の
社
会
的
役
割
は
、
二
十
世

紀
前
半
の
産
業
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
、
ネ
オ
・
コ

l

ポ

ラ
テ
イ
ズ
ム
の
導
入
な
ど
を
通
じ
て
、
経
済
的
合
理
性
の
追
求
も
兼
ね

備
え
る
よ
う
に
な
針
。
こ
の
傾
向
は
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
受
容
に
よ
っ

て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
二
十
世
紀
の
国
家
は
、
規
格
化
(
5
5
巳
包
晋
ロ
)

を
通
じ
た
リ
ス
ク
保
障
の
拡
大
と
、
市
場
介
入
に
よ
る
経
済
的
合
理
性

の
追
求
と
を
兼
ね
る
巨
大
な
権
力
機
構
と
な
っ
て
い
っ
た
。

ド
ン
ズ
ロ
に
と
っ
て
、
一
九
六
八
年
の
五
月
革
命
、
そ
の
後
の
消
費

社
会
批
判
、
管
理
社
会
批
判
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ク
ロ
ジ
ェ
の
「
社
会
を
変

え
る
」
運
動
な
ど
は
、
国
家
が
「
進
歩
」
の
あ
り
方
を
定
め
、
個
人
の

生
を
規
格
化
・
規
律
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
十
世
紀
福
祉
国
家
の
あ
り

方
へ
の
批
判
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
こ
う
し
た
批
判
へ

の
対
応
と
し
て
、
地
域
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
な
ど
に
立
脚
し
た
自
生
的

な
社
会
運
動
の
活
性
化
を
採
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
、
福
祉
国

家
の
機
能
の
一
部
を
代
替
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
進
歩
」
の
唯
一
の
促

進
者
と
な
っ
て
い
る
国
家
の
管
理
か
ら
逃
れ
、
自
ら
が
生
の
目
的
を
選 2004 社会思想史研究 NO.28
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択
し
、
「
生
き
方
」
そ
れ
自
体
を
選
択
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
新
し
い
政
治

と
の
関
わ
り
ゃ
、
「
市
民
性
(
門
玄
白
出
巾
ご
を
発
見
す
る
と
い
う
目
的
か

ら
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
論
者
の
議
論
は
、
思
想
的
位
置
づ
け
は
全
く
異
な
る
も
の
の
、

「
福
祉
国
家
」
が
不
確
実
性
の
除
去
、
社
会
統
制
と
進
歩
を
担
う
唯
一
の

主
体
と
見
な
さ
れ
て
い
る
状
況
を
批
判
し
、
福
祉
国
家
か
新
自
由
主
義

か
、
あ
る
い
は
国
家
か
市
場
か
と
い
う
一
一
項
対
立
で
は
な
く
、
自
発
的

な
相
互
行
為
か
ら
成
る
「
社
会
」
の
活
性
化
に
よ
っ
て
、
国
家
の
肥
大

化
と
、
市
場
の
拡
大
を
と
も
に
制
約
し
よ
う
と
す
る
、
八

0
年
代
以
降

の
「
市
民
社
会
」
論
の
系
譜
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が

(
担
)

で
き
る
。

3 

エ
ヴ
ア
ル
ド
|
|
規
律
社
会
論
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一
方
、
フ
l

コ
l

の
助
手
を
長
く
勤
め
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
エ
ヴ
ア
ル

ド
の
福
祉
国
家
論
は
、
規
律
社
会
論
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

(
回
)

る
。
上
記
の
論
者
た
ち
が
、
国
家
に
よ
る
社
会
の
包
摂
と
い
う
側
面
を

強
調
し
た
の
に
た
い
し
、
エ
ヴ
ア
ル
ド
は
、
「
社
会
」
の
捉
え
方
自
体
の

変
化
、
す
な
わ
ち
「
保
険
と
し
て
の
社
会

2
2
5
2
Z
R
8
2

色
町
)
」
と

い
う
新
た
な
見
方
を
導
い
た
「
存
在
論
的
」
「
精
神
的
転
換
」
に
焦
点
を

合
わ
せ
て
い
る
。

エ
、
ヴ
ア
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
一
八
八O
年
の
労
働
災
害
補
償
法
案
で
提

起
さ
れ
、
一
八
九
八
年
に
法
制
化
さ
れ
た
「
職
業
的
リ
ス
ク
(
ロ

2
5

買
え
巾
即
位
。
E

巳
)
」
の
概
念
は
、
そ
れ
ま
で
の
個
人
責
任
原
理
、
あ
る
い

は
近
代
自
由
主
義
原
理
の
転
換
の
鳴
矢
と
な
っ
た
。
こ
の
概
念
は
、
責

任
の
根
拠
と
し
て
、
個
人
的
「
過
失

(
P
E
R
)」
で
は
な
く
、
集
合
的

「
リ
ス
ク
」
を
措
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
よ
そ
以
下

の
論
理
か
ら
成
る
。
第
一
に
、
工
場
で
の
事
故
は
、
個
人
の
行
動
に
か

か
わ
ら
ず
規
則
的
に
起
こ
る
集
合
的
現
象
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
事
故
は
、

(
お
)

産
業
に
「
内
在
す
る
リ
ス
ク
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
事
故
の
原
因
は
、

し
ば
し
ば
複
雑
す
ぎ
る
た
め
特
定
で
き
ず
、
原
因
に
遡
っ
て
正
誤
や
善

悪
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
重
要
な
こ
と
は
、
事
故

が
統
計
的
に
見
て
正
常
な
範
囲
内
で
起
こ
っ
た
の
か
、
異
常
な
範
囲
で

(
お
)

起
こ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
で
の

規
範
は
、
事
故
に
先
立
っ
て
前
提
さ
れ
る
外
的
規
範
で
は
な
く
、
集
合

的
現
象
内
部
の
統
計
的
な
確
率
|
|
正
常
と
異
常
|
|
に
結
び
つ
け
ら

れ
る
。
第
三
に
、
産
業
の
「
進
歩
」
は
職
業
的
「
リ
ス
ク
」
と
不
可
分

で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
リ
ス
ク
」
は
あ
ら
か
じ
め
「
進
歩
」
と
不
可

分
な
も
の
と
し
て
予
測
さ
れ
、
全
体
の
「
進
歩
」
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ

(
幻
)

う
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
リ
ス
ク
」
概
念
は
、
一
九
O
五
年
か
ら
一
O
年
に
お
い

て
、
老
人
、
退
職
者
な
ど
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
リ

ス
ク
」
は
、
工
場
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
側
面

を
覆
う
概
念
と
な
り
、
個
人
の
生
は
、
集
合
的
秩
序
の
維
持
・
発
展
と

(
お
)

い
う
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
見
方
に
従
え
ば
、
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退
職
者
や
高
齢
者
と
は
、
社
会
が
二
足
の
確
率
で
抱
え
る
「
リ
ス
ク
」

で
あ
る
。
個
々
人
が
生
へ
の
権
利
を
持
ち
、
社
会
が
そ
れ
を
保
障
す
る

義
務
を
負
う
、
と
い
う
「
社
会
権
」
の
理
念
は
、
こ
う
し
た
「
リ
ス
ク
」

(
四
)

概
念
の
拡
張
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、
と
彼
は
論
じ
る
。

自
由
主
義
原
理
を
転
換
さ
せ
た
社
会
保
険
の
論
理
は
、
「
リ
ス
ク
」
と

と
も
に
、
「
連
帯
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
エ

ヴ
ア
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
「
連
帯
」
と
は
、
パ
ス
ツ
ー
ル
に
よ
る
細
菌
の
発

(
刻
)

見
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
パ
ス
ツ
ー
ル
に
よ
る
一
八
六
七
年
の
発
見

は
、
伝
染
病
の
拡
散
が
細
菌
を
媒
介
し
て
起
こ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
れ
は
、
人
び
と
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
互

に
依
存
関
係
に
あ
る
と
い
う
事
実
と
と
も
に
、
伝
染
病
の
源
泉
と
な
る

貧
民
・
下
層
階
級
に
対
し
て
、
集
合
的
な
監
視
と
予
防
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
考
え
方
が
社
会
に
応
用
さ
れ
る
と

き
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
規
範
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
人
び
と
は

相
互
に
依
存
関
係
に
あ
り
、
社
会
が
不
可
避
に
抱
え
込
む
「
リ
ス
ク
」

の
影
響
を
、
互
い
に
蒙
り
合
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
リ
ス
ク
」
へ

の
集
合
的
な
保
障
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
原
因
が
あ
ら
か
じ
め
管
理
さ
れ
、

予
防
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
規
範
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末

に
「
連
帯
」
を
新
た
な
規
範
と
し
て
唱
え
た
論
者
は
、
個
人
的
「
権
利
」

よ
り
も
、
社
会
的
「
義
務
」
を
強
調
し
た
。
例
え
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
l

ム

や
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
に
よ
れ
ば
、
個
人
は
社
会
の
産
物
で
あ
り
、
各
人
は
社

会
化
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
自
由
と
は
、
社
会
化
を
通
じ
て
、
各
人
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が
自
己
の
能
力
を
最
大
限
に
発
達
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

エ
ヴ
ア
ル
ド
に
と
っ
て
、
福
祉
国
家
と
は
、
こ
の
新
し
い
規
範
に
立

脚
し
た
「
社
会
」
の
捉
え
方
か
ら
帰
結
す
る
、
規
律
権
力
の
総
体
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
国
家
と
社
会
の
区
別
は
大
き
な

意
味
を
持
た
ず
、
「
全
て
は
政
治
的
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。

最
後
に
、
エ
ヴ
ア
ル
ド
の
議
論
に
お
い
て
、
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
は

存
在
し
な
い
。
「
福
祉
国
家
」
と
は
、
未
来
の
不
確
定
で
潜
在
的
な
「
リ

ス
ク
」
「
危
機
」
を
現
在
に
お
い
て
予
測
し
、
そ
の
予
防
を
目
的
と
す
る

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
集
積
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
未
来
の
「
危
機
」

を
自
ら
の
存
立
基
盤
と
す
る
こ
と
で
、
明
確
な
限
定
や
正
統
性
が
不
在

(
沼
)

の
ま
ま
機
能
し
つ
づ
け
て
い
る
。
彼
が
「
全
て
は
政
治
的
で
あ
る
」
と

述
べ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
無
限
定
的
な
現
代
の
権
力
の
あ
り
方
を
指

し
て
い
る
。

エ
ヴ
ア
ル
ド
の
哲
学
的
福
祉
国
家
論
に
対
し
て
は
、
一
九
九

0
年
代

以
降
、
「
保
険
」
や
「
リ
ス
ク
」
と
い
う
概
念
が
新
し
い
社
会
状
況
に
適

合
し
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ザ
ン
ヴ
ア

ロ
ン
は
『
新
し
い
社
会
問
題
』
(
一
九
九
五
年
)
に
お
い
て
、
社
会
の
分

(
明
記
)

断
や
排
除
を
主
題
と
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
「
保
険
と
し
て
の
社
会
」
と
い
う
見
方
は
、
当
初
労
働

者
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
)
を
社
会
に
統
合
す
る
目
的
か
ら
導
入
さ
れ
、
そ
の

後
病
気
、
事
故
、
失
業
、
老
い
な
ど
の
対
象
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
見
方
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
労
働
に
従
事
す
る
個
人
が
こ
れ
ら
の
不 2004 社会思想史研究 No.28
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幸
に
平
等
な
確
率
で
遭
遇
す
る
と
い
う
想
定
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
が
統
計

的
確
率
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
共
通
の
「
リ
ス
ク
」
で
あ
る
、
と
い
う
想

(
M
)
 

定
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
、
「
リ
ス
ク
」
が
ま
す
ま
す
個
人
化

さ
れ
る
と
同
時
に
、
旧
来
の
「
リ
ス
ク
」
に
当
て
は
ま
ら
な
い
現
象
が
生(

お
)

じ
て
お
り
、
こ
う
し
た
想
定
は
も
は
や
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
。

第
一
の
問
題
は
、
リ
ス
ク
の
個
人
化
で
あ
る
。
経
済
成
長
期
と
異
な

り
、
一
九
八

O
年
以
降
長
期
失
業
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
、
社
会
の

一
定
層
が
恒
常
的
に
「
排
除
」
「
貧
困
」
状
態
に
あ
る
。
も
は
や
リ
ス
ク

は
、
万
人
に
と
っ
て
平
等
で
は
な
く
、
社
会
内
部
で
大
き
な
リ
ス
ク
を

担
う
層
と
小
さ
な
リ
ス
ク
を
担
う
層
と
の
「
分
断
」
が
顕
在
化
し
て
い

る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
遺
伝
子
医
療
な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
に

よ
っ
て
、
病
気
な
ど
の
リ
ス
ク
も
個
人
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

第
二
は
、
「
新
し
い
リ
ス
ク
」
の
登
場
で
あ
る
。
高
齢
化
な
ど
人
口
構

成
の
急
速
な
変
化
に
よ
っ
て
、
老
齢
者
は
も
は
や
例
外
的
な
存
在
で
は

な
く
、
社
会
の
重
要
な
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
近
年
の
退
職
者
年
金

や
医
療
費
の
増
大
は
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
全
体
を
危
機
に
陥
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
環
境
問
題
や
自
然
災
害
な
ど
、
か
つ
て
は
存
在
し
な
か
っ

(
お
)

た
リ
ス
ク
も
現
れ
て
い
る
。

第
三
は
、
国
民
意
識
の
衰
退
で
あ
る
。
ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、

か
つ
て
社
会
保
険
制
度
を
支
え
て
い
た
の
は
国
民
意
識
の
一
体
性
で

あ
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
と
も
に
、
こ
の
意
識
が
衰
退
し
、
社
会
内

部
の
利
害
対
立
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
病
気
、
事
故
、
失
業
、
老
い
な
ど
、
旧

来
の
「
リ
ス
ク
」
の
平
等
性
に
立
脚
し
、
そ
れ
へ
の
責
任
を
共
有
す
る

こ
と
で
成
り
立
つ
「
連
帯
」
は
、
も
は
や
適
合
性
を
失
っ
て
い
る
。
ロ

ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
の
提
起
す
る
対
策
は
、
旧
来
の
平
等
観
、
社
会
権
概
念

を
問
い
直
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
の
平
等
よ
り
も
機
会
の

平
等
を
重
視
し
、
財
の
再
分
配
よ
り
も
、
各
人
が
人
生
の
方
向
を
変
え

た
り
新
し
い
職
業
に
就
く
こ
と
を
支
援
す
る
よ
う
な
「
能
動
的
福
祉
国

家
a
E
R

平
官
ミ
広
巾
ロ2
)
」
へ
と
転
換
す
る
こ
と
、
国
民
意
識
を
再
構

(
幻
)

築
す
る
こ
と
な
ど
を
提
案
す
る
。

『
連
帯
』
の
思
想

以
上
の
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
論
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保

(
鎗
)

障
体
制
を
支
え
る
理
念
と
見
な
さ
れ
て
き
た
「
連
帯
」
概
念
へ
の
批
判

を
、
ど
う
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
節
で
は
、
「
連
帯
」
概
念
を
歴

史
的
に
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、
考
察
の
指
標
と
し
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
体
制
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
一
一
十
世
紀
前
半

に
お
け
る
社
会
保
険
の
登
場
と
体
系
化
を
経
て
、
一
九
四
五
四
六
年

の
P

・
ラ
ロ
ッ
ク
報
告
に
よ
っ
て
、
一
般
的
枠
組
み
を
与
え
ら
れ
た
(
社

会
保
険
か
ら
社
会
保
障
へ

)
0
「
連
帯
」
の
概
念
は
、
第
三
共
和
政
の
下
で
、

社
会
保
険
の
導
入
を
図
る
社
会
共
和
派
に
よ
っ
て
、
思
想
上
の
鍵
概
念

と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
完
全
に
制
度
化
さ
れ
る
ま
で
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の
過
程
は
、
エ
ヴ
ア
ル
ド
が
描
い
た
よ
り
も
、
遥
か
に
困
難
な
も
の
で

あ
っ
た
。
一
八
九
八
年
の
労
働
災
害
補
償
法
は
、
自
由
主
義
者
、
共
済

組
合
主
義
者
、
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ス
ト
な
ど
の
激
し
い
批
判
に
よ
っ
て
、

提
案
か
ら
約
二

O
年
の
議
論
を
経
て
よ
う
や
く
成
立
し
た
が
、
保
険
へ

の
加
入
は
強
制
で
は
な
く
、
任
意
加
入
に
と
ど
ま
っ
た
。
二
十
世
紀
以

降
も
、
退
職
年
金
へ
の
強
制
加
入
を
定
め
よ
う
と
し
た
一
九
一

O
年
法

は
実
質
的
に
挫
折
し
、
疾
病
、
障
害
、
老
齢
な
ど
を
含
め
た
包
括
的
社

会
保
障
制
度
の
導
入
を
目
指
し
た
一
九
二
八
年
か
ら
三
O
年
の
法
律
も
、

単
一
金
庫
制
で
は
な
く
、
共
済
組
合
を
基
盤
と
し
た
制
度
的
分
立
を
維

持
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
対
立
は
、
戦
後
の
体
制
に
も

引
き
継
が
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初

頭
に
か
け
て
社
会
保
険
の
体
系
化
を
目
指
し
た
社
会
共
和
派
(
「
連
帯
」

の
思
想
)
は
、
政
治
経
済
学
(
自
由
主
義
)
、
社
会
経
済
学
(
保
守
主
義
、

共
済
組
合
主
義
、
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
)
な
ど
と
の
対
抗
関
係
の
中
で
、
自

ら
の
思
想
的
立
場
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し

た
文
脈
の
中
で
見
た
と
き
、
「
連
帯
」
の
思
想
の
特
徴
と
し
て
以
下
の
点

が
指
摘
で
き
る
。

第
一
は
、
「
政
治
経
済
学
(
恥S
S
E
F
3
D
E宮
町
)
」
と
「
連
帯
」
の
思

想
と
の
対
抗
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
「
政
治
経
済
学
」
と
は
、
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
学
の
影
響
を
受
け
て
、
十
九
世
紀

初
頭
に
ジ
ヤ
ン
H

パ
テ
イ
ス
ト
・
セ

l
G
・
回

-
E

司
)
や
デ
ュ
ノ
ワ
イ

エ
(
ゎ
・
ロ
ロ
ロ
ミ
巾
円
)
に
担
わ
れ
、
第
一
二
共
和
政
期
に
は
『
政
治
経
済
学

• 権力と公共圏特集

雑
誌
(
勾
き
室
、s
s
S

民
間
も
む
な
H
S
H
h
h
)

』
を
編
纂
し
た
ル
ロ
ワ
・
ボ

l

リ
ュ

l
(
宮
門
O
可
a
F
g
r
E
)や
リ
エ
ス
(
〉
・
ピ
由
開
閉
叩
)
な
ど
へ
と
引
き

継
が
れ
た
思
想
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
の
文
脈
で
、

(
錫
)

国
家
の
介
入
に
反
対
し
、
「
産
業
の
自
由
」
を
最
も
重
視
す
る
。
産
業
化

に
と
も
な
う
階
層
化
の
進
展
は
、
競
争
の
精
神
を
促
進
し
、
「
進
歩
」
と

貧
困
層
の
生
活
水
準
の
向
上
を
も
た
ら
す
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
。
国
家

の
介
入
に
代
わ
っ
て
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
パ
ト
ロ
ナ

l

ジ
ュ
、

(
組
)

私
的
慈
善
組
織
、
家
父
長
制
的
家
族
の
強
化
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

を
通
じ
て
下
層
階
級
を
規
律
化
す
る
こ
と
、
特
に
そ
の
「
モ
ラ
ル
」
に

働
き
か
け
、
自
己
責
任
の
精
神
、
勤
労
意
欲
、
未
来
の
「
進
歩
」
へ
の

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
内
面
化
さ
せ
る
こ
と
(
「
モ
ラ
ル
化(
B
o
g
-
g
巴
自
)
」
)

が
重
視
さ
れ
る
。

「
連
帯
」
の
思
想
は
、
国
家
に
よ
る
直
接
の
扶
助
に
批
判
的
で
あ
り
、

中
間
集
団
の
活
性
化
を
主
張
す
る
点
、
「
進
歩
」
の
理
念
に
コ
ミ
ッ
ト
す

る
点
、
個
人
の
「
モ
ラ
ル
」
に
働
き
か
け
る
点
に
お
い
て
、
「
政
治
経
済

学
」
と
共
通
す
る
。
た
だ
し
「
連
帯
」
の
思
想
は
、
産
業
化
の
も
た
ら

す
負
の
側
面
を
よ
り
強
調
し
、
市
場
の
自
由
を
、
「
社
会
」
の
一
体
性
の

感
覚
を
脅
か
さ
な
い
程
度
に
制
約
す
る
と
い
う
関
心
を
、
社
会
経
済
学

な
ど
と
共
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
や
デ
ユ
ル
ケ

l

ム
は
、
当
時
流
通
し
て
い
た
自
然
選
択
論
の
社
会
へ
の
応
用
を
批
判
し
、

ス
ベ
ン
サ
ー
な
ど
の
社
会
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
、
「
連
帯
」
の
思
想
と
を

区
別
し
た
。
む
し
ろ
「
連
帯
」
の
思
想
で
は
、
累
進
課
税
に
よ
る
所
得
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の
再
配
分
や
、
保
険
の
一
般
化
に
よ
る
リ
ス
ク
の
共
有
が
主
張
さ
れ
目
。

さ
ら
に
、
連
帯
主
義
者
の
一
言
う
「
進
歩
」
と
は
、
富
の
蓄
積
で
は
な
く
、

文
明
や
「
人
間
性
」
の
進
歩
と
い
う
抽
象
的
な
理
念
を
指
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
理
念
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。

第
二
に
、
「
社
会
経
済
学
(
恥85
B
5
g
n
u
-
m
)
」
は
、
「
政
治
経
済
学
」

へ
の
批
判
と
し
て
七
月
王
政
期
に
語
ら
れ
始
め
た
思
想
で
あ
針
。
そ
れ

は
支
配
層
の
内
で
も
カ
ト
リ
シ
ス
ム
や
保
守
主
義
に
近
い
立
場
の
論
者

に
担
わ
れ
、
第
二
帝
政
期
に
は
「
社
会
経
済
学
協
会(
F
n
5
2
m
g
g
B
5

∞
3

同
庁
)
」
を
設
立
し
た
ル
・
プ
レ
と
そ
の
学
派
に
、
第
一
二
共
和
政
期
に

は
共
済
組
合
主
義

(
B
E
E
-
-
即
目
立
や
、
シ
ヤ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
、
エ
ミ
l

ル
・
シ
ェ
イ
ソ
ン
ら
に
引
き
継
が
れ
て
発
展
し
た
。
エ
ヴ
ア
ル
ド
や
ド

ン
ズ
ロ
な
ど
多
く
の
論
者
に
お
い
て
、
社
会
経
済
学
と
「
連
帯
」
の
思

(
伺
)

想
は
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
三
共
和
政
期
に
お
い
て
も
、
両

者
は
し
ば
し
ば
対
立
し
て
い
た
。
例
え
ば
シ
ェ
イ
ソ
ン
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ

ワ
の
思
想
を
「
社
会
主
義
と
同
じ
道
」
と
称
し
、
ジ
ッ
ド
は
新
た
な
法

の
制
度
化
に
訴
え
る
連
帯
主
義
を
「
国
家
社
会
主
義
の
強
制
的
連
帯
主

(
必
)

義
」
と
批
判
し
て
い
た
。

社
会
経
済
学
者
は
、
政
治
経
済
学
に
対
抗
し
、
社
会
の
「
共
同
性
」

の
回
復
を
最
も
重
視
す
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
産
業
の
無
規
制
な
発
展

は
既
存
の
社
会
的
紐
帯
を
破
壊
し
、
個
人
を
孤
立
化
さ
せ
る
こ
と
で
、

「
貧
困
問
題
(
宮
口
古
今
回
曲
目
巾
ご
を
生
み
出
し
た
。
社
会
の
目
的
は
、
産
業

の
発
展
や
富
の
蓄
積
で
は
な
く
、
人
民
の
「
幸
福
」
の
増
大
で
な
け
れ

• 61 

ば
な
ら
な
い
。
社
会
経
済
学
者
は
、
し
ば
し
ば
「
進
歩
」
へ
の
懐
疑
を

語
り
、
伝
統
集
団
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
中
間
集
団
の
再
生
を
主
張

す
る
。
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
宗
教
・
慈
善
組
織
、
ル
・
プ
レ
主
義
者

の
家
族
、
シ
ェ
イ
ソ
ン
の
パ
ト
ロ
ナ
l

ジ
ュ
、
ジ
ッ
ド
の
協
同
組
合
、

共
済
組
合
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
と
と
は
、
一
方
で
産
業

化
の
負
の
側
面
を
抑
止
し
、
他
方
で
は
、
中
間
集
団
に
よ
っ
て
国
{
系
介

入
を
限
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
社
会
経
済
学
で

は
、
社
会
問
題
へ
の
対
応
が
「
権
利
」
で
は
な
く
、
中
間
集
団
内
部
の

「
共
同
性
」
の
再
構
築
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
針
。

「
連
帯
」
の
思
想
は
、
社
会
問
題
を
「
モ
ラ
ル
」
の
問
題
と
し
て
構
成

し
、
産
業
化
の
負
の
側
面
を
強
調
す
る
点
、
中
間
集
団
を
介
し
た
「
共

同
性
」
の
再
構
築
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
点
で
、
社
会
経
済
学
と
共
通
す
針
。

た
だ
し
、
両
者
の
最
も
大
き
な
相
違
は
、
「
連
帯
」
の
思
想
が
新
し
い

「
権
利
」
の
概
念
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
点
に
あ
る
。
「
権
利
」
と
は
、
特
定

の
階
層
や
集
団
で
は
な
く
、
社
会
の
成
員
全
体
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
最
終
的
に
は
国
家
に
よ
る
保
障
と
結
び
付

け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
連
帯
」
の
思
想
と
社
会
経
済
学
と
は
、

普
遍
主
義
と
特
殊
主
義
、
国
家
と
中
間
集
団
の
関
係
づ
け
、
抽
象
的
個

人
主
義
と
具
体
的
関
係
性
と
い
う
点
に
お
い
て
対
立
す
る
。
一
一
十
世
紀

に
導
入
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
体
制
は
、
制
度
的
分
立
や
共
済
組

合
金
庫
の
維
持
と
い
う
性
格
に
お
い
て
、
社
会
経
済
学
の
影
響
を
色
濃

く
残
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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最
後
に
、
「
連
帯
」
の
思
想
が
批
判
的
に
参
照
し
た
「
友
愛
(
宮
窓
口
三
郎
ご

の
思
想
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
吋
。
革
命
期
の
ジ
ヤ
コ
パ
ン
主
義
か

ら
、
一
八
四

0
年
代
の
職
人
・
労
働
者
層
を
中
心
と
し
た
共
和
主
義
・

社
会
主
義
、
一
八
七
O
年
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
1

ン
へ
と
引
き
継
が
れ
た
こ

の
思
想
は
、
「
人
民
」
の
一
体
性
の
基
礎
と
な
る
「
平
等
」
の
実
現
を
最

も
重
視
す
討
。
彼
ら
は
、
革
命
以
降
の
理
念
的
平
等
主
義
と
事
実
的
不

平
等
と
の
事
離
、
特
に
産
業
化
に
と
も
な
う
労
働
者
階
級
の
貧
困
化
を

批
判
し
、
ロ
マ
ン
主
義
的
に
表
象
さ
れ
た
国
家
に
よ
る
対
応
を
期
待
す

る
。
こ
こ
で
国
家
と
は
、
統
治
機
構
と
い
う
よ
り
も
「
友
愛
」
の
紳
で

結
ぼ
れ
た
共
同
体
、
す
な
わ
ち
「
ナ
シ
オ
ン
」
で
あ
り
、
家
族
、
同
業

組
合
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
延
長
上
に
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
中
間
集

団
の
社
会
的
役
割
は
、
国
家
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
、
国
家
の
介
入

に
よ
る
社
会
問
題
の
解
決
、
す
な
わ
ち
「
労
働
の
権
利2
5
Z
E
E
S
]
)」

の
実
現
が
要
求
さ
れ
た
。

「
連
帯
」
の
思
想
を
担
っ
た
共
和
主
義
者
の
う
ち
、
ル
ヌ

l

ヴ
イ
エ
な

ど
一
部
の
論
者
は
、
四
八
年
二
月
革
命
の
挫
折
を
経
験
し
、
第
一
一
帝
政

下
に
お
い
て
「
友
愛
」
の
思
想
を
批
判
し
て
「
連
帯
」
を
哲
学
的
に
導

入
す
る
役
割
を
担
つ
目
。
「
連
帯
」
の
思
想
は
、
理
念
的
平
等
と
事
実
的

不
平
等
と
の
媒
介
を
主
題
と
し
、
普
遍
主
義
的
な
権
利
の
概
念
に
コ
ミ
ッ

ト
す
る
点
で
「
友
愛
」
の
思
想
と
共
通
す
る
。
し
か
し
「
連
帯
」
は
、

ロ
マ
ン
主
義
的
な
ナ
シ
オ
ナ
リ
ス
ム
や
、
国
家
に
よ
る
社
会
の
包
摂
に

批
判
的
で
あ
り
、
人
民
の
一
体
性
や
平
等
性
よ
り
も
、
諸
個
人
の
差
異

• 権力と公共圏特集

や
分
業
を
積
極
的
に
肯
定
し
よ
う
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
三
共
和
政
期
の
社
会
共
和
派
に
担
わ
れ
た
「
連

帯
」
の
思
想
は
、
産
業
化
の
負
の
側
面
へ
の
対
応
、
普
遍
主
義
的
権
利

概
念
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
国
家
主
義
や
ロ
マ
ン
主
義
的
ナ
シ
オ
ナ

リ
ス
ム
か
ら
の
距
離
、
と
い
う
点
に
特
徴
づ
け
ら
れ
、
政
治
経
済
学
、

社
会
経
済
学
、
「
友
愛
」
の
思
想
な
ど
と
の
対
抗
関
係
の
中
で
、
自
ら
の

思
想
を
展
開
し
た
。
そ
れ
は
、
第
二
帝
政
下
の
共
和
主
義
哲
学
者
ル
ヌ
l

ヴ
イ
エ
、
フ
イ
ェ
、
ア
ン
リ
・
マ
リ
オ
ン
(
国
自
片
手
向
邑
S
)
な
ど
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
、
第
三
共
和
政
期
に
は
、
急
進
社
会
党
指
導
者
の
レ
オ
ン
・

ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
に
よ
っ
て
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
語
ら
れ
、
デ
ュ

ル
ケ
l

ム
に
よ
っ
て
大
学
の
中
に
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
一
十
世
紀

初
頭
に
社
会
共
和
派
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
改
良
社
会
主
義
者
i
|
|

ミ

ル
ラ
ン
(
〉
・E
-
-
R
g
e、
ト
マ
(
〉
・
J
2
5
5
g
)な
ど
ー
ー
ー
は
、
こ
う

し
た
思
想
の
延
長
に
、
社
会
保
険
の
一
般
化
を
図
ろ
う
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
論
述
を
踏
ま
え
、
「
連
帯
」
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
、

以
下
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
「
平
等
」
の
意
味
内
容
で
あ
る
。
有
機
体
論
の
批
判
的
受
容

を
背
景
と
し
た
「
連
帯
」
は
、
国
家
介
入
に
よ
る
平
等
化
で
は
な
く
、

各
人
の
役
割
の
多
様
化
や
差
異
化
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
相
互
依
存

関
係
の
上
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
連
帯
」
の
思
想
で
は
、
同
業
組

合
、
共
済
組
合
、
協
同
組
合
な
ど
の
多
様
な
結
社
の
自
治
が
奨
励
さ
れ
、

国
家
の
役
割
は
、
直
接
の
市
場
や
中
間
集
団
へ
の
介
入
で
は
な
く
、
中
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間
集
団
全
体
の
指
導
と
監
視
、
個
人
に
た
い
す
る
集
団
加
入
へ
の
奨
励

な
ど
の
間
接
的
介
入
、
教
育
な
ど
に
限
定
さ
れ
針
。

第
二
は
、
反
自
然
主
義
で
あ
る
。
ル
ヌ
l

ヴ
イ
エ
、
フ
イ
ェ
、
ブ
ル

ジ
ヨ
ワ
、
デ
ュ
ル
ケ
l

ム
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
自
然
的
連
帯
と
社
会
的

「
連
帯
」
と
を
区
別
し
た
。
社
会
的
「
連
帯
」
は
、
自
然
に
存
在
す
る
不

正
や
不
平
等
、
個
人
の
自
律
を
脅
か
す
事
故
・
病
気
・
老
い
な
ど
を
、

集
合
的
「
リ
ス
ク
」
の
発
現
と
し
て
読
み
替
え
る
論
理
で
あ
る
。
例
え

ば
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
は
、
「
連
帯
」
へ
の
遡
及
的
合
意
を
意
味
す
る
「
準
契
約

(
A
E巴
A
B

可
巳
)
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
も
し
も

平
等
で
自
由
な
条
件
の
も
と
で
交
渉
し
た
と
す
る
な
ら
、
両
者
の
間
で

前
も
っ
て
成
立
し
え
た
は
ず
の
合
意
に
か
ん
す
る
解
釈
で
あ
り
、
表
現

(
部
)

で
あ
る
」
。
「
準
契
約
」
と
は
、
個
人
の
自
律
を
脅
か
す
上
記
の
出
来
事

を
、
集
合
的
「
リ
ス
ク
」
の
発
現
と
捉
え
直
し
、
そ
れ
以
前
の
「
平
等

で
自
由
な
条
件
」
と
い
う
仮
想
的
状
況
に
お
け
る
万
人
の
人
格
の
対
称

性
を
承
認
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
事
実
的
状
態
を
放

任
し
確
認
す
る
も
の
で
は
な
く
、
事
実
的
状
態
を
矯
正
す
る
規
範
的
原

理
で
あ
り
、
抽
象
的
「
人
間
性
(
E
B
S志
ご
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

(
日
)

に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
「
連
帯
」
の
論
理
で
は
、
社
会
の
「
進
歩
」
と
個
人
の
自
律

と
が
緊
密
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。
個
人
は
、
社
会
関
係
の
中
で
の
み
自

律
を
獲
得
し
(
「
リ
ス
ク
」
へ
の
補
償
)
、
社
会
は
、
個
々
人
の
自
律
を
通

し
て
の
み
「
進
歩
」
(
「
人
間
性
」
の
発
展
)
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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「
リ
ス
ク
」
へ
の
集
合
的
補
償
と
い
う
「
社
会
権
」
は
、
個
々
人
が
「
人

間
性
」
の
「
進
歩
」
に
貢
献
す
る
と
い
う
「
義
務
」
の
観
念
と
結
び
つ

い
て
い
る
。
個
人
は
、
自
助
努
力
に
よ
る
「
リ
ス
ク
」
の
軽
減
、
す
な

わ
ち
労
働
規
律
、
衛
生
習
慣
、
健
康
へ
の
配
慮
や
、
教
育
を
通
じ
た
「
社

会
化
」
を
、
「
社
会
的
義
務
」
と
し
て
担
う
。
教
育
や
公
衆
衛
生
へ
の
取

り
組
み
は
、
権
利
の
保
障
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
「
義
務
」
の
遂

行
の
要
請
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

四

『
連
帯
』
の
魅
張
か
、
「
新
し
い
連
帯
」
か
?

一
九
八
0
年
代
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
の
福
祉
国
家
改
革
は
、
一
方
で
、

共
済
組
合
主
義
的
伝
統
か
ら
来
る
制
度
的
分
立
の
克
服
と
制
度
の
二
元

化
、
他
方
で
公
的
支
出
の
削
減
と
い
う
、
二
つ
の
方
向
か
ら
成
っ
て
い

る
。
最
後
に
、
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
論
と
、
こ
う
し
た
改
革
の
方
向
性

が
、
「
連
帯
」
の
拡
張
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
新
し
い
連

帯
」
の
創
出
の
必
要
性
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
論
点
を
ま

と
め
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
現
在
見
ら
れ
る
「
連
帯
」
批
判
に
は
、
本
来
の
含
意
を
捉

え
損
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
十
九
世
紀
末
に
導
入
さ
れ
た
「
連
帯
」
は
、
当
時
の
遺

伝
学
や
頭
蓋
学
な
ど
の
「
自
然
主
義
(
ロ
即
仲
良
色
町
ヨ
巾
)
」
や
、
自
由
競
争

の
奨
励
に
対
抗
し
、
各
人
の
人
格
の
対
称
性
と
い
う
規
範
に
基
づ
く
「
社
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(
白
羽
)

会
的
」
統
合
へ
の
合
意
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
事
故
・

病
気
・
貧
困
な
ど
は
、
当
初
か
ら
平
等
な
「
リ
ス
ク
」
と
し
て
存
在
し

た
の
で
は
な
く
、
「
社
会
的
」
観
点
か
ら
集
合
的
「
リ
ス
ク
」
の
偶
発
と

捉
え
な
お
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
補
償
が
万
人
の
「
権
利
」
と
し
て
構
成
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
近
年
語
ら
れ
て
い
る
新
し
い
医
療
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、

高
齢
化
、
長
期
失
業
、
社
会
的
排
除
に
伴
う
「
新
し
い
リ
ス
ク
」
と
は
、

「
連
帯
」
の
平
等
性
を
掘
り
崩
す
と
い
う
よ
り
も
、
自
然
的
・
経
済
的
不

平
等
に
対
す
る
「
社
会
的
」
統
合
の
平
面
を
ど
う
再
構
築
し
、
「
連
帯
」

の
論
理
を
ど
の
よ
う
に
拡
張
し
て
い
く
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
国
家
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ド
ン
ズ
ロ
の
指
摘
す

る
と
お
り
、
国
家
に
よ
る
「
連
帯
」
の
占
有
が
、
二
十
世
紀
以
降
の
変

化
、
す
な
わ
ち
国
家
の
役
割
が
「
社
会
的
」
な
も
の
か
ら
「
経
済
的
」

な
も
の
へ
と
転
換
し
、
第
一
次
・
第
二
次
大
戦
を
経
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
高
揚
を
背
景
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
事

情
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
討
。
十
九
世
紀
末
に
「
連
帯
」
を
唱
え
た
デ
ユ

ル
ケ
l

ム
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
な
ど
に
は
、
経
済
的
合
理
性
と
距
離
を
取
り
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
よ
り
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
姿
勢

、
が
見
出
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
六0
年
代
に
至
る
ま
で
「
福

祉
国
家
」
と
い
う
呼
称
が
否
定
的
に
用
い
ら
れ
、
む
し
ろ
「
社
会
保
障
一

が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
連
帯
」
と
は
、
本
来
国
家
に
占
有
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
間
集
団
と
国
家
の
あ
い
だ
で
分
有
さ
れ

• 権力と公共圏特集

る
べ
き
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
国

家
・
社
会
関
係
の
再
考
と
は
、
「
連
帯
」
そ
の
も
の
の
間
い
直
し
と
い
う

よ
り
も
、
ま
ず
は
二
十
世
紀
以
降
の
「
連
帯
」
の
変
容
と
い
う
文
脈
に

お
い
て
為
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
に
、
フ
l

コ
l

主
義
者
の
枠
組
み
に
共
通
す
る
問
題
点
に
触
れ

て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
論
じ
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
「
社

会
」
の
概
念
は
、
政
治
経
済
学
者
、
社
会
経
済
学
者
、
「
友
愛
」
の
思

(
ω
)
 

想
、
「
連
帯
」
の
思
想
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
語
ら
れ
、
内
部
に
産
業

化
、
法
と
モ
ラ
ル
、
国
家
と
中
間
集
団
、
権
利
と
義
務
、
価
値
理
念
な

ど
様
々
な
対
立
軸
を
含
ん
で
い
た
。
フ
l

コ
ー
の
よ
う
に
「
社
会
」
と

「
自
由
主
義
」
を
結
び
つ
け
る
見
方
は
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
潮
流
を
一
般

化
し
た
も
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
「
社
会
的
な
も
の(
-
2
0
n
E
ご
内

部
に
は
ら
ま
れ
た
多
義
性
|
|
|
規
律
の
側
面
と
解
放
の
側
面
と
の
絡
み

合
い
i

ー
を
、
過
度
に
単
純
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
様
の

問
題
は
、
ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
古
典

的
自
由
主
義
に
お
け
る
「
保
護
国
家
」
の
延
長
に
「
福
祉
国
家
」
を
位

置
づ
け
る
と
い
う
理
解
や
、
国
家
の
機
能
の
一
部
を
中
間
集
団
へ
と
委

譲
し
、
労
働
の
義
務
と
「
連
帯
」
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経

済
的
合
理
性
と
福
祉
国
家
の
原
理
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
能
動

的
福
祉
国
家
」
論
は
、
ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
が
、
自
由
主
義
と
「
連
帯
」

の
原
理
を
連
続
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
十
九
世
紀
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
連
帯
」
が 2004 社会思想史研究 No.28
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「
政
治
経
済
学
」|1

産
業
の
自
由
、
国
家
の
不
介
入
、
社
会
的
規
律
を

組
み
合
わ
せ
た
統
治
の
思
想
!
ー
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
た

こ
と
の
意
味
を
過
少
評
価
さ
せ
、
ひ
い
て
は
「
経
済
的
な
も
の
」
と
「
社

会
的
な
も
の
」
と
の
対
立
を
、
不
鮮
明
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
「
新
し
い
連
帯
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た

い
。
以
上
の
議
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
連
帯
」
批
判
の
中
に
は
、
旧
来

の
「
連
帯
」
概
念
に
た
い
す
る
根
源
的
な
懐
疑
が
見
出
さ
れ
る
。
「
連

帯
」
が
全
体
社
会
の
「
進
歩
」
と
不
可
分
に
結
び
つ
き
、
そ
の
内
部
に

お
い
て
、
個
人
が
「
社
会
化
」
へ
の
「
義
務
」
を
無
制
限
に
負
う
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
連
帯
」
に
は
、
個
人
の
解
放
と
い

う
側
面
だ
け
で
な
く
、
エ
ヴ
ア
ル
ド
の
指
摘
す
る
よ
う
な
、
新
た
な
規

律
を
も
た
ら
す
面
が
存
在
す
る
。
「
連
帯
」
は
自
己
完
結
的
な
論
理
で
は

あ
り
え
ず
、
そ
の
抽
象
性
、
全
体
の
「
進
歩
」
が
個
人
に
優
越
す
る
目

的
と
し
て
措
定
さ
れ
る
傾
向
は
、
そ
れ
に
対
抗
し
う
る
別
の
「
社
会
的

な
も
の
」
の
論
理
に
よ
っ
て
、
常
に
批
判
さ
れ
、
制
約
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
「
新
し
い
連
帯
」
は
、
経
済
的
合
理
性
と
の
か
か
わ
り
で
は

な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
複
数
の
「
社
会
的
な
も
の
」
の
桔
抗
を
制
度

化
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
さ
ら
に
探
求
さ
れ
る
べ
き
余
地
を
残
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
な
か
・
た
く
じ
/
フ
ラ
ン
ス
政
治
思
想
史
)

• 
注(

1
)
議
論
の
ま
と
め
と
し
て
、
ク
リ
ス
ト
ア
ア
|
・
ピ
ア
ソ
ン
(
田
中
浩
、
神
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谷
直
樹
訳
)
『
曲
が
り
角
に
き
た
福
祉
国
家
|
!
福
祉
の
新
政
治
経
済
学
』

未
来
社
、
一
九
九
六
年
、
が
優
れ
て
い
る
。

(
2
)
の
g
s
g

吉
岡

t
E
色
。g
g
-

叫
出
向3
5

甲
で
司
容
ミs
q
w苫
p
h
A
E
~
な
戸

P
B
V
ロ
ι
問
。
・
3
E
q
司
円
。
富
司HS
C
(岡
沢
憲
芙
、
宮
本
太
郎
監
訳
『
福

祉
資
本
主
義
の
=
一
つ
の
世
界
|
|
比
較
福
祉
国
家
の
理
論
と
動
態
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ア
書
房
、
二O
O

一
年
)
以
降
の
研
究
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

(
3
)
宮
本
太
郎
編
著
『
福
祉
国
家
再
編
の
政
治
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
二

O
O

二
年
、
一
頁
。

(
4
)開
ω
宮
田
岡
辛
口
ι
耳
目

P
ミ
・
2
H
r
-
-
Y
N
4

・

(
5
)
E
O
R
O
同
S
E
S
-
-
8
・
トQ
q
E

九
三
思
卒
、
、

E
A忌
理
F
E
号
唱
団
。E
-
-思巴
・

(
6
)
ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
0
年
代
に
関
わ
れ
た
の
が
主
に
財

政
問
題
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
八0
年
代
か
ら
九
0
年
代
に
か
け
て
の
福

祉
国
家
論
は
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
」
「
哲
学
的
」
危
機
を
主
題
ど
し
た

(
E
2
0同
B
E

色
。
P
E
S

言
語
見
町
署
急
呈
邑§
~
t
E
S
S
R卒

、
星
写
滋
町
内
・
3
5

・
。ω
-
z
g凶a

・
5
8
w
忍
・
団E
C
)
0

(
7
)
E
n
F巳
g
z
g
ロ

-
F
a
h
n
E芯
・
R
E
S
-
2
・
官
。
ョ
E
E
o
s
-
E』
s
s
E
3

t
R
む
号
、
s
h
y
Q
雪

F
u
w
h
y
皇

s
h
F
S叶
∞
・
官
官
』
品
目
白
申
(
「
治
安
・
領
土
・

人
口
」
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
|
コ
l

思
考
集
成
四
』
筑
摩
書
房
、
一
一0
0
0

年
、
三
六
四
1
=
一
六
九
頁
)
一
《

Z
巳
g
g
B

母

-
5
5
3
E告
の
》E
b
き
E
3

t
R
n
v
h
ι
町
内
札
足
早
室
内
n
u
w
h
y
s
s
h
吋
司5
3

・
8
ぃ
S
E
寸
N
(
「
生
体
政
治
の
誕

生
」
円
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フl
コ
l

思
考
集
成
咽
』
筑
摩
書
房
、
一
一O
O

一
年
、

二
二
四
一
四
二
頁
)
一
《
E

豆
宣
告
Z
O
U
ω
自
広
告

H
守
E
E
O
》
・
ト2

韮

R
R
P刊誌ζ

も
た
さJ
回
口
民
m
-
-
2・
虫
耳
目
一
宮
町
母
哲
・
思
吋
タ
官
官
・
叶

'
H∞
(
「
十

八
世
紀
に
お
け
る
健
康
政
策
」
向
上
、
六
|
一
一
一
一
頁
)
・

(
8
)
フ
l

コ
l

「
生
体
政
治
の
誕
生
」
前
掲
書
、
一
三
七
頁
。

(
9
)
「
自
由
主
義
は
・
:
統
治
の
運
用
の
合
理
化
の
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
方

法
と
し
て
分
析
さ
れ
る
」
(
同
上
、
二
二
五
頁
)
。

(
叩
)
「
生
政
治
」
を
主
題
に
据
え
た
一
九
七
八
年
度
の
講
義
の
一
部
は
、
ア
メ
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(潟 )"Nき r号以'牝1ト入 "K8 r 場ji;....l ~"'K"'-J ~雇.，;:>~草壁 8嵯拠早E壊，...)1J.

.,;:> 8 \è';母子。 o r $，!!ギE縦士~'出迄剣*" :;i+!~~主義重量'掛金利阪t盟

Q 霊F異骨t 土i四国←ト申請事J 二 "'K"'- .'J.~1Mí'4-! v届i宍\-'今告の」

(Anthony Giddens , The third附Iy: 幼"rene削lofsocial d捌ocr仰，

Cambridge, Polity Pr由民 1998， p. 1l6) 。

(日 ) lbid. , pp.211-23' け')t-ノ士Y ヰR重量稀骨!l-'J!握手岩 Q 主g<!n -'Jニ，，，~，~

会札口， ì\lト入 K8 RMI (~ベ 8 4-!玉Ò' 8m民単\16匙悲観)' ト"l\'"

"'-R 8~十帳・""，( Iト"， "K -4 8 :J!;;t;.'J. ~ν心兵ν ニ4-! (~-l..r 1 

gJ 1 Irn!:)。

(口) 紙同g8 1$ぽ 81 j享-'J....lい'jE盟主ミ長事情「ギ<!~主h~き.，;:> 88 崇~-'J

制~-!廻平岩国紙-'J風土H場ト J W~~~ -F:O<nr' 11000社， 111 

国1(gJlrn!:'

(;::l) ~1馬主h .'J.Ì\ -n ーは援兵4-!姻\16-'J....lい， Jacque Donzelot, La 

police des famiU，四， Paris, Minuit, 1977, pp,1l-3 (ト鋭戦揺『総

量~~よく宍戸くがの記剣一一一同士三嶋草~-'JIBlIÐ時Q紅型国主軸岨』模型:;i+!' 1 

-F:-F: 11廿， 1く一--\-llrn!:) ; Francois Ewald, L 'Etat pr，仰idence ， Paris, 

B. Grasset, 1985, p.26, etc. 口裕入、トロ入~' �-n--'J 

-'J.，;:>.'J. r ギ相経世.'J.毘ヤト(lo\1(判事~右手掛Jド二時。 B. Bruhnes, 

M. Fouccault, R. Lenoir et P. Rosanvallon, S馗urit� sociale: l' e 

nJ仰， Paris, Syros, 1983. 

(自) Pierre Rosanvallon, La crise de IÉt，宜伸rovidence ， nouvelle 岳d" Paris, 

Seuil, 1992, p.25. 

(ヨ )lb似， pp.65f. -'J~~1::~\入策会ム Q但亜#1111曜 .'J.*1::>0 rQま構図

。時ミ札口 「昭三己回総J (8$雇理由 8 r緩慢~ (glissement) J .'J.~ 

Jνpp.75-8 

(出) Cf. Pieηe Rosanvallon, L'Etat en France: de la R騅olution fran軋ise 

d 削sjours ， Paris, Gallimard, 1990, pp.173 et s, 

(~) Rosanvallon, La crise de I'État-providence, op, cit. , pp， 125ー7.

(口) Jacques Donzelot, L 'invention du social 回sai sur le d馗lin des 

P四sio間 politiψteS ， Paris, Seuil, 1994, pp.56 et s. 

(~) lbid., p.74, pp.85-9, pp.103-4. 

(~) lbid. , p.139 , 

(g) lbid. , p.156, pp.161-3. pp.165-8 

(尽 ) lbid., pp.207 et s., pp.217-9, etc. 

(お) Ex. Jean L. Cohen and Andrew Arato, Civil Society and Polit町al

活

• 園
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刈
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田
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郎
常
霊
感
艇
@
活
様
回
記
四
時
代
入
山

v
hい
〈
U
円
纏
峠
《
〉• 除、

<c 

干そ 8 workfare 程寝袋店刊￡ν 二時。将兵， rf，;\l菰右足jI!~単回目隠J

.lJ二'"穏とよや哨u' 祥晴|喜三'di 8~高|長州\;[þ{士f..!。

(g:s) ~;'t<~' 1 -F:g]1(壮士迫 8~オ土担軽自亜判E とlt6' :;!;:!<'I同法盟 81 ，筆記ヲミ

「七4 二回!!l:(g'j制維J .'1欄態必)岨V' .lJ々v~ν 二時 (Expos邑 desmotifs

depr句etde loi portant g駭駻alisation de la s馗urit� sociale, Docuｭ

問問tairl四parlet即ntaires， A. N. c., 1946, no. 1146, p.l123) 0 ~\ 

11\入 K 8~己4同経盤*昔話似~鴎理~g'~雇よo~ ，;ミ心神rl国}~~.m::~~纏ÞH

Jド'去~8 .，;l 8 ':R担割4ヰドニト00 趣 ffillf r Î\11\入?く.'1兵士的思平岩

阻側8 4:量制一-*l!!平岩回総 Q鴎里見制 8 f..!{:，'.'1 J W:;!;:! <'IM-R寧慶長記Jlg]

同講申困ロγ I -F:-F:-F:壮， 10阿 |同 11 ]1m(。

(~)認定製部i:;;f)小判中上1 ""，，，，~型事g':;!己<'1M正~悪性出( 8語字以やニド'~

ト~~事堕~0 Henri Hatzfeld，伽 pau，〆バsme � la S馗urit� sociale, 

1850-1940: essai sur les origines de la S馗urit� sociale en France , 

Nancy, Presses universitair田 de Nancy, 1989, pp.56-79. 

(~) Paul Leroy-Beaulieu, ((L'Etat moderne et ses fonctions: l'Etat, la 

religion, IMucaion et l灣sistance publique)), R，即uedesルuxmondes，

15 janvier 1898, pp.314-8. 

(司) Emile Durkbeim, De la d，即日棚 du tra叩il social, 4e éd., Paris, 1902, 

pp.180-1. '1\ えら m 1:¥ t6lll1il'" 0 r由主定控除阿\'J:t主将二条'同精

8~ (ajuste) .'1→告の (Léon Bourgeois, ((L'id馥 de solidarit� et 

ses cons邑quences sociales)), in Essai d'une philosoPhie de la soliｭ

darité, Paris, 1907, p.10) 。

(羽) L吾on Bourgeois, ((Pré白ce))， in Ferdinand Buisson, La polit勾附

radicale: 騁ude sur les doctr朗自 dりarti悶'dicalet radical-socialiste, 

Paris, 1908, p.vi; Les aPPlicati問s social，四 de la solidarité， ぬns，

1904. Paris. 

(~) Cf. Proααi， Gouverner la misère, op. cit; Takuji Tanaka, ((La 

question sociale et la politique : une origine philosophique de l'Etat 

social dans les ann馥s 1830 en France)), Hokkaido Law Review, vol. 

52, no.4, pp.327-82, no.6, pp.219-68 

(事 )r\J 8 1<柏お酎恒t6'おれとq血畠R込{]]]<i1 8r様が袋(邑colenouvelle) J 

~'但恒川嶋'ギ<'I~;ト~ì鴨正予宕ミミ .1\ 斗か J去よj 凶BE; --"νrj明

推 8{IH話j 心ìIt--"ν ニf..!け.lJ\'J*l"， (，臼副田Gid鳥 L' 白食畑<veル.

Conféret附faiteà G削れle ， Gen色ve ， 1890) 0 --" iミ--"~知 Q ムや0~~

',;," '-'-8mq駁m判*g'.'1~量化判1線下ノ*l~' j制維州~綜8吋 ~Ç"\~唱E

!明g'~盟~露骨色体JW--" トノニヰF 二。

(!;jl) Emile Cheysson,La solidarit� sociale， 口traitdel'E，印刷叩iste斤"ancazs ，

num邑rodu 4 juillet, 1903, p8;Charles Gide et Charles Rist, Histoire 

desdoctrin四éc雌O閉柳田:depu目白physiocra的1悶ψ~'ànosj抑何， 2e 

éd., Paris, 1913, p.704. 

(~)細副社幹単jl! 8 凶BE;t6'十千ミ祖返王手腎 8 ふ K I\'入 1ト、ャ Eヰ牲者 8~出~.\l!l

健{~81トーやや今告の。 Cf. Sismonde de Sismondi, Nouveaux prinｭ

cip回 d'æono間ie politique, 1819. 

(~)ギ側議鑑 Q 婚1"(.'1量!pν8~己.q~制〈延長.lJ~己.q~~起時s;f)小 8 葉掘:::lEl:l'

土4 やニ ν' おい』今い 4臨堕ÓO Bruno Valat, ((La Mutualit� et le 

d騅eloppement de la S邑curitéSociale au 20e si鐵le : les aventures de 

la liberté)), in Miche1 D肥同lS， B町nard Gihaud et Andr� Gu白血1 dir., 

助畑町立~Si泌加価etfl醐d鋭:aUÚ!Urde la loi de脱却，Paris， E∞nomiα，

1999, pp. 314-7 ; Bernard Gibaud, ((Mus馥 social et mutualit� : 

l'ambivarence d'un parrainage)), in Colette Chambelland dir., Le 

間前向 social en so唱 temps ， Paris, Presses de l'Ecole Normale 

Supérieure, 1998, pp.325 et s. 

(~)~吋~'j卜同士ミふ-"1 8:;!;:! .q~判1締結~嶋監ー。 Emile Durkheim, (( Sur 

la d邑finition du s配ialisme)) (1893) , in La science sociale et l'action, 

Paris, Presses Universitaires de France, 1970, pp.230-3. '1~ 門ミミ

ふ-"1 8~軍司a' {-R重量5記4ロ制民a{l，p' ~鰍5記<!a8 肱鰻品}州鱗Jν
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い
る
点
で
は
、
「
連
帯
」
の
思
想
と
、
社
会
経
済
学
と
の
聞
に
位
置
し
て

い
る
と
い
う
評
価
も
可
能
で
あ
る
。

(
ω
)
二
十
世
紀
の
社
会
保
険
制
度
に
お
け
る
「
共
済
組
合
的
伝
統
」
に
つ
い
て

は
以
下
、
が
詳
し
い
。
回O
B
R
a
P
E
E
-
bミ
ロ
遣
ミ
E
S
E
E

思
2
3
R見
守

三
白
目
ぬ~
E
A
h
$ミ町
署
君
、
h
2
R
9
3
3・
何
色
丹55
2
5

身
2

・
5
8

邦

語
文
献
と
し
て
は
、
田
端
博
邦
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
の

成
立
過
程
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
福
祉
国
家
2

福
祉
国
家

の
展
開
(
1
)』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
一
一
一
二
|
一
六
八
頁
。

(
印
)
「
友
愛
」
の
思
想
と
「
連
帯
」
の
思
想
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

拙
稿
も
参
照
さ
れ
た
い
。
田
中
拓
道
「
『
連
帯
』
の
思
想
史
の
た
め
に
|
|
|

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
慈
善
・
友
愛
・
連
帯
、
あ
る
い
は
社
会
学

の
起
源
」
『
政
治
思
想
研
究
』
三
号
、
二O
O
三
年
、
九
七
一
一
四
頁
。

(
日
)
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、
宮
島
町
中
国
向
。
E
P

冨
円
F
O
E
-
E
B
O
B宮
古

E
E
R
Z
P
F
。
巳
ω
∞
-
B
n
な
ど
。
四
八
年
六
月
以
降
、
こ
の
潮
流
は
穏
健

共
和
派
と
社
会
主
義
と
に
分
岐
す
る
。

(
招
)
四
八
年
議
会
で
の
「
労
働
の
権
利
」
に
関
す
る
討
論
を
編
纂
し
た
次
の
資

料
を
参
照
。
』
。
自
ち
のRE
R
E
-
-
U
S、

・2
H豊
富

E
E
h

医
師
喜
守
芯
ミ
ぬ

S
E
T

書
室

2
N
S
S
S
号
室

M
S
R
H皆
同
童
話
可
害
事
s
k
h
E
2

止
符

義
喜
寄
与

r
k
R
童
話

w
3
3
.
H∞
お
・

(
日
)
ル
ヌ
|
ヴ
イ
エ
の
「
愛
」
と
「
正
義
」
の
区
別
と
し
て
、

n
E
己
g
p
w
ロ

0
5
-
R

P
E
t
S
3
S
E
h
h
s
令
書

h
S
S
E
W
E
R
5
F

官
官
・
口
∞
・
臼
を
、
フ

イ
エ
の
「
友
愛
」
批
判
と
し
て
、
医
骨
包
司
O
E
-
-
b
p
ト
Q
R

罵
君
、

M
2
3
r

円
。
お
き
誌
を
喜
界
3
5
.
Z
8
・
3
・ω
ミ
ム
印
を
参
照
。

(
M
)〉
寄
包
司
。
忌
広
F
E
S
S
2
8
s
h同
S
S
H
S
S。
室
長
も
・
町
民F宅
-
3
2
ω

・

ま
た
、
デ
ュ
ル
ケ
|
ム
は
言
う
。
「
国
家
は
い
わ
ば
一
般
的
で
単
純
な
作
業

を
行
う
た
め
に
作
ら
れ
た
鈍
い
機
械
で
あ
る
。
国
家
の
活
動
ほ
常
に
圃
一

的
で
、
限
り
な
く
多
様
な
個
々
の
事
情
に
:
順
応
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
:
・
労
働
時
間
、
保
健
衛
生
、
賃
金
、
あ
る
い
は
保
健
や
救
済
事
業

が
問
題
に
な
る
と
き
、
善
意
の
人
々
は
ど
こ
に
お
い
て
も
同
じ
困
難
に
直

面
す
る
。
」
(
何
呂
町O
R
E
E
F
t
話
再
怠

-
S
色
町
侍
邑
S
E
胃

3
5
・

P
2
自

ω
C
E
Z
B
E
5

号
司
g
出
R
H
8
C
(
官
金
・
居
申
叶
)
・
唱
・
お
由
。

2
・

(
応
)
例
え
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
、
「
予
防
と
救
済
措
置
が
、
国
家
に
よ
る
直
接
的
・

行
政
的
な
企
て
と
な
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
国
家
が
そ
れ
ら
を
包
摂

す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
援
助
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
述
べ
る

(
戸
倉
ロ
回
宮
同
m
g
出

-
E
草
ミ
塁
走
乱
含
宮
専
門
言
言
守
主
雪
量
雪
雪
国
品
、
号
室
需

を
.
符
塁h
h
s
h
4
E
S
h
r
q
ミ
ミ
革
連
量

w
H
3
3
・
5
8

・
司
・
合
)
。

(
白
川
)
F
b
o口H
W。
再
開
2
3
・
守
往
昔
ミH弘
司
(
H
Z
E
-
-
H
S
8
・
3
巳
ω
-
p
m
m
ω
2
5
'

弓
2
E

宮
町
2

且
ロ
印
何
回
】
窓
口
付
ロ

o
p

回
申
由
∞
・
日
}
唱

-
A
F
4

司
旦
ω
・

(
貯
)
同
様
に
、
デ
ュ
ル
ケl
ム
も
「
人
間
」
の
平
等
な
尊
厳
、
す
な
わ
ち
「
道

徳
的
個
人
主
義
(
古
庄
司
区
白
色
ω
B
o
g
o
g

】
)
」
を
、
近
代
社
会
の
唯
一
の
紐

帯
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
意
識
を
超
越
し

た
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
に
と
っ
て
結
合
の
中
心
と
し
て

の
役
割
を
果
た
す
」
(
何
邑S
R
5
2
p
《
巴
昆
正
昼
3
2
2
-
B
E
E
s

-
R
E
巳
5
・
5

ト
Q
R

苦
言
句

R
S
』
町
民
向
、
R
S
F
D
市
・
円
止
J

目
】
・
N
g
)。

(
日
)
自
然
主
義
を
含
め
、
当
時
の
思
想
的
文
脈
に
つ
い
て
は
以
下
が
詳
し
い
。

E
R
O
ロ
け
冨
ロn
E
0
5・
h
b
き
言
語
専

$
2
2
3
汗
E
E
S
E
S
E
M
R
s
e
寝

室
、
否
認
定

(
H
h
u
d
'
S
H
e
-
E

包
P

巴
陣
門E
Z

『
H
p
s
s
・
-
恒-
N叶
目
斗
申
・

(
印
)
ロ
。
ロ
N
O
-
o
F
E
S
詰
ミ

S
K
R
M
R
S
F
e
n
p・
3
・5
2
Z
-

(
ω
)こ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
、
社
会
主
義
も
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
は
フ
ラ
ン

ス
福
祉
国
家
形
成
と
の
関
連
か
ら
、
統
治
層
の
思
想
の
み
を
採
り
上
げ
、

多
様
な
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
思
想
に
つ
い
て
は
扱
え
な
か
っ
た
。

(
臼
)
そ
の
一
つ
の
原
因
と
し
て
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
フ
|

コ
l

の
関
心
の
背
後
に
、
七
0
年
代
ア
メ
リ
カ
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

進
展
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
の
財
政
危
機
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。 2004 社会思想史研究 No.28
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回
目
幽

『
専
門
知
と
公
共
性
|
撃
器
社
会
論
の
構
築
に
向
け
て
』

(
藤
垣
裕
子
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二OO
三
年
)

伊
藤
宏
之

本
書
の
「
あ
と
が
き
」
で
著
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
学
生
時
代
、
水
俣
、
福
岡
ス
モ
ン
の
会
、
北
海
道
ス
モ
ン
の
会
な
ど
の

現
地
訪
問
お
よ
び
関
連
書
物
に
接
す
る
な
か
で
一
番
心
に
刺
さ
っ
た
の
は
、

『
学
者
は
私
た
ち
の
声
を
あ
ま
り
聞
い
て
く
れ
な
い
。
学
問
は
人
の
た
め
に

な
る
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
い
か
』
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
っ
た
。•• 

評〉書

2事警
ær守草
署隷i
警と
?公
共
性

• 69 

専
門
家
に
な
る
と
、
な
ぜ
現
場
の
市
民
の
痛
み
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
だ

ろ
う
?
二

O
年
か
か
っ
て
、
よ
う
や
く
こ
の
間
い
に
自
分
な
り
の
解
答

を
得
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
ル
共
同
体
、
妥
当
性
境
界
、
変
数
結
節
と
い
っ
た
概

念
装
置
は
、
こ
れ
ら
の
聞
い
を
解
く
た
め
に
考
え
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
」

著
者
は
、
現
代
に
お
け
る
「
科
学
者
の
社
会
的
責
任
」
を
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
の
よ
う
に
科
学
技
術
社
会
論
(
S
T
S
)
と
い
う
形
で
提
示
し
て
い
る
。

一
般
的
に
科
学
技
術
と
社
会
と
の
接
点
で
発
生
し
て
い
て
、
「
不
確
定
要
素

を
ふ
く
み
、
科
学
者
に
も
答
え
ら
れ
な
い
問
題
だ
が
、
『
今
、
現
在
』
社
会

的
合
意
が
必
要
」
と
い
う
特
徴
を
持
つ
問
題
を
見
据
え
て
、
著
者
は
専
門

家
と
市
民
と
行
政
と
い
う
各
セ
ク
タ
ー
の
枠
を
越
え
た
「
公
共
空
間
」
の

シ
ス
テ
ム
開
発
が
こ
の
科
学
技
術
社
会
論
の
課
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
課
題
に
対
す
る
解
答
と
し
て
著
者
が
一
示
す
も
の
が
、
「
双
方
向
的
P

U
S
(
宮
百
円R
E
認
可

=
F
E
n
d
E
O
B
Eロ
島
田
問
。
町
田
丘
四
回
円
。
)
モ
デ
ル
」
(
こ
れ
を

著
者
は
公
共
H

宮
内
同
問
。
モ
デ
ル
と
も
い
う
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
専
門

家
か
ら
市
民
へ
の
一
方
的
な
知
識
の
流
れ
を
仮
定
す
る
科
学
技
術
の
「
受

容
」
(
E
V
E
n
-
〉
2
8
g
ロ
8
)

モ
デ
ル
(
こ
れ
を
著
者
は
科
学
者H
Y
己
完
モ
デ

ル
と
も
い
う
)
や
日
本
の
審
議
会
制
度
(
「
合
意
型
」
)
で
の
非
公
開
性
、
非

透
明
性
等
の
不
充
分
性
の
克
服
を
著
者
は
目
指
し
て
い
る
。

以
上
の
著
者
の
テ
l

マ
設
定
お
よ
び
課
題
解
決
の
方
向
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
異
議
は
な
い
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
「
双
方
向
的P
U

S
モ
デ
ル
」
の
内
実
が
専
門
家
や
行
政
そ
し
て
と
り
わ
け
「
現
場
の
市
民

の
痛
み
」
に
ど
れ
ほ
ど
説
得
力
の
あ
る
「
解
答
」
に
な
っ
て
い
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
検
討
は
、
著
者
の
「
概
念
装
置
」
か
ら
始
め
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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(
一
)
ジ
ャ
ー
ナ
ル
共
同
体
。
著
者
は
専
門
主
義
の
源
泉
を
科
学
者
の
業

績
維
持
機
構
H

ジ
ャ
ー
ナ
ル
共
同
体
に
求
め
る
。
そ
こ
で
は
、
「
先
行
研
究

し
ι
の
差
異
(
g
B
2
5尚
1
出
2
)

の
積
み
重
ね
で
あ
る
論
文
群
は
、
常
に
論

文
引
用
を
通
じ
て
回
帰
的
再
帰
的
に
言
及
さ
れ
、
引
用
者
各
々
の
問
題
関

心
か
ら
再
解
釈
さ
れ
る
な
か
で
、
『
妥
当
性
境
界
』
を
も
っ
た
構
造
を
作
り

上
げ
る
」
。
こ
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
共
同
体
の
う
ち
、
確
定
さ
れ
た
知
識
群
と
し

て
の
『
構
造
』
を
重
視
す
れ
ば
、
専
門
主
義H

「
硬
い
」
科
学
観
に
な
る
。

し
か
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル
共
同
体
の
妥
当
性
境
界
の
変
遷
、
引
用
系
列
の
変

遷
の
中
に
は
、
確
実
で
厳
密
な
答
え
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
科
学
者

た
ち
が
日
々
そ
れ
を
作
り
、
書
き
換
え
、
更
新
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で

き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
者
は
こ
の
中
に
「
作
動
す
る
科
学
」
を
見
出
す

べ
き
だ
と
い
う
。

(
二
)
妥
当
性
境
界
。
学
会
誌
に
お
け
る
「
知
識
の
審
判
の
境
界
」
を
著

者
は
妥
当
性
境
界
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
妥
当
性
境
界
は
固
定
的
な
も

の
で
は
な
く
、
書
き
換
え
と
更
新
の
過
程
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
と

お
り
で
あ
る
。
そ
の
上
で
妥
当
性
境
界
が
、
「
科
学
者
集
団
に
と
っ
て
理
想

的
な
条
件
の
も
と
で
形
成
さ
れ
、
か
な
ら
ず
し
も
『
公
共
の
問
題
解
決
』

に
と
っ
て
必
要
な
条
件
の
も
と
で
形
成
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
に
著
者
は

注
意
を
促
し
て
い
る
。

(
二
一
)
状
況
依
存
性
。
著
者
は
、
科
学
的
事
実
が
、
「
科
学
者
集
団
内
部

の
方
法
論
的
真
偽
テ
ス
ト
に
の
っ
と
っ
た
、
つ
ま
り
ジ
ャ
ー
ナ
ル
共
同
体

の
査
読
規
準
に
合
致
す
る
、
理
想
的
条
件
、
前
提
条
件
の
も
と
で
成
立
す

る
」
と
い
う
性
質
を
知
識
の
「
状
況
依
存
性
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
公
共
空
間
に
お
け
る
問
題
で
は
、
理
想
条
件
で
の
デl
タ
取
得
で
は

• 権力と公共圏特集

な
く
、
現
場
条
件
で
の
判
断
デ
l

タ
こ
そ
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
点
が
重

要
だ
と
著
者
は
い
う
。

(
四
)
変
数
結
節
。
連
続
す
る
で
き
ご
と
の
中
か
ら
、
当
該
目
標
に
と
っ

て
の
代
表
値
と
し
て
の
変
数
を
取
り
出
す
こ
と
を
、
著
者
は
「
変
数
結
節
」

と
呼
ぶ
。
例
え
ば
、
名
古
屋
市
藤
前
干
潟
干
拓
事
業
の
環
境
評
価
を
巡
る

住
民
側
と
事
業
者
側
の
対
立
は
、
埋
め
立
て
事
業
区
域
の
周
辺
区
域
に
比

し
て
の
シ
ギ
・
チ
ド
リ
類
の
利
用
率
算
出
方
法
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
事

業
者
側
は
年
間
と
時
間
帯
と
を
通
し
て
の
平
均
値
を
用
い
、
N
G
O

側
は

野
鳥
に
よ
っ
て
最
も
利
用
さ
れ
る
時
期
と
時
間
帯
を
用
い
た
代
表
値
を
利

用
率
と
し
た
。
つ
ま
り
、
事
業
者
側
の
工
学
の
理
想
系
で
は
干
出
時
と
冠

水
時
の
差
は
無
視
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
N
G
O

側
は
そ
の
差
こ
そ

無
視
で
き
な
い
と
し
、
「
現
地
で
経
験
し
て
き
た
実
感
と
整
合
性
(
ロ
ー
カ

ル
ノ
レ
ツ
ジ
)
を
も
っ
て
」
利
用
率
の
近
似
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
れ
を
著

者
は
、
「
現
実
系
の
変
数
結
節
と
理
想
系
の
変
数
結
節
と
は
異
な
る0

・
:
・

ロ
ー
カ
ル
ノ
レ
ツ
ジ
(
現
場
知
)
は
、
現
実
系
に
お
け
る
変
数
結
節
に
重

要
な
役
割
を
果
た
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
変
数
結
節
論
は
、
状

況
依
存
性
概
念
と
と
も
に
、
過
度
の
普
遍
化
と
一
般
化
に
対
す
る
反
省
の

機
会
を
投
じ
る
」
と
い
う
。
同
時
に
、
「
状
況
依
存
性
、
変
数
結
節
論
で
科

学
的
合
理
性
に
メ
ス
を
い
れ
て
い
る
」
こ
と
で
、
著
者
は
「
従
来
の
社
会

学
に
お
け
る
住
民
運
動
論
」
と
の
差
異
を
一
不
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

以
上
が
内
外
の
最
新
の
科
学
技
術
社
会
論
研
究
を
ふ
ま
え
て
の
著
者
の

主
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た

ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル
共
同
体
概
念
は
そ
の
名
称
を
別
と
す
れ
ば
内
容
的 2004 社会思想史研究 NO.28
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に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
現
代
に
お
い
て
は
「
専
門
主
義
」

へ
の
固
執
と
い
う
よ
り
、
「
学
際
研
究
」
の
成
立
困
難
が
確
か
に
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
分
野
ご
と
に
妥
当
性
境
界
が
「
違
う
」
と
い

う
現
実
か
ら
出
発
し
て
公
共
空
間
の
問
題
を
据
え
な
お
す
と
い
う
立
場
を

取
る
。
一
つ
の
専
門
分
野
に
お
い
て
も
妥
当
性
境
界
は
変
化
す
る
わ
け
だ

か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
科
学
知
は
変
化
す
る
妥
当
性
境
界
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
を
著
者
は
知
識
の
状
況
依
存
性
と
い
う
が
こ
れ
も
内
容
的
に
は
新
し

い
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
変
数
結
節
論
に
つ
い
て
も
新
し
い
用
語
に
よ

る
問
題
状
況
の
整
理
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
こ
の
整
理
(
新
し

い
概
念
装
置
)
が
無
用
左
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

で
は
、
著
者
の
目
指
す
「
双
方
向
的

P
U
S

モ
デ
ル
」
と
は
何
か
。
そ

れ
は
「
科
学
者
|
政
策
立
案
者
市
民
が
同
等
の
意
思
決
定
権
を
も
っ
モ
デ

ル
」
で
あ
り
、
公
共
空
間
の
意
思
決
定
に
関
与
し
た
利
害
関
係
者
(
住
民
、

市
民
、

N
P
O

、

N
G
O

、
企
業
、
行
政
、
専
門
家
)
が
責
任
を
取
る
シ
ス
テ

ム
の
こ
と
で
あ
る
。

専
門
家
の
責
任
と
は
、
「
公
共
の
妥
当
性
境
界
の
た
め
に
知
識
を
し
ぼ

り
、
現
場
に
状
況
依
存
し
た
変
数
も
考
慮
し
て
、
選
択
肢
の
提
示
と
そ
の

選
択
結
果
の
予
測
を
事
実
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を

解
明
し
た
後
は
選
択
を
社
会
に
ゆ
だ
ね
る
、
と
著
者
は
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
専
門
家
や
行
政
が
す
べ
て
予
測
可
能
な
事
態
を
『
隠
し

た
』
の
で
あ
れ
ば
、
専
門
家
や
行
政
に
責
任
を
課
す
」
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
問
題
は
予
測
で
き
な
っ
た
事
態
に
つ
い
て
の
責
任
で
あ
る
。
著

者
は
「
『
そ
の
時
点
で
選
択
可
能
な
最
良
の
選
択
を
行
う
』
と
い
う
行
政
担
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当
課
責
任
の
方
式
」
と
、
「
『
そ
の
時
点
で
発
表
可
能
な
情
報
す
べ
て
を
公

開
し
、
国
民
に
選
択
し
て
も
ら
う
』
と
い
う
自
己
責
任
の
方
式
」
が
あ
る

と
い
う
。
前
者
は
、
そ
の
選
択
が
「
数
年
数
十
年
後
に
は
変
化
す
る
と
と

を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
方
式
」
で
あ
り
、
後
者
に
よ
っ
て
「
市
民
の
ほ

う
の
責
任
境
界
の
問
題
が
う
か
び
あ
が
る
」
と
い
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
著
者
は
科
学
そ
れ
自
体
が
「
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
科
学
」

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
と
、
状
況
依
存
性
が
問
題
に
な
る
と
と
ろ

で
の
社
会
的
意
思
決
定
で
は
「
科
学
的
知
識
の
書
き
換
え
に
と
も
な
っ
て
、

社
会
的
合
理
性
の
ほ
う
も
書
き
換
え
、
同
時
に
責
任
境
界
も
再
度
引
き
直

す
」
と
い
う
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
イ
の
必
要
性
と
を
説
く
。
こ
れ
の
応
用
例

が
「
順
応
管
理
(
白
骨E
5
l
g
g

同
四
冊
目
。
巳
ご
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ

は
「
現
在
科
学
者
集
団
の
保
証
で
き
る
知
見
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
認

め
、
そ
れ
で
は
決
定
で
き
な
い
と
と
を
『
暫
定
的
』
に
決
め
て
お
い
て
、

の
ち
に
微
調
整
を
繰
り
返
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
う
し
た

方
法
が
江
戸
時
代
の
伝
統
的
な
河
川
管
理
の
「
見
試
し
」
方
法
と
酷
似
し

て
い
る
、
と
い
う
。
(
「
見
試
し
」
と
は
、
数
年
様
子
を
み
な
が
ら
水
門
調
節
や

放
水
路
管
理
な
ど
を
行
う
方
法
を
い
う
。
)

著
者
は
伝
統
の
中
に
「
民
主
的
経
過
観
察
に
よ
る
微
調
整
の
方
法
」
を

見
出
し
て
い
る
。
私
は
こ
こ
で
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
方
法
を
想
起
す
る
。

〉
口
何
印
曲
目
可

g

ロ

S
E
E
m
E
Z
B
E
dロ
母
E
S
E
E
m
(
5由
。
)
で
ロ
ッ
ク
は

認
識
に
お
け
る
絶
対
確
実
性
を
退
け
て
、
人
間
相
互
が
寛
容
的
態
度
を
守

り
、
「
蓋
然
性
l

確
率
胃
o
E
σ
E
q」を
高
め
て
い
く
共
同
作
業
に
取
り
組

む
こ
と
の
必
要
性
と
可
能
性
を
説
い
て
い
る
。

「
蓋
然
性
は
い
つ
も
、
絶
対
確
実
性
が
な
く
て
、
た
だ
真
と
受
け
と
る
誘
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因
が
あ
る
よ
う
な
命
題
、
そ
う
し
た
命
題
に
か
か
わ
る
。
そ
の
根
拠
は
、

要
約
す
る
と
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。
/
第
一
は
、
あ
る
事
物
と
私
た
ち
の

知
識
・
観
察
・
経
験
と
の
合
致
。
第
二
は
、
他
人
が
そ
の
観
察
と
経
験
を

保
証
す
る
証
言
。
他
人
の
証
言
で
は
、
次
の
諸
点
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
数
。
二
、
誠
実
[
な
い
し
無
欠
点
]
。
三
、
証
人
の
熟
練
。
四
、
書
物

か
ら
引
用
さ
れ
た
証
言
の
場
合
は
著
者
の
意
図
。
五
、
関
係
の
諸
部
分
・

諸
事
情
の
整
合
性
。
六
、
反
対
証
一
言
弓
/
蓋
然
性
は
、
直
観
的
明
証
す
な

わ
ち
知
性
を
謬
り
な
く
確
定
し
て
、
絶
対
確
実
な
真
知
を
産
む
直
感
的
明

証
を
欠
如
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
心
が
理
知
的
に
進
も
う
と
す
れ
ば
、

心
は
、
蓋
然
性
の
あ
ら
ゆ
る
根
拠
を
検
討
し
て
、
蓋
然
性
に
基
づ
い
て
あ

る
蓋
然
的
命
題
に
同
意
し
た
り
同
意
し
な
か
っ
た
り
す
る
以
前
に
、
そ
の

根
拠
が
こ
の
命
題
に
対
す
る
賛
否
の
多
少
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
る
か
を

見
て
、
全
体
を
適
正
に
差
し
引
き
し
た
上
で
、
蓋
然
性
の
い
っ
そ
う
大
き

な
根
拠
が
[
賛
否
の
]
ど
ち
ら
側
に
優
勢
で
あ
る
か
に
釣
合
う
よ
う
に
、

大
な
り
小
な
り
固
い
同
意
を
も
っ
て
、
命
題
を
拒
否
し
た
り
受
け
入
れ
た

り
す
べ
き
で
あ
る
。
(
第
四
巻
第
十
五
章
四
・
五
節
)

結
果
に
つ
い
て
の
実
地
検
証
は
、
初
発
の
収
集
デ
l

タ
や
分
析
、
そ
れ

に
判
断
の
根
拠
の
見
直
し
を
も
含
む
。
ロ
ッ
ク
の
こ
の
認
識
H

行
動
の
循

環
的
l

再
帰
的
枠
組
(
体
制
論
を
含
む
)
は
古
拙
で
は
あ
る
が
、
藤
垣
氏
の

精
微
な
概
念
装
置
に
似
て
い
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
藤
垣
氏
の
い
う
「
暫

定
的
」
決
定
↓
「
微
調
整
」
の
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
「
順
応
管
理
」
方
式
に

そ
れ
ぞ
れ
の
決
定
関
与
者
が
参
加
す
る
と
し
て
も
、
各
ア
ク
タ
ー
が
ど
こ

に
着
目
し
て
見
直
し
作
業
を
す
れ
ば
よ
り
よ
い
「
微
調
整
」
に
な
る
と
い

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
各
ア
ク
タ
ー
に
対
し
て
「
関
与
し
な
が
ら
、

• 権力と公共圏特集

か
つ
同
時
に
決
し
て
同
化
さ
れ
な
い
批
判
精
神
」
の
必
要
性
を
説
く
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
見
直
し
作
業
の
過
程
に
つ
い
て

