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第 3 回（2013 年度）社会思想史学会研究奨励賞の公示

　　受賞者なし

〈選考経過〉

　2013 年 9 月刊行の『社会思想史研究』第 37 号の公募論文には 11 篇の応募があっ

たが、最終審査を経て掲載に至ったのは 4 篇であった。年報編集委員会ではさらに「社

会思想史学会研究奨励賞規定」をふまえて慎重かつ厳正な審議をおこなったが、残

念ながら本年度は該当作なしという結論に達した。

　以上の報告に基づき、2013 年 10 月 25 日の幹事会は、第 3 回社会思想史学会研究

奨励賞は受賞者なしとすることを決定した。

 2013 年 10 月 25 日　

 社会思想史学会　
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二
〇
一
一
年
三
月
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
と
そ
れ
に
続
く
一
連
の
出
来
事
は
、
わ
が
国
の
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
が
市
民

社
会
に
よ
る
民
主
的
な
統
制
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
決
定
・
執
行
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
白
日
の
下
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
事
態
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
背
景
の
ひ
と
つ
に
は
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
含
む
科
学
技
術
政
策
に
つ
い
て
は
―
―
科

学
と
い
う
知
の
特
殊
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
―
―
あ
る
程
度
専
門
家
に
任
せ
る
し
か
な
い
と
い
う
認
識
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う

事
情
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
科
学
と
い
う
知
の
特
殊
な
位
置
づ
け
が
〈
社
会
の
中
の
科
学
〉
に
特
権
的
な
地
位
を
与
え

て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

ハ
リ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
の
「
科
学
論
の
第
三
の
波
」
論
文
（
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
〈
社
会
の
中

の
科
学
〉
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
科
学
論
に
は
二
つ
の
重
要
な
「
波
」
が
あ
っ
た
。
第
一
の
波
は
、
科
学
と
い
う
知
を
「
非
科
学
」
と

明
確
に
峻
別
し
、
そ
の
基
盤
を
一
切
疑
う
こ
と
な
く
、
専
門
家
と
し
て
の
科
学
者
に
よ
る
合
理
的
な
科
学
技
術
政
策
の
推
進
を
提
唱
し
た

一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
の
「
実
証
主
義
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
特
に
科
学
史
研
究
に
お
い
て
科
学
と
い
う
知

に
「
科
学
外
要
因
」
が
も
た
ら
し
て
き
た
影
響
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
科
学
を
―
―
他
の
様
々
な
知
と
同
じ
く
―
―
社
会
的
に

構
築
さ
れ
た
活
動
と
捉
え
、
科
学
技
術
政
策
に
つ
い
て
も
民
主
的
な
正
統
性
を
重
視
す
る
「
社
会
構
築
主
義
」
と
い
う
第
二
の
波
が
現
れ

た
。
以
後
、〈
社
会
の
中
の
科
学
〉
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
専
門
知
と
し
て
の
合
理
性
を
強
調
す
る
第
一
波
（「
実
証
主
義
」）
と
社
会
知
と

し
て
の
正
統
性
を
強
調
す
る
第
二
波
（「
社
会
構
築
主
義
」）
の
間
で
の
論
争
が
い
か
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
た
と

え
ば
「
三
・
一
一
」
以
降
の
わ
が
国
に
お
け
る
原
子
力
発
電
を
め
ぐ
る
論
争
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
コ
リ
ン
ズ
ら
は
、
第
二

波
が
強
調
し
た
「
参
加
の
拡
大
」
―
―
科
学
技
術
を
め
ぐ
る
意
思
決
定
へ
の
非
専
門
家
の
参
画
―
―
が
、
専
門
知
と
し
て
の
科
学
の
基
盤

を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
と
考
え
、
信
頼
で
き
る
専
門
知
を
確
保
す
る
た
め
の
規
範
理
論
（「
専
門
知
と
経
験
の
研
究
」）
の
必
要
性
を
説
い
て

い
る
が
、
こ
の
第
三
の
波
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
既
に
目
の
当
た
り
に
し
た
動
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

だ
が
、
社
会
思
想
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
コ
リ
ン
ズ
ら
が
現
代
の
科
学
論
に
見
い
だ
し
た
〈
社
会
の
中
の
科
学
〉
を
め
ぐ
る
こ
う
し

た
複
数
の
「
波
」
は
、
多
少
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
何
度
も
繰
り
返
し
現
れ
て
来
た
動
向
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
特
集

で
は
、
コ
リ
ン
ズ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
科
学
史
、
科
学
哲
学
、
科
学
技
術
社
会
論
の
最
新
の
知
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
よ
り
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
拡
げ
、
社
会
思
想
と
し
て
の
科
学
の
特
質
に
迫
り
た
い
。 

（
小
田
川
大
典
）



9　●　〈論文〉歴史的事例から見る〈社会の中の科学〉――隠岐さや香

一　
「
科
学
者
の
責
任
」
言
説
と
「
第
一
の
波
」

　

二
十
世
紀
の
社
会
に
お
い
て
は
、
科
学
・
技
術
と
経
済
、
社
会
の
複

雑
に
関
わ
り
あ
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
科
学
の
研
究
者
に
よ
る
「
専
門

知
」
に
意
思
決
定
を
委
ね
る
べ
き
と
の
考
え
方
が
主
流
を
成
し
て
い
た
。

科
学
が
他
の
社
会
的
活
動
に
は
な
い
合
理
性
を
担
保
す
る
と
み
な
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
「
実
証
主
義
」
）
。
こ
の
よ
う
な
専
門
家
支
配
を
自

明
視
す
る
立
場
を
科
学
技
術
社
会
論
者
ハ
リ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
は
「
第
一

の
波
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
あ
と
に
到
来
し
た
の
が
「
第
二
の
波
」
、
す

な
わ
ち
科
学
も
他
の
様
々
な
知
と
同
様
に
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
活
動

と
捉
え
（
「
社
会
構
築
主
義
」
）
、
科
学
技
術
政
策
に
つ
い
て
も
民
主
主
義

的
な
正
統
性
を
重
視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
一
九
七
〇

年
代
以
降
の
科
学
技
術
社
会
論
の
主
流
を
成
し
、
特
に
欧
米
を
中
心
に
、

新
規
技
術
を
社
会
に
導
入
す
る
際
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
な
ど
参
加
型
民
主

主
義
の
試
み
に
も
つ
な
が
っ
た
。
だ
が
試
行
錯
誤
の
後
、
専
門
家
の
助

言
を
大
衆
の
選
択
に
完
全
に
置
き
換
え
て
し
ま
お
う
と
す
る
「
技
術
の

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
へ
の
懸
念
も
生
ま
れ
た
た
め
、
現
在
は
「
専
門
家
支

配
」
を
回
避
し
つ
つ
も
専
門
家
の
位
置
づ
け
を
再
評
価
す
る
と
い
う
潮

流
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
が
「
第
三
の
波
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

）
1
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
福
島
原
発
事
故
に
対
す
る
日
本
社

会
の
反
応
に
は
「
第
一
の
波
」
の
価
値
観
に
沿
っ
た
も
の
が
多
く
み
ら

れ
た
。
原
発
事
故
と
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
、
「
科
学
」
と
い
う
専

門
知
の
機
能
不
全
問
題
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
非
常
に
強
か
っ
た
の
で

　

特
集　

社
会
思
想
と
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て
の
科
学　

〈
論
文
〉

歴
史
的
事
例
か
ら
見
る
〈
社
会
の
中
の
科
学
〉

【
十
八
・
十
九
世
紀
の
河
川
公
共
事
業
と
科
学
の
「
理
論
」】

隠
岐
さ
や
香
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あ
る

）
2
（

。
た
と
え
ば
原
発
震
災
の
直
後
で
あ
る
平
成
二
十
四
年
の
『
科
学

技
術
白
書
』
が
問
い
か
け
た
の
は
「
科
学
」
や
「
科
学
者
へ
の
信
頼
」

で
あ
っ
た

）
3
（

。
研
究
者
の
側
も
「
科
学
者
の
責
任
」
を
強
く
意
識
し
て
お

り
、
科
学
技
術
政
策
へ
の
造
詣
も
深
い
工
学
者
の
笠
木
伸
英
は
「
福
島

原
発
事
故
か
ら
学
ぶ
科
学
者
の
責
任
と
役
割
」
と
題
さ
れ
た
論
考
に
お

い
て
科
学
者
と
市
民
、
政
府
、
メ
デ
ィ
ア
の
あ
る
べ
き
連
携
の
形
を
論

じ
て
い
る

）
4
（

。
い
ず
れ
も
重
要
な
論
点
を
提
出
し
て
は
い
る
が
、
原
子
力

の
問
題
が
専
ら
「
科
学
」
と
い
う
専
門
知
の
統
御
す
る
対
象
と
み
な
さ

れ
て
い
る
様
子
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
原
子
力
発
電
事
業
と
い
う
対
象
は
確
か
に
「
科
学
」

の
産
物
で
あ
る
が
、
複
数
の
民
間
企
業
が
関
与
し
た
巨
大
な
技
術
的
建

設
物
で
も
あ
り
、
ま
た
、
電
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
た
め
の
施
設
と
し

て
国
家
公
共
事
業
の
対
象
で
も
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
近
年
の
歴
史

研
究
が
示
し
た
の
は
、
原
子
力
発
電
を
事
業
と
し
て
実
現
し
実
用
化
を

進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
民
間
企
業
の
役
割
の
大
き
さ
と
、
政
治
思
想
や

経
済
的
要
請
の
強
い
影
響
で
あ
っ
た
。
土
屋
由
香
に
よ
れ
ば
「
自
由
な

企
業
活
動
に
よ
る
原
子
力
開
発
こ
そ
が
［
…
］
ア
メ
リ
カ
の
『
強
さ
』

の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
冷
戦
思
考
」
の
も
と
、
民
間
企
業
は
新
興
国
や

発
展
途
上
国
に
対
す
る
「
資
本
主
義
の
学
校
」
と
し
て
原
子
力
発
電
導

入
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う

）
5
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
複
雑
な
技
術
的
、
政
治
的
な
背
景
が
あ
り
な
が
ら
そ
れ
が

我
々
に
は
隠
れ
て
し
ま
う
と
い
う
構
造
の
存
在
こ
そ
が
、
「
第
一
の
波
」

に
支
配
さ
れ
た
言
説
空
間
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
た

と
え
る
な
ら
、
一
握
り
の
役
者
に
し
か
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
当
た
ら
な

い
舞
台
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
薄
暗
い
空
間
に
、
誰
も
そ
の
全
容

は
把
握
出
来
な
い
複
雑
な
装
置
が
置
か
れ
、
多
数
の
群
衆
が
群
が
っ
て

い
る
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
眩
い
照
明
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
は
何
故

か
「
科
学
者
」
と
装
置
周
辺
の
空
間
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
観
客

は
当
然
の
よ
う
に
観
て
い
て
、
「
科
学
者
」
も
期
待
さ
れ
た
台
本
の
役

を
演
じ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

二　

科
学
＝
理
論
＝
精
神
的
権
力

　

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
本
題
に
入
ろ
う
。
実
際
の
所
「
第
一
の
波
」
、

す
な
わ
ち
実
証
主
義
的
な
精
神
に
と
っ
て
、
「
科
学
者
の
責
任
」
は
特

定
分
野
の
知
や
技
術
が
事
故
に
荷
担
し
た
こ
と
へ
の
責
任
問
題
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
社
会
の
中
に
あ
る
何
ら
か
の
秩
序
（
こ
の

場
合
は
安
全
、
確
実
性
な
ど
）
を
「
科
学
」
が
保
証
す
る
べ
き
で
あ
る
、

と
す
る
一
種
過
剰
な
自
負
心
、
役
割
意
識
の
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
実
証
主
義
の
思
想
史
的
な
系
譜
を
辿

る
限
り
こ
の
解
釈
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

　

実
証
主
義
哲
学
の
祖
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
（A

uguste C
om

te, 

1798-1857
）
は
一
八
二
五
年
の
「
科
学
と
科
学
者
の
哲
学
的
考
察
」
に

お
い
て
科
学
者
（savants

）
を
「
社
会
の
精
神
的
指
導
者
」
と
し
て
位
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置
付
け
て
い
る
。
コ
ン
ト
が
目
指
し
て
い
た
の
は
、
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ

ン
帝
政
期
の
戦
乱
の
後
、
政
治
的
不
安
定
状
態
に
あ
っ
た
当
時
の
フ
ラ

ン
ス
社
会
に
お
け
る
知
の
秩
序
と
社
会
秩
序
の
再
建
で
あ
っ
た
。
「
古

い
精
神
的
権
力
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
神
学
が
も
は
や
機
能
し
な
く
な

り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
伝
統
主
義
に
も
革
命
を
受
け
継
い
だ
自
由
の
思
想
に

も
、
両
者
の
折
衷
主
義
に
も
そ
の
代
替
物
と
し
て
の
可
能
性
を
感
じ
な

か
っ
た
彼
は
「
新
し
い
精
神
的
権
力
」
と
し
て
の
科
学
に
期
待
を
寄
せ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
科
学
者
こ
そ
が
「
社
会
の
精
神
的
管
理
者
」
に

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た

）
6
（

。

　

無
論
、
「
第
一
の
波
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
二
十
世
紀
半
ば
に
普
及

し
て
い
た
科
学
観
と
し
て
の
「
実
証
主
義
」
と
、
人
間
社
会
の
発
展
を

神
学
的
段
階
、
形
而
上
学
的
段
階
、
実
証
主
義
的
段
階
で
捉
え
た
「
三

段
階
の
法
則
」
で
知
ら
れ
る
コ
ン
ト
の
思
想
体
系
と
の
間
に
は
か
な
り

の
時
間
的
、
精
神
的
な
距
離
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
言
う
「
科
学
」

（sciences

）
は
現
代
の
日
本
語
に
お
け
る
そ
れ
と
は
用
語
法
が
必
ず
し

も
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
然
界
に
関
す
る
知
の
領
域
と
し
て
の
自

然
科
学
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
黎
明
期
に
あ
っ
た
社
会
科
学
、
そ
れ
も

実
証
主
義
精
神
を
社
会
の
領
域
ま
で
拡
張
し
た
学
と
し
て
の
社
会
物
理

学
（physique sociale

）
の
完
成
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
特
に
コ
ン
ト
と
我
々
を
隔
て
て
い
る
の
は
、
科
学
を
用
い
た
技

術

と

し

て

の
「

科

学

技

術

」
、

す

な

わ

ちScience-based 

technologies

（
も
し
く
は
テ
ク
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
）
の
社
会
に
お
け
る
存

在
感
で
あ
る
。
コ
ン
ト
の
時
代
に
は
ま
だ
本
格
化
し
て
い
な
か
っ
た
工

業
化
の
波
は
、
十
九
世
紀
半
ば
以
降
、
鉄
道
網
の
敷
設
や
電
灯
の
普
及
、

自
家
用
車
の
普
及
と
い
っ
た
目
に
見
え
る
社
会
の
変
化
を
伴
い
、
「
第

一
の
波
」
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
一
九
五
〇
年
代
に
は
各
地
で
劇
的
な
産

業
構
造
の
変
化
を
及
ぼ
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ン
ト
の
視
点
の
中

に
い
わ
ゆ
るScience-based technologies

に
対
す
る
認
識
が
皆
無

で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
全
く
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
生
き
た
時

代
は
、
理
論
的
な
営
み
と
し
て
の
「
科
学
」
が
土
木
建
築
技
術
や
軍
事

技
術
、
そ
し
て
産
業
技
術
な
ど
の
領
域
へ
の
応
用
に
お
い
て
着
実
な
成

果
を
あ
げ
始
め
た
時
点
に
位
置
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
思
想
は
む
し

ろ
世
俗
化
し
た
近
代
社
会
に
お
け
る
「
科
学
」
と
「
技
術
」
の
役
割
分

業
を
問
う
思
想
の
原
点
に
位
置
し
て
お
り
、
「
第
一
の
波
」
に
我
々
が

見
い
だ
し
た
あ
の
「
科
学
」
の
奇
妙
に
輝
か
し
い
位
置
づ
け
を
理
解
す

る
の
に
不
可
欠
の
要
素
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
「
科
学
者
」
と
「
技
術
者
」

（ingénieurs

）
の
役
割
分
担
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
先

に
見
た
よ
う
に
コ
ン
ト
は
「
科
学
」
を
重
視
し
て
い
た
。
彼
は
知
識
体

系
の
完
成
の
た
め
に
は
「
理
論
（théorie

）
と
実
践
（pratique

）
と
の

間
の
分
業
」が
必
要
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
「
科

学
者
の
性
格
は
、
常
に
そ
こ
に
技
術
者
的
性
格
が
多
少
と
も
混
在
し
て

い
る
せ
い
で
今
日
で
さ
え
か
な
り
歪
め
ら
れ
て

）
7
（

」
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
「
技
術
者
」
と
は
た
だ
の
職
人
の
こ
と
で
な
く
、
知
的
な
「
科
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学
と
産
業
者
の
間
の
恒
常
的
な
仲
介
役
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ

う
な
存
在
で
あ
り
、
た
と
え
ば
ガ
ス
パ
ー
ル
・
モ
ン
ジ
ュ
の
画
法
幾
何

学
に
通
じ
た
人
材
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
コ
ン
ト
の
言

う
「
技
術
者
」
は
技
術
的
な
応
用
・
実
践
の
た
め
に
科
学
を
用
い
る
工

学
者
の
こ
と
で
あ
り

）
8
（

、
当
時
は
ま
だ
発
展
段
階
に
あ
っ
た
工
学
の
体
系

化
を
彼
は
予
見
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
「
科
学
者
」
は
単
な
る
「
技
術

者
」
に
還
元
さ
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
前
者
の
指
導
的
な
位
置

を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た

）
9
（

。

　

一
八
二
〇
年
代
の
時
点
で
「
科
学
」
と
は
理
論
で
あ
り
精
神
権
力
で

あ
る
と
位
置
付
け
た
、
こ
の
コ
ン
ト
の
主
張
は
一
体
ど
の
よ
う
な
時
代

背
景
に
根
ざ
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
社
会
主
義
者
サ
ン
＝

シ

モ
ン
の
思
想
の
影
響
が
あ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
特
に
一
八
一

〇
年
代
ま
で
は
サ
ン
＝

シ
モ
ン
こ
そ
が
、
社
会
の
秩
序
再
生
の
た
め
に

は
科
学
者
の
集
団
と
、
社
会
の
成
員
の
信
仰
対
象
と
な
る
一
般
理
論
と

し
て
の
実
証
科
学
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
た

）
10
（

。

　

だ
が
、
も
う
一
つ
見
逃
せ
な
い
の
が
、
コ
ン
ト
の
受
け
た
教
育
で
あ

る
。
コ
ン
ト
は
パ
リ
の
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
・

ボ
ナ
パ
ル
ト
失
脚
直
後
の
一
八
一
四
年
に
入
学
し
、
王
政
復
古
期
の
一

八
一
六
年
に
反
動
化
し
た
同
校
の
方
針
に
よ
り
退
学
処
分
と
な
る
（
た

だ
し
後
に
数
学
教
師
と
し
て
同
校
に
舞
い
戻
る
こ
と
に
な
る
）
。
複
雑
な
経

緯
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
学
校
の
あ
り
方
が
、
彼
の
科
学
観
な
ら
び
に
実

証
主
義
哲
学
体
系
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
大
き
い
と
い
わ
れ
る

）
11
（

。
同
校
は

科
学
的
な
素
養
の
あ
る
技
術
官
僚
の
養
成
を
主
な
使
命
と
す
る
学
校
で

あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
優
秀
な
科
学
研
究
者
を
輩
出
す
る
機
関
と
も

な
っ
て
い
た
。
同
校
の
卒
業
生
達
が
教
師
と
し
て
教
鞭
を
執
る
傍
ら
、

高
等
数
学
を
駆
使
し
た
電
磁
気
学
、
熱
力
学
な
ど
新
し
い
科
学
の
領
域

で
成
果
を
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ

ク
ニ
ー
ク
本
来
の
使
命
と
し
て
養
成
さ
れ
た
技
師
達
も
各
方
面
（
土
木
、

軍
事
、
鉱
山
、
造
船
）
で
大
規
模
事
業
を
着
々
と
実
行
し
て
い
っ
た
。

そ
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
今
日
の
大
学
に
お
け
る
理
工
系
教
育
と
は

や
や
異
な
っ
て
い
た
が

）
12
（

、
少
な
く
と
も
コ
ン
ト
は
「
科
学
者
」
お
よ
び

科
学
と
技
術
を
仲
介
で
き
る
「
技
術
者
」
の
あ
り
方
（
そ
れ
は
実
際
に

は
大
変
多
様
で
あ
っ
た
が
）
を
イ
メ
ー
ジ
出
来
る
環
境
に
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
の
人
材
育
成
モ
デ
ル
自
体
は
い

か
な
る
伝
統
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
更
に
フ
ラ
ン
ス
革

命
前
の
時
代
に
ま
で
遡
り
考
察
し
て
み
た
い
。

三　

エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
と「
公
共
事
業
」の
起
源

　

エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
の
誕
生
を
告
げ
る
一
七
九
五
年
十
月

二
十
二
日
の
法
律
は
同
校
を
「
公
共
事
業
の
学
校
」
（école de service 

public
）
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る

）
13
（

。
で
は
、
こ
の
「
公
共
事
業
」
と

は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
そ
の
回
答
は
少

し
複
雑
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お
い
て
エ
コ
ー
ル
・
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ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
の
誕
生
は
行
政
の
用
語
と
し
て
の
「
公
共
事
業
」

（service public

）
の
出
現
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

表
現
と
し
て
のservice

自
体
は
古
い
伝
統
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
中
世
以
来
の
帯
剣
貴
族
が
主
君
の
た
め
武
力
と
そ
の
命
を
主
君
の
た

め
に
提
供
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
王
者
に
仕
え
る
」
（servir le 

m
onarque

）
と
い
う
意
味
の
ま
さ
に
「
奉
仕
」
が
起
源
で
あ
る
。
た

だ
し
、service

の
含
意
は
絶
対
王
政
期
の
官
僚
機
構
の
拡
大
発
達
と

共
に
変
化
し
、
選
ば
れ
た
血
筋
の
貴
族
が
武
勇
を
も
っ
て
行
う
奉
仕
の

み
な
ら
ず
、
知
性
と
才
覚
に
よ
り
法
律
や
行
政
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
つ

け
た
者
（
特
に
行
政
官
僚
や
裁
判
官
）
に
よ
る
国
事
へ
の
奉
仕
を
も
意
味

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
十
七
世
紀
後
半
に
大
法
官
と

し
て
活
躍
し
た
ア
ン
リ
・
ダ
ゲ
ッ
ソ
ー
（H

enri D
’ A

guesseau, 1638-

1716

）
の
書
物
に
はservice du public

も
し
く
はservice public

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
、
自
ら
の
知
性
に
よ
り
獲
得
し
た
裁
判
官
と

し
て
の
能
力
に
よ
り
公
の
つ
と
め
を
果
た
せ
る
こ
と
の
誇
ら
し
さ
が

滔
々
と
謳
わ
れ
て
い
る

）
14
（

。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
り
王
権
が
解
体

さ
れ
た
と
き
、
「
仕
え
る
」
対
象
と
し
て
の
国
家
は
完
全
に
非
人
称
化

さ
れ
、service public

は
現
在
の
行
政
用
語
と
し
て
の
意
味
を
獲
得

し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た

）
15
（

。
国
家
自
体
が
「service public

の
た
め

の
行
政
連
合
体

）
16
（

」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
の
担
っ
たservice public

は
基
本

的
に
土
木
技
術
や
軍
事
技
術
と
い
っ
た
技
術
行
政
の
領
域
で
あ
る
と
考

え
て
よ
い
（
仏
語
のservice public

自
体
は
日
本
語
の
「
公
共
事
業
」
が

喚
起
す
る
土
木
交
通
事
業
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り
は
少
し
範
囲
が
広
い
）
。
同
時
に

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
行
政
史
的
な
経
緯
を
考
え
る
限
り
、
エ
コ
ー

ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
は
ま
さ
に
技
術
的
要
請
に
応
え
る
た
め
の
学
校

で
あ
り
、
科
学
の
理
論
教
育
が
重
視
さ
れ
る
根
拠
は
自
明
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
十
八
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
も

他
国
に
お
い
て
も
「
科
学
者
」
と
い
う
職
業
や
そ
の
た
め
の
専
門
教
育

は
一
切
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
革
命
期
に
成

立
し
た
同
校
が
史
上
初
め
て
全
て
の
平
民
（
男
子
）
に
科
学
の
専
門
教

育
を
開
い
た
教
育
機
関
と
な
っ
た
の
は
何
故
な
の
か
。

　

エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
に
お
け
る
科
学
教
育
重
視
の
直
接
の

理
由
は
、
そ
の
創
立
に
旧
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
出
身
の
学
者
達

が
関
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
未
来
の
た
め
に
望
ま
し
い

と
考
え
て
い
た
人
材
像
が
同
校
の
教
育
に
も
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
直
接
の
動
機
と
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
学
者
達
の
自

発
的
な
戦
争
協
力
や
技
術
人
材
育
成
へ
の
参
与
な
ど
に
新
し
い
人
材
育

成
モ
デ
ル
が
育
ま
れ
る
契
機
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
し
、
よ
り
一

般
的
な
文
脈
と
し
て
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
が
育
ん
だ
教
育
の
理
想
や
、

旧
体
制
期
に
お
け
る
技
術
者
学
校
の
発
展
な
ど
も
考
慮
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
「
科
学
者
」
と
「
技
術
者
」
、「
公
共
事
業
」

の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
確
実
に
伴
っ
た
深
い
レ
ベ
ル
の
変
化
が
も
う

一
つ
進
展
し
て
い
た
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
河
川
行
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政
の
中
央
集
権
化
と
、
増
加
す
る
そ
の
関
連
事
業
へ
の
科
学
者
と
技
術

者
の
本
格
的
な
動
員
で
あ
る
。

　

河
川
整
備
事
業
は
今
日
で
は
い
さ
さ
か
地
味
な
印
象
を
与
え
る
が
、

十
八
世
紀
に
お
い
て
は
最
も
大
規
模
な
土
木
交
通
事
業
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
そ
れ
は
土
木
技
術
と
科
学
の
協
働
す
る
方
法
が
模
索
さ
れ

た
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
と
共
に
、
行
政
自
体
の
構
造
的
な
変
化
が
大

き
な
影
響
を
与
え
た
事
業
で
も
あ
る
。
ま
さ
に
国
家
と
科
学
の
関
与
す

る
近
代
的
な
「
公
共
事
業
の
誕
生
」
を
考
察
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
対
象

で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
「
運
河
の
時

代
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
数
多
く
の
運
河
建
設
計
画
が
各
地
で
生
ま
れ
て

い
る

）
17
（

。
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
の
直
接
の
契
機
は
一
七
五
〇
年
代

以
降
に
河
川
行
政
の
た
め
に
行
わ
れ
た
一
連
の
行
政
改
革
、
と
り
わ
け

一
七
七
五
年
に
財
務
総
監
テ
ュ
ル
ゴ
ー
が
、
税
制
の
一
部
改
革
を
行
い

各
地
の
河
川
関
連
事
業
に
支
出
可
能
な
財
源
を
創
出
し
た
こ
と
が
大
き

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
背
景
に
あ
っ
た
の
は
領
土
内
の
河
川
の
こ
と
を

外
界
と
内
陸
を
つ
な
ぐ
「
内
陸
航
行
」
水
路
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
で

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
水
路
は
国
家
の
交
通
や
物
資
流
通
、
産
業
の
振

興
、
水
の
供
給
な
ど
各
地
の
共
同
体
を
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
た
め
国

家
に
よ
る
援
助
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
河
川
行
政
を
一
国
単
位
で
捉
え
る
発
想
は
、
オ
ラ
ン
ダ
や
英
国
の
よ

う
に
地
域
単
位
で
の
治
水
や
利
水
の
た
め
の
取
り
組
み
や
技
術
を
早
く

か
ら
発
達
さ
せ
た
地
域
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た

）
18
（

。
逆
に
言
え
ば
こ
れ

ら
の
地
域
と
比
較
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
河
川
管
理
お
よ
び
そ
の
た
め
の

行
政
機
構
の
発
達
に
関
し
て
後
進
的
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
独
自
の
道

を
歩
む
こ
と
と
な
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

河
川
整
備
事
業
に
お
い
て
後
進
的
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
い
か
な
る
ア
ク
タ
ー
が
そ
の
た
め
の
専
門
知
の
提
供
者
で
あ
る
の

か
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
場
当
た
り
的
な
対
応
が
取
ら
れ
て
き
た
。
だ

が
、
ひ
と
た
び
国
庫
か
ら
の
資
金
援
助
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
る
と
、

各
地
の
自
治
体
及
び
事
業
者
か
ら
河
川
整
備
事
業
計
画
が
王
権
に
送
ら

れ
る
頻
度
が
上
昇
す
る
。
そ
れ
も
他
国
に
は
な
い
中
央
集
権
的
な
ス

ケ
ー
ル
で
の
意
思
決
定
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
そ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
、
「
誰
が
ふ
さ
わ
し
い
専
門
家
で
あ
る
か
」
の
競

争
が
起
こ
り
、
役
割
分
担
が
模
索
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し

て
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
一
六
六
六

―
一
七
九
三
）
の
関
係
者
を
中
心
に
、
「
科
学
」
の
理
論
に
秀
で
た
者
が

対
立
す
る
技
術
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
調
停
役
を
担
い
、
最
終
的
な
意
思

決
定
を
左
右
す
る
と
い
う
状
況
が
作
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
次
節
で

は
そ
の
様
子
に
つ
い
て
、
あ
る
運
河
建
設
事
業
の
事
例
を
用
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
。
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四　

運
河
建
設
事
業
と
科
学
者
、
技
術
者

１　

イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
建
設
計
画
と
対
立
の
構
図

　

一
七
六
二
年
十
一
月
十
三
日
、
数
学
者
に
し
て
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ

デ
ミ
ー
会
員
で
数
学
者
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
パ
ル
シ
ュ
ー

（A
ntoine D

eparcieux, 1703-1768

）
が
パ
リ
の
慢
性
的
な
水
不
足
を
解

消
す
る
た
め
「
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
計
画
」
を
提
案
し
た
。
そ
れ
は
パ
リ

の
南
西
に
あ
る
サ
ン
・
レ
ミ
付
近
に
流
れ
る
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
川
で
取
水
し
、

南
郊
外
を
横
切
っ
て
パ
リ
南
端
へ
と
流
れ
る
全
長
三
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
水

路
建
設
を
予
定
し
て
い
た
。
彼
は
こ
の
運
河
計
画
が
パ
リ
に
飲
料
生
活

水
の
み
な
ら
ず
街
路
や
汚
水
溝
の
清
掃
用
水
を
も
供
給
し
、
都
市
の
衛

生
状
態
改
善
を
も
た
ら
す
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た

）
19
（

。

　

彼
の
運
河
計
画
は
同
時
代
の
論
客
や
行
政
関
係
者
の
心
を
捉
え
た
。

た
と
え
ば
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
書
簡
で
彼
に
手
放
し
の
賛
辞
を
送
っ
て
い

る
。
論
文
も
十
一
月
十
三
日
の
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
公
開
集
会
で
対
外
的

に
発
表
さ
れ
、
程
な
く
国
王
が
運
河
計
画
を
認
可
し
て
い
る
。
当
時
の

王
権
は
河
川
行
政
に
積
極
的
な
姿
勢
を
あ
き
ら
か
に
し
は
じ
め
た
時
期

で
あ
っ
た
た
め
、
運
河
建
設
に
公
的
な
資
金
を
投
じ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
比
較
的
支
持
を
得
ら
れ
や
す
か
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
認
可
は
さ
れ

て
も
財
源
の
問
題
は
解
決
が
つ
か
ず
、
ド
ゥ
パ
ル
シ
ュ
ー
自
身
は
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
進
展
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
な
く
一
七
六
八
年
に
世

を
去
っ
た
。

　

賛
成
派
が
行
政
の
支
持
を
得
る
一
方
で
反
対
運
動
も
盛
り
上
が
っ
た
。

主
な
批
判
派
を
構
成
し
た
の
は
当
然
な
が
ら
取
水
源
と
な
る
河
川
の
流

量
減
少
を
恐
れ
る
近
隣
住
民
、
水
車
運
営
者
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
第
三

者
と
し
て
飲
料
水
と
し
て
の
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
川
の
水
質
に
疑
問
を
唱
え
る

者
、
更
に
は
パ
リ
の
セ
ー
ヌ
川
か
ら
蒸
気
機
関
ポ
ン
プ
に
よ
り
取
水
を

し
て
水
販
売
会
社
経
営
を
行
お
う
と
す
る
起
業
家
や
投
資
家
な
ど
が
そ

こ
に
加
わ
っ
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
運
河
建
設
は
近
隣
住
民
の
生
活

環
境
を
蹂
躙
し
、
私
企
業
の
自
由
競
争
に
よ
る
水
販
売
業
の
発
展
を
妨

げ
る
も
の
と
映
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
い
さ
さ
か
の
単
純
化
を
承
知

で
言
え
ば
、
税
金
を
投
入
し
た
中
央
集
権
的
な
公
共
事
業
に
よ
る
水
資

源
供
給
か
、
資
本
主
義
的
な
自
由
競
争
の
原
理
に
基
づ
く
水
資
源
の
供

給
か
と
い
う
分
裂
が
当
初
よ
り
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

賛
成
派
と
反
対
派
の
論
争
に
お
い
て
一
番
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
計

画
さ
れ
て
い
る
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
が
果
た
し
て
ド
ゥ
パ
ル
シ
ュ
ー
の
想

定
し
た
と
お
り
の
充
分
な
量
と
質
の
水
を
パ
リ
に
も
た
ら
す
か
と
い
う

河
川
工
学
的
な
問
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
当
時
の
理
論
レ
ベ

ル
で
は
回
答
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
議
論
は
平
行
線
を
辿
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
反
対
派
は
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
川
は
運
河
に
必
要
な
流
量
を
絶

対
的
に
満
た
さ
な
い
と
し
て
い
た
が
、
賛
成
派
は
必
要
に
応
じ
て
別
の

河
川
の
水
も
引
き
入
れ
る
た
め
問
題
な
い
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
反
対

派
は
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
川
の
水
質
が
「
沼
の
水
の
よ
う
な
味
」
で
飲
料
水
に
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適
さ
な
い
と
し
た
が
、
賛
成
派
は
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
川
の
水
質
は
セ
ー
ヌ
川

（
パ
リ
の
主
要
な
水
源
で
あ
っ
た
）
と
同
レ
ベ
ル
だ
と
主
張
し
て
譲
ら
な

か
っ
た
。
実
際
、
水
質
と
い
う
も
の
が
科
学
的
に
問
わ
れ
た
の
は
記
録

に
残
る
限
り
こ
の
事
例
が
初
で
あ
り
、
判
断
の
基
準
も
存
在
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
一
応
は
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
化
学
者
A
・
ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
エ

（A
ntoine Lavoisier, 1743-1794

）
が
分
析
を
行
い
、
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
川
の

水
は
問
題
な
し
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
彼
の
手
法
は
サ
ン
プ
ル
に
含

ま
れ
る
砂
や
溶
解
し
て
い
る
物
質
を
分
離
し
て
定
量
的
に
比
較
す
る
に

留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た

）
20
（

。

　

も
う
一
つ
重
要
な
論
点
と
な
っ
た
の
が
経
済
的
な
費
用
対
効
果
の
問

題
で
あ
る
。
実
は
ポ
ン
プ
取
水
派
も
王
権
に
対
し
て
援
助
と
事
業
の
独

占
権
を
要
求
し
て
い
た
た
め
、
運
河
に
投
資
す
る
た
め
の
国
庫
財
政
負

担
と
、
取
水
ポ
ン
プ
設
立
の
た
め
の
国
庫
財
政
負
担
の
比
較
も
論
争
と

な
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、
運
河
反
対
派
は
蒸
気
機
関
ポ
ン
プ
の
た
め
の

国
庫
投
資
は
破
格
に
安
価
で
パ
リ
市
民
に
運
河
以
上
の
益
を
も
た
ら
す

と
主
張
し
た
。
対
し
て
運
河
賛
成
派
は
初
期
投
資
の
大
き
さ
は
認
め
た

上
で
、
運
河
使
用
料
の
設
定
に
よ
り
そ
の
費
用
が
回
収
出
来
る
た
め
、

長
期
的
に
は
国
庫
負
担
は
変
わ
ら
な
く
な
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
も
費

用
便
益
分
析
手
法
の
発
達
し
て
い
な
い
当
時
に
お
い
て
は
決
着
を
得
な

か
っ
た
。

２　

�

運
河
賛
成
派
内
部
に
お
け
る
二
つ
の
立
場
、
土
木
技
師
と�

�

数
理
科
学
者
達

　

イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
計
画
が
本
格
的
な
進
展
を
見
せ
る
の
は
一
七
七
〇

年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
王
命
に
よ
り
土
木
技
師
団
長
の

J
―

R
・
ペ
ロ
ネ
（Jean-R

odolphe Perronet, 1708-1765

）

が
部
下

A
・
シ
ェ
ジ
ー
（A

ntoine C
hézy, 1718-98

）
と
共
に
一
七
六
九
年
よ

り
計
画
実
現
の
た
め
の
現
地
調
査
を
行
い
、
一
七
七
五
年
に
そ
の
成
果

と
し
て
、
細
部
ま
で
綿
密
に
図
面
化
さ
れ
た
運
河
建
設
計
画
案
が
提
示

さ
れ
た
。
彼
ら
の
提
案
は
三
〇
キ
ロ
の
流
路
全
体
に
わ
た
り
側
面
と
底

面
に
石
葺
き
を
し
た
水
路
を
建
設
し
、
途
中
に
水
道
橋
や
地
下
水
路
も

設
け
る
と
い
う
壮
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
彼
ら
が

イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
に
必
要
な
流
量
や
水
質
と
い
っ
た
問
題
に
直
接
の
回

答
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
前
述
し
た
運
河
反
対
派
は
納
得
し
な
か
っ
た
。

ま
た
、
見
積
も
ら
れ
た
費
用
が
七
八
二
万
六
二
〇
九
リ
ー
ヴ
ル
と
い
う

莫
大
な
額
で
あ
っ
た
こ
と
は
実
質
上
即
座
の
実
現
を
不
可
能
と
も
し
て

い
た

）
21
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
件
に
つ
い
て
土
木
技
師
団
が
「
技
術
者
」
と
し
て

河
川
問
題
に
対
す
る
確
固
た
る
「
専
門
性
」
を
有
し
て
い
た
の
か
と
い

う
と
全
く
そ
う
で
は
な
い
。
土
木
技
師
団
は
十
八
世
紀
初
頭
よ
り
王
権

が
官
僚
機
構
の
下
で
発
展
さ
せ
て
き
た
直
属
の
技
師
集
団
か
ら
構
成
さ

れ
る
社
団
（corps

）
で
あ
り
、
そ
の
主
な
任
務
は
フ
ラ
ン
ス
全
土
の
道

路
・
橋
梁
整
備
事
業
で
あ
っ
た
。
水
利
事
業
と
な
る
と
王
権
に
は
他
に
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も
城
塞
建
築
に
長
け
た
工
兵
技
師
な
ど
の
社
団
も
存
在
し
て
お
り
、
ま

た
、
後
述
す
る
よ
う
に
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
関
係
者
が
個
別

に
召
喚
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
土
木
技
師
団
は
そ
れ
ら
の
人
々
に
比

較
し
て
際
だ
っ
た
優
越
性
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
実
際
、
三
〇
キ
ロ
に
わ
た
る
運
河
全
体
に
石
葺
き
工
法
を
提
案
す

る
発
想
は
「
運
河
」
に
対
す
る
我
々
の
通
念
か
ら
す
れ
ば
い
さ
さ
か
奇

妙
で
あ
り
、
彼
ら
が
小
規
模
な
水
路
建
設
や
水
道
橋
建
設
の
イ
メ
ー
ジ

に
縛
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

　

ペ
ロ
ネ
が
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
発
案
し
た
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
に

関
わ
っ
た
の
は
、
彼
が
土
木
技
師
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
彼
自
身
も

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
先
に
触
れ
た
と
お
り
、
十
八
世
紀
前
半
の
河
川
行
政
に
お
い
て
は

自
然
科
学
の
探
究
の
場
と
し
て
存
在
し
た
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

に
籍
を
持
つ
人
材
が
個
別
に
召
喚
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。

た
だ
し
こ
こ
で
も
留
保
が
必
要
で
あ
る
の
だ
が
、
当
時
の
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
は
純
粋
に
学
問
を
目
指
す
者
だ
け
で
な
く
、
軍
事
技
師
や
鉱
山
技

師
、
官
製
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
産
業
監
督
官
な
ど
科
学
的
素
養
が

あ
る
官
僚
や
技
師
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
。
河
川
行
政
に
お
い

て
政
府
の
散
発
的
な
諮
問
を
受
け
た
の
は
基
本
的
に
そ
の
よ
う
な
会
員

達
で
あ
り
、
た
と
え
ば
工
兵
技
師
で
も
あ
っ
た
E
・
カ
ミ
ュ
や
王
室
付

き
地
理
学
者
で
も
あ
っ
た
P
・
ビ
ュ
ア
ッ
シ
ュ
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
科
学
的
素
養
を
持
つ
も
の
の
、
建
築
な
ど
徒

弟
制
的
な
技
術
の
現
場
に
も
近
い
環
境
に
身
を
置
く
技
術
系
人
材
で

あ
っ
た

）
22
（

。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
一
般
的
な
認
識
と
し
て
運
河
建
設
の
た

め
重
視
さ
れ
た
の
は
「
技
術
」
で
あ
り
、
「
科
学
」
に
つ
い
て
は
依
然

と
し
て
信
頼
が
低
く
、
副
次
的
な
重
要
性
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
一
七
七
〇
年
代
の
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
内
部
に
は
別
の
意
見
を

持
つ
人
材
が
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
流
体
力
学
を
は
じ
め
、
解
析

な
ど
の
高
等
数
学
に
よ
り
物
理
諸
学
の
様
々
な
分
野
を
整
備
し
て
い
こ

う
と
し
た
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
（D

’ A
lem

bert, 1717-1783

）
や
、
そ
の
弟

子
筋
に
あ
た
る
数
学
者
の
コ
ン
ド
ル
セ
（M

. J. A
. N

. C
aritat, m

arquis 

de C
ondorcet, 1743-94

）
と
い
っ
た
数
理
科
学
者
達
で
あ
る
。
彼
ら
は

「
科
学
」
（
特
に
流
体
力
学
な
ど
）
が
未
だ
充
分
な
成
果
を
あ
げ
て
い
な

い
こ
と
は
承
知
し
つ
つ
も
、
そ
の
将
来
性
と
可
能
性
を
重
視
し
た
。
理

論
科
学
的
な
素
養
が
な
く
、
し
か
も
河
川
に
つ
い
て
は
技
術
も
不
確
か

な
土
木
技
師
団
に
運
河
関
連
事
業
が
託
さ
れ
る
よ
り
は
、
力
学
的
問
題

の
理
論
的
考
察
に
長
け
た
数
学
者
、
力
学
者
が
も
っ
と
こ
の
種
の
事
業

に
介
入
す
る
べ
き
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
ま
だ

若
か
っ
た
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
実
際
の
河
川
に
関
わ
る
機
会
が
増
え
れ
ば

未
熟
な
科
学
理
論
も
発
展
し
、
技
術
者
に
任
せ
っ
き
り
で
あ
る
よ
り
も

大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
る
と
希
望
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
流
石
に
王

命
の
下
っ
た
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
計
画
に
は
介
入
が
出
来
な
か
っ
た
が
、

単
独
で
財
務
総
監
テ
ュ
ル
ゴ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
高
官
と
非
公
式



社会思想史研究　No. 38　2014

特集　社会思想としての科学　●　18

に
交
渉
し
行
政
の
河
川
整
備
問
題
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

近
年
見
つ
か
っ
た
未
公
刊
資
料
が
あ
き
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
少
な
く
と
も
テ
ュ
ル
ゴ
ー
改
革
期
（
一
七
七
四
―
一
七
七
六
年
）
の

短
い
間
に
お
け
る
コ
ン
ド
ル
セ
の
役
割
と
政
治
的
発
言
権
は
、
従
来
想

定
さ
れ
て
い
た
よ
り
も
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼

は
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
、
ボ
シ
ュ
と
共
に
テ
ュ
ル
ゴ
ー
の
管
轄
下
に
あ
っ
た

ピ
カ
ル
デ
ィ
ー
地
下
運
河
計
画
へ
の
非
公
式
な
関
与
を
行
っ
た
ば
か
り

か
、
ソ
ム
や
ラ
・
ソ
ン
セ
、
ド
・
レ
ス
コ
ー
と
い
っ
た
各
地
の
河
川
に

内
陸
航
行
問
題
の
た
め
現
地
調
査
に
行
っ
た
り
、
実
質
上
の
部
下
と
し

て
技
師
を
派
遣
し
た
り
も
し
た
。
そ
し
て
政
府
高
官
や
大
臣
が
彼
の
意

見
を
最
終
判
断
と
し
て
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ピ
カ
ル

デ
ィ
ー
地
下
運
河
計
画
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
際
に

は
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
、
力
学
者
の
ボ
シ
ュ
と
共
に
実
物
大
の
舟
形
模
型

を
用
い
た
航
行
時
の
流
水
抵
抗
実
験
を
行
い
、
そ
の
実
験
デ
ー
タ
誤
差

修
正
の
た
め
の
数
学
論
文
ま
で
執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
運
河
に

望
ま
し
い
川
幅
の
問
題
と
い
う
一
部
の
問
い
に
答
え
る
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
「
科
学
」
の
可
能
性
を
行
政
関
係
者
に
印
象

づ
け
る
効
果
は
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

）
23
（

。

　

コ
ン
ド
ル
セ
の
こ
の
働
き
が
当
時
の
行
政
機
構
に
お
い
て
想
定
さ
れ

て
い
た
い
か
な
る
役
職
の
範
囲
を
も
逸
脱
し
て
い
た
こ
と
は
E
・
ス
ツ

ル
マ
ン
も
指
摘
し
、
そ
れ
を
「
技
術
的
・
経
済
的
な
専
門
性
と
意
思
決

定
権
力
の
一
部
を
組
み
合
わ
せ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

）
24
（

。
上

述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
河
川
行
政
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
た
の
は
「
技

術
」
系
人
材
で
あ
り
、
諮
問
を
受
け
て
い
た
の
は
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で

も
建
築
や
軍
事
技
術
の
背
景
を
持
つ
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
行

政
官
と
技
術
系
専
門
家
の
関
係
は
「
裁
判
官
と
法
廷
に
呼
ば
れ
た
鑑
定

士
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
技
術
者
の
意
見

は
行
政
官
の
判
断
の
た
め
の
細
部
を
提
供
す
る
「
参
考
材
料
」
に
留
ま

る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
コ
ン
ド
ル
セ
は
「
科
学
」
の
理

論
を
背
景
に
技
術
者
を
従
え
、
時
に
は
意
思
決
定
を
も
下
す
行
政
官
の

よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
存
在
様
態
は
、
理
論
的

な
設
計
を
行
う
「
工
学
者
」
の
よ
う
で
も
あ
り
、
各
種
提
案
を
専
門
知

と
共
に
調
整
し
政
策
決
定
に
も
関
与
す
る
「
技
術
官
僚
」
の
よ
う
で
も

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
河
川
整
備
事
業
に
お
け
る
「
科
学
」
の
新
し
い

役
割
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。

　

だ
が
テ
ュ
ル
ゴ
ー
が
一
七
七
六
年
に
失
脚
す
る
に
伴
い
コ
ン
ド
ル
セ

の
役
割
も
終
わ
り
を
告
げ
た
。
彼
は
一
介
の
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に

戻
る
こ
と
と
な
る
。

３　

一
七
八
〇
年
代
の
展
開

　

イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
問
題
が
興
味
深
い
の
は
、
理
論
科
学
に
優
れ
た
人

材
の
活
用
を
唱
え
た
コ
ン
ド
ル
セ
の
方
向
性
が
、
一
七
八
〇
年
代
に
入

り
、
半
ば
偶
然
の
経
緯
か
ら
部
分
的
に
実
現
し
て
い
く
様
子
を
確
認
出

来
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
彼
は
一
七
七
〇
年
代
の
間
は
イ
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ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
計
画
に
介
入
す
る
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
の
だ
が
、
一

七
八
二
年
に
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
・
ド
・
ラ
・
ヌ
エ
ー
ル
（D

efer de la 

N
ouerre

）
と
い
う
砲
兵
隊
あ
が
り
の
土
木
技
師
団
準
技
師
が
ペ
ロ
ネ

案
と
は
別
の
提
案
を
発
表
す
る
と
状
況
が
変
わ
っ
た
。
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル

の
計
画
案
を
審
査
す
る
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
側
の
審
査
委
員
を
選
出
す
る

必
要
が
生
じ
、
そ
の
委
員
会
に
コ
ン
ド
ル
セ
は
力
学
に
通
じ
た
ボ
シ
ュ
、

晩
年
の
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
共
に
入
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
他
の
メ
ン

バ
ー
は
天
文
学
者
で
運
河
に
つ
い
て
の
著
作
の
あ
る
ラ
ラ
ン
ド
、
力
学

者
ク
ー
ロ
ン
、
そ
れ
に
機
械
製
作
に
詳
し
い
ル
ロ
ワ
、
化
学
者
の
テ
ィ
ー

エ
な
ど
、
技
術
の
素
養
は
あ
る
が
基
本
的
に
は
理
論
科
学
に
通
じ
た
顔

ぶ
れ
で
あ
る
。
ペ
ロ
ネ
は
委
員
と
な
ら
な
か
っ
た
。
直
接
の
理
由
は
、

提
案
者
の
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
自
身
が
こ
の
件
で
は
ラ
イ
バ
ル
に
あ
た
る
ペ

ロ
ネ
（
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
で
も
あ
る
た
め
審
査
委
員
に
な
る
権
利
が
あ
っ

た
）
を
審
査
委
員
と
し
て
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
が

）
25
（

、
意
図
的
な

「
ペ
ロ
ネ
外
し
」
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。

　

ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
案
は
、
運
河
の
経
路
を
一
部
変
更
し
て
地
下
水
路
や

水
道
橋
建
設
も
不
要
と
し
、
石
葺
き
で
は
な
く
地
面
を
掘
削
し
た
だ
け

の
露
天
水
路
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
費
用
を
一
〇

七
万
二
〇
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
す
な
わ
ち
ペ
ロ
ネ
提
案
の
八
分
の
一
近
く