の
実
証
的
H

批
判
的
検
討
に
基
づ
く
理
論
的
再
構
成
の
余
地
が
な
お
残
さ

れ
て
い
る
。
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一
九
六
二
年
に
ハ
l

パ
l

マ
ス
の
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
が
出
版
さ

れ
て
以
来
、
公
共
性
な
い
し
公
共
圏
は
現
代
思
想
の
最
重
要
の
キl
・
タ
ー

ム
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
二
十
世
紀
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
、
と
り
わ
け
九
0
年
代
後
半
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
爆
発
的
普
及
は
、
良
く
も
悪
く
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
民
社
会
と
政

治
的
公
共
性
の
可
能
性
を
論
じ
る
こ
と
が
い
か
に
も
火
急
の
課
題
で
あ
る

か
の
よ
う
に
多
く
の
研
究
者
に
思
わ
せ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
賞
揚
に

せ
よ
、
そ
れ
へ
の
失
望
に
せ
よ
、
そ
の
胸
中
に
は
ど
ち
ら
も
同
じ
く
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
公
共
性
な
い
し
公
共
圏
へ
の
あ
る
種
の
期
待
を
秘
め
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

N
G
O

や
N
P
O

を
中
心
と
す
る
新
し
い

政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
登
場
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ガ
ヴ
ア
ナ
ン
ス
の
発
展
を

予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
国
境
を
横
断
す
る
市
民
的
活
動
の
圏
域
を
ど

の
よ
う
に
思
想
的
・
理
論
的
に
把
握
す
る
か
が
関
心
を
呼
ん
で
い
る
。
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他
方
、
こ
れ
ま
で
公
共
闘
と
対
立
さ
れ
る
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
て
き
た

親
密
圏
に
関
し
て
も
新
た
な
問
題
意
識
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
近
年
日
本

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ヴ
ア
イ
オ
レ
ン
ス

で
社
会
問
題
化
し
て
い
る
配
偶
者
・
恋
人
か
ら
の
暴
力
や
子
ど
も
の
虐
待
、

さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
が
親
密
圏
を
め
ぐ
る
問
題
で

あ
る
と
意
識
さ
れ
る
と
き
、
従
来
は
公
共
圏
の
外
の
領
域
と
し
て
い
わ
ば

社
会
理
論
の
対
象
か
ら
外
れ
た
残
余
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
親
密
圏
を

あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
公
共
性
や
公
共
圏
な
ら
び
に
親
密
圏
を
め
ぐ
る
一
一
O
O
三

年
に
出
版
さ
れ
た
著
作
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
内
容
の
一
端
を
紹
介
し
、

そ
れ
ら
を
通
読
す
る
な
か
で
私
が
思
い
い
た
っ
た
社
会
思
想
史
の
課
題
に

つ
い
て
報
告
し
た
い
。
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史
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ハ
l

バ
l

マ
ス
の
記
念
碑
的
著
作
は
公
共
性
の
理
念
を
歴
史
の
中
の
具

体
性
と
し
て
記
述
し
よ
う
と
し
た
が
、
彼
自
身
も
一
九
九
O
年
の
新
版
の

序
文
で
そ
れ
と
な
く
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
が
二
次
文
献
に
も

と
づ
い
て
い
る
と
い
う
歴
史
研
究
と
し
て
の
不
十
分
さ
が
弱
点
と
な
っ
て

い
る
。
新
し
い
公
共
性
の
理
論
へ
の
期
待
が
脹
ら
む
な
か
で
、
も
う
一
度

し
っ
か
り
と
足
元
を
固
め
る
意
味
で
、
近
代
に
お
け
る
公
共
性
の
像
を
描

き
あ
げ
る
歴
史
の
着
実
な
仕
事
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
グ
ロ
ー

バ
ル
な
公
共
性
や
公
共
圏
は
、
理
念
が
か
も
し
だ
す
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
イ
メ
ー

ジ
で
は
な
く
、
歴
史
の
具
体
性
と
い
う
立
脚
点
か
ら
展
望
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
ま
ず
歴
史
研
究
の
分
野
か
ら
出
版
さ
れ
た
二
冊
の
研
究
室
田
を

取
り
上
げ
た
い
。
水
林
章
の
著
書
『
公
衆
の
誕
生
、
文
学
の
出
現
』
と
安

藤
隆
穂
が
編
者
と
な
っ
た
論
集
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
公
共
性
』
で
あ
る
。

両
書
と
も
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
前
者
は
フ
ラ
ン
ス

革
命
以
前
を
扱
い
、
日)
E
E
nと
い
う
語
に
着
目
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を

検
討
し
な
が
ら
、
吉
E
n

の
語
義
の
変
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中
に
議

論
す
る
公
衆
の
登
場
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
か
た
や
後
者
に
お
い
て
は
、

タ
イ
ト
ル
通
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後
の
時
代
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
い
ろ

い
ろ
な
専
門
領
域
の
論
者
た
ち
が
そ
の
時
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
公
共

圏
の
様
相
を
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
れ
ら
二
つ
の
著
作
の
内
容
に

つ
い
て
部
分
的
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

特集

水
林
は
公
共
性
に
つ
い
て
の
ハ
l

パ
l

マ
ス
の
研
究
を
批
判
的
に
検
討
す

る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
が
措
き
き
れ
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
議

論
す
る
私
人
た
ち
」
の
登
場
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
を
引
き
合
い
に
出

し
な
が
ら
詳
細
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
。
本
書
に
は
フ
ラ
ン
ス
思
想
史
の
有

名
人
た
ち
の
言
葉
が
次
々
と
引
か
れ
、
水
林
は
そ
れ
ら
を
重
ね
合
わ
せ
る
中

に
浮
か
び
上
が
る
宮
E
n
の
意
味
の
変
遷
を
ト
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

彼
が
跡
づ
け
る
名
詞
司
ロ
E
n

の
意
味
変
遷
は
、
大
枠
で
は
次
の
よ
う
に

描
か
れ
る
。
絶
対
王
制
期
に
は
国
家

H

政
治
社
会
同
町
田
宮
町
民

g

が
正
当
な

暴
力
を
独
占
す
る
国
家
田
区
と
私
的
な
市
民
社
会
的
。
呂
志
巳
丘
町
に
分
裂

す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
も
と
も
と
国
家
店
名

5
E
S

の
意
味
を
担
っ
て

い
た
H
U
5
7の
概
念
は
、
国
家
目
白
押
よ
り
も
市
民
社
会
に
接
近
し
て
い
く
。

名
詞
E
V
E
nは
政
治
的
な
意
味
か
ら
私
的
・
市
民
的
ヨ
と
な
意
味
へ
と
転

換
を
と
げ
る
。
私
人
が
形
成
す
る
社
会
と
し
て
の
吉
E
n
が
最
初
に
取
っ

た
形
態
が
「
文
芸
の
国
家
河
内
出
宮E
S
E
H
R
自
由
」
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば

『
方
法
序
説
』
の
ラ
テ
ン
語
訳
で
名
詞
宮
σ
-
R
に
(
デ
カ
ル
ト
の
承
認
済
み

で
)
「
文
芸
の
国
家
問
g
E
E
S
-
-
5
5比
三
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
℃
z
v
z
nは
議
論
す
る
私
人
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
る
「
公
衆
」
で

は
な
い
と
水
林
は
三
守
円
ノ
0

「
学
者
た
ち
が
議
論
を
交
わ
す
私
的
な
空
間
」
が

「
絶
対
主
義
国
家
の
対
部
に
形
成
さ
れ
た
私
的
な
社
会
に
お
け
る
私
人
た
ち

の
集
団
」
と
し
て
、
「
な
お
も
ひ
と
つ
の
『
国
家
店
名
号
ロg
』
と
し
て
把

握
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
l

ズ
の
創
設
(
一
六
三
五
年
)
の

後
、
そ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
通
語
と
し
て
の
地
位
に
あ
っ
た
が
少
数

者
の
み
が
解
し
た
ー
ー
ー
つ
ま
り
文
芸
の
専
門
家
た
ち
だ
け
の
言
葉
で
あ
っ

2004 社会思想史研究 No.28



〈研究動向〉問い直される公共圏/親密圏一一時安邦治

た
ー
ー
ラ
テ
ン
語
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
宮
廷
的
世
界
の

す
べ
て
の
オ
ネ
ッ
ト
l

ム
た
ち
に
理
解
可
能
な
言
語
と
な
っ
て
い
く
。
国

家
語
に
よ
る
国
民
文
学
や
古
典
演
劇
は
よ
り
広
範
な
「
読
者
・
観
客
吉E
n
」

を
生
み
出
す
。
同
時
に
、
市
民
的
経
済
社
会
の
な
か
で
理
性
を
批
判
的
に

使
用
す
る
私
人
た
ち
が
「
公
衆
宮
E
n
」
と
し
て
公
共
圏
を
形
成
し
て
い

く
な
か
で
、
作
家
た
ち
は
フ
イ
ロ
ゾ

l

フ
と
し
て
公
論
を
指
導
す
る
よ
う

に
な
る
。
こ
う
し
て
時
代
は
「
文
芸
の
国
家
」
か
ら
「
公
衆
」
へ
と
動
い

て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
変
化
を
よ
く
体
現
し
て
い
る
の
が
ヴ
オ
ル
テ
ー

ル
だ
と
水
林
は
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

• 
多
く
の
文
芸
の
専
門
家
た
ち
は
、
「
公
衆
」
の
表
象
が
定
着
し
つ
つ
あ

る
状
況
の
な
か
で
、
な
お
も
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
の
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

な
「
文
芸
の
国
家
」
へ
の
帰
属
感
を
共
有
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
時
代
が
そ
の
深
部
に
お
い
て
ヴ
オ
ル
テ

l

ル
と
と
も

に
意
識
し
始
め
て
い
た
の
は
、
文
人
た
ち
が
狭
い
「
文
芸
の
国
家
」
の

内
部
に
と
ど
ま
る
時
代
は
い
ま
や
確
実
に
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
と

い
う
感
覚
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
前
に
は
、
「
公
衆
」
の
領
域
と
し
て
の
市

民
的
公
共
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヴ
オ
ル
テ

l

ル
は
そ
れ

を
「
教
養
あ
る
精
神
た
ち
の
巨
大
な
国
家
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
文

芸
に
た
ず
さ
わ
る
者
た
ち
の
集
団
に
す
ぎ
な
い
「
文
芸
の
国
家
」
は
そ

こ
に
完
全
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
狂
信

の
猛
威
」
を
く
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
理
性
の
批
判
的
使
用

を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
「
公
衆
」
の
介
入
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
疑

わ
な
か
っ
た
ヴ
オ
ル
テ
l

ル
は
、
み
ず
か
ら
を
狭
隆
な
「
文
芸
の
国
家
」

75 

の
一
員
と
し
て
よ
り
は
、
「
公
衆
」
を
啓
発
し
、
「
公
衆
」
と
と
も
に
あ

る
存
在
、
す
な
わ
ち
フ
イ
ロ
ゾ
l

フ
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
が
『
百
科
全
書
』
に
寄
せ
た
項
目
「
文
芸
人

m
m
g
ι
Z
2
8同
凹
」
は
、

そ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
水
林
は
ヴ
オ
ル
テ
l

ル
の
い
う
「
文
芸
人
」
の
概
念
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
。
「
文
芸
人
」
と
は
複
数
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た
が
る
知
識
を

有
し
、
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
1
7

の
古
典
古
代
に
つ
い
て
の
知
識
に
と
ど
ま
ら

ず
さ
ら
に
広
い
知
の
領
野
に
足
を
踏
み
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
文
芸

人
」
は
古
典
の
文
法
的
注
釈
を
行
う
「
文
学
者
]
宮
古

5
5
5
2

と
は
ち

が
っ
て
、
哲
学
的
精
神
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
哲
学
的
精
神
は
知

に
よ
っ
て
理
性
的
判
断
を
阻
害
す
る
あ
ら
ゆ
る
偏
見
の
破
壊
を
志
す
。
ま

た
、
「
文
学
者
」
が
「
書
斎
」
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
仕
事
を
す
る
の

に
対
し
、
「
文
芸
人
」
は
「
『
書
斎
』
か
ら
・
:
:
・
『
社
交
的
世
界
』
と
い
う

都
市
的
空
間
へ
と
移
動
し
、
そ
の
た
だ
な
か
で
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
自
身
が
『
国

民
自
己
S

』
と
い
う
一
言
葉
で
指
し
示
し
て
い
る
人
々
に
対
し
て
、
書
物
を

差
し
向
け
、
巧
み
な
会
話
を
実
践
し
た
の
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
ヴ
オ
ル
テ
ー

ル
は
、
教
養
・
博
識
・
哲
学
的
精
神
に
欠
け
る
「
洗
練
さ
れ
た
精
神
宮
]

2

℃
ロ
ど
と
呼
ば
れ
る
人
々
か
ら
も
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
中
で
テ
ク
ス
ト
を

商
品
化
す
る
「
著
作
家
」
か
ら
も
「
文
芸
人
」
を
区
別
す
る
。
水
林
は
、

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
批
判
的
理
性
を
行
使
す
る
「
公
衆
」
を
創
出
し
よ

う
左
す
る
ヴ
オ
ル
テ
!
ル
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
水
林
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
さ
れ
た
公
衆
に
よ
る
議
論
が
存
在
し

な
い
「
一
般
意
志
」
に
よ
る
民
主
主
義
を
求
め
る
ル
ソl
は
、
ヴ
オ
ル
テ
|
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ル
的
な
「
文
芸
人
」
た
ち
が
創
り
だ
す
サ
ロ
ン
的
空
間
に
対
し
て
敵
対
的

に
距
離
を
と
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
自
分
自
身
の
存
在
に
深

く
根
差
し
た
言
葉
だ
け
を
発
し
よ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
、
社
交
的

世
界
で
行
わ
れ
て
い
る
議
論
は
虚
偽
の
言
葉
に
よ
る
も
の
と
映
る
。

• 権力と公共圏

い
ま
や
、
公
共
的
世
界
の
言
説
、
す
な
わ
ち
公
論
告

E
S

宮

E
宮
町

は
、
ヴ
オ
ル
テ
l

ル
が
信
じ
て
疑
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ご
と
き
、
正
義

と
真
理
の
台
座
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
虚
偽
と
妄
想
の
温
床
と
し
て
、
ル

ソ
l

の
意
識
を
捕
ら
え
る
に
い
た
っ
た
。
彼
は
ど
う
し
た
か
。
闘
っ
た

の
で
あ
る
。
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
紡
ぎ
出
し
た
多
様
な
輝
き
を
持
つ
「
自

分
の
言
葉
」
が
公
共
的
世
界
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

逆
に
彼
ら
の
口
か
ら
一
様
に
発
せ
ら
れ
る
公
論
が
彼
ら
に
言
説
の
主
体

で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
与
え
て
い
る
と
い
う
状
況
に
激
し
く
苛

立
っ
た
ル
ソ
l

は
、
奇
妙
な
言
い
方
だ
が
公
衆
を
公
論
の
呪
縛
か
ら
解

き
放
っ
た
め
の
絶
望
的
な
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

特集

し
か
し
、
公
衆
の
解
放
の
た
め
の
努
力
が
「
絶
望
的
」
な
も
の
と
な
る

の
は
、
他
者
の
言
葉
を
無
反
省
に
自
分
の
言
葉
と
し
て
発
す
る
公
衆
が
絶

え
る
こ
と
な
く
存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ル
ソ

l

は
晩
年
に
公

衆
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
を
完
全
に
放
棄
し
て
し
ま
う
。

水
林
の
議
論
は
、
啓
蒙
期
フ
ラ
ン
ス
の
公
共
性
の
理
解
に
関
す
る
か
ぎ
り

ハ
l

パ
1
7

ス
の
議
論
に
導
か
れ
な
が
ら
そ
れ
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
。
た

だ
水
林
の
独
自
の
視
点
が
際
立
つ
の
は
、
自
分
自
身
の
言
葉
を
紡
ぎ
出
す
こ

と
に
徹
頭
徹
尾
こ
だ
わ
る
反
文
芸
人
的
な
ル
ソ
l

の
姿
に
「
文
学
の
出
現
」

を
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ル
ソ
l

の
「
『
告
白
』
は
公
共
的
世
界
に
固

有
な
実
践
と
し
て
の
文
芸
を
放
棄
し
た
あ
と
に
現
れ
た
、
今
日
の
文
学
の
起

源
に
位
置
す
る
ま
っ
た
く
新
し
い
〈
私
〉
の
エ
ク
リ
チ
ュ

l

ル
で
あ
る
」
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
い
う
ル
ソ
l

の
態
度
か
ら
反
照
さ
れ
る
文
芸
人
的
世
界

の
イ
メ
ー
ジ
に
、
そ
の
後
の
「
構
造
転
換
」
へ
と
つ
な
が
り
、
今
日
に
ま
で

及
ん
で
い
る
公
共
性
の
危
う
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

水
林
が
あ
く
ま
で
文
学
史
の
中
で
公
共
性
の
問
題
を
扱
う
の
に
対
し
て
、

安
藤
た
ち
は
も
っ
と
広
い
歴
史
の
文
脈
の
中
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後
の
公

共
性
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
著
者
た
ち
の
専
門
分
野
は
思
想
史
、

経
済
思
想
史
、
歴
史
学
な
ど
に
わ
た
り
、
彼
ら
の
研
究
は
十
八
世
紀
フ
ラ

ン
ス
の
公
共
性
を
め
ぐ
る
学
際
的
歴
史
研
究
と
な
っ
て
い
る
。

安
藤
た
ち
も
ま
た
水
林
と
同
じ
く
、
ハ
l

パ
1
7

ス
が
描
か
な
か
っ
た

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
共
性
の
歴
史
的
諸
相
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
た

と
え
ば
安
藤
は
、
ハ
l

パ
ー
マ
ス
と
そ
の
批
判
者
で
あ
る
べ
イ
カ
!
と
の

対
立
で
は
見
落
と
さ
れ
て
い
る
公
共
性
の
理
解
が
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス

に
あ
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
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十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
公
共
性
の
発
展
に
関
し
て
、
ハ

l

パ
l

マ
ス

と
ベ
イ
カ
l

は
、
対
抗
的
な
結
論
を
引
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
ハ
l

パ
1
7

ス
が
歴
史
社
会
学
的
分
析
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
!
と
フ
イ

ジ
オ
ク
ラ
l

ト
と
い
う
二
類
型
の
公
共
性
把
握
の
対
立
を
導
き
出
し
た

の
に
対
し
、
ベ
イ
カ
l

は
フ
ラ
ン
ス
の
公
共
性
の
政
治
的
性
格
を
強
調

し
た
。
ベ
イ
カ
l

の
分
析
の
焦
点
は
、
高
等
法
院
と
王
権
と
の
代
表
の

観
念
を
め
ぐ
る
対
抗
に
お
か
れ
、
ル
ソ

l

の
思
想
は
革
命
前
に
は
表
舞



台
に
登
場
し
な
い
。
ベ
イ
カ
l

は
フ
イ
ジ
オ
ク
ラ

l

ト
の
「
啓
蒙
さ
れ

た
公
衆
」
を
ハ
l

パ
ー
マ
ス
の
い
う
討
議
型
と
み
な
い
の
で
、
ネ
ツ
ケ

ル
の
「
公
論
」
の
観
念
を
重
視
し
た
。
し
か
し
、
ハ
l

パ
l

マ
ス
も
べ

イ
カ
l

も
フ
イ
ジ
オ
ク
ラ
l

ト
と
ネ
ッ
ケ
ル
と
の
間
に
あ
っ
た
公
共
性

の
思
想
と
し
て
の
対
抗
関
係
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
両
者
と
も
「
公

論
」
の
思
想
の
成
立
過
程
に
は
必
ず
し
も
関
心
が
な
い
の
で
あ
封
。

〈研究動向〉問い直される公共圏/親密菌 時安邦治

安
藤
に
よ
れ
ば
、
公
共
性
の
モ
デ
ル
化
を
め
ざ
し
た
ハ
l

パ
l

マ
ス
も
、

彼
の
モ
デ
ル
化
の
仕
方
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
ベ
イ
カ
l

も
、
結
局
は
モ
デ

ル
化
の
た
め
に
公
共
性
の
観
念
が
成
立
す
る
過
程
の
複
雑
さ
を
見
落
と
し
て

い
る
。
一
七
五
0
年
代
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
に
は
、
公
共
性
の
理
解

に
つ
い
て
少
な
く
と
も
四
つ
の
潮
流
が
あ
っ
た
。
第
一
に
「
高
等
法
院
を
公

共
性
の
解
釈
者
と
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
的
方
向
」
、
第
一
一
に
「
所
有
と
社

会
的
利
害
の
代
弁
者
を
『
啓
蒙
さ
れ
た
公
衆
』
に
求
め
、
公
権
力
を
そ
の
支

配
下
に
お
こ
う
と
す
る
フ
イ
ジ
オ
ク
ラ

l

ト
と
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
方
向
」
、

第
三
に
「
公
共
性
を
社
会
に
お
い
て
活
性
化
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
権
力
批

判
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
ア
ン
シ
ク
ロ
ベ
デ
ィ
ス
ト
の
方
向
」
、
第
四
に
「
共

河
川
政
体
の
樹
立
に
よ
っ
て
公
共
性
の
政
治
的
創
造
を
め
ざ
す
ル
ソ

l

の
方

向
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
流
れ
を
お
さ
え
る
な
ら
ば
、
「
公
論
」
の
思

想
は
「
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
全
体
の
共
同
創
造
行
説
」
と
し
て
成
立
し
た

も
の
と
理
解
す
る
べ
き
だ
と
安
藤
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
安
藤
は
革
命
思
想

と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
を
評
価
す
べ
き
だ
と
言
う
。
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「
公
論
」
の
観
念
の
成
立
は
、
革
命
以
前
に
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
が
政

治
思
想
と
し
て
出
現
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
の

存
在
自
体
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
フ
イ
ジ

オ
ク
ラ
l

ト
主
体
に
認
知
さ
れ
て
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
の
多
様

性
も
内
部
で
の
主
導
権
の
交
代
も
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
ジ
ヤ
コ
パ
ン
史
学
系
は
も
と
も
と
自
由
主
義
そ
の
も
の
へ
の
評
価

が
低
い
。
修
正
主
義
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
こ
れ
に
大
き
な
一
示
唆
を
与

え
た
ト
ク
ヴ
イ
ル
、
コ
シ
ャ
ン
な
ど
の
伝
統
的
革
命
論
に
お
い
て
も
、

革
命
前
の
革
命
思
想
は
ル
ソ
!
と
フ
イ
ジ
オ
ク
ラ

l

ト
に
求
め
ら
れ
て

い
て
、
自
由
主
義
の
多
様
性
に
は
関
心
が
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
ヴ
オ

ル
テ
l

ル
・
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
の
系
譜
か
ら
誕
生
し
た
自
由
主

義
を
、
独
自
に
、
革
命
以
前
の
も
っ
と
も
革
命
的
な
自
由
主
義
と
し
て

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
イ
ジ
オ
ク
ラ

l

ト
の
啓
蒙
的
地

主
が
持
つ
閉
鎖
性
を
突
き
抜
け
、
社
会
と
市
場
の
力
を
「
公
論
」
に
結

集
し
て
、
戦
う
自
由
主
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

安
藤
の
さ
ら
な
る
論
考
も
他
の
著
者
た
ち
の
論
考
も
、
本
稿
で
は
こ
れ

以
上
踏
み
込
ん
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
上
述
の
二
書
の
著
者
た
ち

は
歴
史
家
の
作
業
に
足
場
を
据
え
て
、
理
論
に
よ
る
モ
デ
ル
化
か
ら
こ
ぼ

れ
落
ち
て
し
ま
う
公
共
性
に
ま
つ
わ
る
事
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
ハ
l

パ
l

マ
ス
に
よ
る
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
が
公
共
性
研
究

の
教
科
書
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
い
く
な
か
で
、

と
も
す
れ
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
公
共
性
が
賞
揚
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
の

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
危
険
性
に
つ
い
て
の
反
省
を
迫
る
歴
史
の
諸
研
究
が

今
後
も
期
待
さ
れ
る
。
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親
密
圏
の
聞
い
直
し

権力と公共圏

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
公
共
性
の
歴
史
的
研
究
は
、
他
方
で
公
共
圏
と
対

比
さ
れ
る
親
密
圏
へ
の
ま
な
ざ
し
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
公
共
圏
へ
の
理
論
的
関
心
か
ら

公
共
圏
の
成
立
や
変
容
に
つ
い
て
精
微
な
歴
史
的
研
究
が
進
め
ば
進
む
ほ

ど
、
そ
の
問
題
設
定
か
ら
親
密
圏
の
問
題
は
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
く
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
ま
ま
公
共
性
と
親
密
性
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
問
題
圏
と
な
っ
て

し
ま
い
、
両
者
の
関
係
性
は
問
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
理
論
的
に
は
あ
ま
り
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
感
の
あ
る
親

密
闘
の
理
論
の
聞
い
直
し
も
始
ま
っ
て
い
る
し
)
こ
の
作
業
の
端
緒
と
な
る

の
が
粛
藤
純
一
編
『
親
密
圏
の
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
』
で
あ
ろ
う
。
「
ま
え
が
き
」

に
お
い
て
斎
藤
は
、
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
で
ハl
パ
i

マ
ス
が
「
愛
を

メ
デ
ィ
ア
と
す
る
両
性
(
と
そ
の
子
供
)
の
共
同
体
と
い
う
|
|
多
分
に
本

質
主
義
的
な
1
1

親
密
圏
の
像
」
を
描
く
に
と
ど
ま
り
、
一
九
九
O
年
の

「
新
版
序
言
」
で
も
せ
い
ぜ
い
市
民
的
公
共
性
か
ら
の
女
性
の
排
除
と
い
う

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
論
点
を
受
け
入
れ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
不
満
を
述
べ

る
。
ジ
エ
ン
ダ

l

秩
序
に
も
と
や
つ
い
た
男
女
の
不
平
等
の
解
消
を
目
指
す

近
代
家
父
長
制
へ
の
反
省
が
一
つ
の
主
要
な
政
治
的
論
点
で
あ
る
に
せ
よ
、

親
密
圏
を
私
的
な
小
家
族
と
の
み
イ
メ
ー
ジ
す
る
パ
l

ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
は
、

現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
解
明
に
と
っ
て
は
有
効
性
に
欠
げ
て
い

る
。
ま
ず
、
家
族
制
度
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
そ
れ
自
体
が
、
た
と
え
ば

異
性
愛
主
義
批
判
な
ど
の
立
場
か
ら
根
底
的
に
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
い

特集

う
事
情
が
あ
る
。
さ
ら
に
禁
藤
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

2004 

親
密
圏
の
政
治
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
(
お

よ
び
両
者
が
複
合
し
た
問
題
)
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
が
、

「
性
」
を
め
ぐ
る
生
の
側
面
に
の
み
か
か
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的

な
他
者
の
生
/
生
命
へ
の
配
慮
は
、
必
ず
し
も
性
や
血
縁
の
結
び
つ
き

に
よ
ら
な
い
配
慮
や
ケ
ア
の
関
係
性
を
人
び
と
の
聞
に
つ
く
り
だ
し
て

い
る
。
近
年
、
互
い
の
生
を
支
援
し
合
う
キ
ン
シ
ッ
プ
(
昨
日
田
区
司
)
は
、

グ
ル
ー
プ
・
ホ
l

ム
や
自
助
集
団
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
家
族
と

い
う
枠
を
超
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
と
り
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
、
心
身
の
病
い
や
傷
、
老
い
、
障
碍
、
依
存
症
、
D
V

や
児
童
虐

ト
ラ
ブ
ル

待
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
生
の
困
難
を
か
か
え
る
人
び
と
や
そ
の

周
囲
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
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斎
藤
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
関
心
は
、
こ
れ
ま
で
公
共
圏
を
論
じ
る
た
め

の
対
比
項
と
し
て
の
み
理
論
化
さ
れ
て
き
た
親
密
圏
を
独
自
の
研
究
対
象

と
し
て
措
定
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
著
者
た
ち
は
「
個
人
的
な
こ

と
は
政
治
的
な
こ
と
」
と
い
う
第
二
派
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
そ
れ
自
体
を

も
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
と
一
三
?
え
よ
う
。

し
か
し
、
「
具
体
的
な
他
者
の
生
へ
の
配
慮
/
関
心
を
メ
デ
ィ
ア
と
す
る

あ
る
程
度
持
続
的
な
関
係
性
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
親
密
圏
は
、
そ
の
よ

う
に
概
念
化
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
公
共
圏
と
の
関
係
を
ま
た
も
や
見
失
わ
せ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
親
密
圏
の
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
』
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の
著
者
た
ち
は
、
た
と
え
ば
福
祉
国
家
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
公
共

圏
と
親
密
圏
の
媒
介
項
を
模
索
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
福
祉
国
家
の
時
代

を
「
国
民
と
見
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
の
生
活
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
の

物
質
的
/
精
神
的
な
水
準
や
内
容
が
、
国
家
が
配
慮
す
べ
き
対
象
と
な
り
、

政
治
の
意
味
を
根
底
的
に
変
え
て
し
ま
っ
た
時
同
」
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、

つ
ま
り
福
祉
国
家
を
国
家
に
よ
る
親
密
圏
へ
の
積
極
的
介
入
|
|
そ
こ
に
は

親
密
圏
か
ら
国
家
へ
と
い
う
方
向
性
は
な
い
!
ー
ー
と
と
ら
え
る
か
ぎ
り
、
「
自

己
責
任
と
選
択
の
自
由
を
強
調
す
る
社
会
が
、
階
級
格
差
を
拡
大
し
、
分
断

と
排
除
を
推
し
進
め
る
と
い
う
予
断
」
が
成
り
立
つ
ポ
ス
ト
福
祉
国
家
の

時
代
に
は
、
公
共
圏
と
親
密
圏
と
の
媒
介
は
現
実
的
に
も
理
論
的
に
も
困
難

に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
〈
生
命
へ
の
配
慮
〉
と
〈
抵
抗
〉
と
が
分
か
ち
が
た
く

結
び
つ
く
空
間
と
し
て
の
親
密
圏
は
、
社
会
的
に
排
除
さ
れ
た
も
の
に
と
っ

て
き
わ
め
て
扶
き
な
意
味
を
も
っ
。
そ
れ
は
排
除
に
対
す
る
抵
抗
の
最
後
で

唯
一
の
橋
頭
隼
」
な
の
だ
と
著
者
の
一
人
で
あ
る
渋
谷
は
述
べ
て
い
る
が
、

親
密
圏
に
お
け
る
最
後
の
抵
抗
も
、
そ
れ
が
公
共
圏
へ
と
媒
介
さ
れ
な
い
か

ぎ
り
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
阻
害
要
因
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
親
密
圏
を
再
び
公
共
圏
と
関
係
づ
け
る
こ
と
、
あ
る

い
は
親
密
性
の
問
題
を
公
共
性
の
問
題
圏
へ
と
置
き
直
す
と
い
う
理
論
的
課

題
を
負
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

青
山
論
文
は
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
青
山

は
ハ
l

パ
l

マ
ス
的
な
公
共
圏
の
構
想
に
対
す
る
ナ
ン
シ
!
・
プ
レ
イ
ザl

の
批
判
に
依
拠
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ハl
パ
ー
マ
ス

は
、
理
念
上
の
公
共
圏
が
人
び
と
の
公
共
圏
へ
の
参
加
資
格
の
不
平
等
を

無
視
し
て
お
り
、
ま
た
公
共
圏
の
複
数
性
に
目
を
向
け
て
い
な
い
。
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プ
レ
イ
ザ
ー
に
と
っ
て
は
、
公
の
議
論
が
行
わ
れ
る
場
と
し
て
の
公

共
圏
は
い
く
つ
で
も
あ
る
。
女
性
の
参
加
を
阻
み
、
性
差
別
の
問
題
を

私
的
な
領
域
に
お
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る
公
共
圏
に
対
抗
す
る
「
女
性

の
公
共
圏
」
が
、
黒
人
を
排
斥
す
る
白
人
の
公
共
圏
に
対
抗
す
る
、
教

会
を
中
心
と
し
た
「
黒
人
の
公
共
圏
」
が
、
東
京
な
ら
新
宿
二
丁
目
に
、

「
レ
ズ
ビ
ア
ン
と
ゲ
イ
の
公
共
圏
」
が
あ
る
。
公
共
圏
の
な
か
で
の
あ
ら

ゆ
る
人
の
平
等
に
反
対
す
る
よ
う
な
「
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
の
公
共
圏
」

も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
を
も
ち
、
成
員
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
特
徴
と
必
要
性
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
い
ま
ま
で
も
存
在
し
て

き
た
し
い
ま
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
対
抗
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
な
か
か
ら
独
自
の
一
言
葉
や
政
治
を
生
み
出
し
、
社
会
全
体
に

変
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
。

本
稿
が
研
究
動
向
の
報
告
で
あ
り
な
が
ら
も
私
見
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
私

は
青
山
の
公
共
圏
の
複
数
性
の
主
張
に
は
同
意
し
て
も
、
「
価
値
中
立
的
な

(
泣
)

公
共
圏
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
主
張
に
は
領
け
な
い
。
価
値
中
立
的
な
公

共
圏
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
『
人
は
一
人
一
人
違
う
』
と
い
う

(
回
)

こ
と
を
公
正
に
あ
っ
か
う
社
会
の
市
民
権
」
を
ど
の
よ
う
に
構
想
す
る
の

か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
私
は
む
し
ろ
こ
う
考
え
た
い
。
確
か
に
現
実
b

し
て
は
価
値
中
立
的
な
公
共
圏
は
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

理
念
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
公
共
圏
か
ら
出
て
外
へ
向
か
っ
て
語
る
た
め
に

は
、
そ
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
る
公
共
圏
の
存
在
は
不
可
欠
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
で
、
近
年
ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
行
わ
れ
て
い
る
シ
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ヴ
イ
リ
テ
イ
の
研
究
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
チ
ェ
シ
ア
・
カ
ル
フ

l

ン

は
シ
ヴ
イ
リ
テ
イ
を
寛
容
や
敬
意
や
思
い
や
り
そ
れ
自
体
と
は
区
別
し
て
、

そ
れ
ら
を
「
表
示
す
る
こ
と
」
へ
と
関
連
づ
け
て
い
る
。

• 権力と公共圏

シ
ヴ
イ
リ
テ
ィ
は
つ
ね
に
敬
意
や
寛
容
や
思
い
や
り
を
表
示
す
る
こ
と

(
昏
喜
三
を
含
ん
で
い
る
。
敬
意
や
寛
容
や
思
い
や
り
を
「
表
示
す
る
こ

と
」
で
私
の
念
頭
に
あ
る
の
は
次
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

彼
女
に
敬
意
と
寛
容
と
思
い
や
り
を
も
っ
て
接
す
る
価
値
を
付
与
す
る
何

ら
か
の
道
徳
的
に
重
要
な
事
実
が
彼
女
に
は
あ
っ
て
、
私
は
そ
の
事
実
を

認
識
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
シ
げ

Y

リ
テ
イ
の
対
象
が
無
理
な
く
受
け
と
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。

特集

価
値
中
立
的
な
公
共
圏
は
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
価
値
中
立

的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
公
共
圏
、
シ
ヴ
イ

リ
テ
イ
が
道
徳
的
に
求
め
ら
れ
る
公
共
圏
を
構
想
し
な
け
れ
ば
、
親
密
圏

の
諸
問
題
が
公
共
圏
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
回
路
を
見
出
し
え
な
い
よ
う

に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
シ
ヴ
イ
ル
な
人
び
と
の
公
共
圏
の
中
で
の
み
、
親

密
圏
の
問
題
が
単
な
る
「
逸
脱
」
や
「
問
題
行
動
」
な
ど
と
し
て
処
理
さ

れ
ず
、
「
個
人
的
な
こ
と
」
が
正
当
に
「
政
治
的
な
こ
と
」
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
保
証
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

公
共
圏
と
親
密
圏
の
架
橋
に
向
け
て

以
上
、
公
共
圏
と
親
密
圏
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
動
向
を
概
観
し
て
き
た が

、
公
共
圏
と
親
密
圏
の
理
論
的
架
橋
と
い
う
課
題
は
今
な
お
ほ
と
ん
ど
成

果
を
見
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
先
駆
的
に
こ
の
課
題
に
取
り
組
も
う
と
し

て
い
る
思
想
研
究
も
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
佐
藤
和
夫
の
研
究
な
ど
が

そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
目
。
佐
藤
は
ア

l
レ
ン
ト
に
依
拠
し
な
が
ら
、
親
密
圏

の
問
題
か
ら
公
共
圏
に
お
け
る
議
論
を
聞
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
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ア
l

レ
ン
ト
は
、
家
族
と
い
う
空
間
が
暴
力
性
を
含
む
も
の
で
あ
る

こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
家
族
は
必
要
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
う
い
う
必
要
(
必
然
)
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
「
他
者

に
対
し
て
暴
力
を
振
る
う
資
格
を
持
つ
」
と
ま
で
述
べ
て
、
「
家
族
は
厳

格
な
不
平
等
の
中
心
」
で
あ
っ
て
「
強
制
と
暴
力
が
こ
の
領
域
で
は
正

(
描
)

当
化
さ
れ
る
」
と
言
い
切
る
。

こ
の
よ
う
な
暴
力
性
は
こ
れ
ま
で
女
性
や
子
ど
も
の
沈
黙
と
と
も
に
維

持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
状
況
が
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
や
D
V

の
社
会
的
認
知
に
よ
っ
て
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

高
度
成
長
の
頃
に
は
あ
ま
り
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ

て
、
多
く
の
女
性
た
ち
自
身
が
無
意
識
下
に
押
さ
え
込
み
、
自
分
で
も

気
づ
か
な
か
っ
た
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
個

人
的
な
こ
と
は
政
治
的
な
こ
と
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
結
果
的
に
、

公
的
世
界
の
構
造
そ
の
も
の
を
揺
る
が
し
、
公
的
世
界
の
再
編
成
を
要

求
す
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
う
し
て
佐
藤
は
、
そ
れ
ま
で
多
数
の
人
々
が
公
的
な
空
間
で
意
見
や

思
い
を
表
明
し
て
こ
な
か
っ
た
l
|
|
表
明
で
き
な
か
っ
た
と
三
守
つ
べ
き
か

ー
ー
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
公
共
圏
で
行
わ
れ
て
き
た
社
会

科
学
研
究
自
体
が
根
本
的
に
問
い
直
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る

の
で
あ
る
。

社
会
科
学
の
言
葉
そ
の
も
の
が
親
密
圏
の
諸
問
題
か
ら
離
別
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
、
公
共
性
と
親
密
性
を
聞
い

直
そ
う
と
す
る
研
究
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
水
林
が
描
い
た

ル
ソ
l

、
「
公
論
」
か
ら
身
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
言
葉
を
確
保
し

よ
う
と
し
た
ル
ソ
ー
が
、
今
、
私
の
脳
裏
を
よ
ぎ
る
。

(
と
き
や
す
・
く
に
は
る
/
社
会
学
・
社
会
哲
学
)

• 
注

(
1
)水
林
章
『
公
衆
の
誕
生
、
文
学
の
出
現
|
|
ル
ソ
1

的
経
験
と
現
代
』
み

す
ず
書
房
、
二
O
O
一
二
年
。

(
2
)安
藤
隆
穂
編
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
公
共
性
』
名
古
屋
大
学
出
版
ム
有
二

O
O
三
年
。

(
3
)水
林
、
前
掲
書
、
二
ハ
頁
。

(
4
)同
書
、
一
九
頁
。

(
5
)同
書
、
六
三
|
四
頁
。

(
6
)
同
書
、
六
七
頁
。

(
7
)
同
書
、
一
六
五
頁
。

(
8
)
同
書
、
一
六
四
頁
。

(
9
)安
藤
た
ち
の
共
同
研
究
の
場
と
し
て
当
学
会
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ッ

シ
ヨ
ン
が
役
立
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

(
叩
)
安
藤
、
前
掲
書
、
二
頁
。

(
日
)
同
書
、
二
六
頁
。
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(
ロ
)
同
書
、
二
七
頁
。

(
日
)
同
書
、
四
O
頁

(
H
H
)
驚
藤
純
一
一
編
『
親
密
圏
の
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二

O
O
三
年
。

(
日
)
同
書
、
ー
頁
。

(
日
)
同
書
、
v

頁
。

(
口
)
同
書
、
判
頁
。

(
刊
日
)
重
田
園
江
「
『
人
間
』
の
測
り
方
|
|
ポ
ス
ト
福
祉
国
家
と
尺
度
」
『
親
密

圏
の
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
』
所
収
、
八
二
頁
。

(
川
口
)
同
論
文
、
九
三
|
九
四
頁
。

(
却
)
渋
谷
望
「
排
除
空
間
の
生
政
治
|
|
親
密
圏
の
危
機
の
政
治
化
の
た
め

に
」
『
親
密
圏
の
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
』
所
収
、
二
七
頁
。

(
幻
)
青
山
薫
「
親
密
『
捧
』
へ
の
ご
招
待
|
|
違
い
を
認
め
る
社
会
空
間
を
つ
く
り

だ
す
過
程i
あ
る
い
は
訓
練
」
『
親
密
圏
の
ポ
リ
テ
イ
ク
ス
』
所
収
、
三
石
弓

(
辺
)
同
論
文
、
三
二
八
頁
。

(
お
)
同
所
。

(
M
)
(いm
g。
5

・
(
U
F
O
島
町
O
W
E
-
H

，

F
O
〈
H
E
Zゆ
え
の

E
r
q
\
.
5問
。
E
H
H
f
同
・

田
昌
一
円
百
P
H
J
F
g門出
。
耳
釦
ロ
《
目
。
・
富
田
円
。
《

H
F
同
回
、
』upむ
E
E忘
耳
、
師
、
山
お
お
ミ
ミ
~

h
q
E
N喝さ
N
R
m
g
口
同
青
島
・
2

ロ

F
E
E
g
g
s
-
N
O
O
N
-
g
C
江
笹
口
同
国
司

5
3

見
。
与F
H
s
t
i
3
S
存
ふ
さ
5

・
N
由

(
ω
)
・
8
8

・
こ
こ
で
カ
ル
フ
l

ン
が
用
い
て
い
る
代
名
詞
「
彼
女
」
は
特
定
の
女
性
を
指
示
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
一
般
の
人
を
代
表
し
て
い
る
。

(
お
)
佐
藤
和
夫
「
家
族
・
親
密
圏
・
公
共
性
」
山
口
定
・
佐
藤
春
吉
・
中
島
茂

樹
-
小
関
素
明
編
『
新
し
い
公
共
性
ー
ー
そ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
有
斐

閣
、
二
O
O

三
年
所
収
。

(
お
)
同
妻
七
六
頁
。
こ
こ
で
の
ア
l
レ
ン
ト
の
引
用
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
l
レ
ン
ト
、

『
人
間
の
条
佳
志
水
速
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
五
二
頁
。

(
幻
)
佐
藤
、
同
所
。
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跡
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{
後
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の
主
体
概
念
へ
の
一
考
察
】
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は
じ
め
に

一
九
九
0
年
代
以
降
の
フ
l

コ
l

研
究
の
最
大
の
関
心
事
の
一
つ
は
、

知
と
権
力
を
巡
る
一
連
の
考
察
か
ら
「
統
治
性
」
へ
と
至
る
主
題
系
と
、

八
0
年
代
に
集
中
的
に
扱
わ
れ
た
「
自
己
へ
の
配
慮
」
の
主
題
系
を
ど

う
接
続
し
、
そ
こ
か
ら
い
か
に
抵
抗
の
可
能
性
を
読
み
取
る
か
に
あ
る
。

こ
の
う
ち
統
治
性
研
究
は
九
0
年
代
以
降
の
議
論
の
高
ま
り
の
中
で
、

従
属
的
な
主
体
の
生
産
や
権
力
概
念
に
ま
つ
わ
る
研
究
と
と
も
に
一
分

野
を
な
し
つ
つ
あ
ぶ

o

だ
が
そ
の
反
面
、
後
期
フ
l
コ
ー
か
ら
権
力
へ

の
抵
抗
や
主
体
化
の
問
題
を
読
み
取
る
作
業
に
は
ま
だ
多
く
の
課
題
が

残
さ
れ
て
い
る
。
八
四
年
の
フ
l

コ
l

の
死
の
直
後
か
ら
、
後
期
フ
l

コ
1

の
発
言
に
な
ら
い
「
実
存
の
美
学
」
や
「
生
の
技
法
」
と
し
て
の

主
体
観
が
論
じ
ら
れ
た
。
ま
た
普
遍
的
な
道
徳
と
は
区
別
さ
れ
た
倫
理

に
よ
る
自
己
の
構
成
に
つ
い
て
の
研
究
も
数
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
そ

し
て
近
年
で
は
、
後
期
フ

l

コ
1

に
お
け
る
真
理
や
パ
レ
l

シ
ア
概
念

が
「
自
己
へ
の
配
慮
」
と
の
関
係
で
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
大
い
に
注
目
に
値
す
る
。
フ
l

コ
ー
へ
の
関
心
が
現
在
も
持

続
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
の
一
っ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
未
整
理
資
料
が
公
刊
さ
れ
る
度
に
新
た
な
概
念
や
テl
マ

が
模
索
さ
れ
る
と
い
う
研
究
の
現
状
は
、
権
力
論
、
統
治
性
分
析
、
自

己
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
主
題
系
の
聞
に
十
分
な
橋
渡
し
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
は
権
力

や
統
治
技
法
の
分
析
を
精
激
化
す
る
こ
と
に
よ
り
「
出
口
な
し
」
の
状

況
が
生
ま
れ
る
と
い
う
難
点
が
つ
ね
に
存
在
す
る
。
ま
た
他
方
で
は
後
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期
フ
i

コ
l

の
主
体
観
を
、
権
力
論
と
切
り
離
さ
な
い
形
で
現
代
の
思

想
状
況
に
ど
う
結
び
付
け
る
か
と
い
う
問
い
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
に
ど
う
向
き
合
う
の
か
。
こ
れ
が
現
在
の
フ
l

コ
l

研
究
が

直
面
す
る
課
題
な
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
一
一
つ
の
概
念
に
注
目
す
る
。

そ
れ
は
フ
l

コ
l

の
著
作
の
中
に
確
か
に
認
め
ら
れ
る
が
、
明
確
な
形

で
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
夢
」
と
「
痕
跡
」
と
い
う
概
念

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
の
考
察
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
の
が
「
夢
見

る
主
体
」
と
い
う
主
体
の
あ
り
方
な
の
だ
。

「
夢
見
る
主
体
」
に
つ
な
が
る
主
体
観
は
、
権
力
か
ら
統
治
性
分
析
に

至
る
一
九
七
0
年
代
後
半
以
降
の
フ
l

コ
l

の
知
的
作
業
と
深
く
か
か

わ
る
。
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
か
ら
広
い

意
味
で
の
統
治
性
へ
の
移
行
と
し
て
思
想
の
展
開
を
整
理
す
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
八
0
年
代
の
キ
l

概
念
と
な
っ
た
「
自
己
へ
の
配
慮
」
は
、

い
わ
ゆ
る
「
自
己
へ
の
回
帰
」
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前

の
思
想
の
発
展
上
に
位
置
づ
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

続
い
て
夢
と
痕
跡
の
両
概
念
に
関
わ
る
フ
l

コ
l

の
三
つ
の
テ
キ
ス

ト
を
検
討
す
る
。
「
夢
」
に
つ
い
て
は
、
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
l

『
夢
と
実

存
』
仏
語
版
へ
の
「
序
論
」
(
以
下
「
序
論
」
)
と
『
自
己
へ
の
配
慮
』
の

第
一
章
「
自
分
の
快
楽
を
夢
に
見
る
こ
と
」
の
二
つ
を
取
り
上
げ
一
位
。

一
方
「
痕
跡
」
に
つ
い
て
は
、
七
七
年
の
論
考
「
汚
辱
に
塗
れ
た
人
々

の
生
」
を
扱
う
。
こ
れ
は
権
力
に
よ
る
主
体
化
作
用
を
被
っ
た
無
名
の

• 83 

人
々
の
実
在
を
一
不
す
唯
一
か
つ
逆
説
的
な
証
を
指
す
概
念
で
あ
る
。

も
っ
と
も
フ

l

コ
l

的
な
主
体
と
は
統
治
性
と
主
観
性
の
生
産
を
通

し
て
従
属
的
に
絶
え
ず
主
体
化
さ
れ
る
主
体
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま

え
た
上
で
筆
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
の
主
体
化
さ
れ
た
主
体
が
、

従
属
的
な
主
体
化
の
契
機
の
一
方
で
、
現
実
を
見
据
え
未
来
を
想
像
す

る
力
を
備
え
た
「
夢
見
る
主
体
」
と
し
て
立
ち
現
れ
る
契
機
を
有
し
て

い
る
こ
と
だ
。統

治
性
概
念
の
誌
大
と
自
己
へ
の
配
慮

フ
l

コ
l

が
「
統
治
性
」
概
念
を
提
起
し
た
の
は
、
一
九
七
八
年
の

コ
レ
l

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
『
治
安
、
領
土
、
人
口
』
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
翌
年
の
講
義
『
生
政
治
の
誕
生
』
と
合
わ
せ
て
十
六
世
紀
か
ら

現
代
に
至
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
国
家
運
営
に
関
わ
る
問
題
が
、
政
治

的
合
理
性
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
の
「
統
治
性
」

概
念
は
、
国
家
の
領
域
の
中
に
住
み
「
人
口
」
と
し
て
把
握
さ
れ
た
人
々

の
扱
い
、
他
者
の
支
配
・
管
理
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
問
題
の
所
在
を
示

す
も
の
と
提
示
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
の
概
念
は
後
年
に
は
「
他
者
に

対
す
る
支
配
の
技
術
と
自
己
の
技
術
と
の
合
慌
」
と
定
式
化
さ
れ
、
よ

り
強
い
一
般
性
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
を
意
識
し
た
上
で
、
他

者
の
支
配
と
関
わ
る
統
治
性
概
念
を
「
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
」
と
呼
ぶ
。

こ
の
概
念
の
歴
史
へ
の
登
場
は
、
資
本
主
義
の
繋
明
期
で
あ
り
、
封
建
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制
の
解
体
に
伴
う
中
央
集
権
化
と
、
宗
教
改
革
に
伴
う
救
い
の
分
散
が
同

時
に
進
行
す
る
十
六
世
紀
の
「
統
治
技
法
」
に
遡
る
。
そ
し
て
統
治
性
は

固
有
の
対
象
と
し
て
「
人
口
」
を
発
見
し
、
近
代
的
な
形
式
を
確
立
す
る

に
至
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
概
念
は
自
由
主
義
を
生
政
治
の
実
践
と
捉
え

た
、
翌
年
の
講
義
『
生
政
治
の
誕
生
』
に
引
き
継
が
れ
た
。
こ
こ
で
は
自

由
主
義
が
、
最
も
効
率
の
よ
い
統
治
の
あ
り
方
の
追
求
と
い
う
問
題
意
識

に
貫
か
れ
た
統
治
の
合
理
化
の
実
践
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
た
。
「
狭
い

意
味
で
の
統
治
性
」
概
念
に
よ
っ
て
フ
l

コ
l

が
考
察
し
よ
う
と
し
た
の

は
、
近
代
に
お
け
る
統
治
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
系
譜
だ
っ
た
。

だ
が
「
統
治
性
」
の
意
味
づ
け
は
国
家
理
性
、
他
者
支
配
の
問
題
系

に
と
ど
ま
ら
な
く
な
る
。
フ

l

コ
1

は
八
O
年
の
講
義
『
生
者
の
統
治
』

で
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
告
白
を
通
し
た
主
観
性
の
生
産
を
考
察
し
た
。

そ
し
て
翌
八
一
年
の
講
義
『
主
観
性
と
真
理
』
で
は
概
念
の
内
容
を
拡

大
す
る
。
統
治
性
は
「
自
己
の
技
術
」
E

広
島
日
告
巾
母
国O
守
あ
る
い
は

「
自
己
の
統
治
術
」
」
〆
ユE
m
O
5
8
5
5
8
ニ
巾

S
F
3
と
い
っ
た
表
現

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
。
統
治
性
概
念
の
こ
う
し
た
あ
り
方
を
こ
こ

で
は
「
広
い
意
味
で
の
統
治
性
」
と
呼
ぶ
。

自
己
の
技
術
と
は
「
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
文
明
に
存
在
す
る
手
続
き

で
あ
り
、
個
人
に
提
案
ま
た
は
処
方
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
目
的
に
応
じ

て
、
白
己
に
よ
る
自
己
の
支
配
、
ま
た
は
自
己
に
よ
る
自
己
の
認
識
と

の
関
係
に
よ
っ
て
、
個
人
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
、
維

持
、
変
革
し
て
い
く
際
の
手
続
き
」
を
指
す
。
そ
し
て
こ
の
広
い
意
味

• 

で
の
統
治
性
に
触
れ
て
、
フ
l

コ
l

は
「
『
統
治
性
』
の
問
い
を
別
の
観

点
か
ら
(
強
調
は
引
用
者
)
再
び
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
は
他
者
と
の
関
係
に
自
己
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
で
行
う
自

己
に
よ
る
自
己
の
統
治
・
・
・
と
い
う
意
味
で
の
統
治
性
」
と
論
じ
る
の
だ
。

な
ぜ
フ
1

コ
ー
は
こ
の
よ
う
に
広
い
視
点
か
ら
統
治
性
概
念
を
展
開

す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
主
体
の
解
釈
学
』
の
編
者
グ
ロ
は
、
八

一
年
に
行
っ
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
告
白
に
関
す
る
考
察
の
中
で
、
フ
ー

コ
l

が
告
白
と
は
異
な
っ
た
形
で
真
理
を
述
べ
る
主
体
の
あ
り
方
、
「
真

理
に
な
る
」
主
体
の
あ
り
方
の
歴
史
を
扱
っ
た
点
に
注
目
す
べ
き
だ
と

論
じ
て
い
る
。
当
時
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
や
セ
ネ

カ
な
ど
自
己
意
識
の
省
察
に
ま
つ
わ
る
古
代
後
期
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
が
八
一
一
年
の
講
義
の
さ
き
が
け
と
な
っ
て
い
る
と
グ
ロ

は
考
察
す
封
。
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に
「
統
治
性
」
概
念

は
意
味
を
大
き
く
広
げ
て
い
っ
た
。
「
自
己
へ
の
配
慮
」
の
概
念
に
結
び

つ
く
の
は
こ
の
「
広
い
意
味
で
の
統
治
性
」
概
念
で
あ
る
。

フ
l

コ
l

は
八
一
年
の
講
義
『
主
観
性
と
真
理
』
の
概
要
で
、
「
自
己

へ
の
配
慮
」
に
は
、
主
観
性
の
歴
史
と
統
治
性
分
析
と
の
聞
に
次
の
よ

う
な
関
係
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
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「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
、
西
洋
文
明
を
強
く
特
徴
づ
け
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
こ
の
命
令
を
、
よ
り
一
般
的
な
問
い
の
中
に
、
多
少
な

り
と
も
は
っ
き
り
と
し
た
、
こ
の
命
令
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
な
る
問



い
の
中
に
置
き
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
か
ら
何
を
作
り

出
す
べ
き
か
、
自
己
に
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
す
る
べ
き
か
と
い

う
問
い
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
自
己
自
身
、
が
自
ら
な
す
行
為
の
対

象
、
場
、
道
具
と
な
り
、
そ
の
行
為
の
主
体
と
な
る
行
為
を
な
す
に

あ
た
り
、
ど
の
よ
う
に
「
自
ら
を
統
治
す
る
べ
き
か
」
と
い
う
聞
い

〉
ι
h
h
j
d
v
F
-
o

f
d
f
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こ
の
間
い
の
出
発
点
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
『
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
』

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
「
自
己
へ

の
配
慮
」
の
聞
い
が
、
そ
の
内
部
で
自
己
認
識
と
い
う
要
請
が
意
味

を
持
つ
よ
う
な
一
般
的
な
枠
組
み
と
し
て
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ

こ
か
ら
発
し
た
一
連
の
研
究
か
ら
、
経
験
と
し
て
の
、
ま
た
そ
の
経

験
を
磨
き
あ
げ
、
変
貌
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
技
術
と
し
て
の
「
自
己

へ
の
配
慮
」
の
歴
史
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
プ

ラ
ン
は
こ
れ
ま
で
に
扱
っ
た
二
つ
の
テ
l

て
主
観
性
の
歴
史
と
「
統

治
性
」
の
諸
形
態
の
分
析
の
交
差
点
に
あ
引
。

• 
こ
こ
で
は
自
己
へ
の
配
慮
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
命
法
を
包
括

す
る
よ
り
強
い
一
般
性
を
有
す
る
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

主
観
性
の
歴
史
と
統
治
性
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
『
狂
気
の
歴
史
』
に
始

ま
り
『
知
へ
の
意
志
』
へ
と
至
る
フl
コ
l

の
作
業
が
、
狭
い
意
味
で
の

統
治
性
に
関
す
る
分
析
と
の
連
続
性
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
フl
コ
l

は
「
西
洋
文
明
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に
お
け
る
主
体
の
系
譜
学
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
支
配
の
芦
術
だ
け
で
な

く
、
自
己
の
技
術
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
技

術
の
聞
で
生
じ
る
相
互
作
用
を
一
不
す
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
針
。
「
白
己

へ
の
配
慮
」
は
支
配
の
技
術
と
白
己
の
技
術
の
聞
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は

他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
を
分
節
化
す
る
際
に
行
う
、
自
己
に
よ
る

自
己
の
統
治
の
技
術
と
方
法
論
を
含
む
概
念
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
自
己
へ
の
配
慮
」
と
は
、
フ
l

コ
l

自
身
、
が
そ
れ
ま

で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
己
の
自
己
へ
の
関
係
と
、
自
己

の
他
者
へ
の
関
係
を
と
も
に
位
置
付
け
な
お
す
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
積
極
的
な
聞
い
を
展
開
す

る
た
め
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
広
い
意
味
で
の
統
治
性
」
に

つ
い
て
の
聞
い
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
自
己

へ
の
配
慮
」
概
念
の
歴
史
的
変
遷
を
め
ぐ
る
考
察
が
『
主
体
の
解
釈
学
』

で
の
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
と
な
り
、
『
性
の
歴
史
』
第
一
二
巻
の
タ
イ
ト

ル
に
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
『
主
体
の
解
釈
学
』
が
見
せ
た
古

代
へ
の
視
点
の
移
動
が
面
妖
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
直
近
数
年
間

の
コ
レ
l

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
の
テl
マ
の
移
り
変
わ
り
を
振
り

返
っ
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
と
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

そ
れ
で
は
「
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
」
が
登
場
し
、
そ
の
権
力
作
用

に
よ
っ
て
主
体
化
さ
れ
る
人
々
の
生
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
権
力
と
個
人
と
の
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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跡
と
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体
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「
汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
の
生
」
は
、
フl
コ
l

が
出
版
を
構
想
し
て
い

た
同
名
の
本
の
序
論
と
し
て
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
十
七
世
紀

後
半
か
ら
の
約
百
年
間
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
封
印
状
に
よ
っ
て
監
禁

施
設
に
収
容
さ
れ
た
人
々
に
関
す
る
記
録
文
書
を
分
類
し
た
書
籍
の
出

版
が
計
画
さ
れ
て
い
た
た
め
問
。
フ

l
コ
l
は
『
狂
気
の
歴
史
』
で
封

印
状
に
つ
い
て
触
れ
、
市
井
の
人
々
が
書
状
を
し
た
た
め
て
国
王
に
訴

え
、
行
政
権
力
が
そ
れ
に
基
づ
く
調
査
を
行
つ
て
は
じ
め
て
監
禁
が
行

わ
れ
る
と
い
う
こ
の
特
異
な
シ
ス
テ
ム
に
注
意
を
促
し
て
い
た
。
狭
い

意
味
で
の
統
治
性
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
を
構
成
し
て
い
た
七
0
年
代

後
半
の
フ
l

コ
1

は
、
再
び
こ
の
制
度
に
注
目
す
る
。
当
時
の
記
録
に

残
さ
れ
た
人
々
が
、
仰
々
し
い
儀
式
と
告
白
制
度
に
支
え
ら
れ
た
宗
教

と
主
権
の
時
代
か
ら
、
そ
っ
け
な
く
微
細
な
記
述
を
行
い
、
個
人
を
監

視
す
る
行
政
の
時
代
へ
と
支
配
の
形
が
変
容
し
て
い
く
時
代
、
統
治
性

の
拡
大
期
で
あ
り
転
換
駅
に
出
く
わ
し
た
か
ら
だ
。
こ
の
百
年
間
は
権

力
の
「
そ
そ
の
か
し
、
刺
激
し
、
生
産
す
る
」
機
能
が
全
面
化
す
る
時

代
だ
っ
た
。

制
度
面
を
見
れ
ば
、
こ
れ
は
一
世
紀
と
い
う
短
い
期
間
に
限
っ
て
フ

ラ
ン
ス
だ
け
で
実
施
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
こ
こ
に
は
人
々

が
発
し
た
権
力
へ
の
「
誘
惑
」
が
伴
わ
れ
て
い
た
。
人
々
は
封
印
状
の

制
度
を
通
し
て
、
人
間
関
係
の
中
に
絶
対
王
政
の
強
大
な
権
力
を
導
き

い
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
社
会
全
体
に
権
力
が
浸
透

し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
封
印
状
は
時
代
を

画
す
る
制
度
だ
っ
た
と
フ

l

コ
l

は
解
釈
す
る
。
こ
の
制
度
の
も
と
で

は
、
庶
民
の
日
常
の
い
ざ
こ
ざ
は
、
臣
民
の
不
品
行
を
国
王
に
上
訴
す

る
と
い
う
大
が
か
り
な
形
式
を
通
し
て
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
こ
こ

に
は
権
力
は
下
か
ら
や
っ
て
来
る
と
い
う
能
産
的
権
力
観
を
は
っ
き
り

と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

権
力
と
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
る
材
料
と

な
っ
た
史
料
を
集
め
た
こ
の
本
は
「
実
在
し
た
人
々
に
つ
い
て
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ
1

」
と
予
告
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
人
一
人
の
身
に
現
実
に
起
き

た
出
来
事
が
ご
く
簡
潔
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
ヌ
l

ヴ
エ

ル
」
(
ニ
ュ
ー
ス
、
消
息
)
と
呼
び
う
る
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
試
み

ら
れ
た
作
業
と
は
、
国
王
へ
の
嘆
願
書
、
行
政
文
書
、
封
印
状
と
い
っ

た
実
在
の
人
々
を
扱
い
、
現
実
と
直
接
関
わ
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
た

文
書
に
つ
い
て
「
無
名
な
人
々
に
関
す
る
伝
説
の
原
基
を
、
彼
ら
が
不

幸
あ
る
い
は
激
し
い
怒
り
の
中
で
権
力
と
交
わ
し
た
一
吉
口
説
か
ら
出
発
し

て
収
集
す
る
」
こ
と
だ
っ
た
。

「
汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
」
￡
2
-

民
営
再
へ
の
生
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
記
録
に
残
さ
れ
な
け
れ
ば
忘
れ
去
ら

れ
て
し
ま
う
よ
う
な
無
名
な
人
々
の
実
在
の
生
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

人
々
が
確
か
に
実
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
文
書
か
ら 2004 社会思想史研究 No.28
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し
か
読
み
取
れ
な
い
と
い
う
証
を
こ
こ
で
は
「
痕
跡
」
と
呼
ぶ
。
汚
辱

に
塗
れ
た
人
々
は
「
痕
跡
を
残
さ
ず
に
死
ん
で
い
く
こ
と
を
運
命
づ
け

ら
れ
た
他
の
多
く
の
人
々
」
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
人
生
は
語
る
に
値

し
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
「
あ
る
激
し

さ
に
貫
か
れ
、
悪
意
、
卑
劣
さ
、
下
品
さ
、
頑
固
さ
あ
る
い
は
不
運
の

中
で
の
暴
力
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
過
剰
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
」
て
お

り
、
そ
う
し
た
行
動
に
よ
っ
て
「
周
囲
の
人
た
ち
か
ら
、
自
分
た
ち
が

凡
庸
で
あ
る
だ
け
に
、
恐
る
べ
き
あ
る
い
は
哀
れ
む
べ
き
一
種
の
偉
大

さ
を
付
与
さ
れ
て
い
た
」
。
こ
の
よ
う
な
人
々
の
偉
大
さ
に
、
フ
l

コ
ー

は
も
う
一
つ
の
英
雄
的
な
「
汚
辱
」
と
対
比
さ
せ
、
後
者
を
退
け
る
。

歴
史
的
に
見
れ
ば
不
名
誉
な
扱
い
を
受
け
た
サ
ド
の
よ
う
な
有
名
人
の

あ
り
方
、
汚
辱
に
塗
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
こ
と
で
か
え
っ
て
栄
光
に

浴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
人
々
の
「
汚
辱
」
が
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い

と
言
う
の
だ
。
汚
辱
に
塗
れ
た
生
と
は
、
書
く
と
い
う
行
為
と
権
力
の

効
果
と
し
て
無
理
や
り
に
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
、
英
雄
的
な
生
き
方
と
は

遠
い
人
々
の
生
の
こ
と
な
の
だ
。

こ
れ
ら
の
生
を
フ
l

コ
l

は
粒
子
に
喰
え
て
い
る
。
こ
の
粒
子
に
は
小

さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
そ
の
人
の
生
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
わ
れ
わ

れ
が
こ
れ
を
目
に
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
一
瞬
、
ど
こ
か
ら
か
光
が
差

し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
権
力
で
あ
る
。
権
力
は
「
生
を
監

視
し
、
追
跡
し
、
一
瞬
で
は
あ
っ
て
も
人
々
の
訴
え
や
小
さ
な
不
平
に
耳

を
貸
し
、
ま
た
人
々
の
生
に
引
っ
か
き
傷
を
残
す
」
。
今
に
残
る
い
く
ら
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か
の
言
葉
は
、
権
力
作
用
が
記
さ
せ
た
文
書
と
い
う
形
で
生
じ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
だ
が
「
あ
ら
ゆ
る
言
説
の
下
を
通
過
し
、
一
度
も
語
ら
れ
る

こ
と
な
く
消
え
去
っ
て
い
く
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
う
し
た
生

の
す
べ
て
は
、
権
力
と
一
瞬
だ
け
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
わ
ず

か
で
、
鋭
く
、
往
々
に
し
て
謎
め
い
た
痕
跡
を
残
し
え
た
」
と
フ
l

コ
ー

は
き
甲
つ
ノ
。
痕
跡
は
確
か
に
残
さ
れ
る
。
だ
が
権
力
の
書
く
と
い
う
働
き

は
、
同
時
に
書
き
取
っ
た
人
々
か
ら
生
を
奪
い
取
る
。
「
実
在
し
た
生
が

こ
う
し
た
数
文
の
中
で
『
作
動
』
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
人
々
の

生
が
そ
こ
に
描
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
彼
ら
の
自
由
、
不
幸
、

死
、
運
命
が
と
も
か
く
も
、
少
な
く
と
も
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
決
定
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
こ
れ
ら
の
言
説
は
実
際
に
彼
ら
の
生
と

出
会
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
人
生
は
こ
れ
ら
の
言
葉
の
中
で
実
際
に
脅
か

さ
れ
、
消
え
去
っ
て
い
っ
た
」
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
と
現
在
の
わ
れ
わ
れ
と
の

関
係
の
あ
り
方
に
は
出
口
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
痕
跡
」
と
言
っ

て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
も
一
つ
の
権
力
作
用
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
か
、
は
じ
め
に
権
力
あ
り
き
と
し
て
し
ま
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も
権

力
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
は
抜
け
出
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が

わ
き
あ
が
っ
て
く
る
。
フ

l

コ
ー
は
こ
の
点
を
意
識
し
て
、
自
分
は
権

力
の
側
か
ら
し
か
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
自
問
自

答
し
て
み
せ
て
も
い
る
。
そ
し
て
、
今
日
の
社
会
の
最
も
基
本
的
な
特

徴
の
一
っ
と
は
「
運
命
が
権
力
と
の
関
係
、
権
力
と
一
緒
に
な
っ
た
、
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と
付
け

• あ
る
い
は
権
力
に
抗
す
る
戦
い
と
い
う
形
を
取
る
点
に
あ
る
」

(
勾
)

加
え
る
の
で
あ
る
。

だ
が
記
録
さ
れ
、
監
禁
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
理
や
り
主
体
に
さ

せ
ら
れ
た
人
々
に
行
使
さ
れ
た
権
力
作
用
以
外
に
も
、
記
録
を
通
し
て

わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
こ
と
が
あ
る
。
権
力
の
効
果
に
よ
っ
て
、
文
書

の
中
に
生
じ
た
主
体
の
「
痕
跡
」
に
は
、
対
象
者
の
告
発
と
監
禁
と
い

う
あ
か
ら
さ
ま
な
目
的
に
反
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
読
み
取
り
う
る
生
の

あ
り
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
は
テ
キ
ス
ト
の
冒

頭
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
フ
l

コ
l

は
汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
の
「
特
異

な
生
は
何
ら
か
の
偶
然
に
よ
っ
て
不
思
議
な
詩
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
記
し
、
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
l

を
押
葉
標
本
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
そ

し
て
こ
こ
に
は
「
古
典
的
な
文
体
の
美
し
さ
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
に

し
て
も
、
一
般
に
文
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
心
を
揺
さ
ぶ
る

も
の
が
備
わ
っ
て
い
る
と
す
ら
述
べ
る
の
だ
。
市
井
の
人
々
の
請
願
書

は
、
国
王
へ
の
上
訴
文
を
意
識
し
て
仰
々
し
く
つ
づ
ら
れ
な
が
ら
も
、

日
常
的
な
言
葉
遣
い
が
混
在
す
る
風
変
わ
り
な
文
書
だ
っ
た
。
一
方
で

行
政
文
書
は
人
々
の
行
状
や
決
定
を
簡
潔
に
記
録
し
た
。
こ
れ
ら
の
文

書
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
権
力
作
用
が
そ
こ
に
書
か
れ
た
人
々
を
ど

の
よ
う
な
記
述
で
辱
め
た
か
と
い
う
事
実
に
留
ま
ら
ず
、
権
力
の
効
果

に
よ
っ
て
主
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
、
実
在
し
た
市
井
の
人
々
の
具
体
的

で
多
様
な
生
き
様
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
例
外
的
で
は
な
い
。

汚
辱
を
着
せ
ら
れ
る
直
前
ま
で
は
、
い
や
汚
辱
を
着
せ
ら
れ
で
も
な
お
、

告
発
す
る
者
、
告
発
さ
れ
る
者
の
双
方
に
と
っ
て
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た

生
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
の
だ
。

権
力
は
主
体
化
さ
れ
た
人
々
の
実
在
そ
の
も
の
を
消
去
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
「
痕
跡
」
が
つ
ね
に
残
さ
れ
る
。
当
時
の
人
々

は
権
力
の
誘
惑
に
導
か
れ
な
が
ら
日
々
の
生
活
を
送
り
、
そ
の
中
で
何

事
か
を
書
き
記
し
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
営
み
が
「
不
思
議
な
詩
」
を

生
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
人
々
の
あ
り
方
が
直
ち
に
、
自
ら
の
従

属
的
主
体
化
へ
の
抵
抗
あ
る
い
は
反
乱
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
無
論
な

い
。
時
に
は
反
動
的
な
方
向
に
も
向
か
う
だ
ろ
う
。

G

・
ス
ピ
ヴ
ア
ツ

ク
が
論
争
的
に
取
り
上
げ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
フ
l

コ
l

の
七
二
年
の

発
言
「
大
衆
は
実
に
は
っ
き
り
と
知
っ
て
い
る
」
は
、
こ
の
痕
跡
と
い

(
沼
)

う
観
点
か
ら
考
え
る
と
興
味
深
い
。
ド
ヮ
ル
l

ズ
と
の
こ
の
対
談
で
、

フ
l

コ
l

は
「
大
衆
は
知
識
人
よ
り
も
ず
っ
と
良
く
知
っ
て
い
る
。
き

ち
ん
と
そ
の
こ
と
を
口
に
出
し
て
も
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た
言
説
や
知

を
妨
害
し
、
禁
止
し
、
無
効
に
す
る
権
力
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い

る
」
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
知
識
人
の
役
割
と
は
、
人
々
を
表
象
・

代
表
す
る
の
で
は
な
く
、
権
力
様
式
に
戦
い
を
挑
む
こ
と
な
の
だ
。

こ
こ
で
の
「
権
力
」
と
は
人
々
に
語
ら
せ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

語
り
を
妨
害
す
る
シ
ス
テ
ム
を
指
し
て
い
る
。
日
常
生
活
の
様
々
な
場

面
で
の
不
当
な
行
為
を
公
然
の
秘
密
と
す
る
よ
う
な
制
度
の
存
在
と
働

き
と
言
っ
て
も
よ
い
。
例
え
ば
囚
人
た
ち
は
権
力
の
発
生
源
を
あ
る
一

人
の
看
守
と
い
う
形
で
名
指
し
、
そ
の
人
物
の
行
い
に
つ
い
て
語
る
。
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そ
れ
が
闘
争
だ
と
フ
l

コ
l

は
言
う
。
社
会
の
様
々
な
場
面
で
人
々
は

闘
争
す
る
。
主
体
化
さ
れ
た
人
々
は
権
力
が
ど
の
よ
う
に
働
く
の
か
を

身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
言
明
は
、
闘
争
を
抑
圧
者
と

被
抑
圧
者
、
指
導
者
と
被
指
導
者
と
い
っ
た
固
定
的
な
二
項
関
係
へ
と

帰
着
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
支
配
、
指
導
、
統
治
、
権
力
集

団
、
国
家
装
置
と
い
っ
た
一
連
の
語
葉
の
聞
い
直
し
を
提
起
し
た
も
の

(
お
)

だ
っ
た
。
人
々
は
語
ろ
う
と
欲
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
障
害
に
ぶ
つ
か
り
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。

こ
う
し
た
権
力
の
作
用
を
「
汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
の
生
」
と
重
ね
て

み
る
と
、
主
体
は
二
重
の
作
用
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

語
ら
せ
ま
い
と
す
る
権
力
、
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
権
力
が
同
時
に
作
用

す
る
場
を
生
き
て
い
る
の
だ
。
無
名
の
人
々
が
書
き
、
語
る
と
い
う
行

為
に
フ
l

コ
l

が
注
目
す
る
の
は
、
そ
の
主
体
化
作
用
を
通
し
て
権
力

(
お
)

の
戦
略
的
諸
関
係
が
姿
を
現
す
た
め
だ
っ
た
。
だ
が
そ
こ
に
は
確
か
に

書
き
、
語
る
人
々
が
い
た
の
で
あ
る
。
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
の
も
と

で
生
活
す
る
人
々
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
、
押
葉
標
本
や
詩
の
よ
う
に

現
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
痕
跡
と
い
う
形
で
見
い
だ
れ
る
の
は
、
権
力
作

用
の
冷
酷
さ
だ
け
で
な
く
、
権
力
と
の
摩
擦
に
よ
っ
て
生
じ
た
生
で
あ

り
、
自
ら
書
き
、
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
未
来
を
構
成
し
て
い
く
固
有

の
経
験
な
の
で
あ
る
。
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夢
見
る
主
体

フ
l

コ
l

の
最
初
期
と
最
晩
年
に
夢
と
い
う
共
通
の
テ

l

マ
が
扱
わ

れ
て
き
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
一
般

的
な
評
価
で
は
、
実
存
主
義
的
精
神
医
学
者

L

・
ピ
ン
ス
ワ
ン
ガ
l

の

一
九
三
O
年
の
論
文
『
夢
と
実
存
』
の
仏
語
版
に
付
し
た
「
序
論
」
(
五

四
年
発
表
)
は
、
当
時
の
公
式
的
マ
ル
ク
ス
主
義
と
実
存
哲
学
に
影
響

を
受
け
た
「
心
理
学
者
フ

l

コ
l

」
と
で
も
言
う
べ
き
彼
の
思
想
的
発

展
の
前
史
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
『
白
己
へ
の
配
慮
』
の
第

一
章
に
収
録
さ
れ
た
、
二
世
紀
後
半
の
著
述
家
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
に
よ

る
夢
分
析
『
夢
判
断
の
書
』
を
論
じ
た
「
自
分
の
快
楽
を
夢
に
見
る
こ

と
」
は
、
西
洋
社
会
の
従
属
化
の
歴
史
の
一
過
程
を
論
じ
た
も
の
と
し

(
幻
)

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
個
別
の
評
価
が
誤
り
だ

と
は
言
え
な
い
。
後
年
の
フ
l

コ
l

は
自
ら
の
思
索
の
歩
み
に
つ
い
て
、

「
経
験
の
様
々
な
あ
り
方
の
歴
史
性
」
に
関
す
る
問
題
意
識
が
『
狂
気
の

歴
史
』
以
前
の
研
究
か
ら
派
生
し
た
こ
と
を
認
め
る
一
方
で
、
五

0
年

代
の
自
ら
の
手
法
が
「
理
論
的
に
不
十
分
な
も
の
だ
っ
た
」
と
捉
え
、

以
後
は
「
経
験
の
諸
様
式
の
歴
史
性
そ
れ
自
体
」
を
考
え
る
道
へ
と
向

(
お
)

か
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

だ
が
三
O
年
を
隔
て
た
こ
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、

一
一
つ
の
共
通
点
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
一
つ
は
夢
に
対
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す
る
非
解
釈
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
関
心
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

現
在
の
自
己
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
、
隠
さ
れ
た
過
去
か
ら
の
因
果
関

係
を
夢
の
う
ち
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
批
判
的
な
姿

(
四
)

勢
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
は
、
夢
の
中
に
、
夢
を
見
る
主
体
の
現
在

の
あ
り
方
を
示
し
、
こ
れ
か
ら
到
来
す
る
未
来
の
方
向
性
を
告
げ
る
は

た
ら
き
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
見
出
さ
れ
る
の
が
「
夢
見

る
主
体
」
の
あ
り
方
な
の
だ
。

「
序
論
」
で
フl
コ
l

が
着
目
す
る
の
は
、
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
l

が
当
時

の
実
証
主
義
的
精
神
医
学
に
対
抗
し
て
、
夢
に
関
す
る
人
間
学
と
現
存

在
分
析
を
提
唱
し
た
点
で
あ
る
。
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
夢
は

精
神
病
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
た
実
存
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
客
観

的
な
歴
史
に
お
け
る
実
存
の
自
己
実
現
と
の
聞
に
位
置
す
る
。
ま
た
彼

の
夢
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
夢
を
現
実
よ
り
劣
っ
た
も
の
と
し
て

み
る
の
で
は
な
く
、
夢
の
経
験
を
通
し
て
人
間
の
実
存
の
本
来
的
な
あ

り
方
、
存
在
の
問
題
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
フ

l

コ
l

は

「
序
論
」
の
第
一
部
で
、
そ
の
独
創
性
が
現
象
学
と
精
神
分
析
を
と
も
に

経
由
す
る
こ
と
で
、
経
験
に
固
有
な
形
式
と
し
て
夢
を
捉
え
よ
う
と
し

た
点
に
あ
る
と
主
張
す
る
。
ピ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
が
向
か
っ
た
の
は
、
夢

の
イ
メ
ー
ジ
に
は
必
然
的
な
契
機
が
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
精
神

分
析
の
登
場
に
よ
っ
て
後
景
に
追
い
や
ら
れ
た
、
夢
に
認
識
論
的
作
用

を
認
め
る
伝
統
を
取
り
戻
す
方
向
だ
っ
た
。

他
方
で
フ
l

コ
l

は
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
夢
の
心
理
学
的
次
元
を
回
復

し
た
が
、
夢
を
経
験
の
固
有
な
形
態
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」
と
し
て
フ
ロ
イ
ト
批
判
を
行
い
、
「
症
例
ド
ラ
」
に
お
け
る
ド

(
泊
)

ラ
の
第
二
の
夢
に
言
及
す
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
解
釈
に
異
を
唱
え
る
フ

l

コ
l

は
、
ド
ラ
が
治
癒
し
た
理
由
は
、
精
神
分
析
を
止
め
た
と
い
う
事

実
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
分
析
を
止
め
る
決
断
に
よ
っ
て
、

自
ら
の
実
存
の
孤
独
を
引
き
受
け
た
点
に
あ
る
の
だ
と
論
じ
る
。
そ
の

上
で
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
夢
分
析
の
真
の
問
題
点
は
、
夢
見
る
主
体
を
客

体
化
し
、
劣
っ
た
主
観
性
と
見
な
す
こ
と
に
あ
る
と
付
け
加
え
る
。
ピ

ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て
対
照
的
だ
。
彼
に
よ
れ
ば
夢
の
主

体
と
は
「
私
」
と
い
う
夢
の
中
の
登
場
人
物
の
一
人
で
は
な
く
、
未
来

へ
向
か
う
夢
全
体
を
夢
見
る
主
体
な
の
で
あ
る
。

ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ

l

の
夢
に
つ
い
て
の
人
間
学
へ
の
考
察
を
通
し
て
、

フ
l

コ
l

は
「
夢
は
実
存
の
う
ち
で
も
っ
と
も
歴
史
に
還
元
さ
れ
え
な

い
も
の
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
な
表
現
に
お
い
て
は
、

ま
だ
普
遍
性
の
契
機
に
は
届
い
て
い
な
か
っ
た
あ
る
自
由
に
と
っ
て
、

実
存
が
持
ち
う
る
意
味
を
も
っ
と
も
良
く
示
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
見

(
沼
)

解
に
至
る
。
こ
こ
に
は
フ

1

コ
l

の
夢
に
対
す
る
考
え
方
が
よ
く
現
れ

て
い
る
。
夢
は
過
去
の
苦
悩
や
、
隠
さ
れ
た
本
当
の
自
分
の
姿
、
ユ
ン

グ
の
い
う
よ
う
な
太
古
の
記
憶
を
告
げ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間

存
在
の
未
来
の
あ
り
方
を
、
少
な
く
と
も
そ
の
方
向
性
を
示
す
と
い
う

積
極
的
な
機
能
を
持
つ
と
い
う
の
が
フ
l

コ
l

の
着
想
な
の
だ
。

「
序
論
」
に
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
狂
気
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日
疎
外
か
ら
の
解
放
と
い
う
初
期
フ
l

コ
l

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
顕
著
で

あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
の
「
自
由
」
と
は
本
来
的
な
実
存
の
あ
り
方
を
指

し
、
夢
見
る
主
体
と
は
「
実
存
そ
の
も
の
の
生
成
お
よ
び
総
体
と
し
て
」

姿
を
現
す
と
さ
れ
る
。
実
存
哲
学
と
疎
外
論
の
影
響
が
色
濃
い
こ
と
は

(
お
)