ま
で
削
減
で
き
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
資
金
調
達
の
手
法

と
し
て
運
河
経
営
の
た
め
の
株
式
会
社
設
立
を
は
か
る
と
い
う
当
時
流

行
り
の
手
法
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
運
河
賛
成
派
と
反
対
派
の
争
点

で
あ
っ
た
公
費
投
入
の
大
事
業
か
、
私
企
業
に
よ
る
自
由
競
争
の
支
援

か
、
と
い
う
対
立
の
折
衷
的
な
案
と
も
な
っ
て
い
た
。

　

ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
案
に
対
し
審
査
委
員
達
は
経
済
的
効
果
を
重
視
し
た

上
で
肯
定
的
な
回
答
を
返
し
た
。
事
実
、
地
面
に
水
路
を
掘
削
す
る
工

法
自
体
は
英
国
ロ
ン
ド
ン
の
ニ
ュ
ー
・
リ
バ
ー
運
河
で
十
七
世
紀
に
採

用
さ
れ
て
お
り
、
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
も
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
。
だ

が
、
委
員
達
が
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
の
提
案
を
認
め
た
の
は
決
し
て
そ
の
工

法
の
成
功
を
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
反
対
派
に
よ
る
懸
念
の

対
象
と
な
っ
て
き
た
河
川
流
量
の
問
題
も
水
質
の
問
題
も
、
露
天
掘
り

に
よ
る
費
用
見
積
の
適
正
さ
に
つ
い
て
の
問
い
も
、
当
時
の
理
論
水
準

で
は
解
決
不
可
能
で
あ
り
、
委
員
達
は
そ
れ
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。

そ
れ
で
も
彼
ら
が
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
の
提
案
を
支
持
し
た
理
由
は
、「
我
々

は
［
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
氏
の
提
案
を
］
試
し
て
み
る
こ
と
に
何
ら
不
都
合
を

み
い
だ
さ
な
い

）
26
（

」
か
ら
で
あ
っ
た
。
要
は
試
し
て
み
れ
ば
よ
い
と
い
う

発
想
で
あ
る
。
同
時
に
、
地
面
を
掘
っ
た
だ
け
の
水
路
で
は
水
質
の
浄

化
作
用
が
見
込
め
な
い
こ
と
や
、
水
が
土
壌
に
吸
収
さ
れ
る
可
能
性
を

指
摘
し
対
策
を
求
め
て
も
い
る
。
い
わ
ば
将
来
の
発
見
、
発
展
に
未
解

決
問
題
を
託
し
て
実
物
大
の
実
験
を
推
奨
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
七
八
〇
年
代
に
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
委
員
達
の
担
っ
た
役
割

は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
ペ
ロ
ネ
案
の
内
容
、
お
よ
び
テ
ュ

ル
ゴ
ー
改
革
期
に
コ
ン
ド
ル
セ
ら
が
目
指
し
て
い
た
方
向
性
な
ど
と
比

較
す
る
と
そ
の
特
徴
が
見
え
て
く
る
。
一
七
七
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
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技
師
ペ
ロ
ネ
の
報
告
書
で
は
具
体
的
な
図
面
と
見
積
り
が
な
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
技
術
者
の
仕
事
と
し
て
完
結
し
た
見
積
り
報
告
書

で
あ
っ
た

）
27
（

。
テ
ュ
ル
ゴ
ー
改
革
時
代
の
コ
ン
ド
ル
セ
ら
は
現
地
調
査
報

告
に
加
え
、
科
学
者
の
独
自
性
を
示
す
べ
く
流
体
力
学
実
験
ま
で
行
っ

た
。
だ
が
一
七
八
〇
年
代
の
ア
カ
デ
ミ
ー
委
員
が
作
成
し
た
報
告
書
は

両
者
に
比
較
し
て
も
シ
ン
プ
ル
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
技

術
的
細
部
の
検
討
も
厳
密
な
諸
科
学
の
実
験
検
証
も
存
在
し
て
お
ら
ず
、

そ
れ
よ
り
は
政
治
・
経
済
的
側
面
も
含
め
た
総
合
的
な
論
点
か
ら
調
査

対
象
と
な
っ
た
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
案
と
他
の
案
と
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い

る
。
科
学
的
な
考
察
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
個
別
の
問
い
へ
の
回

答
よ
り
は
俯
瞰
的
な
立
場
か
ら
一
通
り
論
点
整
理
を
行
う
「
調
整
」
に

関
心
が
注
が
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
行
政
の
側
が
採
用
す
る
べ
き
「
最

適
解
」
を
示
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
強
く
伺
え
る
の
で
あ
る
。

　

事
実
、
こ
の
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
判
断
が
事
実
上
、
行
政
の
最
終
的

な
意
思
決
定
に
も
接
続
し
て
い
く
。
一
七
八
六
年
七
月
、
王
権
が
前
述

の
ド
ゥ
フ
ェ
ー
ル
案
の
是
非
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
最
終
決
定
機
関

で
あ
る
国
王
諮
問
会
議
に
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
委
員
を
送
る
よ
う
打

診
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
審
査

に
関
わ
っ
た
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
四
人
を
国
王
の
前
へ
と
送
り
込
み
、
一

七
八
七
年
十
一
月
三
日
に
国
王
は
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
意
見
を
全
面
的

に
取
り
入
れ
て
工
事
の
着
工
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
経

緯
に
つ
い
て
コ
ン
ド
ル
セ
は
高
く
評
価
し
、
ペ
ロ
ネ
な
ど
従
来
の
技
術

系
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
働
き
と
一
七
八
〇
年
代
の
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
計

画
調
査
委
員
会
と
の
違
い
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
達
が
政
府
か
ら
様
々
な
審
査
や

様
々
な
委
員
会
を
任
じ
ら
れ
た
こ
と
は
複
数
回
あ
り
ま
し
た
が
、
彼
ら

が
試
問
を
受
け
た
の
は
個
人
（particuliers

）
と
し
て
で
あ
り
、
ア
カ

デ
ミ
シ
ア
ン
と
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

）
28
（

」
。
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

に
所
属
す
る
個
人
が
「
技
術
」
の
技
能
に
よ
り
散
発
的
に
行
政
か
ら
声

を
か
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
科
学
」
の
組
織
と
し
て
の
科
学
ア
カ

デ
ミ
ー
に
直
接
公
的
な
依
頼
が
行
わ
れ
、
学
者
が
科
学
の
言
語
で
行
政

の
意
志
決
定
に
関
与
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
ま
さ
に
コ
ン
ド
ル
セ

ら
が
一
七
七
〇
年
代
に
望
ん
で
い
た
あ
り
方
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
他
に
も
い
く
つ
か
の
河
川
整
備
事
業
の
計
画
に
お
い

て
同
様
の
役
割
で
関
わ
る
こ
と
と
な
る
。

五　
「
公
共
事
業
」
と
「
科
学
者
」
の
象
徴
的
役
割

　

イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
は
完
成
す
る
こ
と
が
な
い
。
工
事
着
工
に
よ
り
住

民
の
反
対
運
動
が
激
化
し
た
上
、
続
く
革
命
の
混
乱
の
中
、
事
業
は
立

ち
消
え
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
「
公
共
事
業
」
の
黎

明
期
は
住
民
闘
争
の
歴
史
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
革
命
期
に

行
わ
れ
た
一
連
の
行
政
改
革
の
中
で
運
河
公
共
事
業
自
体
は
土
木
技
師

団
の
役
割
と
し
て
定
義
さ
れ
、
革
命
の
過
激
化
に
よ
り
科
学
ア
カ
デ
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ミ
ー
も
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
科
学
的
な
理
論
を
背
景
と
す
る

者
が
、
技
術
面
を
も
俯
瞰
的
に
目
配
り
し
つ
つ
行
政
に
「
最
適
解
」
を

示
す
と
い
う
構
図
自
体
は
、
科
学
の
理
論
に
親
し
ん
だ
新
し
い
世
代
の

技
術
者
達
に
よ
っ
て
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
エ

コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
の
設
立
が
示
す
よ
う
に
、
理
論
科
学
の
基

礎
を
持
つ
技
師
や
科
学
者
の
育
成
が
指
向
さ
れ
、
彼
ら
の
存
在
を
軸
に

「
科
学
」
は
体
系
的
か
つ
定
量
的
な
方
法
と
長
期
的
な
視
野
に
基
づ
く

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
可
能
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
コ
ン
ト

の
生
き
た
一
八
二
二
年
に
は
パ
リ
北
東
に
お
い
て
ウ
ル
ク
運
河
が
開
通

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
頓
挫
し
た
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
計
画
案
を
引
き
継

ぎ
拡
大
す
る
形
で
実
現
し
た
事
業
で
あ
る

）
29
（

。

　

も
ち
ろ
ん
実
際
の
作
業
に
お
い
て
は
科
学
的
な
理
論
で
容
易
に
解
決

さ
れ
え
な
い
不
確
実
性
が
存
在
す
る
こ
と
は
常
に
意
識
さ
れ
続
け
た
。

だ
が
「
第
一
の
波
」
の
遠
い
起
源
に
あ
た
る
十
八
―
十
九
世
紀
に
お
い

て
は
、
む
し
ろ
そ
の
不
確
実
性
こ
そ
が
理
論
を
持
つ
科
学
者
の
役
割
を

作
り
出
し
た
と
も
い
え
る
。
中
央
集
権
化
に
よ
り
史
上
か
つ
て
な
い
形

の
権
力
機
構
を
作
り
上
げ
、
「
公
共
事
業
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が

産
ま
れ
る
途
上
の
国
家
に
お
い
て
は
、
従
来
的
な
分
業
体
制
が
育
ん
だ

経
験
知
や
実
践
知
で
は
解
を
導
け
な
い
問
題
が
次
々
と
生
じ
て
い
た
。

不
確
実
な
状
況
で
の
意
思
決
定
は
賭
け
の
様
相
を
帯
び
、
よ
り
よ
く
「
賭

け
る
」
た
め
の
選
択
に
理
念
（
ま
た
は
政
治
的
信
念
）
が
荷
重
を
か
け
る
。

そ
の
際
、
「
科
学
」
の
理
論
的
知
識
を
背
景
に
し
て
、
俯
瞰
的
、
総
合

的
な
視
点
か
ら
不
確
実
性
を
折
り
込
ん
だ
最
適
解
を
提
示
出
来
る
人
材

が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
革
命
と
い
う
政
治
的
変
動
に
よ
り
社

会
の
混
乱
を
経
験
し
た
後
で
は
、
そ
の
よ
う
な
未
来
展
望
を
担
え
る
「
科

学
」
が
「
社
会
的
秩
序
」
を
取
り
戻
す
拠
り
所
と
し
て
の
象
徴
的
な
役

割
ま
で
担
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

現
代
社
会
に
お
い
て
「
科
学
者
」
が
自
認
し
て
い
る
一
種
過
剰
な
責

任
感
は
こ
の
時
代
の
名
残
で
あ
り
、「
公
共
事
業
＝service public

」

の
思
想
的
な
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
科
学
」
の
理
論
を
も
っ
て
「
技
術
」
を
従
属
さ
せ
、
国
家
の
事
業
の

た
め
貢
献
す
る
と
い
う
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
的
な
「
公
共
事

業
」
の
モ
デ
ル
自
体
が
、
間
違
い
な
く
、
中
世
に
お
け
る
封
建
領
主
へ

の
忠
誠
と
し
て
のservice

、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
初
期
近
代
に
確
立

し
た
、
司
法
の
番
人
と
し
て
絶
対
王
政
に
仕
え
る
と
い
う
意
で
の

service public

の
次
の
段
階
に
位
置
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
武

力
に
よ
る
王
の
統
治
に
仕
え
る
武
人
、
法
に
よ
る
絶
対
王
政
の
統
治
に

仕
え
る
司
法
官
の
あ
と
、
近
代
国
家
の
た
め
のservice public

概
念

の
成
立
と
共
に
、
科
学
に
よ
る
統
治
を
も
た
ら
す
科
学
者
が
立
場
を
確

立
し
た
の
で
あ
る
。
紙
面
の
都
合
も
あ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
今
は

素
描
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
議
論
し
か
出
来
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ

の
次
の
段
階
、
時
代
を
構
想
す
る
の
は
二
十
一
世
紀
の
我
々
の
役
割
で

あ
り
、
そ
れ
は
も
う
既
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 

（
お
き
・
さ
や
か
／
科
学
技
術
史
）
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注（
1
） 

松
本
三
和
夫
「
テ
ク
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
・
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
考
え

て
欲
し
い
こ
と
―
―
科
学
と
社
会
の
微
妙
な
断
面
」
『
思
想
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
一
年
六
月
号
、pp. 6-26

。
ハ
リ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
「
科
学
論
の
第

三
の
波
―
―
そ
の
展
開
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
同
書
、
二
七
―
六
三
頁
。

（
2
） 

た
だ
し
、
原
子
力
政
策
は
英
、
仏
、
米
、
独
で
す
ら
参
加
型
民
主
主
義
の

適
用
事
例
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
が
軍
事
機
密
と
か
ら
み
、
も

と
も
と
民
主
主
義
的
な
情
報
開
示
、
意
思
決
定
の
対
象
と
な
り
づ
ら
い
性

質
を
持
っ
て
い
た
側
面
は
あ
る
。

（
3
） 

た
と
え
ば
文
部
科
学
省
『
科
学
技
術
白
書　

平
成
二
四
年
度
版
』
文
部
科

学
省
、
二
〇
一
二
年
六
月
、
第
二
節　

科
学
技
術
政
策
に
問
わ
れ
て
い
る

も
の
、
第
一
―
一
―
一
六
図
、U

R
L: http://w

w
w

.m
ext.go.jp/b_

m
enu/hakusho/htm

l/hpaa201201/detail/1322773.htm
 

［

閲

覧

二
〇
一
四
年
四
月
二
十
四
日
］
。
平
成
二
十
三
年
四
月
の
調
査
で
は
「
科

学
者
の
話
は
信
用
で
き
る
」
「
技
術
者
の
話
は
信
用
で
き
る
」
と
い
う
二

つ
の
文
言
を
同
時
に
示
し
、
両
方
に
ど
れ
だ
け
賛
成
で
き
る
か
と
い
う
問

い
か
け
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
文
中
で
は
「
科
学
技
術
」
と
い
う
表
現

も
頻
出
す
る
。

（
4
） 

笠
木
伸
英
「
福
島
原
発
事
故
か
ら
学
ぶ
科
学
者
の
責
任
と
役
割
」
『
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
資
源
』Vol. 33, N

o. 2 

（2012

）, 

九
五
―
一
〇
〇
頁
。

（
5
） 

土
屋
由
香
「
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
民
間
企
業
の

原
子
力
発
電
事
業
へ
の
参
入
」
『
原
子
力
と
冷
戦　

日
本
と
ア
ジ
ア
の
原

発
導
入
』
加
藤
哲
郎
・
井
川
充
雄
編
、
花
伝
社
、
二
〇
一
三
年
、
五
五
―

八
六
頁
。

（
6
） 

歴
史
用
語
と
し
て
のsavant

は
い
わ
ゆ
る
人
文
系
と
自
然
科
学
系
の
分
化

が
未
発
達
な
時
代
を
念
頭
に
通
常
は
「
学
者
」
と
訳
す
こ
と
が
多
い
が
、

コ

ン

ト

自

身

がsavant

を
「

物

理

的

知

識
（connaissances 

physiques

）
の
開
拓
に
努
め
る
思
想
家
」
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
定
義
し
、

主
に
「
道
徳
的
・
社
会
的
研
究
（études m

orales et sociales

）
に
専

念
し
て
い
る
」
哲
学
者philosophe

と
区
別
し
て
い
る
た
め
、
邦
訳
に
そ
っ

て
「
科
学
者
」
の
訳
を
採
用
す
る
［
コ
ン
ト
「
科
学
と
科
学
者
の
哲
学
的

考
察
」
『
科
学
＝
宗
教
と
い
う
地
平
』
杉
本
隆
司
訳
、
白
水
社
、
二
〇
一

三
年
、
五
八
―
六
六
頁; A

. C
om

te, Systèm
e de Politique Positive, ou 

T
raité de Sociologie, t. IV, Paris, 1854, pp. 167-174

］
。

（
7
） コ
ン
ト
、
上
掲
書
、
六
九
頁
。

（
8
） な
お
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
「
工
学
者
」
の
役
もingénieur

で
あ
る
。

（
9
） コ
ン
ト
、
上
掲
書
、
六
九
―
七
〇
頁
。

（
10
） 

サ
ン
＝

シ
モ
ン
と
コ
ン
ト
は
一
八
二
四
年
に
決
別
し
て
い
る
。
直
接
の
原

因
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
没
落
以
降
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
が
科
学
よ
り
も
産
業
を

中
心
と
し
た
社
会
の
組
織
化
へ
と
関
心
の
対
象
を
変
え
た
こ
と
に
よ
る
と

い
う
［
杉
本
隆
司
「
訳
者
解
説　

科
学
と
産
業
の
相
克
―
―
コ
ン
ト
と
サ

ン
＝

シ
モ
ン
」
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
『
科
学
＝
宗
教
と
い
う
地
平
』

二
〇
三
―
二
〇
四
頁
］
。

（
11
） Bruno B

elh
oste, L

a form
ation

 d’u
n

e techn
ocratie. L’E

cole 

polytechnique et ses élèves de la R
évolution au Second E

m
pire, 

Paris: B
elin, 2003, ch.3.

（
12
） 

大
学
の
理
工
系
教
育
の
完
成
を
み
る
の
は
ド
イ
ツ
の
近
代
大
学
に
お
い
て

で
あ
る
が
、
そ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
人
物
と
な
っ
た
化
学
者
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・

フ
ォ
ン
・
リ
ー
ビ
ヒ
は
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
に
学
ん
で
い
る
。

コ
ン
ト
と
も
、
五
歳
し
か
年
が
変
わ
ら
な
い
。

（
13
） Belhoste, op.cit., pp. 17-18.

（
14
） 

た
と
え
ばH

enri D
’A

guesseau, Œ
u

vres de M
. le C

han
celier 

d’A
gu

essea
u

, con
ten

a
n

t les discou
rs pou

r l’ou
vertu

re des 

A
udiences..., Paris, 1761, t. 1. 

ダ
ゲ
ッ
ソ
ー
自
身
は
ど
ち
ら
か
と
い
う

とservice du public

を
多
用
し
、service public

は
稀
で
あ
る
が
、
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こ
の
両
者
は
当
時
も
今
も
互
換
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。C

f. A
rlette 

Jouanna, “D
es ‘G

ros et G
ras ’ aux ‘G

ens d ’honneur ’”, in G
uy 

C
haussinard-N

agaret dir., H
istoire des élites en F

rance du X
V
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au X
X

e siècle, l’honneur, le m
érite, l’argent, P

aris: T
allandier, 

1991, part I, pp. 32-6.

（
15
） 

日
本
語
に
お
い
て
は
「
公
共
事
業
」
と
い
う
と
交
通
網
敷
設
、
河
川
整
備

と
い
っ
た
土
木
建
築
事
業
が
念
頭
に
お
か
れ
、
教
育
や
税
の
徴
収
、
社
会

福
祉
な
ど
は
「
公
共
サ
ー
ヴ
ィ
ス
」
と
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

現
代
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
はservice public

で
双
方
が
含
意
さ
れ
る
。

（
16
） Belhoste, op.cit., p. 17.

（
17
） Un canal...D

es canaux..., Paris: Picard E
d, 1986.

（
18
） Eric Szulm

an, La navigation intérieure de C
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évolution: 
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ergence de la notion 

de réseau, thèse de doctorat en H
istoire, soutenu à l ’université 

de Paris 1, 2011, ch. 1, 5-6.

（
19
） 

以
下
、
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
運
河
事
業
に
つ
い
て
の
記
載
は
特
に
記
載
の
な
い
限

り
基
本
的
に
次
の
論
文
に
依
拠
し
て
い
る
。
隠
岐
さ
や
香
「
一
八
世
紀
に

お
け
る
河
川
整
備
事
業
と
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」『
科
学
史
研
究
』

第
Ⅱ
期
四
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（
二
五
一
）
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
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―
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四
一
頁
。
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20
） Frédéric G

raber, P
aris a besoin

 d’eau
. P

rojet, dispu
te et 

deliberation technique dans la France napoléonienne, Paris: C
N

R
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E
ditions, 2009, pp. 195-200.

（
21
） 

未
出
版
の
図
版
に
つ
い
て
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次
の
資
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参
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。A

rchives de l ’E
cole 

N
ationale des Ponts et C
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S 88.

（
22
） Szulm

an, op.cit., ch.3-4. 

隠
岐
さ
や
香
『
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
と
「
有
用

な
科
学
」
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
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、
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章
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ビ
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ッ

シ
ュ
は
建
築
家
と
し
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の
徒
弟
制
的
な
修
行
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積
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で
い
る
。
カ
ミ
ュ
は

大
学
や
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
教
育
を
受
け
て
い
る
が
、
建
築
ア
カ
デ
ミ
ー
の
教

育
も
受
け
、
そ
の
あ
と
そ
こ
で
教
師
に
な
っ
て
い
る
。
後
に
は
工
兵
学
校

の
教
師
と
も
な
っ
て
い
る
。

（
23
） Bossut, d ’A

lem
bert, et C

ondorceet, N
ouvelles expériences sur la 

résistance des fluides, Paris, 1777.

（
24
） Szulm

an, op.cit., p. 365.
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） Archives N

ationales, F14/683a: Perronet, lettre de Perronet à 
M
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（
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） 

報
告
書, A

rchives de l ’A
cadém

ie des Sciences 

（A
A

S

）, P
V, 

1782/12/12, f.199v.

（
27
） 

ま
た
、
実
は
予
定
さ
れ
る
運
河
の
流
速
と
流
量
測
定
の
た
め
の
科
学
的
な

実
験
を
部
下
の
シ
ェ
ジ
ー
が
単
独
で
行
っ
て
も
い
た
の
だ
が
、
そ
の
事
実

は
表
に
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
隠
岐
、
上
掲
論
文
お
よ
び
現
在
執
筆
中

のSayaka O
ki, “R

iver and C
anal W

orks as a Field of C
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xpertise in 18th-C
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よ
り
。

（
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S, P
ochette de séance le 12 juillet 1786 : M

ém
oire de 

C
ondorcet au baron de B

reteuil, m
inistre de la M

aison du roi, 
9 juillet 1786, f.1r.