明
白
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
フ

l

コ
l

の
独
自
の
哲
学
的
な
立
場
を
も

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
患
者
の
実
存
を
本
来
的
で
健
康
な
主

体
の
あ
り
方
へ
と
回
復
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
、
治
療
に
つ
い
て

の
知
見
を
深
め
る
精
神
医
学
の
立
場
で
は
な
い
。
苦
闘
し
続
け
る
主
体

の
あ
り
方
、
「
夢
見
る
主
体
」
の
孤
独
な
あ
り
方
を
肯
定
的
に
認
め
よ
う

と
い
う
哲
学
の
立
場
な
の
で
あ
る
。

論
の
締
め
く
く
り
で
引
用
さ
れ
た
R

・
シ
ャ
l

ル
の
詩
に
託
さ
れ
て

い
る
の
も
こ
う
し
た
姿
勢
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
悪
の
骨
髄
を
な
す
貧
欲

な
表
情
を
知
っ
た
上
で
、
と
こ
と
ん
こ
れ
と
戦
い
な
が
ら
、
架
空
の
事

を
歴
史
的
事
実
へ
と
作
り
変
え
て
ゆ
く
」
こ
と
は
「
人
間
に
課
せ
ら
れ

た
義
務
」
だ
と
フ
l

コ
l

は
語
る
。
こ
う
し
た
義
務
を
実
行
せ
ざ
る
を

え
な
い
苦
悶
し
続
け
る
主
体
の
あ
り
方
、
「
夢
見
る
主
体
」
の
孤
独
な
あ

り
方
へ
と
フ
l

コ
l

は
心
を
寄
せ
て
い
く
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
五
四
年

の
「
序
論
」
に
は
、
苦
闘
し
続
け
る
「
夢
見
る
主
体
」
の
孤
独
な
あ
り

方
へ
と
心
を
寄
せ
る
哲
学
的
立
場
と
、
人
間
存
在
の
未
来
へ
の
方
向
性

を
示
す
夢
の
働
き
に
つ
い
て
の
着
想
の
抽
出
と
い
う
フ

l

コ
l

の
二
つ

の
独
自
な
見
解
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
小
論
の
三

O
年
後
に
発
表
さ
れ
た
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
論
「
白
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分
の
快
楽
を
夢
に
見
る
こ
と
」
は
、
夢
と
主
体
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
扱
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
は
フ
l

コ
l

の
古
代
に
関
す
る

分
析
の
中
で
は
、
性
的
関
係
が
道
徳
的
配
慮
の
対
象
と
な
り
、
キ
リ
ス

ト
教
時
代
に
向
か
っ
て
厳
格
な
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
く
歴
史
的
過
程

〈
弘
)

の
一
通
過
点
で
あ
る
。
『
夢
判
断
の
書
』
の
特
徴
は
当
時
の
一
般
人
を
対

象
と
し
た
日
常
生
活
の
実
践
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
だ
っ
た
点
に
あ
る
と

フ
l

コ
l

は
言
う
。
当
時
の
夢
解
釈
と
は
、
自
ら
の
健
康
、
生
死
、
財

産
、
商
売
、
貧
富
、
子
ど
も
の
結
婚
と
い
っ
た
こ
と
を
気
に
か
け
る
一

般
の
人
々
が
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
ゆ
え
に
当
時
広
く
流
布

し
て
い
た
規
則
や
、
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
態
度
が
こ
の
本
か

ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

論
の
後
半
が
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
性
行
為
に
関
す
る
夢
の
解

釈
手
順
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
そ
の
手
順
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
進

展
に
伴
っ
て
現
れ
た
、
性
規
範
と
照
応
し
た
夢
解
釈
と
は
大
き
く
異
な

る
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
性
行
為
は
、
行
為
自
体
の
良
否
や
道
徳
性

で
は
な
く
、
登
場
人
物
の
聞
の
社
会
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
と
さ

れ
、
そ
の
行
為
が
象
徴
す
る
結
果
の
み
が
問
わ
れ
る
。
解
釈
は
『
自
己

へ
の
配
慮
』
で
展
開
さ
れ
た
、
性
と
社
会
に
つ
い
て
の
異
種
同
形
論
と

(
お
)

い
う
一
般
的
な
原
則
に
沿
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
の
は
、

性
道
徳
が
夢
解
釈
そ
の
も
の
を
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
歴
史
的
状
態

へ
の
フ
l

コ
l

の
関
心
で
あ
る
。

つ
の
注
目
点
は
、

も
う
一

夢
に
予
言
的
な
性
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
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こ
と
に
あ
る
。
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
は
著
書
の
冒
頭
で
「
睡
眠
中
の
幻
覚
」

(
エ
ニ
ユ
プ
ニ
オ
ン
)
と
「
夢
」
(
オ
ネ
イ
ロ
ス
)
と
の
聞
に
は
っ
き
り
と

し
た
区
別
が
必
要
だ
と
説
く
。
そ
し
て
後
者
の
夢
だ
け
を
解
釈
の
対
象

と
定
め
る
。
こ
の
「
夢
」
と
は
「
睡
眠
中
に
活
動
し
て
、
未
来
の
出
来

事
を
予
言
し
、
理
解
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
眠
り
が
終
わ
っ
た
あ
と
で

も
魂
に
活
力
を
与
え
、
行
動
を
促
し
て
、
予
定
の
実
現
へ
と
導
く
」
性

質
を
持
っ
て
い
る
。
一
方
「
睡
眠
中
の
幻
覚
」
と
は
、
現
実
の
体
験
の

影
響
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
眠
り
が
終
わ
る
と
消
え
て
し
ま
う
幻
覚
で
、

現
在
の
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
な
お
こ
こ
で
の
「
予
言
」
と
は
、

一
般
の
人
々
に
か
か
わ
る
日
常
的
な
出
来
事
の
未
来
の
こ
と
で
、
特
殊(

程
調
)

な
人
の
夢
の
中
に
だ
け
現
れ
る
神
の
お
告
げ
や
奇
跡
の
こ
と
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
夢
と
は
、
過
去
に
つ
い
て
の
人
間
の
真
実
を
一
示
す
の
で

も
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
な
正
し
さ
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
行
為

の
規
範
を
提
供
す
る
の
で
も
な
い
。
夢
の
働
き
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、

夢
の
中
の
登
場
人
物
の
行
為
や
、
そ
こ
で
の
出
来
事
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を

通
し
て
「
現
実
の
中
で
こ
れ
か
ら
の
主
体
の
あ
り
方
を
は
っ
き
り
と
示

す
よ
う
な
、
出
来
事
、
幸
運
あ
る
い
は
不
運
、
繁
栄
あ
る
い
は
不
幸
を

(
訂
)

告
げ
る
」
こ
と
に
あ
る
。
人
々
は
夢
解
釈
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
社
会
生

活
の
行
方
を
知
ろ
う
と
し
、
不
幸
な
出
来
事
が
予
想
さ
れ
れ
ば
そ
れ
に

備
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
の
夢
分
析
は
、
道
徳
的
な
規
範
に
よ
っ
て
夢
の
内

容
を
判
断
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
夢
が
現
実
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
に
も
立
た
な
い
。
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
夢
見
る
主
体

と
は
、
夢
の
中
で
将
来
の
自
分
の
あ
り
方
を
暗
示
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
見
、
行
為
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
通
し
て
未
来
の
あ
り
方
を
知
り
、

社
会
あ
る
い
は
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
倫
理
的
に
自
ら
を
構
成
し

て
い
く
主
体
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
性
道
徳

に
は
規
制
さ
れ
な
い
夢
解
釈
の
あ
り
方
を
も
と
に
、
夢
の
予
言
的
な
性

格
あ
る
い
は
倫
理
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
社
会
関
係
の
中
で
自
ら
を
構

成
し
て
い
く
主
体
の
あ
り
方
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
こ
れ
ら
一
一
つ
の
論
考
に
は
、
夢
へ
の
非
解
釈
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
へ
の
あ
り
方
へ
の
関
心
と
、
夢
に
は
未
来
の
方
向
性
を
告
げ
る

働
き
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
一
点
目
に
つ
い
て
は
、
苦
悶
す
る
主
体
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
、

性
道
徳
と
自
己
の
内
面
の
対
象
化
に
基
づ
か
な
い
解
釈
の
あ
り
方
へ
の

フ
l

コ
l

の
関
心
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
二
点
目
に
つ
い
て
は
、
「
序

論
」
で
は
人
間
存
在
の
本
来
性
へ
の
復
帰
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在

す
る
一
方
で
、
未
来
へ
の
方
向
性
を
示
す
と
い
う
夢
の
機
能
が
強
調
さ

れ
る
。
ま
た
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
論
で
は
、
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
の

自
己
の
今
後
の
あ
り
方
を
告
げ
る
と
い
う
夢
の
予
言
的
な
性
格
に
注
意

が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
形
作
ら
れ
る
の
が
、
夢
と
主
体
と
の
聞
に
存
在
し
て
い
る
「
夢

見
る
主
体
」
と
い
う
関
係
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
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四

夢
と
痕
跡
一
自
己
へ
の
配
慮
と
夢
見
る
主
体

〈公募論文〉夢と痕跡から夢見る主体へ一一箱田徹

上
で
見
た
よ
う
に
、
フ

l

コ
l

は
「
自
己
へ
の
配
慮
」
を
、
従
属
化

の
諸
様
式
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
自
己
の
自
己
へ
の
関
係
、
自
己
の
他
者

へ
の
関
係
を
つ
ね
に
再
配
置
し
て
い
く
理
論
と
実
践
を
含
ん
だ
技
術
の

あ
り
方
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
「
広
い
意
味
で
の
統
治
性
」
と
い
う

問
題
設
定
の
中
で
展
開
さ
れ
た
「
自
己
へ
の
配
慮
」
を
め
ぐ
る
考
察
は
、

主
体
化
作
用
を
発
揮
す
る
権
力
の
効
果
と
諸
制
度
に
つ
い
て
の
問
い
、

す
な
わ
ち
「
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が

同
時
に
「
自
己
へ
の
配
慮
」
は
、
権
力
作
用
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
、

従
属
化
さ
れ
た
主
体
が
ど
の
よ
う
に
身
を
処
す
の
か
と
問
う
。
他
者
に

対
す
る
支
配
の
技
術
と
、
自
己
に
対
す
る
自
己
の
技
術
と
が
合
流
す
る

「
統
治
性
」
の
座
と
は
、
『
ア
ル
キ
ピ
ア
デ
ス
』
に
お
い
て
は
〈
魂
主

体
〉
、
つ
ま
り
自
己
と
他
者
に
働
き
か
け
る
自
己
主
体
で
あ
り
、
「
狭

い
意
味
で
の
統
治
性
」
に
つ
い
て
言
え
ば
「
全
体
的
か
つ
個
別
的
に
」

主
体
化
さ
れ
た
主
体
で
あ
る
か
ら
だ
。

「
白
己
へ
の
配
慮
」
の
概
念
史
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
告
白
制
度
の
確

(
沼
)

立
に
よ
っ
て
一
つ
の
帰
結
を
み
る
。
告
白
制
度
そ
の
も
の
は
、
現
在
に
お

い
て
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
強
力
な
機
能

を
持
ち
続
け
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
る
の
は
、
こ
の
「
汝
自

身
を
知
れ
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
服
属
す
る
「
自
己
へ
の
配
慮
」
で
あ
る
。
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だ
が
フ
l

コ
l

の
系
譜
学
的
分
析
が
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
概
念
の
現

在
に
お
け
る
あ
り
方
が
決
し
て
唯
一
不
動
の
、
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
「
自
己
へ
の
配
慮
」
と
は
確
実
な
抵
抗
の
拠
点
で
も
抑
圧
の
源

で
も
な
く
、
む
し
ろ
権
力
に
つ
い
て
フ
l

コ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
ど
ち

ら
に
転
ぶ
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
「
危
険
さ
」
を
は
ら
ん
で
い
る
。
逆
の

言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
自
己
へ
の
配
慮
」
を
問
う
こ
と
は
、
「
汝
自
身
を
知

れ
」
と
い
う
命
題
が
「
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
」
の
基
礎
付
け
と
し
て
機

能
し
て
い
く
歴
史
と
、
主
体
の
内
面
の
生
産
を
担
う
主
観
性
の
歴
史
の
二

つ
を
と
も
に
問
う
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
体
の
あ
り
方
を
自
己
へ
の
配
慮
と
の
関
係
か
ら
眺
め

る
場
面
に
な
る
と
、
カ
ン
ト
的
啓
蒙
を
評
価
し
た
と
さ
れ
る
晩
年
の
論

考
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
が
頻
繁
に
参
照
さ
れ
る
。
フ
l

コ
l

は
、
歴
史

的
な
目
的
性
や
全
体
性
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
現
在
を
特
徴
づ
け
る

今
日
性
を
カ
ン
ト
が
問
お
う
と
し
た
点
を
評
価
す
る
。
そ
し
て
「
批
判
」

と
は
、
近
代
を
問
題
に
す
る
際
に
、
現
在
の
自
ら
の
あ
り
方
を
も
問
題

と
す
る
一
つ
の
態
度
(
エ
ー
ト
ス
)
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
こ
の

フ
i

コ
l

の
発
言
を
受
け
る
形
で
、
今
日
性
に
対
し
て
特
異
的
で
あ
る

よ
う
な
個
人
の
あ
り
方
が
「
実
存
の
美
学
」
ぷ
∞P
2
E
E
号
店
弘
田
R
R
m

・


と
い
う
表
現
を
伴
い
、
ボ
ー
ド
レ
l

ル
や
ワ
イ
ル
ド
と
い
っ
た
個
人
名

(
m
m
)
 

あ
る
い
は
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
と
も
に
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
「
自
己
へ
の
配
慮
」
の
営
み
を
、
限
ら
れ
た
人
々
に
よ
る
英

雄
的
な
実
践
と
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
「
汚
辱
に
塗
れ
た
人
々
の
生
」
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で
退
け
ら
れ
た
、
逆
説
的
な
栄
光
に
浴
し
た
人
々
に
抵
抗
の
担
い
手
を

求
め
て
い
く
よ
う
な
立
場
へ
と
戻
っ
て
い
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
か
。
後
期
フ
l

コ
l

は
主
体
や
自
己
へ
の
、
ま
た
は
ギ
リ
シ
ア
へ
の

回
帰
で
あ
る
と
い
う
評
価
で
あ
れ
ば
そ
れ
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が

後
期
フ
l

コ
l

に
お
け
る
自
己
|
主
体
と
は
、
権
力
へ
の
問
い
を
「
広

い
意
味
で
の
統
治
性
」
と
い
う
形
で
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
む
し
ろ
当
人
た
ち

が
普
通
だ
と
考
え
、
日
常
的
に
続
け
て
い
る
営
み
を
、
そ
の
ま
ま
何
の

気
な
し
に
続
け
る
こ
と
、
が
権
力
に
と
っ
て
耐
え
難
い
も
の
で
あ
る
か
、

権
力
の
生
み
出
す
抵
抗
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
観
点
に
こ
そ
着
目
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

フ
l

コ
l

は
八
二
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
強
制
異
性
愛
社
会
で
も
っ

と
も
大
き
な
当
惑
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
公
の
場
で
ゲ
イ
男
性
が
行
う
愛

情
表
現
や
振
る
舞
い
で
も
、
性
行
為
そ
の
も
の
で
も
な
く
、
ゲ
イ
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
だ
と
す
る
。
そ
し
て
大
方
の
人
々
が
抵
抗
を
示
す
の
は
、
予

想
も
つ
か
な
い
よ
う
な
関
係
を
彼
ら
が
発
明
す
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し

(
ω
)
 

て
な
の
だ
と
付
け
加
え
る
。
こ
の
指
摘
は
「
痕
跡
」
を
考
え
る
上
で
の
一

つ
の
有
益
な
見
方
を
示
唆
し
て
い
る
。
確
か
に
他
者
へ
の
統
治
と
い
う
義

務
に
か
ら
れ
た
国
家
は
人
々
を
記
述
と
監
禁
に
よ
っ
て
主
体
化
し
、
抹
殺

し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
主
体
化
さ
れ
た
人
々
の
実
在
そ
の
も
の
は
消
去
で

き
な
い
。
圭
一
日
か
れ
た
も
の
と
し
て
「
痕
跡
」
が
つ
ね
に
残
さ
れ
る
。
同
様

に
、
権
力
が
恋
人
た
ち
の
手
を
無
理
や
り
ほ
ど
き
、
彼
ら
の
仲
を
引
き
裂

• 

い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
自
身
の
実
在
、
彼
ら
の
聞
に
流
れ
て
い
た
友
愛
を

始
め
と
す
る
様
々
な
思
い
、
そ
の
姿
に
対
し
て
抱
か
れ
た
敵
意
や
嫉
妬
と

い
っ
た
感
情
、
物
理
的
・
心
理
的
な
暴
力
な
ど
が
存
在
し
た
こ
と
自
体
は

消
し
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
「
痕
跡
」
は
や
は
り
権
力
の
作
用
で
あ
り
結
果
で

あ
る
。
統
治
性
の
主
体
と
は
、
他
者
か
ら
の
従
属
的
な
支
配
を
被
る
と

同
時
に
、
他
者
へ
の
支
配
を
行
う
主
体
で
あ
り
、
他
者
と
自
己
と
を
同

時
に
自
ら
へ
と
折
り
込
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
主
体
は
つ
ね
に
権
力
作

用
に
よ
っ
て
個
別
化
さ
れ
る
一
方
で
、
人
口
と
し
て
集
団
的
に
把
握
さ

れ
た
主
体
化
後
の
主
体
、
狭
い
意
味
で
の
統
治
性
の
対
象
と
し
て
し
か

存
在
し
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
夢
見
る
主
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
夢

見
る
主
体
と
は
、
現
在
の
自
ら
の
あ
り
方
を
、
過
去
あ
る
い
は
隠
さ
れ

た
真
実
と
の
距
離
か
ら
で
は
な
く
、
現
在
と
い
う
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
関

係
の
中
で
把
握
し
、
ま
た
未
来
ど
の
関
係
か
ら
測
定
し
よ
う
と
す
る
。

五
四
年
の
「
序
論
」
で
の
夢
見
る
主
体
は
、
超
越
的
な
未
来
と
自
己
の

本
来
性
の
回
復
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

他
方
、
八
四
年
の
論
考
で
は
、
広
い
意
味
で
の
統
治
性
に
関
す
る
考
察

へ
と
思
索
が
展
開
す
る
過
程
で
夢
が
扱
わ
れ
、
人
々
の
日
常
的
な
未
来

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
未
来
と
い
っ
て
も
語
ら
れ
て
い

る
内
容
は
同
一
で
は
な
い
。
だ
が
権
力
か
ら
統
治
性
概
念
に
至
る
フ

l

コ
!
の
思
想
の
経
過
を
振
り
返
る
と
、
「
序
論
」
で
問
題
と
さ
れ
た
苦
悶 2004 社会思想史研究 No.28
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す
る
主
体
の
孤
独
も
ま
た
、
統
治
性
の
聞
い
に
よ
っ
て
、
本
来
性
と
日

常
性
の
対
立
か
ら
離
れ
た
、
自
己
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
問
い
へ
と
差

し
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
来
性
と
の
対
比
で
日
常
の
出

来
事
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
主
体
化
さ
れ
た
主
体
の
日
々
の
あ
り
方

に
権
力
の
作
用
を
見
た
上
で
、
統
治
性
の
座
と
し
て
自
己
と
主
体
を
位

置
づ
け
て
い
く
姿
勢
が
、
統
治
性
を
語
る
フ
l

コ
ー
に
は
っ
き
り
と
現

れ
て
く
る
か
ら
だ
。

夢
見
る
主
体
の
営
み
と
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
か
ら
初
期
キ
リ
ス
ト

教
に
お
け
る
自
己
の
内
面
の
客
観
視
と
告
白
に
よ
る
主
観
性
の
形
成
、

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
を
経
て
、
現
代
の
精
神
分
析
と
つ
な
が
る
「
汝
自
身

を
知
る
」
営
み
で
は
な
く
、
未
来
に
向
け
て
現
在
の
自
分
の
位
置
を
見

定
め
る
営
み
へ
と
通
じ
て
い
る
。
こ
の
営
み
に
よ
っ
て
自
己
の
自
己
へ

の
、
ま
た
自
己
の
他
者
へ
の
関
係
が
測
定
さ
れ
、
現
在
の
自
ら
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
が
把
握
さ
れ
る
。
主
体
化
さ
れ
た
主
体
と
い
う
現
在
の

あ
り
方
が
、
主
体
化
さ
れ
て
い
な
い
主
体
の
未
来
の
あ
り
方
へ
と
折
り

込
ま
れ
る
。
「
自
己
へ
の
配
慮
」
の
実
践
の
あ
り
方
は
こ
の
よ
う
に
し
て

示
さ
れ
る
。

こ
こ
で
夢
を
見
る
と
い
う
実
践
は
、
社
会
と
隔
絶
し
た
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
だ
と
い
う
こ
と
も
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
か
に
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
l

に
従
え
ば
、
夢
の
中
の
世
界
と
は
す
べ
て
が
己

で
あ
る
世
界
だ
。
夢
見
る
主
体
は
主
体
と
客
体
が
未
分
化
な
状
態
に
あ
る

孤
独
で
単
独
な
世
界
を
生
き
て
い
る
。
ま
た
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
の
夢
判
断
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の
顧
客
と
な
る
人
々
は
社
会
と
の
関
わ
り
で
し
か
夢
を
問
題
と
し
な
い
。

つ
ま
り
夢
を
見
る
と
き
は
昼
の
世
界
と
別
れ
を
告
げ
、
固
有
の
世
界
へ
と

沈
ん
で
い
く
。
し
か
し
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
夢
見
る
主
体
は
、
夢
か
ら

醒
め
、
ま
た
眠
り
に
落
ち
る
ま
で
の
問
に
他
者
と
出
会
い
、
必
ず
何
が
し

か
の
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
夢
見
る
こ
と
と
は
、
社
会

か
ら
隔
絶
さ
れ
た
自
己
の
安
全
な
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
で
も
、
現
実
よ

り
劣
っ
た
夢
へ
の
逃
避
で
も
な
く
、
本
当
の
自
分
自
身
に
出
会
う
こ
と
で

も
な
い
。
む
し
ろ
社
会
の
う
ち
に
あ
り
、
権
力
関
係
の
中
に
身
を
置
く
な

か
で
、
ど
の
よ
う
な
自
己
と
し
て
身
を
処
す
の
か
と
い
う
主
体
に
か
か
わ

る
問
い
を
生
き
る
こ
と
だ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
統
治
性
と
主
観
性
の
生
産
の
聞
に
「
自
己
へ
の
配
慮
」
が

位
置
づ
く
と
い
う
フ
l

コ
l

の
主
張
を
、
統
治
性
の
意
味
内
容
の
拡
大

と
い
う
観
点
か
ら
確
認
し
、
次
い
で
「
広
い
意
味
で
の
統
治
性
」
が
「
自

己
へ
の
配
慮
」
と
直
接
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
後
半

で
は
フ
l

コ
l

の
初
期
と
晩
年
お
よ
び
後
期
の
テ
キ
ス
ト
の
考
察
を
通

し
て
「
夢
」
と
「
痕
跡
」
と
い
う
概
念
を
取
り
出
し
た
。
こ
の
二
つ
の

概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
夢
見
る
主
体
」
と
い
う
主
体
の
あ
り
方
の

性
格
付
け
を
行
っ
た
。
そ
し
て
「
夢
を
見
る
」
と
い
う
主
体
の
性
格
が

「
自
己
へ
の
配
慮
」
を
考
え
る
上
で
の
有
益
な
視
座
に
な
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
こ
の
作
業
の
結
果
と
し
て
フ
l

コ
l

の
思
想
の
中
に
見
出
さ
れ

る
の
は
、
個
々
の
主
体
が
発
す
る
現
在
の
自
己
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の

問
い
か
け
、
す
な
わ
ち
自
己
に
よ
る
自
己
の
関
わ
り
が
、
未
来
、
そ
し
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て
他
者
へ
と
聞
か
れ
て
い
く
よ
う
な
積
極
的
で
構
成
的
な
主
体
化
へ
と

向
か
う
契
機
な
の
で
あ
る
。

は
こ
だ
・
て
つ
/
社
会
思
想
史
)

注(
1
)
一
九
九
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
即
日
各
色

w
の
昆
冨
戸
。
。
三
。p
p
-
E
白
色

富
岡
]
-
o
n
F
S
円
(
包
ω
)・
同
出
民
、
。
翼
民
ミ
町
内
事
円

F
h
E
S
開
O
H
C
E
S
E
Q。
叫

(
U
E
E問
。
H
V
E
g
-
5
2
!
・
は
、
フ
l

コ
l

が
コ
レ
l

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン

ス
で
行
っ
た
統
治
性
に
関
す
る
講
義
の
一
部
な
ど
を
収
録
し
て
お
り
、
統

治
性
概
念
が
広
く
知
ら
れ
る
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
英

語
圏
で
の
受
容
は
、
ロ
g
p

呂
R
E
o
-
r
e苫
遺
書
室
ミ
ミ
・
~
u。喧
究
室

k

h
g
t
R
N
S
』
h
R常
喜
E
S

骨r
E
E
S
H
F
開
p
g
g

・
を
参
照
。

九
0
年
代
中
盤
以
降
の
日
本
で
は
、
ケ
ア

E
S
H
O
-
-
あ
る
い
は
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

J
b
g
口
広
三
(
治
安
、
安
全
、
安
心
)
と
い
う
観
点
か
ら
の
議
論

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
重
田
(
米
谷
)
園
江
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ1

コ
l

の
統
治
性
研
究
」
『
思
想
』
岩
波
書
店
、
第
八
七
O
号
、
一
九
九
六

年
、
七
七
1

一
O
五
頁
や
、
市
野
川
容
孝
「
安
全
性
の
装
置
|
|
権
力
論

の
た
め
の
一
考
察
」
『
現
代
思
想
』
青
士
社
、
第
二
五
巻
第
三
号
、
一
九

九
七
年
、
一
二
四
三
七
頁
の
ほ
か
、
酒
井
隆
史
『
自
由
論
』
青
土
社
、

三
O
O

一
年
な
ど
を
参
照
。

(
2
)会
平
の
コ
レ
i

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
重
罪
『
宇
床
の
解
聖
子
』
や
一
同
署
悪
霊
華
民

弘
史
選
ミ
・
円
童
話E
p
s
h
吋
礼
町
町V
G
5
3
h
w白
山
盗
塁
-
3
2
h
E
E
O
B

の
包
]
5
R
R
F
m
m
E戸
N
C
C
H
)
の
後
半
以
降
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
パ
レ
|

シ
ア
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
回2
5
こ

5
2

ヨ
臣
自
由
丘

E
g
g
s


U
M当
時
且
冨
・
(
怠
ω
-
Y
H出
町
、
富
ミ
』
可
。
買
ぬ
ミ
F
冨
g
z
n
Fロ
自

=
ω
二
旨
寸
噌
円
。ω
ω


H
唱
団
∞
・
の
紹
介
が
早
い
。
明
。R
E
-
-
邑
門
司
凶
作
「
司
自
話
。

P
T
ω
巾
唱
『
(
巾
匹
)
唱

、
号
、~
E
E
M町
、E
S
.
F
B
〉
口
問
。
-
ω・
印E
H
H
B
R
H
同
(
ぬ
)
・
8
2

・
は
、
八
三
年
に

フ
l

コ
ー
が

U
C

バ
ー
ク
レ
ー
で
行
っ
た
講
義
の
記
録
で
あ
る
。
近
年
で

は
『
主
体
の
解
釈
学
』
の
刊
行
後
に
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
年
以
降
の
講
義
で
の
倫
理
、
政
治
、
真
理
と
主
体
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
の
S
F
H正
念
口

p
d

吉
国
立
S
ι
2
S
E
m
-
-
.
担
詳
官
官
A
S
C印
N
A
F
の

後
半
部
が
詳
し
い
。
ま
た
盛
藻
充
「
フ
l

コ
!
と
パ
レ
l

ジ
ア
」
『
文
化

撃
研
究
』
第
四
九
号
、
ニ
0
0
0

年
、
一
八
八
二
二
三
頁
。
。
E
F
H
J
b

庶
湾
(
注
・)
t
E
E
芸
・
』
2
2
q
a
R
b
E
e
h
z
な
・3
3
H
Z

月
N
C
C
N
-所

収
の
関
連
論
文
な
ど
も
参
照
。

(
3
)
そ
れ
ぞ
れ
、
g
c
g
ロ
-
F冨
甘
z
o
r」
ロ
g

含

s
s
v
b
凡
な
ミ
見
円
、
号
唱
(
以
下
、

巴
町
)
・3
号
ゐ
色
C
。
E

の
包
E
B
R
P
-
3
A
F
S
B
Z
-
忍
-
gー
ロ
申
・
お
よ
び

司
E
E

巳
F
邑
円
F
o
-
-
E
間
合
再
開

ω

司
Z
E
P
-
-
p
h室
内
N
K
W
E
N
-
司
目
当
・
吋
臼
・

こ
の
他
に
、
フ
i

コ
!
と
デ
リ
ダ
の
『
狂
気
の
歴
史
』
の
記
述
を
め
ぐ
る

論
争
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
に
お
け
る
狂
気
と
夢
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
の
解
釈
が
一
つ
の
争
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
取
り
上
げ
た
い
。

(
4
)
咽σ
ロ
E
ロ
F
E
F釦
4
1
0号
ω
F。
B
E
g
-
口
町
皆
目
。
ω
\
.
b
N
戸
国
戸
司
司
・
N
M吋
印
ω

(
5
)
こ
こ
で
い
う
「
主
体
化
」
左
は
、
統
治
性
と
主
観
性
の
生
産
を
通
し
て
主

体
が
つ
ね
に
主
体
と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
過
程
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
ブ
ー

コ
ー
は
こ
の
言
葉
を
、
自
ら
の
知
的
作
業
の
目
的
が
「
わ
れ
わ
れ
の
文
化

に
お
い
て
人
聞
が
主
体
化
(
従
属
化
)
さ
れ
る
諸
様
式
に
関
す
る
一
つ
の

歴
史
を
構
想
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
総
括
的
に
述
、
へ
る
際
に
用
い
て
い
る
。

次
を
参
照
。
司
E
E

巳
F
Rゆ
ε
2
2
苦
言

O
R
3
b』
円
・
同
点
宅
-
N
N
N
l
u
-

(
6
)詳
し
い
定
義
な
ど
は
次
を
参
照
。
旬
。
ロB
ロ
-
F
E
E《
問
。
言
。
B
O
B
E
E
-
志
》
\
.

匂
』
円
.
円
岡
戸
日

M・
由
印
印

(
7
)司
E

自
己

F
J
2
8
円
宮
戸5
5
2円
四2

。
円J
b
円
ヨ
唱
・
羽
田
・

(
8
)
生
政
治

(
E
O唱。-
-
E
5
)は
「
人
口
と
し
て
構
成
さ
れ
た
生
者
の
集
合
体

に
固
有
な
諸
現
象
(
.
，
)
が
、
統
治
の
実
践
に
対
し
て
投
げ
か
け
た
諸

問
題
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
十
八
世
紀
以
来
の
方
法
」
と
し
て
定
義
さ

れ
て
い
る
(
司
。
R
E
-
F
R
Z
E
ω
E
ロ
日
常

z
z
a
。
ロE
E
-
-
w
b
h
-
只
唱
・
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巴
∞
・
)
。
ま
た
次
も
参
照O
p
s
-
司
書
ユ
♂
ミ
宮
玄
E
E
o
h
p
E
H
d
.
2岡
山

5
8
・
3
・
∞ω・
8

・
お
よ
び
、
重
田
園
江
「
自
由
主
義
の
統
治
能
力
|
|
ミ

シ
ェ
ル
・
フ1
コ
l

の
オ
ル
ド
自
由
主
義
論
」
『
自
由
な
社
会
の
条
件
』
新

世
社
、
一
九
九
六
年
、
一
九
六
二
二
二
頁
。

(
9
)引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
伊
豆
S
E
F
Z印
Z
Z
2
t
i
広
己
芯
E
h
・3
N
V
N
円w
同
点
官
官
-
Nロ

除
N
H
A
F
・
強
調
は
引
用
者
。

(
叩
)
のE
F
E
E
E
C
Oロ
且E
S
E
a
-
h・h
司
冨
雪
量
官
官
罵
是E
A
R
F司
・
おN・
両
者

の
比
較
が
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
七
八
年
の
講
義
で
あ
っ
た
と
い

う
指
摘
は
興
味
深
い
。

(
U
)司E
S

号
、
♀

C
F
司
・N
5
・

(
ロ
)
主
観
性
の
歴
史
に
は
主
客
の
両
面
が
あ
る
。
主
観
の
側
で
は
、
分
割
と
排

除
に
よ
っ
て
、
ま
た
理
性
と
正
常
性
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

己
に
つ
い
て
の
真
理
を
抱
か
さ
れ
た
主
体
の
従
属
的
構
成
の
諸
様
式
の
歴

史
で
あ
る
。
ま
た
客
観
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
歴
史
は
知
に
よ
る
主
体

の
客
体
化
の
諸
様
式
に
つ
い
て
の
歴
史
の
こ
と
を
指
す

(
H
E
P
)

。

(
日
)
司
。
ロ
B

ロ
-
F
2印
O
H
Z
ω
-
E
出
2
8
-
-
z
ι
0・3
b
何
回
点
目
】
司
・
口
(
)
・

H
-

(
M
)
フ
l

コ
|
は
『
主
体
の
解
釈
学
』
で
も
、
「
自
己
へ
の
配
慮
」
概
念
の
問

題
化
の
歴
史
は
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
編
『
ア
ル
キ
ピ
ア
デ
ス
』
か
ら
、

ま
た
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
説
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
人
物
像
に
よ
っ

て
始
ま
る
と
す
る
。
当
時
こ
の
「
汝
自
身
を
知
る
」
と
い
う
命
題
は
、
現

在
の
意
味
と
は
異
な
り
、
自
己
へ
の
配
慮
の
対
象
と
し
て
の
自
己
左
魂
を

知
る
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
『
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
』
の
読
解
に
フ
l

コ
ー

は
『
主
体
の
解
釈
学
』
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
費
や
し
て
い
る
。
主
体
と
自

己
の
関
係
と
い
う
観
点
と
の
か
か
わ
り
か
ら
彼
の
読
解
に
注
目
す
る
べ
き

点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
〈
魂
1

主
体
)
と
い
う
主
体

観
、
対
象
に
働
き
か
け
る
主
体
と
し
て
の
自
己
と
い
う
注
目
す
べ
き
見
方

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
だ
。
自
己
へ
の
配
慮
は
、
自
ら
を
主
体
か
つ
客
体

左
し
て
行
わ
れ
る
再
帰
的
な
営
み
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
旬
。
ロ
自
己F

h
w
hミ
ミ

3
2
h
S翼
民
認
さ
吋F
忍
・
臼
・
品
・
)
。
も
う
一
つ
は
、
自
己
へ
の
配
慮

が
、
他
者
の
統
治
を
行
お
う
と
す
る
青
年
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
へ
の
無
知
の

知
の
提
示
と
い
う
形
で
、
自
己
の
自
己
に
対
す
る
関
係
が
、
他
者
と
社
会

と
の
関
係
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
(
里
民
七
百

-
S
除
お
・
)
0

『
主
体
の
解
釈
学
』
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
H

プ
ラ
ト
ン
か
ら
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
諸

派
ま
で
を
主
な
対
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
潮
流
に
い
ず
れ
も

認
め
ら
れ
る
の
は
、
真
理
へ
の
到
達
に
向
け
た
主
体
の
変
容
を
求
め
る
よ

う
な
主
体
と
真
理
の
関
係
性
と
の
深
い
か
か
わ
り
で
あ
る

(
~
F
t
h
.

同
省

H
N
E
ω・
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
は
司
・N
C
H
)。フ
l

コ
ー
は
こ
れ
を
「
霊
性
」

と
い
う
一
つ
の
大
き
な
傾
向
だ
と
指
摘
す
る

8
R
・3
・H由
・8

・h
w
Hお
許
可

(
日
)
実
際
に
は
A

・
フ
ア
ル
ジ
ュ
と
の
共
著
と
い
う
形
で
計
画
は
部
分
的
に
実

行
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
阿
佐
円
向
。
、
〉
円

-
O
R
0
2
明
。
号
室
-
F冨
』n
z巳
w
h偽

札
町
宮
崎
、
一
号
馬
各
戸
奇
書
札
担
問
子
宮
門
戸

ω

日
開
《
同
日
目
。
ロ

ω

の
包
出
自
民
P
忌
∞N・
同
書
の
成

立
経
緯
な
ど
は
次
を
参
照
。
冨R
3

・E
4
q
E
Hさと
せ
号
店
、
一
ミ
ミ
ミ
『
室

E

呉

Z
A
W
4
司
吋
。
長
・
〈
百
円
担
問
。
‘
]
{
由
申
口
戸
沼
】
・

A
F印ω
・
∞
・

(
時
)
司ES
己
F
百
円
Z
-
-同
な
怠
昌
弘
町
目
白
速
な
と
だ

2
E
a
司
会F
3
5
u
開
舎
5
5

。
同
巨
口
臣
民
日
・
]
{
申
吋

N
-官
官-
H
N
H勺・

(
口
)
司oc
E

己
F
E
F
ω乱
。
ι
o
m
z
o
g
E
2
E
Bヨ
2
1
3
・M
A
G
-
∞


(
日
目
)
包
主
司
-
N印
戸

(
刊
日
)
宮EN
O
・
e
・
2
-
司
・8

・
お
よ
び
、
司
E
S
E
-
F
S
-。F
も
お


(
初
)
忌
椅
弘
司
日
】
・

N
お
・

(
幻
)
』FR
・
忍

N
ち
'
「
以
降
二
段
落
の
カ
ッ
コ
内
の
引
用
文
も
同
様
。
強
調
は

引
用
者
。

(
n
)包
匙
・
ド
ゥ
ルl
ズ
が
と
の
論
考
を
「
傑
作
」
と
-
評
し
た
こ
と
は
良
く
知

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
フ

1

コ
l

が
抵
抗
の
拠
点
と
い
う
観
点

を
十
分
に
示
唆
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
彼
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
評
価
に
は
皮
肉
な
響
き
も

感
じ
ら
れ
よ
う
(
宮
町

s
p
e
r
m
-
、
s
h
e号
せ
弓
噌3
H
2
H
F
2
E
M
5
5
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品
。
冨
E
E
F
H申申C
.
官
官
・
H
N
ω
自
己
H
N
や
戸
)
。

(
お
)
8
5
F
E
3
E
E

長

E
5
3
・
』
n
z
虫
色
色
。
\
h
g
吉
宮
笠
河
内
E
F

P
E
-
u
ロ
且
問
。
一
国
民
S
E
C
E

〈

O
E
q
司
円
。
盟
司
官
官
-
N
印
十
印
・

(
M
)間σ
ロ
E

巳
P
R
h
F
2
5
z
-
Z
2
5
Z
2
-
o
司
0
5
。
町
J
U
N
円
‘
戸
田
】
・
呂
町

(
お
)
旬R

司
-
N
2
・
こ
の
観
点
は
も
ち
ろ
ん
『
監
視
と
処
罰
』
で
の
「
権
力
の

ミ
ク
ロ
物
理
学
」
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
o
g
g
g
己
F
冨
R
Z
F

M
5
2
雪
、
ミ
玄
号
-
E
E
ω
-
E
C
。
ロ
ω
E
E
B
R
P
包
叶
印
・
司
・
ω
印
・

(
お
)
切
宮
巳
自
F
司
自
信
F
足
立
R
g

言
語
島
民
営
3
2
P
E
ω
H
Z
己
妻
宅
-
H
や
N
C

(
幻
)
一
定
の
分
量
で
「
序
論
」
を
論
じ
た
先
行
研
究
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

印
。
庄
司
・
4
歪
S
F
O
口
町
R
ロ
E
z
o
p
ミ
R
F
ぬ
『
同
V
E
S
ミ
G
E
S
D
唱
を
均
S
E
ミ
喜

S
ぎ
昌
き
さ
』
F
3
2
・
M
M
L
P
H
と
お
お
言
、
N
U

員

3
3
H
r
E
-
-
s
g
・
3

H
8
・
己
・
の
ほ
か
、
回
。
ロ
冨
E
F
V
5
2
4
戸
』
町
民
内
定
~
~
勺
室
町
忠
之
町
ぱ
』
勺
ミ
2
A
\

h
g
h
芝
~
慰
霊
ミ
豊
岡
町
骨

m
a
L守
迫
害
も
F
Z
0
4
司
』
耳
目
可
・
出
口
自
白
E
q
司
円
。
E


H
3
0
の
第
一
一
章
、
石
田
英
敬
「
歴
史
性
の
理
論
の
『
前
史
』
|
1
M


フ
l

コ
1

の
初
期
著
作
に
お
け
る
夢
と
狂
気
の
問
題
」
、
『
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
|
コ

l

の
世
紀
』
蓮
実
重
彦
・
渡
辺
守
章
編
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三

年
、
二
二
六
i

一
四
六
頁
。

(
お
)
g
c
g巳
F
d
片
品
貯
日
と
・
《
回
一
2
2
B
B
O
E
E
M
E
-
-

同
3
・
J
b
円
同
点
目
】
・
印
芯
・

(
叩
出
)
前
述
ザ
イ
タ
l

の
発
表
に
対
す
る
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
l

ヌ
と
エ
ヴ
ア
ル
ト
の

コ
メ
ン
ト
を
参
照
。
「
フ
l

コ
ー
は
『
序
論
』
の
再
版
に
反
対
し
て
い
た

が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
積
極
的
で
非
解
釈
的
に
夢
を
把
握
す
る
や
り
方
は

フ
!
コ

l

の
作
業
全
体
と
調
和
す
る
」
(
印
2
2
R♀
-
n
p
司
・
ロ
立
。

(
初)
H
S
z
g
z
F
h
h
H
ロ
可
a
R
E
ロ
・
3
N
H
門
戸
官
・
8
・

(
剖
)
』
F
t
t
.
官
官
・
8
1
叶
・

(
辺
)
包R
・
官
-
H
5・

(
お
)
匂
注
目
省
認
除
唱
司
令
ま
た
、
]
凶
ヨ
E
∞
耳
目
E
2
や
石
田
前
掲
書
の
ほ
か
、

宮
邑
百
円
。
〕
子
宮
o
q
p
h
h
〉
ロ
H
E
R
B
ω
号
]
点
目
ω
百
円
。
ι
o
z
e
z
o

》J
Q
S
意
向


z
。
・
h
H
・
M
.
H
浅
町
・
や
、
の
g
p
司
円
怠
E
F
M
勺
言
言
忌
ミ
宮
、
~
F
E
3
h

ヨ
河

S
S
・
の
第
一
章
を
参
照
。

(
弘
)
邦
訳
は
次
を
参
照
。
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
『
夢
判
断
の
書
』
城
江
良
和
訳
、

一
九
九
四
年
、
国
文
社
。

(
お
)
性
行
為
に
関
す
る
夢
に
お
い
て
は
、
社
会
に
お
け
る
上
下
関
係
は
、
性
行

為
に
お
け
る
能
動
と
受
動
と
の
関
係
と
平
行
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
筆

者
は
以
前
に
後
期
フ
!
コ
l

に
お
け
る
自
己
の
構
成
の
問
題
を
、
L
・
ア

ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
、
J
・
パ
ト
ラ
!
の
主
体
化
論
、

D


ハ
ル
プ
リ
ン
『
聖
フ
l

コ
l

』
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
た
。
箱
田
徹
「
ア

ル
チ
ュ
セ
l

ル
と
後
期
フ
l

コ
l

の
主
体
化
論
に
お
け
る
理
論
と
実
践
」

『
国
際
文
化
学
』
第
三
号
、
二
0
0
0
年
、
九
一
一

O
四
頁
。

(
お
)
以
下
を
参
照
。
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
前
掲
書
、
第
一
章
第
一
節
。
ま
た
な

加
。
廷
内
町
礼
町
民
w
F
-
v
司
・
一
戸
∞
'
N
A
P
-

(
幻
)
旬
t
t
・
官

-
M叶
・

(
叩
却
)
ブ
i

コ
ー
が
性
の
歴
史
に
つ
い
て
の
考
察
を
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
時
代
へ

と
遡
ら
せ
た
大
き
な
目
的
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
発
展
さ
せ
た
性
に
関
す
る

言
説
と
道
徳
的
規
則
そ
の
も
の
は
以
前
の
思
想
の
中
に
す
で
に
傾
向
と
し

て
は
ら
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
一
不
す
た
め
で
あ
っ
た
。
『
快
楽
の
活
用
』
の

序
文
を
参
照
。

(
お
)
g
z
n
g
-
F
冨
E
M
m
-
\
巧
}
百
三
ω
開
口
-
F

四
Z
S
B
E
F
-
-
m
h
W
E
E
d
F
E
己
(
包
・
)
ヨ

g
m
h
V
E
R
む
さ
河
S
S
F
z
o
d

匂
J『
白
骨
一
宮
田
神
F
g
p
H
g
h
p
w
官
官
・
ω
N
a
g
-
(

民

a
P
R

B
Z
O
A
E
Z
B
T
5
5
円
g
y
-
-
U
円
見
宅
・
8
N
t
認
・
)
八
三
年
一
月
に
行

わ
れ
た
コ
レ
|
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
第
一
回
目
の
講
義
内
容
を
収

録
し
た
同
名
の
文
書
(
m・
C
R
O
P
R
宮
内
-
E
F
E
昆
昨
日
F
3
b
h
円
‘
見
遣
・

ミ
中
∞
∞
・
)
に
は
ボ
l

ド
レ
l

ル
や
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
言
及
は
見

当
た
ら
な
い
。
な
お
「
実
存
の
美
学
」
と
い
う
表
現
は
、
「
自
己
の
あ
り
方

を
よ
い
も
の
と
す
る
こ
と
」
な
ど
と
説
明
的
に
訳
し
た
方
が
、
「
自
己
へ
の

配
慮
」
に
お
け
る
倫
理
と
の
結
び
つ
き
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
考
え
る
。

(
紛
)
司
E
S
己
F
.
d
Z
R
Z
E
o
-
-
ω
2
0
Z
H
ロ
o
r
-
-
b
h
戸
H
d
宅
・
8
u
h
F
・

2004 社会思想史研究 No.28



〈
公
募
論
文
〉

国
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て

【
ア
ル
チ
ュ
セ1
ル
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
を
め
ぐ
る
思
想
史
的
一
考
察
】

桑
野
弘
隆

〈公募論文〉国家とイデオロギ について 桑野弘隆

は
じ
め
に

ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セl

ル
が
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
(
〉
害
時
g
Z

E
E
-
o包
宮
内
田
円
回
目
件
以
下A
I
E

と
略
す
)
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
以

来
、
国
家
と
イ
デ
オ
口
、
キ
ー
を
め
ぐ
る
理
論
は
、
大
き
な
地
盤
変
動
を

被
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
国
家
そ
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
考
え
る
と
き
、

一
九
六
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

装
置
」
(
以
下
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
略
す
)
が
大
き
な
参
照
項
に
な
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
以
後
、
マ
ル

ク
ス
主
義
理
論
が
被
っ
た
理
論
的
布
置
の
変
動
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ

吟
味
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
国
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理
論
と
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し
て
解
読
す
る
と
き
、
一
つ
の
困
難
が
伴
う
。
ア
ル
チ
ユ
セ

l

ル
は
、

イ
デ
オ
ロ
、
キ
!
と
A
I
E

の
物
質
性
を
考
え
る
に
は
生
産
諸
関
係
の
再

生
産
の
観
点
に
立
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
強
調
し
、
生
産
諸
関

係
の
再
生
産
の
「
問
題
を
見
逃
す
こ
と
は
、
理
論
的
な
手
落
ち
で
あ
り

ー
ー
よ
り
悪
い
こ
と
に
は
、
重
大
な
政
治
的
過
失
で
あ
る
」
(
住
吉
田
田
町
門

巴
S
-
官
-
N誌
)
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
家
装
置
(
抑
圧
装
置

そ
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
)
は
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
を
保
障
す
る
、

と
い
う
テ
l

ゼ
が
立
て
ら
れ
る
(
〉
5
5
8
己
申

S
-
司
・
お
叶
)
。
こ
の
テ
ー

ゼ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

A
I
E

が
、
あ
く
ま
で
生
産
諸
関
係
の
再
生

産
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
教
え

て
い
る
。
し
か
し
厄
介
な
こ
と
に
、
肝
心
の
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
に

A
I
E

が
介
入
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
を
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
提
示
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し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
お
け
る
空
白

と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
ア
ル
チ
ュ
セ

l

ル
理
論
自
体
の
空
白
で
あ

ろ
う
。

• 
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
テ

l

ゼ
自
体
の
無
効
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
に
と
っ
て
哲
学
の
一
つ
の
機
能
は
、
テ
ー
ゼ

を
立
て
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
し
て
、
哲
学
テ
l

ゼ
と
は
独
断
論
的
(
己
省g
E

E
g
)
か
つ
教
育
的
(
佳
品
白
色
宮
内
)
で
あ
り
、
論
証
の
対
象
に
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
っ
た
(
〉
5
5

混
同

H
g
叶

w
官
-
Z
)。
哲
学
テ
ー
ゼ
を
立
て
る

と
い
う
こ
と
は
、
新
た
な
理
論
的
空
間
を
切
り
開
く
創
設
的
な
実
践
の

謂
い
な
の
で
あ
っ
て
、
「
そ
の
後
で
」
新
た
な
科
学
が
可
能
と
な
り
、
理

論
的
諸
実
践
が
展
開
さ
れ
う
る
|
|
つ
ま
り
論
証
や
検
証
は
そ
こ
で
は

じ
め
て
可
能
に
な
る
。
「
哲
学
的
な
聞
い
は
、
そ
れ
が
切
り
開
く
空
間
の

な
か
で
、
科
学
的
諸
問
題
の
提
起
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
〉5
5
8

吋

H
宰

N
司
・
印C)。
哲
学
テ
!
ゼ
は
、
そ
れ
が
創
始
し
た
理
論
的
空
間
に
お

い
て
産
出
さ
れ
た
科
学
的
認
識
の
有
効
性
、
豊
か
さ
、
実
在
の
対
象
を

包
摂
し
う
る
度
合
い
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ア
ル
チ
ュ
セ
i

ル
の
テ
ー
ゼ
の
理
論
的
有
効
性
を
測

る
た
め
に
は
、
思
想
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
同
時
代

の
理
論
家
達
の
思
考
が
、
ア
ル
チ
ュ
セl
ル
理
論
に
共
振
し
、
そ
の
理

論
的
空
間
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
ニ
コ

ス
・
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l

コ
l

の
理
論
を
ア
ル
チ
ユ

セ
l

ル
の
理
論
的
視
圏
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
の
試
み
は
、

逆
に
、
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
、
そ
の
理
論
的
空
白
の
充
填
へ
と
導
く
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
理
論
の
な
か
で
、
国
家
、
生
産
諸
関
係
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
再
生
産
は
切
り
離
し
え
な
い
概
念
の
布
置
を
構
成
し

て
い
る
。
ゆ
え
に
、
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
テ
l

ゼ
を
的
確
に
理
解
す
る

た
め
に
は
、
国
家
、
生
産
諸
関
係
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
再
生
産
と
い
う

諸
概
念
を
正
し
く
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
用
語
群
に
た
い
し
て
オ
ー
バ
ー
・
イ
ン
タ
ー
プ

リ
テ
l

シ
ヨ
ン
と
も
言
う
べ
き
理
論
的
・
哲
学
的
負
荷
を
与
え
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
必
須
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
(
概
念
)
の
継
承
と
切
断
と
を
見
極
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ら
の
概
念
に
ア
ル
チ
ュ
セ1
ル
が

加
え
た
理
論
的
加
工
作
業
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
テ
ー

ゼ
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
う
え
で
本
論
は
、
次
の
論
証
を
目
的
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
テ
l

ゼ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
の
新
た
な
地

平
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
新
た
な
視
圏
で
は
生
産
諸
関
係
の

な
か
に
「
国
家
」
の
内
在
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
生
産
諸
関
係

は
階
級
闘
争
関
係
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
の
再
生

産
に
、
身
体
を
め
ぐ
る
ミ
ク
ロ
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
レ
ベ
ル
に
お
い

て
介
入
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
お
よ
び
A
I
E

の
作
用
を
解
明
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
、
A
I
E

が
、
「
国
家
」
に
結
び
つ

く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
装
置
(
グ
ラ
ム
シ
)
に
倣
っ
て
単
な

る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調

し
て
い
た
(
〉
5
z
g
R
g
a
w
司
・
色
申
)
。
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と

い
う
概
念
を
導
入
し
、
A
I
E

は
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
を
保
障
す
る

と
い
う
テ
l

ゼ
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ル
チ
ュ
セ
!
ル
は
マ
ル

ク
ス
主
義
理
論
に
お
け
る
国
家
概
念
の
刷
新
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
遺
稿
「
自
ら
の
限
界
の
な
か
に
あ
る
マ
ル
ク
ス
」
の
な
か
で
、

ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
に
あ
る
重
大
な
理
論

的
空
白
、
す
な
わ
ち
、
社
会
構
成
体
の
再
生
産
に
お
け
る
国
家
の
機
能

に
つ
い
て
の
空
白
を
指
摘
し
て
い
る
。

あ
く
ま
で

• 
マ
ル
ク
ス
は
、
再
生
産
と
い
う
要
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、
き

わ
め
て
明
瞭
か
つ
意
識
的
に
語
っ
た
ば
か
り
な
の
に
、
す
ぐ
に
言
葉

を
換
え
、
国
家
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
、
再
生
産
の
手
前
に
戻
っ
て

し
ま
う
。
私
は
、
こ
れ
こ
そ
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
」
が
そ
こ

に
突
き
当
た
っ
た
ま
ま
、
根
本
的
に
動
け
な
く
な
っ
て
い
る
絶
対
的

限
界
の
一
つ
な
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
と
信
じ
る
。
私
の
知
る
限
り
、

マ
ル
ク
ス
に
も
レ
l

ニ
ン
に
も
、
す
く
な
く
と
も
彼
ら
が
公
然
と
国
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家
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
は
、
再
生
産
に
お
け
る
国
家
の
機
能
へ
の

言
及
は
見
あ
た
ら
な
い
。
〔
中
略
〕
彼
は
、
社
会
の
社
会
的
(
さ
ら
に

は
物
質
的
)
諸
条
件
の
再
生
産
と
い
う
視
点
か
ら
国
家
を
考
察
す
る

こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
諸
関
係
の
連
続
で
あ
れ
、

継
続
で
あ
れ
、
永
遠
性
で
あ
れ
、
再
生
産
で
あ
れ
、
そ
う
し
た
も
の

へ
の
関
連
に
お
い
て
、
国
家
を
考
察
し
て
い
な
い
の
だ
。
$
5
5
由
。
門

]
否
認
戸
官
官
・

A
H印
∞
!
叶
)

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
遺
産
は
、
国
家
と
生
産
諸
関
係

と
の
聞
に
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
も
の
を
認
め
て
は
い
る
。
資
本
制
生
産
様

式
へ
の
省
察
を
深
め
た
後
期
マ
ル
ク
ス
は
、
あ
る
歴
史
的
生
産
諸
関
係

と
国
家
形
態

(
H支
配
・
隷
属
関
係
)
と
の
連
聞
を
探
る
視
点
を
獲
得
し

て
い
た
。
「
わ
れ
わ
れ
が
全
社
会
構
造
体
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
主

権
・
従
属
関
係
の
、
要
す
る
に
そ
の
つ
ど
の
特
殊
の
国
家
形
態
の
、
最

奥
の
秘
密
、
隠
さ
れ
た
基
礎
を
見
い
だ
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
つ
ね
に
、

直
接
生
産
者
に
た
い
す
る
生
産
条
件
の
所
有
者
の
関
係
ー
ー
そ
の
つ
ど

の
形
態
が
つ
ね
に
自
然
的
に
労
働
の
仕
方
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
社
会

的
生
産
力
と
の
一
定
の
発
展
段
階
に
対
応
す
る
関
係
ー
ー
で
あ
る
(
冨
即
日

お
宮
・
司
旨
斗
)
と
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
構
え
は
、
資

本
主
義
を
支
配
・
服
従
形
態
と
経
済
形
態
と
の
結
合
と
し
て
捉
〉
え
え
る
観

点
を
切
り
開
い
た
と
ニ
舌
=

で
あ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ

l

ル
は
生
産
諸
関
係
が
国
家
形
態
を
規
定
す
る

も
ち
ろ
ん
、
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と
考
え
た
マ
ル
ク
ス
に
た
い
し
ア
ン
ビ
ヴ
ア
レ
ン
ト
な
評
価
を
示
し
て

い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
生
産
諸
関
係
と
国
家
と
の
関
係
を
思
考
し
た
の
は

正
し
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
を
生
産
関
係
か
ら
の
直
接
的
発
現
と

し
て
考
え
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
絶
対
的
限
界
で
あ
る
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
家
と
生
産
諸
関
係
と
の
関
係
を
把
握
す

る
に
は
、
再
生
産
を
介
在
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
と
い
う
指

摘
で
あ
る
。

じ
っ
さ
い
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
に
お
い
て
、
再
生
産
の

観
点
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
『
反
デ
ュl
リ
ン
グ
論
』
の

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
社
会
が
資
本
制
生
産
様
式
の
外
的
諸
条

件
を
維
持
す
る
た
め
に
自
ら
に
与
え
る
組
織
化
と
し
て
資
本
主
義
国
家

を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
(
何
回
開
m
Z
5
3

・
司
-
N∞
叶
)
。
し
か
し
、
エ
ン
ゲ

ル
ス
に
も
資
本
制
生
産
諸
関
係
の
核
心
に
国
家
の
内
在
を
探
ろ
う
と
す

る
視
点
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
が
見
い
だ
し
て
き
た
資
本
主
義
国
家

の
い
く
つ
か
の
位
相
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
階
級

支
配
の
道
具
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
内
乱
』
の
マ

ル
ク
ス
に
よ
る
「
階
級
専
制
の
道
具
」
(
冨
曲
目5
P

司
-
u
Z
)そ
し
て
社

会
へ
の
「
国
家
寄
生
物
」
(
宮
即
日Z
P

唱
・ω
口
)
と
い
う
定
義
、
レ
l

ニ

ン
に
よ
る
「
晴
級
支
配
の
機
関
、
一
階
級
が
他
の
階
級
を
抑
圧
す
る
機

関
」
(
国E
E

・
5
)
と
い
う
定
義
が
あ
る
。

ま
た
、
階
級
に
分
裂
し
た
社
会
に
お
け
る
中
立
的
で
は
な
い
ひ
ど
く

• 

支
配
階
級
に
傾
い
た
「
調
停
者
」
と
し
て
の
位
相
も
国
家
が
も
つ
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ

ム
国
家
の
分
析
を
受
け
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
発
展
さ
せ
た
、
「
和
解
し
え
な

い
対
立
に
到
達
し
た
社
会
の
産
物
」
(
何
回
四
号
5
2

・
1
S
)

と
い
う
定

義
に
代
表
さ
れ
よ
う
。
「
こ
れ
ら
の
諸
対
立
が
、
す
な
わ
ち
相
対
抗
す
る

経
済
的
利
害
を
も
っ
諸
階
級
が
、
無
益
な
闘
争
の
う
ち
に
自
分
自
身
と

社
会
を
ほ
ろ
ぼ
さ
な
い
た
め
に
、
外
見
上
社
会
の
う
え
に
た
っ
て
こ
の

衝
突
を
緩
和
し
、
そ
れ
を
『
秩
序
』
の
わ
く
の
な
か
に
た
も
つ
べ
き
権

力
が
必
要
と
な
っ
た
」
(
開
高
巾
Z
H
S
Y
司
-
g
g
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
述
べ

た
。
グ
ラ
ム
シ
に
よ
る
国
家
理
論
も
、
国
家
の
こ
の
位
相
を
解
明
し
よ

う
と
し
た
も
の
と
言
え
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
、
国
家
の
権
力
行
使
が
抑
圧

や
強
制
に
は
還
元
で
き
な
い
こ
と
、
国
家
は
「
強
制
力
を
そ
な
え
た
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
」
(
の5
5
3
・
唱
-
Mミ
)
で
あ
り
、
国
家
が
、
私
的
諸
装
置
を
通

じ
て
被
統
治
者
の
合
意
を
獲
得
し
、
合
意
を
要
求
す
る
と
考
え
た
の
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
は
、
支
配
階
級
が
従
属
諸
階
級
の
一
般
的
利
害
と
協

調
・
妥
協
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
こ
で
、
グ
ラ
ム
シ
に
あ
っ
て

は
「
国
家
の
活
動
は
、
基
本
集
団
の
利
害
と
従
属
集
団
の
利
益
と
の
あ

い
だ
の
不
安
定
な
(
法
の
範
囲
内
で
不
安
定
な
)
均
衡
を
不
断
に
形
成
し

克
服
す
る
こ
と
だ
」

3
5
5
5
1

会
)
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
延
長
上

に
、
前
期
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
に
よ
る
国
家
分
析
が
あ
る
。
プ
l

ラ
ン
ツ
ア

ス
も
ま
た
階
級
諸
闘
争
の
破
滅
的
な
破
裂
を
妨
げ
る
と
い
う
国
家
の
役

割
を
重
視
す
る
。
こ
の
役
割
は
、
社
会
構
成
体
の
統
一
性
と
秩
序
を
組
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織
す
る
と
い
う
国
家
の
構
造
的
な
機
能
の

ら
れ
る
(
宮
己
S
R
g

巴
g
w
司
・
印
ω
)。

こ
れ
ら
の
国
家
観
が
、
そ
れ
ぞ
れ
資
本
主
義
国
家
の
諸
位
相
を
捉
え

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
と
ど
ま

ら
な
い
位
相
も
国
家
は
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

た
い
し
て
、
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
、
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
と
い
う

観
点
を
導
入
し
、
資
本
主
義
国
家
の
中
核
的
な
機
能
的
位
相
を
明
ら
か

に
し
た
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
国
家
は
、
社
会
の
階
級
分
裂
の
産
物
な

い
し
支
配
階
級
の
道
具
と
言
う
だ
け
、
ま
た
、
生
産
関
係
か
ら
国
家
が

派
生
す
る
と
言
う
だ
け
で
も
十
分
で
は
な
い
。
資
本
主
義
国
家
は
、
資

本
制
生
産
の
存
続
の
た
め
の
重
要
な
構
成
要
素
を
な
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
資
本
主
義
国
家
は
、
社
会
の
階
級
分
裂
と
階
級
支
配
を
も
た
ら

す
生
産
の
社
会
的
な
諸
条
件
の
再
生
産
に
介
入
し
て
い
る
。
こ
の
観
点

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
へ
の
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
重
要
な
貢
献

で
あ
る
と
言
え
る
。

「
反
映
」と
し
て
位
置
づ
け

• 
さ
ら
に
、
資
本
制
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
を
保
障
す
る
諸
装
置
を
「
国

家
」
と
見
な
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
国
家
の
「
機
能
主
義
」
的
な
把
握
と

も
呼
び
う
る
構
え
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
国
家
的
な
も
の
」
の
領
域

は
大
き
く
拡
張
さ
れ
る
。
国
家
を
け
っ
し
て
「
政
府
」
諸
機
構
に
還
元

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
A
I
E

と
い
う
概
念
は
、
諸
制
度
の
機
能
連

関
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
各

A
I
E

と
し
て
挙
げ

る
例
証
(
教
育
的
A
I
E

、
家
族
的
A
I
E

等
)
は
「
そ
の
大
部
分
が
公
的
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な
規
定
を
持
た
ず
、
ま
っ
た
く
単
純
に
私
的
な
制
度
で
あ
る
」
(
〉55
8
H

5
2

・
司
・
おN
)
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
「
重
要
な
の
は
そ
の
制
度
の

機
能
の
仕
方
で
あ
る
。
私
的
な
諸
制
度
は
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置

と
し
て
完
全
に
機
能
し
う
る
」
(
匡
吾
5

回
目
円
H
ま
少
官
-
N毘
)
か
ら
で
あ

る
。
国
家
は
公
私
の
区
別
の
条
件
を
つ
く
り
だ
す
「
法
律
の
向
こ
う
側
」

$
5
5
8
己

8
2
毘
N
)に
あ
る
こ
と
を
見
て
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
論
的
構
え
は
、
グ
ラ
ム
シ
を
発
展
的
に
継
承
す
る
も

の
で
あ
る
。
す
で
に
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
政
治
社
会
と
市
民
社
会
と
の
区

別
を
実
体
化
す
る
(
「
有
機
的
区
別
と
し
て
主
張
す
る
と
と
」
)
傾
向
を
批
判

し
、
「
実
際
問
題
と
し
て
、
市
民
社
会
と
国
家
は
一
致
す
る
」
(
のS
E
R
F

喧
-
H
N
N
)と述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
国
家
と
い
う
概
念

が
、
統
治
機
構
の
ほ
か
に
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
も
っ
「
私
的
装
置
」
を
も

表
現
す
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
(
の
B
E
E
-
官
・8
3
0

グ
ラ
ム
シ
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
を
受
け
て
、
『
国
家
・
権
力
・
社
会
主

義
』
の
。
ア
ー
ラ
ン
ツ
ア
ス
は
国
家
を
「
戦
略
的
な
場
」
と
見
な
し
、
フ
ー

コ
l

の
権
力
論
を
意
識
し
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
心
な

き
主
体
な
き
、
戦
略
的
布
置
に
お
い
て
権
力
を
捉
え
る
よ
う
と
す
る
フ
l

コ
l

理
論
を
接
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
は
他
な
ら

ぬ
フ
l

コ
l

自
身
の
狭
隆
な
国
家
観
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
装
置
は
す
べ
て
、
た
と
え
法
律
的
に
は
私
的
な
も

の
で
あ
っ
て
も
、
国
家
の
一
部
を
な
し
て
い
る
(
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
装
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置
、
文
化
的
諸
装
置
、
教
会
、
そ
の
他
)
。
し
か
し
な
、
が
ら
フ

l

コ
l

あ

る
い
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
あ
っ
て
は
依
然
と
し
て
国
家
は
常
に
国
家
の

公
的
中
核
(
軍
隊
、
警
察
、
監
獄
、
裁
判
所
等
)
に
限
定
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、
権
力
は
国
家

l
l

彼
ら
が

理
解
し
て
い
る
よ
う
な
国
家
|
|
の
外
部
に
も
存
在
す
る
、
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
の
外
部
に
あ
る
と
見
な
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
権
力
の
場
を
な
す
と
み
な
さ
れ
て
い
る
一

連
の
場
(
精
神
病
院
、
病
院
と
い
っ
た
保
健
衛
生
装
置
、
ス
ポ
ー
ツ
装
置
、

そ
の
他
)
は
、
そ
れ
ら
が
国
家
の
戦
略
的
場
(
】2
Z
B
Z
E
広
阿
国
宮
町
含

に
包
含
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
い
っ
そ
う
権
力
的
場
所
な
の
で

(
旬
。
E
E
ロ
ロ
白
回
忌
叶
∞w
官
-
企
)

• 
-
丙S
円
)

あ
る
。

国
家
を
「
戦
略
的
な
場
」
と
し
て
捉
え
た
と
き
、
国
家
を
官
僚
機
構

と
い
う
中
心
や
主
体
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
社
会
構
成

体
の
全
体
に
お
け
る
権
力
の
機
能
連
関
に
お
い
て
国
家
を
捉
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
権
力
関
係
の
す
べ
て
が
国
家
に
還
元

さ
れ
え
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
家
の
限
界
は
わ
れ

わ
れ
が
「
意
識
」
す
る
よ
り
も
広
い
の
も
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

A
I
E

概
念
の
導
入
に
よ
り
、
公
/
私
、
政
治
社
会
(
国

家
)
/
市
民
社
会
と
い
う
よ
う
な
対
立
に
し
た
が
う
国
家
認
識
の
限
界

が
明
ら
か
と
な
る
。
な
る
ほ
ど
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論
に
は
、
国

家
と
市
民
社
会
へ
の
社
会
の
分
裂
、
そ
し
て
そ
の
綜
合
を
語
る
へ

l

ゲ

ル
主
義
的
「
物
語
」
が
取
り
懇
い
て
い
る
が
、
こ
れ
を
批
判
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

2004 

ア
ル
チ
ユ
セ
l

ル
に
よ
る
生
産
諸
関
係
概
念
の
政
治
化

社会思想史研究 No.28

も
は
や
、
市
民
社
会
と
国
家
の
実
体
的
区
別
、
す
な
わ
ち
、
一
方
に

ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
を
登
場
人
物
と
す
る
契
約
に
基
づ
い
た
「
自
由

な
」
交
換
の
空
間
を
お
き
、
他
方
に
政
治
的
動
物
か
ら
な
る
支
配
と
服

従
の
空
間
を
お
く
区
別
を
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
経
済
と
政
治

と
を
徹
底
的
に
分
離
す
る
こ
と
は
、
資
本
制
社
会
に
お
け
る
支
配
服

従
様
式
の
種
別
性
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
効
果
を
も
っ
。
こ
の
意
味
で
、

経
済
主
義
と
政
治
主
義
と
は
鏡
像
的
な
関
係
に
あ
る
相
互
補
完
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
国
家
を
「
戦
略
的
な
場
」
と
見
な
す
と
し
て
、
国
家
そ
し
て

政
治
的
な
も
の
を
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ル
チ
ユ

セ
l

ル
の
答
え
は
、
生
産
諸
関
係
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ユ

セ
ー
ル
は
、
生
産
諸
関
係
が
階
級
闘
争
関
係
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

こ
れ
は
、
生
産
諸
関
係
と
は
、
固
定
化
さ
れ
た
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造

で
は
な
く
、
諸
闘
争
・
諸
敵
対
が
内
在
す
る
動
態
的
な
場
で
あ
る
と
表

現
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
政
治
的
・
権
力
的
関
係
で
あ
る
こ
と
も

表
現
し
て
い
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ

l

ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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彼
〔
マ
ル
ク
ス
〕
は
一
方
に
生
産
と
交
換
の
活
動
を
、
他
方
に
社

会
階
級
、
政
治
闘
争
、
な
ど
な
ど
を
念
入
り
に
分
離
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ

ワ
的
幻
想
を
根
底
的
に
批
判
し
よ
う
と
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主

義
的
な
生
産
、
循
環
、
分
配
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
(
し
た
が
っ
て
自
称
経

済
学
の
す
べ
て
の
領
域
)
が
社
会
諸
階
級
と
階
級
闘
争
の
存
在
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
浸
透
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
望
ん
だ
の
で

あ
る
。
〔
中
略
〕
純
粋
な
経
済
的
生
産
は
存
在
し
な
い
。
純
粋
な
循
環

は
存
在
し
な
い
、
純
粋
な
分
配
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の

経
済
現
象
は
、
最
終
的
に
は
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
外
見
の
下
で
は
、

階
級
関
係
で
あ
り
、
敵
対
的
な
階
級
関
係
、
し
た
が
っ
て
階
級
闘
争

の
関
係
で
あ
る
社
会
的
諸
関
係
の
下
に
行
わ
れ
る
諸
過
程
で
あ
る
。

(
K
S
5
8円
5
8
w
官
-
B
)

• 
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
理
論
の
鍵
概
念
の
一
つ
で
あ
る
生
産
諸
関
係
は
、

土
台
リ
経
済
に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
の
契
機
を
代
表
し
て
い
る
と
言

え
る
。
生
産
諸
関
係
を
、
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
み
な
ら
ず
政
治
的

権
力
的
関
係
と
し
て
も
捉
え
る
と
い
う
構
え
、
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義

理
論
に
起
こ
っ
た
一
つ
の
理
論
的
土
俵
替
え
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た

だ
し
、
こ
の
こ
と
は
生
産
諸
関
係
と
い
う
概
念
に
過
剰
な
理
論
的
負
荷

を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
『
資
本
論
』
に
む
か
つ
て
経
済
学
的
純
化
を
強

め
て
ゆ
く
マ
ル
ク
ス
に
、
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
よ
う
な
読
み
込
み
が
で

き
る
か
ど
う
か
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
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ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
伝
統
に
逆

ら
っ
て
、
生
産
諸
力
に
た
い
す
る
生
産
諸
関
係
の
優
位
(
豆
自
民
)
を
強

そ
の
λ

ノ
え
で

調
す
る
。

生
産
諸
関
係
は
、
生
産
諸
力
に
そ
の
単
な
る
「
形
態
」
と
し
て
付

け
加
え
ら
れ
る
何
者
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
生
産
諸
関
係
は
生
産

諸
力
の
な
か
に
浸
透
す
る
。
と
い
う
の
も
「
生
産
諸
力
」
を
用
い
る

労
働
力
は
、
そ
れ
自
身
が
生
産
諸
力
の
部
分
を
な
し
て
お
り
、
ま
た

資
本
主
義
的
生
産
過
程
は
絶
え
ず
労
働
力
の
最
大
限
の
搾
取
を
目
ざ

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
資
本
主
義
的
生
産
過
程
に
お
い

て
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
の
は
こ
の
傾
向
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
生

産
の
技
術
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
資
本
主
義
的
搾
取
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従

属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
雪
守
フ
必
要
が
あ
る
。
生
産
諸
力
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
は
、
物
質
的
な
土
台
(
技
術
的
な
土
台
と
マ
ル
ク
ス
は

言
っ
た
)
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
産
諸
関
係
し
た
が
っ
て
搾
取
の
諸

関
係
の
歴
史
的
実
在
形
態
で
あ
る
。

(
K
H
F
E
回
路
門
店
叶0
・
司
・
宮
)

こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
①
生
産
の
技
術
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
(
生

産
諸
力
)
に
た
い
す
る
資
本
主
義
的
搾
取
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
(
生
産
諸
関
係
)

の
存
在
論
的
優
位
|
|
技
術
・
科
学
の
進
歩
や
生
産
性
の
向
上
が
「
量

か
ら
質
へ
と
転
化
」
し
、
生
産
諸
関
係
を
形
態
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
認
識
|
|
、
②
生
産
諸
関
係
へ
の
階
級
諸
闘
争
そ
し
て
権
力
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関
係
の
内
在
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
観
点
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
生
産

諸
関
係
に
た
い
す
る
生
産
諸
力
の
優
位
を
唱
え
、
技
術
的
な
発
展
段
階

の
結
日
開
化
な
い
し
「
反
映
」
と
し
て
し
か
生
産
諸
関
係
を
見
な
い
経
済

主
義
・
技
術
主
義
は
、
生
産
諸
関
係
を
経
済
的
関
係
と
し
て
し
か
捉
え

な
い
こ
と
に
そ
の
根
を
持
つ
。
し
か
し
、
階
級
諸
闘
争
の
主
要
な
賭
金

は
生
産
諸
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
、
生
産

諸
関
係
の
再
生
産
も
し
く
は
形
態
変
化
に
は
、
階
級
諸
闘
争
が
つ
ね
に
、

す
で
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ポ
ス
ト
マ
ル
ク
ス

主
義
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
を
先
取
り
す
る
形
で
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
が
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
限
界
線
を
拡
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

経
済
領
域
を
自
律
的
な
調
整
が
行
わ
れ
る
自
己
完
結
し
た
場
と
し
て

描
き
出
し
、
ま
た
経
済
学
が
社
会
の
歴
史
的
発
展
過
程
の
諸
法
則
を
特

権
的
に
提
供
し
う
る
と
考
え
る
経
済
主
義
的
・
還
元
主
義
的
傾
向
を
、

ラ
ク
ラ
ウ
と
ム
フ
に
よ
る
研
究
を
先
駆
と
す
る
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主

義
は
批
判
し
た
の
だ
っ
た

P
E
g
s

己
冨
o
z
p
-宅
・
羽
目
白
)
。
下
部
構
造

を
も
「
社
会
的
諸
力
間
の
力
関
係
」

(
C
E
S
S
-
-
B
)の
場
と
見
な
す

グ
ラ
ム
シ
を
受
け
て
、
ラ
ク
ラ
ウ
と
ム
フ
は
「
経
済
と
い
う
空
間
そ
の

も
の
が
、
政
治
空
間
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
経
済
的

空
間
も
ま
た
、
社
会
の
他
の
「
レ
ベ
ル
」
と
同
僚
に
、
私
達
が
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
的
と
特
徴
づ
け
た
諸
実
践
が
完
全
に
作
用
し
て
い
る
」
(
F
E
S
S
ι

富
。
昆
P

召
・
8

き
と
言
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
ク
ラ
ウ
と
ム
フ

• 

は
、
労
働
過
程
を
、
労
働
の
断
片
化
・
専
門
化
を
通
じ
て
資
本
が
労
働

を
支
配
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
そ
の
経
済
領
域
に

お
け
る
支
配
の
種
別
性
、
そ
れ
の
資
本
主
義
国
家
に
た
い
す
る
連
聞
を

分
析
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
ラ
ク
ラ
ウ
と
ム
フ
は
、
全
て
の

社
会
的
諸
実
践
を
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
政
治
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
制
生
産
様
式
に
固
有
な
経
済
的
支
配
形
態
へ
の

問
い
を
捨
象
し
て
し
ま
う
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
。
ア
ー
ラ
ン
ツ
ア
ス
は
、
生
産
諸
関
係
に
お
け
る
政

治
理
論
を
一
歩
押
し
進
め
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
る

理
論
的
土
俵
替
え
へ
の
応
答
で
も
あ
る
。
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
は
、
資
本

制
生
産
諸
関
係
と
資
本
主
義
的
な
支
配
形
態
と
の
連
関
を
探
る
理
論
を

展
開
し
て
い
る
。
後
期
の
プ

l

ラ
ン
ツ
ア
ス
は
、
国
家
の
「
道
具
主
義

的
」
解
釈
に
こ
だ
わ
る
ア
ル
チ
ユ
セ

l

ル
へ
の
批
判
を
強
め
つ
つ
も
、

ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
問
題
提
起
を
真
剣
に
考
え
抜
い
た
一
人
と
言
え
る
。

経
済
過
程
と
生
産
諸
関
係
と
を
権
力
の
網
の
目
と
見
な
す
地
点
か
ら

プ
|
一
フ
ン
ツ
ア
ス
は
出
発
す
る
。
そ
こ
か
ら
生
産
諸
関
係
は
、
二
つ
の

位
相
・
二
つ
の
関
係
の
統
一
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
領
有

関
係

(
B
E
t
s
e吉
田
田
町E
S
)

と
経
済
的
所
有
関
係

(
B
E
E
C
E
3
円
。
吉

志
郎

8
5
E

宮
叩
)
と
い
う
二
つ
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
領
有
と
い

う
概
念
は
、
労
働
過
程
を
支
配
す
る
権
力

E
S
3
2
け
色
2
5
5
2
5
を

示
し
て
い
る

(
F
E
E
S
ニ
ヨ
∞
・
司
・
包
ムC)。
し
た
が
っ
て
領
有
関
係
と

は
、
労
働
過
程
に
た
い
す
る
実
質
的
な
統
御
と
支
配
の
問
題
と
し
て
考

2004 社会思想史研究 No.28
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え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
が
、
生
産
手
段
を
実
質
的
に
掌
握
し

て
い
る
の
か
、
ま
た
、
生
産
過
程
に
お
い
て
、
平
等
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
基
づ
く
自
主
的
な
管
理
を
行
え
て
い
る
か
が
焦
点
と
な
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
知
、
科
学
そ
し
て
情
報
へ
の
権
力
の
結
び
つ
き
も
聞
い
の

要
と
な
ろ
う
。

プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
は
、
資
本
制
生
産
諸
関
係
の
種
別
性
を
、
領
有
関

係
に
お
い
て
直
接
的
労
働
者
か
ら
労
働
手
段
や
労
働
対
象
を
徹
底
的
に

奪
う
こ
と
に
あ
る
(
号
吉
田
田
町2
5
5

と
認
識
し
て
い
た

(
F己
B
R
2

5

芯
司
・
忠
)
。
す
な
わ
ち
、
領
有
関
係
に
お
け
る
剥
奪
三
8
0
E
2
2
8
)

と
は
、
労
働
過
程
の
全
体
を
掌
握
す
る
権
力
・
知
・
機
会
を
直
接
労
働

者
か
ら
徹
底
的
に
奪
う
こ
と
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
領
有
の
剥
奪
状
態

を
問
う
と
は
、
資
本
制
生
産
諸
関
係
に
お
け
る
分
業
と
支
配
の
結
合
、

そ
し
て
知
と
権
力
の
資
本
主
義
的
な
結
合
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
の
具
体
的
な
意
味
は
、
生
産
過
程
を
計
画
・
管
理
・
指
導
し
た
り

剰
余
価
値
を
分
配
し
た
り
す
る
諸
権
力
が
、
精
神
労
働
の
担
い
手
達
の

も
と
に
集
中
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
帰
結
は
、
「
合
理
性
」
の
表
象

を
帯
び
て
現
れ
る
分
業
関
係
の
支
配
関
係
へ
の
転
化
で
あ
る
。

直
接
労
働
者
か
ら
生
産
過
程
に
た
い
す
る
領
有
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る

と
い
う
事
態
は
、
決
し
て
労
働
者
の
「
無
能
力
化
」
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
労
働
者
に
要
求
さ
れ
る
特
殊
技
能
や
生
産
性
は

日
増
し
に
高
ま
る
ば
か
り
だ
か
ら
だ
。
ゆ
え
に
、
労
働
者
は
限
定
的
な

諸
技
能
の
習
得

(
E
脅
さ
を
期
待
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
資
本
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主
義
的
諸
機
構
の
分
業
的
支
配
体
制
に
馴
致
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い

て
で
し
か
な
い
、
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
状
態
を
考
慮
す
べ
き
で

あ
る
。
包
括
的
な
知
と
情
報
か
ら
の
寸
断
に
よ
っ
て
、
直
接
的
労
働
者

は
機
械
や
技
術
に
従
属
す
る
(
印
E
ε
2
5
5
よ
う
に
な
り
、
そ
の
労
働

か
ら
精
神
的
諸
要
素
が
引
き
剥
が
さ
れ
る
。
労
働
者
が
機
械
・
技
術
に

従
属
す
る
に
つ
れ
、
技
術
的
な
知
や
科
学
・
情
報
の
独
占
を
通
じ
て
生

産
過
程
や
組
織
形
態
を
計
画
し
編
成
す
る
者
達
は
、
ま
す
ま
す
擬
制
と

し
て
「
命
令
中
枢
」
と
な
る
。
情
報
、
技
術
、
科
学
の
独
占
者
と
し
て

の
精
神
労
働
の
担
い
手
達
は
、
純
粋
な
効
率
な
い
し
技
術
的
な
問
題
に

た
い
す
る
「
分
業
的
解
決
」
と
い
う
擬
制
を
も
ち
い
て
、
機
能
と
し
て

の
支
配
を
肉
体
労
働
の
担
い
手
達
に
た
い
し
て
行
使
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
て
労
働
者
か
ら
生
産
過
程
に
た
い
す
る
領
有
が
奪
わ
れ
る
と
い

う
状
態
に
、
支
配
服
従
関
係
が
巧
妙
に
充
填
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

労
働
者
達
は
、
い
ま
や
強
制
で
は
な
く
、
「
能
力
・
適
格
性
」
や
組
織
の

効
率
的
機
能
を
自
ら
納
得
し
た
う
え
で
、
分
業
シ
ス
テ
ム
の
う
え
で
の

「
業
務
上
」
の
支
配
・
命
令
に
自
発
的
に
同
意
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
資
本
制
社
会
に
お
い
て
は
、
知
に
基
づ
く
支
配
形
態
へ
の
「
合

理
的
」
移
行
が
な
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、
プ
|
ラ
ン
ツ
ア
ス
の
理
論
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の

伝
統
に
あ
る
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
の
分
業
へ
の
批
判
に
近
づ
い
て
い

く
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
ア
ド
ル

ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

は
、
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
の
分
業
を
優
れ
て
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支
配
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
し

(
E
0
3
0
8
2向
。
島Z
5
2

苫
・
勾4
日
)
、

ま
た
、
『
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
』
の
ゾ
l

ン
H

レ
l

テ
ル
は
、
資
本
制

生
産
過
程
を
、
労
働
者
か
ら
生
産
過
程
を
掌
握
す
る
有
効
な
支
配
権
が

奪
わ
れ
、
生
産
過
程
を
計
画
・
管
理
・
指
導
す
る
者
達
が
現
れ
る
場
と

し
て
記
述
し
、
「
纂
奪
者
官
僚
階
級
」
の
支
配
す
る
社
会
と
し
て
資
本
制

社
会
を
捉
え
た
の
だ
っ
た

(
F
E
F
H
Z
-
-
E
N
匂

'
N
8
)。
生
産
諸
関
係

に
お
け
る
領
有
の
剥
奪
状
態
こ
そ
が
、
資
本
制
社
会
の
支
配
形
態
を
解

明
す
る
鍵
と
な
ろ
う
。

か
く
し
て
、
「
生
産
諸
関
係
と
社
会
的
分
業
の
中
に
、
国
家
お
よ
び
権

力
の
物
質
的
骨
格
の
基
礎
」
(
宮
己
B
R
a
s
a
-
-

日
)
を
、
プ
l

ラ
ン

ツ
ア
ス
は
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
「
政
治
的
な
る
も
の

H

国
家

は
つ
ね
に
、
様
々
な
形
態
を
取
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
生
産
諸
関
係
の
う

ち
に
、
従
っ
て
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
の
う
ち
に
、
基
本
的
な
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
る
」
(
宮
己B
R
a
s
a
-

官
-
H∞
)
と
い
う
認
識
に
到
達

す
る
の
で
あ
る
。
生
産
諸
関
係
に
お
け
る
国
家
の
内
在
、
こ
れ
は
一
見

驚
く
べ
き
主
張
で
あ
る
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
国
家
の
実
体
的
な

把
握
を
批
判
し
た
う
え
で
、
国
家
を
「
そ
の
権
力
的
な
場
な
い
し
過
程
」

(
F
z
-
B
R
g
g
a・
目y
H
S
)と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
資
本
制
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
を
通
じ
て
、
肉
体
労
働

的
な
要
素
と
分
離
さ
れ
、
労
働
過
程
に
た
い
し
て
「
超
越
的
」
支
配
を

行
使
す
る
精
神
労
働
の
要
素
こ
そ
が
、
生
産
諸
関
係
の
う
ち
に
内
在
す

• 

る
「
政
治
的
な
る
も
の
日
国
家
」
と
言
え
る
。
こ
の
要
素
が
制
度
的
結

晶
化
を
通
じ
て
国
家
装
置
と
し
て
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
プ
ー
ラ
ン

ツ
ア
ス
は
「
肉
体
労
働
と
政
治
的
支
配
と
の
聞
の
、
し
た
が
っ
て
知
と

支
配
の
有
機
的
な
関
係
が
完
壁
な
ま
で
に
実
現
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に

資
本
主
義
的
国
家
に
お
い
て
で
あ
る
」

(
B
E
g
gニ
ヨ
∞
・
司
・2
)
と
指

摘
し
て
い
た
。
ま
た
、
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
が
次
の
よ
う
に
言
う
よ
う
に
、

資
本
主
義
国
家
は
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
の
分
業
形
態
を
典
型
的
に
具

現
し
て
い
る
。

2004 社会思想史研究 No.28

国
家
は
自
己
の
内
部
で
社
会
的
分
業
を
再
生
産
し
、
そ
の
分
割
線

を
引
き
直
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
国
家
は
、
精
神
労
働
の
ま
さ
に

中
枢
に
お
い
て
再
生
産
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
知
と
権
力
の
聞
の
諸
関

係
の
模
写
な
の
で
あ
る
。
位
階
制
的
・
中
央
集
権
的
か
つ
規
律
的
な

諸
関
係
か
ら
政
策
決
定
お
よ
び
執
行
過
程
で
の
諸
段
階
・
結
節
点
の

諸
関
係
に
い
た
る
ま
で
、
ま
た
、
権
威
委
任
の
諸
職
階
か
ら
そ
の
職

階
に
応
じ
た
知
の
再
配
分
日
掩
蔽
(
官
僚
制
的
秘
密
)
お
よ
び
国
家
官

吏
の
視
覚
付
与
・
徴
募
の
諸
形
態
に
い
た
る
ま
で
、
資
本
主
義
国
家

の
骨
格
は
そ
の
ご
く
細
部
に
つ
い
て
も
、
ま
さ
に
精
神
労
働
と
肉
体

労
働
と
の
あ
い
だ
の
資
本
主
義
的
分
業
の
再
生
産
を
具
現
し
て
い
る
。

(
宮
巳B
R
2
5

叶
∞
.
司
・
白
鳥
)

国
家
と
は
社
会
の
「
命
令
中
枢
」
を
悟
称
す
る
実
在
で
あ
り
、
精
神
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労
働
の
典
型
的
か
つ
絶
対
的
な
担
い
手
で
あ
る
。
国
家
が
社
会
の
「
命

令
中
枢
」
と
し
て
機
能
し
う
る
の
は
、
そ
の
諸
装
置
の
内
部
に
お
い
て
、

位
階
制
と
ツ
リ
l

状
の
命
令
系
統
が
機
能
し
、
再
生
産
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
国
家
装
置
と
い
う
絶
対
的
な
精
神
労
働
の
担
い
手
の
存
在

は
、
社
会
全
体
が
命
令
す
る
者
と
服
従
す
る
者
へ
と
分
裂
し
て
い
る
こ

と
の
結
果
で
あ
り
、
か
つ
国
家
は
自
ら
こ
の
分
裂
の
再
生
産
に
介
入
す

る
。
つ
ま
り
国
家
は
、
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
と
の
「
分
業
」
の
帰
結
・

産
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
の
懸
隔
を
で
き
る
だ

け
増
大
さ
せ
る
と
い
う
機
能
l
l

生
産
諸
関
係
の
再
生
産
ー
ー
ー
を
受
け

持
つ
の
で
あ
る
。
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
理
論

の
展
開
は
、
ア
ル
チ
ユ
セ

l

ル
の
テ
l

ゼ
が
切
り
開
い
た
理
論
的
空
間

の
う
え
で
科
学
的
認
識
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
も

の
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
国
家
な
ら
び
に
生
産
諸
関
係
と
い
う
概
念
に
ア
ル
チ
ユ

セ
l

ル
が
お
こ
な
っ
た
刷
新
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」
の
テ
l

ゼ
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で

は
、
生
産
過
程
に
た
い
す
る
領
有
を
直
接
労
働
者
か
ら
奪
う
と
い
う
状
態

を
そ
の
種
別
的
特
徴
と
す
る
資
本
制
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
は
、
ど
の
よ

う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
実
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
A
I
E
は
ど

の
よ
う
に
し
て
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
へ
と
介
入
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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生
産
諸
関
係
の
再
生
産
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
るA
l
E

の
役
割
に
つ
い
て

ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
と
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
に
よ
る
、
生
産
諸
力
に
た
い

す
る
生
産
諸
関
係
の
優
位
と
い
う
テ
l

ゼ
、
そ
し
て
生
産
諸
関
係
を
経

済
的
関
係
の
み
な
ら
ず
権
力
関
係
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
理
論
的
な
構

え
、
そ
し
て
生
産
諸
関
係
に
お
け
る
「
政
治
的
な
る
も
の
H

国
家
」
の

内
在
と
い
う
認
識
、
こ
れ
ら
は
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
お
け
る
確
固
た

る
理
論
的
前
進
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、

A
I
E

と
イ
デ
オ
口
、
キ
ー

が
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
を
保
障
す
る
と
い
う
テ
l

ゼ
を
ア
ル
チ
ユ

セ
l

ル
は
十
分
に
展
開
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
生
産
諸

関
係
の
再
生
産
過
程
と
、
A
I
E

な
ら
び
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
れ
に

介
入
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
を
、
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
や
フ
l

コ
l

を

援
用
し
な
が
ら
進
め
て
み
た
い
。

プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
は
、
資
本
制
生
産
諸
関
係
が
時
空
間
性
お
よ
び
身

体
性
と
い
う
位
相
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。
プ
ー

ラ
ン
ツ
ア
ス
に
よ
れ
ば
、
領
有
の
剥
奪
と
は
資
本
制
生
産
に
固
有
の
時

空
間
性
そ
し
て
身
体
性
ま
で
浸
透
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
構
造
〔
直
接
生
産
者
の
生
産
手
段
か
ら
の
領
有
の
剥
奪
〕
は
、

物
質
的
な
準
拠
枠
組
す
な
わ
ち
時
間
的
・
空
間
的
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

(
E
E
8
Z
E
E
2
2
Z
B
宮
S
F

印
)
|
|
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
機
械
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制
お
よ
び
大
工
業
の
段
階
と
し
て
指
摘
し
た
段
階
で
の
、
と
り
わ
け

生
産
過
程
に
お
け
る
資
本
主
義
的
な
社
会
的
分
業
の
諸
前
提
で
あ
る

ー
ー
を
導
い
て
い
る
。
こ
の
基
本
的
な
物
質
的
な
枠
組
は
、
社
会
的

な
ア
ト
ム
化
や
細
分
化
の
鋳
型
で
あ
り
、
労
働
過
程
そ
れ
自
体
の
諸

実
践
の
う
ち
に
具
現
さ
れ
て
い
る
。
生
産
諸
関
係
の
前
提
で
あ
り
、

同
時
に
分
業
を
具
現
し
て
も
い
る
こ
の
枠
組
み
は
、
連
続
的
・
等
質

的
で
あ
る
と
同
時
に
、
分
割
さ
れ
細
分
化
さ
れ
て
い
る
時
間

H

空
間

の
組
織
化
|
|
こ
れ
が
テ
ー
ラ
ー
主
義
の
基
礎
で
あ
る
l
i

ー
の
う
ち

に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
空
間
は
碁
盤
割
り
さ
れ
(
吉
田
島
門
店
ぽ
)
、
分

割
さ
れ
、
細
胞
状
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
各
々
の
断
片
(
個
人
)

は
自
分
の
場
所
を
占
め
て
お
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
場
所
は
あ
る
断

片
に
照
応
し
て
い
る
が
、
同
時
に
等
質
か
っ
一
様
な
も
の
と
し
て
立

ち
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
こ
の
時
間
は
直
線
的
・
系
列
的
・
反

復
的
か
つ
累
積
的
な
時
間
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
瞬
間

が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
統
合
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
時
間
は
完
成
品
を

目
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
枠
組
み
は
、
す
ぐ
れ
て
生
産
ラ
イ
ン

の
な
か
に
物
質
化
さ
れ
て
い
る
時
間
N

空
間
な
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
個
人
は
、
商
品
諸
関
係
か
ら
生
じ
た
法
的H
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
創
造
物
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
社
会
的
分
業
に

お
け
る
一
連
の
諸
実
践
が
人
間
の
身
体
そ
の
も
の
の
う
ち
に
物
質
的

に
結
品
し
、
収
束
す
る
点
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
。
(
ぎ
己
百
円N
g

]
戸
市
W斗
∞
-
E
U
・
叶
。l
H
)

• 

資
本
制
生
産
諸
関
係
は
、
そ
れ
固
有
の
種
別
的
な
時
空
間
性
を
も
つ

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
諸
個
人
は
、
連
続
的
・
等
質
的
で
あ
る

ゆ
え
に
計
算
と
蓄
積
が
可
能
な
時
空
間
性
を
生
き
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
時
空
間
性
を
、
歴
史
種
別
的
な
身
体
性

(
8宮
昼
否
)
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
プ

l

ラ
ン

ツ
ア
ス
が
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る

B
o
t
-
B
Eユヨ
∞
込
・
2
)。
こ
の
よ

う
な
時
空
間
性
を
生
き
る
身
体
は
、
歴
史
種
別
的
な
形
態
を
帯
び
る
。

ゆ
え
に
資
本
制
生
産
諸
関
係
の
分
析
は
、
そ
れ
固
有
の
時
空
間
性
の
み

な
ら
ず
身
体
性
に
も
追
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
資
本
制
生
産
諸
関
係
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
し
て
歴
史
的
な

時
空
間
性
そ
し
て
身
体
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
A
I
E
に
よ

る
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
へ
の
関
与
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
搾
取

の
構
造
(
資
本
制
生
産
諸
関
係
)
は
、
資
本
主
義
的
な
時
空
間
性
な
ら
び

に
身
体
性
と
深
い
繋
が
り
を
持
つ
の
だ
っ
た
。
資
本
制
生
産
過
程
に
お

い
て
は
、
①
労
働
者
は
、
自
ら
の
時
間
を
直
線
的
か
つ
均
質
的
で
あ
り
、

累
積
か
つ
計
算
可
能
な
も
の
、
し
た
が
っ
て
「
切
り
売
り
」
で
き
る
も

の
へ
と
形
態
変
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
賃
労
働
者
は
、
碁
盤

の
白
状
に
分
割
さ
れ
た
空
間
の
な
か
に
配
分
さ
れ
、
制
御
さ
れ
、
監
視

さ
れ
、
評
定
さ
れ
る
も
の
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
③
そ
の
う
え
で
労
働

者
は
、
そ
の
身
体
的
な
動
き
と
リ
ズ
ム
を
資
本
主
義
的
な
機
械
な
ら
び

に
分
業
シ
ス
テ
ム
が
も
っ
リ
ズ
ム
・
速
度
と
同
調
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
直
接
労
働
者
か
ら
の
領
有
の
剥
奪
を
支
え
て
い
る

の
が
、
資
本
制
生
産
に
固
有
な
時
空
間
性
で
あ
る
の
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
時
空
間
性
は
、
絶
え
ざ
る
再
生
産
を
必
要
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
資
本
主
義
的
な
時
空
間
性
と
身
体
性
の
再
生
産
は
、

資
本
制
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な

A
I
E

の
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
ア

ル
チ
ュ
セ
l

ル
が
指
摘
し
て
い
る
学
校
装
置
|
|
碁
盤
割
り
さ
れ
た
時

間
と
空
間
の
一
つ
の
典
型
で
も
あ
る
|
|
、
そ
し
て
文
化
装
置
な
ど
の

A
I
E

を
つ
う
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は

ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
自
明
の
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
時
空
間
性
と
い

う
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
な
か
に
さ
え
も
、
現
前
し
な
い
階
級
諸
闘
争
が
浸

透
し
て
い
る
こ
と
も
教
え
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
こ
の
歴
史
的
時
空
間
性
を
基
盤
と
し
て
、
諸
個
人
の
身

体
の
う
ち
に
物
質
的
に
凝
固
し
た
社
会
的
分
業
に
お
け
る
一
連
の
諸
実

践
こ
そ
が
生
産
諸
関
係
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
企
業

の
も
と
、
賃
労
働
者
達
が
資
本
制
生
産
の
担
い
手
と
な
る
た
め
に
は
、

そ
の
身
体
的
動
き
・
時
間
・
リ
ズ
ム
を
、
彼
ら
を
取
り
囲
ん
で
い
る
資

本
主
義
的
分
業
シ
ス
テ
ム
・
諸
機
械
な
ど
の
機
能
や
効
能
な
ど
に
同
調

さ
せ
、
接
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
、
明
文
化
さ
れ
た

業
務
命
令
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
よ
り
も
、
暗
黙
の
不
文
律
や
、
慣
習
化
な
い

し
ル
l

テ
イ
ン
化
さ
れ
た
規
範
的
拘
束
と
し
て
現
れ
る
ミ
ク
ロ
な
権
力

が
賃
労
働
者
を
囲
緯
す
る
。
そ
し
て
分
業
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
要
請
さ

れ
る
諸
実
践
の
担
い
手
と
し
て
彼
ら
を
徴
発
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

こ
予
フ
し
て
、
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諸
実
践
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
意
識
」
と
は
無
関
係
に
賃
金
労
働

者
達
は
、
搾
取
の
生
産
諸
関
係
の
担
い
手
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ

と
に
な
る
。
労
働
者
か
ら
の
労
働
過
程
に
た
い
す
る
領
有
の
剥
奪
と
は
、

特
殊
技
能
の
習
得

(
B
g
g
q
)を
労
働
者
に
要
求
し
つ
つ
、
同
時
に
、

資
本
そ
し
て
生
産
諸
手
段
へ
の
従
属
(
田

E
S
m
S
S
)も
強
い
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
事
態
を
実
現
す
る
の
が
、
分

業
的
支
配
シ
ス
テ
ム
が
規
定
す
る
諸
実
践
の
身
体
的
な
習
得

(
E
∞
尽
き

な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
に
よ
る
論
証
は
、
フ
l

コ
ー
に
よ
る

ミ
ク
ロ
権
力
と
身
体
性
の
分
析
へ
と
接
近
し
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
プ
|

ラ
ン
ツ
ア
ス
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
へ
の
フ
l

コ
l

の
導
入
を
訴
え
、

じ
っ
さ
い
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
突
破
口
を
示
唆
し
て
い
る
と
は
い
え
、

こ
の
理
論
的
接
合
を
十
全
に
展
開
し
切
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
。
以

下
、
プ
l

ラ
ン
ツ
ア
ス
の
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
を
一
歩
押
し
進
め
、

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
フ
l

コ
l

理
論
と
の
接
合
を
試
み
た
い
。

『
監
視
す
る
こ
と
と
罰
す
る
こ
と
』
(
邦
題
『
監
獄
の
誕
生
』
)
の
フl

コ
l

は
、
監
獄
・
学
校
・
病
院
・
工
場
な
ど
の
諸
装
置
の
内
部
に
お
い

て
作
動
し
て
い
る
ミ
ク
ロ
な
権
力
を
デ
イ
シ
プ
リ
l

ヌ
(
己
号
室
目
立
と

し
て
捉
え
た
。
デ
イ
シ
プ
リ
l

ヌ
と
は
解
剖
学
的
な
権
力
で
あ
り
、
微

細
な
身
体
的
な
動
作
も
そ
の
網
の
目
の
な
か
に
絡
め
取
ろ
う
と
す
る
技

術
的
諸
実
践
と
し
て
現
れ
る
。
「
こ
の
規
律
的
権
力
H

技
術
の
対
象
は
、

不
可
分
な
統
一
単
位
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
身
体
を
、
か
た
ま
り
と
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し
て
、
大
ま
か
に
扱
う
の
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
細
部
に
わ
た
っ
て

身
体
に
働
き
か
け
る
こ
と
、
微
細
な
強
制
権
を
身
体
に
行
使
す
る
こ
と
、

力
学
の
水
準
そ
の
も
の
に
お
け
る
影
響
|
|
運
動
・
動
作
・
姿
勢
・
速

さ
を
確
実
に
与
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」

2
2
8
吾

E
N
)
Oデ
イ
シ

プ
リ
l

ヌ
と
は
、
諸
機
械
の
機
能
と
身
体
的
な
動
き
と
を
計
算
し
つ
つ

結
合
さ
せ
る
ミ
ク
ロ
な
権
力
で
あ
る
。
こ
の
ミ
ク
ロ
な
権
力
は
、
賃
労

働
者
の
身
体
に
働
き
か
け
、
そ
の
リ
ズ
ム
と
運
動
と
を
生
産
用
具
に
同

調
、
結
合
さ
せ
「
一
種
の
複
合
体
」
を
作
り
あ
げ
る
の
だ
っ
た
。

• 
十
八
世
紀
末
期
に
出
現
し
た
工
場
で
は
、
個
人
へ
の
分
化
を
旨
と

す
る
基
盤
割
り
2
5
E
E
間
四
)
の
原
則
が
複
雑
に
な
る
。
個
々
人
を
、

ひ
と
り
ひ
と
り
に
し
て
評
定
可
能
な
空
間
の
な
か
に
配
分
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
こ
の
配
分
を
、
固
有
な
要
請
を

有
す
る
生
産
装
置
に
連
結
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
個
々
の
身
体

の
配
置
、
生
産
装
置
の
空
間
的
整
備
、
持
ち
場
の
配
分
に
と
も
な
う

各
種
の
活
動
形
式
、
こ
れ
ら
を
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
中

略
〕
身
体
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
る
客
体
と
が
ふ
れ
あ
う
す

べ
て
の
面
に
権
力
が
す
べ
り
こ
ん
で
来
て
、
両
者
を
相
互
に
つ
な
ぎ

あ
わ
せ
る
。
権
力
は
、
身
体
l

兵
器
、
身
体
|
道
具
、
身
体
|
機
械
と

い
う
一
種
の
複
合
体
を
つ
く
り
あ
げ
る
わ
け
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
権
力

が
課
す
規
制
は
、
同
時
に
、
運
用
を
組
み
立
て
る
規
則
で
も
あ
る
。

こ
う
し
て
規
律
を
旨
と
す
る
権
力
の
あ
の
性
格
が
現
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
権
力
に
は
、
徴
収
よ
り
も
総
合
化
の
機
能
が
、

生
産
物
の
強
奪
よ
り
も
生
産
装
置
へ
の
強
制
的
関
係
の
機
能
が
そ
な

わ
る
の
で
あ
る
。
(
傍
点
桑
野

F
E
S
E
-
F宅
-
H
怠
・
自
)
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フ
1

コ
l

も
ミ
ク
ロ
権
力
の
作
動
に
よ
る
時
空
間
性
の
組
織
化
(
碁

盤
割
り
)
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
計
算
可
能
な
時
空
間
性
の
な
か

で
、
諸
権
力
は
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
入
り
込
み
、
生
産
手
段
と
の

特
殊
な
結
合
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
生
産
的
か
つ
構
成
的
な
権
力
と

し
て
の
デ
ィ
シ
プ
リ
l

ヌ
の
目
標
と
は
、
身
体
へ
の
働
き
か
け
を
通
じ

て
、
そ
の
リ
ズ
ム
と
運
動
に
一
定
の
形
態
を
与
え
、
機
械
と
技
術
へ
と

接
続
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
反
復
可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ

う
し
て
、
デ
ィ
シ
プ
リ

l

ヌ
の
作
動
に
よ
っ
て
、
身
体
か
ら
引
き
出
さ

れ
た
規
則
的
な
運
動
と
生
産
手
段
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
諸
複
合
体
は
、

生
産
過
程
を
構
成
し
て
ゆ
く
。

フ
l

コ
l

を
プ
l

一
フ
ン
ツ
ア
ス
の
理
論
的
文
脈
に
置
き
直
す
な
ら
ば
、

こ
こ
で
い
う
「
諸
複
合
体
」
と
は
、
プl
ラ
ン
ツ
ア
ス
の
い
う
「
社
会

的
分
業
に
お
け
る
一
連
の
諸
実
践
」
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

生
産
過
程
を
規
定
し
て
い
る
生
産
諸
関
係
の
再
生
産
に
は
、
労
働
者
の

身
体
を
目
標
と
す
る
ミ
ク
ロ
な
権
力
(
デ
ィ
シ
プ
リ
l

ヌ
)
の
作
動
が
、

要
と
な
る
役
割
を
演
じ
る
。

さ
ら
に
、
プ
1

ラ
ン
ツ
ア
ス
、
フ

l

コ
l

の
理
論
的
展
開
を
参
照
す

る
と
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
が
逆
照
射
さ
れ
て
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く
る
。
晩
年
の
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
、
身
体
と
装
置
を
扱
う
自
ら
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理
論
と
、
フ
l

コ
ー
に
よ
る
「
身
体
の
デ
イ
シ
プ
リ
l

ヌ
」
理
論
と
の
並
行
性
を
認
め
て
い
た
(
〉
5
5
8

己
宰
印

-
Z
S
)。
「
脆

き
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
は
神
を
信
じ
よ
う
」
と
言
っ
た
パ
ス

カ
ル
的
な
転
倒
を
掲
げ
、
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
物

質
性
」
と
い
う
テ
l

ゼ
を
引
き
出
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
観
念
で
は
な

く
身
体
的
な
ふ
る
ま
い
(
由
巳
巾
)
に
あ
る
、
と
言
明
す
る
。
そ
の
う
え
で

ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
は
、
イ
デ
オ
ロ
、
キ
l

の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
言
及
す

る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
シ
ス
テ
ム
と
は
、
「
物
質
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装

置
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
物
質
的
な
儀
式
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
規
則
化

さ
れ
る
物
質
的
な
諸
実
践
の
な
か
に
挿
入
さ
れ
る
物
質
的
な
ふ
る
ま
い
」

(
とS
E
E
R
g
s
-
官
・8
H
)
を
産
出
す
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
と
さ
れ
た
。

A
I
E

は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
駆
動
し
、
一
連
の
諸
実
践
を
産

出
す
る
。
す
な
わ
ち
、
各

A
I
E

は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
物
質
的
な
儀

式
|
|
様
々
な
儀
礼
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
不
文
律
、
ル

l

テ
イ
ン
、
慣
習

な
ど
の
形
態
を
取
り
う
る
規
範
的
拘
束
ー
ー
に
し
た
が
っ
て
、
諸
個
人

の
身
体
へ
と
働
き
か
け
「
そ
の
場
に
相
応
し
い
」
ふ
る
ま
い
を
引
き
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
を
儀
式
に
適
う
諸
実
践
の
担
い
手
と
し
て

徴
発
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
、
グ
ラ
ム
シ
に
い
た
る
ま
で
「
観
念
の
体
系
」
な
い
し
精

神
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
装
置
に
お

い
て
身
体
を
目
標
と
す
る
権
力
に
よ
っ
て
引
き
だ
さ
れ
る
身
体
的
な
ふ
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る
ま
い
と
し
て
、
ア
ル
チ
ュ
セ
i

ル
は
捉
え
な
お
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
イ
デ
オ
ロ
、
キ
l

理
論
の
歴
史
に
お
け
る
理
論
的
土
俵
替
え
で

あ
る
。
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
な
か
で
連
発
さ
れ
る
物
質
性
と
い
う
概
念

に
は
批
判
も
多
い
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
物
質
性
の
テl
ゼ
と
は
、
A

I
E

的
権
力
の
も
つ
規
範
的
拘
束
性
が
、
諸
主
体
に
と
っ
て
恋
に
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
性
質
を
も
つ
こ
と
、
さ
ら
に
、

A
I
E

が
諸
個
人
を

担
い
手
と
し
て
産
出
す
る
諸
実
践
が
反
復
可
能
性
を
も
つ
こ
と
を
表
現

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
の
言
う
物
質

性
は
儀
式
と
反
復
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
パ

ト
ラ
ー
に
よ
る
指
摘
は
注
目
に
値
す
る
(
回
邑
戸
司
・
尽
印)
O

こ
う
し
て
本
論
の
理
論
的
課
題
で
あ
る
、
資
本
主
義
的
生
産
諸
関
係

に
対
し
て
A
I
E

お
よ
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
介
入
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

解
明
へ
と
一
歩
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
主
義
的
生
産
諸
関
係

の
再
生
産
が
実
現
さ
れ
る
か
は
、
資
本
主
義
的
な
分
業
体
制
を
実
現
さ

せ
て
い
る
諸
実
践
の
担
い
手
を
諸
個
人
か
ら
徴
発
し
う
る
か
に
か
か
っ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
資
本
主
義
企
業
に
お
い
て
労
働
者
に
要
請
さ
れ

る
諸
実
践
の
ほ
と
ん
ど
は
、
む
し
ろ
各

A
I
E

に
お
い
て
再
生
産
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
社
員
教
育
」
に
は
限
界
が
あ
り
、
生
産
過
程

に
お
い
て
労
働
者
が
生
き
る
規
範
的
拘
束
・
諸
規
律
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

A
I
E

を
通
じ
て
労
働
者
の
身
体
へ
と
刻
印
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
集
積
体

の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
各

A
I
E

を
通
じ
て
労
働
者
の

身
体
に
刻
印
さ
れ
た
諸
実
践
は
、
生
産
過
程
に
お
い
て
再
度
引
き
出
さ
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れ
、
組
織
さ
れ
、
開
発
H

搾
取
さ
れ
る
。
資
本
制
生
産
諸
関
係
に
種
別

的
な
直
接
労
働
者
か
ら
の
領
有
の
剥
奪
を
最
終
審
に
お
い
て
支
え
て
い

る
の
は
、
「
意
識
」
で
も
法
的
契
約
で
も
、
強
制
に
基
づ
く
抑
圧
で
も
な

く
、
知
・
技
能
・
分
業
な
ど
を
構
成
す
る
諸
実
践
で
あ
り
、
そ
れ
ら
諸

実
践
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
規
範
化
さ
れ
た
賃
労

働
者
の
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
身
体
に
作
用
す
る
ゆ
え
に
ミ

ク
ロ
な
形
態
を
も
と
り
う
る
A
I
E

に
お
け
る
諸
闘
争
は
、
資
本
制
社

会
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

• 

(
く
わ
の
・
ひ
ろ
た
か
/
英
米
文
学
)

注(
1
)
た
だ
し
、
こ
の
生
産
力
主
義
が
『
経
済
学
批
判
』
の
序
言

(
Z
R
M
5
g・

忍
・
5
1
仏
)
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

(
2
)
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
な
か
で
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル
が
記
述
し
て
い
る
、
賃

労
働
者
が
生
き
る
自
由
z
q
/
E

立
R
C
S

と
い
う
矛
盾
の
重
要
性
を
指

摘
し
た
の
は
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
パ
ト
ラ
ー
で
あ
る
(
切
口
己
2

・
司
己
∞
)
。

(
3
)
「
生
産
に
つ
い
て
の
権
力
が
労
働
者
に
属
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
革
命
に

お
け
る
実
質
的
な
共
産
主
義
的
階
級
土
台
で
あ
る
」

(
p
g
m
a
百
-
司

N
主
)
と
ゾ
1

ン
川
レ
i

テ
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。

引
用
文
献

〉
-
H
F
g
ω
ω
ゆ
門
司
回
、
。
己
2
・
]
{
申
晶
恒
三
日
品

b
o
-。
四
回00

同
白
古
田
】
陶
円
角
川
回
一

ω

戸
内
ぽ
。
一
。
間
回
』
ロ
伶

ω

宍
開
E
H
・
=

同
宮
、
古
河
号
、
。
弘
史

R
E
S
-
E
号
・
同
ν
2
L
S
印
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
l

ル

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
『
国
家
と
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
』
西
川
長
夫
訳
、
福
村
出
版
、
一
九
七
五
年

o

l
-
-
S
斗
C
J
両
国
片
岡
E
5
0
2
-
E
Z
2
E
R

・3
3

民
ぎ
ま
・
3
3

日
開
佐
官
。
ロ
ω
E
I

2
巳
2

・
5

忍
・
「
マ
ル
ク
ス
主
義
ど
階
級
闘
争
」
『
自
己
批
判
マ
ル
ク
ス

主
義
と
階
級
闘
争
』
西
川
長
夫
訳
、
福
村
出
版
、
一
九
七
八
年
。

-
-
5

三
辺
見
号
事
号
、
主
立
号
、
吉
尽
き
さ
番
号
話
芸
喜
・

3
5

一
同
喜
中

唱
。5

・
巴
記
・
『
科
学
者
の
た
め
の
哲
学
講
義
』
西
川
長
夫
・
阪
上
孝
・
塩

沢
由
典
訳
、
福
村
出
版
、
一
九
七
七
年
。

-
-
s
a
E
F
E
S
S
B

円
〉
B
E
E
-
-
E
"
雷
除
s
h
h
H
E
bミ

3
円
仙
台
司d
m

5
8

・
「
ア
ミ
ア
ン
の
口
頭
弁
論
」
『
マ
キ
ャ
ベ
リ
の
孤
独
』
福
井
和
美

訳
、
藤
原
書
店
、
二

O
O

一
年
。

ー
ー

s
a
d
R
H
e
E
E
-
-
E
5

・ 3

尽
き
も
旨
止
号
店
主SS

ミ
唱
え
ミ
昔
、

宮
門
店
一
回
同
宮F
F
H
S
A
F
E
「
自
ら
の
限
界
に
あ
る
マ
ル
ク
ス
」
)
『
政
治
哲
学

論
集
』
I

市
田
良
彦
・
福
井
和
美
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
九
年

O

I
l
-
5
8

・

6
F
E
E
-
-
w
号
、
き
え
き
な
豊
富
3
・
回
江
ω

一
印
片
言F
S
F

「
唯

物
論
の
ユ
ニ
ー
ク
な
伝
統
」
『
批
評
空
間
』
E

五
、
一
九
九
五
年
。

〉
品
。
ョ
。
・
→
F
g
a
o
s詔
田
丘
呂
田
国

o
長
E
s
q
-
b
s
s

暴
号
』
事
聖
書
・

E
l

ω
門
司
岳
白
日C
5
2
且
。
〈2
E
間
u
s
s
・
テ
オ
ド
ア
・
ア
ド
ル
ノ
、
マ
ッ
ク
ス
・

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
l

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
、
徳
永
悔
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九

九
O
年
(
引
用
の
訳
文
頁
づ
け
は
邦
訳
に
よ
る
)
。

回
E
R
E
ι
-
s
-
g
t
d
n
p札円
ト
九
号
。
\
同
ぜ
喧
雪
・
∞
宮
問
問
。
丘
一
印
冨
国
彦
氏

c
-
J
Sミ

何
ロ
四
巴pp
o
-
B
Eの
『
・
同
∞
ゴ
国
耳
目
開
ロ
回
目
E
F
江
口
問d
d
g
五

-
N
S口
問
含
門
司E
'

話
回

R
g
b
E
-
同
色
冨

R
H
h
E
O
E円
甘
開
口
開
m
-
P司
需
』
町
[
ミ
』
円
突
国
内
門
戸
百
一

ロ
ル
ぬ
け
N
〈
2
E
間
・
5
8
1
5
き
]
E
・
8
・
フ
リ

l

ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス

『
反
デ
ュ
l

リ
ン
グ
論
』
、
『
マ
ルH
エ
ン
全
集
』
[
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル

ス
全
集
』
大
内
・
細
川
監
訳
大
月
書
店
、
一
九
五
九
年
一
九
九
一
年
〕

第
二
O
巻
(
引
用
の
訳
文
頁
づ
け
は
邦
訳
に
よ
る
)
。

-
1
5
2

ロ
2
d
門
名
店
長
官
E
E
-
-
0・
ι
2
E
S

片
品g
z
g
E
E
B

∞
E
E

ω
H
m
-
R
h
南
町
司
回
己
・N
G。
『
家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
源
』
『
マ
ル
H

エ

ン
全
集
』
第
二
一
巻
(
引
用
の
訳
文
頁
づ
け
は
邦
訳
に
よ
る
)
。

司
。
戸g
z
-
F富
喜
色
'
同
友
コ
ミ
見
守
、
ミ
玄
室
、
~
き

E
S
E
K

町
宮
司
、
5
3

・
3
3

日
の
凶
一
-
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-
E
R
p
s
a
・
ミ
シ
ェ
ル
・
ブ
l

コ
l

『
監
獄
の
誕
生
』
田
村
倣
訳
、
新

潮
社
一
九
七
七
年
。

。
E
E
R
r

旨

g
a
p
F
0
3
O
R
e
-
B
R
R
O
E
u♀
ミ
弘
主
ミ
g
s
e
s

吉
宗
戸

目
立
ロ
明
日
告
色
・
5
A
q
-
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
『
グ
ラ
ム
シ
全
集
』

第
一
巻
、
山
崎
功
監
訳
、
合
同
出
版
、
一
九
六
一
年
(
引
用
の
訳
文
頁
づ

け
は
邦
訳
に
よ
る
)
。

E
n
E
F
何
百
2
H

自
己

E
E
C
-
冨
O
E
P
-同
月h
S
室
い
て
お
お
札
守
§
~
な
ナ
凶
守
警
句
・

九
叫
号
。
ぉ
t
h
t
N吐2
N
・

F
。
ロ
《
目
。
ロ
・

〈
2
8

・
N
C
2
・
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
/
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
『
ポ
ス
ト
・

マ
ル
ク
ス
主
義
と
政
治
』
山
崎
カ
ヲ
ル
・
石
沢
武
訳
、
大
月
書
店
、
二
0

0
0
年
。

旬
。E
F
E

宣
言
与

E
E
a

「
E

百
ω
習
目
。
国
唱
。
E

同
E
E
E
E

一
同
町
内
h
g
E

ロ
E

ミ
2
8

町
、2R
R
E

￡
5
2
E
J

『

ω
ω
玄
R
E
P
S
S
-

ヴ
ラ
ジ
ミ
l

ル
・
レ
l

ニ
ン
『
国
家
と
革
命
』
角
田
安
正
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
O
O

一
年
(
引
用
の
訳
文
頁
づ
け
は
邦
訳
に
よ
る

)
0

富
民
H
-
n
Rニ
∞
印
申
N
再
開
H
-
z
E
2
3
z
g
n
F
S。
-
8
5
2
0
5
一
ミ
同
司
E
・
ロ
。

カ
l

ル
・
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
』
『
マ
ル
H

エ
ン
全
集
』
第
二
二
巻

(
引
用
の
訳
文
頁
づ
け
は
邦
訳
に
よ
る
)
。

-
-
-
z
g
U
2
g

回
E
B
E

月
号

ω
E
Z
F
E

宮
門
件
。EH
ミ
』
門
司E

・
∞
「
ル

イ
・
ボ
ナ
バ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ

l

ル
十
八
日
」
『
マ
ル
H

エ
ン
全
集
』
第

八
巻
(
引
用
の
訳
文
頁
づ
け
は
邦
訳
に
よ
る
)

-
1
5
3
C
Z

巧
間
宮
司

E
n
o
s
-
ミ
同
唱
で
E

。

N
C・
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

内
乱
」
『
マ
ル
H

エ
ン
全
集
』
第
二
O
巻
(
引
用
の
訳
文
頁
づ
け
は
邦
訳
に

よ
る
)
。

-
1
5
8
b
E
P
B
F
E
-
-

口
一
足
同
司

E
-
M
印
・
『
資
本
書
第
三
巻
、
向

坂
逸
郎
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
(
引
用
の
訳
文
頁
づ
け
は
邦
訳
に

よ
る
)
。

M
Sロ
-
B
E
ω
'
Z
S
ω・
g
g
h
u
s
号
、
志
向
礼
町
宮
内
書
E
a
B
E
S
E

弘
之
、
問
宣
言
』
守
?

町
民
目
白
号3
2

一
同

富
田
唱
。5
5
s

・
『
資
本
主
義
国
家
の
構
造
』
田
口
富
久
治
・
山
岸
紘
一
訳
、
未

来
社
、
一
九
八
一
年
。

-
-
s
a

・
』
円
、
町
宮
門
『
ぬ
を
ど

g
R

『
町
吉
町
を
な
書
偽
-
E
3
.
2
河
『
国
家
・
権
力
・

社
会
主
義
』
田
中
・
柳
内
訳
、
ユ
ニ
テ
、
一
九
八
四
年

o

e
z

伊
丹
F
o
-
-
K
昨
O
R
S

苦
言
札
h
s
苦
え
主
立
を
号
・
明B
ロ
r
p民
自
己
富
民
ロ
一

富
円

r
E
u
f
-
a
w
gさ
ア
ル
プ
レ
ー
ト
・
ゾ
l

ン
H

レ
l

テ
ル
「
精

神
労
働
と
肉
体
労
働
』
寺
田
光
雄
・
水
田
洋
訳
、
合
同
出
版
、
一
九
七
五

年
(
引
用
の
訳
文
頁
づ
け
は
邦
訳
に
よ
る
)
。



116 • 

2004 

〈
公
募
論
文
〉

『
ア
ル
ヒl

フ
』
創
刊
前
後
再
考

【
『
客
観
性
』
論
文
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
】

社会思想史研究 No.28

三
笛
利
幸

序
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
i

パ
l

の
『
社
会
科
学
お
よ
び
社
会
政
策
の
認
識

の
「
客
観
性
」
』
(
以
下
『
客
観
性
』
)
が
、
一
九
O
四
年
に
『
社
会
科

学
・
社
会
政
策
ア
ル
ヒ
l

フ
』
L
3
P
3
H
W
司
めR
E
s
t
a
s
h
円
言
、
足
ミ

E
N
笠
宮
怠
お
な
の
「
創
刊
号
」
に
掲
載
さ
れ
て
ち
ょ
う
ど
一OO
年
が
経

過
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
周
知
の
ご
と
く
『
客
観
性
』
は
、
ヴ
ェ

l

パ
l

の
方
法
論
が
最
も
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
る
論
考
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
「
理
念
型
」
論
が
展
開
さ
れ
た
論
文
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
「
理
念
型
」
概
念
に
か
ん
す
る
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

な
い
し
、
「
理
念
型
」
と
い
う
方
法
論
は
|
|
理
解
や
誤
解
を
含
め
て

-
|
|
社
会
科
学
の
領
域
に
お
い
て
は
も
は
や
説
明
の
必
要
を
感
じ
さ
せ

人

な
い
ほ
ど
定
着
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
『
客

観
性
』
論
文
は
、
純
粋
に
「
理
念
型
」
概
念
の
説
明
の
た
め
に
書
か
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
綱
領
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
論
文
で
あ
り
、
題
名
か
ら
し
て
そ
れ
は
「
理
念

型
」
で
は
な
く
「
客
観
性
」
を
問
う
論
文
の
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
理
念
型
」
論
に
終
始
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た

『
客
観
性
』
論
文
を
、
本
稿
で
は
い
っ
た
ん
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
ア

ル
ヒ
l

フ
』
創
刊
号
の
一
論
文
と
し
て
み
て
み
よ
う
と
思
う
。
言
い
換

え
れ
ば
、
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
創
刊
前
後
の
事
情

を
ふ
く
め
、
『
客
観
性
』
論
文
で
示
さ
れ
た
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
ア

ル
ヒ
!
フ
』
の
綱
領
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
か
を
検
討
し
て
い

く
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
な
ぜ
ヴ
ェ
l

パ
l

は
雑
誌
の
綱
領



的
論
文
で
、
「
客
観
性
」
を
議
論
の
中
心
に
据
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か

を
探
り
た
い
。
そ
も
そ
も
、
ヴ
ェ

l

パ
ー
は
な
ぜ
『
客
観
性
』
と
題
す

る
論
考
を
雑
誌
創
刊
に
あ
た
っ
て
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
な

ぜ
「
こ
こ
に
客
観
性
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
」
(
『
客
観
距
』

L
E
H

切
印
)
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

ま
ず
は
『
客
観
性
』
が
掲
載
さ
れ
た
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
ア
ル

ヒ
l

フ
』
の
成
立
経
緯
を
検
証
し
、
そ
こ
か
ら
『
客
観
性
』
に
ヴ
ェl

パ
ー
が
託
し
た
問
題
意
識
を
探
り
出
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

〈公募論文) rアルヒ フ』創刊前後再考 三笛利幸

八
イ
ン
リ
ツ
ヒ
・
ブ
ラ
ウ
ン

『
客
観
性
』
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
ア
ル
ヒ

l

フ
』
の
「
創
刊
号
」
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
マ
リ
ア
ン
ネ
も
伝
え
る

と
お
り
(
『
伝
記
』
L
申
|
出
凶
川
N
S
I
N
N
N
)
、
正
確
に
は
『
社
会
科
学
・
社

会
政
策
ア
ル
ヒ
l

フ
』
は
、
『
社
会
立
法
・
統
計
ア
ル
ヒl
フ
』
L
『
S
3

冶
ご
q
h
a』h
c
s
高
き
s
h
g
h
Hめ
宮
司
令
奪
三
い
う
雑
誌
の
後
継
雑
誌
で

あ
り
、
純
粋
に
新
た
に
「
創
刊
」
さ
れ
た
雑
誌
で
は
な
同
。
旧
『
ア
ル

ヒ

l

フ
』
は
一
八
八
八
年
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
、
ブ
ラ
ウ
ン
国
包
ロ
ユ

n
F

W
5
5

の
編
集
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
で
、
一
九
O
三
年
に
通
算

一
八
巻
を
数
え
る
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。
新
『
ア
ル
ヒl
フ
』
が
一
九
巻

を
「
創
刊
号
」
と
す
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
ヴ
ェ

l

パ
ー
が
『
客
観

性
』
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
の
一
端
は
、
こ
う
し
た
新
旧
『
ア
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ル
ヒ
l

フ
』
の
〈
移
行
)
を
探
る
こ
と
で
理
解
で
き
そ
う
で
あ
針
。

旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
編
集
者
で
あ
る
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
・
ブ
ラ
ウ
ン

と
は
い
っ
た
い
何
者
か
。
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
人
物
だ
が
、

ま
ず
は
彼
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ブ
ラ
ウ
ン
は
一
八
五
四
年
に
ベ
ス
ト
(
現
在
の
ブ
ダ
ベ
ス
ト
の
ド
ナ
ウ

川
左
岸
)
に
生
ま
れ
た
。
ヴ
ェ

l

パ
ー
よ
り
も
ち
ょ
う
ど
一

O
歳
年
上

の
人
物
で
あ
る
。
ヴ
ィ
l

ン
大
学
で
シ
ュ
タ
イ
ン
円
。
店
員
4
0
ロ

ω
g
E

に
、
シ
ユ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
で
シ
ュ
モ
ラ

i
C
5
S
4
ω
n
v
s
o
-
-
R
な

ど
に
師
事
し
た
。
国
民
経
済
学
お
よ
び
統
計
学
を
学
び
、
研
究
者
の
道

を
目
指
す
も
教
職
に
は
就
け
ず
、
一
八
八
三
年
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
リ

l

プ
ク
ネ
ヒ
ト

d
E
E
E
E
§
E
2
Z

お
よ
び
カ
l

ル
・
カ
ウ
ツ
キ
l

同
時
=
内
E
Z
S
と
と
も
に
『
ノ
イ
エ
・
ツ
ア
イ
ト
』
-
b尽
ミ
s
h
N
3
H
R
を

創
刊
し
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
『
ノ
イ
エ
・
ツ
ア
イ

ト
』
は
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
S
P
D
の
理
論
誌
で
あ
る
。

し
か
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
ほ
ど
な
く
『
ノ
イ
エ
・
ツ
ア
イ
ト
』
の
編
集

を
降
り
る
。
そ
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
が
、
カ
ウ
ツ
キ
!
と

の
見
解
の
相
違
が
そ
の
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
石
。
カ
ウ

ツ
キ
!
と
扶
を
分
か
つ
形
に
な
っ
た
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
一
八
九

0
年
代
に

は
、
S
P
D
の
「
正
統
派
」
に
対
す
る
批
判
の
姿
勢
を
強
め
て
い
く
。

一
八
九
六
年
の
リ
リ
l

・
ブ
ラ
ウ
ン

E
q
回
g
E

と
の
結
婚
は
、
彼
ら

の
「
正
統
派
」
批
判
の
姿
勢
を
さ
ら
に
鮮
明
に
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。

多
少
回
り
道
に
な
る
が
、
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
顛
末
に
か
か
わ
る
と
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と
な
の
で
リ
リ

l

・
ブ
ラ
ウ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

ブ
ラ
ウ
ン
の
妻
リ
リ

l

は
、
s
p
D

の
女
性
解
放
運
動
家
と
し
て
有

名
で
あ
い
午
前
夫
ギ
シ
ユ
ツ
キ
の

g
認
さ
ロ
の
町
背
広
の
死
後
、S
P
D

に
入
党
し
た
り
リ
l

は
、
同
じ

S
P
D

に
い
た
女
性
解
放
活
動
家
ク
ラ

ラ
・
ツ
ェ
ト
キ

l

ン

n
z
g
N
巾
安
吉
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
一
八
九
五
年

に
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
出
会
う
こ
と
と
な
っ
た
。
女
性
問
題

研
究
所
設
立
の
た
め
の
資
金
援
助
を
求
め
て
い
た
リ
リ
l

に
、
ツ
ェ
ト

キ
1

ン
が
S
P
D

の
資
金
提
供
者
だ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
を
紹
介
し
た

の
で
あ
る
。

• 
ツ
ェ
ト
キ

1

ン
が
彼
ら
を
引
き
合
わ
せ
た
と
は
い
え
、
リ
リ
!
と
ツ
エ

ト
キ
l

ン
が
政
治
的
立
場
ま
で
同
一
だ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

「
正
統
派
」
に
属
す
る
ツ
ェ
ト
キ
ー
ン
と
、
リ
リ
i

は
ず
っ
と
対
立
を
繰

り
返
し
て
い
く
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
も
「
正
統

派
」
の
カ
ウ
ツ
キ
l

ら
と
対
立
し
て
お
り
、
結
婚
し
た
の
ち
二
人
は
、

と
も
に
「
修
正
主
義
」
の
立
場
か
ら
「
正
統
派
」
と
さ
ら
に
激
し
く
対

立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
性
格

話
を
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
創
刊
へ
も
ど
そ
う
。
一
八
八
八
年
に
ブ
ラ

ウ
ン
は
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
創
刊
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
触
れ
た

よ
う
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
S
P
D

に
お
け
る
位
置
の
た
め
に
、
当
然
の
よ
う

に
カ
ウ
ツ
キ
ー
か
ら
い
ち
早
く
批
判
を
受
け
た
。
彼
は
べ
l

ベ
ル
へ
の

書
簡
の
な
か
で
、
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
「
自
由
主
義
的
」
傾
向
を
批

判
し
て
い
ぷ
。
こ
う
し
た
カ
ウ
ツ
キ
!
の
反
応
か
ら
も
推
測
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
は
、
s
p
D

の
理
論
誌
で
あ

る
『
ノ
イ
エ
・
ツ
ア
イ
ト
』
に
は
批
判
的
な
、
す
く
な
く
と
も
そ
こ
か

ら
は
距
離
を
取
っ
た
位
置
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
が
、
『
ノ
イ
エ
・
ツ
ア
イ
ト
』

に
対
抗
す
る
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
で
は
な
る
ま
い
。

こ
と
は

S
P
D

内
部
の
争
い
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
、

新
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
〈
移
行
〉
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
場
合
、
ブ

ラ
ウ
ン
が
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
ど
う
い
う
性
格
の
雑
誌
と
し
て
創
刊

し
た
の
か
に
は
十
分
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
創
刊
号
冒
頭
に
ブ
ラ
ウ
ン
は
「
創
刊
に
寄
せ
て

N
R
E
E
g
m

」
と
題
し
た
小
文
|
|
原
著
べl
ジ
で
六
ペ
ー
ジ
ー
ー

を
載
せ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
そ
こ
で
、
労
働
者
階
級
の
出
現
を
、
現

時
の
経
済
変
動
の
ひ
と
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
み
て
、
次
の
よ
う
に
い

P
「
ノ
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国
家
は
、
そ
れ
特
有
の
諸
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
新
し
い
階
級
を

よ
り
多
く
調
査
し
、
彼
ら
の
特
別
な
要
求
を
と
く
に
考
慮
し
て
処
遇

す
る
法
律
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
「
創
刊
に
寄
せ
て
」
ニ
)



こ
の
社
会
立
法
の
要
請
は
、
深
刻
さ
を
増
し
た
労
働
者
問
題
へ
の
応

答
で
あ
る
し
、
ま
た
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
政
策
へ
の
批
判
を
も
意
味

し
た
。

〈公募論文> rアルヒーフ』倉Ij干Ij前後再考 三宮利幸

当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
工
業
化
と
都
市
化
と
と
も
に
、
一
八
七
三
年
に

は
じ
ま
る
「
大
不
況
」
に
よ
っ
て
社
会
問
題
な
か
ん
ず
く
労
働
者
問
題

が
先
鋭
化
し
て
き
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
社
会
主
義
運
動
も
高
揚
し
、

一
八
七
五
年
に
は
社
会
主
義
労
働
者
党

ω
。
N
E
E
-
田
岳
町
旨

σ
企
庁
巾
?

宮

E
U
E
E

旨
与
が
結
成
さ
れ
、
二
年
後
の
一
八
七
七
年
の
帝
国
議

会
選
挙
で
は
九
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
得
票
率
を
獲
得
す
る
。
こ
う
し
た
社

会
主
義
・
労
働
者
運
動
を
危
険
視
し
た
ピ
ス
マ
ル
ク
は
、
翌
一
八
七
八

年
に
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
を
制
定
し
、
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
社
会
保
険
を

充
実
さ
せ
、
い
わ
ゆ
る
「
飴
と
鞭
」
の
政
策
に
よ
っ
て
労
働
者
を
国
家

へ
と
統
合
し
よ
う
と
し
た
。
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
に
よ
っ
て
、
社
会
民

主
主
義
的
あ
る
い
は
社
会
主
義
的
な
結
社
・
集
会
や
印
刷
物
は
す
べ
て

禁
止
さ
れ
た
。

社
会
主
義
者
鎮
圧
法
の
い
っ
ぽ
う
で
、
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
た
社
会
政
策
は
、
具
体
的
に
は
一
八
八
三
年
の
疾
病
保
険
、
一
八

八
四
年
の
災
害
保
険
、
そ
れ
か
ら
一
八
八
九
年
の
老
齢

H

疾
病
保
険
な

ど
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ピ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
政
策
は
労
働
者
の
生

活
保
障
や
保
護
を
目
指
す
と
い
っ
た
「
本
来
」
の
社
会
政
策
の
目
的
を

も
?
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

社
会
主
義
運
動
の
進
展
に
た
い
し
て
、
労
働
者
階
級
を
社
会
政
策
に
よ
っ
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て
国
家
か
ら
の
「
恩
恵
」
の
受
益
者
と
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
を
現
体
制

の
支
持
者
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
は
創
刊
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
社
会
民
主
主
義
者
を
自
認
す
る
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
社
会
主
義
者
鎮
圧

法
下
に
あ
っ
て
社
会
民
主
主
義
的
活
動
を
非
合
法
化
さ
れ
な
が
ら
も
、

ギ
リ
ギ
リ
の
線
で
み
ず
か
ら
の
活
動
を
行
お
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
が

う
か
が
え
る
の
が
、
「
創
刊
に
寄
せ
て
」
に
お
け
る
次
の
一
文
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
も
の
(
「
立
法
」
を
指
す
|
|
引
用
者
)
の
整
備
に
お
い

て
最
も
重
要
な
前
提
の
ひ
と
つ
は
、
社
会
状
況
の
科
学
的
調
査
と
確

定
で
あ
る
。
こ
れ
な
し
で
は
、
立
法
者
は
確
固
と
し
た
基
盤
を
欠
き
、

よ
く
分
か
ら
ぬ
ま
ま
あ
ち
こ
ち
探
り
ま
わ
っ
て
、
自
分
の
仕
事
が
は

じ
ま
る
決
定
的
な
点
で
失
敗
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
(
「
創
刊
に
寄
せ

て
」
口
同
)

当
時
、
専
門
的
に
労
働
問
題
を
取
り
扱
う
雑
誌
は
珍
し
く
、
科
学
的

調
査
に
基
づ
い
て
、
正
確
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
が
旧
『
ア
ル
ビ
ー

フ
』
創
刊
当
時
に
ブ
ラ
ウ
ン
に
で
き
た
労
働
者
問
題
へ
の
最
大
の
寄
与

で
あ
っ
た
。
科
学
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
は
、
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
を

か
わ
す
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う
す
る
こ
と

が
当
時
の
社
会
政
策
・
社
会
立
法
へ
の
根
底
的
な
批
判
の
原
点
に
な
る

と
ブ
ラ
ウ
ン
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
科
学
性
は
、
ブ
ラ
ウ
ン



120 

に
と
っ
て
そ
し
て
旧
『
ア
ル
ヒ
1

フ
』
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
特
徴
で

• あ
っ
た
。わ

れ
わ
れ
は
科
学
的
検
討
を
い
い
、
そ
れ
を
こ
の
雑
誌
の
特
徴
と

し
た
。
実
際
、
雑
誌
の
性
格
は
最
終
的
に
科
学
的
な
性
格
と
な
る
べ

き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
た
え
ず

配
慮
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
性
格
は
制
約
を
受
け
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
の
雑
誌
に
お
い
て
、
社
会
統
計
お
よ
び
社
会
立
法
の
領
域
に
た
い

し
て
、
よ
り
自
由
で
あ
ら
ゆ
る
面
に
対
し
て
な
ん
の
制
約
も
受
け
な

い
研
究
の
場
が
生
み
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
研

究
は
、
そ
の
対
象
に
先
入
観
な
し
に
接
近
し
た
っ
た
一
つ
の
目
的
を

追
求
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
科
学
的
真
理
で
あ
る
。
(
「
創
刊
に
寄
せ

て
」
二
凶
)

の
ち
に
ブ
ラ
ウ
ン
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
「
社
会
問
題
の
最
も
重
要
な
部

分
を
科
学
的
に
研
究
す
る
中
心
」
を
作
り
出
す
と
い
う
目
的
の
も
と
に
、

旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
は
創
刊
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
科
学
性
ゆ
え
に
、

旧
『
ア
ル
ヒ
i

フ
』
は
党
派
を
超
え
て
寄
稿
者
を
募
り
、
執
筆
者
障
の

「
国
際
性
」
を
も
獲
得
し
た
こ
と
は
特
筆
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
誌
面
の
多
く
が
、
「
資
料
」
と
呼
ぶ

べ
き
法
律
原
文
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
調
査
結
果
で
あ
っ
た
り
し
た

た
め
、
の
ち
に
ヴ
ェ
l

パ
l

は
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
主
要
な
役
割
を

「
資
料
収
集
」
と
位
置
づ
け
た
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
旧
「
ア

ル
ヒ
l

フ
』
の
当
時
に
お
け
る
位
置
価
を
見
失
わ
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
、
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
下
に
お
い
て
か
ろ
う
じ
て
と
る
と
と
の
で

き
た
科
学
的
批
判
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
資
料
収
集
と

い
う
方
法
で
「
客
観
性
」
を
保
持
し
な
が
ら
学
問
的
批
判
を
企
図
す
る

と
い
う
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
位
置
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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『
ア
ル
ヒl
フ
』
売
却

こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
一

九
O
三
年
、
「
政
治
活
動
へ
の
専
念
」
(
「
告
別
の
辞
」
一

Z
U

見
回
同
芯
)
を

理
由
に
エ
ド
ガ
l

・
ヤ
ツ
フ
エ
開
企
同
』
即
時
血
に
売
却
す
る
。
で
は
、
と

の
「
政
治
活
動
」
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
実
は
ブ
ラ
ウ
ン
の
帝
国
議

会
議
員
へ
の
立
候
補
と
い
う
事
態
を
指
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
妨
害

に
遭
い
な
が
ら
も
、
一
九
O
三
年
の
帝
国
議
会
議
員
選
挙
に
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
・
ア
ン
・
デ
ア
・
オ
l

デ
ル
の
レ
l

ブ
ス
区
司
g
r
p
民
自
己
向

。
己
R
H
5
5

か
ら
立
候
補
し
、
名
演
説
家
と
評
さ
れ
る
妻
リ
リ
l

の
応

援
な
ど
に
よ
っ
て
当
選
を
果
た
し
た
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど

S
P
D

、
が
議

席
数
を
五
六
か
ら
八
一
へ
と
大
躍
進
さ
せ
、
第
二
党
と
な
っ
た
と
き
で

あ
る
。こ

こ
に
ブ
ラ
ウ
ン
の
い
う
「
政
治
活
動
へ
の
専
念
」
と
い
う
状
況
が

生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
旧
『
ア
ル
ヒ

l

フ
』
の
売
却
金
は
、
政
治
活
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動
の
た
め
の
活
動
資
金
に
あ
て
ら
れ
た
。
最
も
直
接
に
は
、
妻
リ
リ
!

と
と
も
に
一
九

O
一
二
年
に
新
た
に
雑
誌
『
ノ
イ
エ
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
』
3
h
s
h
c
sミ
宵
宮
、
吾
創
刊
す
る
た
め
の
資
金
と
し
て
使
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
雑
誌
を
売
却
し
た
う
え
で
、
新
た

に
雑
誌
を
創
刊
し
た
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
し
た
こ
と
が
必
要
だ
っ

た
の
か
。
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
売
却
し
、
そ
の
う
え
で
新
た
な
雑
誌

を
創
刊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
と
は
何
か
。

こ
こ
に
ブ
ラ
ウ
ン
は
ひ
と
つ
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
を
標
祷
す
る
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
編
集
者
で

あ
る
と
同
時
に
、
現
実
政
治
の
直
中
に
身
を
置
く
政
治
家
で
も
あ
る
と

い
う
状
態
で
は
、
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
科
学
性
・
不
偏
性
が
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
一
九

O
一
二
年
のS
P
D

の
ド
レ
ス

デ
ン
党
大
会
に
お
け
る
修
正
主
義
の
否
定
は
、
s
p
D

内
で
の
ブ
ラ
ウ

ン
(
夫
妻
)
の
立
場
を
苦
し
い
も
の
と
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
ブ

ラ
ウ
ン
は
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
科
学
的
不
偏
性
を
守
る
べ
く
そ
れ
を

売
却
し
て
編
集
者
を
別
に
委
ね
、
ま
た
、
い
っ
ぽ
う
で
政
治
的
活
動
を

展
開
す
る
場
と
し
て
『
ノ
イ
エ
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
を
創
刊
し
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
売
却
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
に
お
け

る
学
聞
と
政
治
の
区
別
の
実
践
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
そ
の
科
学
的
不
偏
性
と
い
う
性
格
を
守
る
べ
く
ブ
ラ
ウ
ン
が
手

放
し
た
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
、
ヴ
ェ
l

パ
l
(
た
ち
)
は
、
い
か
な
る

新
雑
誌
と
し
て
出
発
さ
せ
る
の
か
、
次
は
こ
の
点
を
探
っ
て
み
た
い
。
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四

資
本
主
義
の
文
化
意
義
を
問
う

旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
最
終
巻
で
あ
る
一
八
巻
に
は
回
目
頭
に
ブ
ラ
ウ
ン

の
手
に
よ
る
「
告
別
の
辞
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
す
で
に
触
れ
た
ブ
ラ
ウ

ン
の
「
政
治
活
動
へ
の
専
念
」
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

さ
ら
に
同
巻
の
巻
末
に
は
、
ヴ
ェ
l

パ
l

、
ゾ
ン
バ
ル
ト
、
ヤ
ツ
フ
エ

の
三
人
の
連
名
で
編
集
者
の
変
更
と
新
『
ア
ル
ヒl
フ
』
へ
の
誌
名
変

更
に
つ
い
て
予
告
し
た
「
移
行
予
告
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ー
ジ

も
題
名
も
付
さ
れ
て
い
な
い
、
原
文
で
わ
ず
か
三
ペ
ー
ジ
の
小
文
で
あ

る
が
、
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
へ
移
行
し
て
も
、
旧
「
ア
ル
ヒ
l

フ
』
創

刊
以
来
の
ご
般
的
性
格
は
全
く
変
わ
ら
な
い
」
と
し
、
「
実
践
的
問
題

と
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
研
究
を
促
進
す
る
こ
と
」
が
課
題
だ
と
明
言

し
て
い
る
。

編
集
者
は
替
わ
っ
て
も
、
創
刊
以
来
こ
の
雑
誌
に
特
有
の
一
般
的

性
格
に
は
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
い
っ
ぽ
う
で
事
実
を
、
他
方
で
は

動
機
と
実
践
的
帰
結
と
い
う
点
に
お
い
て
立
法
を
、
厳
に
不
偏
不
党

の
立
場
で
い
か
な
る
党
派
的
あ
る
い
は
学
派
的
見
解
に
も
縛
ら
れ
ず

に
分
析
す
る
と
い
う
科
学
の
手
段
に
よ
っ
て
、
実
践
的
か
よ
び
骨
会

政
策
的
研
究
を
促
進
す
る
こ
と
が
、
将
来
に
わ
た
っ
て
も
こ
の
雑
誌

の
主
要
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
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先
に
触
れ
た
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
「
創
刊
に
寄
せ
て
」
と
呼
応
す
る
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
分
か
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
雑
誌

の
科
学
的
性
格
と
い
う
点
は
、
新
旧
両
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
に
共
通
し
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
に
移
行
し
て
も
巻
数
を

通
算
に
し
た
の
は
、
前
身
誌
と
の
つ
な
が
り
を
あ
え
て
一
不
す
た
め
の
よ

う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
つ
な
が
り
は
科
学
的
性
格
と
い
う
点
に
だ

け
あ
る
の
で
は
な
い
。
内
容
に
か
か
わ
る
認
識
に
つ
い
て
も
つ
な
が
り

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
か
。
次
な
る
問
題
は
こ

こ
に
あ
る
。

そ
こ
で
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
創
刊
号
と
な

る
一
九
巻
に
掲
載
さ
れ
た
「
緒
言
。
巴
島
君
。
ユ
」
で
あ
る
。
編
集
者
一

同
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な
く

ヴ
ェ
1

パ
l

の
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
編
集
者
が
新
し
く
な

り
、
誌
名
も
変
更
す
る
が
、
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
と
重
要
な
点
に
お
い

て
は
共
通
認
識
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
以
下
の
三
点
が
そ

れ
ら
で
あ
る
。資

本
主
義
は
、
も
は
や
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
れ

ゆ
え
ま
さ
し
く
甘
受
す
べ
き
歴
史
的
発
展
の
所
産
で
あ
り
、
そ
れ
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
、
古
い
社
会
の
家
父
長
制
的
基
礎
に
も
ど
る
道
は
、

今
日
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
。

1 

2

そ
れ
ゆ
え
、
当
の
家
父
長
制
的
基
礎
に
適
合
し
た
社
会
秩
序

の
古
い
形
式
は
、
わ
れ
わ
れ
が
望
も
う
が
望
む
ま
い
が
、
経
済
生
活

の
条
件
が
変
化
に
適
応
で
き
る
新
し
い
形
式
に
席
を
譲
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
と
く
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
資

本
主
義
に
よ
り
階
級
と
し
て
ひ
と
た
び
創
出
さ
れ
、
そ
の
歴
史
的
特

性
を
意
識
す
る
に
い
た
っ
た
の
ち
に
は
、
そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
、

近
代
国
家
の
文
化
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
新
し
い
独
立
の
要
素
と
し

て
統
合
す
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
的
政
策
も
避
け
ら
れ
な
い
問

題
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

3

社
会
改
革
は
、
そ
れ
が
立
法
に
よ
る
介
入
と
い
う
形
式
を
と

る
か
、
ぎ
り
、
歴
史
的
に
引
き
継
が
れ
た
状
態
や
制
度
を
徐
々
に
「
有

機
的
」
に
改
変
し
て
い
く
結
果
で
し
か
な
く
、
そ
う
し
た
改
変
は
、

歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
状
況
に
か
ん
す
る
科
学
的
認
識
の
助
力
な
し

で
は
な
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
。
(
「
緒
言
」
L
〈
U

可
申
l
g
c
)

2004 社会思想史研究 NO.28

旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
編
集
者
ブ
ラ
ウ
ン
が
S
P
D

の
そ
れ
も
「
修

正
主
義
」
の
立
場
に
立
つ
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
以
上
の
認

識
は
た
し
か
に
ブ
ラ
ウ
ン
の
そ
れ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ

で
ヴ
ェ
l

パ
ー
ま
で
も
、
が
修
正
主
義
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
表
明
し
た

と
即
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

ヴ
エ
l

パ
l

は
、
唯
物
史
観
を
唯
一
真
な
る
究
極
の
法
則
と
す
る
こ

と
を
徹
底
的
に
拒
否
し
問
。
か
と
い
っ
て
ヴ
ェ

1
パ
l
は
、
し
ば
し
ば
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い
わ
れ
る
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
l

グ
に
堕
し
た
わ
け
で
は

決
し
て
な
く
、
労
働
者
階
級
の
問
題
と
い
う
ま
さ
に
資
本
主
義
の
矛
盾

の
発
現
を
直
視
す
る
と
い
う
姿
勢
を
堅
持
し
た
。
い
や
、
も
っ
と
正
確

に
い
え
ば
、
す
ぐ
後
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
十
九
世
紀
末
の
旧
『
ア

ル
ヒ
1

フ
』
時
代
と
は
時
代
状
況
が
異
な
り
、
今
日
、
労
働
者
問
題
は

よ
り
広
く
資
本
主
義
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
ヴ
エ
|

パ
l

は
考
え
た
の
で
あ
る
。
ド
グ
マ
と
化
し
た
唯
物
史
観
を
排
し
つ
つ
、

資
本
主
義
の
問
題
に
取
り
組
む
と
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
l

パ
l

に
と
っ
て
、

科
学
的
認
識
の
力
に
よ
り
な
が
ら
問
題
を
分
析
し
そ
し
て
そ
れ
を
鋭
く

批
判
し
て
い
く
と
い
う
方
針
が
み
え
て
く
る
の
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。

• 
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
認
識
を
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
か
ら
引
き
継
、
ぎ

つ
つ
、
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
で
は
次
の
二
点
を
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
。

ま
ず
第
一
に
、
批
判
的
研
究
報
告
の
拡
充
で
あ
る
。
旧
『
ア
ル
ヒ

l

フ
』
創
刊
当
時
、
ド
イ
ツ
国
内
で
は
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
に
よ
っ
て
自

由
な
出
版
活
動
が
制
限
さ
れ
、
ま
た
、
国
際
的
に
み
て
も
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
よ
う
な
労
働
者
問
題
に
か
ん
す
る
雑
誌
自
体
が
非
常
に
少
な
い

と
い
う
状
況
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
旧
『
ア
ル
ヒ

l

フ
』
の
果
た
す
べ

き
最
も
重
要
な
任
務
は
「
資
料
収
集
」
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
創
刊
か

ら
一
五
年
が
た
ち
、
国
際
的
に
も
同
種
の
雑
誌
が
充
実
し
て
き
た
事
情

に
鑑
み
、
「
資
料
収
集
」
の
た
め
に
誌
面
を
割
く
こ
と
を
大
幅
に
縮
小

Iぷ3

し
、
「
法
律
な
か
ん
ず
く
法
律
案
の
意
味
と
意
義
と
に
か
ん
す
る
立
ち

入
っ
た
批
判
的
研
究
報
告
」
を
重
視
す
る
と
い
う
方
針
転
換
を
う
ち
だ

し
た
の
で
あ
る
(
「
緒
言
」
U
〈
7
H
E
)。
と
れ
は
ヴ
ェ
l

パ
ー
に
よ
っ
て

『
ア
ル
ヒl
フ
』
が
よ
り
社
会
科
学
的
な
批
判
的
研
究
の
た
め
の
雑
誌
へ

と
そ
の
性
格
を
強
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
類
誌
に
も
で
き
る
「
資

料
収
集
」
と
い
う
役
割
は
、
と
り
あ
え
ず
は
他
誌
に
ま
か
せ
、
新
『
ア

ル
ヒ
l

フ
』
は
、
ヴ
ェ
l

パ
ー
ー
ー
と
『
ア
ル
ヒ

l

フ
』
へ
の
寄
稿
者

ー
ー
が
手
が
け
る
科
学
的
・
批
判
的
研
究
に
そ
の
活
動
の
重
心
を
移
動

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
第
一
の
変
更
点
と
と
も
に
、

の
点
で
あ
る
。

い
や
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
次

今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
雑
誌
は
、
資
本
主
義
発
展
の
一
般
的
な
文
化

意
義
の
歴
史
的
お
よ
び
理
論
的
な
認
識
を
ほ
か
な
ら
ぬ
学
問
的
な
問

題
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
究
明
の
た
め
に
本
誌
は
あ
る

の
だ
。
(
「
緒
言
」H
J
r
g
H
)

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
資
本
主
義
発
展
の
一
般
的
な
文
化
意
義

の
歴
史
的
お
よ
び
理
論
的
な
認
識
」
を
こ
そ
、
ヴ
ェi
パ
l

は
新
『
ア

ル
ヒ
l

フ
』
で
追
求
し
、
あ
き
ら
か
に
す
べ
き
最
重
要
課
題
と
し
た
の

で
あ
討
。
ヴ
ェ
l
パ
!
と
し
て
は
、
科
学
性
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
労
働

者
問
題
と
い
う
「
狭
い
」
問
題
設
定
の
下
で
資
料
収
集
的
性
質
の
強
か
っ

こ
の
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た
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
か
ら
、
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
に
生
ま
れ
変
わ
る

こ
と
で
、
よ
り
包
括
的
に
資
本
主
義
の
文
化
意
義
を
問
う
と
い
う
問
題

設
定
へ
と
拡
大
し
た
。
『
客
観
性
』
論
文
は
、
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
マ

ニ
フ
エ
ス
ト
と
し
て
、
「
資
本
主
義
の
文
化
意
義
」
を
問
う
と
い
う
ま
さ

に
そ
の
た
め
の
方
法
論
的
基
礎
と
し
て
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。

• 
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
雑
誌
の
最
も
固
有
な
研
究
領
域
を
、

い
八
骨
の
社
会
時
全
貯
と
そ
の
歴
史
的
な
組
織
形
態
の
、
怯
人
骨
骨
砕
仏
町

構
造
が
も
っ
一
般
的
な
文
化
意
義
を
科
学
的
に
研
究
す
る
こ
と
と
規

定
す
る
。
(
『
客
観
性
』
一
岡
田
H
B
)

こ
こ
に
科
学
性
あ
る
い
は
科
学
的
「
客
観
性
」
の
意
味
も
旧
『
ア
ル

ヒ
l

フ
』
の
そ
れ
と
は
変
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
客
観
性
」
の
意
義
転
換
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
不
偏
不
党
に
、

正
確
に
資
料
収
集
を
お
な
う
と
い
う
「
客
観
性
」
か
ら
、
積
極
的
か
っ

批
判
的
に
「
資
本
主
義
の
文
化
意
義
」
を
問
う
た
め
の
「
客
観
性
」
を

論
じ
る
必
要
が
出
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
ウ
ェ

l

パ
l

を

取
り
巻
く
当
時
の
学
問
状
況
へ
の
批
判
と
重
な
り
合
っ
て
展
開
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

五

『
流
出
論
」
と
『
自
然
主
義
的
一
元
論
』

2004 

ヴ
ェ
!
パ
l

は
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
編
集
を
引
き
受
け
る
こ
と
に

な
っ
た
一
九

O
三
年
に
、
「
た
め
息
の
出
る
よ
う
な
論
文
」
と
マ
リ
ア
ン

ネ
の
評
す
る
ロ
ツ
シ
ャ
l
m
g
n
F
巾
♂
需
の
・
同
批
判
の
論
文
を
世
に

(
盟
)

問
う
た
。
そ
こ
で
ヴ
ェ

l

パ
l

は
ロ
ツ
シ
ャ
l

の
「
流
出
論
」
批
判
を

展
開
し
て
い
る
。

サ
ヴ
イ
ニ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
歴
史
法
学
派
は
、
「
民
族
精
神

〈
♀
宮
唱
互
」
を
形
而
上
学
的
性
質
を
持
つ
統
一
的
な
実
在
的
存
在
と
と

ら
え
、
こ
の
「
民
族
精
神
」
か
ら
全
て
の
個
別
現
象
が
流
出
し
て
く
る

と
い
う
「
流
出
論
」
を
と
な
え
た
。
ド
イ
ツ
歴
史
法
学
派
の
影
響
下
に

あ
る
ロ
ッ
シ
ャ

l

も
同
様
に
、
個
別
現
象
の
因
果
的
把
握
を
拒
否
し
、

歴
史
的
社
会
的
諸
連
関
の
有
機
的
統
一
性
を
実
体
視
す
お
。
ヴ
ェ

l
パ
ー

は
、
こ
う
し
た
何
ら
か
の
形
而
上
学
的
実
体
を
前
提
し
、
そ
こ
か
ら
す

べ
て
の
現
象
が
流
出
し
て
く
る
と
い
う
「
流
出
論
」
に
断
固
と
し
て
反

対
し
た
。
こ
の
一
九

O
一
二
年
の
ロ
ツ
シ
ャl
論
文
に
続
き
、
一
九
O
五

六
年
に
ク
ニ
l

ス
関
巳
2

・
円
。
・
〉
・
に
つ
い
て
の
論
文
も
発
表
し

た
が
、
そ
こ
で
も
一
貫
し
て
「
流
出
論
」
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
あ
る

実
体
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
を
演
鐸
す
る
「
流
出
論
」
は
、
全

く
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
実
は
こ
う
し
た
「
流
出
論
」
と
同
じ
思
考
|
|
「
自
然
主
義

社会思想史研究 No.28
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的
つ
ま
柵
」
|
|
が
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
の
あ
い

だ
「
方
法
論
争
」
を
た
た
か
わ
せ
た
「
二
つ
の
国
民
経
済
学
」
の
な
か

に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
ヴ
ェ
i

パ
l

は
見
抜
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
「
こ
こ
に
客
観
性
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
」

と
い
う
一
文
の
直
前
で
、
ヴ
ェ

l

パ
l

は
「
理
論
的
考
察
形
式
と
歴
史

的
考
察
形
式
」
と
い
う
「
二
つ
の
国
民
経
済
学
」
が
「
一
見
架
橋
し
が

た
い
深
淵
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
学
問
状
況
す
な
わ
ち

「
方
法
論
争
」
に
お
け
る
両
者
の
対
立
に
言
及
し
て
い
る
(
『
客
観
性
』
一

5
7
E
)

。
こ
の
ご
一
つ
の
国
民
経
済
学
」
の
う
ち
、
「
理
論
的
考
察
形

式
」
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
を
、
「
歴
史
的
考
察
形
式
」
は
歴
史
学
派
を

指
し
て
い
る
。
ヴ
エ
l

パ
l

は
対
立
す
る
両
者
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る

「
流
出
論
」
的
思
考
、
す
な
わ
ち
「
自
然
主
義
的
二
冗
論
」
(
『
客
観
性

T

H
E
N
E

印
)
を
鋭
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
歴
史
学
派
ー
ー
ー
と

く
に
シ
ュ
モ
ラ
i

を
指
す
|
|
に
対
し
て
ヴ
ェ
l

パ
l

が
言
う
と
こ
ろ

み
て
み
よ
う
。

• 
-
す
べ
て
の
認
識
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
文
化
認
識
が
、
到
達

し
た
い
と
努
力
し
、
ま
た
遠
い
将
来
で
は
あ
っ
て
も
到
達
し
う
る
理

想
は
、
そ
こ
か
ら
現
実
が
「
演
鐸
」
さ
れ
る
よ
う
な
学
説
の
体
系
で

あ
る
、
と
い
う
考
え
が
|
|
歴
史
学
派
の
代
表
者
(
シ
ユ
モ
ラ1
1
1

引
用
者
)
に
も
ー
ー
ー
繰
り
返
し
現
れ
て
い
る
。
(
『
客
観
性
』
凶
戸
困
対

H
a
)
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さ
ら
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
|
|
|
い
う
ま
で
も
な
く
カi
ル
・
メ
ン

ガ
l
n
E

一
宮g
m
m
円
、
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る11

に
対
し
て
は
次
の
よ

う
に
一
言
う
。

こ
の
理
論
の
創
設
者
(
メ
ン
ガ
l
!
|

引
用
者
)
が
、
最
初
に
か
っ

た
だ
ひ
と
り
成
し
遂
げ
た
法
則
的
認
識
と
歴
史
的
認
識
と
の
原
理
的
、

方
法
的
区
別
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
抽
象
理
論
の
諸
命
題
に
、

「
法
則
」
か
ら
現
実
が
演
縛
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
経
験
的
な
妥
卦

性
を
要
求
し
た
。
(
『
客
観
性
』
口
広
叶

l
H
g

ム
。
叶
)

ロ
ツ
シ
ャ
l
(
や
ク
ニ
l

ス
)
が
、
「
流
出
論
」
に
よ
っ
て
形
而
上
学

的
実
体
か
ら
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
と
同
様
に
、
シ
ユ

モ
ラ
l

、
メ
ン
ガ
l

も
と
も
に
、
学
説
や
法
則
か
ら
す
べ
て
の
現
実
が

演
鐸
さ
れ
る
と
い
う
一
元
論
的
思
考
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
ヴ
ェ

l

パ
ー
に
は
、
こ
う
し
た
思
考
で
は
決
し
て
「
文
化
意

義
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
料
、
学
問
の
「
客
観
性
」
を

危
う
く
す
る
も
の
と
さ
え
思
え
た
。
そ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
「
こ
こ
に
客
観
性
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
」
と
い
う
一
文
の
前

で
、
わ
ざ
わ
ざ
「
方
法
論
争
」
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か

が
え
よ
う
。

「
方
法
論
争
」
に
お
い
て
、

実
り
あ
る
交
錯
は
な
く
、
た
だ
「
二
つ
の
国
民
経
済
学
」
の
あ
い
だ
に
、

「
架
橋
し
が
た
い
深
淵
」
が
横
た
わ
っ
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て
い
る
と
ヴ
エ
|
パ
l

は
み
た
。
「
歴
史
学
派
の
子
」
を
自
認
し
、
ま

た
、
メ
ン
ガ
ー
か
ら
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
て
い
る
ヴ
エ
|
パ
ー

に
は
、
そ
れ
を
対
岸
の
火
事
と
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
だ
け
で
も
、
ヴ
ェ
l

パ
l

が
方
法
論
的
な

議
論
の
深
化
の
必
要
性
を
感
じ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
ヴ
ェ
l

パ
l

は
、
こ
の
「
方
法
論
争
」
を
不
毛
な

も
の
と
し
て
い
る
原
因
を
、
歴
史
学
派
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
に
共
通

「
自
然
主
義
的
三
冗
論
」
だ
と
看
破
し
た
。

• し
た

そ
の
結
果
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
引
く
か
ぎ
り
で
、
フ
イ

ヒ
テ
以
来
の
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
、
ド
イ
ツ
歴
史
法
学
派
の
業
績
お