（
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） 

二
十
年
に
わ
た
る
土
木
技
師
団
内
部
で
の
科
学
の
理
論
（
特
に
流
体
力
学

な
ど
）
と
技
術
的
実
践
の
関
係
を
め
ぐ
る
論
争
と
紆
余
曲
折
の
産
物
で

あ
っ
た
。G

raber, op.cit.
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一　

科
学
・
技
術
と
批
判
の
視
点

　

科
学
や
技
術
が
哲
学
や
社
会
思
想
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
こ
と
は
こ
れ

ま
で
も
た
び
た
び
あ
っ
た
。
日
本
で
は
一
九
七
〇
年
前
後
の
科
学
批
判
、

近
代
合
理
主
義
批
判
が
直
近
な
も
の
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な

い
。
東
日
本
大
震
災
、
福
島
第
一
原
発
の
事
故
と
い
っ
た
出
来
事
の
中

で
、
科
学
・
技
術
の
あ
り
方
に
対
す
る
関
心
が
ふ
た
た
び
高
ま
っ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
寺
田
寅
彦
が
「
文
明
が
進
め
ば
進
む
ほ

ど
天
然
の
暴
威
に
よ
る
災
害
が
そ
の
劇
烈
の
度
を
増
す
」
と
述
べ
た
の

は
有
名
で
あ
る
が
、
震
災
の
後
、
「
文
明
」
の
中
心
を
な
し
、
社
会
に

大
き
な
影
響
を
与
え
う
る
科
学
・
技
術
の
社
会
的
な
あ
り
方
に
対
し
て

批
判
的
な
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

批
判
を
向
け
る
と
き
に
は
、
批
判
者
の
視
点
自
体
が
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
震
災
後
、
科
学
や
技
術
に
つ
い
て
様
々
な
こ
と
が
語
ら
れ
た

が
、
以
下
に
お
い
て
は
、
科
学
や
技
術
に
つ
い
て
の
議
論
を
め
ぐ
る
今

日
の
哲
学
、
思
想
の
展
開
を
検
討
す
る
。
ま
ず
そ
の
視
点
の
あ
り
方
を

探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

震
災
後
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ー
マ
の
一
つ
に
、
科
学
者

の
社
会
的
責
任
が
あ
る
。
「
科
学
者
の
社
会
的
責
任
」
は
第
二
次
大
戦

以
来
、
原
爆
開
発
を
め
ぐ
っ
て
さ
か
ん
に
論
じ
ら
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。

こ
の
い
さ
さ
か
時
代
が
か
っ
た
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
「
原

子
力
ム
ラ
」
を
は
じ
め
と
す
る
事
故
前
の
専
門
家
の
活
動
や
放
射
線
リ

ス
ク
を
め
ぐ
る
事
故
後
の
専
門
家
の
対
応
に
関
す
る
批
判
が
な
さ
れ
た

　

特
集　

社
会
思
想
と
し
て
の
科
学　

〈
論
文
〉

思
想
史
に
お
け
る
技
術

直
江
清
隆
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が
、
そ
れ
に
反
応
す
る
か
た
ち
で
、
例
え
ば
放
射
線
医
学
者
の
長
瀧
重

信
の
よ
う
に
、
国
民
の
間
に
「
情
報
の
混
乱
が
起
き
ぬ
よ
う
に
す
る
社

会
的
責
任
」
を
強
調
す
る
議
論

）
1
（

と
が
交
錯
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ

に
は
科
学
を
「
中
立
」
と
み
な
す
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
の
問
題
が
あ

る
。
長
瀧
の
立
場
は
、
か
つ
て
科
学
者
の
行
動
規
範
と
し
て
掲
げ
ら
れ

た
、
公
有
性
、
普
遍
性
、
無
私
性
、
組
織
的
懐
疑
主
義
と
い
っ
た
ノ
ル

ム
（C

U
D

O
S

）
に
代
表
さ
れ
る
科
学
観
、
科
学
者
観
に
依
拠
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、〝
ム
ラ
〞
に
お
け
る
科

学
的
態
度
の
放
棄
を
指
摘
す
る
批
判
の
幾
ば
く
か
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

こ
の
理
念
に
対
し
て
は
、
論
文
生
産
を
至
上
目
的
と
す
る
科
学
の
旧
来

の
活
動
様
式
が
ひ
な
形
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
例
え
ば

研
究
の
成
果
が
特
許
と
な
る
こ
と
が
公
有
制
の
ノ
ル
ム
と
相
容
れ
な
い

と
い
っ
た
よ
う
に
、
研
究
が
国
家
や
軍
事
、
資
本
主
義
的
な
経
済
構
造

に
取
り
込
ま
れ
て
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
で
は
、
ノ
ル
ム
と
し

て
適
切
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
所
有
的
・
局
所
的
・
権
威

主
義
的
・
請
負
的
・
専
門
的
と
い
っ
た
エ
ー
ト
ス
（PLA

C
E

）
の
方
が

規
範
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
も
言
わ
れ
る

）
2
（

。
も
し
科
学
的
活
動
の
社
会

性
を
こ
の
よ
う
に
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
科
学
者
の
「
中
立
性
」
に
訴
え

か
け
る
批
判
な
い
し
反
批
判
で
は
、
議
論
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

　

い
ま
一
つ
よ
く
な
さ
れ
て
き
た
の
は
、
文
明
論
的
な
語
り
口
で
あ
る
。

原
子
力
ム
ラ
を
は
じ
め
と
す
る
特
異
な
社
会
構
造
で
は
な
く
、
原
発
事

故
に
端
的
に
表
れ
た
現
代
社
会
の
文
明
論
的
あ
り
方
が
よ
り
本
質
的
な

問
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ン
＝

リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー

は
、
そ
の
優
れ
た
分
析
の
な
か
で
、
「
こ
こ
で
破
局
の
「
等
価
性
」
と

い
う
こ
と
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
今
や
ど
の
よ
う
な
災
厄
も
、

拡
散
し
増
殖
す
る
と
、
そ
の
顛
末
が
、
核
の
危
険
が
範
例
的

0

0

0

に
さ
ら
け

出
し
て
い
る
も
の
の
刻
印
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
や
、

諸
々
の
技
術
、
交
換
、
循
環
は
相
互
に
連
関
し
あ
い
、
絡
み
合
い
、
さ

ら
に
は
共
生
し
て
い
る

）
3
（

。
（
傍
点
は
引
用
者
）
」
と
し
、
現
代
に
お
け
る

全
般
的
な
相
互
連
関
の
複
雑
性
の
増
大
に
根
本
的
な
問
題
を
見
い
だ
し

て
い
る
。
「
範
例
的
」
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
表
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
相
互
連
関
し
、
相
互
錯
合
し

た
シ
ス
テ
ム
（
彼
は
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
の
「
一
般
的
等
価
性
」
に
よ
っ
て
表

す
が
）
の
崩
壊
と
い
う
文
明
論
的
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は

あ
る
意
味
で
強
烈
な
ま
で
に
政
治
的
で
あ
る
。
こ
の
技
術
化
さ
れ
た
シ

ス
テ
ム
は
、
人
間
の
創
造
に
よ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
存
在
す
る
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
潜
在
的
に
服
従
さ
せ
て
い
く
世
界
で
あ
る
と
主

張
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
制
御
を
超
え
て
自
己
生
成
す
る

も
の
だ
と
も
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
技
術
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
技
術
に
つ
い
て
考
え
る

際
、
ナ
ン
シ
ー
は
や
は
り
、
物
質
的
な
技
術
と
社
会
的
、
心
理
的
、
政

治
的
な
技
術
と
の
絡
み
合
い
、
複
合
化
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
た

ん
に
技
術
の
自
律
的
発
展
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ナ
ン
シ
ー
は
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ま
た
、
別
の
論
文
で
は
、
ま
ず
技
術
を
「
自
然
の
代
補
」
と
い
う
相
で

と
ら
え
て
い
る

）
4
（

。
と
こ
ろ
が
、
技
術
は
次
第
に
自
分
自
身
で
発
展
し
、

自
分
自
身
か
ら
生
じ
た
目
的
に
対
し
て
応
え
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
り
、

今
日
で
は
、
技
術
は
、
自
動
車
が
さ
ら
に
高
速
道
路
を
生
み
出
す
と
い

う
よ
う
に
、
絡
み
合
い
複
合
化
す
る
目
的
を
複
雑
か
つ
際
限
な
く
構
築

す
る
と
い
う
目
的
の
構
造
化
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
技

術
は
自
然
に
由
来
し
つ
つ
、
自
然
に
遡
及
的
に
関
わ
る
こ
と
で
自
然
と

の
秩
序
関
係
を
か
き
乱
す
（
と
同
時
に
自
然
に
意
味
を
あ
た
え
る
）
と
い

う
の
で
あ
る
。
ナ
ン
シ
ー
は
技
術
自
律
説
を
採
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

彼
が
想
定
す
る
シ
ス
テ
ム
は
合
目
的
性
連
関
か
ら
な
る
、
巨
大
で
制
御

不
可
能
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
は
そ
の
稠
密
描
写
を
行
う
の

で
も
、
改
善
策
を
提
示
す
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
が
立
ち
向
か

お
う
と
す
る
の
は
こ
の
近
代
技
術
な
る
も
の
一
般
で
あ
り
、
い
か
な
る

改
善
策
も
そ
の
地
平
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
を

よ
し
と
は
し
な
い
。
こ
の
か
ぎ
り
で
、
ナ
ン
シ
ー
の
文
明
的
問
い
に
は
、

そ
の
周
到
で
魅
力
的
な
議
論
構
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抜
き
差
し
が
た

く
、
技
術
の
「
本
質
主
義
」
が
根
付
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

原
発
事
故
後
、
科
学
技
術
に
関
す
る
意
思
決
定
の
過
程
へ
の
市
民
参

加
の
必
要
性
が
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
批
判
の
視
点
の

取
り
方
を
見
た
と
き
、
科
学
論
、
科
学
社
会
学
で
は
い
わ
ゆ
る
「
第
三

の
波
」
と
い
う
言
い
方
が
、
哲
学
、
し
か
も
い
わ
ゆ
る
大
陸
哲
学
を
考

え
に
入
れ
た
と
き
に
は
、
必
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
気
づ
か
れ

る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
議
論
が
本
質
主
義
で
あ
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ

ん
な
い
が
、
技
術
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
と

射
程
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
市
民
参
加
の
推
奨
に
つ
い
て
で

も
、
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
に
限
ら
ず
相
当
な
異
論
が
生
じ
う
る
。
こ

の
点
を
さ
ら
に
、
原
発
事
故
に
あ
た
っ
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
た
ぐ
っ
て
お
き
た
い
。

　

震
災
よ
り
前
か
ら
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
…
…
技
術
の
形
成
過
程
に
市
民
の
民
主
的
参
加
が
認
め
ら
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
技

術
で
あ
る
以
上
、
存
在
者
を
何
ら
か
の
仕
方
で
対
象
化
す
る
こ
と
か
ら

免
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
対
象
化
自
身
が
、
自
然
を
非
自
然
化
す

る
性
格
を
も
つ
以
上
、
つ
ま
り
我
々
が
技
術
の
弊
害
、
破
壊
性
と
感
じ

て
い
る
も
の
は
、
つ
き
つ
め
れ
ば
こ
の
自
然
を
「
非
自
然
化
す
る
」
対

象
化
と
い
う
あ
り
方
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
以
上
、
彼
ら
の
提
案
は
何

ら
問
題
の
解
決
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
ま
た
民
主

的
な
参
加
も
、
技
術
的
な
対
象
化
の
担
い
手
を
変
え
る
だ
け
で
、
対
象

化
と
い
う
あ
り
方
そ
の
も
の
は
ま
っ
た
く
変
え
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、

技
術
が
も
た
ら
す
弊
害
の
解
決
に
は
な
り
え
な
い

）
5
（

」
。

　

身
も
ふ
た
も
な
い
議
論
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
取
り
上
げ

た
い
の
は
こ
こ
で
「
対
象
化
」
と
い
う
こ
と
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
近
代
の
技
術
は
自
然
を
「
挑
発
す
る
」
「
ゲ
シ
ュ
テ
ル
」
と
い

う
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
を
非
自
然
化
す
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る
も
の
で
あ
る
と
も
さ
れ
、
技
術
の
本
質
に
据
え
ら
れ
る
。
右
の
論
文

の
著
者
は
、
精
緻
な
文
献
学
的
考
証
を
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
社
会
や
技

術
の
あ
り
方
の
決
定
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
要
求
が
関
わ
る
こ
と
を
す

で
に
織
り
込
み
済
み
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
はC

U
D

O
S

に
見
ら
れ

る
よ
う
な
「
中
立
性
」
を
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
し

か
し
、
技
術
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
ゲ
シ
ュ
テ
ル
と
い
う
こ
の
一

点
に
か
か
っ
て
い
る
。
民
主
的
な
参
加
を
否
定
す
る
の
は
、
民
主
的
な

も
の
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
市
民
参
加
が
ゲ
シ
ュ
テ
ル
と
い
う
体
制
を
な

ん
と
か
し
て
、
技
術
を
制
御
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る

）
6
（

。
存
在
論
化
さ
れ
た
こ
の
立
場
か
ら
は
、
技
術
と
人
間

と
の
関
わ
り
か
た
は
、
非
本
質
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
民
主
主
義
を
云
々
す
る
よ
う
な
議

論
は
す
べ
て
ゲ
シ
ュ
テ
ル
に
絡
め
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
頑

な
ま
で
に
「
本
質
主
義
」
的
な
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
ナ
ン
シ
ー
と
も

共
通
し
た
態
度
で
あ
る
。
よ
り
広
範
な
人
々
の
参
加
は
、
「
お
の
れ
の

支
配
の
拡
大
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
動
員
し
な
い
で
は
い
ら
れ

な
い
技
術
の
本
質
か
ら
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
7
（

」
。

こ
う
し
た
議
論
か
ら
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
あ
る
箇
所
で
述
べ
た
、
風
車

に
戻
る
よ
う
な
転
換
は
確
保
さ
れ
う
る
の
か
も
し
れ
な
い

）
8
（

。
し
か
し
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
を
超
え
て
技
術
の
あ
り
方
に
改
め
て
分
け
入
っ
て
検
討
す

る
道
も
、
も
ち
ろ
ん
経
験
的
領
野
と
つ
き
あ
わ
せ
て
、
原
子
力
と
い
う

技
術
の
特
異
性
や
偶
然
性
、
原
発
プ
ラ
ン
ト
に
埋
め
込
ま
れ
た
政
治
性
、

不
平
等
性
な
ど
を
哲
学
的
に
取
り
上
げ
る
道
も
、
残
念
な
が
ら
、
こ
こ

で
は
積
極
的
な
意
義
を
封
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

震
災
後
の
科
学
技
術
へ
の
批
判
の
視
点
を
手
が
か
り
に
し
た
た
め
、

の
っ
け
か
ら
長
々
と
や
っ
か
い
な
議
論
に
お
つ
き
あ
い
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
た
が
、
ナ
ン
シ
ー
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ほ
か
に
も
、
哲
学
者
の
言

辞
に
は
、
道
具
的
理
性
、
計
算
可
能
性
、
制
御
可
能
性
と
い
っ
た
タ
ー

ム
が
並
ぶ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
概
念
は
哲
学
的
に
〝
深
く
〞、
議
論
と

し
て
は
魅
惑
的
で
あ
る
。
だ
が
、
技
術
と
い
う
も
の
の
理
解
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
多
く
は
近
代
技
術
な
る
も
の
を
外
形

的
に
と
ら
え
、
そ
の
理
解
に
た
っ
て
批
判
的
な
言
説
を
展
開
し
て
い
る

よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
技
術
と
い
う
営
み
や
、
技
術
的
な
知

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

近
年
、
技
術
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
は
「
経
験
論
的
転
回
」
と
い
う

こ
と
が
い
わ
れ
る

）
9
（

。
「
経
験
論
的
」
と
言
っ
て
も
、
経
験
科
学
に
哲
学

を
解
消
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
、
科
学
哲
学
が
お
お
む
ね
そ
う
し
て
き

た
よ
う
に
、
規
範
的
要
素
を
脇
に
よ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。

技
術
に
関
す
る
分
析
を
、
信
頼
で
き
、
経
験
的
に
も
適
切
な
記
述
に
基

づ
か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
代
技
術
一
般
な
る
も
の
で
は
な

く
、
よ
り
具
体
的
な
あ
り
方
で
の
技
術
を
射
程
に
収
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
人
工
物
に
つ
い
て
の
哲
学
的
分
析
は
そ
の
核
と
な
る
。
い

ま
あ
げ
た
道
具
的
理
性
、
計
算
可
能
性
、
制
御
可
能
性
と
い
っ
た
規
定
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が
実
際
ど
の
程
度
有
意
義
で
あ
る
の
か
は
、
そ
の
な
か
で
あ
ら
た
め
て

検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
も
以
下
、
ひ
と
ま
ず
本
質
主
義
を

脇
に
置
き
、
も
っ
と
手
前
の
と
こ
ろ
で
、
よ
り
個
別
的
な
場
面
を
念
頭

に
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

以
下
で
は
、
し
か
し
、
「
技
術
」
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
開

け
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
プ
ロ
ー
チ

は
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
的
と
い
う
の
は
、
技
術
に
関
す
る
哲
学
的
議

論
の
流
れ
を
紹
介
し
、
本
質
主
義
に
か
ぎ
ら
な
い
議
論
配
置
を
確
認
し

た
う
え
で
、
技
術
に
対
す
る
態
度
変
更
の
可
能
性
を
検
討
す
る
と
い
う

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

原
発
事
故
を
一
つ
の
き
っ
か
け
に
、
科
学
論
、
科
学
技
術
社
会
論
で

こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
、
民
主
的
な
市
民
参
加
に
光
が
当
て
ら
れ
、

そ
の
た
め
の
形
式
的
、
実
際
的
要
件
や
合
意
構
造
に
つ
い
て
議
論
が
な

さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ

う
し
、
専
門
家
の
役
割
を
再
評
価
す
る
「
第
三
の
波
」
の
議
論
が
提
起

さ
れ
て
き
た
こ
と
も
十
分
に
理
由
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
対
話

の
形
式
的
要
件
の
重
視
は
、
い
か
な
る
議
論
で
あ
っ
て
も
排
除
さ
れ
な

い
議
論
の
内
容
の
任
意
性
、
自
由
裁
量
性
と
相
関
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
た
し
て
十
分
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
よ
う
。

些
細
な
例
で
あ
る
が
、
機
械
や
器
具
の
設
計
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

「
技
術
中
心
的
デ
ザ
イ
ン
＝
設
計
（Technology-C

entered-D
esign: 

T
C

D

）
」
か
ら
「
人
間
中
心
的
デ
ザ
イ
ン
（H

um
an-C

entered-D
esign: 

H
C

D

）
」
へ
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
技
術
者
た
ち
が
技
術
内
的
な

論
理
に
し
た
が
っ
て
人
工
物
を
設
計
す
る
あ
り
か
た
か
ら
、
使
用
者
で

あ
る
人
間
の
特
性
に
あ
わ
せ
た
設
計
を
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
障
害
者

を
考
慮
し
た
設
計
や
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
を
起
こ
し
づ
ら
い
プ
ラ
ン

ト
や
操
縦
装
置
ま
で
多
様
な
場
面
で
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
た
め
に
、
設
計
に
対
す
る
ユ
ー
ザ
ー
の
参
加
が
唱
え
ら
れ
た
り

し
て
い
る
。
ユ
ー
ザ
ー
の
参
加
は
重
要
な
事
項
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に

よ
り
設
計
者
が
気
が
つ
か
な
い
こ
と
が
人
工
物
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の

み
な
ら
ず
、
人
工
物
が
開
か
れ
た
構
造
を
し
て
く
る
。
だ
が
、
こ
こ
で

い
ま
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
「
人
間
中
心
」
と
い
う
価
値
で
あ
り
、
参

加
と
い
う
形
式
的
な
構
造
だ
け
で
な
く
、
技
術
に
対
す
る
実
質
的
な
態

度
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
技
術
を
論
じ
る
際
に
、

自
然
や
技
術
に
対
す
る
い
か
な
る
態
度
変
換
が
な
さ
れ
う
る
の
か
と
い

う
、
よ
り
実
質
的
な
議
論
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
「
第
三
の
波
」
論
と
は
別
路
線
を
と
っ
て
、

技
術
に
関
す
る
哲
学
的
議
論
の
な
か
か
ら
、
「
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
」

に
関
す
る
議
論
を
剔
抉
で
き
れ
ば
幸
い
と
考
え
て
い
る
。

二　

技
術
の
哲
学
の
展
開

１　

科
学
・
技
術
・
科
学
技
術

　

こ
れ
ま
で
本
稿
で
も
「
科
学
技
術
」
と
い
う
用
語
を
何
気
な
く
使
っ
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て
き
た
。
こ
の
言
葉
に
対
応
す
る
英
語
と
し
て
はtechno-science

やscientific technology

が
あ
る
に
は
あ
る
の
だ
が
、
目
に
す
る
こ

と
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
「
科
学
技
術
」
は
科
学
と
技
術
が
一
体
で
あ

る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
科
学
史

家
の
金
子
務
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
は
一
九
四
〇
年
に
作
ら
れ
た

和
製
術
語
で
あ
る
よ
し
で
あ
る
。
明
治
期
に
導
入
さ
れ
た
「
科
学
」
が

当
初
は
か
な
り
「
工
学
」
的
な
色
彩
が
強
か
っ
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て

き
た
が
、
戦
争
に
向
け
た
技
術
立
国
と
総
動
員
体
制
の
確
立
と
い
う
時

局
の
な
か
で
、
技
術
官
僚
た
ち
に
よ
り
つ
く
ら
れ
、
占
領
期
を
経
て
、

科
学
技
術
庁
の
誕
生
（
一
九
五
六
）
に
よ
っ
て
新
概
念
と
し
て
定
着
し

た
も
の
だ
と
い
う

）
10
（

。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
国
家
主
導
下
で
の
科
学
、
技
術

の
推
進
と
い
う
体
制
の
出
現
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
概
念
に
導
か
れ
て
、
え
て
し
て
技
術
を
た
だ
ち

に
応
用
科
学
と
見
な
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
科
学
化
さ
れ

た
技
術
で
あ
っ
て
も
、
安
易
に
こ
の
図
式
を
当
て
は
め
て
よ
い
わ
け
で

は
な
い
。
一
見
し
た
だ
け
で
も
、
工
学
教
育
の
基
礎
課
程
に
自
然
科
学

が
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
技
術
の
内
な
る
科
学
」
が
あ
る
の
と
同
様
に
、

科
学
的
デ
ー
タ
の
再
現
性
、
数
学
性
な
ど
は
経
験
を
制
御
し
て
デ
ー
タ

化
す
る
測
定
装
置
や
実
験
機
器
を
製
作
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
技
術
に

よ
っ
て
い
る
。
科
学
の
基
礎
に
も
技
術
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
一
方
的
な

依
存
関
係
と
は
言
い
が
た
い
（
「
科
学
の
内
な
る
技
術

）
11
（

」
）
。

　

ち
ょ
っ
と
歴
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
い
て
は
、
科
学
と
技
術
の
領
域
は
截
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
「
科

学science

」
は
も
と
も
と
広
く
知
識
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の

scientia

に
由
来
し
、
十
七
世
紀
ご
ろ
か
ら
現
在
の
意
味
を
も
ち
は
じ

め
た
と
い
わ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
主
著
で
あ
る
『
自
然
哲
学
の
数
学

原
理
』
（
一
六
七
八
）
の
標
題
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
科
学
」
は
と

き
と
し
て
「
哲
学philosophia

」
と
い
う
言
葉
と
も
入
れ
替
え
て
用

い
ら
れ
る
よ
う
な
理
論
的
な
活
動
を
指
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
「
技
術
」
は
も
と
を
た
だ
せ
ば
「
つ
く
る
」
に
由

来
す
るtechne

や
「
わ
ざ
」
「
技
芸
」
を
意
味
す
るart

に
由
来
す
る

も
の
で
あ
り
、
経
験
に
も
と
づ
い
て
も
の
ご
と
を
巧
み
に
こ
な
す
技
芸

を
意
味
し
て
い
た
（
例
え
ば
日
本
の
伝
統
技
術
（
酒
造
り
で
も
刀
鍛
冶
で
も

よ
い
）
を
考
え
て
み
る
と
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
）
。
「
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
」
と
い
う
語
は
十
八
世
紀
後
半
〈
自
然
加
工
に
つ
い
て
の
学
〉

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
た
が
（J. B

eckm
ann

）
、
今
日
の
よ
う
な
意
味

合
い
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
科
学
に
支
え
ら
れ
た
技
術
が

出
現
し
た
十
九
世
紀
半
ば
以
降
に
な
っ
て
で
あ
る
。
伝
統
的
に
科
学
が

知
の
体
系
の
一
角
を
占
め
、
多
か
れ
少
な
か
れ
系
統
だ
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
技
術
は
そ
う
し
た
知
の
体
系
の
外
に
あ
っ
て
、
体

系
性
に
欠
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
今
日
の
科

学
を
含
む
哲
学
は
市
民
階
級
の
も
の
で
あ
り
、
製
作
を
伴
う
技
術
的
な

活
動
は
奴
隷
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
が
深
い
。
少
な
く
と

も
中
世
を
経
て
十
九
世
紀
ま
で
こ
う
し
た
区
分
が
学
問
の
配
置
状
況
を
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支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

技
術
を
も
っ
て
応
用
科
学
と
す
る
議
論
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
さ
か

ん
に
な
る
。
日
本
で
は
、
技
術
を
生
産
的
実
践
に
お
け
る
客
観
法
則
の

意
識
的
適
用
で
あ
る
と
す
る
武
谷
三
男
（
一
九
五
一
）
に
代
表
さ
れ
る

仕
方
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

）
12
（

。
ま
た
、
狭
義
の
哲
学
の
領
域
で
も
、

マ
リ
オ
・
ブ
ン
ゲ
が
「
実
質
的
な
技
術
理
論
は
、
本
質
的
に
、
科
学
理

論
を
現
実
に
近
い
状
況
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
（
一
九
六
七

）
13
（

）
と

す
る
。
ど
ち
ら
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
、
動
員
さ
れ
、
「
体
制
化
」

さ
れ
た
「
科
学
技
術
」
の
時
代
に
あ
っ
て
、
従
来
の
「
技
倆
」
が
「
テ

ク
ノ
ロ
ー
ジ
ー
」
化
さ
れ
る
過
程
を
目
の
前
に
し
て
い
た
と
い
う
事
情

は
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
で
は
す
ぐ
前
に
あ
げ
た
よ
う
な
理
由
や
価
値

や
実
践
と
の
関
係
も
あ
っ
て
、
適
用
説
を
支
持
す
る
意
見
は
少
な
い
。

例
え
ば
、
技
術
史
家
の
ヴ
ィ
ン
セ
ン
テ
ィ
は
、
工
学
の
多
様
性
を
保
つ

た
め
の
基
準
は
、
科
学
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
何
ら
か
の
実
際
的
問
題

の
解
決
に
は
た
ら
く
も
の
の
設
計
に
ど
れ
ほ
ど
役
立
つ
か
と
い
う
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
工
学
が
独
自
の
領
域
を
形
成
す
る
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
（
一
九
八
八

）
14
（

）
。
ま
た
、
工
学
と
以
外
の
、
実
際
に
技

術
的
機
器
を
使
っ
て
設
計
す
る
場
面
に
つ
い
て
、
や
は
り
技
術
史
家
の

フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
は
「
計
算
に
は
つ
ね
に
人
間
の
判
断
が
組
み
込
ま
れ
て

い
る
。
」
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
に
よ
る
確
実
性
と
い
う
の
は
幻
想
で
あ

り
、
設
計
が
う
ま
く
い
く
の
に
必
要
と
さ
れ
る
人
間
の
判
断
の
量
や
質

を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い

）
15
（

。
」
と
述
べ
て
、
心
眼
、
直
観
と
い
っ
た

合
理
性
に
回
収
し
き
れ
な
い
要
素
が
技
術
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
主

張
す
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
科
学
的
合
理
性
、
道
具
的
合
理
性
と
い

う
名
で
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
が
、
技
術
の
領
域
の
特
徴
付
け
と
し
て
適