よ
び
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
経
済
学
の
研
究
が
、
自
然
主
義
的
ド
グ
マ
の

侵
入
に
た
い
し
て
、
強
力
な
堤
防
を
築
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し

か
も
部
分
的
に
は
む
し
ろ
ま
さ
に
こ
の
研
究
の
結
果
と
し
て
、
決
定

的
な
場
所
で
、
自
然
主
義
的
観
点
が
い
ま
だ
に
克
服
さ
れ
な
い
で
い

る
。
と
く
に
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
専
門
に
お
い
て
、
「
理
論

的
」
研
究
と
「
歴
史
的
」
研
究
と
の
関
係
が
い
ま
だ
に
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
(
『
客
観
性
』
一
回
匂
川
忌
印
)

「
方
法
論
争
」
は
豊
か
な
方
法
論
上
の
成
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の

み
な
ら
ず
、
「
自
然
主
義
的
一
元
論
」
に
よ
っ
て
、
学
問
の
「
客
観
性
」

の
危
機
的
状
況
を
招
来
し
た
。
時
あ
た
か
も
、
新
『
ア
ル
ヒ
1

フ
』
へ

の
〈
移
行
〉
に
際
し
て
「
客
観
性
」
の
意
義
転
換
を
必
要
と
し
て
い
た

ヴ
ェ
l

パ
l

に
と
っ
て
、
「
方
法
論
争
」
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
客
観

(
お
〉

性
」
の
問
題
は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
言
い

換
え
れ
ば
、
『
ア
ル
ヒi
フ
』
の
〈
移
行
〉
の
時
期
に
、
ヴ
ェl
パ
ー
が

「
流
出
論
」
批
判
、
「
自
然
主
義
的
二
元
論
」
批
判
を
展
開
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
況
が
重
な
る
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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結

論

以
上
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ェ
l

パ
l

は
、
雑
誌
の
根
本
的
性
格
で
あ
る
科
学
性
・
不
偏
性
を
旧
『
ア
ル

ヒ
l

フ
』
か
ら
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
役
割
は
資
料
収
集
か
ら
批
判

的
研
究
、
な
か
ん
ず
く
「
資
本
主
義
の
文
化
意
義
」
の
解
明
へ
と
重
心

を
移
動
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
こ
に
雑
誌
の
〈
移
行
〉
に
よ
る
「
客

観
性
」
の
意
義
転
換
が
必
要
と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
時
に
、
ヴ
ェ

1

パ
ー

は
「
方
法
論
争
」
に
よ
る
「
客
観
性
」
の
危
機
に
直
面
し
た
。
ロ
ッ

シ
ャ
l

論
文
で
す
で
に
展
開
し
た
「
流
出
論
」
批
判
と
同
様
、
「
自
然
主

義
的
一
元
論
」
へ
の
徹
底
し
た
批
判
な
し
に
は
「
客
観
性
」
は
獲
得
し

得
な
い
と
ヴ
ェ
!
パ
l

は
考
え
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
l

パ
ー
が
、
新
『
ア

ル
ヒ
l

フ
』
の
回
目
頭
に
『
客
観
性
』
論
文
を
執
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
重
層
的
な
事
情
が
こ
こ
に
う
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
『
客
観

性
』
論
文
に
お
い
て
は
「
理
念
型
」
概
念
に
多
く
の
紙
幅
が
あ
て
ら
れ
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て
い
る
。
し
か
し
、
決
し
て
ヴ
エ
|
パ
l

は
方
法
論
の
た
め
の
方
法
論

を
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
『
客

観
性
』
論
文
は
、
ヴ
ェ
l

パ
l

独
自
の
問
題
設
定
と
「
客
観
性
」
の
基

礎
付
け
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

『
客
観
性
』
論
文
以
降
、
ヴ
ェ
l

パ
l

は
自
ら
課
し
た
「
資
本
主
義
の

文
化
意
義
」
を
問
う
と
い
う
課
題
の
具
体
的
な
研
究
へ
と
進
ん
で
い
っ

た
。
周
知
の
如
く
そ
の
最
初
の
試
み
は
、
『
客
観
性
』
に
引
き
続
き
新

『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
第
二
O
巻
お
よ
び
第
二
一
巻
に
発
表
さ
れ
た
『
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
〈
精
神
〉
』
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
資
本
主
義
の
文
化
意
義
」
を
問
う
と
い
う
課
題
は
、
『
ア
ル

ヒ
l

フ
』
の
み
な
ら
ず
、
ヴ
ェ
l

パ
l

自
身
の
生
涯
に
わ
た
る
研
究
の

基
調
を
な
す
課
題
と
も
な
っ
た
。
『
宗
教
社
会
学
論
集
』
第

1

巻
冒
頭

で
、
ヴ
ェ
l

パ
ー
が
「
い
か
な
る
状
況
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
ま
ぎ
れ
も

な
い
西
洋
と
い
う
地
に
、
そ
し
て
た
だ
西
洋
の
み
に
、l
ー
す
く
な
く

と
も
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
考
え
る
よ
う
に
|
|
普
遍
的
な53
3

忌
意
義

と
妥
当
性
と
を
も
っ
発
展
傾
向
を
示
す
文
化
現
象
が
現
れ
た
の
か
」
(
「
序

一
言
」
一
7
g

と
問
う
と
き
、
そ
こ
に
は
「
資
本
主
義
の
文
化
意
義
」
が
、

さ
ら
に
比
較
文
化
史
的
|
普
遍
史
的
に
拡
大
さ
れ
た
う
え
で
追
求
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
う
し
た
ヴ
ェ
l

パ
l

の
思
想
的
展

開
に
つ
い
て
は
次
な
る
研
究
課
題
と
し
た
い
。

(
み
と
ま
・
と
し
ゆ
き
/
相
関
社
会
科
学
・
社
会
思
想
史
)
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注(
1
)
以
下
、
す
べ
て
『
客
観
性
』
論
文
の
訳
書
ベ
l

ジ
は
折
原
補
訳
の
該
当

ペ
ー
ジ
数
を
記
し
た
。
し
か
し
折
原
補
訳
で
は
と
の
一
文
は
脱
落
し
て
し

ま
っ
て
い
て
(
第
七
刷
現
在
)
、
当
該
ベ
l

ジ
に
こ
の
一
文
は
存
在
し
な

い
が
、
本
来
記
載
が
あ
る
は
ず
の
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
て
お
い
た
。
同
-
訳
書

、
が
第
七
刷
と
な
る
に
あ
た
り
、
巻
末
の
「
第
七
刷
り
へ
の
あ
と
が
き
」
で

訂
E
す
る
旨
が
記
さ
れ
た
(
折
原
N
S
ω
ゐ
包
)
。
な
お
、
旧
訳
で
あ
る
富

永
・
立
野
訳
『
客
観
性
』
で
は
こ
の
一
文
は
訳
出
さ
れ
て
い
た
。

(
2
)以
下
で
は
、
『
社
会
立
法
・
統
計
ア
ル
ヒl
フ
』
を
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
と

呼
び
、
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
ト
ど

呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
両
方
を
指
す
場
合
は
、
た
ん
に
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
左

表
記
す
る
か
、
あ
る
い
は
新
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
と
記
す
。

(
3
)先
駆
的
に
は
安
藤
英
治
に
よ
る
研
究
(
安
藤s
a
L
女
藤
巴
由N
)
が
存
在

す
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
そ
こ
に
は
誤
解
や
間
違
い
が
含
ま
れ
て
い

た
。
後
出
注

(
U
)
参
照
。
ま
た
そ
の
後
、
水
田
洋
に
よ
る
小
文
(
水
田

呂
田
)
お
よ
び
亀
嶋
庸
一
の
研
究
(
亀
嶋
忌
由
日
)
が
現
れ
た
が
、
前
者
は

旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
な
か
ん
ず
く
ブ
ラ
ウ
ン
を
検
討
の
中
心
と
す
る
七

ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
小
文
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
は
詳
し
い
研
究
で
は
あ
る
が
、

ベ
ル
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
研
究
の
一
環
と
し
て
の
論
考
で
、
い
き
お
い
ベ
ル
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
ー
!
な
か
ん
ず
く
修
正
主
義
ー
ー
と
の
関
連
を
強
く
意
識
し

た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
私
は
結
論
を
同
じ
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

ま
た
、
な
に
よ
り
『
客
観
性
』
と
の
関
連
を
問
題
と
し
て
は
い
な
い
。

(
4
)
ブ
ラ
ウ
ン
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
二
番
目
の
妻
で
あ
る
ブ
ラ
ウ
ン

フ
オ
|
ゲ
ル
シ
ユ
タ
イ
ン
に
よ
る
伝
記
回EE
l

〈
。
間
色
民
盟
国
巴
旬
、
お
よ

び
、
水
田
呂
田
、
亀
嶋
5
8

、

F
B
n
F
E
N
c
-
-
な
V
乙
を
参
照
し
た
。

(
5
)
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
亀
嶋

H
S
日
L
E

を
参
照
。

(
6
)リ
リ

l

・
ブ
ラ
ウ
ン
に
つ
い
て
の
以
下
の
記
述
は
、
ピ
円
安
伶
M
g
c、
宮
a
E

忌
∞
印
な
ど
を
参
照
し
て
い
る
。
な
お
、
リ
リ
!
の
著
作
、
二
次
文
献
な
ど
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を
知
る
に
は
、
E
R
F
Z
N
8
0

巻
末
の
文
献
表
が
役
立
つ
。

(
7
)
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
ピ
胃
F
W
O
N
S
C忌
申
1
8

を
参
照
。

(
8
)
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
創
刊
当
時
の
こ
と
を
回
顧
し
て
次
の

よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
私
が
一
五
年
以
上
も
前
に
、
社
会
問
題
の
最
も
重
要
な
部
分
を
科
学

的
に
研
究
す
る
中
心
を
作
り
出
す
た
め
に
、
こ
の
ア
ル
ヒ
l

フ
を
世
に
送

り
出
し
た
と
き
、
社
会
立
法
は
そ
の
最
初
期
段
階
で
し
か
な
か
っ
た
し
、

社
会
政
策
へ
の
関
心
も
|
|
社
会
民
主
主
義
政
党
の
人
々
己
再
開
同
色
招
待
円

E
N
E
E
O
B。
宵
笠
宮
厚
ロ
E
H
H
E
を
除
い
て
は
|
|
わ
ず
か
し
か
な
か
っ

た
。
(
「
告
別
の
辞
」
一
〈
H

見
。
)
」

(
9
)
ヴ
ェ
l

パ
ー
は
当
時
の
状
況
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

「
ア
ル
ヒl

フ
が
創
刊
さ
れ
た
と
き
、
編
集
者
に
は
資
料
収
集
宮
巳2

E
E
呂
田
-
E
闘
が
果
た
す
べ
き
最
も
重
要
な
任
務
と
し
て
念
頭
に
浮
か
ん

で
い
た
。
そ
し
て
ま
ち
が
い
な
く
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
当
時
と
し

て
は
全
く
正
し
い
思
想
、
す
な
わ
ち
、
散
在
し
て
い
る
社
会
統
計
デ
ー
タ

と
、
お
な
じ
く
、
次
々
と
増
加
し
て
い
る
社
会
立
法
と
を
集
め
、
整
然
と

配
置
し
て
公
刊
す
る
機
関
誌
を
つ
く
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

思
想
で
あ
っ
た
。
(
「
緒
言
」
・
〈
H
H
∞
N
)」

(
ω
)注
(
8
)
参
照
。

(
U
)ヴ
ェ
l

パ
l

は
、
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
「
科
学
性
」
と
「
国
際
性
」
を

次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

「
こ
の
雑
誌
の
科
学
的
性
格
は
当
初
か
ら
強
調
さ
れ
た
(
そ
れ
と
と
も

に
、
創
刊
者
の
人
格
が
強
く
影
響
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
)
た
め
、
最
初
か

ら
寄
稿
者
は
、
た
ん
に
あ
ら
ゆ
る
国
々
か
ら
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
党

派
的
陣
営
か
ら
も
構
成
さ
れ
た
。
『
ア
ル
ヒl
フ
』
は
、
わ
れ
わ
れ
の
専

門
領
域
に
お
い
て
、
た
ん
に
国
際
的
な
だ
け
で
な
く
、
本
当
に
「
超
党
派

的
」
な
最
初
の
雑
誌
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
「
緒
言
」
一
回

H
H
寸
寸
)
」

『
ア
ル
ヒl
フ
』
と
い
う
雑
誌
自
体
の
性
格
に
つ
い
て
、
そ
の
〈
移
行
〉

に
ま
で
立
ち
入
っ
て
研
究
し
た
先
駆
は
安
藤
英
治
で
あ
る
。
し
か
し
、
安

藤
は
こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
を
、
旧
『
ア
ル
ヒl
フ
』
で
は
な
く
、
新

『
ア
ル
ヒl
フ
』
の
性
格
だ
と
誤
認
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
安
藤

は
新
『
ア
ル
ヒ
1

フ
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
特
性
が
予
告
さ
れ
て
い
る
土

紹
介
し
た
。

「
:
:
新
雑
誌
(
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
指
す
|
|
引
用
者
)
に
は
も

う
ひ
と
つ
の
特
性
が
生
ま
れ
る
こ
左
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

国
際
性
と
、
今
日
の
言
葉
で
い
う
学
際
性
(
上
記
引
用
中
で
い
う
「
超
党

派
的
」
性
格
1
1
|

引
用
者
)
主
で
あ
る
。
事
実
、
創
刊
に
備
え
て
準
備
さ

れ
た
論
文
一
覧
に
は
、
パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
、
ハl
グ
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

の
各
大
学
の
教
授
の
作
品
名
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
お
り
、
新
刊
の
第
一
一
冊

以
降
に
は
現
実
に
各
国
の
学
者
が
寄
稿
し
て
い
る
。
(
安
藤
S
S

・

8
∞
)
」

雑
誌
の
「
国
際
性
」
「
学
際
性
」
は
あ
く
ま
で
も
新
『
ア
ル
ヒ

1

フ
』
の

特
性
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
す

で
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
「
国
際
性
」

「
学
際
性
」
は
冊
『
ア
ル
ヒ
|
フ
』
に
認
め
ら
れ
た
特
性
な
の
で
あ
る
。
先

の
引
用
の
直
前
の
部
分
に
も
同
じ
趣
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

「
『
ア
ル
ヒl

フ
』
の
こ
う
し
た
独
特
の
問
題
設
定
に
は
、
お
の
ず
か
ら

い
ま
ひ
と
つ
の
特
性
を
と
か
か
っ
た
。
:
:
こ
う
し
て
、
観
察
範
囲
を
で

き
る
か
ぎ
り
広
い
地
域
に
系
統
的
に
拡
大
し
た
こ
と
で
、
『
ア
ル
ヒ

1

ブ
』

は
、
同
じ
専
門
の
他
の
機
関
誌
よ
り
は
る
か
に
強
い
「
国
際
的
」
性
格
を

帯
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
内
容
上
の
国
際
性
は
、
実
際
的
な
理

由
か
ら
お
の
ず
と
執
筆
者
の
国
際
性
と
な
っ
た
。
第
1

号
か
ら
、
執
筆
者

の
範
囲
呂
S
H
U
E常
兵
2
5

は
す
べ
て
の
文
化
世
界
を
包
摂
し
、
部
分
的

に
は
目
立
っ
て
外
国
か
ら
の
執
筆
者
を
優
遇
さ
え
し
た
。
(
「
緒
言
」
一
回
白
円

什
口
∞
ー
コ
叶
)
(
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
)
」

引
用
中
に
傍
点
を
ふ
っ
た
よ
う
に
、
「
国
際
性
」
が
指
摘
さ
れ
る
文
脈

は
す
べ
て
過
去
形
で
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
文
脈
か
ら
考
え
て
も
、
こ
れ
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は
旧
『
ア
ル
ヒ
1

フ
』
の
特
性
で
あ
っ
て
、
新
『
ア
ル
ヒ
|
ブ
』
に
つ
い

て
の
予
告
で
は
な
い
。

安
藤
の
こ
う
し
た
事
実
誤
認
は
、
ヴ
ェ
l

パ
l

が
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』

を
「
新
し
い
雑
誌

5
5
N
a
z
n
E

骨
」
(
「
緒
一
言
」
・
回
日
ロ
印
)
と
呼
ん
で
い

る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
l

パ
!
と
し
て
は
、
旧
『
ア
ル
ビ
ー
フ
』

創
刊
当
時
に
は
と
の
よ
う
な
性
格
の
雑
誌
は
存
在
せ
ず
、
そ
う
し
た
状
況

に
新
し
い
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
旧
『
ア
ル
ヒl
フ
』

を
「
新
し
い
雑
誌
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
安
藤
は
「
新
し

い
雑
誌
」
は
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
だ
と
合
点
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
最
近
の
研
究
で
も
こ
う
し
た
誤
解
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
向
井
守
は
、
新
『
ア
ル
ヒ
!
フ
』
の
「
緒
言

。
巳
2
7
2
1

」
を
紹
介
す
る
際
に
、
安
藤
と
同
じ
よ
う
に
旧
『
ア
ル
ヒ
ー

プ
』
の
特
徴
を
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
そ
れ
だ
と
誤
解
し
て
し
ま
っ
て
い

る
(
向
井
巴
ミ
ゐ
ミ

8
g

。

さ
ら
に
新
旧
ア
ル
ヒ
l

フ
に
つ
い
て
も
っ
と
重
大
な
事
実
誤
認
を
し
て

い
る
の
が
グ
リ
ー
ン
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
、
旧
『
ア
ル
ヒ
|
ブ
』
を

『
シ
ユ
モ
ラl
年
報
』
と
混
同
し
て
し
ま
い
、
旧
『
ア
ル
ヒ
|
フ
』
に
「
講

壇
社
会
主
義
の
機
関
誌
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
し
ま
う
(
グ
リ
ー

ン
N
g
?
N
E
)
0こ
の
極
め
て
単
純
な
|
|
し
か
し
重
大
な
|
|
事
実
誤

認
の
た
め
に
、
さ
ら
に
事
実
と
は
か
け
離
れ
た
記
述
が
続
い
て
し
ま
う
。

「
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
l

パ
ー
は
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
博
覧
会
の
た
め
ア
メ

リ
カ
に
渡
っ
た
。
ま
た
『
社
会
科
、
学
・
社
会
政
策
雑
誌
』
を
引
き
継
ぐ
。

そ
の
前
身
『
社
会
立
法
・
統
計
雑
誌
』
は
講
壇
社
会
主
義
の
機
関
誌
で

あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
政
治
的
偏
見
を
排
除
し
、
よ
り
厳
格
な
「
価
値
自
由

性
」
を
要
求
し
た
。
(
グ
リ
ー
ン
N
g
ω
一
回
∞
)
」

こ
れ
で
は
政
治
的
偏
見
に
満
ち
た
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
廃
し
て
、
科

学
的
・
客
観
的
な
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
ヴ
エ
|
パ
ー
が
立
ち
上
げ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
事
実
は
全
く
違
う
。
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
が
す
で
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に
科
学
性
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
の
ち
に
あ
き
ら
か
に
す
る
よ
う

に
、
新
『
ア
ル
ヒ
|
ブ
』
は
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
注
(
9
)
参
照
。

(
お
)
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
旧
ア
ル
ヒ
l

フ
の
試
み
が
当
時
ど
こ
ま
で
成
功
し
、

ま
た
、
有
効
で
あ
っ
た
か
は
別
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
M
)ヤ
ッ
フ
ェ
が
旧
『
ア
ル
ヒ

l

フ
』
を
買
収
し
、
ヴ
ェ
l

パ
!
と
ヴ
ェ
ル

ナ
1

・
ゾ
ン
バ
ル
ト
害

2
2

∞
S
U
E

を
編
集
者
に
誘
っ
て
新
『
ア
ル

ヒ

l

フ
』
を
「
創
刊
」
し
た
と
と
は
、
す
で
に
マ
リ
ア
ン
ネ
の
『
伝
記
』

に
よ
っ
て
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
(
『
伝
記
』
H
N∞
?
N
S
u

自
由
l
N
N
H
)
。

ま
た
、
グ
リ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
ヤ
ッ
フ
ェ
は
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
を
買
収

し
た
う
え
で
ヴ
ェ

l

パ
1

に
事
実
上
そ
の
ま
ま
そ
れ
を
提
供
し
た
と
い
う
。

「
エ
ド
ガ
l

・
ヤ
ツ
ブ
エ
は
一
九
O
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
銀
行
組
織
に

つ
い
て
の
論
文
に
よ
り
教
授
資
格
を
得
、
そ
の
論
文
を
本
に
し
て
出
版
し

た
。
同
じ
年
に
彼
は
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
雑
誌
』
〔
以
下
『
雑
誌
』
と

す
る
〕
(
本
論
文
で
は
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
と
表
記
し
た
|
|
引
用
者
)
を

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
か
ら
買
い
と
り
、
事
実
上
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l

パ
ー
に
提
供
し
た
の
だ
っ
た

0

・
・
ヤ
ッ
フ
ェ
と
ヴ
ヱ
l

パ
!
と
ヴ
ェ
ル

ナ
l

・
ゾ
ン
バ
ル
ト
が
雑
誌
の
編
集
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
明
ら
か
に

ヴ
ェ
l

パ
ー
が
三
頭
政
治
の
長
で
あ
っ
た
。
彼
の
管
理
の
も
と
に
『
雑
誌
』

(
『
ア
ル
ヒl

フ
』
|
|
引
用
者
)
は
長
く
継
続
し
、
ま
た
き
わ
め
て
す
ぐ

れ
た
業
績
を
残
す
と
と
に
な
る
。
(
、
グ
リ
ー
ン88
H
ω
吋
印
∞
)
」

な
お
、
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
売
却
に
つ
い
て
は
、
他
に
フ
ァ
ク
タ
ー

に
よ
る
手
際
よ
い
整
理

(
3
2
2
5
8
H
S
も
参
照
。
ま
た
、
さ
ら
に
詳

し
く
は
回

E
5
5

向
。Z
5
5
5
S

を
参
照
。

(
日
)
こ
の
後
、
『
ノ
イ
エ
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
は
一
九
O
七
年
ま
で
し
か
続

か
な
か
っ
た

(
F
E円安
巴
8
(
}・
誌
)
。
な
お
、
『
ノ
イ
エ
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
』
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、

F
F
n
-
8
5芯
や
亀
嶋
H
S
印
が
詳
し
く
触
れ

て
い
る
も

E
n
r
s
a
u
怠
叶
l
A
F叶P
亀
嶋
5
8
L

∞
寸
)
。
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(
時
)
周
知
の
ご
と
く
、
一
九
O
三
年
、
S
P
D

の
ド
レ
ス
デ
ン
党
大
会
に
お
い

て
、
修
正
主
義
は
全
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
詳
し
く
は
、
た
と
え
ば
安

5
3

な
ど
を
参
照
。

(
げ
)
そ
れ
ゆ
え
、
「
移
行
予
告
」
と
い
う
題
名
は
折
原
浩
訳
に
し
た
が
い
便
宜

的
に
つ
け
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
(
折
原
補
訳
『
客
観
性
』
に
「
移
行
予
告
」

と
題
し
て
翻
訳
が
収
め
ら
れ
て
い
る
)
。
ま
た
、
以
下
の
引
用
は
原
著
の

第
二
段
落
田
国
頭
部
分
で
あ
り
、
折
原
訳
で
は
一
六
五
ペ
ー
ジ
の
箇
所
で
あ

る
。

(
日
)
亀
嶋
は
、
こ
の
新
旧
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
共
通
認
識
を
示
す
箇
所
を
、

ヴ
ェ
l

パ
l

が
修
正
主
義
に
「
連
帯
表
明
」
し
た
も
の
だ
と
解
釈
す
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
判
断
は
い
さ
さ
か
性
急
だ
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は

別
稿
を
用
意
す
る
し
か
な
い
が
、
こ
の
点
で
、
私
は
亀
嶋
H
S
印
と
は
大

き
く
見
解
を
異
に
す
る
。
後
出
注
(
幻
)
参
照
。

(
m
m
)ヴエ
|
パ
l

は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
文
化
現
象
の
総
体
が
『
物
質
的
』
利
害
の
布
置
連
関
の
産
物
あ
る
い

は
関
数
と
し
て
演
鐸
で
き
る
と
い
う
時
代
遅
れ
の
信
仰
か
ら
は
自
由
に
、

わ
れ
わ
れ
は
以
下
の
こ
と
を
信
じ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
現
象
と
文
化
現
象

を
そ
の
経
済
的
制
約
お
よ
び
射
程
と
い
う
特
定
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
と

と
は
、
創
造
的
成
果
を
も
っ
科
学
的
原
理
で
あ
っ
た
し
、
慎
重
に
適
用
し

て
教
条
主
義
的
な
偏
り
か
ら
自
由
で
あ
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
そ
う
し
た
原

理
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
世
界
観
』
と
し
て

の
、
あ
る
い
は
歴
史
的
現
実
の
因
果
的
説
明
の
公
分
母
と
し
て
の
い
わ
ゆ

る
『
唯
物
史
観
』
は
断
固
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
。
(
『
客
観
性
』υ呂
町
i
H
E斗

引
い
由
印
l

白
血
)
」

こ
の
論
点
は
、
本
文
の
「
5

『
流
出
論
』
と
『
自
然
主
義
的
二
克
論
』
」

と
密
接
に
か
か
わ
る
。
後
出
注
(
お
)
も
参
照
。

(
初
)
向
井
守
は
「
文
化
意
義
」
に
つ
い
て
、
こ
の
概
念
の
「
暖
味
さ
」
を
指
摘

し
て
い
る
。
た
し
か
に
ヴ
エ
l

パ
!
は
一
義
的
・
確
定
的
に
「
文
化
意
義
」

• 

な
る
語
を
使
つ
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
、
向
井
の
「
文
化
意
義
」
解
釈

に
は
多
々
疑
問
が
あ
る
。
向
井
は
、
文
化
意
義
に
つ
い
て
「
価
値
関
係
の

段
階
で
価
値
関
心
に
よ
っ
て
現
象
に
対
し
て
付
与
さ
れ
る
『
主
観
的
』
文

化
意
義
と
社
会
科
学
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
確
定
さ
れ
る
『
客
観
的
』
文
化

意
義
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
向
井
出
ミ
ぬ
民
)
と
い
う
。

前
者
は
と
も
か
く
、
後
者
の
「
『
客
観
的
』
文
化
意
義
」
に
つ
い
て
、
向

井
は
「
わ
れ
わ
れ
が
主
観
的
に
関
心
を
も
つ
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ

る
現
象
は
文
化
意
義
を
も
っ
て
い
る
」
(
向
井

S
S
-
N
U
印
)
し
と
い
う
が
、

ヴ
ェ
l

パ
ー
は
そ
う
し
た
「
『
客
観
的
』
文
化
意
義
」
な
る
概
念
を
想
定

し
て
い
な
い
。
ヴ
ェ
l

パ
ー
は
文
化
を
価
値
概
念
と
捉
え
、
無
限
に
広
が

る
経
験
的
現
実
の
な
か
で
、
価
値
理
念
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
部
分
が
「
文

化
」
で
あ
り
、
そ
の
関
連
づ
け
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
義
あ
る
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
(
『
客
観
性
』H
a
g
)
。
無
前
提
的
な
、

お
よ
そ
価
値
理
念
と
の
関
連
の
な
い
と
こ
ろ
に
「
文
化
意
義
」
を
想
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
く
わ
し
く
は
中
野
区
箆
な
ど
を
参
照
。

(
幻
)
亀
嶋
は
、
新
『
ア
ル
ヒl
フ
』
に
こ
の
「
資
本
主
義
の
発
展
の
普
遍
的
文

化
意
義
に
関
す
る
歴
史
的
・
理
論
的
認
識
」
と
い
う
課
題
が
設
定
さ
れ
た

こ
と
は
き
ち
ん
と
言
及
し
な
が
ら
(
亀
嶋

5
8
5
5

、
結
果
的
に
こ
の

課
題
と
は
別
の
ど
こ
ろ
に
可
ア
ル
ヒ
l

フ
』
の
特
徴
を
み
て
い
る
。

「
新
『
ア
ル
ヒl
フ
』
は
、
・
・
「
資
本
主
義
の
発
展
の
普
遍
的
文
化

意
義
に
関
す
る
歴
史
的
・
理
論
的
認
識
』
を
新
た
な
課
題
と
し
て
設
定
す

る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
「
修

正
主
義
論
争
」
た
け
な
わ
の
時
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
ア
ル
ヒl
フ
』
を
引
き

継
ぐ
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
新
シ
リ
ー
ズ
の
名
の
下
に
行
わ
れ
た
に
せ

よ
、
た
ん
な
る
専
門
的
関
心
の
一
致
を
越
え
た
明
白
な
政
治
性
を
帯
び
て

こ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
亀
嶋
呂
志
居
申
)
」

修
正
主
義
と
の
関
連
を
強
く
意
識
す
る
亀
嶋
は
、
ヴ
エ
|
パ
l

の
設
定

し
た
課
題
か
ら
離
れ
、
「
『
序
文
』
(
本
稿
で
『
緒
言
』
と
呼
ん
だ
も
の

i
l
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引
用
者
)
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
個
人
を
越
え
た
『
修
正
派
』
に
対
す
る
一
種
の

連
帯
表
明
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
」
(
亀
嶋
巴

S
L
由
C
)、

と
結
論
づ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
亀
嶋
の
解
釈
は
、
な
る
ほ
ど
状
況
と

の
関
連
か
ら
考
え
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
説
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ヴ
ェ
l

ハ
l

内
在
的
に
考
え
る
場
合
、
ヴ
ェ

l

パ
l

自
身
が
設

定
し
た
課
題
で
あ
る
「
資
本
主
義
の
文
化
意
義
」
を
問
う
と
い
う
重
要
な

視
点
か
ら
離
れ
、
そ
の
ま
ま
政
治
的
文
脈
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
の
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
ヴ
ェ
l

パ
l

が
雑
誌
の
政
治
性
に
つ
い
て
全
く

無
頓
着
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
実
際
、
新
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』

に
そ
う
し
た
政
治
性
を
感
じ
る
向
き
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず

は
ヴ
ヱ
|
パ
|
が
『
ア
ル
ヒl
フ
』
を
ど
う
位
置
づ
け
る
と
述
べ
た
の
か
、

そ
し
て
実
際
『
ア
ル
ヒ
l

フ
』
誌
上
で
ど
う
活
動
し
て
い
っ
た
の
か
を
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

(
幻
)
マ
リ
ア
ン
ネ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ツ
シ
ヤ
|
批
判
の
論
文
と
『
客
観
性
』
は
連

続
し
て
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
伝
記
』
一
包

H
H
N
N
H参
照
。

(
幻
)
ヴ
エl
パ
!
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
こ
の
『
民
族
精
神
』
と
い
う
概
念
白
体
は
、
そ
の
際
、
一
次
的
な
概

念
容
器
、
す
な
わ
ち
、
い
ま
だ
論
理
的
に
加
工
さ
れ
て
い
な
い
多
数
の
直

観
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
個
別
的
現
象
を
仮
に
い
い
あ
ら
わ
す
た

め
の
補
助
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
形
而
上
学
的
性
格
を
も
っ
統
一
的
な

実
在
的
存
在
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
無
数
の
文
化
作
用
の
合

成
力
と
し
て
で
は
な
く
、
反
対
に
、
民
族
の
個
々
の
文
化
表
出
の
す
べ
て

が
そ
こ
か
ら
流
出
し
て
く
る
安
在
鈴
掛
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
『
ロ
ツ

シ
ヤ
|
』
日
申lg
H
N
S」

(
μ
)ヴ
ェ
l

パ
l

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
あ
る
文
化
現
象
の
形
態
の
意
義
と
こ
の
意
義
の
根
拠
は
、
法
則
概
念

の
体
系
が
い
か
に
完
全
と
な
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
り
、
基

礎
づ
け
ら
れ
た
り
、
理
解
さ
せ
ら
れ
た
り
も
の
で
は
な
い
。
(
『
客
観
性
』

同
日1
A
H・∞N
1∞
ω
)」

(
お
)
本
稿
で
は
「
流
出
論
」
批
判
お
よ
び
「
自
然
主
義
的
一
元
論
」
批
判
に
限

定
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ

l

パ
1

が
『
客
観
性
』
で

批
判
の
射
程
に
収
め
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に

注
(
日
)
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
唯
物
史
観
と
の
対
決
と
い
う
側
面
も
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

引
用
文
献

*
引
用
は
(
著
者
名
、
年
号
一
原
著
ペ
ー
ジ
数H
訳
書
ペ
ー
ジ
数
)
で
示
し
た
。

安
藤
英
治
巴
包
「
ア
ル
ビ

1

フ
創
刊
前
後
」
『
創
文
』
一
九
八
一
二
年
三
月
号
。

安
藤
英
治

S
S

『
ウ
ェ
!
パ
l

歴
史
社
会
学
の
出
立
|
|
|
歴
史
認
識
と
価
値

意
識
』
未
来
社
。

折
原
浩

N
g
ω

「
第
七
刷
へ
の
あ
と
が
き
」
(
富
永
祐
治
・
立
野
保
男
訳
、
折

原
浩
補
訳
『
社
会
科
学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
認
識
の
「
客
観
性
」
』
岩

波
書
店
)
。

亀
嶋
庸
一

H
S
印
『
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
み
す
ず
書
房
。

グ
リ
ー
ン
、

7
1
テ
イ
ン

N
g
u
『
リ
ヒ
ト
ホ
|
ブ
エ
ン
姉
妹
|
|
思
想
史
の
な

か
の
女
性
店
3
1
5
8

』
み
す
ず
書
房
。

中
野
敏
男
同
お

ω

『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
!
パ
!
と
現
代
』
一
三
書
房
。

水
田
洋

5
8

『
知
の
商
人
i
|
|
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
の
周
辺
』
筑
摩
書
房
。

向
井
守
忌
ミ
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l

パ
|
の
科
学
論
|
|
デ
イ
ル
タ
イ
か
ら

ウ
ェ
l

パ
ー
へ
の
精
神
史
的
考
察
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
。

安
世
舟

5
3

『
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
史
序
説
』
(
第
2

版
)
御
茶
の
水
書
房

切
片
山E
1
5
同
O
Z
E
P
E
-
-
p
s
u
N
:

肉
刊
誌
』
町
内
a
E
2
s
z
s
・
思
S
Z
S
旬
、
言
言
ミ

宮
九
詩
吟
宮
内F
M
Q
F同
，E
F
M認
8

・
同
巳
口
ぬ
円
当
ロ
回
《

H
2
E
n
F
J
N

色
白
岡

阿
佐2
R

閉
め
阿
佐p
-
s
g
-
c
a
t
Sぎ
を
』
三
宮
・
送
、
，
E
N
E町
富a
s

胃

F
A再
喜
弘

~
守
叫

r。
き
主
』
雪
を
芝
』

s凡
む
喜
『
忌
匹
匙
骨
C
守
、
喜
。
=
芯
冬
§
、
予
、
』
逮
恥

i忌
同
忌
也
，
包
ロ
~
込

h
司
白
目
芯
6宕3
s噂。
ミ

u喧
三
、
己
言
ぬ
言
芯
ミ
札
。
語

円
匙
弐
帽
鳴
噌
可
芯

s‘
￡
忍
且
冬
も
忘

F旨
予.
z
伶2
耳

J吋
♂
「

ε。
内
呆
P昨F、
。
円2
2

。
。
2
円
。ω
ω
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同
広
島
0
・
U
5
0
F
S
叶
p
b
号
令
喜
者
』
さ
き
奇
襲
ミ
ミ

h
』
』
司
店
主
自HU
N
h
-
S

寄
与
実

E
5
3

崎
豊
宣
言
ミ
ミ
宮
警
号
室
凶
器
屯$
s
h
E
E
H

S
居
間
】
)
画
。
R
O
B
E昂
E
n
z
.

ピ
R
F
r
o
-口け0
・
8
C
C
冶
h
t
t句
、S
F

』
h
g
i
N
U
H
q
~
C
偽
善
言
君
主
言
、
皇
室
主

守
口
ミ
呂
町
司
同2z
g
g
n
z
-
d
n・(
u
m
H
H
M

品
自
国
。
5
0

・

冨
3
2

・
注
目
町ao
-
-呂
田
司
同
出
向
、ss
t
S
E
W
S
Q
S

弘
@
ミ
ミ
s
s

ミ
h
s、
句
、
室
戸

国
-
8
5
5
四
件B
L
E
U
E
d
E

〈
o
s
q
p
g
ω・

• 
*
ヴ
ェ
l

パ
I

お
よ
び
、
ブ
ラ
ウ
ン
に
関
連
す
る
も
の
は
、
以
下
の
略
号
を
使
い
、

(
略
号
一
原
著
ペ
ー
ジ
数
)
、
翻
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
(
略
号
原

著
ペ
ー
ジ
数
u

訳
書
ペ
ー
ジ
数
)
と
し
た
。

『
客
観
性
』
・3
U
M
7
0立
兵
巳S
S
T
E
N
E
Z
E
E
E
n
g
E
n
F
0
2
口

B
S
N
B
X
》
。
】
M
U
m


円
}
百
円
言
。B

宮
町
三
臣
室

E
-
5
H
L
憲
司
雪
量
書
偽
註
二
ミ
包
宮
室
、

唱
で
言
苦
n
X診
雲
、
こ
吉
田
-
一
s
z
g
H
』
・
ゎ
・
凶
・
冨
。
宵
・
(
『
社
会
科

学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
認
識
の
「
客
観
性
」
』
(
第
七
刷
)
富
永
祐
治
・

立
野
保
男
訳
、
折
原
浩
補
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
。
『
社
会
科
学

方
法
論
』
富
永
祐
治
・
立
野
保
男
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
。
)

『
ロ
ツ
シ
ャ
!
と
ク
ニ
l

ス
』
ン
初
日
S
2
5

品
開
E
g
c
E
a
o
E
四
2
F
g
p
§

ー

-
O
B
O且2
F
E
門2
2
n
F
g
z
s
。
ロ
包o
r
o
E
E
m
a
n
-
E

垣
内W
F
O
F富
良
-
巴
町
田
唱

の
き
遺
書
内
定
』
色
島
容
器
、
き
白
書RX
診
豆
諸
・
ω
-
E
P
E
U
E

同
O
R

H
h
・
切
・
富
。F
H
(『
ロ
ツ
シ
ャ
ー
と
ク
ニ
1

ス
』
松
井
秀
親
訳
、
未
来
社
、

一
九
八
八
年
。
)

「
序
言
」H
3ぎ
号
由
同
百
円
宮
口
問
J
ル
ロ
君
。v
q
w富
良
-
g
N
0・
P
告
書
墨
色
町
時b
R
K町内
耐
震

N
N有
均
ミ
N
h宣
言
語
芯
守
h
F
回
p
y
d
E

口
問
。
口
一
』

-
n
・
回
・
富
。
宵
(
「
序

言
」
(
大
塚
久
雄
・
生
松
敬
三
訳
『
宗
教
社
会
学
論
選
』
み
す
ず
喜
一
房
所

収
)
大
塚
久
雄
訳
、
一
九
七
二
年
。
)

『
伝
記
』
・
巧
O
U
R
-ロ
向
包E
ロ
P
5
8
.
云
ω
H
d『S
2

何
回
口H
h
Z
E
E
P
冨
ロ
ロ
円F
O回
一

叶
Z
F
Mロ開O
E
-
-
-
ゎ
・
回
・
富
。
冒
・
(
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l

パ
l

』
大
久
保
和

郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
三
年
。
)

「
創
刊
に
寄
せ
て
」
・3
N再
開
基
宵

g

向
J
E
母
円
き
守
h
S

笠
宮
お
き
お

E

加
芯H砂
町
匙
回
己
・
「

「
告
別
の
辞
」
ご
〉
σ
ω
n
E
a
z。
ュ
J
H
口
母
向
暑
さ
冶
、E
N
s
-内
守
伯
爵
h
S
R
Z
h
喜
弘

E出
窓H
t
h
H
S
-切品
店
・
(
折
原
浩
訳
「
告
別
の
辞
」
(
前
掲
富
永
祐
治
・
立

野
保
男
訳
、
折
原
浩
補
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
)
に
所
収
)
C

「
緒
言
」f
p
E
Z
o
ミ
宮
崎
町
暑
さ
ι守
宮

S
N
E
提
言

E
E
ミ

E
さ
き
ま
F

E

・
巴
・
(
折
原
浩
訳
「
緒
言
」
(
前
掲
富
永
祐
治
・
立
野
保
男
訳
、
折
原

浩
補
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
)
に
所
収
)
。
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〈公募論文〉田口卯吉における文明史論の転回と「中国の衝撃」←ー武藤秀太郎

E 回会
翌日事
i 卯 υ

1E 
S お
ユ tt

武
藤
秀
太
郎

序

• 
本
稿
は
、
明
治
期
日
本
を
代
表
す
る
自
由
主
義
経
済
学
者
で
あ
っ
た

田
口
卯
吉
(
一
八
五
五
|
一
九
O
五
)
に
お
け
る
『
日
本
開
化
小
史
』
(
一

八
七
七
八
二
、
以
下
『
日
本
小
史
』
)
か
ら
『
支
那
開
化
小
史
』
(
一
八
八

三
八
八
、
以
下
『
支
那
小
史
』
)
に
至
る
中
国
像
の
転
換
を
、
当
時
彼
が

『
東
京
経
済
雑
誌
』
(
以
下
『
東
経
誌
』
)
等
で
展
開
し
た
対
外
政
策
論
と

の
関
連
か
ら
考
察
す
る
。

「
我
レ
ハ
心
ニ
於
テ
亜
細
亜
東
方
ノ
悪
友
ヲ
謝
絶
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
。

|
|
甲
申
事
変
の
翌
年
に
あ
た
る
一
八
八
五
年
三
月
、
福
沢
諭
士
口
は
こ

の
一
節
で
結
ぼ
れ
た
「
脱
亜
論
」
を
『
時
事
新
報
』
に
発
表
し
た
。
「
悪
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友
」
と
は
、
「
倣
然
ト
シ
テ
自
省
ノ
念
ナ
キ
」
と
さ
れ
る
中
国
と
朝
鮮
を

指
し
て
い
る
。
開
国
以
来
、
日
本
は
西
洋
文
明
を
採
用
し
、
「
亜
細
亜
全

洲
ノ
中
ニ
在
テ
新
ニ
一
機
軸
」
を
樹
立
し
た
。
だ
が
、
依
然
旧
慣
に
執

着
し
て
い
る
中
国
朝
鮮
と
同
一
視
さ
れ
て
は
、
「
我
日
本
国
ノ
一
大
不

幸
」
で
あ
る
。
い
ま
や
「
隣
国
ノ
開
明
ヲ
待
テ
共
ニ
亜
細
亜
ヲ
興
ス
ノ

猶
予
」
は
な
く
、
「
脱
亜
」
し
て
西
洋
文
明
固
と
進
退
を
共
に
す
べ
き
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
脱
亜
論
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
福
沢
の
ア
ジ
ア
認
識
を
め
ぐ
っ

て
は
、
こ
れ
ま
で
枚
挙
に
謹
が
な
い
ほ
ど
多
く
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
き

た
。
た
だ
、
今
な
お
評
価
が
二
疋
し
な
い
大
き
な
要
因
と
し
て
、
福
沢

の
ア
ン
ヴ
イ
パ
レ
ン
ト
な
中
国
観
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
「
遅
鈍
」
、
「
固

植
」
、
「
怯
儒
」
、
「
老
大
朽
木
」
と
い
っ
た
中
国
を
見
下
す
表
現
が
頻
出
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す
る
一
方
、
『
兵
論
』
(
一
八
八
二
・
九
|
十
)
や
「
朝
鮮
国
ヲ
如
何
ニ
ス

ベ
キ
ヤ
」
(
一
八
八
三
・
三
)
で
は
、
「
支
那
人
ヲ
文
弱
ナ
リ
ト
目
シ
テ
之

ヲ
軽
侮
ス
ル
ハ
、
多
ク
ハ
我
武
人
流
ノ
所
評
ニ
シ
テ
当
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
」
、

「
従
来
日
本
人
ハ
支
那
人
ヲ
軽
侮
シ
、
遅
鈍
ナ
リ
因
循
ナ
リ
ト
云
ヒ
シ
ハ

大
ナ
ル
誌
」
と
、
正
反
対
の
「
活
発
勇
敢
」
な
中
国
人
像
が
提
示
さ
れ

た
。
ま
た
、
『
福
翁
自
伝
』
(
一
八
九
八
|
九
)
で
は
、
日
清
戦
争
の
勝
利

が
「
命
あ
れ
ば
こ
そ
コ
ン
ナ
事
を
見
聞
す
る
の
だ
、
前
に
死
ん
だ
同
志

の
朋
友
が
不
幸
だ
、
ア
ア
見
せ
て
遣
り
た
い
」
と
、
興
奮
気
味
に
回
顧

さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
l

ク
か
ら
、
従
来
福
沢

の
筆
に
な
る
と
さ
れ
た
『
時
事
新
報
』
の
論
説
に
疑
義
が
呈
せ
ら
れ
て

お
り
、
真
意
を
見
極
め
る
作
業
は
よ
り
困
難
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

「
脱
亜
論
」
へ
と
至
る
明
治
十
年
代
、
福
沢
と
田
口
は
通
常
、
同
じ
自

由
主
義
経
済
論
者
で
あ
り
な
が
ら
、
ス
タ
ン
ス
が
大
き
く
異
な
っ
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
大
隈
財
政
の
通
貨
膨
張
期
に
、
「
準
備

金
は
殆
ど
不
用
」
と
説
い
た
福
沢
に
対
し
、
田
口
は
免
換
主
義
の
立
場

か
ら
一
貫
し
て
紙
幣
整
理
を
主
張
し
た
。
増
税
に
よ
る
軍
備
増
強
や
キ

リ
ス
ト
教
普
及
の
防
止
を
訴
え
た
福
沢
の
『
時
事
小
言
』
(
一
八
八
一
)

に
も
、
田
口
は
強
く
反
論
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
対
照
的
な
見

解
を
採
っ
た
一
方
、
私
見
で
は
、
両
者
の
中
国
認
識
は
一
致
し
て
お
り
、

そ
の
表
現
形
式
に
お
い
て
同
一
の
軌
跡
を
辿
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

• 
本
稿
で
は
、
以
上
の
見
地
か
ら

一
八
八
0
年
代
を
中
心
と
し
た
田

口
の
中
国
観
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
『
日
本
小
史
』
と
『
支

那
小
史
』
と
の
間
に
あ
る
歴
史
観
の
組
断
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
中
国

の
位
置
づ
け
の
変
化
を
検
討
す
る
。
つ
づ
い
て
、
東
京
築
港
を
は
じ
め

と
す
る
主
張
の
背
景
に
、
上
海
や
香
港
と
い
う
良
港
を
沿
岸
部
に
有
す

る
中
国
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
ま
た
甲
申
事
変
を
契
機
と

し
て
、
田
口
に
天
皇
を
中
心
と
す
る
「
美
国
」
と
い
う
意
識
が
芽
生
え

て
い
っ
た
点
を
指
摘
す
る
。
最
後
に
、
福
沢
と
の
異
同
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

「
脱
亜
論
」
的
発
言
に
至
る
歴
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
解
明
し
て
ゆ
き
た

'uw 
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開
化
史
論
と
中
国
像
の
転
換

「
余
は
此
篇
を
読
み
、
私
に
我
邦
現
今
の
或
る
神
道
熱
信
家
は
決
し
て

繊
黙
す
べ
き
場
合
に
あ
ら
ざ
る
を
思
ふ
、
若
し
彼
等
に
し
て
尚
ほ
繍
黙

せ
は
、
余
は
彼
等
は
全
く
閉
口
し
た
る
も
の
と
見
倣
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
。

こ
の
挑
発
的
な
序
文
を
添
え
、
田
口
は
一
八
九
二
年
一
月
、
久
米
邦
武

の
論
文
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」
(
以
下
『
古
俗
』
)
を
『
史
海
』
に
転
載

し
た
。
こ
れ
が
、
皇
室
の
尊
厳
を
疑
め
る
と
し
て
神
道
家
の
大
き
な
反

発
を
招
き
、
久
米
は
帝
国
大
学
教
授
の
非
職
を
命
ぜ
ら
れ
、
初
出
の
『
史

学
会
雑
誌
』
と
『
史
海
』
が
発
禁
処
分
を
受
け
る
と
い
う
事
態
を
引
き

起
こ
し
た
。
い
わ
ゆ
る
久
米
事
件
で
あ
る
。

久
米
は
『
古
俗
』
で
、
神
道
が
宗
教
で
な
く
、
万
国
に
共
通
し
た
想
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像
上
の
「
神
」
を
崇
拝
す
る
祭
天
報
本
の
風
俗
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
新
嘗
祭
や
三
種
神
器
な
ど
は
、
朝
鮮
半
島
に
も
み
ら
れ

た
「
東
洋
の
古
俗
」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
神
道
に
は
本
来
、
「
天
」

以
外
の
山
川
や
人
鬼
を
祭
る
風
習
が
な
く
、
不
浄
を
忌
避
す
る
神
職
が

葬
儀
を
司
る
こ
と
は
、
本
義
か
ら
逸
脱
し
た
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

神
道
は
何
ら
体
系
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
智
の
発
達
に
伴
い
祭
政
一
致

に
弊
害
が
生
じ
、
伝
来
し
た
儒
教
や
仏
教
、
陰
陽
道
な
ど
が
政
治
学
と

し
て
採
用
さ
れ
た
。
久
米
は
、
こ
の
よ
う
に
神
道
を
原
始
習
俗
に
還
元

し
た
上
で
、
「
人
民
を
開
誘
す
る
為
に
、
唐
韓
諸
国
の
皆
弘
む
る
仏
教
の

方
便
に
依
ら
ず
し
て
、
教
典
さ
へ
備
は
ら
ぬ
神
道
の
古
俗
に
任
せ
た
ら

ば
、
全
国
今
に
蒙
昧
の
野
民
に
止
ま
り
、
台
湾
の
生
番
と
一
般
な
ら
ん

の
み
」
と
す
る
一
方
、
「
地
球
諸
国
み
な
神
道
の
中
よ
り
出
て
、
種
々
に

変
化
し
た
れ
ど
も
、
国
本
を
維
持
し
て
、
順
序
よ
く
進
化
し
た
る
は
日

本
の
み
な
り
」
と
分
析
し
問
。

田
口
は
、
神
道
が
「
只
天
を
祭
り
壌
災
招
福
の
械
を
為
す
ま
で
な
れ

ば
、
仏
教
と
並
び
行
は
れ
て
相
戻
ら
ず
」
と
い
う
『
古
俗
』
の
見
解
を

「
卓
見
」
と
評
価
し
た
。
実
際
、
『
古
俗
』
に
お
け
る
神
仏
解
釈
の
ロ
ジ
ッ

ク
は
、
『
日
本
小
史
』
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
た
と
い
え
る
。
『
日
本

小
史
』
第
一
章
「
神
道
の
濫
傍
よ
り
仏
法
の
弘
ま
り
し
ま
で
」
の
冒
頭
、

田
口
は
「
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
神
威
を
解
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
」

と
宣
言
し
、
「
神
道
の
発
す
る
、
仏
説
の
移
る
、
必
ず
人
の
天
性
に
於
て

し
か
く
導
く
も
の
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
規
定
要
因
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を
物
質
的
進
歩
に
求
め
た
。
つ
ま
り
、
衣
食
を
得
る
の
に
精
一
杯
で
あ
っ

た
未
開
状
態
か
ら
、
精
神
的
余
裕
が
生
じ
る
に
し
た
が
い
、
霊
魂
に
想

像
を
め
ぐ
ら
せ
、
不
可
解
事
を
神
の
仕
業
に
帰
す
よ
う
に
な
り
、
「
神
道

の
基
礎
」
が
形
づ
く
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
検
窮
討
論
を

累
ね
た
る
経
論
」
を
持
た
な
か
っ
た
神
道
は
、
現
世
だ
け
で
な
く
死
後

の
幸
福
ま
で
論
ず
る
仏
教
に
勢
力
を
抑
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
久
米
は
、

日
本
が
本
地
垂
迩
説
な
ど
に
よ
り
「
神
道
の
古
俗
を
存
し
て
敢
て
廃
棄

せ
ず
、
か
の
新
陳
代
謝
の
活
世
界
を
通
過
」
し
た
と
説
い
た
が
、
田
口

も
ま
た
、
「
神
道
の
想
像
進
ま
ず
と
錐
も
、
全
く
減
す
と
一
五
ふ
に
非
ず
、

朝
廷
亦
た
神
祇
を
紘
一
小
る
の
例
を
怠
り
給
は
ざ
り
き
」
と
、
神
仏
崇
拝
の

共
存
を
強
調
し
た
。

こ
の
よ
う
に
信
仰
と
い
っ
た
精
神
的
推
移
を
、
物
質
的
進
歩
と
の
相

互
関
係
か
ら
説
明
す
る
『
日
本
小
史
』
の
ス
タ
ン
ス
に
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
歴
史
家
バ
ッ
ク
ル
(
け
回
店
区
内
)
の
『
英
国
文
明
史
緒
論
』
(
営
マ
ミ
突
き
お

S
H
e
F
S

ミ
Q
長
8
5
3

監
事
足
)
か
ら
の
影
響
柄
、
し
ば
し

ば
引
用
さ
れ
る
管
子
の
「
衣
食
足
而
知
礼
節
」
、
お
よ
び
孟
子
の
「
無
恒

産
者
、
無
恒
心
」
と
い
っ
た
漢
学
の
素
地
が
あ
ろ
一
円
。
田
口
は
「
人
の

天
性
に
従
て
現
像
を
分
画
せ
し
こ
と
」
を
、
「
人
性
配
分
」
と
定
義
し
、

や
す
あ
が
り

文
物
が
「
廉
な
る
政
府
」
の
下
で
、
最
も
良
く
発
達
す
る
と
考
え
た
。

彼
に
よ
れ
ば
有
史
以
来
、
「
質
素
」
で
あ
っ
た
政
府
が
、
「
盛
大
」
な
る

も
の
へ
と
変
化
し
た
最
初
の
転
機
は
、
中
国
文
明
の
受
容
に
あ
っ
た
。

『
日
本
小
史
』
第
二
章
「
漢
学
の
渡
り
し
よ
り
京
都
の
衰
へ
し
ま
で
」
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で
は
、
唐
か
ら
流
入
し
た
制
度
文
物
に
よ
り
、
大
き
く
変
動
し
た
社
会

状
況
が
考
察
さ
れ
た
。
人
聞
は
、
保
生
避
死
の
天
性
か
ら
「
自
己
よ
り

進
め
る
人
を
模
擬
せ
ん
と
の
心
」
を
有
し
て
い
る
。
大
化
改
新
以
降
、

中
国
の
「
華
美
に
し
て
豪
者
な
る
政
治
」
を
目
撃
し
、
「
自
国
の
質
素
に

し
て
簡
易
な
る
小
政
府
」
を
恥
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
朝
廷
は
、
「
庄
屋
政

府
を
廃
し
て
八
省
を
置
き
、
天
皇
自
ら
万
機
を
聞
か
せ
給
は
で
、
大
臣

之
に
当
り
、
数
多
の
官
員
拝
任
し
て
多
分
の
給
料
を
賜
り
、
唐
風
の
衣

服
を
官
服
と
定
め
、
官
階
を
定
め
、
服
色
を
定
め
」
る
な
ど
、
唐
の
模

倣
に
努
め
た
。
そ
の
結
果
、
あ
わ
れ
の
情
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
和
歌

な
ど
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
人
心
は
柔
弱
の
弊
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
、
唐
の
文
物
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
武
勇
の
気
」
が

抑
制
さ
れ
「
遊
惰
の
気
」
が
蔓
延
し
、
人
心
の
健
全
な
発
達
が
歪
め
ら

れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
「
人
民
の
富
を
唐
の
如
く
な
ら
し

む
る
方
法
に
は
目
を
附
け
で
、
偏
に
朝
廷
を
唐
風
に
飾
り
立
て
ん
と
目

論
み
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
唐
風
」
そ
れ
自
体
に
マ
イ
ナ
ス

イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
人
心
停
滞
の
原
因
は
、

「
当
時
の
日
本
人
民
に
不
釣
合
な
る
政
府
」
を
持
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち

実
質
の
伴
わ
な
い
ま
ま
に
、
唐
の
進
ん
だ
制
度
を
導
入
し
た
点
に
求
め

ら
れ
て
い
る
。

『
日
本
小
史
』
は
、
以
上
の
よ
う
な
粁
余
曲
折
を
経
つ
つ
も
、
「
徳
川

氏
の
燦
嫡
た
る
開
化
」
が
、
「
嘗
て
政
府
の
保
護
に
因
ら
ず
、
又
嘗
て
外

• 

国
開
化
の
助
を
籍
ら
ず
、
全
く
日
本
社
会
の
内
に
於
て
自
ら
進
み
し
も

の
」
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
試
み
た
著
作
で
あ
っ
た
。
「
凡
そ
開
化
の
進

歩
す
る
は
社
会
の
性
な
る
こ
と
を
知
る
べ
し
」
。
『
日
本
小
史
』
が
福
沢

の
『
文
明
論
之
概
略
』
(
一
八
七
五
)
と
共
に
、
近
代
史
学
禁
明
期
の
代

表
的
著
作
と
し
て
並
び
称
さ
れ
る
所
以
は
、
旧
来
の
事
実
羅
列
的
な
、

あ
る
い
は
為
政
者
の
徳
性
如
何
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
歴
史
叙
述
に
代
わ

り
、
一
定
の
発
展
的
法
則
に
基
づ
き
社
会
事
象
の
歴
史
的
因
果
関
係
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
点
に
あ
っ
た
。
西
洋
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ

る
社
会
が
「
進
歩
の
理
」
を
有
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
田
口
は
日
本

の
開
化
を
、
文
物
全
般
に
わ
た
る
歴
史
的
変
遷
の
検
討
よ
り
、
内
在
的

に
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
日
本
小
史
』
執
筆
後
、
田
口
は
『
支
那
小
史
』
の
分
冊
発
行

を
開
始
し
た
。
だ
が
、
内
発
的
進
歩
を
摘
出
し
よ
う
と
努
め
た
『
日
本

小
史
』
と
裏
腹
に
、
『
支
那
小
史
』
で
は
、
中
国
人
民
が
「
常
に
政
治
上

の
弊
害
に
苦
し
め
る
こ
と
」
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
。
発
・
舜
・
再
の

時
代
か
ら
清
朝
に
至
る
政
治
状
況
が
概
観
さ
れ
た
後
、
終
章
で
は
こ
う

結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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周
よ
り
以
前
数
千
年
間
は
封
建
乱
離
の
禍
害
に
埋
没
し
た
る
時
代

な
り
。
秦
よ
り
以
後
二
千
余
年
は
専
制
政
治
の
腐
敗
に
沈
論
し
た
る

時
代
な
り
。
支
那
国
の
人
民
は
未
だ
嘗
て
此
弊
害
を
予
防
す
る
の
制

度
を
発
見
す
る
に
至
ら
ざ
り
き
、
封
建
乱
離
の
禍
害
耐
ふ
べ
か
ら
ざ
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る
に
及
び
て
之
を
一
掃
す
る
も
の
は
専
制
政
治
是
な
り
、
専
制
政
治

の
腐
敗
耐
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
及
び
て
之
を
一
掃
す
る
も
の
は
叛
乱
分

裂
是
な
り
、
支
那
国
人
民
の
歴
史
は
此
数
事
を
反
復
し
た
る
に
過
ぎ

ず
。
:
・
其
平
和
の
時
に
当
り
て
や
、
詩
歌
文
章
若
く
は
経
学
の
類
発

達
せ
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
概
し
て
之
を
論
ず
れ
ば
、

是
れ
皆
な
貴
族
隠
遁
者
流
の
閑
散
を
慰
む
る
の
一
具
に
し
て
見
る
に

足
る
べ
き
も
の
な
し
。
畢
寛
政
治
の
権
力
上
に
強
き
が
為
に
財
力
下

に
枯
渇
し
文
物
の
発
達
す
る
を
得
、
ざ
り
し
な
ら
ん
(
傍
点
筆
者
、
以
下

の
傍
点
も
同
じ
)
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有
史
以
来
、
中
国
は
不
安
定
な
政
情
の
た
め
に
、
絶
え
ず
停
滞
状
態

に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
い
か
な
る
社
会
も
有
す
る
と
さ
れ
た
「
進
歩
の
理
」

を
見
い
だ
す
姿
勢
は
、
全
く
窺
わ
れ
な
い
。
『
支
那
小
史
』
に
は
、
末
弘

重
恭
、
島
田
三
郎
、
小
池
精
一
に
よ
る
批
評
が
随
時
挿
入
さ
れ
て
い
る

が
、
秦
の
統
一
か
ら
滅
亡
ま
で
を
扱
っ
た
第
三
章
に
つ
い
て
、
小
池
は

始
皇
帝
の
横
暴
な
性
格
の
み
が
強
調
さ
れ
、
開
化
史
の
体
を
な
し
て
い

な
い
と
批
判
し
た
。
本
来
、
開
化
史
の
目
的
は
、
「
時
勢
之
変
遷
」
を
詳

ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
央
集
権
体
制
の
確
立
が

始
皇
帝
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
帰
せ
ら
れ
、
封
建
制
崩
壊
な
ど
の
社
会

的
要
因
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
島
田
も
ま
た
、
小

池
の
意
見
を
「
純
正
確
実
」
と
し
、
田
口
に
「
以
古
形
今
有
所
寄
託
」
、

す
な
わ
ち
現
実
と
関
わ
ら
せ
る
た
め
に
、
脚
色
し
た
面
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
推
測
し
討
。
さ
ら
に
島
田
は
、
五
代
ま
で
論
じ
ら
れ
た
時
点

で
、
「
一
般
社
会
之
事
」
が
扱
わ
れ
ず
、
専
ら
「
治
乱
之
大
綱
」
に
言
及

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
開
化
小
史
」
で
は
な
く
「
政
綱
小
史
」
に
タ
イ

ト
ル
を
改
め
た
方
が
よ
い
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
田
口
は
社
会
の
「
大
勢
」
が
、
西
洋
の
よ
う
に
「
文

物
進
歩
の
元
素
」
を
多
く
有
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
中
国
の
よ
う
な
「
政

治
権
力
の
元
素
」
が
大
半
を
占
め
る
場
合
も
あ
る
と
し
て
、
「
開
化
史
を

以
て
特
に
文
物
の
変
遷
を
記
す
る
も
の
と
す
る
の
は
誤
な
り
」
と
反
論

し
目
。
だ
が
、
小
池
や
島
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
専
ら
政
治
的
側
面

に
焦
点
を
当
て
た
『
支
那
小
史
』
と
、
文
物
の
歴
史
的
変
遷
に
即
し
て

開
化
史
が
展
開
さ
れ
た
『
日
本
小
史
』
で
は
、
論
法
が
明
ら
か
に
異
な
っ

て
い
る
。
後
に
記
し
た
『
史
海
日
本
之
部
』
の
「
自
序
」
(
一
八
九
一
。

七
)
で
も
、
回
口
は
「
完
全
な
る
歴
史
の
体
裁
」
と
し
て
、
一
人
の
人

ワ
ギ
リ

物
を
中
心
に
万
般
の
事
情
を
説
明
す
る
「
輸
裁
体
」
と
、
「
物
質
的
の
現

象
が
斯
く
進
歩
し
た
る
が
故
に
、
心
理
的
の
現
象
が
斯
く
進
歩
し
た
り
、

心
理
的
の
現
象
が
斯
く
退
歩
し
た
る
が
故
に
、
物
質
的
の
現
象
が
斯
く

キ
リ
ボ
ン

退
歩
し
た
り
」
と
い
う
、
物
心
の
相
互
関
係
を
叙
述
す
る
「
切
干
体
」

の
一
一
つ
を
挙
げ
て
お
明
、
『
支
那
小
史
』
が
本
来
の
ス
タ
ン
ス
か
ら
逸
脱

し
て
、
叙
述
さ
れ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

『
支
那
小
史
』
刊
行
に
伴
い
、
中
国
文
明
か
ら
受
け
た
日
本
の
影
響
に

対
す
る
評
価
も
一
変
し
た
。
例
え
ば
、
『
古
俗
』
批
判
の
急
先
鋒
で
あ
っ

た
倉
持
治
休
に
対
し
、
田
口
は
「
我
皇
室
の
史
論
の
自
由
を
重
し
玉
へ
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る
は
日
本
国
の
特
性
に
し
て
、
支
那
の
専
制
習
気
に
感
染
し
た
る
後
と

雄
も
、
嘗
て
変
ず
る
こ
と
な
し
」
と
反
論
し
て
お
り
、
「
唐
風
」
そ
の
も

の
が
「
専
制
習
気
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

『
日
本
小
史
』
か
ら
『
支
那
小
史
』
に
至
る
中
国
像
転
換
の
裏
に
、
い

か
な
る
事
情
が
あ
っ
た
の
か
。
つ
ぎ
に
、
『
東
経
誌
』
の
論
説
を
た
よ
り

に
、
そ
の
背
景
を
検
証
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

• 
東
京
築
港
論
と
上
海

「
一
国
ノ
富
強
ヲ
致
ス
ハ
中
心
市
場
ト
ナ
ル
ヨ
リ
急
ナ
ル
ハ
ナ
シ
英
国

ノ
富
強
ヲ
以
テ
天
下
ニ
誇
視
ス
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
其
因
物
産
ア
ル
ニ
ア

ラ
ザ
ル
ナ
リ
欧
州
大
陸
ノ
貨
物
ヲ
積
ン
デ
之
ヲ
他
ノ
大
州
ニ
販
売
シ
他

(
田
)

ノ
大
州
ノ
貨
物
ヲ
積
ン
デ
之
ヲ
欧
州
ニ
販
売
ス
ル
ニ
此
レ
由
ル
ノ
ミ
」
。

船
渠
会
社
の
必
要
性
を
訴
え
た
一
八
七
九
年
八
月
の
論
説
「
船
渠
開
設

ノ
議
」
で
、
田
口
は
イ
ギ
リ
ス
富
強
の
要
因
を
こ
う
指
摘
し
た
。
『
エ
コ

ノ
ミ
ス
ト
』
(
豆
、
慰
霊S
E

に
対
抗
し
て
『
東
経
誌
』
を
発
行
し
、

桐
生
・
足
利
を
「
日
本
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l

」
に
し
よ
う
と
両
毛
鉄
道

会
社
を
設
立
し
た
回
口
に
と
っ
て
、
日
本
を
「
東
洋
の
イ
ギ
リ
ス
」
た

ら
し
め
る
最
重
要
条
件
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
最
大
の
中
継
貿
易
基

地
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
現
在
の
「
勢
ヲ
シ
テ
止
マ
ラ
ザ

ラ
シ
メ
パ
亜
米
利
加
亜
細
亜
ノ
中
心
市
場
ハ
終
ニ
我
横
浜
ニ
帰
セ
ズ
シ

テ
清
国
上
海
ニ
移
ラ
ン
コ
ト
岐
ト
シ
テ
日
ヲ
見
ル
ガ
如
シ
」
と
注
意
を

促
し
た
よ
う
に
、
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
と
目
さ
れ
た
の
は
、
上
海
と
い
う

良
港
を
有
す
る
中
国
で
あ
っ
た
。

翌
年
、
五
回
に
わ
た
り
「
東
京
論
」
(
一
八
八0
・
八
九
)
が
連
載

さ
れ
た
。
当
論
説
で
は
、
旧
江
戸
城
内
の
商
業
地
と
し
て
の
開
放
、
お

よ
び
品
川
沖
の
船
渠
開
築
や
両
国
川
の
波
拓
等
の
港
湾
整
備
を
通
じ
、

貿
易
港
の
機
能
を
横
浜
か
ら
東
京
へ
と
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
提
起
さ
れ

た
。
こ
こ
で
も
、
間
口
は
「
東
洋
の
中
心
市
場
」
の
座
を
上
海
香
港
に

明
け
渡
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
強
い
危
機
感
を
表
明
し
た
。
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我
港
湾
遠
浅
に
し
て
巨
船
の
容
る
る
能
は
す
天
然
の
好
地
形
を
し

て
空
し
く
無
用
に
属
せ
し
む
真
に
惜
む
べ
き
な
り
見
る
べ
し
現
今
我

港
湾
に
入
る
の
船
舶
は
如
何
な
る
貨
物
を
積
載
せ
る
や
其
行
く
も
の

は
米
洲
の
貨
物
を
積
み
て
之
を
亜
細
亜
に
売
る
な
り
其
帰
る
も
の
は

亜
細
亜
の
貨
物
を
積
ん
で
米
洲
に
売
る
な
り
我
諸
港
嘗
て
此
が
中
心

市
場
た
る
を
得
る
か
鮮
船
に
乗
じ
て
陸
地
に
上
る
人
且
つ
数
々
海
波

に
濡
る
る
の
恐
れ
あ
り
然
る
を
況
ん
や
貨
物
の
巨
大
な
る
も
の
を
や

直
に
舌
を
出
し
去
り
て
上
海
香
港
に
向
ふ
通
商
の
大
理
を
解
す
る
も

の
蓋
し
此
景
況
を
見
て
嘆
息
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
べ
し

実
際
、

一
八
八
0
年
度
に
お
け
る
外
国
船
入
港
ト
ン
数
は
、
上
海
の

一
O
九
万
五
三
七
0
ト
ン
に
対
し
、
横
浜
は
三
六
万
五
九
六
五
ト
ン
と
、

約
三
倍
の
格
差
が
あ
っ
た
。
上
海
は
横
浜
と
比
べ
定
期
船
の
比
重
が
低
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く
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
船
舶
を
み
た
場
合
、
郵
船
(
包
色
町Fe
)
の
入
港

比
率
は
、
一
八
八

O
年
で
横
浜
が
二
八
・
二
%
だ
っ
た
の
に
対
し
、
上

(
お
)

海
は
五
・
二
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
定
期
船
中
心
の
横
浜
と
不
定

期
船
中
心
の
上
海
と
い
う
相
違
は
、
国
際
海
運
市
場
に
お
け
る
規
模
の

格
差
を
反
映
し
た
結
果
と
い
え
る
。
『
東
経
誌
』
で
は
、
一
八
八O
年
六

月
よ
り
三
井
物
産
上
海
支
店
が
収
集
し
た
生
糸
・
金
巾
を
は
じ
め
と
す

る
商
品
の
市
価
や
船
舶
出
入
状
況
、
上
海
両
の
相
場
な
ど
が
随
時
掲
載

(
湖
)

さ
れ
始
め
た
が
、
こ
の
事
実
か
ら
も
、
田
口
が
上
海
の
市
場
機
能
に
注

意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
八
八
O
年
十
一
月
、
当
時
東
京
府
知
事
で
あ
っ
た
松
田
道
之
が
公

表
し
た
都
市
計
画
案
「
東
京
中
央
市
区
確
定
之
問
題
」
に
築
港
論
が
盛

り
込
ま
れ
た
の
は
、
こ
の
「
東
京
論
」
に
体
現
さ
れ
た
田
口
の
主
張
を

(
四
)

受
け
た
結
果
と
い
わ
れ
て
い
る
。
築
港
計
画
は
、
松
田
の
急
逝
(
一
九

八
二
・
七
)
に
よ
り
頓
挫
し
た
が
、
そ
の
後
も
田
口
は
、
東
京
市
区
改

正
会
議
民
間
側
委
員
(
一
八
八
八
・
十
一
八
九
0

・
八
)
と
し
て
築
港

の
必
要
性
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
主
宰
す
る
経
済
学
協
会
内
で

東
京
湾
築
港
調
査
委
員
会
を
組
織
(
一
八
八
九
・
一
)
す
る
な
ど
、
そ
の

(
却
)

実
現
に
向
け
精
力
的
に
活
動
し
た
。

田
口
の
一
貫
し
た
持
論
で
あ
っ
た
内
地
雑
居
論
や
海
関
税
撤
廃
論
も

ま
た
、
単
に
イ
ギ
リ
ス
自
由
主
義
経
済
学
の
受
け
売
り
で
唱
え
ら
れ
た

の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
は
、
中
国
か
ら
商
権
を
奪
回
す
る
と
い
う

意
図
が
存
在
し
た
。
現
在
の
「
勢
に
任
せ
ば
東
洋
の
貿
易
吾
れ
に
来
ら
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ず
し
て
支
那
其
中
心
市
場
と
な
ら
ん
と
す
る
な
り
然
ら
ぱ
之
を
如
何
せ

ば
可
な
ら
ん
唯
外
国
資
本
を
移
入
し
て
我
が
地
形
の
美
と
気
候
の
温
と

土
地
の
豊
し
と
労
力
の
廉
と
を
利
用
せ
し
む
る
に
在
る
の
み
」
。
田
口
は

「
内
地
雑
居
の
事
た
る
実
に
外
国
の
資
本
を
移
入
す
る
に
至
大
の
便
を
与

ふ
る
」
と
の
見
地
か
ら
、
居
留
地
の
即
時
撤
廃
を
主
張
し
た
。
ま
た
、

一
八
六
六
年
の
改
税
約
書
締
結
か
ら
一
八
九
九
年
の
日
英
通
商
航
海
条

約
に
基
づ
く
条
約
改
正
に
よ
る
関
税
白
主
権
の
部
分
的
回
復
に
至
る
ま

で
、
日
本
は
片
務
的
に
従
価
換
算
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
関
税
水
準
に
抑
え

ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
田
口
は
条
約
改
正
に
よ
る
税
権
回
復
を
支
持
す

る
反
面
、
中
国
沿
岸
の
商
業
機
能
を
少
し
で
も
奪
取
し
よ
う
と
、
自
主

(
辺
)

的
な
関
税
廃
止
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
二
年
七
月
、
軍
人
へ
の
俸
給
米
支
給
を
め
ぐ
る
不
正
か
ら
、

朝
鮮
の
京
城
で
暴
動
が
発
生
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
大
院
君
に
よ
る
ク
ー

デ
タ
ー
が
起
き
、
王
宮
と
日
本
公
使
館
が
襲
撃
さ
れ
た
。
事
態
収
拾
の

た
め
、
帰
国
し
た
花
房
義
質
公
使
を
軍
隊
と
共
に
再
度
渡
韓
さ
せ
た
日

本
政
府
に
対
し
、
朝
鮮
の
宗
主
国
を
任
じ
て
い
た
清
国
も
ま
た
、
軍
隊

を
派
遣
し
た
。
結
局
、
大
院
君
は
清
固
に
よ
り
天
津
に
連
行
さ
れ
、
政

権
に
復
帰
し
た
閏
妃
派
と
日
本
と
の
聞
で
、
公
使
館
襲
撃
の
謝
罪
・
賠

償
を
含
ん
だ
済
物
浦
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。

「
今
回
の
事
変
に
繋
連
し
て
一
事
の
少
し
く
安
ん
す
べ
か
ら
ざ
る
者
あ

り
清
国
政
府
の
挙
動
是
れ
な
り
」
。
こ
の
一
連
の
経
過
に
対
し
、
田
口
は

清
国
の
朝
鮮
を
属
邦
と
す
る
態
度
を
批
判
し
つ
つ
も
、
清
国
の
行
動
が
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日
本
に
よ
る
朝
鮮
略
取
の
警
戒
感
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強

(
お
)

調
し
た
。
開
戦
熱
が
高
ま
る
中
、
平
和
理
に
事
が
収
ま
っ
た
の
は
、
日

本
に
と
っ
て
幸
い
で
あ
る
。
朝
鮮
問
題
は
決
着
し
た
と
の
立
場
か
ら
、

田
口
は
今
後
国
内
に
目
を
転
じ
、
財
政
再
建
に
全
力
を
傾
け
る
こ
と
を

主
張
し
た
。

• 
壬
午
事
変
後
に
お
け
る
田
口
と
福
沢
の
論
調
は
、
一
見

す
る
と
大
き
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。
福
沢
は
事
変
直
後
、

(
羽
)

清
国
の
介
入
が
あ
れ
ば
「
其
理
非
曲
直
ハ
北
京
城
下
ノ
盟
ニ
決
ス
可
シ
」
、

あ
る
い
は
「
彼
ノ
所
望
ニ
応
ジ
テ
戦
ヲ
開
キ
、
東
洋
ノ
老
大
朽
木
ヲ
一

(
お
)

撃
ノ
下
ニ
挫
折
セ
ン
ノ
ミ
」
と
、
一
歩
も
退
か
な
い
構
え
を
と
っ
た
。

条
約
調
印
後
の
論
説
「
東
洋
の
政
略
果
し
て
如
何
せ
ん
」
(
一
八
八
二
・

十
二
)
で
も
、
「
我
兵
備
は
十
年
来
大
に
其
面
目
を
改
め
た
る
を
見
ず
」

と
し
て
、
対
中
国
に
備
え
内
治
よ
り
軍
事
を
優
先
す
る
こ
と
が
主
唱
さ

と
こ
ろ
で
、

れ
た
。A中

山Hハf時
勢
ヲ
約
言

h
rい
パ
、
軍
備
ノ
拡
張
ハ
焦
眉
ノ
急
ニ
シ
テ

一
日
ヲ
猶
予
ス
可
ラ
ズ
、
之
ガ
為
ニ
民
議
ヲ
採
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
者

ア
ル
モ
一
日
ニ
行
ハ
ル
可
ラ
ズ
、
国
会
ノ
開
設
ハ
八
年
ノ
後
ニ
在
リ
、

軍
備
ノ
事
ハ
八
年
ヲ
待
ツ
可
ラ
ズ
、
之
ヲ
待
ツ
欺
、
待
夕
、
ザ
ル
欺
ノ

一
問
題
ニ
シ
テ
、
我
輩
ハ
八
年
ヲ
待
夕
、
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
今
月
今

日
軍
備
ニ
着
手
ス
ル
モ
尚
其
晩
キ
ヲ
恐
ル
ル
者
ナ
リ
。
左
レ
パ
近
来

世
間
ニ
軍
備
拡
張
ノ
論
ア
リ
、
此
論
ア
レ
パ
従
テ
国
財
徴
収
ノ
事
ニ

げ
き

論
及
ス
可
キ
ヤ
当
然
ノ
コ
ト
ナ
レ
パ
、
此
時
ニ
当
テ
ハ
桂
、
ゲ
テ
モ
闘

し
ゃ
う踏

争
権
ノ
熱
情
ヲ
抑
制
シ
テ
国
民
タ
ル
ノ
義
務
ヲ
担
任
シ
、
以
テ
我

東
洋
政
略
ノ
素
志
ヲ
達
シ
テ
、
文
ハ
則
チ
開
明
ノ
魁
ヲ
為
シ
、
武
ハ

則
チ
亜
細
亜
ノ
盟
主
タ
ラ
ン
コ
ト
、
読
者
諸
君
ト
共
ニ
希
望
ス
ル
所

、
(
あ
)

ニ
シ
テ
、
即
チ
報
国
ノ
本
分
ト
信
ズ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
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こ
う
し
た
主
張
の
背
景
に
は
、
『
共
論
』
で
推
算
さ
れ
た
「
清
国
ニ
テ

近
年
海
陸
軍
ノ
改
正
ヲ
施
シ
タ
ル
ハ
唯
其
一
小
部
分
ナ
レ
ド
モ
、
其
実

数
ヲ
見
レ
パ
殆
ド
我
日
本
国
ノ
海
陸
軍
ニ
等
シ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
海
軍

(
幻
)

ニ
至
テ
ハ
我
国
ノ
一
倍
ニ
近
シ
」
と
の
、
軍
事
面
に
お
け
る
清
国
の
圧

倒
的
優
位
と
い
う
現
状
認
識
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
田
口
は
福
沢
に
代
表
さ
れ
る
軍
備
拡
張
論
を
く
り
返

し
批
判
し
た
。
だ
が
、
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
楽
観
的
な
対
外

(
お
)

認
識
が
抱
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
清
国
が
「
若
し
力
を
海
軍
に

用
ゐ
は
必
ず
我
に
十
余
倍
す
る
の
軍
艦
を
備
へ
ん
若
し
力
を
陸
軍
に
注

か
ば
必
ず
我
に
十
余
倍
す
る
の
兵
士
を
養
は
ん
是
れ
査
に
倦
る
べ
き
に

あ
ら
ず
や
日
本
人
民
よ
須
ら
く
妄
り
に
国
財
を
費
や
し
て
彼
れ
の
熟
睡

(
錫
)

を
撹
擾
す
る
な
か
れ
」
。
田
口
は
福
沢
と
同
様
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上

に
、
中
国
の
潜
在
力
に
対
し
警
戒
感
を
抱
い
て
い
た
。
日
清
関
係
が
緊

迫
す
る
中
、
田
口
は
「
日
本
現
時
の
商
業
を
以
て
支
那
の
商
業
に
比
す

れ
ば
其
差
あ
る
こ
と
実
に
宵
壌
な
る
べ
し
然
ら
ば
則
ち
日
本
を
し
て
永

遠
の
強
盛
を
計
ら
し
め
ば
先
づ
商
業
を
振
作
す
る
の
一
事
を
必
要
と
す



ある
るな
。 り通

と
の
見
地
か
ら
、
軍
拡
で
な
く
通
商
の
奨
励
に
努
め
た
の
で
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中
国
沿
岸
の
商
業
機
能
に
つ
い
て
は
、
福
沢
も
「
商
売
貿
易
ノ
便
利

ハ
全
国
ノ
二
面
ニ
海
ヲ
受
ケ
テ
良
港
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
」
と
高
く
評
価
し

て
い
た
。
一
八
八
四
年
一
月
に
は
、
ス
エ
ズ
運
河
の
発
起
人
で
あ
っ
た

レ
セ
ッ
プ
ス
(
同
Z
8
8
印
)
の
パ
ナ
マ
地
峡
開
撃
着
手
を
受
け
、
日
本

を
「
東
西
の
中
心
市
場
」
た
ら
し
め
る
た
め
に
東
京
築
港
す
べ
し
、
と

い
う
田
口
の
「
東
京
論
」
を
支
持
す
る
旨
の
論
説
が
連
日
、
『
時
事
新

報
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

一
八
八
三
年
初
頭
か
ら
始
ま
っ
た
安
南
を
め
ぐ
る
清
固
と
フ
ラ
ン
ス

の
対
立
に
関
し
て
も
、
福
沢
は
政
治
面
、
回
口
は
経
済
面
重
視
と
い
う

違
い
は
あ
れ
、
そ
の
主
張
の
根
底
に
は
、
こ
れ
を
機
に
中
国
に
い
か
に

対
抗
す
る
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
福
沢
が

清
仏
戦
争
の
隙
に
、
朝
鮮
へ
の
関
与
を
強
め
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
に

(
必
)

対
し
、
田
口
は
局
外
中
立
の
立
場
を
守
り
、
「
我
政
府
及
び
人
民
は
務
め

て
外
国
人
を
好
遇
し
之
を
我
邦
に
誘
ひ
従
来
上
海
地
方
に
於
て
取
扱
ひ

(
“
制
)

た
る
商
業
を
我
港
中
に
移
す
の
手
段
を
行
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
唱
え

た
よ
う
に
、
両
者
の
関
心
は
そ
れ
ぞ
れ
の
面
か
ら
中
国
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ

ヴ
を
奪
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
支
那
の
我
国
に
恐
る
べ
き
は
欧
州
大
陸
の
英
国
に
恐
る
べ
き
よ
り
甚

(
必
)

だ
し
き
も
の
あ
り
」
。
東
京
築
港
論
、
内
地
雑
居
論
、
自
由
交
易
論
と
、

一
八
八
0
年
代
前
半
に
田
口
が
展
開
し
た
議
論
の
念
頭
に
は
、
常
に
中
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国
の
存
在
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
恐
る
べ
き
』
中
国
と
「
停
滞
し
た
』
中
国
像

一
八
八
四
年
十
二
月
、
金
玉
均
、
朴
泳
孝
、
徐
光
範
ら
親
日
改
革
派

指
導
者
が
、
日
本
公
使
館
の
協
力
を
得
て
企
て
た
ク
ー
デ
タ
ー
が
、
哀

世
凱
率
い
る
清
国
軍
に
鎮
圧
さ
れ
て
し
ま
っ
た
際
、
福
沢
は
「
支
那
ト

戦
ヒ
テ
勝
夕
、
ザ
レ
パ
、
我
日
本
ハ
自
今
永
ク
支
那
ノ
凌
辱
ヲ
蒙
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ズ
、
世
界
各
国
ノ
タ
メ
ニ
軽
侮
セ
ラ
レ
侵
凌
セ
ラ
レ
、
到
底
国
ノ

(
必
)

独
立
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
」
と
、
深
刻
な
事
態
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
、
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
払
い
軍
備
増
強
に
あ
た
る
必
要
性
を
訴
え

る
な
ど
、
対
清
開
戦
を
あ
お
る
論
陣
を
張
っ
た
。
と
れ
に
対
し
、
『
東
経

誌
』
で
は
、
清
国
へ
の
賠
償
請
求
の
必
要
性
が
説
か
れ
つ
つ
も
、
武
力

衝
突
は
極
力
回
避
す
べ
き
と
の
ス
タ
ン
ス
が
と
ら
れ
た
。
だ
が
事
変
後
、

「
脱
亜
論
」
を
表
明
す
る
に
至
っ
た
福
沢
と
軌
を
一
に
し
て
、
田
口
の
文

章
に
も
「
脱
亜
」
的
な
表
現
が
目
立
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

田
口
は
一
八
八
五
年
十
月
、
「
社
会
気
運
の
変
化
」
と
い
う
論
説
を
掲

(
必
)

載
し
た
。
「
試
み
に
支
那
若
く
は
朝
鮮
の
事
情
如
何
を
見
よ
我
国
の
如
く

社
会
上
の
改
良
を
主
唱
す
る
も
の
あ
る
乎
好
し
之
を
主
唱
す
る
も
の
あ

る
も
之
れ
に
応
す
る
も
の
あ
る
乎
嘗
て
之
な
さ
に
あ
ら
ず
や
」
。
内
容

は
、
日
本
が
中
国
・
朝
鮮
と
比
べ
あ
ら
ゆ
る
面
で
社
会
改
良
に
向
か
っ

て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
田
口
は
「
誰
れ
か
社
会
改
良
を
以
て
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至
難
の
業
な
り
と
云
ふ
」
(
一
八
八
七
・
四
)
で
も
、
日
本
で
採
用
さ
れ

た
「
新
案
を
以
て
支
那
帝
国
の
内
に
主
張
せ
り
と
仮
定
せ
よ
支
那
人
は

如
何
に
之
を
対
遇
す
る
ぞ
や
其
人
は
必
ず
冷
笑
を
免
か
れ
ざ
る
べ
し
、

其
人
は
必
ず
侮
辱
を
免
か
れ
ざ
る
べ
し
、
其
人
は
必
ず
危
険
を
免
か
れ

ざ
る
べ
し
」
と
、
日
中
間
に
お
け
る
社
会
進
歩
の
差
異
を
強
調
し
た
。

論
説
で
は
さ
ら
に
、
歴
史
的
根
拠
と
し
て
「
支
那
は
数
々
夷
秋
の
侵
奪

を
蒙
り
種
々
の
悪
習
に
苦
め
ら
れ
た
り
と
雄
も
我
同
胞
は
未
だ
此
の
如

き
こ
と
な
き
に
あ
ら
ず
」
点
が
挙
げ
ら
れ
、
「
勉
め
て
怠
ら
さ
れ
ば
一
大

美
国
を
発
す
べ
き
」
こ
と
が
説
か
れ
た
。

日
本
は
、
向
上
心
に
富
む
国
民
を
有
す
る
「
美
国
」
で
あ
る
。
|
|

こ
の
美
た
る
要
因
と
し
て
、
田
口
は
日
本
人
の
清
潔
さ
や
友
愛
的
な
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
提
示
し
た
。

• 
我
邦
未
だ
一
回
も
外
国
の
侵
略
横
奪
を
蒙
む
ら
ず
一
国
の
政
権
常

に
同
胞
の
手
に
帰
し
父
子
兄
弟
の
愛
情
官
民
の
聞
に
存
す
る
の
致
す

所
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
余
輩
は
常
に
我
邦
人
民
の
気
質
史
上
に
顕
は

る
る
も
の
を
以
て
諸
外
国
殊
に
支
那
人
に
比
較
し
我
人
情
の
優
美
に

し
て
且
つ
憐
愛
の
情
に
富
め
る
を
感
ぜ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
也
。

他
方
、
こ
れ
と
連
動
し
て
「
支
那
の
町
の
キ
タ
ナ
イ
事
は
鼻
持
も
な

ら
雌
」
な
ど
、
中
国
人
の
不
潔
さ
が
強
調
さ
れ
た
。
社
会
改
良
に
お
け

る
日
中
格
差
の
指
摘
が
、
翻
っ
て
両
国
を
美
醜
と
い
う
形
で
対
比
さ
せ

る
ま
で
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
八
九
一
年
五
月
に
発
刊
さ
れ
た
『
史
海
』
で
着
手
さ
れ
た
古
代
史

研
究
で
は
、
日
本
が
古
来
よ
り
民
主
的
な
国
柄
で
あ
っ
た
証
明
に
重
点

が
置
か
れ
た
。
例
え
ば
、
田
口
は
宣
命
の
儀
式
を
、
「
我
古
昔
公
民
の
権

利
の
強
盛
に
し
て
決
し
て
支
那
の
如
く
普
天
王
土
主
義
に
あ
ら
ざ
り
し
」

証
拠
と
分
析
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
後
世
の
歴
史
家
は
中
国
専
制
史
か

ら
受
け
た
影
響
の
た
め
に
、
古
代
日
本
を
天
皇
独
裁
と
み
な
す
誤
謬
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
解
釈
か
ら
も
、
民
主
的
な
「
美
国
」

と
い
う
日
本
像
が
、
中
国
像
の
転
換
と
対
応
し
て
出
現
し
た
こ
と
が
分

か
る
。
ま
た
『
史
海
』
で
は
、
先
に
触
れ
た
「
輪
裁
体
」
が
採
用
さ
れ
、

ほ
ぼ
毎
号
の
巻
頭
に
は
武
内
宿
禰
や
藤
原
鎌
足
、
菅
原
道
真
と
い
っ
た

古
代
を
中
心
と
す
る
田
口
の
人
物
史
論
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

例
え
ば
大
仏
建
立
を
も
っ
て
「
日
本
人
種
は
当
時
に
あ
り
て
も
既
に
英

(
日
)

俊
な
る
」
と
評
価
し
た
「
聖
武
天
皇
」
(
一
八
九
一
・
九
|
十
)
や
、
光

仁
天
皇
即
位
に
伴
う
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
皇
統
の
交
替
に
よ
り
「
日

本
人
種
の
人
情
に
富
め
る
こ
と
」
が
示
さ
れ
た
と
す
る
「
孝
謙
天
皇
」

(
日
)

(
一
八
九
二
・
一
一
一
)
の
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
人
が
中
国
人
に
決
し

て
引
け
を
取
ら
な
い
人
種
だ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
田
口
は
『
古

俗
』
を
称
賛
・
擁
護
し
た
よ
う
に
、
神
話
的
解
釈
に
囚
わ
れ
な
い
、
学

術
的
見
地
か
ら
な
る
自
由
な
古
代
史
研
究
を
主
張
し
た
。
だ
が
、
「
保
守

(
硲
)

的
な
転
回
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
『
日
本
小
史
』
か
ら
『
史
海
』
へ

と
至
る
過
程
で
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
先
進
国
日
本
と
い
う
解
釈
を
打
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ち
出
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
甲
申
事
変
を
境
と
し
て
、
中
国
が
日
本
と
比
べ
停
滞
し

て
お
り
、
専
制
政
治
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
発
言
が
く

り
返
し
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
他
方
、
そ
れ
ま
で
看
取
さ

れ
た
中
国
の
脅
威
が
後
景
に
退
い
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
刑
判

ダ
太
平
鉄
道
の
開
業
や
『
キ
ュ
l

ル
ナ
l

ド
』
汽
船
会
社
の
新
航
海
や

パ
ナ
マ
堀
割
の
開
撃
や
我
人
民
は
視
て
以
て
対
岸
の
火
と
な
す
な
か
れ

み
な
以
て
我
商
業
を
利
す
る
も
の
た
る
を
知
れ
我
に
し
て
十
分
に
之
に

備
ふ
る
の
計
を
為
さ
ざ
れ
ば
其
利
は
超
え
て
上
海
に
落
つ
る
こ
と
を
知

れ
」
。
田
口
は
引
き
続
き
、
東
京
築
港
を
軸
と
し
た
対
中
国
政
策
を
訴
え

る
と
共
に
、
「
東
京
人
は
敏
達
に
誇
る
と
雄
も
其
気
質
未
だ
閑
歩
せ
る
大

陸
の
老
爺
に
及
ば
す
駕
ぞ
知
ら
ん
や
我
今
日
人
民
の
支
那
に
遊
ぶ
も
の

東
議
の
老
爺
を
以
て
目
せ
ら
れ
さ
ら
ん
こ
と
封
」
「
余
輩
熟
ら
支
那
人

か
、
東
洋
の
貿
易
に
従
事
す
る
を
見
る
に
、
独
立
独
行
自
ら
主
と
し
て

其
業
を
営
む
も
の
多
し
、
日
本
人
に
至
り
で
は
青
年
有
為
の
士
と
雄
も
、

大
概
外
国
人
の
『
コ
ッ
ク
』
若
く
は
『
ボ
イ
』
と
な
り
、
得
る
所
の
給

料
は
大
約
之
を
衣
食
に
費
や
し
、
遠
く
之
を
望
め
ば
厳
然
た
る
一
紳
士

な
り
と
離
も
、
嚢
中
に
は
一
銭
の
蓄
積
な
凶
」
と
、
日
本
人
が
中
国
人

よ
り
経
済
的
に
自
立
し
て
い
な
い
と
い
う
危
機
感
を
示
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

• 
一
八
八
0
年
代
末
に
着
工
さ
れ
た
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
に
対
し
、
田
口
は

ロ
シ
ア
の
南
下
を
危
倶
す
る
世
論
と
は
反
対
に
、
歓
迎
の
意
を
表
明
し

143 

た
。
「
夫
れ
欧
、
亜
、
の
交
通
今
日
の
如
く
上
海
香
港
を
経
過
す
る
以
上

は
、
日
本
の
繁
栄
は
決
し
て
支
那
に
勝
る
を
得
、
ざ
る
な
り
、
然
れ
ど
も

若
し
シ
ベ
リ
ヤ
鉄
道
に
し
て
開
通
す
る
以
上
は
、
旅
客
は
必
ず
之
に
乗

り
て
往
来
す
べ
し
、
貨
物
も
従
ひ
て
搬
運
す
べ
し
、
去
れ
ば
爾
後
商
品

旅
客
共
に
香
港
上
海
を
経
過
せ
ず
し
て
、
却
て
長
崎
馬
関
若
く
は
神
戸

等
を
経
過
し
支
那
に
行
く
も
の
あ
る
に
至
ら
ん
、
支
那
の
利
を
殺
き
日

本
の
利
を
増
す
、
国
家
の
大
計
之
れ
よ
り
可
な
る
は
な
き
な
肘
」
。
田
口

は
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を
、
軍
事
的
に
そ
れ
程
有
用
で
な
い
と
評
価
し
て
い

た
。
彼
の
主
眼
は
ロ
シ
ア
の
脅
威
以
上
に
、
中
国
沿
岸
部
に
お
け
る
商

業
網
の
打
破
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

経
済
学
協
会
は
、
ど
の
港
湾
が
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
開
通
に
よ
り
枢
要
と

な
る
か
を
調
査
す
る
た
め
に
、
港
湾
調
査
委
員
会
(
一
八
九
一
・
九
一

八
九
二
・
二
)
を
設
置
し
た
。
田
口
も
名
を
連
ね
た
「
港
湾
調
査
委
員
報

告
」
で
は
、
氷
結
に
よ
る
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
港
の
機
能
停
止
が
予
想

さ
れ
る
十
二
月
か
ら
四
月
の
問
、
上
海
や
香
港
、
釜
山
に
商
利
を
奪
わ

れ
か
ね
な
い
こ
と
が
警
告
さ
れ
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
敦
賀
・
宮
津
・

仮
屋
三
港
の
整
備
、
保
証
倉
庫
の
建
設
、
倉
庫
内
貨
物
の
納
税
不
要
化
、

納
税
手
続
き
の
簡
略
化
の
四
点
が
提
起
さ
れ
問
。

田
口
は
ま
た
、
東
京
府
知
事
か
ら
委
託
さ
れ
た
士
族
授
産
金
を
も
と

に
南
島
商
会
を
設
立
し
、
一
八
九
O
年
五
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
、
殖

民
と
貿
易
状
況
を
調
査
す
る
た
め
グ
ア
ム
、
ヤ
ッ
プ
、
パ
ラ
オ
、
ポ
ネ

ピ
と
い
っ
た
南
洋
諸
島
を
巡
航
し
た
。
帰
帆
後
、
田
口
は
士
族
授
産
金
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を
私
物
化
し
て
い
る
と
い
う
非
難
を
受
け
、
南
洋
事
業
か
ら
手
を
引
い

た
が
、
こ
の
航
海
を
通
じ
、
彼
が
ま
た
も
や
痛
感
し
た
の
は
、
南
洋
の

物
産
が
こ
と
ご
と
く
香
港
、
お
よ
び
上
海
へ
と
回
送
さ
れ
、
「
東
洋
の
イ

ギ
リ
ス
」
の
地
位
は
完
全
に
中
国
沿
海
都
市
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
、
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。

• 
与
の
骨
下
品
川
蜘
レ
で
仔

h
c
h
h
b
レ
b
か
仔
除
勧
年
骨
骨
骨
ゆ
い
忌
叫

出
日
弘
大
U
帝
払
げ
の
一
ー
た
臥

H
L
f
h
v
h
f

、U
帝
場
片
」
か
か
全
十
、
人
中
骨
払
げ
の
骨

易
は
香
港
へ
行
き
ま
す
、

日
本
に
参
り
ま
す
箇
甲
は
南
洋
よ
り
参
り

ま
す
る
が

併
し
乍
ら
一
旦
香
港
方
り
を
経
て
然
る
後
ち
に
来
ま
す

る
の
で
す
、

現
在
斯
う
云
ふ
有
様
で
あ
り
ま
す
と
今
我
日
本
が
東
洋

の
英
国
だ
杯
と
云
っ
て
威
張
っ
て
居
り
ま
し
で
も
百
年
の
後
は
香
港

或
は
上
海
が
東
洋
の
中
心
市
場
と
な
り
日
本
は
田
舎
の
町
の
如
く
な

(
m
U
)
 

り
ま
す
。

こ
の
認
識
が
い
か
に
強
か
っ
た
か
は
、
帰
航
後
、
田
口
が
各
地
の
事

業
家
団
体
に
呼
び
か
け
、
輸
出
税
全
廃
同
盟
会
を
結
成
し
、
そ
の
理
事

長
と
し
て
全
廃
を
議
会
に
請
願
し
た
り
、
『
東
経
誌
』
や
遊
説
を
通
じ

て
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
世
論
喚
起
に
努
め
た
事
実
か
ら
も
察
せ
ら
れ
よ

(
臼
)

ぅ
。
こ
れ
と
同
時
に
、
田
口
は
地
租
軽
減
に
よ
る
民
力
休
養
を
唱
え
て

い
た
民
党
議
員
を
、
「
歳
計
節
約
の
利
は
地
主
独
り
之
を
得
て
、
而
し
て

我
荷
業
を
発
達
し
、
我
航
海
を
隆
盛
に
し
、
我
東
京
を
東
洋
の
中
心
市 場

と
な
し
、
我
日
本
帝
国
を
し
て
太
平
洋
の
女
王
た
ら
し
め
ん
と
す
る

(
臼
)

は
連
も
出
来
ぬ
話
な
り
」
と
強
く
批
判
し
た
。

一
八
九
0
年
代
初
期
よ
り
顕
著
と
な
っ
た
朝
鮮
市
場
へ
の
清
国
商
人

の
進
出
に
対
し
て
も
、
田
口
は
「
国
家
の
為
め
に
容
易
な
ら
ざ
る
大
事

併
」
と
強
い
懸
念
を
示
し
て
い
た
。
甲
申
事
変
以
降
も
、
田
口
は
依
然

と
し
て
、
日
本
を
し
の
ぐ
商
業
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
中
国
の
存
在
を

意
識
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
恐
る
べ
き
」
中
固
と
「
停
滞
し
た
」
中
国
。
一
八
八0
年
代
か
ら
日

清
開
戦
に
至
る
田
口
の
中
国
像
に
は
、
こ
の
よ
う
に
相
矛
盾
す
る
二
つ

の
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
が
併
在
し
て
い
る
。
で
は
、
双
方
は
一
体
、
い
か
な
る

関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ワ
ヱ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト

一
般
に
、
い
わ
ゆ
る
「
西
欧
の
衝
撃
」
に
対
す
る
意
識
が
稀
薄
で

あ
っ
た
田
ロ
の
自
由
貿
易
論
は
、
現
実
か
ら
平
和
離
し
た
抽
象
的
論
議
と

み
な
さ
材
、
中
国
に
対
す
る
警
戒
感
も
、
例
え
ば
「
中
国
へ
の
畏
敬
の

念
と
い
う
伝
統
意
識
を
ひ
き
ず
っ
た
も
の
で
、
客
観
的
根
拠
に
も
と
づ

い
た
も
の
で
は
な
か
っ
問
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
近
年
の
ア

ジ
ア
経
済
史
研
究
で
は
開
港
後
、
日
本
の
商
業
活
動
が
中
国
人
通
商
網

の
壁
に
直
面
凶
、
特
に
日
本
の
対
ア
ジ
ア
貿
易
が
拡
大
し
た
一
八
八

0

年
代
に
は
、
「
西
欧
の
衝
撃
」
と
同
様
に
、
勢
力
を
拡
大
す
る
華
僑
商
人

の
「
衝
撃
」
へ
の
対
応
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
針
。
ま
た
、
田
口
は
「
現
今
我
国
ニ
テ
需
要
ス
ル
欧
州
ノ
貨
物
ニ
シ

(
初
)

テ
往
々
之
ヲ
上
海
ニ
仰
ク
」
事
態
を
憂
慮
し
た
が
、
特
に
神
戸
は
、

2004 社会思想史研究 No.28
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八
七
五
六
年
に
お
け
る
生
金
巾

(
q
a
田
区
立
吉
岡
田
)
輸
入
総
量
の
内
、

上
海
か
ら
再
輸
出
さ
れ
た
も
の
が
九

O
%
以
上
を
占
め
た
一
抗
、
中
国

へ
の
最
大
の
輸
出
産
品
で
あ
っ
た
海
産
物
は
い
っ
た
ん
上
海
に
送
ら
れ

た
後
、
各
地
に
分
送
さ
れ
る
な
ど
、
上
海
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
角

に
深
く
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
田
口
の
「
恐
る
べ
き
」
中
国
像
は
、
こ

う
し
た
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
田
口
が
絶
え
ず
口
に
し
た
中
国
の
脅
威
を
誤
謬
と
し
、
専
ら
「
停

滞
し
た
」
中
国
像
に
着
目
し
た
先
行
研
究
に
は
、
あ
る
重
大
な
問
題
が

苧
ま
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、
田
口
の
中
国
に
対
す
る
「
倣
慢
」
な
態

度
を
批
判
す
る
ス
タ
ン
ス
、
が
、
日
本
は
当
時
、
す
で
に
中
国
を
見
下
ろ

す
だ
け
の
経
済
的
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
「
倣
慢
」
な
歴
史
観
に
、
逆

説
的
に
立
脚
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
時
期
を
対
象
と
し
た
い
わ
ゆ

る
「
日
本
的
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
論
も
ま
た
、
往
々
に
し
て
「
恐
る

べ
き
」
中
国
像
を
捨
象
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

田
口
が
再
一
二
強
調
し
た
「
停
滞
し
た
」
中
国
像
は
、
決
し
て
西
洋
学

問
か
ら
受
容
し
た
「
文
明
」
と
「
野
蛮
」
と
い
う
構
図
を
、
素
朴
に
投

影
し
た
結
果
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
恐
る
べ
き
」
中
国
に
対
す
る
レ
ス

ポ
ン
ス
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
恐
る
べ
き
」
中
固
と
い

う
実
態
認
識
の
レ
ベ
ル
と
、
「
停
滞
し
た
」
中
固
と
い
っ
た
歴
史
研
究
等

の
表
現
の
聞
に
は
大
き
な
ズ
レ
が
存
在
し
、
そ
の
関
係
は
逆
相
関
に
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
清
両
国
の
緊
張
が
一
つ
の
ピ

l

ク
に
達
し
た
壬

午
事
変
を
境
に
、
田
口
が
自
ら
の
歴
史
哲
学
を
歪
曲
し
て
ま
で
、
『
支
那
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小
史
』
で
政
情
不
安
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
中
国
像
を
描
き
出
し
た
事
実

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
甲
申
事
変
以
後
、
さ
か
ん
に
発
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
脱
亜
論
」
的
言
辞
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
中
国

に
「
東
洋
の
イ
、
キ
リ
ス
」
の
座
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
危
機
意

識
と
反
比
例
し
て
増
幅
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

結
一
九
O
O

年
九
月
か
ら
十
月
に
わ
た
り
、
旧
日
は
雑
誌
『
太
陽
』
の

記
者
坪
谷
善
四
郎
と
共
に
、
清
韓
両
地
を
旅
行
し
た
。
帰
国
後
、
回
口

は
視
察
記
「
清
国
の
富
」
(
一
九
0
0

・
十
一
)
で
、
中
国
人
の
生
活
を

こ
う
描
写
し
て
い
る
。

若
し
吾
人
に
し
て
初
め
て
清
国
塘
拍
に
着
し
、
船
中
よ
り
両
岸
に

並
列
せ
る
家
屋
を
望
む
と
き
は
、
支
那
人
生
活
の
程
度
は
我
国
民
に

比
し
て
非
常
に
低
き
た
る
こ
と
を
感
ず
る
な
る
べ
し
、
更
に
白
河
を

糊
り
船
中
に
て
大
小
便
を
為
し
、
其
水
を
汲
み
て
飲
食
し
、
又
両
岸

の
数
百
高
の
人
民
亦
日
々
便
器
を
此
水
に
て
洗
ひ
且
此
水
を
以
て
盟

激
を
為
す
を
見
る
と
き
は
、
仇
官
也
寸
骨
わ
ム
九

v
h
r
t
F

山
町
仏
市
ハ

u
b給
無
か
か

、
(
抱
)

こ
と
を
感
す
る
べ
し
。

渡
清
以
前
に
も
、
田
口
は
「
衛
生
と
経
済
」
(
一
八
九
八
・
八
)
で
、
日
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本
人
が
「
世
界
第
一
の
清
潔
人
種
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
国
人
は
「
世

(
抱
)

界
第
一
の
不
潔
人
種
」
で
あ
る
、
と
中
国
の
不
潔
さ
を
強
調
し
て
い
た
。

他
方
、
日
清
戦
争
以
降
「
恐
る
べ
き
」
中
国
像
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な

い
ま
で
も
、
す
っ
か
り
影
を
潜
め
た
。
「
停
滞
し
た
」
・
「
汚
い
」
と
い
う

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
中
国
像
だ
け
が
定
着
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

甲
申
事
変
後
、
田
口
は
福
沢
と
同
様
、
「
脱
亜
」
を
強
調
す
る
一
方
、

天
皇
を
核
と
す
る
「
美
国
」
と
い
う
意
識
を
立
ち
上
げ
た
。
こ
れ
は
田

口
に
限
っ
た
事
例
で
な
く
、
例
え
ば
当
時
の
新
聞
『
自
由
燈
』
も
、
事

(
布
)

変
を
機
に
天
皇
を
中
心
と
し
た
「
世
界
万
国
に
比
類
な
き
大
和
心
」
と

(
褐
)

い
っ
た
意
識
を
昂
揚
し
た
。
甲
申
事
変
と
い
う
中
国
か
ら
の
イ
ン
パ
ク

ト
に
対
す
る
、
こ
う
し
た
「
脱
亜
」
的
・
皇
国
的
主
張
の
展
開
は
、
実

態
レ
ベ
ル
で
の
認
識
と
は
裏
腹
な
、
い
わ
ば
背
伸
び
現
象
だ
っ
た
と
解

釈
で
き
る
。

• 
田
口
の
場
合
、
日
中
間
に
お
け
る
社
会
進
歩
格
差
の
主
張
が
、
ひ
い

て
は
被
侵
略
経
験
の
歴
史
的
有
無
の
指
摘
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
両
国

人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
衛
生
面
に
お
け
る
優
劣
の
強
調
へ
と
至
っ
た
。

こ
れ
ら
日
中
差
別
化
の
言
説
は
、
彼
の
政
治
的
・
経
済
的
認
識
を
そ
の

ま
ま
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
現
実
社
会
で
自
ら
が
置
か
れ

て
い
る
不
利
な
状
況
を
、
な
ん
と
か
正
当
化
づ
け
よ
う
と
思
索
し
た
結

果
の
所
産
で
あ
っ
た
。
こ
の
圧
倒
的
な
経
済
力
・
軍
事
力
を
有
す
る
ラ

イ
バ
ル
国
を
卑
下
し
、
自
ら
を
天
皇
を
支
柱
と
す
る
独
特
の
国
柄
と
し

て
賛
美
す
る
思
考
経
路
は
、
例
え
ば
第
二
次
大
戦
中
、
英
米
の
強
い
イ

ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
際
、
「
八
紘
一
宇
ト
ス
ル
肇
国
」
の
精
神
を
担
う
皇

国
日
本
に
対
日
、
相
手
を
「
鬼
畜
英
米
」
と
、
畜
生
に
対
置
さ
せ
た
事

実
に
も
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
田
口
に
お
け
る
中
国
像
の
転
換
と
、
天

皇
を
中
心
と
す
る
「
美
国
」
と
い
う
観
念
の
生
成
は
、
ま
さ
に
こ
の
深

刻
な
対
外
的
危
機
に
直
面
し
た
場
合
に
み
ら
れ
る
日
本
人
の
思
考
パ

(
沼
)

タ
!
ン
を
辿
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
む
と
う
・
し
ゅ
う
た
ろ
う
/
経
済
史
・
経
済
思
想
史
) 2004 No.28 社会思想史研究

キ
ー

(
1
)
「
脱
亜
論
」
『
時
事
新
報
』
一
八
八
五
年
三
月
十
六
日
、
『
福
沢
諭
吉
全
集
』

第
十
巻
、
二
三
八
四
O
頁
。
以
下
『
新
報
』
『
福
沢
全
集
』
と
略
記
。

(
2
)
福
沢
諭
吉
『
兵
論
』
、
一
八
八
二
年
、
『
福
沢
全
集
』
第
五
巻
、
三

O
七
頁
。

(
3
)「
朝
鮮
国
を
如
何
に
す
べ
き
や
」
『
新
報
』
一
八
八
三
年
三
月
十
三
日
、
『
福

沢
全
集
』
第
八
巻
、
五
八
一
頁
。

(
4
)
福
沢
諭
吉
「
福
翁
自
伝
」
『
新
報
』
一
八
九
八
年
七
月
一
日
一
八
九
九

年
二
月
十
六
日
、
『
福
沢
全
集
』
第
七
巻
、
二
五
九
頁
。

(
5
)
井
田
進
也
「
二
O
O
一
年
の
福
沢
諭
吉
|
|
清
仏
戦
争
期
『
時
事
新
報
』

論
説
の
再
検
討
」
「
畑
霧
の
中
の
「
脱
亜
論
」
|
|
福
沢
を
し
て
福
沢
を

語
ら
し
め
よ
」
『
歴
史
と
テ
キ
ス
ト
|
|
西
鶴
か
ら
諭
吉
ま
で
』
光
忙
社
、

二
O
O

一
年
。

(
6
)
大
石
嘉
一
郎
「
『
殖
産
興
業
』
と
『
自
由
民
権
』
の
経
済
思
想
」
長
幸
男
・

住
谷
一
彦
編
『
近
代
日
本
経
済
思
想
史
』
I

、
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
、

六
五
七
八
頁
、
飯
田
鼎
「
田
口
卯
吉
、
ど
福
沢
諭
士
中
|
|
『
リ
ベ
ラ
ル
派
』

と
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
リ
ベ
ラ
ル
派
』
」
『
福
沢
諭
吉
年
鑑
』
第
二
五
号
、
一
九

九
八
年
、
五
六
八
頁
、
松
之
尾
裕
『
司
本
の
近
代
化
と
経
済
学
|
|
ボ

ン
大
学
講
義
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
O
O
二
年
、
二
一
四
頁
。

(
7
)福
沢
諭
吉
『
通
貨
論
』
一
八
七
八
年
、
『
福
沢
全
集
』
第
四
巻
、
「
福
沢
諭
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吉
君
著
通
貨
論
ノ
評
論
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
四
号
、
一
八
七
九
年
四

月
二
十
九
日
、
『
鼎
軒
田
口
卯
吉
全
集
』
第
三
巻
。
以
下
、
『
東
経
誌
』
『
全

集
』
と
略
記
。
な
お
、
『
全
集
』
収
録
以
外
に
田
口
、
が
執
筆
し
た
論
説
等

の
判
別
は
、
基
本
的
に
杉
原
四
郎
・
岡
田
和
喜
編
『
田
口
卯
吉
と
東
京
経

済
雑
誌
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
五
年
の
巻
末
に
あ
る
著
作
目
録
に

依
拠
し
た
。

(
8
)
福
沢
諭
士
口
『
時
事
小
言
』
一
八
八
一
年
、
『
福
沢
全
集
』
第
五
巻
、
「
福
沢

先
生
著
時
事
小
言
ヲ
読
ム
」
『
東
経
誌
』
第
八
二
号
、
一
八
八
一
年
十
月

十
五
日
、
『
全
集
』
第
八
巻
、
「
財
政
ノ
困
難
ヲ
論
ズ
」
『
東
経
誌
』
第
八

三
号
、
一
八
八
一
年
十
月
二
十
二
日
、
『
全
集
』
第
六
巻
。
な
お
、
両
者

の
聞
に
は
、
ほ
と
ん
ど
交
際
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
田
口
卯
吉
「
福

沢
翁
逝
け
り
」
『
東
経
誌
』
第
一
O
六
七
号
、
一
九

O

一
年
二
月
九
日
、

『
全
集
』
第
八
巻
)
。

(
9
)
『
史
海
』
第
八
巻
、
一
八
九
二
年
一
月
『
全
集
』
第
二
巻
、
四
七
六
頁
。

(
叩
)
久
米
邦
武
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」
『
史
学
会
雑
誌
』
第
二
三
五
号
、
一

八
九
一
年
十
十
二
月
、
『
久
米
邦
武
歴
史
著
作
集
』
第
三
巻
。

(
日
)
『
史
海
』
第
八
巻
、
一
八
九
二
年
一
月
『
全
集
』
第
二
巻
、
四
七
六
頁
。

(
ロ
)
田
口
卯
吉
『
日
本
開
化
小
史
』
、
一
八
七
七
八
二
年
、
『
全
集
』
第
一
一
巻
。

(
日
)
小
沢
栄
一
『
近
代
日
本
史
学
史
の
研
究
明
治
編
一
九
世
紀
日
本
啓
蒙

史
学
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
、
二
一
五
六
頁
。

(
U
)例
え
ば
「
衣
食
足
而
知
礼
節
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
二
六
七
号
、
一
八

八
五
年
五
月
三
十
日
『
全
集
』
第
三
巻
、
二
四
九
頁
、
同
『
続
経
済
策
』

一
八
九
O
年
『
全
集
』
第
三
巻
、
二
三
頁
。

(
お
)
丸
山
真
男
「
近
代
日
本
に
お
け
る
思
想
史
的
方
法
の
形
成
南
原
繁
先
生

古
稀
記
念
下
」
福
田
欽
一
編
『
政
治
思
想
に
お
け
る
西
欧
と
日
本
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
年
『
丸
山
真
男
集
』
第
九
巻
、
九
九
一O

O
頁
。

(
日
)
田
口
卯
吉
『
支
那
開
化
小
史
』
一
八
八
三
八
年
、
『
全
集
』
第
二
巻
、
二

八
六
七
頁
。
な
お
、
同
書
の
執
筆
経
緯
に
つ
い
て
は
、
小
池
精
一
が
次

の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。
「
君
(
田
口
筆
者
)
嘗
て
末
広
重
恭
氏
を

其
家
に
訪
ふ
、
机
上
清
の
越
欧
北
所
著
二
十
二
史
割
記
あ
り
、
君
展
読
良

久
に
し
て
日
く
、
此
れ
以
て
支
那
開
化
史
の
材
料
と
為
す
に
足
る
、
余
必

ず
編
述
せ
む
と
、
而
し
て
遂
に
支
那
開
化
小
史
の
著
あ
り
、
是
れ
後
に
末

広
氏
か
余
に
語
り
し
所
に
し
て
、
氏
も
亦
君
の
述
作
に
長
ず
る
を
驚
異
せ

し
な
り
」
(
小
池
精
一
「
故
田
口
鼎
軒
」
東
経
誌
第
二
一
八
八
号
、
一
九

O
五
年
六
月
三
日
、
九
七
九
頁
)
。

(
口
)
田
口
卯
吉
『
支
那
開
化
小
史
』
一
八
八
三
l

八
年
、
『
全
集
』
第
二
巻
、
二

二
三
|
四
頁
。

(
凶
)
田
口
卯
吉
『
支
那
開
化
小
史
』
一
八
八
三
八
年
、
『
全
集
』
第
二
巻
、
二

二
四
頁
。

(
印
)
田
口
卯
吉
『
支
那
開
化
小
史
』
一
八
八
三
八
年
、
『
全
集
』
第
二
巻
、
二

六
六
頁
。

(
幼
)
田
口
卯
吉
『
支
那
開
化
小
史
』
一
八
八
三
八
年
、
『
全
集
』
第
二
巻
、
一
一

九
O

一
頁
。

(
幻
)
田
口
卯
吉
『
史
海
日
本
之
部
』
自
序
、
一
八
九
一
年
、
『
全
集
』
第
一
巻

六
六
八
頁
。

(
勾
)
田
口
卯
吉
「
倉
持
治
休
氏
に
答
ふ
」
『
東
経
誌
』
第
六
二O
号
、
一
八
九

二
年
四
月
二
十
三
日
、
『
全
集
』
第
一
巻
、
一
一
一
六
頁
。

(
幻
)
「
船
渠
開
設
ノ
議
」
『
東
経
誌
』
第
九
号
、
一
八
七
九
年
八
月
三
十
日
、
『
全

集
』
第
四
巻
、
一
頁
。

(
M
)
「
東
京
論
」
『
東
経
誌
』
第
三
八
号
、
一
八
八O
年
九
月
十
五
日
、
『
全
集
』

第
五
巻
、
一
O
O
頁
。

(
お
)
句
、
注
与
』
U
S件
、
a
ミ

H

』
』
匂
戸
芯
円
足
、
九
-
n・匂
S
ι
」
ο
語
道
竜
町
民
白
『
ミ
唱
。
ミ

。

3
h
b
a
s苦ト
H
h喜
一
時
・M
q
h、
お
よ
び
凶
ミ

H
E
S
A
E
M
S
F
5
2
.

4
。
戸
申
ゲ
[
円
U・
U
C印
印
]
行
。
ヨ
旨
2
n
u
-円
。
唱
。
見
。
ロ
同
州
民
冨
岡
田
君

P
H
∞
∞
宍
司-
U
U
品
・

(
お
)
旬
、
きF
H
U
Q
ぇ
・
h
u
Q
Y
3
・
』
お
F
5
-
M
W』
w
同
町
・
匂
色
刷
会
C
語
意
書
芝
苫
を
え
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s
h
S
ぷ
もR
N
F』
釦
窓
口
、H
q
hお
よ
び
切
ミ
呂
p
h
u司『
・3
Y
苫
唱
同
∞
∞
「
〈
o
-


申
H

・
R
-
ω
8
2
d
。
日

B
O
R
E
2
3ュ
S
E
E

開
ω
唱

p
z
g
J
-
y
g
-

(
幻
)
小
風
秀
雅
「
一
八
七
O
、
八0
年
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
海
運
市
場
と
日

中
汽
船
海
運
」
、
『
横
浜
と
上
海
』
共
同
編
集
委
員
会
編
『
横
浜
と
上
海

|
|
近
代
都
市
形
成
史
比
較
研
究
』
横
浜
開
港
資
料
館
、
一
九
九
五
年
、

二
四
九
五
O
頁

(
お
)
高
嶋
雅
明
「
領
事
報
告
制
度
の
発
展
と
『
領
事
報
告
』
の
刊
行
|
|
『
通

商
品
某
編
』
か
ら
『
通
商
葉
纂
』
ま
で
」
、
角
山
栄
編
『
日
本
領
事
報
告
の

研
究
』
同
文
館
、
一
九
八
六
年
、
一
O
九
頁
、
石
井
寛
治
『
情
報
・
通
信

の
社
会
史
|
|
近
代
日
本
の
情
報
化
と
市
場
化
』
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
、

九
一
二
頁
。

(
却
)
藤
森
照
信
『
明
治
の
東
京
計
画
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
O
O
|

二
頁
、
御
厨
貴
『
近
代
日
本
研
究
双
書
首
都
計
画
の
政
治
|
|
形
成
期
明

治
国
家
の
実
像
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
三
一
四
頁
。

(
初
)
塩
島
仁
士
口
編
『
鼎
軒
田
口
先
生
伝
』
大
空
社
、
一
九
九
三
年
、
六
五
|
七

二
貰
。

(
担
)
「
内
地
雑
居
を
論
す
」
『
東
経
誌
』
第
二
O
四
号
、
一
八
八
四
年
一
二
月
八
日
、

二
七
四
五
頁
。

(
沼
)
「
海
関
税
廃
す
べ
し
」
『
東
経
誌
』
第
一
O
九
号
、
一
八
八
二
年
四
月
二
九

口
H。

(
お
)
「
朝
鮮
の
談
判
」
『
東
経
誌
』
第
一
二
八
号
、
一
八
八
二
年
九
月
九
日
、
一

一
八
三
|
六
頁
。

(
M
)「
朝
鮮
ノ
変
事
」
『
時
事
新
報
』
一
八
八
二
年
八
月
一
目
、
『
福
沢
全
集
』
第

八
巻
、
一
一
四
七
頁
。

(
お
)
「
日
支
韓
三
国
ノ
関
係
」
『
新
報
』
一
八
八
二
年
八
月
二
十
五
日
、
『
福
沢

全
集
』
第
八
巻
、
三
O
五
頁
。

(
お
)
「
東
洋
ノ
政
略
果
シ
テ
如
何
セ
ン
」
『
新
報
』
一
八
八
二
年
十
二
月
九
日
、

『
福
沢
全
集
』
第
八
巻
、
四
=
一
四
頁
。

• 

(
幻
)
『
兵
論
』
一
八
八
二
年
『
福
沢
全
集
』
第
五
巻
、
二
一
二
頁
。

(
認
)
尾
崎
ム
ゲ
ン
「
回
口
卯
吉
に
お
け
る
「
論
策
』
と
『
学
問
』
」
『
史
林
』
第

五
四
巻
第
一
号
、
一
九
七
一
年
一
月
、
二
二
頁
。

(
却
)
「
自
由
航
業
論
」
『
東
経
誌
』
第
一
七
三
号
、
一
八
八
三
年
七
月
一
一
八
日
、

『
全
集
』
第
四
巻
、
二
二
四
頁
。

(
ω
)「
商
況
」
『
東
経
誌
』
第
一
四
八
号
、
一
八
八
三
年
二
月
三
日
、
『
全
集
』
第

四
巻
、
八
六
頁
。

(
H
U
)福沢
諭
吉
『
兵
論
』
一
八
八
二
年
『
福
沢
全
集
』
第
五
巻
、
三
O
五
頁
。

(
必
)
「
国
ヲ
富
強
ス
ル
ハ
貿
易
ヲ
盛
大
ニ
ス
ル
ニ
在
リ
」
『
新
報
』
一
八
八
四
年

一
月
十
六
日
、
「
日
本
ノ
貿
易
ヲ
助
ケ
長
ス
ル
ノ
工
風
ヲ
為
ス
ベ
シ
」
『
新

報
』
一
八
八
四
年
一
月
十
七
日
、
「
大
日
本
帝
国
内
外
貿
易
ノ
中
心
市
場
」

『
新
報
』
一
八
八
四
年
一
月
二
十
一
日
、
「
東
京
ニ
築
港
ス
ベ
シ
」
『
新
報
』

一
八
八
四
年
一
月
二
十
三
日
、
「
東
京
ニ
新
港
ヲ
築
ク
ノ
方
法
」
『
新
報
』

一
八
八
四
年
一
月
二
十
四
日
、
「
新
港
成
就
シ
テ
東
京
内
外
貿
易
ノ
中
心

市
場
ト
為
ル
」
『
新
報
』
一
八
八
四
年
一
月
二
十
九
日
。
い
ず
れ
も
『
福

沢
全
集
』
第
九
巻
所
収
。

(
必
)
「
朝
鮮
ニ
在
ル
日
本
ノ
利
害
ハ
決
シ
テ
軽
少
ナ
ラ
ズ
」
『
新
報
』
一
八
八
四

年
八
月
九
日
、
『
福
沢
全
集
』
第
十
巻
。

(
斜
)
「
清
仏
開
戦
に
関
し
日
本
の
位
地
如
何
」
『
東
経
誌
』
第
二
二
九
号
、
一
八

八
四
年
八
月
三
十
日
、
『
全
集
』
第
五
巻
、
一
七
六
頁
。

(
必
)
「
支
那
国
の
実
力
」
『
東
経
誌
』
第
二
一
二
三
号
、
一
八
八
四
年
九
月
二
十
日
、

『
全
集
』
第
五
巻
、
一
八
二
頁
。

(
必
)
「
戦
争
ト
ナ
レ
パ
必
勝
ノ
算
ア
リ
」
『
新
報
』
一
八
八
四
年
十
二
月
二
十
七

目
、
『
福
沢
全
集
』
第
十
巻
、
一
六
一
頁
。

(
U
)
「
日
支
韓
の
関
係
」
『
東
経
誌
』
第
二
四
七
|
九
号
、
一
八
八
五
年
一
月
十

日
二
十
四
日
。

(
必
)
「
社
会
気
運
の
変
化
」
『
東
経
誌
』
第
二
八
六
号
、
一
八
八
五
年
十
月
十
日
、

『
全
集
』
第
二
巻
。

2004 社会思想史研究 No.28
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(
錦
)
「
誰
れ
か
社
会
改
良
を
以
て
至
難
の
業
な
り
と
云
ふ
」
『
東
経
誌
』
第
三
六

四
号
一
八
八
七
年
四
月
二
十
三
日
、
『
全
集
』
第
一
一
巻
。

(
印
)
「
外
交
上
に
於
て
力
を
伸
べ
ん
と
欲
せ
ば
宜
し
く
与
論
の
力
を
仮
る
ベ
し
」

『
東
経
誌
』
第
三
一
八
一
号
、
一
八
八
七
年
八
月
二
十
日
、
『
全
集
』
第
五
巻
、

一
九
六
七
貰
。

(
日
)
田
口
卯
吉
「
想
像
世
界
」
『
東
経
誌
』
第
一
三
七
号
、
一
八
八
六
年
五
月

二
十
二
日
、
『
全
集
』
第
八
巻
、
一
一
l
i

二
頁
。

(
臼
)
回
口
卯
吉
「
藤
原
基
経
」
『
史
海
』
第
二O
号
、
一
八
九
三
年
二
月
、
『
全

集
』
第
一
巻
、
三
O
O

二
頁
。

(
日
)
田
口
卯
吉
「
聖
武
天
皇
」
『
史
海
』
第
五
六
巻
、
一
八
九
一
年
九
十

月
、
『
全
集
』
第
一
巻
。

(
M
)
田
口
卯
吉
「
孝
謙
天
皇
」
『
史
海
』
第
八
|
九
巻
、
一
八
九
二
年
一
一
一

月
、
『
全
集
』
第
一
巻
。

(
日
)
『
史
海
』
以
降
、
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
田
口
の
日
本
人
種
論
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
田
口
卯
吉
の
日
本
人
種
起
源
論
ー
ー
ー
そ
の
変
遷
と
中
国
認

識
」
『
日
本
経
済
思
想
史
研
究
』
第
三
号
、
二OO
三
年
参
照
。

(
白
川
)
塚
谷
晃
弘
「
田
口
卯
吉
」
永
原
慶
二
・
鹿
野
政
直
編
『
日
本
の
歴
史
家
』

日
本
評
論
社
、
一
九
七
六
年
、
二
五
頁
。

(
町
)
「
太
平
洋
の
新
競
争
」
『
東
経
誌
』
第
三
六

O
号
、
一
八
八
七
年
三
月
二
十

六
日
、
『
全
集
』
第
四
巻
、
一
一
六O
頁
。

(
鴎
)
「
商
業
共
和
国
」
『
東
経
誌
』
第
三
五
二
号
、
一
八
八
七
年
一
月
二
十
九
日
、

『
全
集
』
第
三
巻
、
一
四
二
頁
。

(
関
)
「
青
年
独
立
の
困
難
」
『
東
経
誌
』
第
四
五

O
号
、
一
八
八
八
年
十
二
月
二

十
三
日
、
『
全
集
』
第
八
巻
、
一
七
三
頁
。

(
ω
)「
シ
ベ
リ
ヤ
鉄
道
開
通
の
結
果
如
何
」
『
東
経
誌
』
第
五
七
九
号
、
一
八
九

一
年
七
月
四
日
。

(
日
)
「
港
湾
調
査
委
員
報
告
」
『
東
経
誌
』
第
六
二
号
、
一
八
九
二
年
二
月
二

十
日
。

(
位
)
田
口
卯
吉
「
地
租
軽
減
を
非
主
し
税
法
を
改
革
し
以
て
我
国
の
商
業
を
発

達
せ
し
む
べ
き
政
策
を
論
ず
」
『
東
経
誌
』
第
五
六O
号
、
一
八
九
一
年

一
一
月
二
十
一
日
、
二
三
八
頁
。

(
m
w
)溝川
喜
一
「
明
治
末
期
の
自
由
貿
易
論
|
|
『
東
京
経
済
雑
誌
』
お
よ
び

『
東
洋
経
済
新
報
』
を
中
心
と
し
て
」
『
京
都
産
業
大
学
論
集
社
会
科
学

系
列
』
第
八
号
、
一
九
八
八
年
三
月
、
五
!
九
買
。
一
八
九
一
年
に
お
け

る
輸
出
税
を
直
接
に
扱
っ
た
『
東
経
誌
』
の
論
説
だ
け
で
も
、
「
輸
出
税

全
廃
同
盟
」
(
第
五
六
一
号
、
二
月
二
十
八
日
)
、
「
輸
出
税
全
廃
せ
ざ
る

べ
か
ら
ず
」
(
第
五
六
三
号
、
一
二
月
十
四
日
)
、
「
商
況
恢
復
の
策
は
輸
出

税
全
廃
に
あ
り
」
(
第
五
六
四
号
、
三
月
二
十
一
日
)
、
「
輸
出
税
の
害
」

(
第
五
六
六
号
、
四
月
四
日
)
、
「
輸
出
税
全
廃
論
」
(
第
五
八
九
号
、
九
月

十
三
日
)
、
「
輸
出
税
の
全
廃
は
外
人
を
利
す
べ
し
と
の
誤
想
」
(
第
五
九

七
号
、
十
一
月
七
日
)
、
「
輸
出
税
は
内
国
人
民
の
払
ふ
所
な
り
」
(
第
六

O

一
号
、
十
二
月
五
日
)
、
「
輸
出
税
免
除
法
案
上
奏
の
手
続
如
何
」
(
第

六
O
三
号
、
十
二
月
十
九
日
)
が
あ
る
。
輸
出
税
全
廃
同
盟
会
に
つ
い
て

は
、
山
口
和
雄
「
日
本
に
お
け
る
輸
出
税
全
廃
の
経
緯
」
、
大
塚
久
雄
・

武
田
隆
夫
編
『
帝
国
主
義
下
の
国
際
経
済
|
|
楊
井
克
巳
博
士
還
暦
記
念

論
文
集
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
参
照
。

(
似
)
「
先
日
ま
で
の
御
論
は
今
ま
那
処
に
あ
る
」
『
東
経
誌
』
第
五
五
七
号
、
一

八
九
一
年
一
月
三
十
一
日
、
一
一
二
貝
o

a
)
「
朝
鮮
貿
易
を
日
本
人
に
占
む
る
の
政
策
如
何
」
『
東
経
誌
』
第
六
七
一
号
、

一
八
九
一
二
年
四
月
二
十
二
日
、
『
全
集
』
第
四
巻
、
四
百
一
二
十
頁
。

(
山
山
)
代
表
的
な
も
の
と
し
て
土
屋
喬
雄
『
日
本
の
経
済
学
者
』
世
界
文
化
社
、

一
九
四
八
年
、
二
O
五
頁
、
住
谷
悦
治
『
日
本
経
済
学
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア

書
房
、
一
九
五
八
年
、
二
二
四
頁
、
中
村
隆
英
『
あ
の
時
こ
の
人
日
本
経

済
の
建
設
者
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
、
六
四
頁
、
杉
原
四

郎
『
日
本
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
、
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
年
、
三
五
頁
。

(
釘
)
小
峰
和
夫
「
田
口
卯
吉
の
描
い
た
開
放
経
済
国
家
日
本
の
進
路
」
杉
原
四
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郎
・
岡
田
和
喜
編
『
田
口
卯
吉
と
東
京
経
済
雑
誌
』
日
本
経
済
評
論
社
、

一
九
九
五
年
、
二
二
四
頁
。

(
m
m
)浜下
武
志
「
中
国
の
銀
吸
収
力
と
朝
貢
貿
易
関
係
」
浜
下
武
志
・
川
勝
平

太
編
『
新
版
ア
ジ
ア
交
易
圏
と
日
本
工
業
化
目
印
字5
c
c
』
藤
原
書
店
、

二
O
O

一
年
、
四
六
九
頁
。

(
ω
)健
谷
直
人
『
ア
ジ
ア
国
際
通
商
秩
序
と
近
代
日
本
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
O
O
O
年
。

(
初
)
「
船
渠
開
設
ノ
議
」
『
東
経
誌
』
第
九
号
、
一
八
七
九
年
八
月
三

O

目
、
『
全

集
』
第
四
巻
、
二
頁
。

(
礼
)
古
田
和
子
『
上
海
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
近
代
東
ア
ジ
ア
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
O
O
O

年
、
二
四
頁
。

(
η
)
田
口
卯
吉
「
清
国
の
富
」
『
東
経
誌
』
第
一
O
五
六
号
、
一
九

O
O
年
十

一
月
十
七
日
、
『
全
集
』
第
四
巻
、
五
七
二
頁
。

(
沼
)
田
口
卯
吉
「
衛
生
と
経
済
」
『
東
経
誌
』
第
九
四
O
号
、
一
八
九
八
年
八

月
十
三
日
、
『
全
集
』
第
二
巻
、
六
O
八
頁
。

(
九
)
こ
う
し
た
日
本
人
に
よ
る
否
定
的
な
中
国
像
は
ま
た
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
梁
啓
超
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
知
識
人
に
受
容
さ
れ
て

い
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
劉
建
輝
「
精
神
の
『
脱
亜
』
|
|
J
近
代

日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
成
立
と
そ
の
射

程
」
、
園
田
英
弘
編
『
流
動
化
す
る
日
本
の
「
文
化
」
|
|
グ
ロ
ー
バ
ル

時
代
の
自
己
認
識
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二O
O

一
年
参
照
。

(
万
)
「
天
皇
万
歳
」
『
自
由
燈
』
一
八
八
五
年
二
月
二
十
八
日
号
。

(
河
)
伊
藤
之
雄
「
日
清
戦
前
の
中
国
・
朝
鮮
認
識
の
形
成
と
外
交
論
」
古
屋
哲

夫
編
『
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九

九
四
年
。

(
円
)
「
基
本
国
策
要
綱
」
一
九
四O
年
七
月
二
十
六
日
閣
議
決
定
『
内
閣
制
度

百
年
史
』
下
巻
、
一
九
八
五
年
、
二
三
三
|
四
頁
。

(
沼
)
諸
外
国
、
な
か
ん
ず
く
中
国
か
ら
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
場
合
に
、
神
国

的
な
意
識
が
立
ち
上
る
日
本
人
の
思
考
パ
タ
ー
ン
は
、
近
代
以
前
に
も
適

用
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
村
園
澄
「
神
国

思
想
の
系
譜
」
『
史
淵
』
第
七
六
号
、
一
九
五
八
年
、
千
田
稔
「
日
本
と

い
う
国
の
空
間
論
」
『
環
』
第
六
号
、
二O
O

一
年
七
月
参
照
。

No.28 2004 社会思想史研究



回
闘
幽

『
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
国
際
政
治
思
想

L

土
権
国
家
秩
序
の
形
成
』

(
太
田
義
器
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二O
O
一
二
年
)

山
内

進

日
本
で
政
治
思
想
史
や
社
会
思
想
史
に
携
わ
っ
て
い
る
研
究
者
の
数
は

少
な
く
な
い
。
対
象
を
西
洋
に
限
っ
て
も
か
な
り
の
数
に
上
る
は
ず
で
あ

る
。
研
究
成
果
も
多
く
、
非
常
に
高
い
水
準
の
著
作
も
相
当
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
統
計
を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
科
学
的

評〉

失明切紙糠縦議懇
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根
拠
は
な
い
が
、
研
究
に
偏
り
が
あ
る
よ
う
な
気
は
す
る
。

英
国
や
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
に
対
す
る
研
究
は
充
実
し
て
い
る
が
、
他

は
比
較
的
手
薄
だ
と
私
は
思
う
。
西
洋
政
治
・
社
会
思
想
史
で
高
い
比
重

を
占
め
る
、
近
世
・
近
代
の
自
然
法
論
や
啓
蒙
主
義
思
想
を
み
て
も
事
態

は
変
わ
ら
な
い
。
ホ
ッ
プ
ズ
や
ロ
ッ
ク
、
ヴ
オ
ル
テ

l

ル
や
ル
ソ
!
と
比

べ
て
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
思
想
家
プ
l

フ
エ
ン
ド
ル
フ
や
ト
マ
ジ
ウ

ス
、
ヴ
オ
ル
フ
な
ど
は
ほ
し
ι
ん
ど
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
「
国
際
法
の
父
」
「
自
然
法
の
父
」
と
呼
ば
れ
、
高
校
の
教
科

書
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
で
す
ら
ほ
ぼ
完
全

に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
は
も
は
や
取
り
上
げ
る
に
価
し
な

い
思
想
家
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
と
は
思
え
な
い
。
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
は
、
ロ
ッ
ク
や
ル
ソ

l

同
様
に

過
去
の
人
で
は
な
い
。
彼
の
名
は
、
二
十
世
紀
及
び
現
代
の
国
際
政
治
学

に
お
い
て
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
国
際
政
治
そ
の
も
の
の
な
か
で
語
ら
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
い
ま
も
あ
る
。
少
な
か
ら
ぬ
数
の
研
究
者
が
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
社
会
で
注
目
さ
れ
て
い
る
思
想
家
に
誰
一
人
向

き
合
お
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
研
究
が
偏
っ
て
い
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
最
近
、
私
の
こ
の
よ
う
な
疑
念
を
拭
い
去
る
よ
う
な
、
グ
ロ

テ
イ
ワ
ス
に
関
す
る
本
格
的
な
思
想
史
的
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
本
書
評

の
対
象
で
あ
る
太
田
義
器
『
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
国
際
政
治
思
想
i
|
主
権

国
家
秩
序
の
形
成
』
で
あ
る
。

私
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
日
本
に
お
け
る
先
行
研
究
が
少
な
く
、
「
学
界

的
関
心
」
も
低
い
状
況
の
な
か
で
着
実
に
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
研
究
を
す
す



め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
最
近
の
研
究
成
果
を
批
判
的
に
摂
取
し
つ
つ
、
高

い
水
準
の
研
究
を
発
表
し
た
著
者
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
率
直
に

言
っ
て
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
が
な
か
な
か
日
本
で
研
究
さ
れ
な
い
一
つ
の
理

由
は
、
著
作
が
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
は
容
易
に
接
近
で
き

な
い
こ
と
に
あ
る
。
著
者
は
そ
の
困
難
も
克
服
し
て
多
数
の
著
作
を
幅
広

く
読
み
、
そ
れ
を
成
果
に
反
映
し
て
い
る
。
あ
た
り
ま
え
と
い
え
ば
あ
た

り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
著
者
の
そ
の
姿
勢
と
努
力
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
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著
作
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
論

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

終
章

グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
研
究
の
現
状
と
課
題

オ
ラ
ン
ダ
擁
護
論

宗
教
対
立
と
主
権
論

自
然
法
論
の
意
義

正
戦
論
に
お
け
る
革
新

主
権
論
と
抵
抗
論
と
の
関
係

主
権
と
戦
争
|
|
体
内
関
係
と
対
外
関
係

著
者
の
基
本
的
立
場
は
「
序
論
」
で
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
。
著

作
の
「
第
一
の
課
題
は
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
政
治
思
想
と
思
想
全
体
と
の

関
連
を
視
野
に
お
さ
め
つ
つ
、
か
れ
の
政
治
恩
忽
を
適
切
に
理
解
す
る
視

座
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
視
座
と
は
「
か
れ
の

政
治
思
想
を
主
権
国
家
論
と
し
て
理
解
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
「
主
権
国
家
論
と
は
主
権
国
家
の
も
つ
二
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
国
内

統
合
の
主
体
と
し
て
の
対
内
的
側
面
と
、
国
際
関
係
の
主
体
と
し
て
の
対

外
的
側
面
と
を
」
と
も
に
議
論
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
著
者
に
よ
る
と
、

「
こ
の
よ
う
な
解
釈
こ
そ
が
か
れ
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
、

(
1
)
か
れ
の

思
想
全
体
を
視
野
に
い
れ
た
と
き
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
で
あ
り
、

(
2
)

初
期
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
他
の
思
想
家
の
政
治
思
想
に
は
な
い
そ

の
も
っ
と
も
際
立
っ
た
特
徴
と
貢
献
を
指
摘
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
は

(
3
)
今
日
に
お
い
て
も
な
お
そ
れ
を
研
究
す
る
意
義
が
ど
こ
に
あ

る
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
で
あ
る
。

第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
は
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
人
生
の
歩
み
と
理
論

的
発
展
の
流
れ
に
ほ
ぼ
呼
応
す
る
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
政

治
家
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
か
ら
思
想
家
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
へ
の
流
れ
で
あ
る
と
同

時
に
、
一
六
O
四
、
五
年
頃
に
書
か
れ
た
『
十
一
命
題
』
(
一
九
九
四
年
公

刊
)
『
捕
獲
法
論
』
(
一
八
六
八
年
公
刊
)
『
自
由
海
論
』
(
一
六
O
九
年
公
刊
)

か
ら
『
メ
レ
テ
イ
ウ
ス
』
(
一
六
一
一
年
頃
執
筆
、
一
九
八
八
年
公
刊
)
『
主
権

論
』
(
一
六
一
四
|
六
年
執
筆
、
一
六
四
七
年
公
刊
)
を
経
て
『
戦
争
と
平
和

の
法
』
(
一
六
一
一
五
年
公
刊
)
に
い
た
る
流
れ
で
あ
る
。
著
者
は
、
グ
ロ
テ
イ

ウ
ス
の
思
想
を
「
国
際
法
の
父
」
と
い
う
視
点
に
限
定
せ
ず
、
世
俗
権
力

と
の
関
係
に
お
け
る
宗
教
諭
に
ま
で
踏
み
込
み
、
グ
ロ
テ
イ
ワ
ス
を
理
解

す
る
う
え
で
の
最
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
「
実
践
上
の
調
和
」
を

あ
げ
る
。
「
調
和
」
と
は
、
お
そ
ら
く
『
メ
レ
テ
イ
ウ
ス
』
の
な
か
で
使
わ

れ
て
い
る
言
葉
で
、
J
E
s
a
u
-
w
に
由
来
す
る
。
宗
教
の
問
題
で
重
要
な
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の
は
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
「
理
論
的
教
義
」
よ
り
も
「
実
践
的

調
和
」
だ
と
著
者
は
い
う
。

こ
の
「
実
践
上
の
調
和
」
が
重
要
な
の
は
宗
教
問
題
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
こ
そ
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
政
治
思
想
全
体
を
貫
く
理
論
的
主
題
だ
、

と
い
う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の

自
然
法
論
が
と
く
に
『
捕
獲
法
論
』
と
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
の
対
比
の

中
で
分
析
さ
れ
、
自
然
法
の
「
社
会
的
規
範
性
」
が
強
調
さ
れ
る
(
第
三
一

章
)
。
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
は
つ
と
に
世
俗
的
自
然
法

論
と
し
て
著
名
だ
が
、
そ
れ
は
自
然
法
の
根
拠
を
神
の
意
思
に
お
か
ず
、

自
然
法
そ
の
も
の
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
義
は
、
宗
教
的
、

人
種
的
相
違
と
い
う
国
家
の
対
外
的
関
係
を
規
律
す
る
普
遍
的
規
範
H

社

会
的
規
範
性
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
戦
争
の
時
代
に
お
け
る
、
ま
た
初

期
近
代
国
家
の
競
合
す
る
国
際
政
治
の
世
界
に
お
け
る
「
実
践
上
の
調
和
」

つ
ま
り
私
な
り
の
表
現
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
と
、
現
実
世
界
に
お
け
る
協

調
、
現
実
的
平
和
形
成
の
試
み
な
の
で
あ
る
。

『
戦
争
と
平
和
の
法
』
に
お
け
る
正
戦
論
も
こ
の
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
る

(
第
四
章
)
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
正
戦
論
の
特
色
は
伝
統
的

正
戦
論
と
は
違
っ
て
私
戦
を
含
む
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
己
保
存

を
自
然
法
に
取
り
込
む
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
自
己
保
存
は
秩
序

破
壊
の
因
子
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
抑
止
で
き
る
の
は
、
自
然
法
の
有

す
る
社
会
的
規
範
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
場
合
、
正
戦

に
お
け
る
「
正
し
い
原
因
」
は
権
利
侵
害
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
国
内
に
お
け
る
抵
抗
権
の
否
定
、
政
治
権
力
の
主
権
性
の
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強
調
と
も
重
な
る
(
第
五
章
)
。
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
に
と
っ
て
な
に
よ
り
も
大

事
な
の
は
「
ア
ナ
ー
キ
ー
の
回
避
」
だ
っ
た
。
「
世
俗
権
力
へ
の
服
従
」
が

こ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
に
先
行
す
る
ビ
ト
リ
ア
も
政

治
権
力
の
相
対
的
独
立
性
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
の
点
で
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス

は
よ
り
徹
底
し
て
い
る
。
政
治
権
力
の
所
在
が
政
治
社
会
そ
の
も
の
に
あ

る
こ
と
を
首
尾
一
貫
し
て
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
よ
う

な
政
治
権
力
の
存
在
は
、
対
外
的
に
は
主
権
平
等
の
観
念
と
結
び
つ
く
。

こ
れ
は
実
践
上
の
調
和
に
由
来
す
る
。

グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
は
こ
の
よ
う
に
「
実
践
上
の
調
和
」

を
基
軸
と
す
る
も
の
で
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
自
然
法
論
、
正
戦
論
、
主
権

論
の
そ
れ
ぞ
れ
も
「
実
践
上
の
調
和
と
い
う
実
践
的
目
的
の
政
治
思
想
に

お
け
る
一
体
と
な
っ
た
表
現
」
に
す
ぎ
な
い
。
著
者
は
い
う
。
「
そ
こ
に
表

現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
主
権
国
家
秩

序
の
構
想
で
あ
っ
た
」
(
終
章
)
と
「
主
権
国
家
秩
序
」
と
は
「
た
ん
に
国

内
統
合
の
主
体
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
国
際
関
係
の
主
体
と
し
て
の
側
面

を
も
含
め
て
主
権
国
家
を
中
心
に
す
る
秩
序
」
の
こ
と
で
、
こ
こ
に
グ
ロ

テ
イ
ウ
ス
政
治
思
想
の
最
大
の
意
義
が
あ
る
。

著
者
が
「
序
論
」
で
挙
げ
た
狙
い
は
十
分
に
果
た
さ
れ
て
い
る
。
本
書

は
、
問
題
設
定
、
論
述
、
結
論
の
す
べ
て
に
お
い
て
明
快
で
あ
る
。
グ
ロ

テ
イ
ウ
ス
は
複
雑
で
あ
る
。
初
期
の
『
捕
獲
法
論
』
は
明
断
な
の
だ
が
、

主
著
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
は
晦
渋
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
彼
の
神
学



154 

理
論
な
ど
が
か
ら
ま
る
と
、
も
う
魁
魅
岨
師
胞
の
世
界
で
あ
る
。
だ
が
、
著

者
は
言
わ
ば
「
主
権
国
家
論
」
と
い
う
鋭
利
な
ナ
タ
を
手
に
森
林
の
な
か

を
突
き
進
み
、
す
っ
き
り
と
し
た
道
を
切
り
開
い
て
い
る
。
こ
れ
は
か
な

り
の
力
量
で
あ
る
。
私
は
、
ま
ず
こ
の
点
を
高
く
評
価
し
た
い
。

ま
た
、
本
書
に
お
け
る
主
権
国
家
の
把
握
方
法
は
政
治
・
社
会
思
想
史

研
究
の
分
野
に
あ
っ
て
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
著
者
自
身
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
政
治
思
想
史
の
関
心
は
、
主
権
国
家
の
対
内
的
側

面
、
政
治
体
制
の
あ
り
か
た
に
集
中
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
著
者
が
い
う

よ
う
に
「
主
権
国
家
と
い
う
観
念
の
も
つ
意
義
が
、
国
内
統
合
の
主
体
と

し
て
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
社
会
の
主
体
と
し
て
も
不
断
の
反
省
を
迫
ら

れ
て
い
る
今
日
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
政
治
思
想
は
そ
れ
が
主
権
国
家
の
両
側

面
を
あ
わ
せ
て
思
考
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
こ
そ
、
そ
の
意
義
を
認
め

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
(
終
章
)
。
対
内
と
対
外
の
双
方
を
一
個
の
視
野

に
収
め
つ
つ
思
想
家
を
分
析
す
る
の
は
、
政
治
・
社
会
思
想
史
に
お
け
る

草
新
で
あ
る
。

さ
ら
に
本
書
は
現
代
性
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
。
二
十
世
紀
末
か
ら

「
主
権
国
家
」
は
た
し
か
に
、
「
圏
内
統
合
の
主
体
」
と
い
う
意
味
で
も
、

「
国
際
社
会
の
主
体
」
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
著
し
く
揺
ら
い
で
い
る
。

著
者
を
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
研
究
へ
と
向
け
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
揺
ら

ぎ
で
あ
ろ
う
。
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
が
日
本
の
政
治
・
社
会
思
想
史
で
本
格
的

に
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
学
問
的
に
い
え
ば
「
国
内
統
合
の
主

体
」
と
し
て
の
国
家
、
国
民
主
権
や
人
民
主
権
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
日
本
は
内
向
き
で
済
ん
で
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ

は
そ
れ
で
時
代
に
適
合
す
る
態
度
だ
っ
た
。
だ
が
、
冷
戦
後
の
グ
ロ

1
1

パ

• 

ル
な
政
治
の
動
き
を
考
え
る
な
ら
、
目
は
国
際
社
会
に
向
か
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
本
書
は
そ
の
観
点
か
ら
、
国
内
・
国
際
双
方
の
「
主
権
国
家
」
に

こ
だ
わ
っ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
す
ぐ
れ
て
現
代
的
で
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
な
問
題
関
心
に
貰
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
に
よ
っ
て
評
価
が
分
か

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
優
れ
た
点
だ
と
考
え
る
。

木
喜
は
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
主
権
国
家
論
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
立

場
を
と
り
、
そ
れ
を
全
面
的
に
展
開
し
て
い
る
。
分
析
は
明
快
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
こ
の
明
噺
さ
を
好
ま
し
い
と
思
う
。
た
だ
、

明
快
に
す
ぎ
る
の
で
は
と
い
う
感
じ
が
な
く
は
な
い
。
例
え
ば
、
「
私
戦
」

の
問
題
で
あ
る
。
私
戦
は
、
権
力
が
分
散
し
て
い
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
、
騎
士
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
確
固
た
る
法
観

念
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
聖
職
者
は
王
戦
論
で
私
戦
を
抑
制
す
る
こ

と
を
中
心
的
課
題
と
し
、
私
的
な
攻
撃
戦
争
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
戦
争
が
攻
撃
戦
争
を
含
む
「
私

戦
」
概
念
を
有
し
て
い
る
の
は
、
「
近
代
的
」
な
「
独
自
性
」
を
示
す
も
の

と
著
者
の
よ
う
に
直
ち
に
断
定
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
そ
れ
は
、

む
し
ろ
中
世
的
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
が
「
国
家
(
キ
ヴ
イ
タ
ス
)
」
を
「
自
由
人
が
自

身
の
権
利
を
享
有
し
、
そ
の
共
通
利
益
を
守
る
た
め
に
結
合
し
た
、
自
由

人
た
ち
か
ら
な
る
完
全
な
団
体
」
と
規
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
が
な

い
の
も
気
に
か
か
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
が
示
し
た
「
国
{
家
」

の
定
義
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
自
由
人
と
は
近
代
的
個
人
と
い
う
よ
り
も
、

伝
統
的
家
父
つ
ま
り
中
世
的
権
利
主
体
だ
、
と
い
う
有
力
な
解
釈
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
は
近
代
的
「
主
権
国
家
」
と
い
う
よ
り
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も
、
中
世
的
国
家
共
同
体
に
近
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
に
お

け
る
唯
一
の
本
格
的
な
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
研
究
書
『
戦
争
と
平
和
|
|
フ
|

ゴ
l

・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
戦
争
、
平
和
、
正
義
』
(
大
沼
保
昭
編
、

東
信
堂
)
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
う
え
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
と
す

る
と
、
著
者
の
い
う
「
主
権
国
家
論
」
は
あ
ま
り
に
近
代
的
な
解
釈
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
著
者
は
こ
の
よ
う
な
「
主
権
」
の
解
釈
に
つ
い
て
注
で

軽
く
片
付
け
て
い
る
が
、
重
大
な
問
題
な
の
で
も
う
少
し
丁
寧
な
説
明
が

あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

さ
ら
に
、
「
実
践
上
の
調
和
」
に
つ
い
て
も
疑
問
は
残
る
。
グ
ロ
テ
イ
ウ

ス
が
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
理
論
を
構
築
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
線

的
に
主
権
国
家
論
を
生
み
出
す
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
調
和
と
平

和
を
現
実
的
観
点
か
ら
構
築
す
る
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
主
権
国
家

を
形
成
す
る
の
が
唯
一
の
手
段
と
は
い
え
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
た

め
の
方
法
と
し
て
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
が
主
権
国
家
秩
序
と
い
う
方
法
を
選
択

し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
二
つ
を
連
結
す
る
論
理
で
あ
ろ
う
。
本
書
で

は
、
こ
の
論
理
の
部
分
が
飛
ば
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
少
な
く
と
も
、

私
に
は
よ
く
見
え
な
い
。

と
、
最
後
に
私
の
疑
問
点
を
い
く
つ
か
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
本

書
は
主
題
設
定
、
内
容
、
問
題
意
識
、
書
き
方
の
ど
の
点
を
と
っ
て
も
高

く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
政
治
・
社
会
思
想
史
の
分
野
か
ら

本
格
的
な
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
研
究
が
現
れ
た
こ
と
は
画
期
的
と
い
っ
て
も
よ

い
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
政
治
・
社
会
思
想
史
の
研
究
が
さ
ら

に
国
際
社
会
へ
と
そ
の
翼
を
広
げ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

(
や
ま
う
ち
・
す
す
む
/
西
洋
法
制
史
)
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贋
層
圏

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
序
説
|
露
地
・
共
和
国
・
オ
リ
エ
ン
を
ス
ム
』

(
工
藤
庸
子
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二OO
三
年
)

岡
本

明

こ
れ
は
、
近
年
分
野
を
こ
え
て
隆
盛
の
観
の
あ
る
「
文
明
化
の
使
命
」

研
究
の
フ
ラ
ン
ス
版
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
東
田
雅
博
『
大

英
帝
国
の
ア
ジ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
九
六
)
が
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
深
層
の
イ
ン
ド
・
中
国
観
を
描
写
し
、
井
野
瀬
久
美
恵
が
『
植

民
地
経
験
の
ゆ
く
え
』
(
人
文
書
院
、
二O
O

囚
)
で
、
ロ
ン
ド
ン
文
化
が
移

植
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
を
帝
国
の
中
に
見
直
し
て
、
帝
国
批
判
の
拠
点
「
コ
モ
ン
ウ
エ
ル
ス
」

ヨ…ロッパ文明批判序説
離農蟻終報滋‘:f'}.エンタリxゐ

1:綾城 f 穂 織添え糊誕生会
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の
道
を
指
し
示
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
を
扱
う
類
書
で
は
、
杉
本
淑
彦
『
文
明

の
帝
国
』
(
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
)
が
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ベ
ル
ヌ
の
帝
国
意

識
を
探
り
、
海
原
峻
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
見
た
日
本
・
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
』

(
梨
の
木
舎
、
一
九
九
八
)
が
、
植
民
地
主
義
の
帰
着
を
視
野
に
収
め
て
き
た
。

次
に
本
書
の
各
部
構
成
と
章
題
を
一
不
す
。
こ
れ
は
書
評
の
伝
統
形
式
を

墨
守
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
著
者
の
構
想
力
の
躍
動
を
そ
こ
に
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

• 
第
I

部
島
と
植
民
地

①
一
八
七
0
年
代
の
地
球
儀
と
ポ
リ
ネ
シ
ア
幻
想
/
②
「
絶
海
の
孤

島
」
か
ら
「
愛
の
楽
園
」
ま
で
/
③
黒
人
奴
隷
と
植
民
地
/
④
フ
ラ

ン
ス
共
和
国
の
奴
隷
制
廃
止
派
た
ち

第
H

部
言
説
と
し
て
の
共
和
国

①
国
境
の
修
辞
学
ー
ー
ー
ミ
シ
ュ
レ
の
方
へ
/
②
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
」
か
ら
「
国
民
文
学
」
へ
|
|
ヴ
イ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
l

を

求
め
て
/
③
共
和
国
の
辞
典
|
|
ピ
エ
l

ル
ニ
ブ
ル
ー
ス
を
め
ぐ
っ
て

第
皿
部
キ
リ
ス
ト
教
と
文
明
の
意
識

①
知
の
領
域
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
ト
/
②
セ
ム
対
ア
l

リ
ア
/
③
記

述
さ
れ
た
イ
ス
ラ
l

ム
世
界
/
④
非
宗
教
性
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教

本
書
は
杉
本
書
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
と
の
対
抗
意
識
は
扱
わ

ず
、
海
原
の
よ
う
な
正
攻
法
の
視
点
で
は
な
い
が
、
植
民
地
帝
国
を
内
側

か
ら
支
え
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
心
情
に
焦
点
を
据
え
、
植
民
化
文
明
の
人
類

学
的
構
図
を
明
ら
か
に
す
る
。
通
常
、
二
十
世
紀
植
民
地
文
明
論
は
第
三

共
和
政
か
ら
の
叙
述
に
な
る
と
い
う
常
識
が
あ
る
が
(
私
も
そ
の
常
識
に
と

ら
わ
れ
て
い
た
一
人
で
あ
っ
た
)
、
著
者
は
十
八
世
紀
の
旅
行
記
・
文
芸
作
品

が
、
す
で
に
大
西
洋
上
の
島
の
発
見
・
探
索
・
領
有
を
「
文
明
人
H

フ
ラ

ン
ス
」
の
栄
光
の
所
産
で
あ
る
と
認
識
し
た
こ
と
か
ら
説
き
始
め
る
。

本
書
を
手
に
す
る
前
、
世
界
の
文
明
化
し
ι
自
国
の
統
合
に
つ
い
て
、
評

者
が
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン

戦
争
後
の
戦
勝
記
念
碑
な
ど
の
建
立
を
通
し
て
、
意
識
統
合
を
徐
々
に
成

し
遂
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
場
合
で
す
ら
、
ゥ
エ
リ
ン
ト
ン
将
軍
の
首
相
就

任
に
少
な
く
と
も
議
会
に
は
抵
抗
感
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
過
ご
す
べ
き
で

は
な
い
、
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
引
き
か
え
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
八
七

O
年
以
後
、
ド
イ
ツ
ほ
ど
劇
的
で
好
戦
的
に
で
は
な
い
に
し
て
も
、
明
確

に
国
家
統
合
へ
の
諸
文
化
要
素
、
追
憶
の
組
織
化
、
動
員
を
図
る
よ
う
に

な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
た
。

本
書
で
も
、
植
民
地
史
の
転
換
点
が
一
八
七
0
年
代
に
あ
る
こ
と
は
認

め
て
い
る
(
第

I

部
②
一
二
四
頁
)
し
、
こ
こ
か
ら
推
断
し
て
フ
ロl
ベ
l

ル

が
「
オ
リ
エ
ン
ト
と
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
負
の
対
瞭
地

と
し
て
記
述
す
る
」
よ
う
に
な
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
あ
っ

て
も
、
「
近
代
ネ
l

シ
ヨ
ン
意
識
が
形
成
さ
れ
る
の
は
長
期
の
過
程
で
あ
」

り
、
「
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
武
装
し
た
国
家
統
合
に
は
先
立
つ
歴
史
過

程
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
で
あ
」
っ
て
、
「
帝
国
主
義
時
代
は
新
大
陸
発
見
と

り
わ
け
十
八
世
紀
の
植
民
地
発
見
の
物
語
を
反
甥
す
」
る
(
同
上
、
三
七
頁
)
G

文
学
の
中
の
宗
教
、
地
理
と
歴
史
の
共
有
な
ど
、
国
民
意
識
の
発
揚
に

不
可
欠
の
精
神
的
遺
産
を
語
る
中
で
、
筆
者
が
最
初
に
と
り
上
げ
る
の
が

ベ
ル
ナ
ル
ダ
ン
・
サ
ン
・
ピ
エ
l

ル
の
『
ポ
l

ル
と
ヴ
イ
ル
ジ
ニ
l

」
(
一

2004 社会思想史研究 No.28
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七
七
0
年
代
、
一
七
八
八
年
出
版
)
で
、
こ
れ
に
割
く
ス
ペ
ー
ス
は
多
い
。
そ

れ
は
こ
の
作
品
が
自
然
と
文
明
の
関
係
の
単
色
的
な
認
識
を
示
す
の
で
は

な
く
、
十
八
世
紀
の
固
有
性
を
幾
重
に
も
映
し
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

官
能
的
な
ク
レ
オ
ー
ル
幻
想
の
他
に
、
こ
の
時
代
固
有
の
造
園
術
に
よ
る

自
然
描
写
や
、
文
明
に
い
っ
た
ん
戻
っ
た
ヴ
イ
ル
ジ
ニ
ー
が
自
然
に
帰
着

す
る
直
前
に
亡
く
な
る
と
い
う
「
禁
忌
の
多
重
性
」
、
お
よ
び
そ
の
時
の
ヒ

ロ
イ
ン
の
差
恥
心
へ
の
著
者
の
拘
泥
を
示
し
て
い
る
(
向
上
、
四
九
頁
)
か

ら
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
そ
れ
で
い
て
作
者
を
奴
隷
貿
易
廃
止
論
史
の
中

に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
第
二
共
和
政
の
シ
ェ
ル

シ
ェ
l

ル
の
奴
隷
解
放
論
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
、
文
明
化
の
使
命
と
一
体

で
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
(
第
E

部
①
一
一
三
頁
)
。
民
族
を
構
成
す
る
要
素

と
な
る
「
フ
ラ
ン
ス
語
の
普
遍
性
に
つ
い
て
」
が
ベ
ル
リ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー

で
受
賞
し
た
の
も
一
七
八
四
年
で
あ
っ
た
。

万
事
、
こ
の
よ
う
に
文
学
表
現
、
国
内
と
海
外
旅
行
見
聞
な
ど
が
丁
寧

に
、
時
間
軸
を
飛
楼
の
よ
う
に
縦
横
無
尽
に
動
き
な
が
ら
、
ネ

l

シ
ヨ
ン

意
識
形
成
の
跡
を
辿
る
。

以
下
、
ユ
ゴ
l

、
ミ
シ
ユ
レ
に
即
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
送
り
込
ん
だ
言
説

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
う
少
し
と
り
だ
し
て
み
る
。
ユ
ゴ
ー
に
は
王
党
派
時

代
の
作
品
に
、
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
を
予
見
さ
せ
る
構
図
が
隠
さ
れ
て
い

る
と
し
、
市
民
将
軍
を
も
あ
る
種
の
混
血
と
見
な
す
王
党
文
学
者
の
貴
族

主
義
を
見
抜
く
が
、
共
和
派
に
な
っ
て
か
ら
の
奴
隷
解
放
論
に
も
文
明
化

と
の
三
位
一
体
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
I

部
④
一
二
二
頁
)
。
ミ

シ
ュ
レ
に
あ
っ
て
は
、
ネ
l

シ
ヨ
ン
の
誕
生
を
彼
の
意
識
の
中
に
見
出
し

得
、
『
タ
ブ
ロ
l

・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
』
が
ブ
ル
タ
l

一
一
ユ
や
ナ
ヴ
ァl
ル
を
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描
く
と
き
、
そ
れ
は
「
自
然
が
文
明
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
」

る
。
「
多
様
な
各
部
分
の
相
互
連
帯
が
強
く
、
互
い
に
刺
激
を
与
え
あ
っ
て

い
る
」
と
い
う
意
味
で
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
は
国
民
性
と
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
ー
に
近
づ
い
た
例
で
あ
る
」
(
第
E

部
①
一
六
八
頁
)
。
「
近
代
の
ネl

シ
ヨ
ン
は
歴
史
学
と
は
違
っ
た
や
り
方
で
立
ち
上
げ
ら
れ
」
た
が
、
そ
れ

は
二
握
り
の
人
が
ネ

l

シ
ヨ
ン
は
存
在
す
る
と
言
い
、
そ
れ
を
証
明
し

よ
う
と
行
動
を
起
こ
し
た
と
き
か
ら
存
在
し
た
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
文
学
に
ネ

l

シ
ヨ
ン
の
出
現
を
求
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
言

い
回
し
で
、
狙
い
は
文
学
と
人
類
学
の
架
橋
に
あ
り
、
歴
史
学
は
そ
の
遠

景
に
退
け
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
学
と
し
て
は
な
ん
ら
か
の
主
張
を
せ
ね
ば

な
る
ま
い
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
狙
い
の
中
に
十
八
世
紀
啓
蒙

と
十
九
世
紀
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
二
十
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
紡
が
れ
、

互
い
に
結
わ
え
付
け
ら
れ
る
。
著
者
は
言
葉
の
出
現
を
厳
密
に
検
証
し
、

「
人
種
主
義
」
は
十
九
世
紀
に
は
現
わ
れ
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
初
出
が

一
九
O
二
年
、
辞
書
で
は
一
九
三
一
一
年
ー
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
「
反
セ

ム
主
義
」
思
想
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
啓
蒙
時
代
の
人
種
五

区
分
(
コ
!
カ
サ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
マ
レl
)
に

は
人
種
聞
の
優
劣
は
な
く
、
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
言
説
は
な
か
っ

た
と
す
る
(
第
E
部
②
三
一
一
六
頁
、
初
出
は
第
E

部
1

。
一
七
三
頁
)
o
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
は
こ
の
慎
重
な
見
極
め
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
慎
重
さ
が
想

像
の
飛
朔
を
助
け
る
。
ヴ
イ
ク
ト
l

ル
・
ク
l

ザ
ン
ら
の
イ
ン
ド
哲
学
の

お
か
げ
で
「
第
五
共
和
制
下
の
哲
学
教
師
よ
り
、
ル
イ
・
フ
イ
リ
ッ
プ
王

政
期
の
優
秀
な
中
学
生
の
方
が
、
イ
ン
ド
哲
学
の
知
識
が
豊
富
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
」
な
ど
の
著
者
の
想
像
力
と
随
所
で
出
会
う
の
で
あ
る
(
第



158 

匝
部
①
三
O
一
頁
)
。

ス
コ
ッ
ト
の
『
ア
イ
ヴ
ア
ン
ホ
l

』
へ
の
共
感
を
示
し
た
テ
イ
エ
リ
の

『
メ
ロ
ヴ
イ
ン
グ
王
朝
史
』
の
「
文
学
に
先
導
さ
れ
た
歴
史
」
が
、
二
月
革

命
を
大
革
命
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
措
く
フ
ロ
l

ベ
1

ル
の
「
文
学
と
歴
史

の
君
離
」
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
講
座
の
開
設
つ
ま
り
、
共
和
政
の
安

定
に
裏
打
ち
さ
れ
た
史
料
実
証
的
歴
史
学
へ
の
推
移
(
第
E

部
②
二
O
O
|

三
頁
)
を
見
抜
い
た
の
は
、
人
類
学
の
手
法
で
歴
史
学
の
成
立
を
言
い
当

て
た
に
等
し
い
。
人
類
学
そ
の
も
の
は
、
第
三
一
共
和
政
期
に
フ
ラ
ン
ス
の

文
明
化
の
使
命
が
ま
ず
、
実
現
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
再

発
見
(
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
イ
タ
リ
ア
支
配
の
正
当
化
)
を
果
た
し
、
そ
れ
が
多
人

種
の
発
見
へ
と
つ
な
が
る
。
野
蛮
人
の
近
い
う
ち
の
消
滅
が
予
見
さ
れ
る

の
も
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
帝
国
の
建
設
と
一
致
す
る
(
第
H

部
③
二
六
四

頁
)
。
最
後
に
宗
教
と
の
関
係
で
共
和
国
を
論
じ
、
非
宗
教
的
(
ラ
イ
ッ
ク
)

な
共
和
国
で
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
あ
り
方
を
聞
い
、
ヴ
オ
ル
テ
l

ル
の

懐
疑
精
神
が
残
る
と
し
て
い
る
。

『
十
九
世
紀
ラ
ル
l

ス
大
辞
典
』
の
度
重
な
る
引
用
(
ピ
エl
ル
・
ラ
ルi

ス
は
著
者
に
と
り
、
共
和
主
義
精
神
の
ゆ
え
に
小
論
題
の
一
つ
で
あ
り
、
道
具
で

は
な
い
の
だ
が
)
、
エ
ミ
l

ル
・
ノ
ラ
『
記
憶
の
場
』
の
援
用
な
ど
、
著
者

の
組
蓄
は
豊
か
で
、
旅
行
論
や
、
文
体
論
ま
で
目
配
り
は
細
部
に
と
ど
い

て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
の
交
感
は
深
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
フ

ラ
ン
ス
か
ら
厚
遇
さ
れ
た
と
き
に
は
「
フ
ラ
ン
ス
近
代H
成
熟
市
民
社
会
」

論
に
飛
び
つ
き
、
冷
遇
を
受
け
た
と
き
に
帝
国
主
義
論
を
取
っ
て
そ
れ
以

上
の
営
為
を
怠
る
よ
う
な
、
日
本
人
に
あ
り
が
ち
な
揺
れ
か
ら
は
ほ
ど
遠

Y
V
 

• 

な
お
そ
の
上
で
著
者
に
求
め
た
い
も
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
国
フ

ラ
ン
ス
の
関
係
の
樹
立
に
い
た
る
十
九
世
紀
の
先
行
史
の
把
握
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
派
の
蛾
烈
な
闘
争
」
と
の
二
項
対
立
で
見

る
べ
き
か
(
第
血
部
④
三
九
O
頁
)
。
七
月
王
政
や
第
二
帝
政
の
公
教
育
・

女
子
教
育
に
み
る
よ
う
に
、
公
論
と
教
会
を
つ
な
ぐ
中
間
ゾ

l

ン
と
い
う

の
が
あ
っ
て
、
妥
協
や
相
補
関
係
で
教
育
を
担
っ
て
き
た
。
む
し
ろ
、
そ

の
よ
う
な
歴
史
実
績
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
第
三
共
和
政
で
は
、
囲
内
で

の
教
育
関
与
を
狭
め
る
傍
ら
、
海
外
で
の
聖
職
者
の
伝
導
・
教
育
を
推
奨

し
た
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
一
つ
、
共
和
主
義
を
人
類
学
的
観
点
か
ら
抑

え
得
た
著
者
の
功
績
は
大
き
い
が
、
政
治
史
的
に
は
共
和
主
義
内
部
の
緊

張
が
あ
り
(
総
裁
政
府
を
見
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
、
そ
の
後
史
も
、
ジ
ロ
ン
ダ
ン

的
な
も
の
と
ジ
ャ
コ
パ
ン
的
な
も
の
が
相
互
に
補
っ
て
と
い
う
甘
い
関
係
で
は
な

い
)
、
第
三
共
和
政
で
は
そ
れ
ぞ
れ
が
世
界
の
中
に
自
己
の
関
心
領
域
を

も
っ
て
い
た
。
十
九
|
二
十
世
紀
の
転
換
期
に
は
そ
れ
が
統
合
力
を
発
揮

し
て
、
植
民
地
防
衛
と
対
ド
イ
ツ
復
讐
を
標
携
し
得
た
の
で
あ
る
。

「
共
和
制
は
国
民
的
記
憶
の
総
合
的
再
定
義
で
あ
り
、
そ
の
到
達
点
で

あ
っ
」
た
(
第
I

部
④
一
O
O
頁
)
の
も
こ
の
意
味
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
作
品
の
高
雅
さ
を
そ
ぐ
も
の
で
は
な
い
が
、
気
に
な
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
。
一
六
六
頁
一
二
行
自
の
ア
ル
ザ
ス
が
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
り

併
合
さ
れ
る
の
は
ウ
ィ
ー
ン
会
議
後
か
っ
・
普
仏
戦
争
後
で
は
な
い
か
?