当
で
あ
る
か
、
疑
問
が
生
じ
て
こ
よ
う
。

２　

科
学
哲
学
と
技
術
哲
学

　

科
学
と
技
術
の
領
域
の
相
違
に
対
応
し
て
、
科
学
哲
学
と
技
術
哲
学

と
も
大
き
く
展
開
を
異
に
す
る
。

　

今
日
に
近
い
意
味
で
の
科
学
哲
学
は
、
「
科
学
の
世
紀
」
と
言
わ
れ

た
十
九
世
紀
の
科
学
の
発
展
を
背
景
に
、
十
九
世
紀
前
半
の
ハ
ー
シ
ェ

ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
ら
を
先
駆
と
し
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初

頭
の
マ
ッ
ハ
、
ポ
ア
ン
カ
レ
、
デ
ュ
エ
ム
ら
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
マ
ッ

ハ
の
影
響
の
も
と
に
、
後
に
ウ
ィ
ー
ン
学
団
の
論
理
実
証
主
義
の
科
学

哲
学
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
と

は
別
に
、
ド
イ
ツ
の
新
カ
ン
ト
学
派
も
物
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
精
密

科
学
に
つ
い
て
の
哲
学
を
展
開
さ
せ
る
。
い
ず
れ
も
、
考
察
の
中
心
と

な
る
の
は
科
学
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
方
法
に
つ
い
て
の
論
理
的
分
析

で
あ
り
、
科
学
的
説
明
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
解
明
で
あ
っ

た
。

　

で
は
、
技
術
哲
学
の
方
は
ど
う
か
。
ま
と
ま
っ
た
技
術
哲
学
の
本
が

著
さ
れ
た
の
は
や
は
り
十
九
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
技
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術
畑
出
身
の
哲
学
者
ら
に
よ
っ
て
技
術
の
本
質
に
つ
い
て
哲
学
的
考
察

や
歴
史
的
考
察
が
な
さ
れ
る
。
現
代
の
技
術
の
哲
学
者
で
あ
る
ミ
ッ

チ
ャ
ム
は
こ
う
し
た
動
向
を
「
エ
ン
ジ
ニ
ア
的
技
術
哲
学
」
と
呼
ぶ

）
16
（

。

例
え
ば
、
最
初
に
技
術
哲
学
に
関
す
る
著
作
を
著
し
た
カ
ッ
プ
は
、
道

具
は
人
間
の
身
体
の
機
能
や
形
状
を
無
意
識
的
に
「
投
影
」
し
た
人
工

物
で
あ
る
と
考
え
る
見
方
を
提
示
す
る
。
例
え
ば
、
ハ
ン
マ
ー
は
手
の

打
つ
と
い
う
機
能
の
延
長
で
あ
り
、
お
椀
は
手
の
ひ
ら
を
丸
め
て
掬
う

と
い
う
機
能
の
延
長
で
あ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
道
具

や
機
械
を
有
機
的
身
体
の
表
現
と
み
な
す
こ
と
で
、
機
械
と
有
機
体
と

の
連
続
性
を
際
だ
た
せ
る
見
方
が
生
ま
れ
る

）
17
（

。
技
術
と
は
人
間
の
意
欲

に
対
し
て
物
体
的
形
態
を
与
え
る
す
べ
て
の
も
の
だ
と
す
る
ア
イ
ト
も

そ
う
で
あ
る
が

）
18
（

、
総
じ
て
、
人
間
精
神
に
お
け
る
「
創
造
」
や
「
発
明
」

の
は
た
ら
き
を
重
視
し
、
テ
ク
ネ
ー
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
決
定
的
な
切

断
面
を
見
い
だ
さ
な
い
傾
向
を
共
有
す
る
（
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
や
、
日
本
の

戸
坂
潤
、
三
木
清
、
三
枝
博
音
ら
も
こ
こ
に
加
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

彼
ら
は
人
文
系
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
内
で
仕
事
を
し
て
い
る
）
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
ミ
ッ
チ
ャ
ム
が
「
人

文
学
的
技
術
哲
学
」
と
呼
ぶ
流
れ
が
は
じ
ま
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
ら
の
哲
学
者
、
エ
リ
ュ
ー
ル
『
技
術
社
会
』
（
一
九
五
四
）
、
マ

ン
フ
ォ
ー
ド
『
機
械
の
神
話
』（
一
九
六
七
）
と
い
っ
た
論
者
た
ち
に
よ
っ

て
、
技
術
と
社
会
と
の
関
連
に
対
し
て
文
明
批
評
的
な
批
判
が
繰
り
広

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
『
理
性
の
腐
蝕
』
（
一

九
四
七
）
も
こ
こ
に
加
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
機
械
化
の
も
た
ら
す
の
が
、
機
械
的
な

相
互
結
合
や
計
算
可
能
性
、
確
実
性
の
絶
対
的
優
位
で
あ
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
…
…
人
間
そ
の
も
の
が
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
加
工
さ
れ

る
べ
き
原
料
の
一
つ
と
な
る
。
か
つ
て
は
全
体
の
内
実
で
あ
り
、
意
義

で
あ
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
が
手
段
と
な
り
、
人
間
性
の
隠
蔽
が

許
容
さ
れ
る
ば
か
り
か
促
進
さ
れ
る
。
」
（
一
九
五
〇

）
19
（

）
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
や

エ
リ
ュ
ー
ル
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
技
術
社
会
の
進
展
を
機
械
化
、
し

か
も
自
動
機
械
を
モ
デ
ル
に
理
解
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た

同
時
代
的
動
向
を
念
頭
に
、
彼
ら
は
そ
こ
か
ら
選
択
の
自
動
化
、
自
己

拡
大
、
単
一
化
、
技
術
相
互
の
必
然
的
結
合
と
い
っ
た
「
技
術
の
自
律

性
」
が
導
き
だ
さ
れ
、
技
術
の
自
立
化
や
「
目
的
の
手
段
へ
の
転
化
」

が
必
然
的
な
傾
向
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
技
術
は
、
人

間
性
な
り
、
理
性
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
よ
り
か
な
り
多
様
で
あ

る
原
理
に
対
立
す
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
「
善
き
生
」
の
原
理
は

技
術
の
外
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
技
術
哲
学
は
散
発
的
で
今
日
に
至

る
ま
で
一
分
野
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
哲
学
の
中
で

も
周
辺
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
が
、
一
九
六
〇

年
代
末
の
「
科
学
批
判
」
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
二
項
対
立
的
な
語
り

方
が
哲
学
や
人
文
学
の
多
く
の
領
域
に
お
い
て
い
わ
ば
定
番
と
な
り
、

今
日
ま
で
続
い
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

一
九
七
〇
年
代
の
日
本
に
お
い
て
、
公
害
問
題
、
原
発
問
題
な
ど
、
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技
術
と
社
会
に
関
す
る
喫
緊
の
問
題
に
対
し
て
、
人
文
学
か
ら
は
文
明

批
評
的
な
レ
ベ
ル
で
の
科
学
技
術
批
判
が
か
な
り
激
し
く
な
さ
れ
た
。

そ
の
主
流
は
科
学
批
判
、
（
実
証
主
義
批
判
と
い
う
意
味
で
の
）
科
学
主

義
批
判
、
近
代
合
理
主
義
批
判
に
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
「
人
文
学
的

技
術
哲
学
」
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
（
と
く
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
学
派
は
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
、
技
術
に
つ
い
て
、
科
学
と

は
別
個
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
多
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
合
理
主
義
批
判
が
技
術
論
の
な
か
で
も
一
定
の
意

義
を
有
し
え
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
う
る
。
ま
た
、
文
明
批
評
的
な
技
術

批
判
に
飽
き
足
ら
ず
、
よ
り
技
術
の
実
質
に
触
れ
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
「
エ
ン
ジ
ニ
ア
的
技
術
哲
学
」
（
唯
物
論
研
究
会
の
技
術
論
論
争
な
ど
）

が
援
用
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
や
、
人
文
学
以
外
で
は
、
『
技
術
と
人
間
』

を
は
じ
め
、
現
場
科
学
者
を
巻
き
込
ん
だ
議
論
が
展
開
さ
れ
、オ
ル
タ
ー

ナ
テ
ィ
ブ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
運
動
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
、
特

筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
現
在
の
時
点
か
ら
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
二
項
対
立
的
な
語
り
方
を
こ
え
て
（
あ
る
い
は
二
項
対
立
的
な
語

り
方
を
踏
ま
え
て
で
も
よ
い
の
だ
が
）
、
技
術
の
な
か
に
ま
で
分
け
入
り
、

技
術
の
現
場
に
届
く
よ
う
な
議
論
が
生
み
出
さ
れ
た
と
は
〝
概
し
て

）
20
（

〞

言
い
が
た
い
。
少
な
く
と
も
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
情
報
技
術
な

ど
特
定
の
技
術
に
関
す
る
議
論
は
別
と
し
て
、
語
り
方
が
更
新
さ
れ
て

き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
今
回
、
原
発
事
故
に
直
面
し
て
、
あ
ら
た
め

て
科
学
技
術
論
の
歴
史
を
た
ど
り
、
あ
ら
た
め
て
海
外
の
議
論
展
開
を

参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
内
心
忸
怩
た
る
思
い

の
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
。

三　

技
術
の
哲
学
と
現
在

　

技
術
哲
学
の
更
新
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
北
米
に
始
ま
る
。
近
年
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。
S 

T 

S
（
科
学
技
術
社
会
論
）

と
重
な
り
合
う
場
面
も
少
な
く
な
い
が
、
政
治
を
論
じ
る
場
合
で
も
、

政
策
論
志
向
が
強
く
な
い
点
で
違
い
が
あ
る
。
欧
米
に
お
い
て
も
七
〇

年
代
ま
で
の
技
術
哲
学
の
状
況
は
日
本
と
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
っ
た

が
、
北
米
学
派
で
は
お
よ
そ
の
共
通
了
解
と
し
て
、
二
項
対
立
的
な
技

術
の
本
質
主
義
や
技
術
の
中
立
性
論
、
技
術
決
定
論
の
乗
り
越
え
を
目

指
す
流
れ
が
成
立
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
展
開
が
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
今
日
で
は
こ
の
動
向
の
古
典
と
な
っ
た

感
の
あ
る
L
・
ウ
ィ
ナ
ー
の
議
論
を
手
が
か
り
に
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ

た
語
り
口
で
の
批
判
の
あ
り
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

冒
頭
で
科
学
者
の
中
立
性
に
触
れ
て
お
い
た
が
、
ウ
ィ
ナ
ー
が
立
て

る
問
い
は
「
人
工
物
に
政
治
は
あ
る
か
」
で
あ
る

）
21
（

。
一
見
す
る
と
、
目

の
前
に
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
さ
っ
き
上
っ
て
き
た
階
段
に
善
悪
が
関

係
し
、
政
治
が
関
わ
っ
て
い
る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
ば

か
げ
た
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
原
発
の
設

置
や
高
速
道
路
の
建
設
、
あ
る
い
は
軍
事
技
術
が
政
治
的
な
こ
と
が
ら
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で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
が
指
摘
し
た
い
の
は
、

そ
う
し
た
政
治
性
が
、
原
発
を
設
置
す
る
か
ど
う
か
、
ど
こ
に
設
置
す

る
か
と
い
っ
た
次
元
に
関
わ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
人
工
物
そ
の
も
の

や
そ
の
設
計
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

技
術
的
な
人
工
物
も
、
法
律
や
制
度
の
よ
う
な
人
工
物
と
同
様
に
、
一

般
に
そ
れ
自
体
が
政
治
的
な
重
要
さ
を
持
っ
て
い
る
、
な
い
し
政
治
的

な
性
格
を
内
蔵
さ
せ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
技

術
と
呼
ぶ
も
の
は
世
界
に
秩
序
を
つ
く
る
方
法
で
あ
る
。
…
…
技
術
的

な
装
置
や
シ
ス
テ
ム
は
、
人
間
の
活
動
に
極
め
て
多
様
な
形
で
秩
序
を

与
え
る
可
能
性
を
も
っ
て
お
り
、
い
っ
た
ん
導
入
さ
れ
る
と
、
後
に
く

る
選
択
を
強
く
拘
束
し
て
し
ま
う
傾
向
を
も
つ
。
こ
の
意
味
で
、
技
術

は
何
世
代
も
続
く
公
的
秩
序
の
枠
組
み
を
確
立
す
る
立
法
行
為
や
政
治

的
な
土
台
作
り
と
類
似
し
て
い
る

）
22
（

」
。

　

印
象
的
な
例
と
し
て
ウ
ィ
ナ
ー
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
公
園
に
通
じ
る
、
「
モ
ー
ゼ
ス
の
橋
」
と
呼

ば
れ
る
陸
橋
で
あ
る
。
異
常
な
ほ
ど
低
く
設
置
さ
れ
た
そ
の
橋
は
あ
る

特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
代
か
ら
市
の
設
計
に
携

わ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
モ
ー
セ
ズ
が
、
公
園
に
バ
ス
が
入
れ
な
い
よ
う
に

建
設
し
た
た
め
で
あ
る
。
モ
ー
ゼ
ス
は
極
端
な
人
種
差
別
主
義
者
で
あ

り
、
自
動
車
を
も
つ
裕
福
な
白
人
層
は
公
園
に
入
れ
て
も
、
バ
ス
を
使
っ

て
移
動
す
る
黒
人
や
貧
困
層
が
入
れ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
わ

か
り
や
す
い
例
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
設
計
者

が
意
図
的
な
し
か
た
で
人
々
の
行
動
を
操
作
す
る
、
と
い
う
意
味
を
こ

こ
で
は
も
っ
て
い
な
い
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
設
計
が
で
て
き
た
背
景
と
し

て
、
そ
れ
ま
で
日
常
的
で
自
明
な
も
の
で
あ
っ
た
建
物
や
機
械
の
設
計

に
、
障
害
者
の
社
会
参
加
を
排
除
す
る
構
造
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
意
図
的
で
は
な
い
事
例
に
当
た
る
。
一

般
に
人
工
物
を
設
計
す
る
際
に
は
、
技
術
的
な
条
件
に
よ
っ
て
解
が
一

義
的
に
定
ま
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
社
会
的
に
最
適
な
も
の
が
追
求

さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
、
意
図
的
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
権

力
、
権
威
、
自
由
、
社
会
的
公
正
と
い
っ
た
こ
と
が
人
工
物
の
構
造
に

深
く
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ナ
ー
の
こ
の
や
や
荒
削
り
の
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
、
他
の
哲
学
者

の
言
葉
を
援
用
し
つ
つ
、
二
つ
の
方
向
で
の
補
足
を
施
し
て
お
こ
う
。

一
つ
は
、
人
工
物
と
、
人
工
物
に
よ
っ
て
秩
序
を
与
え
ら
れ
る
人
間
、

と
り
わ
け
身
体
と
の
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
マ
ク
ロ
な

レ
ベ
ル
に
つ
い
て
の
も
の
と
言
え
る
。
い
ま
一
つ
は
、
人
工
物
と
社
会

の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
に
関
す

る
も
の
と
言
え
る
。

　

ま
ず
は
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
の
補
足
で
あ
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
が
さ
し
あ

た
り
取
り
上
げ
る
例
は
、
設
計
と
編
成
の
仕
方
に
お
い
て
柔
軟
な
技
術

で
あ
る
。
段
差
を
も
っ
た
建
物
は
、
あ
っ
て
当
た
り
前
、
建
物
の
構
造

上
必
要
と
い
っ
た
解
釈
か
ら
、
「
排
除
」
と
い
う
解
釈
に
変
わ
る
こ
と

で
設
計
を
変
更
し
、
異
な
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
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あ
っ
た
。
こ
こ
で
補
足
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
こ
と
の
根
底
に
あ

る
、
近
代
的
な
機
械
装
置
が
人
間
の
身
体
を
支
配
す
る
も
の
と
と
ら
え

ら
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
本
質
主
義
の
主
張
で
は
、
し
ば
し
ば
、
近
代

技
術
は
一
般
に
自
律
的
で
、
人
間
に
対
し
て
も
っ
ぱ
ら
支
配
と
い
う
関

係
に
た
つ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
人
工
物
と
身
体
、
人
間
の
関
係
を
考

え
て
み
る
と
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
単
純
な
絵
筆
の
使
用
に

し
て
も
旋
盤
の
使
用
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
あ
っ
た
身
体
の
動
き

が
必
要
で
あ
り
、
身
体
が
道
具
に
組
み
込
ま
れ
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
形
成

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
C 

A 

D
の
よ
う
な

場
合
で
も
、
似
た
こ
と
が
い
い
う
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
あ
ら
ゆ
る
技
術

は
「
人
間
の
技
術
化
」
を
要
求
す
る
。
だ
が
、
裏
返
し
て
言
う
な
ら
ば
、

技
術
は
人
間
の
活
動
に
秩
序
を
与
え
、
身
体
化
さ
れ
た
技
法
と
し
て
人

間
に
奉
仕
す
る
。
技
術
は
人
間
の
活
動
空
間
を
拡
張
し
、
そ
の
能
力
を

エ
ン
ハ
ン
ス
（
増
強
）
す
る
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
場
面
か
ら
見
て
い

く
と
、
技
術
は
身
体
性
を
完
全
に
支
配
す
る
こ
と
は
な
く
、
つ
ね
に
な

ん
ら
か
の
恣
意
性
と
ロ
ー
カ
ル
な
知
が
介
在
す
る
と
言
い
う
る
。
こ
ち

ら
の
方
は
「
技
術
の
人
間
化
」
と
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
て

く
る
と
技
術
の
側
の
一
方
的
な
自
律
も
、
人
間
の
側
の
一
方
的
な
自
律

も
な
い
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
の
現
象
学
者
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
の

言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
技
術
は
「
純
粋
な
奉
仕
と
支
配
の
間
を
動
く
」

よ
う
な
「
協
同
作
用
」
で
あ
る

）
22
（

。
す
で
に
お
気
づ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ

れ
は
か
つ
て
語
ら
れ
た
機
械
と
有
機
体
と
の
連
続
性
の
問
題
の
現
代
版

と
い
い
う
る
。
ま
た
、
逸
脱
の
可
能
性
は
別
の
側
面
か
ら
も
主
張
さ
れ

う
る
。
あ
ら
ゆ
る
器
具
に
は
物
質
的
な
担
い
手
に
由
来
す
る
個
別
性
、

個
体
性
が
あ
り
、
ま
た
自
然
物
か
ら
の
抵
抗
に
対
し
て
独
特
の
揺
ら
ぎ

の
あ
る
反
応
を
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
器
具
を
操
る
際
に
は
、
風
向
や

風
力
が
船
を
一
定
の
方
向
に
向
け
た
り
そ
ら
し
た
り
す
る
の
と
同
じ
よ

う
な
偶
然
性
が
避
け
ら
れ
な
い
。
ラ
プ
ラ
ス
の
精
神
が
健
在
だ
と
す
る

の
で
な
い
か
ぎ
り
、
純
粋
に
操
縦
可
能
と
い
う
こ
と
は
生
じ
え
な
い
の

で
あ
っ
て
、
器
具
を
使
用
す
る
際
に
は
、
つ
ね
に
逸
脱
の
可
能
性
と
そ

れ
に
対
す
る
と
柔
軟
性
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
人
工
物
が
設
計
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
あ
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
体
現
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
「
ア
ン
チ
プ
ロ

グ
ラ
ム

）
24
（

」
の
可
能
性
が
た
え
ず
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た

逸
脱
の
可
能
性
は
技
術
の
新
た
な
意
味
の
生
成
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ

る
）
25
（

。
し
か
し
、
す
べ
て
の
技
術
が
柔
軟
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る

種
の
技
術
に
と
っ
て
は
そ
う
し
た
逸
脱
や
柔
軟
性
が
許
容
で
き
な
い
こ

と
も
あ
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
彼
が
そ
の
典
型
例
と
し

て
挙
げ
る
の
は
、
核
燃
料
と
し
て
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
使
用
す
る
際
に
は
、

核
ジ
ャ
ッ
ク
か
ら
防
御
す
る
た
め
に
、
経
歴
に
つ
い
て
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
チ
ェ
ッ
ク
、
徹
底
し
た
情
報
管
理
等
、
特
別
な
体
制
が
必
要
に
な

る
と
い
っ
た
事
態
で
あ
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
は
そ
う
し
た
技
術
を
「
本
質
的

に
政
治
的
な
技
術
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
こ
で
逸
脱
を
防
ぐ
べ
く
必
要
な
の

は
権
威
で
あ
り
、
あ
る
い
は
強
力
に
中
央
集
権
的
な
管
理
・
監
視
体
制
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で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
が
現
実
的
な
も
の

に
な
る
と
、
技
術
の
必
要
性
に
社
会
的
秩
序
が
適
合
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
付
け
は
本
質
主
義
の
も
の
と

よ
く
似
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
技
術
な
る
も
の
」
一
般
が
備
え
る
「
本

質
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
を
め
ぐ
る
社
会
編
成
の
問
題
と
考

え
ら
れ
て
い
る
点
に
は
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
次
に
第
二
の
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
の
補
足
に
移
る
こ
と
に
し

よ
う
。
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
を
追
う
な
か
で
、
逸

脱
の
可
能
性
を
許
容
し
な
い
社
会
編
成
と
い
う
か
た
ち
で
、
マ
ク
ロ
な

レ
ベ
ル
に
ま
で
目
を
向
け
て
き
た
。
し
か
し
、
柔
軟
で
あ
る
か
「
本
質
」

的
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
し
て
政
治
的
な
こ
と
が
人
工
物

の
構
造
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
は
人
工
物
が
社
会
的
要
因
を
取
り
集
め
る
仕
方
を

「
テ
ク
ニ
カ
ル
・
コ
ー
ド
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

　

古
典
的
な
例
で
言
え
ば
、
生
産
現
場
へ
の
組
立
ラ
イ
ン
の
導
入
は
、

脱
熟
練
化
や
一
定
テ
ン
ポ
で
の
労
働
と
い
う
か
た
ち
で
、
あ
る
種
の
労

働
規
律
を
技
術
的
に
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
組
立
ラ
イ

ン
は
生
産
性
と
利
益
を
増
大
さ
せ
る
た
め
、
特
定
の
社
会
的
文
脈
に
お

け
る
技
術
進
歩
と
し
て
現
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
は
次

の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
の
よ
う
な
体
制
に
は
、
技
術
者
に
よ
っ
て
純
粋

に
技
術
的
な
言
語
や
実
践
の
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
多
く
の
社
会
的
要

因
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
重
要
な
社
会
的
な
価
値
の
直
接
的
な
反
映

と
解
釈
す
る
の
が
も
っ
と
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
技
術
の
体
制
の

側
面
の
こ
と
を
、
技
術
の
「
テ
ク
ニ
カ
ル
・
コ
ー
ド
」
と
よ
ぶ
。
テ
ク

ニ
カ
ル
・
コ
ー
ド
は
、
対
象
が
獲
得
し
た
社
会
的
な
意
味
に
し
た
が
っ

て
、厳
密
に
技
術
的
な
言
葉
で
そ
の
対
象
を
定
義
す
る
。こ
う
し
た
コ
ー

ド
は
、
文
化
そ
れ
自
身
と
同
じ
よ
う
に
自
明
な
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る

の
で
、
ふ
つ
う
は
目
に
見
え
る
こ
と
は
な
い

）
26
（

」
。
技
術
の
体
制
に
は
、

ふ
つ
う
、
こ
う
し
た
社
会
的
な
決
定
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に
反
映
さ
れ

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

「
テ
ク
ニ
カ
ル
・
コ
ー
ド
」
は
、
ま
ず
、
個
別
の
技
術
に
対
し
て
政

治
の
あ
り
か
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
原
発
に
つ
い
て
は
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
安
定
供
給
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
保
と
い
っ
た
直
接
の
政
治
目
的
の

他
、
そ
れ
に
伴
う
形
で
生
じ
る
被
爆
労
働
者
の
不
可
避
性
や
過
疎
地
域

へ
の
リ
ス
ク
配
分
と
い
っ
た
差
別
構
造
、
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
う

し
た
直
接
の
政
治
目
的
に
随
伴
す
る
政
治
性
の
他
に
、
規
制
に
関
わ
る

も
の
が
あ
る
。
国
会
事
故
調
査
委
員
会
が
出
し
た
調
査
報
告
書
で
は
、

地
震
や
津
波
に
頻
繁
に
見
舞
わ
れ
る
国
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
に
お
け

る
重
大
事
故
対
策
が
「
国
際
水
準
を
無
視
し
た
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
強
調
さ
れ
た
が

）
27
（

、
規
制
も
ま
た
人
工
物
に
組
み
込
ま
れ
る
、
人
工
物

が
何
で
あ
る
か
を
定
義
す
る
。
こ
れ
は
、
今
日
、
排
気
ガ
ス
規
制
を
ク

リ
ア
し
な
い
自
動
車
が
、
ど
れ
ほ
ど
馬
力
に
す
ぐ
れ
て
い
て
も
自
動
車

と
は
見
な
さ
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
い
っ
た
ん
組
み

込
ま
れ
て
し
ま
う
と
自
明
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
純
粋
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に
「
技
術
的
」
な
決
定
に
よ
る
も
の
も
あ
る
。
原
発
事
故
後
、
原
子
力

安
全
委
員
長
が
か
つ
て
法
廷
の
場
で
述
べ
た
「
割
り
切
る
」
と
い
う
言

葉
が
話
題
と
な
っ
た

）
28
（

。
一
般
に
人
工
物
の
設
計
の
際
に
は
、
発
生
し
う

る
事
態
を
予
想
し
、
発
生
の
可
能
性
や
深
刻
度
を
も
と
に
、
設
計
の
段

階
で
い
か
な
る
手
段
を
講
じ
る
か
を
決
め
る
。
す
べ
て
の
要
件
を
完
全

に
満
た
す
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
、
余
裕
率
や
冗
長
性
を
み
て
、
ど
こ

か
で
「
割
り
切
る
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
工
学
的
判
断
」
や
「
総

合
的
判
断
」
と
呼
ば
れ
る
、
不
確
実
性
の
中
で
の
一
種
の
価
値
判
断
な

い
し
政
治
的
判
断
が
介
在
す
る
が
、
そ
の
際
に
何
が
「
割
り
切
」
ら
れ

て
捨
象
さ
れ
る
か
に
は
、
政
治
的
な
い
し
社
会
的
な
決
定
が
入
り
込
む

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
使
用
の
文
脈
で
帰
せ
ら
れ
る
コ
ー
ド
も
含

め
る
な
ら
ば
、
人
工
物
は
多
重
の
仕
方
に
お
い
て
政
治
性
を
宿
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
テ
ク
ニ
カ
ル
・
コ
ー
ド
は
、
特
定
の
ロ
ー
カ
ル
な
経
験
と

だ
け
で
は
な
く
、
近
代
資
本
主
義
と
い
っ
た
社
会
の
基
礎
構
造
に
一
貫

し
て
見
ら
れ
る
特
徴
と
技
術
と
を
結
び
つ
け
る
。
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
は
、

「
「
技
術
的
合
理
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
技
術
の
文
化
に
よ
っ
て
内
在
化

さ
れ
た
最
も
根
本
的
な
社
会
的
命
法
を
表
す
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
も
「
テ
ク
ニ
カ
ル
・
コ
ー
ド
」
な
の
で
あ

る
）
29
（

。
こ
の
根
本
的
な
命
法
な
い
し
コ
ー
ド
は
、
「
本
質
主
義
」
に
お
い

て
は
個
別
の
技
術
で
は
な
く
近
代
技
術
そ
の
も
の
の
「
本
質
」
と
さ
れ
、

ま
た
、
実
際
に
「
技
術
中
心
的
設
計
」
に
お
い
て
主
導
的
な
理
念
と
見

な
さ
れ
、
技
術
シ
ス
テ
ム
に
体
現
さ
れ
て
こ
の
技
術
の
文
化
の
基
礎
的

な
価
値
に
再
び
力
を
吹
き
込
む
役
割
を
し
た
り
し
た
と
も
い
え
る
わ
け

だ
が
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
の
指
摘
を
受
け
て
顧
み
る
な
ら
ば
、
他
の
テ

ク
ニ
カ
ル
・
コ
ー
ド
と
同
様
に
、
や
は
り
「
政
治
的
」
と
呼
ば
れ
う
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
技
術
の
政
治
性
論
は
、
近
代
技
術
そ
の

も
の
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
視
点
を
有
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
人
工
物
は
、
そ
れ
が
意
識
的
な
い
し
意
図
的
に
な
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
人
々
が
世
界
を
経
験
し
、
そ
の
存
在

を
組
織
化
す
る
仕
方
を
形
作
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
政
治
性
を
帯
び
て

い
る
の
だ
と
い
う
主
張
を
軸
に

）
30
（

、
政
治
性
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
現

在
の
技
術
哲
学
の
構
え
を
確
認
し
て
き
た
。
荒
っ
ぽ
い
ま
と
め
方
を
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
方
向
性
は
、
「
技
術
」
な
る
も
の
を
「
本
質
」
と
し

て
物
神
化
す
る
こ
と
で
、
技
術
批
判
そ
の
も
の
が
物
象
化
さ
れ
た
地
平

で
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
極
力
回
避
し
、
む
し
ろ
技
術
を
生
活
世

界
的
な
営
み
と
し
て
分
析
し
、
批
判
を
行
う
こ
と
を
指
向
す
る
も
の
だ

と
言
っ
て
よ
い
。
近
代
に
対
す
る
問
題
意
識
は
、
少
な
く
と
も
北
米
学

派
に
お
い
て
は
健
在
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
質
主
義
の
よ
う
に
、
高
額

紙
幣
で
一
挙
に
支
払
お
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
小
銭
で
こ
ま
め
に
支

払
お
う
と
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
見
て
と
り
う
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
見
て
、
政
治
性
と
い
う
こ
と
が
事
実
的
な
関
係
の

分
析
に
縮
減
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
に
対
す
る
ウ
ィ
ナ
ー
の
批
判
で
は
「
自
由
」
の
制
限
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が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
し
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
が
「
事
物
の
議
会
」
（
ラ

ト
ゥ
ー
ル
）
と
い
う
言
葉
を
援
用
し
つ
つ
主
張
す
る
の
は
「
民
主
的
な

合
理
化
」
で
あ
る
。
分
析
的
記
述
は
批
判
的
、
規
範
的
文
脈
の
う
ち
に

置
か
れ
て
い
る
。
「
理
に
適
っ
た
不
同
意
」
な
ど
抵
抗
権
に
対
す
る
い

く
つ
か
の
留
保
を
付
け
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
議
論
は
、
熟
議
民
主
主
義

と
も
整
合
的
で
あ
る
。
ま
た
、
「
第
三
の
波
」
と
対
決
さ
せ
る
こ
と
も

必
要
と
あ
れ
ば
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
点
は
確
認
す
る
に
と
ど

め
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
討
議
の
な
か
で
目
指
さ
れ
る
実
質

的
な
価
値
に
つ
い
て
、
技
術
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
方
向
を
出
そ
う
と
し

て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
最
終
節
の
課
題
と
な
る
。

四　

自
然
と
い
う
他
者

　

原
発
事
故
後
、
専
門
家
に
対
す
る
不
信
感
の
増
大
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー

へ
の
批
判
が
一
時
噴
出
し
、
科
学
技
術
に
関
す
る
意
思
決
定
に
市
民
参

加
と
熟
議
の
導
入
を
求
め
る
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
試
み
は
事
故
以
前
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
な
さ

れ
て
き
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
日
常
的
に
出
会
う

個
別
の
人
工
物
に
関
し
て
も
、
共
感
型
デ
ザ
イ
ン
の
よ
う
に
、
設
計
者

が
ユ
ー
ザ
ー
に
配
慮
す
る
だ
け
で
な
く
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
が
デ
ザ
イ

ン
の
過
程
に
能
動
的
に
参
加
し
、
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
製
品
が
彼
ら
の

ニ
ー
ズ
に
合
っ
て
い
る
か
、
使
い
易
さ
は
ど
う
か
を
確
認
す
る
助
け
を

彼
ら
自
身
が
す
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
手
法
が
唱
え
ら
れ
て
き
て
い
る

）
31
（

。

こ
こ
で
の
問
題
は
参
加
と
い
う
「
形
式
」
の
問
題
で
は
な
く
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
以
っ
て
「
よ
い
」
と
判
断
す
る
の
か
と
い
う
価
値
基
準
に

関
わ
る
、
よ
り
実
質
的
な
議
論
で
あ
る
。
日
常
的
な
人
工
物
な
ら
ば
、

使
用
者
の
認
知
的
、
身
体
的
な
あ
り
方
へ
の
適
合
に
よ
っ
て
「
人
間
中

心
的
」
と
呼
ぶ
も
の
を
基
準
に
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
自
由
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
正
義
に
か
な
っ
て
い
る

こ
と
や
、
民
主
的
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
判
断
基
準
と
す
る
と
い
う

主
張
も
あ
り
得
よ
う
。
だ
が
、
大
き
な
技
術
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
文
化
的
、
生
命
的
、
経
済
的
な
ど
の
価
値
を
ア
プ
リ

オ
リ
な
価
値
の
位
階
秩
序
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
在
、

こ
の
問
題
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
手
が
か
り

と
し
て
、
こ
こ
で
は
自
然
の
位
置
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
は
震
災
か
ら
議
論
を
始
め
た
が
、
津
波
や
地
震
、
そ
の
他

の
自
然
災
害
に
つ
い
て
さ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
関
わ
り
合
う
文
明
的
に
媒

介
さ
れ
た
自
然
が
災
害
を
も
た
ら
す
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
意
味
で
災
害
は
人
間
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
、
人
間
社
会
の
営
み

と
と
も
に
生
ま
れ
、
大
き
く
な
っ
て
き
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
生
き
る
た

め
、
地
域
的
、
技
術
的
（
建
造
物
な
ど
）
破
綻
は
、
地
域
を
越
え
た
社

会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
な
震
動
と
な
り
、
災
害
の
規
模
を
破
局
的
に

拡
大
す
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
を
見
る
な
ら
ば
、
ジ
ャ
ン
＝

リ
ュ
ッ
ク
・

ナ
ン
シ
ー
の
次
の
よ
う
な
言
い
方
は
説
得
的
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。
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す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
は
自
然
を
変
質
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
も
は

や
自
然
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
は

や
自
然
と
技
術
と
の
区
別
が
有
効
性
を
持
た
ず
、
同
時
に
、「
こ
の
世
界
」

と
な
ん
ら
か
の
「
他
の
世
界
」
と
の
関
係
も
ま
た
も
は
や
有
効
性
を
持

た
な
い
よ
う
な
、
そ
う
し
た
全
体
性
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

）
32
（

」
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
技

術
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
、
相
互
連
関
し
、
相
互
錯
合
し
た
シ
ス
テ
ム

で
あ
り
、
「
技
術
」
が
「
自
然
」
の
「
代
補
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
が

こ
の
背
景
に
あ
る
。
だ
が
、
技
術
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
、
意
味
を
あ
た

え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
「
自
然
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
が
問
題
で
あ
る
。
前
節
で
、
器
具
の
物
質
的
な
担
い
手

や
、
そ
の
器
具
が
は
た
ら
き
か
け
、
逆
に
抵
抗
を
返
し
て
く
る
自
然
が
、

一
定
の
他
者
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
い
た
。
こ
こ
に
も

シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
回
収
し
き
れ
ず
、
む
し
ろ
シ
ス
テ
ム
に
た
え
ず
逸

脱
を
も
ち
込
む
可
能
性
を
持
っ
た
自
然
が
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
自
然

に
対
す
る
態
度
は
い
っ
た
い
一
通
り
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
参
考
と
な
る
の
は
、
技
術
を
め
ぐ
る
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
議
論
で
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
自
由
が
技
術
の
進
歩
や
科
学
の
発
達
に
大
き
く
依

存
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
こ
で
「
科
学
や
技
術
は
、
自
由
に

な
る
と
い
う
こ
と
の
手
段
に
な
る
た
め
に
は
、
現
在
の
方
向
と
目
標
を

変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る

）
33
（

。
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
考
え
て
い

る
の
は
、
科
学
技
術
の
発
展
の
方
向
の
変
換
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し

ろ
、
技
術
的
合
理
性
と
い
う
あ
り
方
そ
の
も
の
の
変
革
で
あ
る
。
だ
が

そ
れ
は
い
か
に
し
て
か
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
そ
れ
を
感
性
的
な
意
識
に
求

め
る
。
「
科
学
や
技
術
は
新
し
い
感
受
性
、
つ
ま
り
生
の
本
能
の
要
求

と
一
致
す
る
よ
う
に
構
築
し
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、

さ
ら
に
「
こ
の
解
放
さ
れ
た
意
識
は
、
生
を
保
護
し
満
足
さ
せ
る
上
で

の
物
と
人
と
の
可
能
性
を
発
見
し
実
現
し
、
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た

め
の
形
式
と
内
容
を
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
る
こ
と
が
自
由
に
で
き
る
よ
う

な
科
学
と
技
術
の
発
展
を
促
進
す
る
だ
ろ
う
。
技
術
は
そ
の
と
き
芸
術

と
な
り
、
芸
術
は
そ
の
と
き
現
実
の
形
式
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
想
像
力
と
理
性
、
高
等
能
力
と
下
等
能
力
、
詩
的
思
考
と
科
学
的

思
考
と
の
対
立
は
意
味
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
新
し
い
現
実
原
則

の
出
現
で
あ
る

）
34
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
技
術
に
対
す
る
新
し
い
感
受
性
と

い
う
主
張
は
、
一
見
す
る
と
、
き
わ
め
て
ロ
マ
ン
主
義
的
な
ユ
ー
ト
ピ

ア
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
風
車
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

実
際
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
そ
う
し
た
点
か
ら
マ
ル
ク
ー
ゼ
を
批
判
す

る
。
「
技
術
の
発
展
が
、
目
的
合
理
的
で
結
果
を
統
制
さ
れ
た
行
為
に
、

つ
ま
り
、
労
働
の
構
造
に
見
あ
っ
た
論
理
に
し
た
が
う
こ
と
を
明
確
に

と
ら
え
れ
ば
、
人
間
の
自
然
組
織
が
か
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
そ
し
て
、

人
間
が
社
会
的
労
働
を
通
じ
、
労
働
を
代
行
す
る
手
段
の
た
す
け
を
か

り
て
生
活
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
技
術
を
、
し
か
も
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現
に
あ
る
技
術
を
す
て
て
、
質
的
に
ち
が
っ
た
技
術
を
求
め
う
る
と
は

と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
自
然
に
た
い
す
る
別
種
の

態
度
を
め
ざ
し
て
い
る
が
、
そ
の
態
度
か
ら
は
新
技
術
の
理
念
は
獲
得

さ
る
べ
く
も
な
い

）
35
（

」
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
態
度
は
本
質
主
義
的
で
あ
り
、

自
然
を
他
の
主
体
と
し
て
接
す
る
「
別
の
態
度
」
は
可
能
か
も
し
れ
な

い
が
、
技
術
そ
の
も
の
は
目
的
合
理
的
な
、
支
配
と
成
功
に
方
向
付
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
よ
う
が
な
い
の
だ
と
す
る
。
技
術

に
お
け
る
合
理
性
の
尺
度
は
不
変
な
ま
ま
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
は
誤
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
別
の
箇
所

で
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
こ
こ
で
、
科
学
に
見

ら
れ
る
合
理
的
階
層
秩
序
と
社
会
的
階
層
秩
序
と
の
結
び
つ
き
を
切
断

す
る
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
「
科
学
の
仮
説
は
、
そ
の
合
理
的
性
格
を

0

0

0

0

0

0

0

0

失
わ
な
い
ま
ま
で

0

0

0

0

0

0

0

、
本
質
的
に
異
な
っ
た
経
験
的
連
関
の
な
か
で
発
展

す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
科
学
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
自
然
の
概

念
を
獲
得
し
、
本
質
的
に
異
な
っ
た
事
実
を
確
立
す
る
で
あ
ろ
う

）
36
（

（
傍

点
は
引
用
者
）
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
例
え
ば
ゲ
ー

テ
の
よ
う
に
、
科
学
的
合
理
性
を
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
に
よ
っ
て
代

替
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
科
学
の
合
理
的
性
格
を
保
持

し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
肥
大
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ま
で
と
本
質

的
に
異
な
っ
た
連
関
の
中
で
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ

の
立
場
を
引
き
受
け
た
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
の
指
摘
が
的
確
で
あ
ろ
う
。

フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
純
粋
な
抽
象
レ
ベ
ル

で
の
科
学
と
、
社
会
の
な
か
で
具
体
的
に
実
現
化
さ
れ
た
技
術
と
を
取

り
違
え
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
技
術
を
抽
象
物
と
定
義
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
社
会
的
な
現
実
の
な
か
で
は
「
技
術
的
合
理
性
」
は

一
つ
の
テ
ク
ニ
カ
ル
・
コ
ー
ド
で
あ
る
と
い
う
前
節
の
議
論
を
思
い
出

す
必
要
が
あ
る
。
「
技
術
的
合
理
性
」
は
人
工
物
に
織
り
込
ま
れ
る
一

つ
の
社
会
的
決
定
な
の
で
あ
っ
て
、
不
変
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。

　

さ
て
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
は
、
技
術
を
人
間
環
境
や
自
然
環
境
に
適

合
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
裸
の
機
能
性
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ

で
は
、
技
術
を
環
境
、
操
作
す
る
人
間
の
職
業
的
な
自
己
開
発
、
そ
の

他
の
多
く
の
人
間
的
な
ニ
ー
ズ
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
リ
ン
ク
す
る
か
た
ち
で
、
彼
は
自
然
を
も
う
一

つ
の
主
体
と
し
て
扱
い
う
る
道
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
引
用
が
重
な

り
恐
縮
だ
が
、
少
し
だ
け
お
つ
き
あ
い
願
い
た
い
。
「
人
間
が
素
材
を

変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
形
成
さ
れ
た
環
境
を
つ
く
り
出
す
際
、
そ
の
素

材
の
よ
き
状
態
（w

ell-being

）
に
人
間
が
責
任
を
負
う
場
合
に
は
、
自

然
は
も
う
一
つ
の
主
体
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
美
、
健
康
、
妨
げ
の
な
い

発
現
や
成
長
と
い
っ
た
、
こ
の
よ
さ
を
定
義
す
る
価
値
は
、
科
学
的
な

地
位
を
も
た
ず
、
普
遍
的
合
意
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
近
代
の
価
値
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
た
ん
な
る
個
人
的
な
好
み
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
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ら
の
価
値
は
わ
れ
わ
れ
の
生
き
た
自
然
経
験
の
中
で
生
ま
れ
、
こ
れ
ま

で
合
理
的
な
反
省
や
批
判
の
対
象
に
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
も
つ
」
と
す

る
）
37
（

。
そ
し
て
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
が
こ
こ
で
考
え
て
い
る
の
は
、
人
工

物
を
具
体
的
に
社
会
的
な
現
実
の
中
で
デ
ザ
イ
ン
す
る
場
面
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
際
に
は
、
自
然
科
学
、
工
学
を
仲
立
ち
に
す
る
と
し

て
も
、
美
、
健
康
、
妨
げ
の
な
い
発
現
や
成
長
と
い
っ
た
素
材
の
よ
き

状
態
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
に
対
し
て
支
配
で

は
な
い
よ
う
な
関
係
性
を
取
り
結
ん
で
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

自
然
と
い
う
他
者
が
検
討
さ
れ
る
理
由
は
、
対
自
然
の
関
係
性
の
変

更
が
技
術
に
対
す
る
態
度
変
更
に
つ
な
が
り
得
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ

の
態
度
変
更
か
ら
新
た
な
価
値
基
準
を
得
て
く
る
こ
と
で
、
技
術
を
め

ぐ
る
熟
議
に
実
質
性
を
も
っ
た
価
値
基
準
を
も
た
ら
し
う
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
の
議
論
は
、
自
然
を
も
う
一

つ
の
主
体
と
認
め
る
こ
と
を
通
じ
、
自
然
を
技
術
と
の
区
別
が
も
は
や

有
効
で
な
い
と
さ
れ
る
以
前
の
場
面
に
立
ち
戻
っ
て
、
あ
る
価
値
的
な

視
座
を
導
入
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
価
値
と
は
言
っ
て
も
、

た
ん
な
る
主
観
的
な
価
値
観
の
問
題
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
人
の
場
合
の
「
尊
厳
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
然
に
固
有
の

価
値
を
認
め
る
非
主
観
主
義
的
な
価
値
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
マ

ル
ク
ー
ゼ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
を
現
実
の
土
台
に
据
え
直
す
も
の
で
も

あ
る
。

　

だ
が
、
は
た
し
て
こ
れ
で
も
っ
て
、
日
常
的
に
出
会
う
人
工
物
の
デ

ザ
イ
ン
に
か
ぎ
ら
な
い
人
工
物
一
般
に
つ
い
て
、
価
値
的
な
基
準
が
あ

た
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
美

的
実
践
に
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
、
技
術
的
合
理
性
を
乗
り
越
え
る
構
想

力
を
構
想
し
て
い
る

）
38
（

。
そ
の
射
程
が
、
庭
園
や
公
園
、
建
築
物
や
都
市

計
画
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
。
そ
れ
は
た
し
か
に
大

き
な
態
度
転
換
で
は
あ
り
得
る
し
、
ま
た
、
東
北
地
方
の
復
興
が
進
む

な
か
で
「
技
術
的
な
解
決
（technological fix

）
」
が
目
に
つ
く
よ
う

に
な
っ
た
現
在
、
求
め
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
に
は
違
い
な
い
。
だ
が
、

些
細
な
デ
ザ
イ
ン
変
更
で
は
済
ま
な
い
原
発
を
含
む
よ
り
大
き
な
技
術

シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
こ
の
態
度
変
更
が
い
か
に
価
値
基
準
を
あ
た
え
う

る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
立
入
っ
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
抽
象
的
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
全
体
的
な
シ
ス
テ
ム
を

考
え
る
と
き
、
自
然
が
私
た
ち
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
あ
る
と
同
時
に
、

私
た
ち
を
超
え
た
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
、
こ
の
二
重
性
を
い
か
に
し

て
技
術
の
哲
学
に
組
み
込
む
の
か
が
、
よ
り
明
確
に
議
論
に
組
み
入
れ

る
こ
と
が
、
技
術
に
よ
る
自
然
の
制
御
不
可
能
性
と
い
う
よ
う
な
議
論

に
答
え
る
う
え
で
、
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
第
三
の
波
」

に
よ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
批
判
を
受
け
て
の
、
技
術
の
政
治
哲
学
的
な
検

討
と
平
行
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
質
主
義

と
は
別
路
線
で
技
術
哲
学
を
模
索
す
る
と
き
に
も
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に

は
ま
だ
課
題
が
山
積
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
な
お
え
・
き
よ
た
か
／
科
学
哲
学
・
ド
イ
ツ
哲
学
）

注（
1
） 
長
瀧
重
信
「
放
射
線
の
健
康
影
響
を
巡
る
「
科
学
者
の
社
会
的
責
任
」
」

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
三
日
（http://w

w
w

.kantei.go.jp/saigai/
senm

onka_g14.htm
l

）
。

（
2
） 

ザ
イ
マ
ン
『
科
学
の
真
実
』
東
辻
千
枝
子
訳
、
吉
岡
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、

八
四
頁
。

（
3
） 

ジ
ャ
ン
＝

リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
『
フ
ク
シ
マ
の
後
で
』
渡
名
喜
庸
哲
訳
、

以
文
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
二
頁
。

（
4
） 

同
書
、
七
五
頁
。

（
5
） 

轟
孝
夫
「
技
術
と
国
家
―
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
技
術
論
の
射
程
」
加
藤
尚
武
編

『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
』
理
想
社
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
頁
以
下
。
「
技

術
の
形
成
過
程
に
市
民
の
民
主
的
参
加
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の

結
果
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
技
術
で
あ
る
以
上
、

存
在
者
を
何
ら
か
の
仕
方
で
対
象
化
す
る
こ
と
か
ら
免
れ
て
い
な
い
。
そ

し
て
こ
の
対
象
化
自
身
が
、
自
然
を
非
自
然
化
す
る
性
格
を
も
つ
以
上
、

つ
ま
り
我
々
が
技
術
の
弊
害
、
破
壊
性
と
感
じ
て
い
る
も
の
は
、
つ
き
つ

め
れ
ば
こ
の
自
然
を
「
非
自
然
化
す
る
」
対
象
化
と
い
う
あ
り
方
そ
の
も

の
に
由
来
す
る
以
上
、
彼
ら
の
提
案
は
何
ら
問
題
の
解
決
を
も
た
ら
し
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
」
。

（
6
） 

轟
孝
夫
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー　

ハ
イ
デ
ガ
ー
技
術
論
の
観

点
か
ら
」
『
情
況　

第
四
期
』
二
〇
一
三
―
一
一
。

（
7
） 

前
掲
論
文
、
一
四
六
頁
。

（
8
） 「
こ
の
挑
発
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
つ
ま
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
と
し

て
掘
り
出
さ
れ
貯
蔵
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
を
引
き
渡
せ
と
い
う
要
求
を

自
然
に
せ
ま
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
昔
日
の
風
車
に
も
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
？　

い
や
、
そ
う
は
言
え
な
い
。
た
し
か
に
風
車
の
羽
根
は
風
で
回
り
、

風
の
吹
く
の
に
直
接
身
を
委
ね
て
い
る
。
し
か
し
、
風
車
は
貯
蔵
す
る
た

め
に
気
流
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
開
発
し
た
り
し
な
い
。
」（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
「
技

術
へ
の
問
い
」
（
一
九
五
三
年
）
『
技
術
へ
の
問
い
』
関
口
浩
訳
、
平
凡
社
、

二
〇
〇
二
年
、
二
三
頁
）
。

（
9
） Kroes, Peter, M

eijers, A
nthonie, ed., T

he E
m

pirical T
urn in the 

Philosophy of Technology, JA
I, 2000.
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は
じ
め
に

　

現
代
社
会
に
お
い
て
科
学
技
術
の
専
門
知
（expertise
）
は
、
環
境
・

公
衆
衛
生
の
規
制
政
策
、
科
学
技
術
政
策

）
1
（

な
ど
様
々
な
分
野
の
意
思
決

定
に
合
理
性
を
与
え
る
不
可
欠
の
資
源
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
専
門

知
は
、
そ
れ
を
有
す
る
専
門
家
と
そ
う
で
な
い
非
専
門
家
を
区
別
す
る

点
で
、
民
主
的
な
正
統
性
と
し
ば
し
ば
対
立
す
る
。
二
〇
一
三
年
度
の

社
会
思
想
史
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
社
会
思
想
と
し
て
の
科
学
―
―
合