二
三
六
頁
七
行
目
の
一
八
八
九
年
は
次
の
版
で
は
一
七
九
九
年
に
直
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
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園
周
回i

l

『
良
心
の
興
亡l
近
代
イ
ぎ
ス
毒
草
裏
』

(
柘
植
尚
則
著
、
ナ
力
二
シ
ヤ
出
版
、
二OO
三
年
)

渡
辺
恵

本
書
は
、
一
般
新
聞
の
書
評
面
で
松
原
隆
一
郎
氏
が
「
経
済
倫
理
を
再

考
す
る
好
個
の
き
っ
か
け
と
な
る
力
作
で
あ
る
」
(
『
朝
日
新
聞
』
二

O
O
三

年
十
月
十
九
日
)
と
高
評
す
る
な
ど
、
な
に
か
と
注
目
を
集
め
て
い
る
話
題

作
で
あ
る
。
四
六
判
二
四
O
頁
の
学
術
書
と
し
て
は
比
較
的
コ
ン
パ
ク
ト

都良
ぎれ心

議
亡

評〉〈書• 159 

な
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
小
気
味
の
よ
い
文
体
と
軽
妙
な
論
理
展
開
、
そ

し
て
な
に
よ
り
も
「
良
心
の
興
亡
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
集
約
さ
れ
る
著

者
の
鮮
烈
な
問
題
意
識
が
、
本
書
を
き
わ
め
て
個
性
的
な
作
品
に
仕
上
げ

て
い
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
一
般
向
け
の
啓
蒙
書
か
と
思
わ
せ
る
が
、

内
容
は
倫
理
学
に
関
す
る
高
度
な
専
門
研
究
で
あ
る
。
こ
の
分
野
の
学
術

書
と
し
て
は
、
本
来
『
近
代
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
研
究
|
|
良
心
の
興
亡
』

と
な
る
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
通
例
の
タ
イ
ト
ル

な
ら
、
「
美
徳
な
き
」
現
代
社
会
に
与
え
る
本
書
の
衝
撃
は
お
そ
ら
く
弱
め

ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
実
際
初
刷
り
玉
O
O
部
は
刊
行
後
ま
も
な
く
品
切

れ
と
な
り
、
松
原
氏
の
上
記
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
時
点
で
本
書
は
す
で
に

入
手
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
増
刷
の
予
定
は
な
い
と
の
出
版
社
の
回
答
も

あ
る
の
で
、
ま
ず
は
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

序
論

第
一
章
「
誕
生
|
|
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
」

第
二
章
「
第
一
の
完
成
|
|
ジ
ョ
ゼ
フ
・
パ
ト
ラ
l

」

第
三
章
「
転
回
|
|
ハ
チ
ス
ン
、
ヒ
ュ
l

ム
」

第
四
章
「
第
二
の
完
成
1
1

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
」

第
五
章
「
終
鳶
1
1
1
J
・s

・
ミ
ル
、
ダ
l

ウ
イ
ン
」

結
論

結
論
の
あ
と
に
は
、
「
あ
と
が
き
」
「
初
出
一
覧
」
「
文
献
一
覧
」
「
事
項

索
引
」
「
人
名
索
引
」
が
付
さ
れ
、
小
冊
と
は
い
え
専
門
書
と
し
て
の
体
裁

が
す
べ
て
整
え
ら
れ
て
い
る
。



160 • 
ま
ず
序
論
で
、
著
者
は
本
圭
一
間
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
近
代

イ
ギ
リ
ス
良
心
論
は
十
七
世
紀
に
誕
生
し
、
十
八
世
紀
に
完
成
し
、
十
九

世
紀
に
終
駕
し
た
。
で
は
、
良
心
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
良
心
は

重
ん
じ
ら
れ
、
棄
て
ら
れ
た
の
か
|
|
本
書
の
目
的
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス

道
徳
哲
学
に
お
け
る
『
良
心
』
の
興
亡
を
跡
づ
け
、
そ
の
理
由
を
探
る
こ

と
に
あ
る
」
(
三
頁
)
。
本
書
「
あ
と
が
き
」
に
披
渥
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
良
心
」
問
題
へ
の
著
者
の
着
目
は
、
道
徳
が
「
義
務
の
総
体
」
に
媛
小
化

さ
れ
た
現
代
社
会
の
思
想
的
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
著
者
自
身
の

き
わ
め
て
現
実
的
な
問
題
関
心
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
が
(
三
二
二
頁
)
、

こ
の
点
に
は
つ
い
て
は
後
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
章
「
誕
生
」
は
、
ウ
イ
チ
カ
ッ
ト
、
カ
ド
ワl
ス
ら
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
が
、
ホ
ッ
プ
ズ
や
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
主
意
主
義
に
対
抗

し
て
、
理
性
の
立
場
か
ら
「
永
遠
不
滅
の
道
徳
」
を
擁
護
す
る
過
程
で
近

代
イ
ギ
リ
ス
良
心
論
の
前
提
と
な
る
「
道
徳
的
行
為
者
の
観
念
」
が
形
成

さ
れ
た
次
第
を
論
じ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
良
心
を
「
一
種
の
感
覚
」
と

捉
え
た
シ
ヤ
フ
ツ
ベ
リ
の
「
徳
と
利
益
」
の
調
和
論
が
、
十
八
世
紀
の
「
良

心
と
自
己
愛
」
の
問
題
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
二
章
「
第
一
の
完
成
」
で
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
良
心
論
の
最
初
の
完

成
者
と
さ
れ
る
ジ
ョ
ゼ
フ
・
パ
ト
ラ

l

の
「
人
間
本
性
」
論
が
考
察
さ
れ

る
。
人
間
本
性
を
、
「
欲
求
・
情
念
・
情
愛
」
、
「
自
己
愛
と
仁
愛
」
、
良
心

か
ら
な
る
階
層
的
体
系
と
捉
え
た
パ
ト
ラ
1

の
主
題
は
、
「
良
心
と
自
己

愛
」
の
一
致
を
説
く
こ
と
に
あ
る
。
パ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
「
適
度
な
自
己

愛
は
良
心
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
、
良
心
に
基
づ
く
行
為
は
自
己
愛
を
満
足

さ
せ
る
」
(
六
三
頁)
o
l
-
-こ
と
に
著
者
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学

に
お
け
る
良
心
論
の
最
初
の
完
成
が
あ
る
と
す
る
。

第
三
章
「
転
回
」
で
は
、
道
徳
感
覚
学
派
と
し
て
の
ハ
チ
ス
ン
と
ヒ
ュl

ム
が
検
討
さ
れ
る
。
ハ
チ
ス
ン
は
シ
ヤ
フ
ツ
べ
り
の
道
徳
理
論
を
継
承
し

て
道
徳
的
判
断
を
「
道
徳
感
覚
」
と
い
う
特
定
の
能
力
に
求
め
た
の
に
対

し
て
、
ヒ
ュ
l

ム
は
道
徳
感
覚
の
作
用
を
さ
ら
に
「
共
感
」
に
よ
っ
て
説

明
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
道
徳
学
派
の
最
大
の
特
徴

は
、
道
徳
判
断
が
「
他
者
」
(
リ
「
観
察
者
」
)
の
感
情
に
依
拠
す
る
と
指
摘

し
た
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
称
賛
へ
の
欲
求
が
道
徳
的
行
為
者
の
形

成
の
端
緒
と
な
る
こ
と
」
、
こ
の
着
想
が
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
」
に
継

承
さ
れ
る
。

第
四
章
「
第
二
の
完
成
」
は
、
著
者
が
近
代
イ
ギ
リ
ス
良
心
論
の
第
一
一

の
完
成
者
と
み
る
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ス
ミ
ス
は

ヒ
ュ
l

ム
の
「
観
察
者
」
(
U
「
共
感
」
)
理
論
の
継
承
者
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
著
者
が
指
摘
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、

ス
ミ
ス
は
、
行
為
者
か
ら
観
察
者
へ
の
「
感
情
や
情
念
の
伝
達
」
を
意
味

す
る
ヒ
ュ
l

ム
の
「
共
感
」
を
、
い
わ
ゆ
る
「
想
像
上
の
立
場
の
交
換
」

を
含
む
よ
り
複
雑
か
つ
広
汎
な
作
用
に
よ
っ
て
説
明
し
、
良
心
論
の
新
た

な
展
開
を
可
能
に
し
た
と
と
。
第
二
に
、
ス
ミ
ス
は
「
行
為
の
徳
性
を
動

機
の
適
宜
性
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
愛
を
道
徳
的
に
正

当
化
す
る
こ
と
」
(
一
五
七
頁
)
を
可
能
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ハ
チ
ス
ン

の
仁
愛
U

有
徳
論
や
ヒ
ュ
l

ム
の
公
共
的
効
用
U

正
義
論
を
克
服
で
き
た
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こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
徳
を
適
宜
性
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
道

徳
の
世
界
を
、
厳
密
な
適
宜
性
(
徳
性
)
と
単
な
る
適
宜
性
(
義
務
)
の
領

域
に
二
分
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
徳
の
没
落
と
良
心
の
後
退
へ
の
道
を
開
い

た
」
(
一
六
九
頁
)
。
|
|
こ
の
よ
う
に
著
者
の
ス
ミ
ス
良
心
論
評
価
に
は
、

ア
ン
ビ
パ
レ
ン
ト
な
一
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。

第
五
章
「
終
鷲
」
は
、
「
同
胞
と
の
一
体
感
」
が
良
心
(
義
務
感
)
を
形

成
す
る
と
考
え
る
J

・
s

・
ミ
ル
の
功
利
主
義
の
道
徳
論
と
、
共
感
な
ど

の
「
社
会
的
本
能
」
に
よ
っ
て
良
心
が
形
成
さ
れ
る
ダl
ウ
イ
ン
の
良
心

起
源
論
の
検
討
で
締
め
括
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
義
務
感
と
一
体
化
し
た
十

九
世
紀
の
良
心
論
は
、
自
己
反
省
を
本
質
と
す
る
十
八
世
紀
の
「
道
徳
的

行
為
者
」
の
概
念
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
著
者
は
、
近
代
イ

ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
に
お
け
る
「
良
心
」
論
の
終
駕
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

評〉

本
書
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
「
美
徳
な
き
」
現
代
社
会
を
相
対
化
す
る
視

座
を
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
に
お
け
る
「
良
心
の
興
亡
」
史
の
う
ち

に
探
る
一
大
パ
ノ
ラ
マ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
本
書
の
目
的
は
基
本
的
に
達

成
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
本
書
の
展
開
に

お
い
て
著
者
が
と
く
に
強
調
し
て
い
る
の
は
、
「
自
己
愛
(
利
益
)
の
支
配

に
抗
し
て
良
心
が
称
揚
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
著
者
の

見
解
は
、
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
の
良
心
問
題
を
「
近
代
的
な
個
人
の
確
立

と
い
う
思
想
的
課
題
」
と
直
結
さ
せ
る
通
説
的
解
釈
へ
の
異
議
申
し
立
て

と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
(
七
一
ー
ー
二
頁
、
二
三O
i

一
二
頁
)
。
だ
が
、
「
す

書• 161 

で
に
十
七
世
紀
の
末
に
は
、
自
己
愛
が
時
代
の
支
配
的
精
神
に
な
っ
て
い

た
」
こ
と
は
、
た
と
え
ば
ホ
ッ
プ
ズ
や
ロ
ッ
ク
の
近
代
自
然
法
思
恕
が
自

己
愛
を
支
配
原
理
と
す
る
近
代
人
の
社
会
形
成
と
政
治
統
合
(
統
治
)
の

解
明
を
課
題
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
必
ず
し
も
目
新

し
い
論
点
で
は
な
い

(
2・
】U
5
q
o明
。5
0
w
m
m
-
Z
E
R
2
5
0
e
B
E

白
B

印
B
H
P
H

K
Fの
め
ロE
-。
問
可
。
同
開
円
。
口
。
自

-
n
m
n
H

め
ロ
円
一m
r
わ
国
同H
M
Fロ品
岡
市
C
-
F
N
c
c
u
w唱官
・
H
A
F
H

ム

N
)
0

ま
た
、
「
良
心
の
興
亡
」
と
い
う
本
書
の
切
り
口
は
、
た
し
か
に
斬
新
か
っ

鋭
利
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
豊
穣
な
近
代
イ
ギ
リ
ス
道
徳

哲
学
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
と
り
わ
け
、
ハ
チ
ス
ンι

ヒ
ュ
l

ム
ι

ス
ミ
ス
へ
と
至
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
道
徳
学
派
が
、
人
間
本

性
の
経
験
的
H

心
理
的
分
析
の
基
礎
の
上
に
、
倫
理
学
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
神
学
・
法
学
・
経
済
学
・
政
治
学
の
諸
領
域
を
も
包
含
す
る
広
大

な
社
会
哲
学
体
系
を
構
築
し
え
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
良
心
」
と
は
、
「
道
徳
的
行
為
者
」
左
し
て
の
「
個
人
が
個
々
の
状
況

で
そ
の
つ
ど
自
己
の
行
為
や
性
格
に
つ
い
て
自
ら
道
徳
判
断
を
下
し
、
さ

ら
に
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
」
(
一
一
一
一
一
一
頁
)
こ
と
を
意
味
す
る
。
著
者

は
パ
ト
ラ
l

に
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
良
心
論
の
「
第
一
の
完
成
」
を
認

め
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
パ
ト
ラ
i

の
場
合
に
は
「
自
己
愛
と
良
心
」

の
一
致
、
が
「
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」
(
六
三
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、

パ
ト
ラ
l

に
良
心
論
の
完
成
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
、
良
心
と
神
学
的
前

提
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
ま
一
歩
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
に
著
者
の
立
場
が
良
心
の
確
立
と
神
学
は
両
立
し

う
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
「
無
神
論
者
」
と
さ
れ
る
ヒ
ュl
ム
は
別
と
し
て

も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
道
徳
学
派
(
ハ
チ
ス
ン
と
ス
ミ
ス
)
の
神
学
問
題
に



つ
い
て
言
及
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
本

書
に
は
パ
ト
ラ

l

以
外
に
神
学
に
つ
い
て
の
考
察
は
み
あ
た
ら
な
い
。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
の
前
提
に
「
自
己
愛
の
支
配
」
が
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
自
己
愛
の
対
抗
原
理
と
さ
れ
た
の
は
、

個
人
道
徳
と
し
て
の
「
良
心
」
で
は
な
く
、
近
代
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て

復
活
し
た
古
典
的
「
徳
」
の
観
念
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
『
道
徳
感
情
論
』
に
は
確
か
に
「
良
心
」
と
い
う
用
語
が
「
公

平
な
観
察
者
」
と
同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ケl
ス
も
み
ら
れ
る
が
、
ス

ミ
ス
自
身
が
良
心
に
つ
い
て
「
道
徳
的
な
能
力
を
直
接
さ
す
も
の
で
は
な

い
」
と
明
言
し
て
い
る
ご
と
く
、
良
心
を
ス
ミ
ス
道
徳
哲
学
の
中
心
概
念

と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
道

徳
論
に
は
厳
密
な
適
宜
性
(
徳
性
)
と
単
な
る
適
宜
性
(
義
務
)
へ
の
分
化

が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
道
徳
の
二
元
化
は
ス
ミ
ス
が
自
己
愛
を
古

典
的
「
徳
」
の
世
界
に
組
み
込
も
う
と
し
た
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
の
意
義
を
、
古
典
的
徳
性
論
の
近
代
的

再
編
と
い
う
よ
り
広
い
パ
l

ス
ペ
ク
テ
イ
ブ
に
お
い
て
捉
え
る
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る

(
R
C
Z
E
J
E
o
s
-注
曲
目
印
B
H
H
F自
己

叶
a
d
o
Q曲
目
前
い
3

・
。
辻
角
ι
d
-
H
f
N
C
C
H
)

。

以
上
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
著

者
が
設
定
し
た
課
題
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
評
価

に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
好
著
と
し
て
評
判
の
本
書
が
増

刷
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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(
わ
た
な
べ
・
け
い
い
ち
/
経
済
思
想
史
)

追
記本

書
に
つ
い
て
は
、
松
原
氏
の
書
評
の
ほ
か
、
関
西
倫
理
学
会
編
『
倫
理
学
研

究
』
(
第
三
四
号
、
二O
O

四
年
四
月
)
に
佐
々
木
拓
氏
が
書
評
を
寄
せ
て
い
る
。
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歴
史
認
識
に
お
け
る
固
有
名
詞
の
復
権

歴
史
認
識
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
に
目
を
通
す
と
き
、
私
は
詩
人
・

石
原
吉
郎
の
言
葉
が
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
。
石
原
は
八
年
に
も
及

ぶ
シ
ベ
リ
ア
抑
留
体
験
を
経
て
帰
国
し
、
そ
の
壮
絶
な
体
験
か
ら
人
間
存

在
の
本
質
に
関
す
る
重
く
て
深
い
思
索
を
残
し
た
。
た
と
え
ば
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
(
大
量
虐
殺
)
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
(
「
確
認
さ
れ
な

い
死
の
な
か
で
|
|
強
制
収
容
所
に
お
け
る
一
人
の
死
」
『
石
原
吉
郎
全
集
(
第
一
一

巻
)
』
花
神
社
、
一
九
八
O
年
)
O

• 
ジ
エ
ノ
サ
イ
ド
の
お
そ
ろ
し
さ
は
、
一
時
に
大
量
の
人
聞
が
殺
鵬
徴
さ

れ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
な
か
に
、
九

v
bト
び
い
じ
ト
の
舟
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が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
お
そ
ろ
し
い
の
だ
。
人
聞
が
被
害
に

お
い
て
つ
い
に
自
立
で
き
ず
、
た
だ
集
団
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
は
、

そ
の
死
に
お
い
て
も
自
立
す
る
こ
と
な
く
、
集
団
の
ま
ま
で
あ
る
だ
ろ

う
。
死
に
お
い
て
た
だ
数
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
絶
望
そ
の
も
の
で
あ

る
。
人
は
死
に
お
い
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
そ
の
名
を
呼
ば
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。
(
傍
点
原
文
、
二
頁
)

石
原
に
よ
れ
ば
、
「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
死
」
と
は
、
量
と
い
う
一
般
性
に

は
解
消
で
き
な
い
、
番
号
の
よ
う
な
連
続
性
を
は
っ
き
り
と
拒
む
、
名
前

を
も
っ
存
在
の
単
独
の
死
を
意
味
す
る
。
単
な
る
識
別
で
あ
る
な
ら
ば
、

番
号
で
も
記
号
で
も
か
ま
わ
な
い
は
ず
だ
。
あ
え
て
名
前
(
固
有
名
詞
)
に

こ
だ
わ
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
存
在
の
本
質
に
か
か
わ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

す
で
に
人
類
最
古
の
古
典
の
一
つ
、
『
旧
約
聖
書
』
冒
頭
の
「
創
世
記
」
に
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は
、
人
は
自
分
も
含
め
た
す
べ
て
の
生
き
物
に
名
前
を
付
け
る
と
い
う
記

述
が
あ
る
。
区
別
の
象
徴
や
支
配
の
様
式
と
し
て
名
前
が
あ
る
と
い
う
よ

り
も
、
名
前
と
は
生
の
存
在
自
体
の
言
い
換
え
だ
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。

だ
か
ら
名
前
を
消
さ
れ
た
死
ほ
ど
お
そ
ろ
し
い
も
の
は
な
い
、
と
い
う

石
原
の
認
識
は
、
生
き
て
き
た
証
拠
を
か
き
消
さ
れ
、
自
分
の
存
在
自
体

が
抹
消
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖
の
謂
い
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
最

大
の
不
条
理
と
し
て
の
死
を
怖
れ
る
私
た
ち
の
感
覚
で
も
あ
る
。
私
に
と
っ

て
の
歴
史
認
識
と
は
、
こ
う
い
う
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
を
呼
び
戻
す
こ

と
に
通
じ
、
あ
る
い
は
矛
盾
に
満
ち
た
生
と
死
と
い
う
人
間
存
在
の
本
質

を
あ
り
の
ま
ま
に
見
せ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

厳
密
に
は
史
実
を
明
ら
か
に
す
る
営
為
を
歴
史
認
識
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う

が
、
実
際
に
は
解
釈
も
含
ん
で
歴
史
認
識
と
い
う
一
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。
そ
う
し
た
(
広
義
の
)
歴
史
認
識
に
お
い
て
、
右
に
述
べ
た
意

味
で
の
固
有
名
詞
は
復
権
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
課
題
を
こ
こ
で
は
設

定
し
て
み
た
い
。
じ
じ
っ
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
近
著
で
は
、
固
有
名
詞
に

関
す
る
問
題
に
焦
点
、
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
あ
る
い

は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生
を
め
ぐ
る
問
題
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
が
、
こ
の

課
題
に
接
近
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
歴
史
研
究
の
方
法
と
限
界
に
つ
い
て

追
究
し
つ
づ
け
る
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
の
近
著
を
導
入
と
し
て
考
え

よ
う
。

• 
歴
史
の
な
か
の
無
名
性
・
匿
名
性
と
固
有
名
調
性

カ
ル
ロ
・
キ
ン
ズ
ブ
ル
グ
『
歴
史
を
逆
な
で
に
読
む
』
(
上
村
忠
男
訳
、

み
す
ず
書
房
、
二
O
O

三
年
)
は
、
「
証
拠
」
と
「
他
者
認
識
」
を
め
ぐ
る
読

み
か
た
に
鋭
く
言
及
す
る
。
そ
の
方
法
は
「
逆
な
で
的
な
読
み
」
と
ギ
ン

ズ
ブ
ル
グ
が
称
す
る
、
読
み
の
対
象
を
生
産
し
利
用
し
て
き
た
者
(
た
ち
)

の
意
図
に
逆
ら
っ
て
読
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
所
与
の
現
実
に
た
い
し
て
、

そ
の
つ
ど
批
判
的
距
離
を
と
る
」
(
一
五
頁
)
こ
と
で
あ
る
。

ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
が
「
言
語
論
的
転
回
」
以
降
の
懐
疑
論
に
与
し
て
い
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
し
た
が
っ
て
「
物
語
論
的
立
場
」
を
素
朴
に
肯
定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち

が
「
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
」
を
膨
大
な
情
報
の
山
の
な
か
か
ら
「
識

別
す
る
こ
と
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
三
四
二
頁
)
、
史
料
と
向
き
合
う
場
合
、

悲
し
い
か
な
、
自
分
が
見
た
い
と
思
っ
て
い
る
事
象
し
か
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
現
実
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
史
料
(
対
象
)
に
対

す
る
ど
ん
な
問
い
か
け
も
、
つ
ね
に
自
身
の
立
場
性
を
越
え
る
と
と
が
で

き
ぬ
ま
ま
、
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
は
あ
っ
て
も
、
「
物
語
論
的
立
場
」
を

完
全
に
排
除
す
る
術
を
私
た
ち
は
も
ち
え
な
い
。

し
か
し
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
(
固
有
名
詞
)
の
復
権
と
い
う
テ
ー
マ

か
ら
考
え
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
ナ
l

ル
派
の
集
合
的
な
民
衆
史
・
社
会

史
に
対
し
て
、
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
は
方
法
論
的
探
究
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
も
、

イ
タ
リ
ア
・
ミ
ク
ロ
ス
ト
リ
ア
派
の
中
心
的
歴
史
家
と
し
て
、
ひ
と
り
ひ

と
り
の
体
験
を
呼
び
戻
す
よ
う
な
歴
史
叙
述
を
実
践
し
て
き
た
。
こ
う
し

た
視
角
を
め
ぐ
っ
て
は
、
「
シ
リ
ー
ズ
・
歴
史
を
問
う
」
第
六
巻
、
上
村
忠

男
・
山
本
ひ
ろ
子
・
大
貫
隆
・
月
本
照
男
・
二
宮
宏
之
編
『
歴
史
の
解
体

と
再
生
」
(
岩
波
書
店
、
二OO
一
一
一
年
)
が
た
い
へ
ん
刺
激
的
で
あ
る
。
ギ
ン

ズ
ブ
ル
グ
の
翻
訳
者
で
も
あ
る
上
村
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
イ
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タ
リ
ア
の
ミ
ク
ロ
ス
ト
リ
ア
派
は
、
歴
史
上
の
い
わ
ゆ
る
無
名
の
存
在
を

取
り
上
げ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
数
量
的
な
処
理
の
た
め
の
た
ん
な
る
一
サ
ン

プ
ル
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
細
部
に
こ
そ
神
は
宿
る
』
を
モ
ッ

ト
ー
に
掲
げ
て
、
そ
の
無
名
の
存
在
の
肖
像
画
を
無
名
の
ま
ま
に
描
き
あ

げ
る
こ
と
に
努
力
を
集
中
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
描
き
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く

プ
ロ
ソ
ボ
グ
ラ
フ
ィ
l
(

肖
像
画
的
な
個
性
記
述
)
か
ら
こ
そ
、
歴
史
の
真

実
は
明
ら
か
に
な
る
と
で
も
い
う
よ
う
に
し
て
で
す
」
(
同
書
、
三
六
頁
)
。

し
か
し
「
歴
史
に
お
け
る
固
有
名
詞
性
」
の
問
題
は
、
右
の
視
点
と
は

微
妙
に
ず
れ
る
視
角
を
編
集
委
員
の
ひ
と
り
で
あ
る
旧
約
聖
書
学
者
・
月

本
照
男
が
提
起
し
て
い
る
。
月
本
は
、
『
旧
約
聖
書
』
に
頻
出
す
る
名
前
を

呼
ぶ
、
名
前
を
付
け
る
と
い
う
行
為
に
対
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
支
配
す

る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
を
紹
介
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

少
々
長
い
が
引
用
し
よ
う
(
編
集
委
員
の
共
同
討
議
「
歴
史
の
解
体
と
再
生
」

同
書
所
収
)
。

• 
:
:
:
あ
る
い
は
、
例
え
ば
摩
文
仁
の
平
和
の
礎
で
す
ね
。
あ
そ
こ
に

個
人
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
沖
縄
の
人
々
、
日
本
の
兵
士
、
ア
メ
リ

カ
の
兵
士
、
朝
鮮
人
、
中
国
人
、
台
湾
人
、
沖
縄
戦
で
犠
牲
に
な
っ
た

人
々
の
個
人
名
だ
け
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
こ
を
訪
ね
た
と
き
私

は
理
由
の
な
い
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
ま
た
、
一
カ
月
ほ
ど
前
、
韓
国

の
光
州
を
訪
れ
ま
し
た
。
光
州
事
件
の
犠
牲
者
た
ち
の
共
同
墓
地
が
あ
っ

て
|
|
共
同
墓
地
に
入
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
人
た
ち
も
い
ま
す
が

ー
ー
そ
の
墓
石
に
は
と
も
か
く
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
も

ち
ろ
ん
私
は
そ
の
う
ち
の
誰
一
人
個
人
的
に
は
知
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど

16五

も
、
そ
こ
に
個
々
人
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
説
明
で

き
な
い
感
動
を
覚
え
る
。
そ
う
い
う
点
で
固
有
名
詞
が
歴
史
の
中
で
ど

ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ

う
い
う
こ
と
が
自
分
の
中
で
大
き
な
問
い
と
し
て
、
い
ま
強
く
感
じ
ら

れ
る
わ
け
で
す
(
二
O
五
六
頁
)
。

月
本
の
こ
の
発
一
言
は
、
歴
史
を
見
る
軸
が
「
民
族
」
か
ら
「
個
々
の
出

来
事
に
関
わ
る
人
間
へ
の
共
感
」
へ
と
移
行
し
て
い
る
と
い
う
視
角
か
ら

述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
視
角
は
、
必
ず
し
も
無
名
性
(
民
衆
史
、

社
会
史
)
と
の
対
比
と
し
て
の
固
有
名
詞
性
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
人

間
存
在
の
本
質
を
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
の
語
る
「
歴
史
を
逆
な
で
に
読

む
」
よ
う
な
読
み
が
、
「
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
」
と
い
う
抑
圧
と
排
除
を
含
む

物
語
へ
の
批
判
的
方
法
論
に
は
な
り
え
て
も
、
右
の
よ
う
な
本
質
的
問
い

か
け
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
私
に
は
正
直
わ
か

ら
な
い
。

国
民
国
家
論
へ
の
違
和
感

と
こ
ろ
で
、
歴
史
認
識
に
関
す
る
現
在
の
有
力
な
理
論
装
置
と
し
て
国

民
国
家
論
が
あ
る
。
牧
原
憲
夫
編
『
〈
私
)
に
と
っ
て
の
国
民
国
家
論
|
|

歴
史
研
究
者
の
井
戸
端
談
議
』
(
日
本
経
済
評
論
社
、
二OO
士
一
年
)
は
、
牧

原
を
は
じ
め
、
今
西
一
、
大
門
正
克
、
長
志
珠
絵
、
高
木
博
志
、
西
川
長

夫
、
西
川
裕
子
、
安
田
常
雄
、
安
田
浩
ら
歴
史
研
究
者
が
、
ジ
エ
ン
ダl

、
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民
衆
、
天
皇
制
、
歴
史
学
な
ど
を
対
象
に
、
国
民
国
家
論
に
対
す
る
み
ず

か
ら
の
立
場
を
「
井
戸
端
談
議
」
ら
し
く
自
由
に
展
開
し
て
い
る
。

国
民
国
家
論
は
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
の
「
国
民
化
」
|
|
l

「
空
間
の
国
民

化
」
「
時
間
の
国
民
化
」
「
習
俗
の
国
民
化
」
「
身
体
の
国
民
化
」
「
言
語
と

思
考
の
国
民
化
」
l
i

の
問
題
を
論
じ
る
(
西
川
長
夫
『
国
民
国
家
論
の
射

程
』
粕
書
一
房
、
一
九
九
八
年
)
。
国
民
的
合
意
を
巧
妙
に
調
達
し
つ
つ
押
し
進

め
ら
れ
る
「
国
民
化
」
の
力
を
分
析
す
る
国
民
国
家
論
に
お
い
て
、
固
有

名
詞
の
復
権
と
い
う
歴
史
認
識
へ
の
視
角
は
あ
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ

り
え
る
と
す
れ
ば
、
「
国
民
化
」
に
抗
す
る
領
域
(
た
と
え
ば
「
社
会
」
)
を

設
定
し
て
制
度
論
的
分
析
を
す
す
め
る
な
か
に
見
ら
れ
る
か
、
「
国
民
化
」

さ
れ
る
(
さ
れ
た
)
な
か
で
の
矛
盾
や
葛
藤
に
目
を
留
め
そ
こ
か
ら
立
ち

上
が
る
抵
抗
の
可
能
性
を
見
て
い
く
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
だ
ろ

う
。
こ
こ
一

O
年
ほ
ど
顕
著
に
見
ら
れ
た
研
究
方
向
は
後
者
に
か
か
わ
る

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
国
民
化
」
の
矛
盾
と
暴
力
の
う
ち
に

抑
圧
さ
れ
て
き
た
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
イ
の
声
な
き
意
思
を
汲
み
取
る
研

究
で
あ
る
。

た
だ
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
仮
託
し
て
国
民
国
家
を
告
発
す
る
よ
う

に
み
え
る
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
、
私
は
正
直
な
と
こ
ろ
違
和
感
を
覚

え
る
。
そ
の
違
和
感
と
は
、
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
イ
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
を
、

告
発
の
た
め
の
一
連
の
闘
争
用
語
|
|
抑
圧
・
差
別
・
排
除
・
搾
取
ー
ー

で
括
っ
て
一
般
性
に
解
消
さ
せ
、
こ
の
一
般
性
を
も
っ
て
、
体
制
/
わ
れ

わ
れ
の
歴
史
/
社
会
的
マ
ジ
ヨ
リ
テ
イ
と
い
う
こ
れ
ま
た
一
般
性
と
闘
わ

せ
る
そ
の
構
え
自
体
に
あ
る
。
固
有
名
調
は
一
般
性
と
一
般
性
の
闘
争
図

式
か
ら
は
浮
上
し
な
い
だ
ろ
う
。

• 

た
し
か
に
こ
の
闘
争
図
式
で
は
、
被
害
者
/
加
害
者
と
い
う
対
立
を
連

続
的
・
同
時
的
に
捉
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
被
害
者
の
側
に
立
つ
「
水
平

者
宣
言
」
の
呼
び
か
け
が
「
(
男
の
)
兄
弟
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も

「
男
ら
し
き
産
業
的
殉
教
者
」
が
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
女
性
に
対
す
る
抑

圧
構
造
を
も
っ
て
い
た
、
す
な
わ
ち
加
害
者
の
側
に
も
立
っ
て
い
た
と
い

う
危
う
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
牧
原
編
前
掲
書
、
二
六
七
頁
)
。
た
だ

ど
う
な
の
だ
ろ
う
、
こ
の
方
法
(
主
体
化
を
通
し
た
告
発
)
に
よ
っ
て
、
単

独
者
と
し
て
の
ひ
と
り
ひ
と
り
は
一
般
化
・
匿
名
化
し
て
し
ま
わ
な
い
だ

ろ
う
か
。
し
か
も
〈
告
発
す
る
主
体
〉
と
い
う
価
値
か
ら
の
距
離
に
よ
っ

て
個
別
化
さ
れ
序
列
化
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
は
最
後
に
ま
た
ふ
れ
よ
う
。

も
と
も
と
あ
る
種
の
民
衆
(
思
想
・
運
動
)
史
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に

敏
感
で
あ
っ
た
。
理
念
的
に
み
れ
ば
矛
盾
を
は
ら
む
、
多
様
な
感
情
と
行

為
を
う
ち
に
含
ん
で
生
き
る
「
民
衆
」
像
提
示
へ
の
意
思
で
あ
る
。
か
ぎ

り
な
く
一
般
性
・
匿
名
性
に
近
い
存
在
と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
柳

田
民
俗
学
の
「
常
民
」
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
国
家
権
力
に
抵
抗
す
る

闘
士
と
し
て
の
「
人
民
」
で
も
な
い
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
ひ
と
り
ひ
と

り
の
矛
盾
に
満
ち
た
固
有
名
詞
が
、
「
国
民
化
」
の
強
圧
的
で
あ
り
つ
つ
も

柔
ら
か
な
暴
力
の
下
で
、
服
従
と
抵
抗
の
あ
い
だ
に
生
き
て
き
た
(
生
き

て
い
る
)
そ
の
多
様
な
生
の
提
示
で
あ
る
。

そ
う
し
た
「
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
」
を
「
固
有
名
詞
を
も
っ
た
人
び
と
の

歴
史
」
と
し
て
描
い
た
近
著
が
、
大
門
正
克
・
安
田
常
雄
・
天
野
正
子
編

「
近
現
代
日
本
社
会
の
歴
史
」
の
二
冊
、
『
近
代
社
会
を
生
き
る
』
『
戦
後
経

験
を
生
き
る
』
(
い
ず
れ
も
吉
川
弘
文
館
、
三O
O
三
年
)
で
あ
る
。
こ
の
よ
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う
な
歴
史
叙
述
は
、
固
有
名
詞
を
も
っ
ふ
つ
う
の
人
び
と
の
さ
ま
ざ
ま
な

経
験
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
し
聞
き
漏
ら
し
て
き

た
、
多
様
な
、
ま
た
矛
盾
に
満
ち
た
姿
や
芦
を
浮
上
さ
せ
る
。
こ
の
手
法

が
切
り
開
く
地
平
は
、
し
か
し
大
文
字
の
固
有
名
詞
の
歴
史
な
い
し
は
無

名
性
の
社
会
史
に
対
置
さ
れ
る
、
単
な
る
も
う
一
つ
の
歴
史
認
識
で
は
な

い
は
ず
だ
。
人
間
存
在
の
本
質
に
降
り
て
い
く
問
い
か
け
こ
そ
が
、
強
調

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〈研究動向〉歴史認識ー固有名詞人間存在 岩崎正弥

四

人
間
存
在
の
本
質
へ
の
問
い

そ
の
よ
う
に
人
間
存
在
の
本
質
に
降
り
て
い
こ
う
と
す
る
意
思
は
、
生

に
付
随
す
る
不
快
や
苦
痛
か
ら
目
を
そ
ら
さ
ぬ
態
度
を
意
味
し
て
い
る
。

だ
か
ら
ひ
と
り
ひ
と
り
の
固
有
名
詞
が
消
去
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
じ
つ

は
不
快
や
苦
痛
と
い
う
痛
み
を
伴
う
見
た
く
な
い
現
実
を
排
除
し
て
き
た

プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
。
不
快
な
自
国
史
を
自
虐
史
観
と
し
て
批
判
す
る

「
新
自
由
主
義
史
観
」
流
の
歴
史
認
識
の
態
度
は
、
ま
さ
に
こ
の
プ
ロ
セ
ス

を
凝
縮
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

近
年
森
岡
正
博
は
、
こ
の
不
快
や
苦
痛
を
「
存
在
抹
消
」
「
目
隠
し
」
「
解

毒
」
「
予
定
調
和
」
な
ど
の
回
路
を
通
し
て
「
無
痛
化
」
し
て
い
く
私
た
ち

の
文
明
の
危
機
を
論
じ
て
い
る
が
(
『
無
痛
文
明
論
』
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
l

、
二

O
O

一
一
一
年
)
、
す
で
に
二
O
年
も
前
に
藤
田
省
三
は
こ
の
傾
向
を
「
『
安
楽
』

へ
の
全
体
主
義
」
(
一
九
八
五
年
)
と
し
て
警
告
を
発
し
て
い
た
(
『
藤
田
省

三
著
作
集
(
第
六
巻
)
全
体
主
義
の
時
代
経
験
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
)
。

藤
田
は
「
生
活
様
式
の
全
体
主
義
」
と
し
て
、
生
活
の
根
底
か
ら
丸
ご
と
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身
体
性
を
奪
い
取
っ
て
い
く
、
し
か
も
人
び
と
の
合
意
の
も
と
そ
の
よ
う

な
支
配
管
理
を
貫
徹
さ
せ
て
い
く
し
く
み
に
分
析
の
メ
ス
を
入
れ
て
い
る
。

今
日
「
安
楽
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
〈
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
〉
に
置
き
換

え
て
も
大
差
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
日
々
無
数
の
リ
ス
ク
に
固
ま
れ
、

直
接
的
な
テ
ロ
や
犯
罪
だ
け
で
な
く
、
危
険
な
食
や
環
境
破
壊
な
ど
、
ゆ

る
や
か
な
生
の
侵
食
に
怯
え
て
い
る
。
私
た
ち
の
生
を
安
全
地
帯
に
囲
い

込
み
、
不
快
や
苦
痛
や
痛
み
を
脇
に
追
い
や
る
し
く
み
が
、
管
理
と
い
う

名
の
も
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
合
意
を
得
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
認
識

は
、
住
基
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
法
制
度
的
な
個
人
管
理
と
い
う
側
面

だ
け
で
は
な
い
。
私
の
感
覚
で
は
、
も
っ
と
身
近
な
場
で
な
め
ら
か
に
進

行
し
て
い
た
現
象
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
け
れ
ど
も
、
暮
ら
し
の
場
で
あ
る
地
域
自
体
が

一
般
化
・
匿
名
化
し
、
そ
の
な
か
で
〈
逆
さ
ま
遠
近
法
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き

事
態
が
進
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
、
空
間
、
関
係
の
近
さ
が
遠

く
に
、
遠
さ
が
近
く
に
逆
転
し
、
〈
間
近
〉
で
あ
る
の
に
〈
身
近
〉
で
は
な

い
と
い
う
奇
妙
な
ね
じ
れ
現
象
が
常
態
化
し
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

死
を
遠
ざ
け
、
病
を
覆
い
、
老
い
を
隠
し
、
不
快
や
苦
痛
か
ら
逃
げ
て
い

る
。
身
を
も
っ
た
近
さ
と
は
、
快
楽
ば
か
り
で
は
な
い
、
皮
膚
を
突
き
刺

す
痛
み
を
も
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
(
身
近
さ
〉
が
消
失
し
、
生
の

多
様
性
と
矛
盾
性
を
無
視
し
た
の
っ
ペ
り
と
し
た
生
、
間
延
び
し
た
快
楽

だ
け
の
生
が
氾
濫
し
て
い
る
。
森
岡
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
目

隠
し
し
、
誤
魔
化
し
て
い
る
だ
け
の
快
楽
か
ら
は
、
生
の
喜
び
は
生
じ
な

そ
の
よ
う
な
現
状
認
識
か
ら
考
え
る
と
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
固
有
名
詞



168 

の
復
権
と
は
、
不
快
や
苦
痛
や
痛
み
を
併
せ
も
つ
生
の
多
様
性
と
矛
盾
性

を
、
そ
の
生
の
現
場
に
正
し
く
配
列
し
な
お
す
こ
と
が
一
つ
の
突
破
口
と

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
内
田
隆
三
の
近
著
が
交
錯
す
る
。

• 
五

生
の
現
場
の
変
質
|
|
内
田
隆
三
『
国
土
論
』
よ
り

内
田
隆
三
『
国
土
論
』
(
筑
摩
書
房
、
二O
O

二
年
)
は
、
歴
史
認
識
の
方

法
論
や
理
論
装
置
の
問
題
を
正
面
か
ら
は
扱
わ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
意

識
し
つ
つ
、
国
土
を
統
治
・
管
理
す
る
政
治
権
力
と
、
そ
れ
に
対
抗
し
国

土
を
正
常
に
戻
そ
う
と
す
る
言
葉
(
理
念
)
の
力
と
、
国
土
を
聞
き
変
形

さ
せ
る
資
本
の
力
と
が
織
り
成
す
、
「
社
会
性
の
場
」
に
関
す
る
二
十
世
紀

史
を
提
示
し
た
。

本
書
の
中
核
を
構
成
す
る
視
点
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ

l

コ
l

の
「
生
き

さ
せ
る
権
力
」
を
意
味
す
る
人
び
と
の
「
生
の
哲
学
」
の
種
々
相
を
、
「
国

土
の
曲
率
」
の
歴
史
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
土
は
私
た
ち

の
暮
ら
し
の
要
素
が
配
列
さ
れ
て
い
る
単
な
る
入
れ
物
で
は
な
い
。
政
治

の
力
、
理
念
の
力
、
資
本
の
力
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
錯
綜
し
た
場
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
形
(
「
曲
率
」
)
を
経
な
が
ら
、
実
体
と

し
て
の
国
土
は
人
び
と
か
ら
遠
の
い
て
い
っ
た
。
こ
の
国
士
の
遠
隔
化
は
、

す
で
に
大
正
期
、
固
有
名
詞
を
消
去
し
た
一
般
的
・
抽
象
的
な
唱
歌
「
故

郷
」
の
流
行
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
場
所
に
生
き
る
の
で
は
な

く
、
場
所
を
記
号
と
し
て
消
費
す
る
時
代
の
特
色
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く

い
え
ば
、
抽
象
的
な
新
し
い
社
会
性
に
よ
っ
て
「
地
域
が
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
」

さ
れ
始
め
て
い
っ
た
時
代
の
、
欲
望
に
身
を
委
ね
資
本
の
力
へ
と
吸
引
さ

れ
て
い
く
人
び
と
の
感
性
を
体
現
し
て
い
た
と
い
え
る
。

身
近
な
場
所
と
そ
の
総
体
と
し
て
の
国
土
の
「
曲
率
」
は
、
戦
後
社
会

に
お
け
る
人
び
と
の
「
生
の
哲
学
」
が
資
本
の
力
(
「
貨
幣
へ
の
欲
望
」
)
に

動
員
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
広
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
生

き
さ
せ
る
権
力
」
は
容
易
に
「
貨
幣
へ
の
欲
望
」
と
結
び
つ
き
、
こ
の
軸

に
お
い
て
人
び
と
は
「
主
体
化
」
し
、
成
長
神
話
の
な
か
の
国
土
開
発
を

マ
イ
ホ
ー
ム
を
志
向
す
る
こ
と
で
根
底
か
ら
支
え
た
。
「
抽
象
的
な
匿
名
の

空
間
、
あ
る
い
は
急
に
歴
史
を
切
断
し
て
出
現
し
た
宙
空
の
よ
う
な

ト
ポ
ス
場
所
に
、
無
数
の
小
さ
な
『
家
庭
』
が
着
床
し
て
い
」
っ
た
の
で
あ
る
二

七
五
頁
)
。
し
か
し
他
方
で
は
、
象
徴
天
皇
が
っ
く
り
だ
す
別
種
の
歴
史
・

空
間
を
も
っ
「
異
形
の
国
土
」
が
こ
の
国
を
覆
っ
て
い
た
。
一
九
八
九
年
、

天
皇
の
死
に
よ
っ
て
こ
の
実
相
が
人
び
と
に
意
識
さ
れ
か
け
た
が
、
同
じ

年
の
バ
ブ
ル
経
済
の
狂
騒
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
、
と
い
う
事
件
を
経

て
加
速
す
る
グ
ロ
l

パ
リ
ゼ
l

シ
ヨ
ン
の
な
か
で
、
「
国
土
の
曲
率
」
は
最

高
潮
に
達
す
る
。

「
国
土
の
曲
率
」
は
、
「
欲
望
の
ベ
ク
ト
ル
」
に
そ
っ
て
、
「
場
所
」
や

「
身
体
」
を
媒
介
し
て
、
私
た
ち
に
「
生
の
曲
率
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

内
田
は
、
一
九
九
七
年
の
三
事
件
、
東
京
で
殺
害
さ
れ
た
ダ
ブ
ル
フ
ェ
イ

ス
の
女
性
、
神
戸
で
無
差
別
の
殺
傷
行
為
を
行
っ
た
少
年
、
諌
早
湾
の
干

拓
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
開
か
れ
た
「
身
近
な
場
所
で
の
死
へ
の
通
路
」
を

そ
の
先
端
に
お
い
て
見
せ
始
め
た
現
代
社
会
を
、
「
生
の
曲
率
」
と
い
う
視

角
か
ら
論
じ
て
い
る
。
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こ
の
社
会
に
は
欠
如
が
欠
如
し
て
い
る
。
・
:
:
そ
こ
で
は
特
定



の
何
か
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
全
面
に
わ
た
っ
て
何

物
で
も
な
い
何
か
が
欠
如
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
生
の
根
底
は
「
や

る
せ
な
い
同
一
性
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
:
:
:
真
に
敵
対
す
る
他
者

も
、
敵
対
す
る
環
境
も
、
そ
し
て
敵
対
す
る
自
分
自
身
も
な
い
状
態
で
、

自
分
の
肯
定
性
が
全
面
的
に
解
放
さ
れ
、
増
殖
し
て
い
く
と
い
う
事
態

|
|
そ
れ
が
現
代
社
会
の
抱
え
込
ん
で
い
る
生
の
曲
率
で
あ
る
(
一
二
九

八
頁
)
。

〈研究動向〉歴史認識 固有名詞・人間存在一一岩崎正弥

そ
し
て
内
田
は
「
生
の
廃
塩
」
と
い
う
言
葉
で
本
書
を
結
ぶ
。
「
そ
れ

(
「
生
の
廃
嘘
」
)
は
〈
死
〉
で
あ
る
よ
う
な
生
で
あ
る
。
だ
が
生
を
閉
塞
さ

せ
、
無
効
に
し
て
い
る
の
は
、
生
を
肯
定
し
、
解
放
し
、
確
か
な
も
の
と

し
て
享
受
し
よ
う
と
す
る
切
実
な
努
力
そ
の
も
の
」
な
の
で
あ
る
(
五
二

O
頁
)
。
こ
の
皮
肉
な
、
し
か
し
や
る
せ
な
い
悲
し
み
を
伴
っ
た
逆
説
の
う

ち
に
、
お
そ
ら
く
ひ
と
り
ひ
と
り
の
固
有
名
詞
が
消
失
し
て
き
た
歴
史
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
生
の
曲
率
」
を
、
生
の
現
場
で
あ
る
空
聞
が
変
容

す
る
あ
り
さ
ま
と
し
て
認
識
す
る
試
み
が
『
国
土
論
』
の
構
想
で
あ
り
、

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
固
有
名
詞
消
失
の
歴
史
を
通
し
て
、
固
有
名

詞
回
復
の
重
要
性
を
空
間
に
お
い
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
歴
史
認
識
で
は

な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

六

普
遍
性
'
単
独
性
に
お
け
る
固
有
名
調
の
復
権

• 
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
問
題
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
存
在
の
本
質

を
問
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。
ひ
と
り
ひ
と
り

169 

の
名
前
(
固
有
名
詞
)
|
|
い
ま
こ
れ
を
単
独
性
と
呼
ぼ
う
|
|
は
、
普
遍

性
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
単
独
性
は
普
遍
性
の
う
ち
に
立
ち

上
が
る
。
普
遍
性
と
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
を
も
っ
人
間
が
互
い
に

共
有
す
る
事
実
で
あ
る
。
人
は
だ
れ
で
も
身
体
を
も
つ
か
ぎ
り
、
空
腹
を

感
じ
、
痛
み
を
覚
え
、
失
敗
す
る
。
病
に
か
か
り
、
不
条
理
に
苦
し
み
、

老
い
、
笑
い
、
喜
び
、
感
動
し
、
泣
き
、
:
:
:
そ
し
て
た
っ
た
ひ
と
り
で

死
ぬ
。
こ
の
事
実
こ
そ
が
人
間
の
も
つ
普
遍
性
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
性
に

連
な
る
と
き
、
私
た
ち
は
固
有
の
位
置
を
も
っ
単
独
者
と
し
て
、
そ
の
個

性
が
承
認
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
よ
く
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
け
れ
ど
、
じ
つ
は
普
遍
性

と
一
般
性
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
一
般
性
と
は
、
平
均
で
あ
り
、
均
質

性
の
謂
い
で
あ
る
。
そ
し
て
一
般
性
は
単
独
性
と
で
は
な
く
、
個
別
性
と

つ
な
が
っ
て
い
る
。
数
字
や
記
号
の
よ
う
に
区
別
を
も
た
ら
す
も
の
と
し

て
の
個
別
性
は
、
人
間
存
在
の
本
質
で
は
な
い
。
高
度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

に
よ
っ
て
人
聞
が
一
般
性
に
解
消
さ
れ
て
い
っ
て
も
、
区
別
と
い
う
意
味

で
の
個
別
性
は
担
保
さ
れ
る
は
ず
だ
。
現
実
は
実
際
そ
の
よ
う
に
進
ん
で

い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
歴
史
認
識
が
人
聞
を
そ
の
普
遍
性
|
単

独
性
に
お
い
て
い
か
に
捉
え
う
る
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え

ザG
。

私
の
考
え
で
は
、
主
体
化
と
は
、
普
遍
性
単
独
性
に
お
い
て
固
有
名

詞
を
浮
上
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
一
般
性
個
別
性
に
お
い
て
固
有
名
詞

を
消
失
さ
せ
る
、
そ
ん
な
逆
説
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
を

肯
定
し
欲
望
に
従
っ
た
主
体
化
は
、
そ
の
自
己
矛
盾
の
う
ち
に
生
を
閉
塞

さ
せ
て
い
る
(
内
田
前
掲
書
参
照
)
。
だ
が
告
発
の
主
体
、
権
利
の
主
体
、
正
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義
の
主
体
も
、
生
の
多
様
性
と
矛
盾
性
の
う
ち
に
あ
る
私
た
ち
の
実
存
か

ら
は
遠
い
存
在
で
あ
り
、
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
を
呼
び
寄
せ
な

い
。
歴
史
が
開
く
不
快
・
苦
痛
・
痛
み
は
、
告
発
の
回
路
を
通
す
と
と
に

よ
っ
て
「
無
痛
化
」
し
、
一
般
性
の
陥
穿
に
突
き
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
「
断
念
」
の
末
に
行
き
着
い
た
石
原
吉
郎
の
「
位

置
」
に
私
は
共
感
を
覚
え
る
。
「
人
聞
は
情
報
に
よ
っ
て
告
発
す
べ
き
で
な

い
。
そ
の
現
場
に
、
は
だ
し
で
立
っ
た
者
に
し
か
告
発
は
許
さ
れ
な
い
と

い
う
の
が
、
私
の
考
え
で
あ
る
」
(
石
原
前
掲
書
、
二
三
三
頁
)
。

(
O
O
Uう
い
で
知
る
こ
と
〉
と
〈00
←
知
る
こ
と
〉
の
あ
い
だ
に

は
、
断
絶
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
こ
で
石
原
が
語
る

「
情
報
」
と
は
、
〈
に
つ
い
て
知
る
〉
こ
と
で
あ
り
、
「
そ
の
現
場
に
、
は
だ

し
で
立
っ
た
」
と
は
、
〈
を
知
る
〉
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
認
識
を

通
し
て
、
私
た
ち
は
〈
を
知
る
〉
こ
と
は
で
き
な
い
。
〈
に
つ
い
て
知
る
〉

だ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
〈
に
つ
い
て
知
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
を
生

き
る
私
た
ち
が
、
み
ず
か
ら
の
生
の
現
場
に
お
い
て
、
そ
の
本
質
を
追
体

験
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
人
間
存
在
の
本
質
に
ふ
れ
る
追
体
験
は
、

私
た
ち
を
謙
虚
に
し
内
省
さ
せ
つ
つ
、
自
虐
か
ら
も
告
発
か
ら
も
居
直
り

か
ら
も
自
由
に
さ
れ
た
位
置
を
提
供
し
、
そ
の
位
置
か
ら
の
発
言
や
行
為

を
引
き
出
す
は
ず
だ
。
こ
の
地
平
が
固
有
名
詞
の
復
権
な
の
で
あ
り
、
普

遍
性
1

単
独
性
に
お
い
て
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
を
呼
ぶ
こ
と
で
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
「
生
の
廃
嘘
」
に
あ
え
ぐ
現
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
歴

史
認
識
、
が
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

(
い
わ
さ
き
・
ま
さ
や
/
地
域
社
会
経
済
論
)

• 

注
(
1
)
境
野
健
児
・
岩
崎
正
弥
『
自
然
と
人
間
を
結
ぶ
農
村
文
化
運
動
』
第
一

七
O
号
、
二
O
O
三
年
十
月
、
農
文
協
。
岩
崎
執
筆
部
分
を
参
照
さ
れ

た
い
。
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〈研究動向〉集合的記憶とナショナル・アイデンティティーーヴォルフガングシュヴェント力一

は
じ
め
に

「
記
憶
の
場
」
は
、
古
代
ロ
!
?
の
「
想
起
の
術
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
様
々
な
文
化
的
ト
ポ
ス
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
記
憶
の
場
」
に
関
す

る
研
究
は
、
こ
こ
二
O
年
ほ
ど
の
間
に
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
研

究
領
域
を
作
り
だ
し
、
ま
た
歴
史
学
に
お
け
る
文
化
研
究
に
パ
ラ
ダ
イ
ム

転
換
を
も
た
ら
し
た
。
つ
ま
り
大
き
な
「
マ
ス
タ
ー
・
ナ
ラ
テ
イ
ヴ
」
が

持
っ
て
い
た
断
定
的
な
自
明
性
か
ら
距
離
を
取
り
、
記
憶
の
内
容
に
関
し

て
、
空
間
性
を
重
視
し
物
語
性
を
回
避
し
て
配
列
し
よ
う
と
い
う
方
法
へ

の
転
換
で
あ
る
。
文
化
史
研
究
者
で
あ
り
、
か
つ
学
術
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

で
あ
る
ピ
エ
l

ル
・
ノ
ラ
の
主
導
の
も
と
に
行
わ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の

記
憶
研
究
は
、
こ
の
人
文
主
義
的
伝
統
に
根
付
い
て
い
る
。
「
私
の
試
み

• 171 

は
、
普
遍
的
、
テ
1
7
的
、
年
代
記
的
あ
る
い
は
直
線
的
歴
史
研
究
と
は

異
な
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
・
国
家
の
記
憶
が
も
っ
と
も
凝
縮
さ
れ
、

具
現
化
さ
れ
、
ま
た
結
晶
化
さ
れ
て
き
た
『
場
所
』
ー
ー
も
っ
と
も
広
い

意
味
で
の
『
場
所
』
|
|
の
深
層
を
探
る
研
究
を
行
う
も
の
で
あ
る
」
と

ノ
ラ
は
述
べ
る
。
ノ
ラ
が
志
向
す
る
よ
う
な
記
憶
に
関
す
る
研
究
は
、
現

在
で
は
既
に
フ
ラ
ン
ス
を
超
え
て
広
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
年
代
順
に

並
べ
ら
れ
た
史
実
の
表
層
的
記
述
で
は
な
く
、
マ
ン
タ
リ
テ
の
歴
史
に
も

と
申
つ
い
た
「
ネ
l

シ
ヨ
ン
」
の
深
層
分
析
で
あ
る
。

『
記
憶
研
究
』
が
登
場
す
る
背
景

ま
ず
こ
う
し
た
「
記
憶
研
究
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
政
治
的
、

社
会
心
理
的
、
理
論
的
な
枠
組
み
を
お
さ
え
て
お
こ
う
。
二
十
世
紀
の
二
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つ
の
世
界
大
戦
は
、
我
々
の
関
心
を
追
悼
や
死
者
崇
拝
、
あ
る
い
は
記
憶

へ
と
向
か
わ
せ
た
。
大
戦
に
ま
つ
わ
る
記
憶
の
場
は
、
戦
場
や
故
郷
と
い

う
場
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
場
は
、
哀
悼
の
場
で
あ
る
か
、
英

雄
崇
拝
の
場
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
の
経
験
は
、
記
憶
の
文
化
と
の
関

わ
り
か
た
に
新
し
い
見
方
と
形
式
を
も
た
ら
し
た
。
な
か
で
も
記
憶
の
文

化
に
メ
デ
ィ
ア
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
死
者
の
追
悼
に
関

し
て
よ
り
広
い
議
論
の
場
が
聞
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ベ
ル
ン

ハ
ル
ト
・
ヴ
イ
ツ
キ
l

の
『
橋
』
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ロ
ツ
セ
リ
ニ
l

の
『
ロ
l

て
無
防
備
都
市
』
、
今
井
正
『
ひ
め
ゆ
り
の
塔
』
な
ど
の
一
九
五
0
年
代

の
反
戦
映
画
で
あ
る
。
さ
ら
に
新
た
な
記
念
日
が
制
定
さ
れ
、
戦
争
の
記

憶
が
制
度
化
さ
れ
公
的
な
記
憶
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
六
月
六
日
(
連

合
軍
の
ノ
ル
マ
ン
デ
イ
|
上
陸
)
、
五
月
八
日
(
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
降
伏
)
、
八
月

六
日
と
八
月
九
日
(
原
爆
記
念
日
)
、
八
月
十
五
日
(
太
平
洋
戦
争
終
結
)
な

ど
は
、
公
的
な
記
憶
と
し
て
確
立
し
、
国
家
、
社
会
、
個
人
を
政
治
的
な

立
場
次
第
で
結
び
つ
け
、
あ
る
い
は
分
か
つ
も
の
で
あ
る
。

私
は
二
O
O
O
年
三
月
に
、
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
・
日
本
の
軍
国
主
義
、

独
裁
、
戦
争
に
つ
い
て
の
記
憶
・
追
悼
の
相
互
比
較
を
行
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
共
同
企
画
者
の
一
人
と
し
て
参
加
し
た
が
、
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

は
非
常
に
ア
ン
ピ
ヴ
ア
レ
ン
ト
で
多
元
的
な
像
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
。

明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
民
族
抹
殺
や
、
広
島
・
長

崎
へ
の
原
爆
投
下
と
い
う
歴
史
上
比
類
な
き
出
来
事
に
つ
い
て
の
現
在
の

議
論
で
は
、
政
治
的
記
憶
が
国
民
・
国
家
の
次
元
を
超
え
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
出
来
事
が
な
お
も
国
民
・
国

家
次
元
の
記
憶
文
化
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か

• 

し
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
国
境
を
超
え
た
記
憶
文
化
の
普
遍
化
に
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
は
、
第
二
次
大
戦
終
結
五

O
周
年
以
降
に
国
内
外
で
開
か
れ

た
様
々
な
展
覧
会
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
二
次
大
戦
の
記

憶
が
ア
ン
ビ
ヴ
ア
レ
ン
ト
な
の
は
、
加
害
者
と
被
害
者
、
戦
勝
国
と
敗
戦

国
の
関
係
が
解
き
、
が
た
い
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
か
か
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

戦
争
つ
い
て
の
記
憶
に
留
ま
ら
ず
、
記
憶
一
般
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
っ

た
の
は
、
一
九
七

0
年
代
以
降
に
お
け
る
社
会
構
造
の
変
化
に
と
も
な
っ

て
、
人
々
の
状
況
把
握
が
社
会
心
理
学
的
に
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
と
も

関
係
が
あ
る
。
石
油
危
機
、
経
済
成
長
の
鈍
化
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
意
識
の
芽

生
え
な
ど
が
、
将
来
に
つ
い
て
暗
い
展
望
を
抱
か
せ
る
原
因
と
な
っ
た
。
特

に
ド
イ
ツ
の
社
会
は
、
危
機
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
し
た
。
同
時
に
社
会

構
造
が
急
速
に
変
化
し
、
農
業
従
事
者
が
急
激
に
減
少
し
た
の
も
こ
の
時

期
で
あ
る
。
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
が
「
記
憶
を
担
う
最
も
典
型
的
な
集
団
と

し
て
の
農
民
層
の
消
滅
」
と
言
っ
て
い
る
背
景
に
は
こ
う
し
た
状
況
が
あ

る
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
「
記
憶
の
場
」
の
研
究
は
明
ら
か
に
ノ

ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
、
さ
ら
に
言
え
ば
文
化
悲
観
論
的
な
性
質
を
帯
び
て
い
た
。

記
憶
を
め
ぐ
る
研
究
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
理
論

的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
「
一
言
語
論
的
転
回
」
、
最
近
で
は
「
ヴ
イ
ジ
ユ

ア
ル
・
ア
イ
コ
ニ
ツ
ク
的
転
回
」
と
言
わ
れ
る
潮
流
が
、
そ
れ
ま
で
の
歴

史
研
究
を
支
え
て
い
た
実
証
主
義
的
な
自
己
確
証
に
終
鷲
を
も
た
ら
し
た
。

そ
れ
以
来
、
構
築
主
義
的
な
歴
史
把
握
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
「
歴

史
」
と
「
記
憶
」
の
関
係
が
新
た
に
問
い
直
さ
れ
た
。
さ
ら
に
歴
史
学
に

人
類
学
の
観
点
を
導
入
し
、
「
固
有
の
も
の
」
を
「
異
質
な
も
の
」
と
し
て

捉
え
か
え
そ
う
と
す
る
試
み
も
、
「
記
憶
」
研
究
に
一
層
拍
車
を
か
け
た
。
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ド
イ
ツ
の
「
歴
史
学
的
人
類
学
」
と
い
う
新
し
い
研
究
分
野
は
、
マ
ル
ク

ス
と
ヴ
ェ
l

バ
l

に
依
拠
し
た
社
会
学
の
マ
ク
ロ
理
論
が
魅
力
を
失
っ
て

か
ら
、
か
つ
て
の
マ
ク
ロ
理
論
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
。
ア
メ

リ
カ
の
理
論
的
な
構
造
機
能
主
義
と
は
異
な
っ
て
「
歴
史
学
的
人
類
学
」

は
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
「
ア
ナ
l

ル
学
派
」
の
影
響
を
受
け
て
、
一
人
一

人
の
人
聞
を
再
び
研
究
の
中
心
に
置
く
よ
う
に
な
っ
目
。
ド
イ
ツ
の
記
憶

研
究
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
イ
ン
パ
ル
ス
を
与
え
た
の
は
、
歴
史
学
の
隣

接
学
科
、
た
と
え
ば
考
古
学
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・

ス
タ
デ
ィ
l

ズ
だ
っ
た
。
考
古
学
者
の
ヤ
ン
・
ア
ス
マ
ン
と
ア
レ
イ
ダ
・

ア
ス
マ
ン
の
仕
事
は
、
記
憶
の
学
問
史
と
言
え
る
だ
ろ
目
。

『
記
憶
の
文
化
」
と
は
何
か

そ
も
そ
も
「
記
憶
の
場
」
、
「
記
憶
の
文
化
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を

定
義
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
記
憶
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
な

に
も
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
l

ズ
が
始
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
長
い

歴
史
が
あ
い
位
。
言
う
ま
で
も
な
く
プ
ラ
ト
ン
の
ア
ナ
ム
ネ

l
シ
ス
に
始
ま

り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
特
に
市
民
的
主
体
の
発
見
と
と
も
に
記
憶
の
主

観
化
が
進
む
が
、
他
方
で
は
啓
蒙
以
降
に
は
主
観
的
記
憶
に
対
し
て
批
判

的
な
学
聞
と
し
て
の
歴
史
学
が
登
場
す
る
。
「
記
憶
」
と
「
歴
史
学
」
は
一

八
O
O
年
頃
に
は
、
相
対
立
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
学
問
と
し
て
記
憶
を

扱
う
よ
う
に
な
る
に
は
、
さ
ら
に
約
一O
O
年
の
年
月
が
か
か
っ
た
。
記

憶
研
究
の
ル
l

ツ
と
し
て
ヤ
ン
・
ア
ス
マ
ン
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ

l

チ
ェ
、
ア
ビ
・
ヴ
ァ

l

ル
ブ
ル
ク
、
モ
l

リ
ス
・
ア
ル
プ
ヴ
ア
ツ
ク
ス
の
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三
人
を
挙
げ
て
い
る
。
ニ

l

チ
エ
は
記
憶
と
忘
却
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
指

摘
し
た
ゆ
え
に
、
ヴ
ア

l

ル
ブ
ル
ク
は
「
記
憶
の
共
同
体
」
と
い
う
概
念

を
作
り
出
し
た
ゆ
え
に
、
そ
し
て
ア
ル
プ
ヴ
ア
ツ
ク
ス
は
個
人
的
記
憶
も

社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
ゆ
え
に
で
あ
お
。
記
憶
を
め
ぐ

る
こ
れ
ら
一
八
七

0
年
代
か
ら
一
九
一
二0
年
代
の
議
論
は
、
よ
う
や
く
一

九
七
0

・
八
0
年
代
の
文
化
学
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
お
か
げ
で

再
発
見
さ
れ
た
。
な
か
で
も
フ
ラ
ン
シ
ス
・
イ
ェ

l

ツ
の
『
記
憶
の
術

(
4
r旨
Z

『
冨
命
日
。
ミ
)
』
(
一
九
六
六
年
)
に
は
、
ピ
エ
l

ル
・
ノ
ラ
も
度
々

言
及
し
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
現
在
ま
で
の
学
際
的
お
よ
び
国
際
的
議
論

を
通
し
て
、
記
憶
に
関
し
て
お
お
よ
そ
三
つ
の
概
念
が
析
出
さ
れ
て
き
た
。

(
一
)
「
集
合
的
記
憶
」
は
、
ア
ル
プ
ヴ
ア
ツ
ク
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
記
憶
を
形
成
す
る
社
会
的
枠
組
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
個
人
的
な
記

憶
も
、
個
人
が
置
か
れ
た
環
境
の
な
か
で
一
言
語
や
表
象
を
介
し
て
形
成
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
な
記
憶
と
社
会
的
記
憶
と
は
区
別
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
プ
ヴ
ア
ツ
ク
ス
に
よ
れ
ば
過

去
の
出
来
事
は
そ
の
ま
ま
記
憶
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
意
味
創
出
へ
の

集
合
的
欲
求
と
伝
統
や
社
会
環
境
か
ら
生
じ
る
認
知
の
仕
方
を
通
じ
て
は

じ
め
て
記
憶
に
な
る
。

(
二
)
こ
れ
に
対
し
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
記
憶
」
は
、
個
人
や
特

定
の
グ
ル
ー
プ
が
実
際
に
経
験
し
た
こ
と
が
口
承
で
伝
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
「
短
期
的
記
憶
」
と
言
え
る
も
の
で
、
長
く
て
も

三
世
代
程
度
し
か
保
持
さ
れ
な
ぱ
。
複
数
の
世
代
は
、
た
と
え
ば
「
戦
後

世
代
」
と
い
う
場
合
、
共
通
の
ナ
ラ
テ
イ
ヴ
を
共
有
す
る
ひ
と
つ
の
経
験
・

記
憶
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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(
一
一
一
)
「
文
化
的
記
憶
」
は
、
世
代
や
時
代
を
超
え
て
構
築
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
個
々
人
の
心
理
的
な
感
情
で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
や
制
度
に
よ
っ

て
担
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
的
記
憶
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
の
は
、
テ

ク
ス
ト
、
映
像
、
彫
刻
、
建
築
、
風
景
、
あ
る
い
は
祭
典
や
儀
式
な
ど
で

あ
る
。
文
化
的
記
憶
は
客
観
化
さ
れ
た
文
化
の
記
憶
の
場
と
な
り
、
何
世

代
に
も
わ
た
っ
て
習
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。

ノ
ラ
自
身
も
記
憶
を
、
物
質
的
記
憶
、
象
徴
的
記
憶
そ
し
て
機
能
的
記

憶
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
い
る
。
ノ
ラ
の
後
継
者
た
ち
に
よ
る
今

日
の
国
際
的
な
記
憶
研
究
で
は
、
記
憶
の
構
築
と
脱
構
築
の
あ
ら
ゆ
る
形

態
を
「
記
憶
文
化
」
と
い
う
総
括
概
念
で
捉
え
て
い
る
。
歴
史
家
ク
リ
ス

ト
ア
・
コ
ル
ネ
リ
セ
ン
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
記
憶
文
化
と
は
「
歴
史
的
な

出
来
事
、
人
物
、
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
、
意
識
的
な
記
憶
の
ー
ー
そ
の

記
憶
が
美
的
な
、
あ
る
い
は
政
治
的
な
、
あ
る
い
は
歴
史
認
識
的
な
性
質

の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
|
|
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
包
括
す
る
上

位
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
非
歴
史
的
な
、
あ
る
い
は
反
歴
史
的
な

集
合
的
記
憶
の
多
様
な
形
態
を
も
含
め
、
歴
史
の
表
象
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
様
態
を
包
括
す
る
。
(
・
:
・
)
こ
の
記
憶
文
化
の
担
い
手
と
し
て
現
れ
て

く
る
の
は
、
個
人
や
社
会
的
グ
ル
ー
プ
、
あ
る
い
は
ま
た
諸
国
民
や
諸
国

家
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
相
互
が
一
致
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

相
互
に
対
立
し
あ
う
関
係
に
あ
る
場
合
も
あ
る
。
」

• 
フ
ラ
ン
ス
版
『
記
憶
の
場
』
と
日
本
語
訳

ピ
エ
1

ル
・
ノ
ラ
の
主
導
の
も
と
で
行
わ
れ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

成
果
が
『
記
憶
の
場
』
の
第
一
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
二

O
年
が
経
つ
が
、
こ
れ
は
現
在
で
も
類
例
を
見
な
い
先
端
的
業
績
と
み
な

さ
れ
て
い
到
。
一
九
八
四
年
か
ら
九
二
年
ま
で
に
計
七
巻
の
シ
リ
ー
ズ
で

出
版
さ
れ
た
『
記
憶
の
場
』
は
、
総
計
四
五
O
O
頁
に
お
よ
ぶ
一
二

O
本

以
上
の
論
文
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
記
憶
文
化
の
パ
ノ
ラ
マ
を
描
き
出
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
論
文
の
順
序
は
、
旧
来
の
古
典
的
な
マ
ス
タ
ー
・
ナ
ラ
テ
イ

ヴ
の
年
代
順
に
は
従
わ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
マ
ン
タ
リ
テ
」
の
一
種
の
ト

ポ
グ
ラ
フ
イ
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
集
合
的
記
憶
研
究
の
用
語
を
使
え

ば
、
「
記
憶
の
風
景
」
で
あ
る
。

二
O
O

二
、
三
年
に
谷
川
稔
監
訳
で
三
巻
に
纏
め
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た

日
本
語
版
『
記
憶
の
場
|
|
フ
ラ
ン
ス
国
民
意
識
の
文
化
H

社
会
史
』
も
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
に
劣
ら
ず
素
晴
ら
し
い
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
に
は
疑
問
も
残
る
。
ピ
エ
l

ル
・
ノ
ラ
は
序
論
「
記
憶
と
歴
史
の
は
ざ

ま
に
」
(
邦
訳
、
第
一
巻
二
九
|
五
六
頁
)
で
、
モ
l

リ
ス
・
ア
ル
プ
、
ヴ
ア
ツ

ク
ス
に
依
拠
し
つ
つ
歴
史
と
記
憶
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
、
両
者
が
相
反

す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
記
憶
と
歴
史
が
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
ノ
ラ
に
と
っ
て
は
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
で
あ
る
。
記
憶
は
思

い
出
を
聖
な
る
も
の
の
領
域
に
置
き
、
思
い
出
に
絶
対
性
を
与
え
、
ま
た

同
時
に
空
間
、
仕
草
、
儀
式
、
図
像
、
記
念
碑
な
ど
に
具
体
的
に
結
び
つ

け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
歴
史
は
、
す
べ
て
の
者
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

誰
の
も
の
で
も
な
い
。
歴
史
は
思
い
出
を
時
間
的
連
続
性
の
う
ち
に
解
消

す
る
。
「
革
命
の
ト
ラ
ウ
マ
」
、
「
民
主
化
」
、
「
大
衆
化
」
な
ど
が
、
ノ
ラ
に

よ
れ
ば
集
合
的
な
記
憶
を
破
壊
し
、
記
憶
に
代
わ
る
歴
史
の
支
配
を
導
い

た
。
す
な
わ
ち
「
記
憶
の
場
は
今
で
は
存
在
し
な
い
」
、
な
ぜ
な
ら
「
記
憶

2004 No.28 社会思想史研究
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の
集
団
(
ミ
リ
ュ
l
)
が
も
は
や
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
ノ
ラ
は
言