理
性
と
正
統
性
」
の
議
論
の
焦
点
の
一
つ
は
、
そ
う
し
た
専
門
知
と
民

主
政
の
相
克
の
問
題
に
あ
っ
た
。
社
会
思
想
史
で
も
、
筆
者
が
専
門
と

す
る
科
学
技
術
社
会
論
（
S 

T 

S
）
で
も
、
も
は
や
古
典
的
で
も
あ
る

こ
の
問
題
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
（
地
震
・

津
波
）
お
よ
び
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
―
―
3
・
11
複
合
災
害

―
―
に
よ
っ
て
、
我
々
に
と
っ
て
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
い
と

な
っ
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
こ
の
問
題
を
主
題
化
す
る
に
あ
た
っ
て
司
会
者
の

小
田
川
大
典
氏
が
示
し
た
の
が
、H

arry C
ollins

とR
obert E

vans

に
よ
る
科
学
論
（
ま
た
は
S 

T 

S
）
の
「
第
三
の
波
」
論
で
あ
っ
た

）
2
（

。

第
一
の
波
は
、
科
学
技
術
に
関
す
る
意
思
決
定
を
、
関
連
す
る
科
学
（
自

然
科
学
や
工
学
）
の
専
門
知
を
有
す
る
専
門
家
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き

だ
と
す
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
を
標
榜
し
、
前
提
に
は
、
科
学
の
専
門
知

の
客
観
性
や
合
理
性
、
確
実
性
、
価
値
中
立
性
を
素
朴
に
前
提
と
す
る

実
証
主
義
的
な
科
学
観
が
あ
る
。
時
代
区
分
と
し
て
は
一
九
五
〇
～
一

　

特
集　

社
会
思
想
と
し
て
の
科
学　

〈
論
文
〉

「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」モ
デ
ル
と 

3
・
11
複
合
災
害
後
の
日
本

平
川
秀
幸
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九
六
〇
年
代
に
支
配
的
だ
っ
た
も
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
波
は
、

認
識
論
的
に
は
、T

hom
as K

uhn

の
『
科
学
革
命
の
構
造
』
（
一
九
六

二
年
）
以
降
の
相
対
主
義
的
な
科
学
論
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
お
り
、
一
見
、

客
観
的
・
価
値
中
立
的
に
見
え
る
科
学
の
知
や
そ
の
受
容
の
さ
れ
方
に

も
、
利
害
関
心
や
価
値
観
な
ど
社
会
的
な
影
響
が
反
映
し
て
い
る
と
す

る
「
社
会
構
成
主
義
」
に
立
つ
。
科
学
的
専
門
知
の
排
他
的
な
特
権
性

を
否
定
し
、
意
思
決
定
へ
の
非
専
門
家
の
関
与
・
参
加
、
意
見
や
知
識
・

経
験
の
反
映
な
ど
民
主
的
な
正
統
性
を
重
視
す
る
。

　

こ
う
し
た
第
二
の
波
に
「
技
術
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
へ
の
傾
斜
を

見
るC

ollins

ら
は
、
第
三
の
波
の
要
諦
と
し
て
、
科
学
技
術
に
関
す

る
意
思
決
定
に
は
、
非
専
門
家
の
参
加
範
囲
を
拡
大
し
民
主
的
正
統
性

を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
解
決
で
き
ず
、
専
門
家
に
委
ね
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
問
題
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
素
人
の
知
（
あ
る
い
は
「
経

験
（experience

）
」
）
に
対
す
る
専
門
知
の
独
自
性
を
強
調
す
る
。
そ

し
て
第
二
の
波
が
、
科
学
技
術
に
関
す
る
意
思
決
定
の
民
主
政
治
的
な

「
正
統
性
の
問
い
（problem

 of legitim
acy

）
」
を
主
題
と
し
、
い
か
に

非
専
門
家
の
参
加
範
囲
を
拡
大
す
る
か
と
問
う
て
き
た
の
に
対
し
、
第

三
の
波
は
、
意
思
決
定
に
お
け
る
議
論
の
参
加
範
囲
を
ど
の
程
度
ま
で

一
般
市
民
に
広
げ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
「
拡
張
の
問
い
（problem

 

of extension

）
」
を
主
題
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
可
能
な
限
り
す
べ
て

の
人
が
参
加
す
べ
き
な
の
か
（
参
加
者
の
拡
張
範
囲
に
つ
い
て
の
問
い
）
、

科
学
的
・
技
術
的
に
専
門
的
な
議
論
に
お
い
て
ど
の
程
度
ま
で
非
専
門

家
の
関
与
範
囲
を
広
げ
る
べ
き
な
の
か
（
参
加
が
求
め
ら
れ
る
／
許
さ
れ

る
議
論
の
範
囲
の
拡
張
に
つ
い
て
の
問
い
）
に
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
、

C
ollins

ら
が
提
案
す
る
第
三
の
波
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
なC

ollins

ら
の
「
第
三
の
波
」
論
に
対
し
て
は
、
第

二
の
波
の
代
表
と
し
て
批
判
対
象
と
さ
れ
た
S 

T 

S
研
究
者
た
ち
か
ら

厳
し
い
反
論
が
相
次
い
だ
が

）
3
（

、
い
ず
れ
に
せ
よ
共
通
す
る
の
は
、
科
学

技
術
の
問
題
に
関
す
る
統
治
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
に
お
い
て
、
テ
ク
ノ
ク

ラ
シ
ー
（
第
一
の
波
）
か
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
第
二
の
波
）
か
の
二
者
択
一

で
は
な
い
。
両
極
の
間
を
注
意
深
く
い
か
に
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
す
る
か
と
い

う
こ
と
、Sheila Jasanoff

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
権
力
と
知
の
間
、

討
議
と
分
析
の
間
の
人
間
的
か
つ
論
理
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
達
成
す
る
た

め
に
、
異
質
な
文
脈
に
あ
る
二
つ
の
事
柄
［
筆
者
注
：
民
主
政
と
専
門
知
］

を
い
か
に
統
合
す
る
か

）
4
（

」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

本
論
の
目
的
は
、
第
一
に
、
こ
の
「
民
主
政
と
専
門
知
の
統
合
」
の

た
め
の
枠
組
み
と
し
て
、「
第
三
の
波
」
論
と
同
時
期
に
登
場
し
た
「
専

門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
と
い
う
專
門
知
と
民
主
政
の
モ

デ
ル
に
注
目
し
、
適
宜C

ollins

ら
の
議
論
と
比
較
し
つ
つ
、
同
モ
デ

ル
の
科
学
論
的
・
政
治
的
意
味
と
社
会
的
背
景
、
現
在
の
議
論
状
況
を

概
観
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
う
え
で
第
二
に
、
同
モ
デ
ル
の
観
点
か

ら
、
と
く
に
3
・
11
複
合
災
害
の
前
後
の
日
本
で
の
専
門
知
と
民
主
政

の
関
係
に
見
出
せ
る
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
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一　
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」と
は
何
か

　

「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い

う
こ
と
か
。
こ
の
う
ち
「
専
門
知
の
民
主
化
」
は
、Collins

ら
が
「
第

三
の
波
」
論
文
を
発
表
し
た
前
年
、
二
〇
〇
一
年
に
、
欧
州
委
員
会
の

プ
ロ
デ
ィ
委
員
長
（
当
時
）
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
ま
と
め
ら
れ
た
報

告
書
『
専
門
知
の
民
主
化
と
科
学
の
参
照
シ
ス
テ
ム
の
確
立

）
5
（

』
で
示
さ

れ
た
概
念
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
六
月
に
は
、
同
報
告
書
の
執
筆
者

Silvio Funtow
icz

とA
ngela Liberatore

を
ゲ
ス
ト
編
集
者
に
し

た
専
門
誌Science and Public Policy

（Vol. 30, no. 3, 2003

）
が
、「
専

門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
を
主
題
に
し
た
特
集
を
組
ん
で

い
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
で
の
議
論
を
も
と
に
、
こ
の
概
念
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
「
政
府
（
政
策
決
定
過
程
）
」
と
「
市
民
社
会
」
の
二
つ
の
領

域
で
ま
と
め
た
の
が
表
1
だ

）
6
（

。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
ご
と
に
「
専

門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
の
意
味
を
説
明
す
る
。

１　

政
府
に
お
け
る
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」

　

ま
ず
政
府
の
側
で
の
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
の

う
ち
、
民
主
政
の
専
門
化
が
意
味
す
る
の
は
、
意
思
決
定
に
あ
た
っ
て
、

問
題
に
対
す
る
情
報
・
理
解
不
足
、
特
定
の
政
治
的
・
経
済
的
利
害
へ

の
配
慮
、
個
人
的
選
好
な
ど
、
政
策
決
定
者
の
主
観
的
バ
イ
ア
ス
を
で

き
る
だ
け
排
除
し
、
人
文
・
社
会
科

学
も
含
め
た
科
学
的
デ
ー
タ
や
論
拠

を
重
視
す
る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
テ

ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
「
合
理
性
」
の
要

素
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
専
門

知
は
、
行
政
機
関
内
部
の
専
門
ス

タ
ッ
フ
（
技
官
な
ど
）
の
専
門
的
判

断
や
、
外
部
の
専
門
家
に
よ
る
科
学

的
助
言
（scientific advice

）

を
通

じ
て
供
給
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
科
学
技
術
に
関
す

る
意
思
決
定
は
、
そ
の
よ
う
に
政
策

決
定
過
程
の
専
門
的
基
盤
を
強
化
す

れ
ば
事
足
り
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

こ
で
利
用
さ
れ
る
専
門
知
に
は
、
現

代
社
会
に
お
い
て
ま
す
ま
す
頼
り
に

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
一
方
で
、

ま
す
ま
す
そ
の
妥
当
性
を
め
ぐ
る
論

争
が
絶
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

「
専
門
知
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

）
7
（

」
が
つ

き
ま
と
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
現
代
社

会
に
お
い
て
政
策
上
問
題
に
な
る
の

表 1　「専門知の民主化／民主政の専門化」の概念の見取り図

政府（政策決定過程） 市民社会（とくに市民社会組織）

専門知の民主化

政策決定過程における専門知

利用の正統性の強化

（透明性、答責性、知識ソー

スの多元性、有効性、アクセ

ス・参加の促進）

知的資源の利用可能性の向上

（情報公開、知識普及、研究資源

の開放利用、専門家との協働など）

民主政の専門化 政策決定の専門的基盤の強化 市民社会組織の専門的能力の構築
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は
、
実
験
室
と
い
う
理
想
化
さ
れ
統
制
さ
れ
た
環
境
で
行
わ
れ
る
通
常

の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
の
対
象
よ
り
も
、
は
る
か
に
複
雑
・
複
合
的

な
現
実
世
界
の
問
題
で
あ
る
。
複
数
の
分
野
の
協
働
を
必
要
と
す
る
も

の
も
多
く
、
不
確
実
性
も
大
き
い
。
ま
た
政
策
課
題
に
関
わ
る
と
い
う

こ
と
は
、
社
会
の
様
々
な
集
団
や
組
織
の
利
害
関
係
が
絡
む
度
合
い
が

高
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
見
、
価
値
中
立
的
に
見
え
る
科
学
的
助
言

の
結
論
は
、
あ
る
集
団
に
と
っ
て
は
利
益
に
、
別
の
集
団
に
と
っ
て
は

損
失
に
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
、
意
思
決
定
す
る
た
め
に
科
学
的
な
助
言

が
必
要
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
当
の
科
学
は
不
確
実
性
と
見
解
の
対
立
、

利
害
や
価
値
観
の
対
立
に
さ
ら
さ
れ
、
各
方
面
か
ら
そ
の
正
し
さ
や
信

頼
性
を
厳
し
く
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
英

国
を
は
じ
め
と
す
る
欧
州
諸
国
で
広
が
っ
た
B 
S 
E
（
牛
海
綿
状
脳
症
）

問
題
や
遺
伝
子
組
換
え
作
物
の
安
全
性
論
争
は
、
ま
さ
に
専
門
知
の
パ

ラ
ド
ク
ス
を
強
く
現
出
さ
せ
て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
欧
州
委
員
会
報
告
書
が
求
め

た
の
が
「
専
門
知
の
民
主
化
」
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、

単
な
る
「
科
学
に
お
け
る
多
数
決
投
票
」
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
報

告
書
に
よ
れ
ば
、
「
専
門
知
が
発
展
し
、
利
用
さ
れ
、
伝
達
さ
れ
る
際

の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
保
証
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た

め
に
次
の
七
項
目
の
強
化
行
動
目
標
を
掲
げ
て
い
る

）
8
（

。
①
政
策
決
定
の

た
め
に
専
門
知
が
開
発
・
選
別
・
利
用
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
へ
の
「
ア
ク

セ
ス
」
と
「
透
明
性
」
、
②
市
民
や
代
議
機
関
に
対
す
る
専
門
知
の
提

供
者
及
び
政
策
利
用
者
の
「
答
責
性
（accountability

）
」
の
向
上
、
③

市
民
の
必
要
や
要
求
を
満
た
す
政
策
決
定
を
生
み
出
す
た
め
に
専
門
知

を
提
供
す
る
際
の
「
有
効
性
」
、
④
新
し
い
問
題
や
脅
威
の
特
定
を
助

け
る
「
早
期
警
告
」
と
「
先
見
」
、
⑤
「
独
立
性
」
と
「
公
正
さ
（integrity

）
」

（
利
害
関
係
の
表
明
を
行
う
な
ど
）
、
⑥
政
策
決
定
や
公
共
的
議
論
に
動
員

さ
れ
る
専
門
知
の
出
自
と
種
類
の
「
多
元
性
」
、
⑦
専
門
知
の
「
品
質
」

（
科
学
的
な
卓
越
性
と
政
策
的
・
社
会
的
重
要
性
）
。

　

こ
こ
で
、
最
後
の
「
多
元
性
」
と
「
品
質
」
に
つ
い
て
敷
衍
し
て
お

こ
う
。
ま
ず
多
元
性
と
は
、
自
然
科
学
や
工
学
、
医
学
、
歯
学
、
薬
学
、

農
学
、
人
文
・
社
会
科
学
な
ど
様
々
な
学
術
研
究
分
野
の
専
門
知
に
加

え
て
、
行
政
職
や
、
工
業
、
農
業
な
ど
個
別
産
業
に
従
事
す
る
人
々
の

実
践
的
な
専
門
知
、
N 

G 

O
／
N 

P 

O
な
ど
市
民
社
会
組
織
に
所
属
す

る
人
々
の
専
門
知
な
ど
、
多
様
な
専
門
知
が
政
策
決
定
に
動
員
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
専
門
知
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が

現
出
す
る
状
況
で
は
、
た
と
え
ば
政
府
の
委
員
会
に
所
属
す
る
科
学
者

た
ち
が
主
張
す
る
こ
と
を
、
そ
の
妥
当
性
を
多
角
的
に
吟
味
す
る
こ
と

な
し
に
額
面
通
り
受
け
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
認
識
論
的
な
意
味

で
偏
り
や
誤
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
政
治
的
・
経
済
的
利
害
に

よ
っ
て
判
断
が
歪
め
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
認
識
論

的
か
つ
政
治
的
な
疑
い
に
つ
い
て
、
様
々
な
観
点
か
ら
問
い
た
だ
す
こ

と
、
つ
ま
り
知
の
多
元
性
を
実
現
し
維
持
す
る
こ
と
は
、
知
識
の
「
品

質
」
の
管
理
に
お
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
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で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
専
門
知
の
「
品
質
」
は
、
単
に
学
術
的
な
卓
越
性
だ
け

で
な
く
、
政
策
的
・
社
会
的
・
経
済
的
な
ニ
ー
ズ
や
関
心
、
懸
念
に
応

え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
品
質
管
理
の
プ
ロ

セ
ス
は
、
特
定
の
専
門
分
野
内
の
専
門
家
同
士
に
よ
る
ピ
ア
レ
ヴ
ュ
ー

に
加
え
て
、
学
術
以
外
の
多
様
な
種
類
の
専
門
知
や
社
会
的
・
倫
理
的

観
点
か
ら
の
規
範
的
検
討
を
も
含
め
た
「
拡
大
さ
れ
た
ピ
ア
レ
ヴ
ュ
ー

（extended peer revie

）
9
（w

）
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
政
策
決
定
で
専
門
知

が
開
発
・
選
別
・
利
用
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
や
答
責
性
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
や
、
多
様
な
分
野
・
領
域
の
専
門
家
、
政
策
立
案
者
、
事

業
者
、
一
般
市
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
政
策
過
程
へ

の
知
的
イ
ン
プ
ッ
ト
の
多
元
性
を
高
め
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
か
た
ち

で
品
質
を
確
保
さ
れ
た
知
識
は
「
社
会
的
に
堅
固
な
知
（socially 

robust know
ledg

）
10
（e

）
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
専
門
知
の
民
主
化
」
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
の
手
続
き
的
な
正
統
性
だ
け
で
な
く
、
専
門
知
の
品
質
管
理

と
い
う
実
質
的
な
正
統
性
の
観
点
か
ら
も
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
最

初
に
述
べ
た
「
民
主
政
の
専
門
化
」
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た

「
社
会
的
に
堅
固
な
知
」
に
よ
る
政
策
決
定
過
程
の
専
門
化
で
あ
り
、「
専

門
知
の
民
主
化
」
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
たC

ollins

ら

の
議
論
と
の
比
較
で
は
、
「
専
門
知
の
民
主
化
」
と
い
う
議
論
は
、
一

見
し
た
と
こ
ろ
、
専
門
知
に
重
き
を
置
く
「
第
三
の
波
」
論
と
逆
方
向

を
向
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
む
し

ろ
専
門
知
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
現
出
に
よ
り
揺
ら
い
で
い
る
専
門
知
の
信

頼
性
を
、
パ
ラ
ド
ク
ス
状
況
の
も
と
で
「
社
会
的
に
堅
固
な
知
」
と
し

て
再
確
立
し
、
専
門
化
さ
れ
た
民
主
政
に
お
け
る
政
策
決
定
の
正
統
性

を
再
調
達
す
る
こ
と
が
、
こ
の
概
念
の
主
眼
だ
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

２　

市
民
社
会
に
お
け
る
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
「
専
門
知
の

民
主
化
」
を
有
効
に
進
め
る
た
め
に
は
、
市
民
社
会
の
側
、
と
く
に

N 

G 

O
／
N 

P 

O
な
ど
市
民
社
会
組
織
を
中
心
に
し
た
社
会
主
体
の
専

門
知
を
高
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
市
民
社
会
に
お
け
る
「
民
主
政
の
専

門
化
」
も
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政
策
決
定
過
程
や
そ
こ
で
の

科
学
的
プ
ロ
セ
ス
が
広
く
開
か
れ
て
も
、
市
民
社
会
の
側
に
政
府
の
科

学
的
主
張
や
政
策
内
容
を
吟
味
し
た
り
代
替
案
を
提
案
し
た
り
で
き
る

能
力
が
な
け
れ
ば
、
政
府
の
側
の
「
専
門
知
の
民
主
化
」
も
有
名
無
実

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
政
策
決
定
過
程
に
参
加
・
関
与
す
る
た
め

の
、
い
わ
ば
「
科
学
的
市
民
権
（scientific citizenship

）
」
の
構
築
が

求
め
ら
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
そ
う
し
た
市
民
社
会
に
お
け
る
「
民
主
政
の
専
門
化
」

を
進
め
る
た
め
に
は
、
政
府
や
大
学
な
ど
専
門
機
関
か
ら
の
積
極
的
な

情
報
公
開
・
発
信
に
加
え
て
、
専
門
機
関
が
保
有
す
る
「
知
的
資
源
」

を
社
会
に
開
放
し
、
市
民
社
会
組
織
や
個
々
の
市
民
が
利
用
で
き
る
よ
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う
に
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
専
門
知
の
民
主
化
」
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
な
く
し
て
は
、
独
自
に
十
分
な
専
門
知
を
備
え
た
人
材
を
持
た
な

い
大
多
数
の
市
民
社
会
組
織
や
非
専
門
家
の
個
人
は
、
政
策
決
定
へ
の

有
意
味
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
学

な
ど
が
所
有
す
る
図
書
資
料
や
研
究
機
材
の
開
放
利
用
、
専
門
的
知
識

や
ス
キ
ル
の
学
習
や
訓
練
の
機
会
の
提
供
、
市
民
や
市
民
社
会
組
織
の

知
的
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
研
究
・
調
査
の
実
施
、
問
題
解
決
に
向
け
た
市

民
と
専
門
家
の
協
働
を
進
め
る
こ
と
な
ど
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。

　

具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
や
米
国
を
起
源
と
す
る
「
サ
イ

エ
ン
ス
シ
ョ
ッ
プ
」
あ
る
い
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ベ
イ
ス
ト
・
リ
サ
ー

チ
（C

om
m

unity-based R
esearch

）
」
と
呼
ば
れ
る
専
門
家
に
よ
る
市

民
の
知
的
支
援
活
動
が
あ
る

）
11
（

。
こ
れ
ら
は
、
一
言
で
い
え
ば
「
市
民
の

た
め
の
科
学
相
談
所
」
で
あ
り
、
科
学
や
技
術
、
人
文
・
社
会
科
学
の

専
門
知
が
必
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
市
民
社
会
組
織
等
か
ら
の
相
談
・

依
頼
を
も
と
に
調
査
や
研
究
を
行
い
、
依
頼
者
の
問
題
解
決
や
社
会
活

動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
オ
ラ
ン
ダ
や
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
欧
州
諸
国
の
大

学
で
は
、
そ
う
し
た
活
動
が
学
部
や
大
学
院
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み

込
ま
れ
、
教
員
の
監
督
・
指
導
の
も
と
で
、
学
生
が
主
体
と
な
っ
て
研

究
・
調
査
を
行
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
他
に
も
一
九
七
七
年
に
ド
イ
ツ
で
、

ヴ
ィ
ー
ル
原
発
計
画
反
対
運
動
の
中
か
ら
「
対
抗
的
専
門
知
（counter 

expertise

）
」
の
組
織
化
、
「
専
門
的
批
判
の
組
織
化
」
（
高
木
仁
三
郎
）

と
し
て
設
立
さ
れ
、
現
在
で
は
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
持
続
可
能
性
等

の
政
策
分
野
で
政
府
機
関
な
ど
に
対
す
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
研
究
調

査
も
行
っ
て
い
る
非
営
利
独
立
の
「
エ
コ
研
究
所
（Ö

ko-Institut

）
」

の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

　

こ
う
し
た
実
践
は
、
ロ
ー
カ
ル
で
小
規
模
の
も
の
も
含
め
て
、
市
民

社
会
で
の
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
を
具
体
化
し
、

ひ
い
て
は
政
府
の
側
で
の
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」

を
求
め
る
社
会
的
圧
力
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

二　

 「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」モ
デ
ル
が  

反
映
す
る
社
会
状
況
と
「
第
三
の
波
」
論

　

以
上
の
よ
う
な
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
の
モ
デ

ル
は
、
専
門
知
と
民
主
政
に
関
す
る
抽
象
的
な
理
論
的
考
察
の
み
に
基

づ
い
た
も
の
で
は
な
い
。
モ
デ
ル
の
実
践
的
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
、

そ
の
社
会
的
背
景
を
見
て
み
よ
う
。

１　

Ｂ
Ｓ
Ｅ
―

Ｇ
Ｍ
論
争
と
「
信
頼
の
危
機
」

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
の

モ
デ
ル
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
B 

S 

E
問
題
や
遺
伝
子
組
換
え
作

物
の
安
全
性
論
争
に
見
ら
れ
た
「
専
門
知
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
い
う
現

代
の
専
門
知
の
状
況
を
背
景
と
し
て
い
る
。
B 

S 

E
問
題
で
は
、
一
九

八
六
年
十
一
月
に
こ
の
病
気
が
英
国
で
発
見
さ
れ
た
後
、
人
へ
の
感
染

が
懸
念
さ
れ
る
中
、
政
府
が
招
集
し
た
科
学
者
の
委
員
会
（
サ
ウ
ス
ウ
ッ
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ド
委
員
会
）
は
一
九
八
九
年
二
月
に
、
感
染
リ
ス
ク
は
非
常
に
低
い
と

結
論
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
政
府
は
安
全
宣
言
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
後
、
B 
S 

E
感
染
牛
を
食
べ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い

人
で
の
症
例
が
見
つ
か
り
、
一
九
九
六
年
三
月
二
十
日
、
政
府
は
人
へ

の
感
染
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
を
公
式
に
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

結
果
、
政
府
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
政
策
の
科
学
的
正
当
性
を
裏
書

き
す
る
科
学
者
、
科
学
的
助
言
の
制
度
・
実
践
に
対
し
て
も
深
い
不
信

感
―
―
あ
る
い
は
科
学
の
不
確
実
性
に
対
す
る
警
戒
感
―
―
が
広
ま
り
、

余
波
は
、
同
時
期
に
欧
州
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
流
通
し
始
め
た
遺
伝
子
組

換
え
（
G 

M
）
作
物
の
安
全
性
論
争
に
も
及
ん
だ
。
G 

M
作
物
の
開
発
・

販
売
企
業
や
政
府
機
関
、
科
学
者
た
ち
は
「
安
全
性
は
科
学
的
に
確
か

め
ら
れ
て
い
る
」
と
訴
え
る
こ
と
で
消
費
者
の
不
安
を
鎮
め
よ
う
と
し

た
が
、
す
ん
な
り
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
科
学
的
に
確
か

め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
主
張
は
、
B 

S 

E
で
も
為
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
絶
対
確
実
な
安
全
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
科