う
。
こ
の
よ
う
な
ノ
ラ
の
視
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
意

識
の
文
化
H

社
会
史
」
と
い
う
日
本
語
版
に
つ
け
ら
れ
た
サ
ブ
タ
イ
ト
ル

は
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
文
化
H
社
会
史
」
と
い

う
タ
l

ム
を
使
う
こ
と
で
、
ま
さ
に
ノ
ラ
が
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
歴

史
的
な
直
線
的
連
続
性
が
思
い
起
こ
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
二
O

O
O

年
五
月
に
『
思
想
』
(
九
九
一
号
)
に
ノ
ラ
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
時

に
、
「
フ
ラ
ン
ス
的
国
民
意
識
の
あ
り
方
を
探
る
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ

た
が
、
こ
の
方
が
ノ
ラ
の
本
来
の
考
え
方
に
近
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も

ノ
ラ
は
、
メ
ン
タ
ル
な
「
深
層
構
造
」
に
着
目
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
二
九
本
の
論
文
を
選
ん
で
(
さ
ら
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
、
ど

英
語
版
の
ノ
ラ
の
序
文
を
加
え
て
)
編
集
さ
れ
た
日
本
語
版
で
は
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
と
は
異
な
っ
た
配
列
を
行
っ
て
い
る
。
〈
対
立
〉
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が

付
け
ら
れ
た
第
一
巻
で
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
と
ガ
リ
ア
人
」
、
「
ア
ン
シ
ャ

ン
・
レ
ジ
ー
ム
」
、
あ
る
い
は
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
や
宗
教
的
対
立
に

関
す
る
論
考
を
集
め
、
第
二
巻
〈
統
合
〉
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
象

徴
や
神
話
、
そ
し
て
「
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
」
な
ど
民
主
的
で
・
文
明
化
さ
れ

た
国
民
国
家
を
表
す
「
記
憶
の
場
」
を
テ
l

マ
と
し
て
い
る
。
〈
模
索
〉
と

い
う
多
少
詩
的
な
響
き
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
第
三
巻
は
、
愛
国
心
、
英
雄

崇
拝
、
よ
く
知
ら
れ
た
場
所
や
風
景
、
あ
る
い
は
典
型
的
フ
ラ
ン
ス
ら
し

さ
と
さ
れ
る
事
柄
|
|
「
美
食
」
を
誇
り
食
事
の
美
し
さ
を
も
重
視
す
る
、

日
本
で
も
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
に
つ
い
て
の
論
考
を
集

め
て
い
る
(
た
だ
し
典
型
的
フ
ラ
ン
ス
ら
し
さ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
カ
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テ
ド
ラ
ル
は
、
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
他
の
カ
ト
リ
ッ
ク

系
・
ロ
マ
ン
ス
語
系
の
国
々
で
も
見
ら
れ
る
)
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
版
の
配
列
は
抽
象
的
な
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
語

版
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
欠
点
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
日
本
語
版
に
お
け
る
論
考
の
選
択
お
よ
び
そ
の
配
列
は
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
よ
り
も
記
憶
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
核
心
を
よ
り
よ
く
捉
え
て
い
る

と
言
え
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
の
最
終
巻
で
は
、
か
な
り
周
縁
的
で
抽
象
的

な
記
憶
の
場
を
取
り
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
か
懇
意
的
で
あ
り
、

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
モ
デ
ル
」
や
ご
回
的
な
も
の
」

を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
日
本
語
版
で
は
こ
う
し
た
傾
向
を
避
け
、
む
し

ろ
国
家
シ
ン
ボ
ル
や
フ
ラ
ン
ス
文
化
に
と
っ
て
重
要
な
「
古
典
的
」
な
記

憶
の
場
に
重
点
を
置
い
て
選
択
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
い
き
な
り
〈
対

立
〉
で
第
一
巻
を
始
め
る
よ
り
|
|
『
集
合
的
記
憶
』
の
概
念
を
語
義
通

り
に
解
釈
す
る
な
ら
|
|
第
二
巻
〈
統
合
〉
の
方
を
第
一
巻
に
し
た
方
、
が

全
体
と
し
て
よ
り
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
ま
し
ι
ま
り
が
で
き
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

四

『
ド
イ
ツ
の
記
憶
の
場
』

二
O
O

一
、
二
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ベ
ッ
ク
社
か
ら
『
ド
イ
ツ
の
記
憶

の
場
』
(
全
三
巻
)
が
出
版
さ
れ
て
非
常
に
注
目
を
浴
び
問
。
編
集
に
あ

た
っ
た
の
は
、
ハ
ー
ゲ
ン
・
シ
ュ
ル
ツ
(
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
歴
史
学
教
授
、

現
在
ロ
ン
ド
ン
・
ド
イ
ツ
史
研
究
所
所
長
)
、
彼
の
同
僚
エ
テ
イ
エ
ン
ヌ
・
フ

ラ
ン
ソ
ワ
(
ベ
ル
リ
ン
の
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
研
究
セ
ン
タ
ー
設
立
者
、
ベ
ル
リ
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ン
工
科
大
学
お
よ
び
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
フ
ラ
ン
ス
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
)
で
あ
る
。

『
ド
イ
ツ
の
記
憶
の
場
』
も
、
長
い
準
備
期
間
を
経
て
完
成
し
た
大
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
序
に
あ
る
よ
う
に
「
ド
イ
ツ
人
は
フ
ラ
ン
ス
人
よ
り

も
理
性
的
に
世
界
を
見
る
」
の
か
ど
う
か
、
「
ド
イ
ツ
人
の
集
合
的
記
憶
の

方
が
よ
り
感
情
的
」
か
ど
う
か
の
判
断
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
、
明
ら

か
な
の
は
、
ド
イ
ツ
人
の
記
憶
が
、
ナ
チ
ス
の
恐
怖
政
治
に
よ
っ
て
断
絶

し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
で
は
文
化
的
伝
統
へ
と
素
朴
に
立
ち
戻

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
以
降
の
ド
イ
ツ

の
記
憶
の
歴
史
は
、
二
つ
の
大
戦
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
六0年

代
に
お
け
る
「
フ
イ
ツ
シ
ャ
l

論
争
」
「
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
」
、
そ
し
て
八

0
年
代
に
お
け
る
「
歴
史
家
論
争
」
、
さ
ら
に
ベ
ル
リ
ン
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

記
念
碑
や
強
制
労
働
者
の
保
障
を
め
ぐ
る
論
争
|
|
こ
れ
ら
は
す
べ
て
ド

イ
ツ
の
記
憶
文
化
に
深
い
影
響
を
与
え
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
『
ド
イ
ツ
の
記
憶
の
場
』
が
、
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
に

重
点
を
置
い
て
い
る
の
は
、
当
然
で
も
あ
り
政
治
的
に
も
う
な
ず
け
る

0

フ
ラ
ン
ス
の
「
記
憶
の
場
」
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
「
記
憶

の
場
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば

ウ
ィ
ー
ン
の
英
雄
広
場
や
、
ロ
ー
マ
、
ヴ
エ
ル
サ
イ
ュ
、
さ
ら
に
ワ
ル
シ
ャ

ワ
(
ヴ
イ
リ
l

・
プ
ラ
ン
ト
が
ゲ
ツ
ト
l

跡
で
脆
い
た
場
所
)
や
シ
ュ
ト
ラ
ス

プ
ー
ル
大
聖
堂
、
カ
ノ
ッ
サ
、
ラ
ン
ゲ
マ
ル
ク
な
ど
が
、
「
ド
イ
ツ
の
記
憶

の
場
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
編
集
者
の
序
に
よ
れ
ば
、
当
初
は
五

0
0

の
記
憶
の
場
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
が
、
そ
の
う
や
り
か
ら
テ
1
7
的

に
選
択
を
し
て
、
同
じ
長
さ
の
一
一
一O
の
論
考
を
集
め
、
そ
の
際
に
文
化

的
重
要
度
で
差
を
つ
け
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
は
言
え
、
全
体
を
読
む
と

• 

ド
イ
ツ
の
「
記
憶
の
場
」
の
選
択
に
は
教
養
市
民
階
級
的
な
観
点
が
か
な

り
強
い
と
い
う
印
象
を
否
め
な
い
。
内
容
的
に
は
、
百
科
事
典
的
な
性
質

の
強
い
書
き
方
を
し
た
も
の
や
、
記
憶
の
場
の
受
容
史
に
重
点
を
置
い
た

も
の
な
ど
様
々
で
あ
る
。
執
筆
者
の
多
く
は
ド
イ
ツ
人
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス

や
そ
の
他
の
隣
国
の
書
き
手
も
含
ま
れ
、
ま
た
歴
史
学
研
究
者
ば
か
り
で

な
く
、
作
家
(
ギ
ユ
ン
タ
!
・
デ
・
ブ
ロ
イ
ン
)
や
著
名
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
(
ヨ
ハ
ヒ
ム
・
フ
エ
ス
ト
)
な
ど
も
執
筆
し
て
い
る
。
論
考
の
配
列
順
に

つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
先
例
と
同
様
に
マ
ス
タ
ー
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
作

ら
ず
に
、
文
化
史
的
な
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
一
二
O
の
論
考

は
一
八
の
サ
ブ
テ
l

マ
の
下
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
巻
の
サ
ブ
テ
ー

マ
は
「
帝
国
」
、
「
詩
人
と
哲
学
者
」
、
「
民
族
」
、
「
宿
敵
」
、
「
分
断
」
、
「
罪
」
。

第
二
巻
の
そ
れ
は
「
革
命
」
、
「
自
由
」
、
「
規
律
」
な
ど
、
そ
し
て
第
三
巻

は
「
教
養
」
、
「
気
分
(
ゲ
ミ
ュl
ト
)
」
、
「
信
仰
と
告
白
」
、
「
故
郷
」
な
ど

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
サ
ブ
テ
l

マ
は
な
か
な
か
外
国
語
に
翻
訳
し
に
く
い

も
の
も
多
い
。
サ
ブ
テ
ー
マ
の
下
に
六
|
八
本
の
論
考
が
集
め
ら
れ
て
い

る
が
、
た
と
え
ば
「
気
分
」
の
章
で
は
、
「
カl
ル
・
マ
イ
」
(
大
衆
小
説
作

家
)
、
「
シ
ュ
ト
ル
ツ
ヴ
エ
ル
ペl
タ
l

」
(
童
話
の
主
人
公
)
、
「
ク
リ
ス
マ

ス
」
、
「
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
」
、
「
ド
イ
ツ
の
森
」
な
ど
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
は
、
「
バ
ッ
ハ
」
、
「
カl

ル
・
マ
ル
ク
ス
」
、
「
ブ
ン
デ
ス
・

リ

1

ガ
」
、
「
フ
オ
ル
ク
ス
・
ワ
ー
ゲ
ン
」
な
ど
、
ド
イ
ツ
人
が
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と
す
る
事
柄
で
あ
り
、
同
時
に
外
国
に
お
い
て
ド
イ

ツ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
も
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
方
法
論
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
な

の
で
新
た
な
側
面
は
少
な
い
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
今
後
ド
イ
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ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
現
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

お
わ
り
に

『
記
憶
の
場
』
の
ド
イ
ツ
語
版
で
ノ
ラ
は
、
「
記
憶
の
場
」
の
コ
ン
セ
プ

ト
が
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
地
域
に
応
用
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
聞
い
は
も
う

片
づ
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
に
「
記
憶
の
場
」
の
コ
ン
セ
プ
ト

に
基
づ
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク

を
始
め
そ
の
他
の
国
々
で
も
実
際
に
研
究
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
成
果
の
刊

行
も
間
近
で
あ
る
。
さ
ら
に
今
後
は
E
U

統
合
に
鑑
み
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
記
憶
の
場
」
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
聞
い
へ
と
進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
。

ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
は
ド
イ
ツ
語
版
の
後
書
き
で
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ

の
記
憶
の
場
を
比
較
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
歴
史

記
述
の
伝
統
、
そ
し
て
記
憶
の
構
造
に
関
し
て
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
一
九
九
O
年
の
統
一
ま
で
国
家
的
統

一
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
論
争
の
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
で
は
ネ
l

シ
ヨ
ン
の
統
一
は
国
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
国
家
へ
の
自
負

が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
と
で
は
歴
史
の
公
的
な
機
能

が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
は
「
歴
史
」
自

体
が
記
憶
の
場
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
記
述
の
伝
統
で
は
「
ネ
l

シ
ヨ

ン
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
例
え
ば
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ヴ
イ
ス

の
フ
ラ
ン
ス
史
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
フ
エ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
l

デ

ル
の
著
作
『
フ
ラ
ン
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
に
も
こ
の
伝
統
が
見
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
著
作
は
、
ド
イ
ツ
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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そ
れ
ゆ
え
に
ド
イ
ツ
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す

る
の
は
、
ル
タ
l

の
聖
書
翻
訳
か
ら
啓
蒙
と
観
念
論
の
哲
学
に
い
た
る
文

化
で
あ
る
。
さ
ら
に
異
な
る
点
は
、
記
憶
の
構
造
で
あ
る
と
ノ
ラ
は
一
言
う
。

ナ
チ
ス
の
経
験
は
、
歴
史
的
に
比
較
不
可
能
で
あ
る
。
ハ
l

バ
i

マ
ス
に

依
拠
し
て
ノ
ラ
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
イ
ツ
ツ
は
、
他
の
す
べ
て
の
記
憶
の
場

の
あ
り
ょ
う
を
決
め
て
し
ま
う
記
憶
の
場
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

と
比
較
可
能
な
も
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
な
い
。
テ
ロ
ル
と
大
量
虐
殺
の

記
憶
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
な
ボ
ジ
テ
イ
ヴ
な
記
憶
を
も
覆
い

つ
く
し
て
し
ま
う
。

「
記
憶
は
分
断
す
る
が
、
歴
史
は
統
一
さ
せ
る
」
と
ノ
ラ
は
ド
イ
ツ
語
版

後
書
き
で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
記
憶
の
場
」
研
究
は
、
多
少

文
化
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
臭
い
は
す
る
が
、
知
識
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再

燃
で
も
文
化
主
義
的
「
自
己
中
心
主
義
」
を
目
指
す
も
の
で
も
な
い
。
こ

の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
こ
れ
ま
で
意
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
強

力
な
作
用
を
及
ぼ
す
社
会
的
シ
ン
ボ
ル
と
集
合
的
な
ネ
l

シ
ヨ
ン
の
自
己

意
識
の
関
係
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
ノ
ラ
が
要
請
す
る
「
歴
史
的
深
層
を

掘
り
起
こ
す
」
と
い
う
方
法
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
も
ネ
ガ
テ
イ
ヴ

な
意
味
で
も
、
多
く
の
驚
く
よ
う
な
「
発
見
」
を
も
た
ら
す
こ
と
だ
ろ
う
。

今
後
、
学
際
的
な
研
究
に
よ
っ
て
日
本
で
ど
の
よ
う
な
「
記
憶
の
場
」
が

「
掘
り
起
こ
さ
れ
る
」
か
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
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〈研究動向〉両大戦間期のモダニズム芸術再考 大貫敦子

今
、
な
ぜ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
な
の
か

最
近
、
両
大
戦
間
期
の
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る

著
書
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
を
め
ぐ
る
も
の
と
し
て
は
、

五
十
殿
利
治
『
日
本
の
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
芸
術
|
|
〈
マ
ヴ
オ
〉
と
そ

の
時
代
』
(
青
土
社
、
二OO
一
年
)
、
五
十
殿
利
治
・
水
沢
勉
(
編
)
『
モ
ダ

ニ
ズ
ム
/
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
|
|
{
一
九
三0
年
代
日
本
の
芸
術
』
(
せ
り
か

書
房
、
二
O
O

一
二
年
)
、
北
沢
憲
昭
『
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
以
降
の
工
芸
』

(
美
学
出
版
、
二
O
O

三
年
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
両
大
戦
間
期

を
、
生
活
ス
タ
イ
ル
ま
で
を
も
含
め
た
「
モ
ダ
ニ
テ
ィ
1

」
の
観
点
か
ら

再
検
討
を
試
み
て
い
る
『
拡
大
す
る
モ
ダ
ニ
テ
ィl
』
(
岩
波
講
座
『
近
代

日
本
の
文
化
史
』
第
六
巻
、
二
O
O

二
年
)
も
、
こ
う
し
た
流
れ
に
位
置
付
け

• 179 

る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
な
ぜ
今
、
両
大
戦
間
期
へ
と
関
心
が
注
が
れ
る
の
か
。
た
し
か
に

こ
れ
ま
で
も
両
大
戦
間
期
は
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
吉
見
俊
哉
は

『
拡
大
す
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
l

』
の
「
総
説
」
(
「
帝
都
東
京
と
モ
ダ
ニ
テ
イ
の
文

化
政
治
」
)
で
、
六
0
年
代
に
お
け
る
南
博
に
よ
る
大
正
文
化
の
再
考
の
試

み
、
七
0
年
代
に
お
け
る
荒
川
幾
男
や
生
松
敬
三
一
ら
に
よ
る
ワ
イ
マl
ル

期
文
化
へ
の
着
目
を
あ
げ
、
両
大
戦
間
期
が
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
論
じ

ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
「
両
大
戦
間
期
の
『
文
化
』
が
そ
れ

自
体
と
し
て
関
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
と
と
で
あ
る
」

と
言
う
。
文
化
「
そ
れ
自
体
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い

が
、
土
口
見
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
両
大
戦
間
期
の
文
化
が
こ
れ
ま
で

「
政
治
的
、
経
済
的
な
面
か
ら
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
に
従
属
し
て
」
問
わ
れ

て
き
た
に
す
ぎ
ず
、
「
一
一0
年
代
が
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
議
論
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は
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
前
史
と
し
て
の
側
面
に
、
三
0
年
代
が
語
ら
れ
る
場

合
に
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
の
な
か
で
の
抵
抗
と
転
向
の
軌
跡
に
集
中
し

が
ち
で
あ
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
両
大
戦
間
期
の
日
常
的
生
活
空

間
に
開
か
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
イ
感
覚
に
着
目
し
て
見
た
場
合
、
こ
の
時
期
に

「
近
代
」
が
大
き
な
変
容
を
遂
げ
る
あ
り
さ
ま
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
吉
見
は
そ
れ
を
「
十
九
世
紀
後
半
以
来
の
国
民
国
家
体
制
が
完
成
す

る
と
同
時
に
根
底
か
ら
揺
ら
ぎ
始
め
た
時
代
」
で
あ
り
、
「
今
日
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
を
先
取
り
す
る
様
々
な
変
化
に
よ
っ
て
、
社
会
的
現
実
を
生
産
す

る
言
説
と
メ
デ
ィ
ア
、
想
像
力
の
水
準
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
同
時
性

が
二
0
年
代
に
成
立
し
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。

二
0
年
代
の
諸
現
象
を
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
先
取
り
と
見
る
こ
と

が
ど
の
程
度
に
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
分
析
的
な
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
本
書
は
行
っ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
そ
う
し
た
少
々
勇
み
足
な
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
理
由
守
つ
け
よ
り

も
、
む
し
ろ
本
書
の
功
績
は
、
近
代
を
見
る
別
の
切
り
口
に
道
を
開
い
て

い
る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
モ
ダ
ニ
テ
ィ
!
と
い
う
現
象
を
実
体
と
し
て

で
は
な
く
、
「
同
時
代
の
人
々
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
演
じ
ら
れ
、
経
験
さ
れ

た
言
説
的
な
構
成
物
」
で
あ
り
、
言
説
や
イ
メ
ー
ジ
を
「
遂
行
的
に
『
現

実
』
を
生
産
す
る
実
践
と
し
て
解
釈
す
る
」
(
ハ
ル
ー
ト
ウ
ニ
ア
ン
)
と
い

う
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
史
記
述
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
一
旦
自
由

に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
可
能
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
政
治
的
視
点
を
無

化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
制
度
史
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
政
治
性
の

生
成
の
場
を
捉
え
る
試
み
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術

を
語
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
政
治
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
そ
し
て
そ
の
政
治
的

• 

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
支
え
て
き
た
近
代
論
の
妥
当
性
を
考
え
直
す
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
こ
れ
ま
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
は
、
近
代
・
反
近
代
、
保
守
・
反

動
、
資
本
主
義
批
判
・
資
本
主
義
順
応
と
い
う
二
項
対
立
の
思
考
で
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
構
図
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
登
場
し

た
時
点
で
す
で
に
無
効
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ド
ル

ノ
が
、
ス
ト
ラ
ヴ
イ
ン
ス
キ

l

の
作
品
に
お
け
る
民
族
音
楽
や
近
代
以
前

の
ポ
リ
フ
オ
ニ
l

の
採
用
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
相
関
性
を
指
摘
し
た
の

は
一
九
三
二
年
で
あ
っ
た
(
『
社
会
研
究
所
年
誌
』
第
一
号
)
。
し
か
し
翌
年

に
政
権
奪
取
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
ス
ト
ラ
ヴ
イ
ン
ス
キ
ー
を
嫌
悪
し
、
む
し

ろ
最
先
端
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
親
和
性
を
示
し
た
。
し
か
も
ヒ
ト
ラ
ー
は
、

す
で
に
日
常
生
活
に
浸
透
し
た
大
衆
文
化
と
し
て
の
ジ
ャ
ズ
や
デ
ィ
ズ

ニ
ー
映
画
を
取
り
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
複

製
技
術
時
代
の
芸
術
』
を
、
映
画
メ
デ
ィ
ア
の
二
つ
の
可
能
性
と
し
て
「
美

学
の
政
治
化
」
か
「
政
治
の
美
学
化
」
か
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
で
終

わ
ら
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
彼
も
美
的
モ
ダ
ニ

ズ
ム
を
資
本
と
政
治
の
シ
ス
テ
ム
の
外
部
に
ま
だ
位
置
付
け
う
る
か
す
か

な
希
望
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

美
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
近
代
論
の
構
図
は
、
も
う
い
ち
ど
一
九
七

0

・
八
0
年
代
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
争
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
時
期
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
争
が
見
落
と
し
て
い
た
の
は
、

す
で
に
一
一0
年
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
消
費
社
会
を
前
提
と
し
て
展
開

し
て
い
た
日
常
文
化
に
浸
透
し
て
い
た
「
モ
ダ
ニ
テ
ィ
l

」
感
覚
の
多
層

性
の
問
題
で
あ
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
擁
護
す
る
ス
ー
パ
ー
マ
ス
)
に
し
て

も
、
ま
た
そ
こ
か
ら
の
決
別
を
は
か
る
(
リ
オ
タ
l

ル
)
に
し
て
も
、
い
ず

2004 No.28 社会思想史研究
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れ
の
側
に
も
共
通
す
る
の
は
、
西
欧
と
い
う
特
定
地
域
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
発
生
と
そ
の
特
定
の
解
釈
パ
タ
ー
ン
を
あ
ま
り
に
も
自
明
の
前
提
と
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
め
ぐ
る
当
時
の
中
心
の
論
客
で
あ
っ
た
リ
オ
タ

l

ル

と
ハ
l

パ
ー
マ
ス
の
聞
で
も
議
論
が
か
み
合
わ
な
い
ま
ま
拡
散
し
た
感
の

あ
る
こ
の
論
争
に
つ
い
て
、
。
ヘ
リ
l

・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
「
時
間
や
空
間

を
特
定
せ
ず
に
」
そ
の
意
味
で
「
本
当
の
意
味
で
の
歴
史
的
解
釈
」
に
欠

け
た
議
論
で
あ
り
、
「
空
虚
な
浮
遊
す
る
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
」
だ
け
が
交
わ
さ

れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
総
括
し
て
い
る
(
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
イ
の
起
源
』

一
九
九
八
年
、
邦
訳
二
O
O

二
年
、
こ
ぶ
し
書
房
)
。
近
年
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸

術
再
考
の
試
み
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
特
定
の
時
間
と
空
間
に
も
う
い
ち
ど

位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
歴
史
的
解
釈
の
再
審
を
行
う
試
み
で
あ
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
争
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論

• 
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
/
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
|
|
一
九
三0
年
代
日
本
の
芸
術
』

の
序
文
で
、
五
十
殿
利
治
は
、
一
九
二
一
O
年
の
美
術
史
・
建
築
史
の
再
検

討
が
一
九
九
0
年
代
か
ら
ひ
と
つ
の
変
化
を
一
不
し
始
め
た
と
指
摘
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
八

0
年
代
ま
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
が
西
欧
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

と
日
本
に
お
け
る
そ
の
受
容
の
同
時
性
を
確
認
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
国
際

性
を
強
調
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
九
0
年
代
に
は
ア
ヴ
ア

ン
ギ
ヤ
ル
ド
芸
術
の
「
近
代
批
判
」
の
視
点
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
回

収
さ
れ
て
い
く
連
続
性
を
見
よ
う
と
す
る
視
点
が
強
く
な
る
こ
と
で
あ
る
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と
い
う
。
そ
の
視
点
は
「
『
近
代
批
判
』
の
一
環
で
も
あ
っ
た
一
九
二
0
年

代
論
が
、
な
お
無
意
識
の
前
提
と
し
て
い
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
解
釈
へ
の

批
判
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
一
0
年
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

芸
術
が
近
代
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の

さ
ら
な
る
批
判
あ
る
い
は
乗
り
越
え
と
し
て
登
場
す
る
三
0
年
代
の
芸
術

の
近
代
批
判
を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。

し
か
も
こ
う
し
た
問
い
か
け
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
を
経
て
こ
そ
可
能
と

な
っ
た
の
だ
と
五
十
殿
は
言
う
。
つ
ま
り
、
二

0
年
代
と
三
0
年
代
の
連

続
性
を
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
見
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を

め
ぐ
る
一
種
の
「
呪
縛
」
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
論
が
解
い
て
く
れ
た
が
ゆ
え

に
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
呪
縛
を
作
っ
て
き
た
も
の

が
、
吉
見
の
言
う
政
治
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
だ
ろ
う
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術

が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
い
し
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
に
回
収
さ
れ
た
理
由
を
、

か
な
ら
ず
し
も
「
動
員
体
制
」
と
い
う
視
点
か
ら
も
、
迎
合
と
い
う
視
点

か
ら
も
語
れ
な
い
地
点
、
す
な
わ
ち
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の

移
行
を
、
芸
術
と
い
う
制
度
と
芸
術
を
め
ぐ
る
言
説
か
ら
解
き
明
か
し
て

い
こ
う
と
す
る
試
み
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。

『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
/
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
|
|
一
九
三0
年
代
日
本
の
芸
術
』

は
、
一
九
三
0
年
代
美
術
を
め
ぐ
る
旧
来
の
研
究
に
お
い
て
、
「
裁
断
的
な

評
や
根
拠
の
な
い
概
括
が
ま
か
り
と
お
っ
て
」
細
か
な
細
部
へ
の
分
析
が

行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
を
、
細
部
の
観
察
か

ら
修
正
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
一
九
二
一
0
年
代
と
い
え
ば
、
三
四

年
に
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
同
盟
、
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
が

解
散
に
追
い
込
ま
れ
る
一
方
で
、
滝
口
修
造
が
「
ア
ヴ
ア
ン
・
ガ
ル
ド
芸



182 

術
家
ク
ラ
ブ
」
を
結
成
す
る
。
広
告
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
商
業
美
術
は
盛
ん

に
な
り
、
ま
た
写
真
の
分
野
で
は
一
九
三
七
年
に
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
造

影
集
団
が
結
成
さ
れ
る
。
建
築
の
分
野
で
は
、
「
帝
冠
様
式
」
で
東
京
軍
人

会
館
が
建
て
ら
れ
た
か
と
思
う
と
、
大
阪
軍
人
会
館
は
陸
屋
根
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
で
建
築
さ
れ
る
と
い
う
具
合
に
、
ア
ヴ
ア
ン
、
ギ
ヤ
ル
ド
と
伝
統
回
帰

と
が
併
存
し
た
時
代
で
あ
る
。
本
書
に
収
め
ら
れ
た
一
O
本
の
論
文
は
、

こ
う
し
た
混
在
の
時
代
と
し
て
の
三

0
年
代
を
、
作
品
論
や
作
家
論
か
ら

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
芸
術
」
を
構
成
す
る
制
度
(
楽
壇
、
画
壇
、
美
術
・

音
楽
批
評
な
ど
)
に
照
明
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
絡
み
合
い
を
細
部
に
お
い
て
観
察
す
る
と
い
う
方
法

を
と
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
概
論
的
な
近
代
の
術
鰍
図
で
は
見
え
な
い
細
部
を
照
射
す

る
方
法
の
有
効
性
が
示
さ
れ
る
の
は
、
広
告
美
術
に
つ
い
て
の
川
畑
直
道

「
混
沌
と
し
た
一
九
三
七
年
l
l

美
術
と
商
業
美
術
の
領
域
を
め
ぐ
っ
て
」

の
論
考
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
と
い
え
ば
、
国
民
精
神
総
動
員
中
央
連
盟

が
結
成
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
翌
年
の
国
家
総
動
員
法
発
布
へ
と
時
流
は
動

い
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
商
業
美
術
家
た
ち
は
国
策
宣
伝
へ
と
参
加

し
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
移
行
は
「
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な

社
会
的
状
況
の
変
化
|
|
い
わ
ゆ
る
統
制
や
動
員
を
可
能
に
し
た
〈
上
か

ら
下
)
へ
の
制
度
や
機
構
、
そ
し
て
献
納
な
ど
に
よ
る
〈
下
か
ら
上
〉
へ

の
自
主
的
な
国
策
へ
の
協
力
ー
ー
と
い
う
要
因
の
み
で
語
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
い
」
と
川
畑
は
指
摘
す
る
。
面
白
い
例
が
、
一
九
三
七
年
に
『
東
京

朝
日
新
聞
』
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
一
の
ポ
ス
タ
ー
」
を
め
ぐ
る
論

争
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
民
精
神
総
動
員
運
動
の
た
め
に
、
横
山
大
観
の
書

• 

き
下
ろ
し
の
新
作
と
、
近
衛
文
麿
の
書
に
な
る
「
君
が
代
」
の
色
紙
を
組

み
合
わ
せ
た
ポ
ス
タ
ー
が
制
作
中
で
あ
る
と
い
う
記
事
で
あ
っ
た
。
こ
の

ポ
ス
タ
ー
を
め
ぐ
っ
て
、
商
業
美
術
家
の
聞
で
は
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

称
す
る
日
本
一
の
ポ
ス
タ
ー
も
醤
油
の
日
本
一
と
同
様
、
お
役
人
と
ご
本

人
が
満
足
す
る
以
外
、
吾
々
に
は
そ
れ
ほ
ど
有
り
難
い
も
の
で
は
な
い
」
、

「
政
治
ポ
ス
タ
ー
の
使
命
は
一
部
階
級
の
鑑
賞
的
絵
画
で
は
な
い
」
「
ポ
ス

タ
ー
ヴ
ア
リ
ュ
ー
の
な
い
ポ
ス
タ
ー
」
と
い
っ
た
辛
練
な
批
判
が
あ
っ
た
。

「
大
衆
」
へ
の
宣
伝
効
果
こ
そ
、
画
家
と
は
異
な
っ
た
ポ
ス
タ
ー
作
家
の
役

割
で
あ
る
と
い
う
自
負
が
あ
り
な
が
ら
、
ま
だ
独
自
の
活
動
領
域
を
確
保

で
き
な
か
っ
た
商
業
美
術
家
に
と
っ
て
は
、
画
壇
と
し
て
圧
倒
的
な
地
位

を
確
保
し
て
い
た
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
に
対
抗
す
る
活
路
が
、
大
衆
宣
伝
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
国
家
へ
の
奉
仕
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
な

ど
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
絵
画
に
対
す
る
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
争
い
の
方
が
主
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
彼
ら
商
業
画
家
た
ち
は

結
果
的
に
は
、
国
策
宣
伝
の
担
い
手
と
な
る
の
だ
が
、
国
策
宣
伝
と
い
う

政
治
的
意
図
が
原
因
で
は
な
く
、
美
術
界
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

争
い
が
「
国
家
」
へ
と
結
び
つ
く
回
路
と
な
る
と
い
う
状
況
を
分
析
し
て

い
る
。

ま
た
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
機
能
主
義
を
ド
イ
ツ
の
パ
ウ
ハ
ウ
ス
で
学
ん
だ

川
喜
田
煉
七
郎
の
三
0
年
代
の
軌
跡
を
記
し
た
梅
宮
弘
光
の
論
考
会
透
明

な
機
能
主
義
と
反
美
学
」
)
も
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
川
喜
回
は
、
山
田
耕
符

と
北
原
白
秋
の
主
幹
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
た
芸
術
雑
誌
『
詩
と
音
楽
』

に
刺
激
さ
れ
て
、
音
楽
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
建
築
で
実
現
す
る
夢
を
い
だ
き
、

山
田
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
愛
弟
子
と
さ
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れ
て
い
た
遠
藤
新
(
帝
国
ホ
テ
ル
の
設
計
者
)
の
事
務
所
に
就
職
す
る
。
そ

れ
は
関
東
大
震
災
直
後
の
一
九
二
八
年
。
そ
の
年
に
彼
が
発
表
し
た
「
浅

草
改
造
案
」
は
、
フ
ー
リ
エ
の
新
た
な
る
共
同
体
の
思
想
と
ル
・
コ
ル
ビ
ユ

ジ
ェ
の
未
来
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
重
ね
合
わ
せ
た
よ
う
な
、
そ
し
て
ま

た
ヒ
ト
ラ
ー
時
代
の
オ

l

ガ
ナ
イ
ザ
!
と
も
い
え
る
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ユ

ベ
l

ア
の
モ
ニ
ユ
メ
ン
ト
建
築
趣
味
を
先
取
り
し
た
よ
う
な
構
想
で
あ
っ

た
。
川
喜
田
は
そ
の
後
三
0
年
代
に
は
、
パ
ウ
ハ
ウ
ス
の
教
育
理
念
を
日

本
に
も
実
践
す
べ
く
織
物
、
洋
裁
、
建
築
、
工
芸
、
構
成
デ
ザ
イ
ン
を
包

括
す
る
学
校
を
開
く
が
、
一
九
三
五
年
頃
ま
で
に
は
経
費
の
面
で
縮
小
を

迫
ら
れ
、
「
能
率
」
を
こ
と
と
す
る
教
育
と
実
践
へ
と
限
定
さ
れ
る
。
と
は

い
え
、
こ
れ
は
川
喜
田
に
と
っ
て
挫
折
で
は
な
く
、
彼
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を

ま
さ
に
効
率
に
還
元
さ
れ
た
機
能
主
義
と
し
て
理
解
し
、
安
上
が
り
で
人

目
を
引
く
小
規
模
商
店
改
装
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
利
用
し
て
成
功
を
治
め
る
。

そ
の
後
、
彼
は
能
率
性
・
機
能
主
義
を
、
戦
時
中
の
生
産
増
強
の
受
容
に

見
合
っ
た
「
工
場
能
率
学
」
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
し
、
学
校
の
授
業
へ

の
導
入
を
提
唱
す
る
こ
と
に
な
る
。
川
喜
田
の
二
0
年
代
か
ら
三
0
年
代

へ
の
活
動
を
見
る
と
、
機
能
主
義
が
国
家
的
動
員
シ
ス
テ
ム
に
か
ら
め
取

ら
れ
て
い
く
こ
と
に
疑
問
を
ま
っ
た
く
感
じ
て
い
な
い
。
機
能
主
義
の
一

貫
性
を
素
朴
に
信
じ
続
け
た
川
喜
田
に
は
、
戦
時
体
制
へ
の
協
力
と
い
う

意
識
も
希
薄
で
あ
る
。
つ
ま
り
川
喜
田
の
姿
勢
は
、
政
治
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
は
記
述
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

『
日
本
の
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
芸
術
』
で
五
十
殿
は
、
一
九
一O

三
0

年
代
の
日
本
に
お
け
る
「
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
」
意
識
の
発
生
と
そ
の
諸

相
を
、
「
既
成
の
美
術
史
か
ら
は
み
出
し
た
断
面
」
に
注
目
し
つ
つ
検
証
し
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て
い
る
。
こ
の
本
は
二
つ
の
意
味
で
の
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
の
同
時
性
を

描
き
出
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
ア
ヴ
ア

ン
ギ
ヤ
ル
ド
の
多
様
な
作
家
・
作
品
を
じ
か
に
体
験
し
た
日
本
の
画
家
た

ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
受
容
で
あ
り
、
他
方
で
は
日
本
に

お
い
て
単
に
受
容
に
は
留
ま
ら
な
い
独
自
の
発
生
と
消
滅
、
諸
グ
ル
ー
プ

の
結
成
と
離
散
を
繰
り
返
す
多
様
な
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
運
動
の
ミ
ク
ロ

ス
コ
ー
プ
的
な
観
察
で
あ
る
。
「
一
枚
岩
の
よ
う
に
固
め
ら
れ
た
ア
ヴ
ア
ン

ギ
ヤ
ル
ド
の
歴
史
」
に
は
関
心
は
な
い
、
と
い
う
五
十
殿
で
あ
る
が
、
む

し
ろ
細
部
を
観
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
を
一
括
り
の
概

念
と
し
た
歴
史
記
述
が
単
な
る
理
念
形
の
構
築
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
意
識

し
て
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
よ
く
一
示
す
の
が
、
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
水
脈

1
1
1

大
正
期
新
興
美
術
運
動
か
ら
昭
和
初
年
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
」
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
美
術
史
記
述
で
は
、
初
期
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
は
一
九
二
七

年
の
「
単
位
三
科
展
」
を
最
後
に
命
脈
が
尽
き
、
三

0
年
代
の
自
由
美
術

家
協
会
な
ど
の
発
足
ま
で
の
聞
を
断
絶
期
と
み
な
し
て
き
た
。
そ
の
理
由

を
本
間
正
義
は
、
大
正
期
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
の
運
動
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
美
術
に
『
発
散
消
滅
』
し
て
し
ま
う
」
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

五
十
殿
は
狭
義
の
美
術
の
領
域
を
こ
え
た
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
の
影
響
を

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
「
断
絶
」
と
み
な
さ
れ
た
こ
の
時
期
に

「
連
続
性
」
を
発
見
し
て
い
る
。
つ
ま
り
大
正
期
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
芸
術
の

境
界
線
を
超
え
、
「
従
来
の
芸
術
領
域
の
外
側
に
表
現
の
可
能
性
を
模
索
」

し
た
結
果
、
絵
画
や
彫
刻
な
ど
の
美
術
作
品
と
し
て
よ
り
、
む
し
ろ
昭
和

初
年
の
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
前
提
を
な
す
「
大
衆
化
」
を
特
徴
づ
け
る
新

し
い
美
意
識
と
し
て
流
れ
込
ん
で
い
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
機
械
の
美
学
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で
あ
る
。
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
イ
タ
リ
ア
未
来
派
か
ら
ロ
シ
ア
構
成
主
義

ま
で
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
が
、
五
十
殿
は
む
し
ろ
こ
の
時
期
の
機
械

美
が
東
京
と
い
う
都
市
空
間
の
ア
l

パ
ニ
ズ
ム
体
験
の
な
か
で
発
見
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
点
を
重
視
す
る
。

興
味
深
い
の
は
、
機
械
美
の
発
見
と
結
び
つ
い
て
「
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
(
村
山
知
義
)
と
い
う
表
現
が
登
場
し
、
「
近

代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
に
対
応
す
る
形
式
表
現
と
し
て
ソ
ヴ
イ
エ
ト
の

モ
ニ
ユ
メ
ン
タ
ル
な
建
築
が
評
価
さ
れ
て
い
る
(
蔵
原
惟
人
)
こ
と
だ
。
ほ

ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
ド
イ
ツ
の
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
で
あ
り
な
が
ら
思

想
的
に
は
保
守
革
命
派
の
作
家
ユ
ン
ガ
|
が
、
機
械
美
と
工
場
労
働
者
に

未
来
の
生
の
表
現
形
式
を
読
み
と
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
芸
術
が
も
た
ら
し
た
美
意
識
の
変
容
は
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
の
美
学
と
呼
応
し
あ
う
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
フ
ァ
シ

ズ
ム
に
よ
っ
て
息
の
根
を
止
め
ら
れ
た
と
い
う
見
方
も
、
ま
た
フ
ァ
シ
ズ

ム
は
美
学
を
利
用
し
た
と
い
う
見
方
も
、
一
面
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
芸
術
の
問
題
を
、
い
わ
ば
そ
れ
が
排
除
し
た
「
工

芸
」
か
ら
逆
照
射
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
北
津
憲
昭
『
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル

ド
以
降
の
工
士
乙
で
あ
る
。
一
八
八

0
年
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

形
成
期
に
そ
れ
ま
で
「
工
業
」
の
枠
で
括
ら
れ
て
い
た
絵
画
と
彫
刻
が
美

術
と
し
て
自
立
し
、
一
方
で
工
業
が
機
械
化
へ
転
換
す
る
課
程
を
、
北
海

は
江
戸
ま
で
の
「
工
業
」
が
「
〈
機
械
〉
と
〈
精
神
〉
へ
と
二
極
化
」
す
る

プ
ロ
セ
ス
と
捉
え
る
。
そ
の
境
界
領
域
に
あ
る
造
形
技
法
の
「
工
芸
」
は

生
活
の
実
用
性
と
関
わ
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
を
〈
生
命
〉
の
領
域
と
み
な
す
。

• 

ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
は
芸
術
と
生
活
の
統
合
を
目
指
す
限
り
で
は
工
芸
と

関
わ
り
、
ま
た
未
来
派
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
機
械
」
に
肯
定
的
な
立
場

を
と
る
。
北
津
は
、
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
の
時
代
を
こ
の
「
(
生
命
〉
と

〈
機
械
〉
と
(
精
神
〉
の
ト
リ
アl
デ
の
う
え
に
、
葛
藤
の
動
的
均
衡
に

よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
成
り
立
つ
」
状
況
と
し
て
見
る
。
そ
し
て
ア
ヴ
ア
ン

ギ
ヤ
ル
ド
が
抱
い
た
夢
が
終
駕
し
、
産
業
社
会
か
ら
情
報
社
会
へ
と
転
換

し
た
現
在
、
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
過
去
の
そ
れ
よ
り

も
む
し
ろ
「
工
芸
」
に
似
た
形
を
取
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
す
る
。
本

著
は
過
去
一
0
年
間
ほ
ど
の
エ
ッ
セ
イ
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
北

津
の
問
い
と
視
線
は
、
西
洋
美
術
の
受
容
に
お
け
る
「
西
洋
」
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
、
「
日
本
美
術
」
の
言
説
を
成
立
さ
せ
る
「
日
本
」
と
い
う
場

と
は
何
か
を
見
据
え
つ
つ
、
さ
ら
に
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
と
い
う
ヴ
イ
ジ
ョ

ン
を
持
ち
が
た
く
な
っ
た
近
年
の
美
術
に
お
け
る
工
芸
的
な
も
の
へ
向
け

ら
れ
て
い
る
。

九
0
年
代
か
ら
見
ら
れ
る
「
絵
画
へ
の
回
帰
」
は
し
か
し
、
ア
、
ヴ
ア
ン

ギ
ヤ
ル
ド
以
前
の
夕
、
ブ
ロ
i
(
額
絵
)
の
復
活
で
は
な
い
と
い
う
。
た
と

え
ば
、
草
間
瀬
生
が
使
う
「
縫
い
ぐ
る
み
」
の
手
法
。
『
夏
』
や
『
ド
レ
ッ

シ
ン
グ
・
テ
ー
ブ
ル
』
は
、
水
玉
模
様
の
、
あ
る
い
は
銀
色
の
男
根
の
縫

い
ぐ
る
み
で
埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
縫
い
ぐ
る
み
は
工
芸
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
れ
を
異
化
す
る
と
北
津
は
言
う
。
あ
る
い
は
ま
た
白
川
昌

生
の
『
基
準
|
|
日
本
』
(
一
九
九O
|

九
四
)
の
作
品
を
北
津
は
挙
げ
る
。

階
段
状
に
積
み
重
ね
た
瓦
の
側
面
に
波
状
の
錆
び
た
ト
タ
ン
を
配
し
た
作

品
で
あ
る
。
モ
ダ
ニ
テ
イ
と
組
艇
を
き
た
す
こ
の
素
材
の
利
用
は
、
「
日
本

の
伝
統
」
な
る
も
の
へ
の
回
帰
で
は
な
い
と
い
う
。
北
津
が
現
代
美
術
に

2004 社会思想史研究 No.28



お
け
る
工
芸
的
な
も
の
に
発
見
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
鳴
り
物
入
り
で
反

芸
術
を
唱
え
た
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
の
喧
喋
か
ら
身
を
引
い
た
、
し
か
し

既
成
の
芸
術
か
ら
の
絶
え
ざ
る
越
境
を
は
か
ろ
う
と
す
る
「
ず
ら
し
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
既
存
の
芸
術
と
工
芸
の
両
方
の
異
化
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
日
本
」
と
「
日
本
美
術
」
の
異
化
で
も
あ
る
と
い
う
。

『
崇
高
」
な
視
線
か
ら
の
解
放

〈研究動向〉両大戦間期のモダニズム芸術再考 大貫敦子

以
上
で
扱
っ
て
き
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
論
で
欠
落
し
て
い
る
の
が
、
日

本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
植
民
地
の
関
係
で
あ
る
。
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ

ム
ソ
ン
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
特
徴
は
「
美
へ
の
回
帰
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
(
『
文
学H
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
』
(
立
教
大
学
レ
ク
チ
ャ
ー
)
、
後
藤
昭
次
訳
、

世
織
書
房
、
二
O
O
O

年
)
。
カ
ン
ト
が
行
っ
た
美
と
崇
高
の
区
別
に
従
う
な

ら
、
近
代
芸
術
は
「
美
的
な
も
の
に
対
す
る
崇
高
な
も
の
の
勝
利
」
で
あ

り
「
モ
ダ
ニ
ス
ト
た
ち
の
作
品
は
、
実
際
上
、
崇
高
の
見
本
」
で
あ
る
と

い
う
。
す
で
に
カ
ン
ト
自
身
が
崇
高
を
男
性
性
、
美
を
女
性
性
と
結
び
つ

け
て
い
る
が
、
「
崇
高
」
の
視
線
に
は
、
見
る
者
H

男
性
、
見
ら
れ
る
者
H

女
性
と
い
う
構
図
が
つ
き
ま
と
う
。
さ
ら
に
男
性
を
植
民
地
主
義
国
、
女

性
を
被
植
民
者
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
池
田
忍
・
金
恵
信
「
植

民
地
『
朝
鮮
』
と
帝
国
『
日
本
』
の
女
性
表
象
」
(
『
拡
大
す
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
l

』

所
収
)
は
、
こ
の
問
題
へ
と
目
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
。
韓
国
へ
の
西
洋
近

代
絵
画
は
、
そ
の
手
法
も
ま
た
制
度
も
、
日
本
で
大
正
期
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が

開
花
す
る
時
期
に
、
植
民
地
政
策
の
一
環
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
欧
米

と
日
本
と
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
同
時
性
は
、
た
と
え
ば
『
マ
ヴ
オ
』
が
日
本
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か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
発
信
さ
れ
た
こ
と
を
見
て
も
、
対
等
性
を
主
張
し

う
る
と
の
自
負
心
を
生
み
出
し
た
の
に
対
し
て
、
韓
国
と
の
関
係
で
は
こ

う
し
た
対
等
性
へ
の
志
向
さ
え
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
総
督
府
直
轄
の
「
朝

鮮
美
術
展
覧
会
」
の
審
査
員
は
「
内
地
」
の
著
名
な
画
家
た
ち
で
あ
り
、

そ
の
趣
味
に
か
な
う
題
材
は
能
動
性
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
女
性
像
で
あ

り
、
そ
の
女
性
像
は
、
た
だ
視
ら
れ
る
だ
け
の
対
象
、
支
配
さ
れ
る
対
象

で
あ
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
な
い
植
民
地
「
朝
鮮
」
へ
と
重
ね
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
、
池
田
・
金
は
日
本
の
芸
術
状
況
と
の
比
較
を
行
い
つ
つ
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
こ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
同
時
性
の
な
か
に
あ
る
非
対
称
性
の

問
題
は
、
今
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
再
検
討
に
は
重
要
な
視
点
で
あ
ろ
う
。

持
羊
宵

V
守
静
養

芸
術
を
単
な
る
美
的
享
受
以
上
の
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
運
動
、

常
に
過
去
を
否
定
し
新
し
さ
を
求
め
る
こ
と
、
そ
し
て
常
に
「
前
衛
」
と

し
て
先
に
進
む
こ
と
。
こ
う
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
解
釈
、
い
わ
ば
「
近
代
の

正
統
物
語
」
を
内
在
化
さ
せ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
は
「
革
新
の
義
務
」
と
い

う
呪
縛
を
み
ず
か
ら
に
か
け
て
し
ま
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
コ
ン
パ

ニ
ヨ
ン
が
「
近
代
の
歴
史
的
病
根
」
と
呼
ん
だ
こ
の
呪
縛
か
ら
の
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
に
よ
る
解
放
を
歓
迎
し
て
い
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
「
崇
高
の
否

認
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
視
線
の
多
層
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
も
と
も
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
自
体
が
多
層
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
そ
の
多
層
性
を
見
え
な
く
し
て
き
た
も
の
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
い

て
の
思
想
史
的
か
つ
政
治
史
的
な
物
語
の
方
で
あ
っ
た
と
ヰ
ヨ
守
え
る
の
で
な

い
だ
ろ
う
か
。

お
お
ぬ
き
・
あ
っ
こ
/
文
化
理
論
)
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On the other hand, Taguchi as well as Fukuzawa Yukichi began to exaggerate 

the stagnation of China after KosinJihen (Kosin fucident). Esp悶ally， notwi白standing

Taguchi said that every society advanced according to the principle of evolution 

in Nihon Kaika Shoshi (A Short History of Japan' s Enlightenment), Sina Kaika 

Shoshi (A Short History of China's Enlightenment) which he wrote in 1883-7. 

He insisted that China had been incessantly retarded by social and political 

anxieties since the dawn ofhistory. His similar discourses 紅egenerally regarded 

as a typical example of]apan's orientalism. We can conclude, however, that such 

discourses were uttered in response to Chinese commercial impact and that his 

perception was not false in spite of his expression. 
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187 ・ 〈英文抄録〉

Taguchi Ukichi's Views on Civilizations and 
“ Chinese Impact": Rethinking ]apan's Orientalism 

Shutaro MUTO 

This paper examines the views of Taguchi Ukichi (1855-1905), distinguished 

economist and historian in the Meiji era, on China through his comments on 

foreign policies. 

Known as “Adam Smith in ]apan", Taguchi undoubtedly was a conspicuous 

figure for his coherent liberal economic thought and unconquerable individualism 

in the Meiji period. Especially, he persistently advocated throughout his life that 

the foreign trade must be 仕ee for the prosperity of ]apan. In general it can be 

said that Taguchi has been evaluated on such remarks, and that although he made 

a great contribution to cheer up spirits of independence, his economic thought 

was not based on real society 企ompoint of view that ]apanese capitalism managed 

to succeed in industrialization under the impact of British free trade. 

In fact, his writings shows that he perceived litt1e impact 仕om the Western 

powers while his concern as a 仕ee trader concentrated on how to replace China 

in the Asian and Pacific trade. 百guchianalyzed that Britain could prosper because 

of her function as the central market in the West. Therefore, in order to make 

]apan the “Britain in the Eastぺ she also have to become the central market in 

the East. From this viewpoint, Taguchi regarded Chinese harbors such as 

Shnaghai and Hong Kong as the strongest rivals. Taking into account the latest 

researches of economic history, it can be estimated that Taguchi precisely 

grasped the commercial power of Chinese merchants. 
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In addition, the “objectivity" was facing a serious crisis because of “ the two 

schools of economicsぺ the German historical school and the Austrian school. 

Though they were opposite to each other, both of their theories were emanative. 

Weber regarded them as pseudo-objective theories. When Weber started to edit the 

new archive and changed its character 仕om Braun's, modern capitalism brought 

about not only labor problem but also other serious and huge problems. At the 

same time, as the “objectivity" was in danger, he thought that he should write 

the steady method to argue the “cultural significance of capitalism." This is why 

he wrote the paper and dedicated his life to studying it. 

社会思想史研究 No.28 2004 



189 ・ 〈英文抄録〉

Reconsideration of the circumstances at the birth of 
" Archiv f� Sozialwissenschajt und Sozialpolitik “ 

Toshiyuki MITOMA 

"Die >>Objektivi凶t<<soz凶叩ssensc加価cherunds但凶politischerErkenntnis“ wri仕en

by Max Weber appeared in the first number of " Archiv f� Sozialwissenschaft 

und Sozial�olitik"100 years ago. Although we already know that Weber argued 

the concept of “ Idealtypus" in the paper, we scarcely know why he had to write 

出e凹per and ask what 出e “o同町出ザ， was. 百lerefore，出e circumstances at the 

birth of "Archiv声rSozialwissenschaft und Sozialþolitik “should be investigated. 

" Archiv f� Sozialwissenschaft und Sozialþolitik “ was originally " Archiv f� 

soziale Gesetzgebung und Statistik “ that was edited by Heinrich Braun. The first 

issue of this archive was published in 1888 especially for labor problem. After its 

18th issue in 1903, Braun sold it to Edgar Jaff� because he devoted himself to 

politics and wanted to keep出e訂chive's character purely scientific. He was elected 

to German Congress. Ja妊é， Weber and Werner Sombart became the new editors 

and they renewed the name and the principle of the archive. 

Weber wrote the new principle in the first number in 1904. He inherited basic 

principles form Braun' s archive, and kept the scientific character as before. However, 

he decided to change principles on two points. First of all, he showed that the 

new archive should give much more space for critical works, because the main 

role of Braun's archive was gathering materials of labor problem. Secondly, 

he aimed to find out “ the cultural significance of capitalism" and insisted that 

this was the most important role of the archive. 
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codes that are defined by each ISA. ISAs in capitalist social formation reproduce 

enormous practice, aαumulation of which rnakes possible the agents of the normative 

labor power which the capitalist enterprise can exploit. ISAs not only define the 

series of routine customary acts performed by individuals which should be called 

practice, but also reproduce a spatio-temporality that is the matrix of capitalist 

relationship of production. Capitalist mode of production needs a historically 

specific spatio-temporality: time is dividable, calculable and accumulable, 

which allows workers to sell their time, and space has a kind of grid pattern in 

which the beings and things should be identifiable and kept under surveillance 

and the subject of calculation. 

In fad some ISAs, especially edu回tional ISA reproduce such s開tio-temporality : 

in school children are put in live demarcated space, regulative timetables and go 

through practices which enable them to find their own identity in groups or 

organization and organize themselves as calculable for their supervisors. They 

become accustomed to observe the order of a division of labor system in which 

the gap between spirituallabor and physicallabor is inherent. School ISA represents 

the matrix of capitalist combination of knowledge and power, which results in 

capitalist rule. 

社会思想史研究 No.28 2004 



191 ・ 〈英文抄録〉

On State and Ideology 

Hirotaka KUWANO 

This thesis clarifies the conception oflSAs Cthe ideological state apparatuses) 

which Louis Althusser introduced in his essay dealing with ideology. According 

to Althusser, ISAs are defined not so much by the extent of govemment concem 

as by their function: to certificate reproduction of capitalist relations of production. 

1 have tried to elucidate the mechanism that the ISAs intervene with the process 

of the reproduction of capitalist re1ations of production. One of the distinctive f，田t町田

of the capitalist relations of production is to deprive direct-workers of their ability 

and power to control the whole process of production. This deprivation accompanies 

a strange contradiction: laborers are expected to acquire a number of skills but 

at the same time this a1so means laborers subjection to capitalist means of production 

and capitalist system of division of labor. The continuation of capitalist mode of 

production depends on keeping workers in such con回dictive-exploitative conditions. 

That is, they have to be not only skillful workers but also f;泊thful observants of 

bureaucratic hierarchy in capitalist organization or state apparatuses. We can also 

see that these conditions give the foundation of capitalist rule that leads to 

capitalist state that takes the advantage of the division of labor between spiritual 

labor and physicallabor. 

Therefore, the main problem is the question of how ISAs contribute to secure 

reproduction of capitalist relation of production. ISAs act against individuals' 

body to produce practice govemed by rituals : a corpus of disciplines or normative 
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The latter comes from the article “Lives of the infamous ones" (1977). 

With dream , 1 illustrate two distinct approaches seen in Foucau1t's concept of 

subject with regard to westem traditions of dream interpretation : a) that the 

present status of a dreaming subject 伺nnever be reduced to a hidden, traumatic 

past, repressed desires, or archetype images ; and b) that the subject has the 

power to make a diagnosis of the present as to its current position and, further, 

to generate its own future 仕omit.

With trace , 1 maintain that, while subjects always and already are constructed 

as subjects within power relations, in the verγprocess of subjectivation are always 

found traces that may enable one to imagine not only the cruel practices but 

also the lives of the a佐ctedsubjects. Of the characteristics of these two concepts 

is composed the nature of the S1吻éctwho dreams. In addition, this way of existence 

of the subject is directly connected to care 01 the self through the generalized 

concept ofgovernmentali，砂.

The above discussion reveals the following fundamental features of care 01 the 

self: that its practice is a) based in the present while conceming the future, 

b) intrinsically situated in power relations, and therefore c) always act both 

on oneself and on 0白ers.τbuswe finally ∞me to see a crucial moment in Fou回叫t' s

thought. It is when questions posed by the subject about its present position and 

its self-constitutive practices su.邸側 apositive and constitutive subjectivation in 

the relation between the future and practices toward others and in a society. 
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Subject who dreams:situating the concept of subject 
and its construction in Foucault' s late projects 

Tetz Hakoda 

This paper aims to situate the concept of subject and its construction process 

廿mtappear in the late works of恥但chelFou回出企nmthe point of view of its ∞nstitutive 

natぽe as subjed who dnωms. My 紅gument ∞mmands a new interpretation of the 

relationship betweenρower andsubjed, two of Foucault's fundamental concepts 

which current studies of Foucault have focused on. 

First, the paper examines the conceptgovernmentali砂 and its development in 

Foucault's thought seen in the lectures at Collとge de France in the late 1970s to 

the early 1980s. Foucault introduced this notion to analyze the govemance of 

European states after the 17出 century as practices of the political rationality. 

Soon, however, the concept was genera1ized as “ the junction between the techniques 

of domination practiced over the others and the techniques of self." This process 

enabled Foucault to situate care 01 the self, another key concept in his final years, 

as a continuation ofhis previous analysis on subjection through power-knowledge. 

We find ourselves before a philosophical as well as practical question about the 

relationship between self with oneself and between self with others. 

In the second and third chapters, two concepts are used to c1ariか the nature of 

thesubjed who dreams : dream and trace. The former was used in the “ Introduction" 

(1954) to the French translation of Ludwig Binswanger's Dream and Existence, 

Foucault's earliest piece of work, and in his analysis of Artemidorus'slnteゆretati，仰

01 Dreams , the first chapter in 1恥白reoft，舵 Self (1984), one of his latest pieces. 
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relevant, even needs to be strengthened in view of the contemporary social 

problems. 
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Is the Concept of “Solidarity" Going Out of Date? 
A Theoretical Review of Recent Discussions on the 

Welfare State in France 

Takuii TANAKA 

For more than two decades, the merits of the welfare state (Etat-providence) 

have been debated in most of the industrialized countries. This paper aims to re-

view and to evaluate recent debates on the welfare state in France from a the-

oretical and historical point of view. The first section of this paper sums up the 

main arguments concerning the “crisis of the welfare state" in France. There 

are two different arguments. The first, represented by Pierre Rosanvallon and 

Jacques Donzelot, emphasizes the statist character of the French welfare state. 

The second, led by Fran輟is Ewald, focuses on the disciplinary nature of the 

social security system. 

The second section reviews the philosophical implications of the concept of 

“ solidarity", which has been regarded as an intellectual foundation of the French 

welfare state. This concept was introduced at the end of the nineteenth century 

in opposition to the three main streams of social thought of that period : political 

economy (liberalism), social economy (mutual associationism) and social 

republicanism. In this context, the idea of “ solidarity" can be characterized by 

its skepticism of industrialism, the anti-statist and associationist feature , and 

the strong commitment to the “progress" of society. 

To sum up, the major part of the actual criticisms against the concept of 

“ solidarity" are misleading and the essential character of this idea is still 
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possession is strategically introduced to explain complicated causal relations and 

mutual dependents of society, it 伺n not meaningfully be applied to political 

power. 

In functionally di百'erentiatedmodem society, however, the c1assical teleology, 

namely the absolute moral good as the ultimate aim of politics, already lost its 

validity. Therefore, instead of attempting to rehabilitate ancient ethical ideas, 

anotherdesαiption of political system is required. According to Luhmann, political 

decisions nowadays proceed 出roughpro!抑mswhich supply conditions of choices, 

and political power mediates political choices for action. The modem political 

system has potential to supply and uphold su血cient options for communication, and 

sufficient altematives in choice of action. On the other hand, complexity of the 

political system, one of the most important terms in Luhmann' s theory, is reduced 

through “power" defined as a communication medium of the society. Political 

programs today are constituted in the form of elections. The functions of modem 

political system are continually differentiated through selections mediated by 

political power. 

Further careful review of “ Power" referring to “Social Systems" is required 

in order to gain deeper insight into his original reflections on politics. 
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Toward power as a communication medium : 
Criticism on the c1assical theories of political power 

by Niklas Luhmann 

Nahoko NISHI 

Luhmann's early essay 

premises" (1969) underlies “Power" (1975) considered as one of his early 

works representative of his system theory on politics. The author picks up and 

explicates a number of significant features of his criticism in order to elucidate 

the concept of “power as a communication medium" from an aspect of the 

historical semantics in politics. The article consists of the fol1owing five sections : 

1. Criticism on the classical idea of power as property and its possession. 

2. Distinction between power and physical violence. 3. Classicョ1 notion of power 

in the closed systems and its theoretical mistakes. 4. Causal analysis between 

power and rule. 5. Toward power as a communication medium. 

According to Luhmann, the classical understanding of political power and 

society is mainly based on the conflict theory in which political decisions and their 

consequences 訂eexplained by application of a simple causal model which specifies 

cause and e妊ect in advance. Therefore, classical theories need the sovereign 

as a subject which makes use of political power based on the teleological theory 

of rational actions. It would be convenient for a classical theory to treat political 

power as certain property which could be possessed as the central tool for 

govemment. Besides, replacement of political power with physical violence also 

simplifies the rational calculation of cause and effect. Although the notion of 
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unprecedentedness and her consistent concern with the tradition and the modern 

age. In this paper, 1 suggest this point by examining her study on Marx. She 

thought that Marx was con企ontedto the new events-industrial revolution and 

political revolutions, and made an attempt to understand them in their newness 

but di妊'erently 仕omher predicament. Marx was not 仕ightened by the break in 

tradition, but could be rooted in it, so his task was to be possible by reverting 

the traditional value hierarchy, namely anti-traditional intellectual attitude. But 

as Arendt judged his tentative-glorification of labor and the universality of 

equality-as failure, she was bound to the examination of Marx and European 

tradition' s insufficiency，叩dthe investi伊tionof the another possibility of European 

tradition. 
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The actuality of Hannah Arendt : 
On her study of The Origins 01 Totalitarianism and 

that of Karl Marx. 

Masatake SHINOHARA 

This paper examines the thinking sty1e of Hannah Arendt which was e1aborated 

at the era of totalitarianism-which was experienced as a unprecedented event 

breaking with the po1itica1 socia1 and intellectua1 tradition-and through the 

consequent, but unpub1ished study on Totalitarian elements in Marxism. Con-

住â1Yto the view of seeing Arendt as a nostalgic utopist, her 仕únking sty1e 団nbechar

acterized as 出eone 位ying to comprehend the event such as the totalitarianism in 

its unprecedentedness without the guidance of traditiona1 categorica1 too1s. As 

the tota1itarianism was 1ived as the unprecedented event which destroyed the 

commonness-the common interest binding and separating men at the same 

time, and the common sense with which effective judgment can be accorded to 

the truthfu1ness and fa1sehood-was how to understand that event without “de-

ducing the unprecedented 仕omprecedents" and to perceive the impact of re-

a1ity. Consequently, this sty1e was e1aborated as the other side of action,“by 

which acting men eventually can come to terms with what irrevocab1y happened 

andbereωnciled with what unavoidab1y exists." After 1恥 Origins ofTotalitarianism , 

this sty1e remained to be consistent and deve10ped through her 1ater po1itica1 

writings. A1though in distinction to OT, she referred to the past experience, 

such as the Greek city-state or出.eFrench叩dAmeri田npo出回1 revo1ution, ben白血

this dep10yment we 回n see her underlying attitude toward the new event in its 
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Although Tanaka was also involved in the anti-Vietnam war movement and 

was conscious of the pain of those who appeared to be in a worse situation than 

herself, she refused to discount her own painful experiences, for she was adamant 

that one could not and should not ignore the self for the sake of a nobler 伺use.

And yet, in contrast to many other feminists who shared her objections to maleｭ

driven politics, Tanaka also refused to allow her “own pain" to be reduced to 

‘women's pain" 

In spite of her radical individualism，羽田ka did not give up on the notion of 

solidarïty, which she believed could be constructed among women. She tried 

rather to provide an a1temative to such naive concepts as “ sisterhood". Tanaka 

often uses the word “encounter" (deai) to express the solidarity of women, 

which was for her a momentary action or incident, not an objective reality to 

which the fact of being “a woman" logically led. 
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Overcoming Sisterhood:Mitsu Tanaka and the ]apanese 
Women' s Liberation Movement 

Mayumi MIZUT品1ARI

Recently a number of questions have been raised about the paradigm constructed 

by second wave feminism. Above all, the idea of “sisterhood" has been severely 

criticized in that it assumes women to be a homogeneous social group and 

disregards the differences in womens situations, which are influenced heavily 

by race, nation and sexuality. Second wave feminism tended, to be sure, to 

favor the viewpoint of the “heterosexual white middle-class woman". 

A closer look at the discourse of the ]apanese women' s liberation movement, 

however, demonstrates that ]apanese second wave feminists were indeed 

conscious that women do not constitute a homogeneous group. For example, a 

large number ofleaflets mention the existing gulfbetween]apanese women and 

Korean women, or other “Asian women" 

In fact, Mitsu Tanaka，出emost白mousactivist included in the]apanese women's 

liberation movement, not only took into account the v紅ying situations of women, 

but she also went so far as to criticize the homogeneous women implied by the 

ideaof “sisterhoodぺ Oneof the reasons that Tanaka was critical of “sisterhood" 

was, of course, that it concealed the severe divisions among women. Yet another 

reason was related to her radical individualism, which resulted from a traumatic 

childhood experience. Tanaka was raped as her small child, but her mother did 

not住Yto share her daughter's pain. This experience convinced Tanaka that pain 

cannot be shared. 
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六
、
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に
次
の
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筆
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八
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掲
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公
募
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文
審
査
規
定

て
編
集
委
員
会
の
権
限
と
機
能

『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
す
る
公
募
論
文
お
よ
び
特
集
論
文
(
以
下
、

「
論
文
」
と
い
う
)
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会
が
、
審
査
員
の
審
査
報
告
に

基
づ
き
、
必
要
に
お
う
じ
て
査
読
委
員
会
の
議
を
経
た
う
え
で
、
決
定
す

る
。
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
内
容
、
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
投
稿
者
に

再
検
討
を
う
な
が
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
審
査
員
の
委
嘱

1

編
集
委
員
会
は
審
査
員
の
委
嘱
に
あ
た
っ
て
査
読
委
員
会
を
召
集
し
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読
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員
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論
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篇
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す
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、
投
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開
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三
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要
領

(
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号
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。

(
2
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A
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B

の
上
、
B

の
下
、
C
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4

段
階
に
区
別
し
て
下
す
。

そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
つ
ぎ
の
も
の
と
す
る
。

A
一
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
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提
出
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術
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分
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掲
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。
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イ
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)編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
員
の
名
を
伏
し
た
う
え
で
審
査
報

告
の
コ
ピ
ー
を
同
封
し
て
、
審
査
結
果
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
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合
に
は
リ
ラ
イ
ト
を
要
請
す
る
。

(
2
)
原
則
と
し
て
、
審
査
員
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、
論
文
にC
の
評
価

が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
年
度
に
つ
き
不
採
用
と
な
る
。
た
だ
し
、
審
査

員
の
間
で
、
評
価
に
懸
隔
が
み
ら
れ
る
場
合
、
編
集
委
員
会
は
、
査
読
委
員

会
の
議
を
経
た
う
え
で
、
採
否
を
決
定
す
る
。
そ
の
さ
い
、
必
要
が
あ
れ
ば

査
読
委
員
会
は
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
。

(
3
)
不
採
用
の
場
合
も
、
投
稿
者
は
当
該
論
文
を
修
正
の
う
え
再
度
投
稿

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
論
文
の
最
終
審
査

編
集
委
員
会
は
、
リ
ラ
イ
ト
の
結
果
を
審
査
報
告
に
て
ら
し
て
検
討
し
、

論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
と
と
も
に
、
幹
事
会
に
報
告
す
る
。
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執
筆
要
領

-
表
記

1

現
代
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
を
使
用
。

2

接
続
詞
、
副
詞
の
類
の
漢
字
語
は
な
る
べ
く
仮
名
書
き
と
し
、
当
て
字
は

避
け
る
。

(
例
)
故
に
↓
ゆ
え
に
所
謂
↓
い
わ
ゆ
る
然
る
に
↓
し
か
る
に

等

3
引
用
文
は
「
」
で
括
る
。
引
用
文
中
に
さ
ら
に
引
用
の
あ
る
場
合
は

二
重
の
鍵
括
弧
『
』
で
括
る
。
欧
文
を
使
用
す
る
時
は

H
H

な

ど
で
括
る
。

4

数
字
は
次
の
要
領
に
て
表
記
す
る
。

[
1
]
一
般
の
数
(
基
数
詞
の
類
)
に
つ
い
て
は
十
(
ト
ン
ボ
)
を
入
れ
ず
四
桁

目
ま
で
は
和
数
字
を
並
べ
る
。
万
・
億
・
兆
に
つ
い
て
は
単
位
語
を
入
れ

る
。
「
三
桁
区
切
」
の
読
点
は
不
要
。

(
例
)
一
億
八
三
六
万
二
0
0
0

円
二
四
万
一
一
六
一
二
人

[
2
]
千
万
、
百
万
、
千
、
百
の
位
で
き
り
の
よ
い
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
語

を
使
用
。

(
例
)
六
千
万
年
六
百
年

[
3
]暦
年
に
つ
い
て
は
和
暦
に
十
(
ト
ン
ボ
)
を
使
用
し
、
西
暦
は
ト
ン
ボ
を

使
用
し
な
い
。

(
例
)
一
九
六
五
(
昭
和
四
十
)
年

[
4
]
年
齢
と
月
日
は
ト
ン
ボ
を
使
用
す
る
。

(
例
)
十
一
月
十
八
日
で
三
十
一
歳
に
な
る

[
5
]
数
字
の
幅
は
最
後
に
単
位
語
を
付
す
。

(
例
)
三
四
o
i
四
八
O
円
一
九
六

O

六
五
年

〔6
]
分
数
・
小
数
の
表
記
。

(
例
)
三
分
の
一
一
一
一
分
の
五
五
二
・
二
一

[
7
]紀
元
前
・
後
の
表
記
。

(
例
)
前
二
二
後
三
二
年

[
8
]
世
紀
な
ど
の
序
数
詞
は
十
(
ト
ン
ボ
)
を
使
用
す
る
。

(
例
)
十
九
世
紀
二
十
一
世
紀
ル
イ
十
四
世

-
翻
訳
上
の
記
号
の
置
換

お
お
よ
そ
、
次
の
様
な
要
領
に
て
置
換
す
る
。

[
1
]
原
文
中
の
引
用
符
《
》

H
H

等
は
「
」
に
。
引
用
符
中
の

引
用
符
は
『
』
あ
る
い
は
〈
〉
に
し
て
統
一
的
に
処
理
。

[
2
]
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
は
、
書
名
・
作
品
名
・
紙
誌
名
の
場
合
『
』

で
括
る
。

[
3
]原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
強
調
な
い
し
概
念
表
現
で
あ
る
場
合
、
傍
点

を
付
す
。

[
4
]
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
、
単
に
原
文
に
対
す
る
外
国
語
で
あ
る
が
故

に
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
は
何
も
し
な
い
。
或
い
は
必
要
に
応
じ
片
仮

名
で
ル
ビ
表
記
を
す
る
。

[
5
]
原
文
に
あ
る
[
]
(
原
著
者
が
引
用
し
た
も
の
に
対
す
る
原
著
者
の

補
足
・
注
記
な
ど
)
は
そ
の
ま
ま
[
]
に
。

[
6
]訳
者
に
よ
る
訳
註
な
ど
の
補
足
は
[
〕
で
括
る
。

[
7
]
原
文
の
(
)
は
そ
の
ま
ま
(
)
に

c
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[
8
]意
味
の
纏
ま
り
な
ど
を
表
現
す
る
上
で
頗
る
効
果
的
で
あ
る
、
な
ど
の
意

識
的
な
判
断
に
よ
っ
て
、
原
文
に
は
な
い
「
」
(
)
な
ど
を
敢
え

て
多
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
む
ね
説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

-
構
成

1

本
文
中
に
節
を
設
け
る
場
合
は
、
一
一
一
一
二

立
て
る
場
合
は
、
1
2
3

・
:
と
す
る
。

本
文
以
外
の
補
足
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
注
、
参
考
文
献
の
順
と
す
る
。

参
考
文
献
リ
ス
ト
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
な
お
、
注
と
参
考
文
献

リ
ス
ト
も
原
稿
枚
数
に
含
む
。

と
し
、
さ
ら
に
項
を

2 -
注

1

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に

(
1
)
(
2
)
(
3
)
:・と
記
し
、
稿
末
に
注

を
纏
め
て
番
号
順
に
配
列
す
る
。
注
番
号
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
使
用
せ

ず
に
、
英
数
半
角
で
普
通
の
入
力
で
お
こ
な
う
。
ま
た
引
用
の
場
合
に
は

引
用
カ
ツ
コ
の
す
ぐ
後
に
、
文
章
注
の
場
合
に
は
句
読
点
の
前
に
入
力
す

る
。
稿
末
に
配
列
す
る
注
に
は
そ
れ
ぞ
れ
(
H
Y
Q
)
:と
表
記
す
る
こ
ト
ど
。

(
例
)
「
」

(
H
)

『
』

(
N
)こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に

多
く
の
分
析
が
あ
る

Q
)。

注
の
内
、
引
用
文
献
は
次
の
要
領
で
表
記
す
る
。
参
考
文
献
に
つ
い
て
も

同
様
に
表
記
。

(
参
考
文
献
の
配
列
の
基
本
は
、
和
文
の
場
合
は
五
十
音
順
に
、
欧
文
の
場

合
は
ロ
ー
マ
字
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
と
す
る
)
。

①
表
記
す
る
情
報
は
、
著
者
名
、
(
あ
る
場
合
は
編
者
名
)
、
書
名
/

2 

論
文
名
、
(
論
文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
)
、
雑
誌
名
(
号
数
も
)
、
発
行

所
或
い
は
発
行
者
名
、
刊
行
年
。

②
和
書
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
『
』
で
括
り
、
論

文
名
は
「
」
で
括
る
。

③
欧
文
文
献
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
喜
物
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で

入
力
、
ま
た
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
付
し
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
原

稿
に
も
、
そ
の
箇
所
を
手
書
き
赤
線
で
「
イ
タ
リ
ッ
ク
」
と
指
示
す
る
。

[
和
喜
の
場
合
]

(
例
)

丸
山
員
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
一
一

年
、
一
二
三
-
|
五
頁
。

丸
山
虞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
『
世
界
』
五
月
号
、
岩
波
書

店
、
一
九
四
六
年
。

丸
山
虞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
同
『
増
補
版
現
代
政
治

の
思
想
と
行
動
』
、
未
来
社
、
一
九
六
四
年
。

某
「
論
文
名
」
某
編
(
或
い
は
監
修
等
)
『
論
文
所
収
書
名
』
、
出
版
社

名
、
刊
行
年
。

[
和
訳
書
の
場
合
]

(
例
)

ピ
エ
!
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
l

『
デ
ィ
ス
ク
ン
ク
シ
オ
ン
|
|
社
会
的
判
断

力
批
判
I
H

』
、
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、I
、
五

六
七
頁
。

ピ
エ
l

ル
・
ブ
ル
デ
ュ
l

、
ジ
ヤ
ン
H

ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ
ン
、
ジ
ヤ
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ン
H

ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ン
ボ
ル
ド
ン
『
社
会
学
者
の
メ
チ
エ
|
|
認
識
論

上
の
前
提
条
件
』
、
田
原
音
和
・
水
島
和
則
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
四
年
。

[
外
国
語
文
献
]

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
な
い
し
専
門
分
野
で
の
慣
習
に
従
っ
て
表
記
し
て
か

ま
わ
な
い
が
、
論
文
内
で
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
。
お
お
よ
そ
の
基
準
は

以
下
の
例
を
参
照
。
な
お
J

・
一
な
ど
の
前
に
は
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
ず

に
入
力
し
J
-

一
の
後
に
は
一
文
字
分
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

和
書
同
様
に
著
者
名
、
(
あ
る
場
合
は
編
者
名
)
、
書
名
/
論
文
名
、
(
論

文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
)
、
雑
誌
名
(
号
数
も
)
、
発
行
地
、
出
版
社
、

刊
行
年
、
引
用
ペ
ー
ジ
を
表
記
す
る
。

書
名
・
雑
誌
名
の
部
分
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
入
力
、
あ
る
い
は
ア
ン
ダ
ー

ラ
イ
ン
を
付
す
(
印
刷
時
イ
タ
リ
ッ
ク
体
表
記
)
。

(
例
)

回
。U
U
5・
z
a
t
o円
件
。
・
。
門
自
国
師
色
白
邑
岳

m
g
R
O
U

片
え
a
i
-
8
2
2予
B

E
g
g
』
冨E
民
0
・a
・λ
V
S再
5
.
s
h
F
S
a註
忌
毘
ミ
L
b邑
D
R

問
。
邑
包
問
。

]
Z
W
J
可
市y
-
M
U
-
-

ぎ
宣
明
富Q
S
F
E
d再
冨
器
え
の
白
骨
~
.
同
サ
電
§
段
宮
富
司
歪
-
F
Z
C
E
N


司
包
-
岡
市
出
∞
印

.
-
V・
品
・

国
o
u
g
p
明
白
叶g
g
(
呂
志
)
一
司
自
ロ
何
回
目
昂
唱
。
同
匡
口
問
皆
同
印

g
巳
ω
お
円

]
M
S・
-
ロ
日

、
2
S
刊
誌
乏
な
門
社
内
h
s
k罵
3
・
E
・
』
間
ニN・
印
・5
・

少さ E
553 

もさ ーた ω

e 吉
司問
。。

~ � 
昔

言f;l

'" C!:I ~ 
r..~ rtl 
5 ロ
:>;"己.

8' ~ 
;+ z 
55 
5 喜
S' 5. 

∞ E 
首再
喜雪
'-'・

書写
以
上
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編
集
後
記

第
二
八
号
は
「
権
力
と
公
共
圏
」
と
い

う
テ
!
マ
を
特
集
と
し
ま
し
た
。
す
で
に

昨
年
の
総
会
で
報
告
し
ま
し
た
が
、
こ
れ

ま
で
「
特
集
」
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
編
集
委
員
会
で
「
特
集
」
テ
1
7

を
設

定
し
、
適
任
の
方
に
原
稿
を
お
願
い
す
る

と
い
う
形
で
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
際

原
稿
が
審
査
に
付
託
さ
れ
る
の
は
公
募
論

文
と
全
く
同
じ
形
式
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
六
月
の
「
会
報
」
で
テ
ー
マ
を
公
開
、

十
一
月
十
五
日
に
締
切
と
い
う
短
期
間
で

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
点

も
あ
り
、
必
ず
し
も
う
ま
く
原
稿
が
集
ら

ず
、
ま
た
書
い
て
い
た
だ
い
て
も
審
査
で

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
な
ど
、
難
し
い
問
題
が

蓄
積
さ
れ
て
き
た
の
が
実
情
で
す
。

そ
こ
で
今
号
は
あ
ら
か
じ
め
「
特
集
」

テ
ー
マ
を
設
定
せ
ず
、
審
査
を
通
過
し
た

公
募
論
文
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
る
思
想
史

的
主
題
に
即
し
て
、
事
後
的
に
「
特
集
」

を
構
成
す
る
と
い
う
試
み
を
行
な
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
「
研
究
動
向
」

と
「
書
評
」
の
中
か
ら
も
そ
の
テ
ー
マ
と

接
点
を
も
つ
も
の
を
選
び
、
特
集
枠
と
し

て
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
意
味
で
今
号
の
「
特
集
」
に
つ
い

て
は
こ
う
し
た
現
状
の
上
で
の
ぷ
古
し
い
μ

試
み
と
し
て
ご
批
判
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
編
集
委
員
会

と
し
て
も
単
純
に
こ
の
形
式
を
続
け
る
つ

も
り
は
な
く
、
す
で
に
「
会
報
」
ぬ
臼
で

も
お
知
ら
せ
し
た
よ
う
に
、
次
号
に
は
「
研

究
動
向
」
と
特
集
「
帝
国
主
義
か
ら
『
帝

国
』
へ
」
の
原
稿
募
集
を
行
な
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
他
方
で
若
手
研
究
者
の
公
募
論

文
の
投
稿
は
か
な
り
増
加
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
学
会
活
動
全
体
の
活
性
化
の
指
標

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
理
解
と
皆
様
の
一
層
の
ご
協
力
を

お
願
い
致
し
ま
す
。

(
編
集
主
任
安
田
常
雄
)
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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
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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
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。
こ
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こ
と
は
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会
思
想
史
と
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多
面
的
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接
近
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の
に
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え
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
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今
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こ
の
接
近
方
法
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持
続
す
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き
で
あ
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と

考
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ら
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。

し
か
し
な
が
ら
反
面
で
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そ
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ら
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様
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接
近
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与
え
ら
れ
る
な
ら

ば
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効
果
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あ
げ
う
る
で
あ
ろ
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い
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意
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前
提
左
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横
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組
織
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て
の
思
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史
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究
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の
あ
つ
ま
り
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あ
り
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想
史
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会
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性
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へ
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イ
ン
タ
ー
デ
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プ
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リ
な
も
の
で
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り
ま
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思
想
史
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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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