学
も
誤
り
う
る
こ
と
を
、
英
国
民
を
は
じ
め
と
す
る
欧
州
各
国
の
多
く

の
市
民
が
認
識
し
て
い
た
か
ら
だ
。
後
に
英
国
上
院
科
学
技
術
特
別
委

員
会
の
『
科
学
と
社
会
―
―
第
三
報
告
書

）
12
（

』
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
や

不
信
の
広
ま
り
を
「
信
頼
の
危
機
」
と
呼
ん
だ
。

　

信
頼
の
危
機
の
中
で
問
題
化
さ
れ
た
の
は
科
学
の
不
確
実
性
や
、
科

学
的
助
言
の
信
頼
性
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
見
、
価
値
中
立
的
と
み

な
さ
れ
る
「
科
学
的
」
問
題
に
付
随
な
い
し
内
在
す
る
社
会
的
な
価
値

前
提
や
利
害
関
係
の
問
題
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
た

と
え
ば
B 

S 

E
の
病
原
体
で
あ
る
異
常
プ
リ
オ
ン
タ
ン
パ
ク
質
が
牛
の

間
で
広
ま
り
、
感
染
が
拡
大
し
た
の
は
、
牛
の
死
骸
か
ら
作
ら
れ
る
肉

骨
粉
を
飼
料
に
使
っ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
肉
骨
粉
は
栄
養
価
が
高
く
、

子
牛
の
成
長
促
進
や
牛
乳
の
栄
養
価
増
強
に
役
立
つ
た
め
、
広
く
使
わ

れ
て
い
た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
経
済
効
率
を
追
求
す
る
工
業
的
畜
産
で

あ
り
、
B 

S 

E
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
畜
産
や
食
の
あ
り
方
、
そ
の
背

景
に
あ
る
価
値
観
や
利
害
関
係
の
反
省
を
も
た
ら
し
た
。
G 

M
作
物
に

し
て
も
同
様
だ
。
上
記
の
上
院
特
別
委
員
会
の
報
告
書
で
は
次
の
よ
う

述
べ
て
い
る
。
「
例
え
ば
、
G 

M
生
物
を
商
業
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

農
業
の
あ
り
方
に
生
じ
う
る
影
響
は
、
こ
の
分
野
で
は
大
き
な
関
心
の

的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
と
小
規
模
農
家
、
消
費
者
の

あ
い
だ
の
権
力
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
政
治
的
問
題
で
あ
り
、
G 

M
作
物
が

人
間
の
健
康
や
環
境
に
対
し
て
も
た
ら
す
影
響
に
関
す
る
科
学
的
問
題

で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
問
題
は
、
し
ば
し
ば
環
境
や
健
康
に
関
す

る
科
学
的
問
題
に
誤
っ
て
混
同
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
公
衆
の
対
立
的
反

応
は
、
科
学
を
誤
解
し
て
い
る
か
、
単
に
敵
意
を
抱
い
て
い
る
だ
け
だ
と

考
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

）
13
（

」
。
こ
う
し
た
G 

M
作
物
の
論
争
に
つ

い
て
、
一
九
九
五
―
二
〇
〇
〇
年
に
英
国
政
府
の
首
席
科
学
顧
問
を
務

め
た
生
物
学
者Sir R

obert M
ay

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ

の
論
争
は
安
全
性
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
世
界
に
生

き
た
い
か
と
い
う
、
は
る
か
に
大
き
な
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

）
14
（

」
。
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２　

科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
変
化

　

こ
の
よ
う
な
B 

S 

E
や
G 

M
作
物
を
め
ぐ
る
論
争
の
性
格
は
、

S 

T 

S
の
第
二
の
波
の
主
張
、
と
く
に
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
お
け
る
「
欠
如
モ
デ
ル
（deficit m

odel

）
」
に
対
す
る
批
判
の
有

効
性
を
強
く
示
す
も
の
で
あ
り
、
様
々
な
事
例
研
究
が
行
わ
れ
た

）
15
（

。
欠

如
モ
デ
ル
と
は
、
「
科
学
技
術
に
人
々
が
不
安
を
覚
え
た
り
否
定
的
態

度
を
と
っ
た
り
す
る
の
は
、
彼
ら
が
科
学
技
術
に
つ
い
て
無
知
だ
か
ら

で
あ
り
、
正
し
い
知
識
を
理
解
さ
せ
れ
ば
、
科
学
技
術
の
受
容
が
進
む
」

と
す
る
見
方
の
こ
と
で
あ
る

）
16
（

。
ど
こ
の
国
に
も
あ
り
ふ
れ
て
お
り
、

3
・
11
後
の
日
本
で
低
線
量
放
射
線
の
被
曝
リ
ス
ク
を
め
ぐ
っ
て
「
正

し
い
知
識
を
身
に
つ
け
、
正
し
く
恐
れ
よ
う
」
と
い
う
こ
と
が
度
々
主

張
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
典
型
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
不
安
に
な
る
こ
と
は
多
々
あ
り
、

欠
如
モ
デ
ル
が
妥
当
す
る
ケ
ー
ス
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

場
合
も
含
め
て
、
無
知
が
不
安
や
否
定
的
態
度
の
唯
一
あ
る
い
は
最
大

の
原
因
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
政
府
や
企
業
、
科
学
者
集
団
に
対
す

る
不
信
や
不
満
（
関
連
す
る
意
思
決
定
に
関
与
・
参
加
で
き
な
い
こ
と
や
必

要
な
情
報
が
公
開
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
に
対
し
て
）
、
あ
る
い
は
人
々
が
問

題
視
し
て
い
る
の
が
、
政
府
や
企
業
、
科
学
者
集
団
が
重
視
し
て
い
る

問
題
と
は
異
な
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
が
、
否
定
的
態
度
の
理
由
で
あ
る

こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
英
国
、
フ

ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
の
五
ヶ
国
で
行
わ
れ
た
「
欧

州
に
お
け
る
農
業
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
一
般
市
民
の
認

知
」と
い
う
研
究
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
カ
ス
グ
ル
ー

プ
・
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
参
加
し
た
一
般
市
民
（
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
産

業
の
研
究
開
発
と
直
接
的
な
利
害
関
係
の
な
い
人
々
）
が
表
明
し
た
懸
念
は
、

表
2
の
よ
う
に
政
治
的
・
経
済
的
・
法
的
・
倫
理
的
な
問
題
群
で
あ
り
、

政
府
や
企
業
、
科
学
者
が
重
視
す
る
科
学
的
・
技
術
的
詳
細
に
関
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た

）
17
（

。

　

こ
う
し
た
専
門
知
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
現
実
の
状
況
に
関
す
る
S 

T 

S

の
研
究
調
査
や
、
論
争
に
関
わ
っ
た
科
学
者
・
政
策
決
定
者
た
ち
の
経

験
か
ら
、
欠
如
モ
デ
ル
の
一
面
性
・
限
界
が
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
英
国
に
お
け
る
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「
欠
如
か

ら
対
話
へ
」
と
重
点
を
大
き
く
シ
フ
ト
さ
せ
た

）
18
（

。
欠
如
モ
デ
ル
が
支
配

的
な
認
識
だ
っ
た
以
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「
公
衆
の
科
学
技

術
理
解
（Public U

nderstanding of Science: PU
S

）
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
の
に
対
し
、
一
般
市
民
を
含
む
多
様
な
人
々
の
あ
い
だ
の
対
話
や
、

政
策
等
の
意
思
決
定
へ
の
関
与
・
参
加
を
重
視
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
活
動
は
「
科
学
技
術
へ
の
公
共
関
与
（Public E

ngagem
ent 

w
ith Science and Technology: PE

ST

）
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
前
出
の
上
院
科
学
技
術
特
別
委
員
会
報
告
書
の
第
五
章
「
公
衆
を

関
与
さ
せ
る
（E

ngaging the public

）
」
で
は
、「
今
日
の
公
衆
は
、
単

に
何
が
起
き
て
い
る
か
を
知
り
た
い
だ
け
で
な
く
、
意
見
を
聴
い
て
ほ
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し
い
と
期
待
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
「
新
し
い
対
話
を
求
め
る
ム
ー
ド
」

を
体
現
す
る
、
勃
興
し
つ
つ
あ
る
対
話
実
践
の
例
と
し
て
、
そ
れ
ま
で

に
も
多
く
の
S 

T 

S
研
究
者
が
企
画
・
運
営
や
評
価
・
分
析
に
関
わ
っ

て
き
た
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
、
市
民
陪
審
、
討
論
型
世
論
調
査
、
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
対
話
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
上
院
報
告
書
の
翌
年
、
二

〇
〇
一
年
に
公
表
さ
れ
た
英
国
議
会
科
学
技
術
局
（Parliam

entary 

O
ffice for Science and Technology: PO

ST

）
の
報
告
書
『
オ
ー
プ
ン
・

チ
ャ
ン
ネ
ル
―
―
科
学
技
術
に
お
け
る
公
共
的
対
話

）
19
（

』
を
公
表
し
、
対

話
実
践
の
促
進
を
謳
っ
た
。

　

こ
う
し
た
方
針
転
換
を
受
け
て
、
公
共
関
与
は
英
国
の
科
学
技
術
政

策
の
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
く
。
「
科
学
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
投
資
計

画
二
〇
〇
四
―
二
〇
一
四
」
で
も
、
科
学
技
術
の
急
速
な
発
展
と
、
そ

れ
ら
の
社
会
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
懸
念
に
取
り
組
む
た
め
、
市
民

と
の
対
話
へ
の
組
織
的
な
取
組
み
が
推
奨
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
二

〇
〇
七
年
に
は
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
市
民
と
の

対
話
を
政
府
機
関
が
行
う
の
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

Sciencew
ise E

xpert R
esource C

entre

が
設
立
さ
れ

）
20
（

、
リ
サ
ー
チ

カ
ウ
ン
シ
ル
で
も
大
学
や
研
究
機
関
で
の
実
施
を
推
進
し
て
い
る

）
21
（

。
英

国
以
外
で
も
、
た
と
え
ば
欧
州
連
合
（
E 

U
）
の
研
究
行
政
を
担
う
欧

州
委
員
会
研
究
総
局
が
、
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
欧
州
市
民
の
対
話
を

促
進
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
「
科
学
と
社
会
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
二
〇
〇

二
年
に
開
始
し
、
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
多
く
の
S 

T 

S
研
究
が
助

成
さ
れ
て
き
た
。

３　

「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
モ
デ
ル
の
そ
の
後

　

以
上
の
よ
う
に
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
の
モ
デ

表 2　一般市民が遺伝子組換え生物（GMO）に抱く主要な疑問

・なぜ GMO が必要なのか？その便益は何か？

・GMO の利用で利益を得るのは誰なのか？

・GMO の開発は誰がどのように決定したのか？

・ GM 食品が商業化される前に、なぜ我々はもっと良い情報を与えられ

なかったのか？

・ なぜ我々は、GM 製品を買うか買わないかを選ぶもっと効果的な手段

を与えられていないのか？

・ 規制当局は GM 開発を進める大企業を効果的に規制するのに十分な権

力と能力を持っているのか？

・規制当局による管理は有効に運用できるのか？

・ リスクは真剣に評価されているのか？誰がどのように行っているの

か？

・ 長期的な潜在的影響は評価されているのか、それはどのようにしてか？

・ 解消できない不確実性や未知の事柄は、意思決定のなかでどのように

考慮されているのか？

・ 予見されていなかった有害な影響が生じた場合の救済策として、どん

なプランが立てられているのか？

・ 予見されていなかった被害が生じたときには誰が責任を負うのか、ど

うやって責任を取るのか？
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ル
は
、
一
方
で
は
、
專
門
知
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
い
う
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー

型
の
統
治
の
限
界
認
識
に
立
ち
つ
つ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
関
し
て
は
、

政
府
に
お
い
て
も
市
民
社
会
に
お
い
て
も
専
門
知
の
活
用
や
熟
議
を
重

視
す
る
熟
議
型
民
主
主
義
モ
デ
ル
に
立
つ
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
点
で
、C

ollins
ら
が
「
第
二
の
波
」
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
す
る

技
術
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
へ
の
警
戒
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
モ
デ
ル
は
、
あ
く
ま
で
出
発
点
な
い
し
通
過
点
で

あ
っ
て
、
終
着
点
で
は
な
い
。
す
で
に
欧
州
委
員
会
の
報
告
書
公
表
か

ら
十
数
年
経
ち
、
議
論
は
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
専
門

知
の
民
主
化
」
と
「
民
主
政
の
専
門
化
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
現

在
の
欧
州
で
の
特
徴
的
な
動
向
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
「
専
門
知
の
民
主
化
」
に
関
わ
る
も
の
で
は
公
共
関
与
の
動
向

が
重
要
で
あ
る
。
一
方
で
こ
の
活
動
は
、
英
国
で
は
社
会
に
対
す
る
大

学
の
答
責
性
（
大
学
へ
の
社
会
の
費
用
投
入
に
対
す
る
）
の
活
動
と
し
て

普
及
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
「
な
ぜ
公
共
関
与
が
必
要
な
の
か
」
と
い

う
正
当
化
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
が
、
現
在
は
、
必
要

で
あ
る
こ
と
は
前
提
で
あ
り
、
問
題
は
「
い
つ
」
「
誰
を
対
象
に
」
公

共
関
与
を
行
う
の
か
に
移
っ
て
い
る
と
も
い
え
る

）
22
（

。
高
等
教
育
財
政
カ

ウ
ン
シ
ル
、
リ
サ
ー
チ
カ
ウ
ン
シ
ル
、
ウ
ェ
ル
カ
ム
・
ト
ラ
ス
ト
が
共

同
で
二
〇
〇
八
年
か
ら
四
年
間
で
九
二
〇
万
ポ
ン
ド
を
助
成
し
た

B
E

A
C

O
N

S for Public E
ngagem

ent

で
は
、
大
学
の
公
共
関
与
活

動
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
ケ
ー
ス
と
な
る
六
拠
点
お
よ
び
全
国
調
整
セ
ン
タ
ー

の
活
動
が
支
援
さ
れ
、
こ
れ
が
全
国
的
な
普
及
を
加
速
し
た
。
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
で
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
発
足
し
た
日

英
産
学
連
携
ス
キ
ー
ム
（R

E
N

K
E

I

）
と
い
う
日
英
の
大
学
間
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
枠
組
み
で
公
共
関
与
の
推
進
を
掲
げ
て
い
る

）
23
（

。
ま
た
最

近
で
は
、
公
共
関
与
は
、
「
責
任
あ
る
研
究
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（R
esponsible R

esearch and Innovation: R
R

I

）
」
と
い
う
新
し
い
コ

ン
セ
プ
ト
の
議
論
や
実
践
と
し
て
も
展
開
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
一
月
か

ら
はH

O
R

IZO
N

 2020

と
い
う
欧
州
委
員
会
の
研
究
助
成
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
も
と
で
推
進
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
様
々
な
困
難
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
公
共
関
与
は
、B 

S 

E
―

G 

M
論
争
を
触
媒
と
し
た
「
欠
如
（
モ
デ
ル
）

か
ら
対
話
へ
」
の
シ
フ
ト
と
し
て
広
ま
っ
て
き
た
も
の
だ
が
、
欠
如
モ

デ
ル
的
な
前
提
に
基
づ
い
た
対
話
的
実
践
と
い
う
も
の
も
し
ば
し
ば
行

わ
れ
う
る

）
24
（

。
つ
ま
り
、
目
的
は
あ
く
ま
で
、
た
と
え
ば
新
し
い
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
に
不
安
や
懐
疑
を
抱
く
一
般
市
民
の
啓
蒙
で
あ
り
、
そ
の
効
果

的
手
段
と
し
て
、
対
話
的
・
双
方
向
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
対
話
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
対
話
を
特
定
の
目

的
の
実
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
操
作
的
に
用
い
る
「
道
具
主
義
」
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
現
れ
は
他
の
形
で
も
見
い
だ
せ
る
。

Stilgoe
ら
に
よ
れ
ば
、
公
共
関
与
が
、
科
学
に
関
わ
る
諸
機
関
が
自

ら
の
方
針
や
実
践
を
再
考
す
る
機
会
と
し
て
で
は
な
く
、
既
定
の
方
針

に
対
す
る
信
任
を
得
る
た
め
の
手
段
と
さ
れ
た
り
、
機
関
に
と
っ
て
都
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合
の
い
い
意
見
を
収
集
す
る
た
め
の
「
意
見
抽
出
技
術
」
と
し
て
使
わ

れ
た
り
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

）
25
（

。
責
任
あ
る
研
究
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
に
し
て
も
、
何
が
よ
い
技
術
か
を
反
省
的
（reflexive

）
に
再
定
義

し
構
想
す
る
機
会
で
は
な
く
、
目
先
の
経
済
成
長
へ
の
貢
献
と
い
う
目

的
に
資
す
る
道
具
と
し
て
公
共
関
与
が
用
い
ら
れ
る
恐
れ
も
指
摘
さ
れ

て
い
る

）
26
（

。

　

こ
う
し
た
問
題
状
況
を
ふ
ま
え
、
S 

T 

S
な
ど
社
会
科
学
に
よ
る
公

共
関
与
の
実
践
に
つ
い
て
研
究
し
た
り
評
価
し
た
り
す
る
と
き
に
も
、

公
共
関
与
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
政
策
や
專
門
知
へ
の
反
省
的
反
映
を

重
視
し
、
よ
り
広
い
社
会
的
・
政
治
的
文
脈
の
変
化
と
の
関
係
も
視
野

に
入
れ
、
個
別
の
実
践
で
は
な
く
多
数
の
実
践
総
体
で
の
効
果
を
見
る

こ
と
が
必
要
だ
と
言
わ
れ
て
い
る

）
27
（

。

　

次
に
「
民
主
政
の
専
門
化
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
に
対
す
る
科
学
的

助
言
の
質
向
上
に
関
す
る
議
論
が
近
年
盛
ん
に
な
っ
て
い
る

）
28
（

。
科
学
的

助
言
の
制
度
に
は
、
大
別
し
て
会
議
体
の
助
言
委
員
会
型
と
個
人
の
科

学
顧
問
（scientific advisor

）
型
の
二
つ
の
形
式
が
あ
る
。
助
言
委
員

会
型
は
、
日
本
で
言
え
ば
、
各
省
庁
内
の
審
議
会
、
原
子
力
規
制
委
員

会
や
食
品
安
全
委
員
会
な
ど
の
規
制
機
関
、
全
般
的
な
科
学
技
術
・
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
で
は
内
閣
府
の
総
合
科
学
技
術
会
議
（
現
在
、
総

合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
）
、
学
術
機
関
で
は
日
本
学
術
会
議

な
ど
様
々
な
会
議
体
や
組
織
が
担
っ
て
い
る
。

　

科
学
顧
問
型
は
、
首
相
や
大
統
領
、
各
省
庁
の
大
臣
・
長
官
の
下
に

属
す
る
役
職
で
あ
る
。
英
国
の
主
席
科
学
顧
問
（C

hief Scientific 

A
dvisors: C

SA
s

）
の
制
度
が
代
表
的
で
あ
り
、
一
九
六
四
年
か
ら
続

い
て
い
る
。
元
は
政
府
主
席
科
学
顧
問
（
G 

C 

S 

A
）
の
み
だ
っ
た
が
、

信
頼
の
危
機
の
経
験
を
経
て
、
現
在
は
原
則
、
全
省
庁
に
置
か
れ
て
い

る
（
現
在
二
一
名
）
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ

に
も
同
様
の
役
職
が
あ
り
、
二
〇
一
二
年
に
は
欧
州
連
合
も
設
け
て
い

る
。
米
国
に
も
、
科
学
技
術
政
策
局
（
O 

S 

T 

P
）
と
い
う
助
言
会
議
体

に
加
え
て
大
統
領
科
学
顧
問
や
科
学
技
術
担
当
大
統
領
補
佐
官
が
い
る
。

　

近
年
、
と
く
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
の
は
科
学
顧
問
制
度
で
あ
り
、

同
制
度
を
中
心
に
科
学
的
助
言
制
度
の
見
直
し
、
再
構
築
、
新
設
を
目

指
し
た
議
論
が
、
英
国
を
初
め
と
す
る
各
国
レ
ベ
ル
に
加
え
て
、
国
際

的
に
は
O 

E 

C 

D
の
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
進
め

ら
れ
て
い
る
。
今
年
八
月
に
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
C 

S 

A
等
世
界

会
議
が
開
か
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

議
論
の
特
徴
と
し
て
は
、
素
朴
に
実
証
主
義
的
・
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ

ク
な
科
学
助
言
者
像
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
概
し
て
、
不
確
実
性

や
価
値
規
範
・
利
害
と
の
関
わ
り
な
ど
專
門
知
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
状
況

を
踏
ま
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

三　
 

日
本
に
お
け
る
専
門
知
と
民
主
政
の
諸
問
題 

 

―
―
3
・
11
複
合
災
害
の
前
後
で

　

以
上
、
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
モ
デ
ル
の
意
味
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と
社
会
的
背
景
、
関
連
す
る
現
在
の
政
策
や
実
践
の
動
向
を
見
て
き
た
。

い
ず
れ
も
英
国
で
の
B 

S 

E
―

G 

M
論
争
に
伴
う
「
信
頼
の
危
機
」
な
ど
、

欧
州
の
社
会
的
・
政
治
的
文
脈
や
S 

T 

S
の
研
究
動
向
に
根
ざ
し
た
も

の
だ
が
、
で
は
、
こ
の
モ
デ
ル
に
照
ら
し
て
日
本
の
専
門
知
と
民
主
政

の
関
係
を
見
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
や
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
る
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
と
く
に
3
・
11
複
合
災
害
の
前
後
を
時
代
区
分
と

し
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
こ
の
災
厄
は
、
日
本
で
の
民
主
政
と
專
門
知

の
関
係
に
と
っ
て
、
顕
在
的
で
あ
れ
潜
在
的
で
あ
れ
、
英
国
の
信
頼
の

危
機
以
上
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
だ
。

１　

3
・
11
複
合
災
害
前
の
日
本
の
専
門
知
と
民
主
政

　

3
・
11
複
合
災
害
前
の
日
本
の
専
門
知
と
民
主
政
の
関
係
は
、
「
専

門
知
の
民
主
化
」
と
「
民
主
政
の
専
門
化
」
の
ど
ち
ら
の
側
面
で
も
不

十
分
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
前
者
の
側
面
で
は
、
専
門
知
を

め
ぐ
る
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
欠
如
モ
デ
ル
に
基
づ
く
も

の
が
支
配
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
体
現
す
る
「
ご
理
解
く
だ
さ
い
（
＝
受

け
入
れ
て
く
だ
さ
い
）
」
と
い
う
常
套
句
は
、
原
子
力
で
も
遺
伝
子
組
換

え
作
物
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
吉
野
川
の
可
動
堰
建
設
の
是
非
を

め
ぐ
っ
て
二
〇
〇
〇
年
一
月
に
行
な
わ
れ
た
徳
島
県
徳
島
市
の
住
民
投

票
で
は
、
当
時
の
建
設
大
臣
が
、
建
設
の
是
非
は
工
学
的
問
題
で
あ
り
、

住
民
投
票
を
行
う
こ
と
は
「
民
主
主
義
の
誤
作
動
だ
」
と
批
判
し
た
こ

と
は
有
名
だ
。

　

こ
の
点
で
専
門
知
と
民
主
政
の
関
係
は
、C

ollins

ら
の
分
類
に
倣

え
ば
、
実
証
主
義
的
な
科
学
観
と
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
統
治
観
に

根
ざ
し
た
「
第
一
の
波
」
的
な
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
が
、
か
と
い
っ

て
、
専
門
知
が
政
策
決
定
に
お
い
て
真
に
重
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
客
観
性
、
確
実
性
、
価
値
中
立
性
と
い
っ
た
実
証

主
義
的
な
科
学
イ
メ
ー
ジ
が
、
政
府
や
企
業
の
方
針
に
対
す
る
異
論
を

退
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
機
能
し
て
い
た
の

が
実
態
で
あ
り
、
そ
う
し
た
偽
装
状
態
こ
そ
が
「
第
一
の
波
」
の
時
代

の
実
像
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
水
俣
病
を
は
じ
め
と
す
る

数
々
の
公
害
事
件
で
も
、
行
政
や
企
業
が
奉
ず
る
「
科
学
的
」
主
張
に

は
根
拠
薄
弱
な
点
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
原
子
力
に
し
て
も
、
過
酷
事

故
対
策
が
不
完
全
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
福
島
第
一
原
発
の
事
故
で
誰
の

目
に
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

B 

S 

E
問
題
で
も
、
一
九
九
六
年
に
W 

H 

O
が
肉
骨
粉
禁
止
勧
告
を

し
た
際
に
、
農
林
水
産
省
が
行
政
指
導
に
よ
る
禁
止
で
留
め
た
の
に
対

し
、
同
省
農
業
資
材
審
議
会
安
全
性
分
科
会
家
畜
飼
料
検
討
委
員
会
で

二
人
の
専
門
家
が
法
律
で
禁
止
に
す
る
よ
う
主
張
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
同
省
は
結
論
を
棚
上
げ
に
し
、
結
果
と
し
て
二
〇
〇
一
年
九
月
に

国
内
初
の
感
染
牛
が
見
つ
か
る
ま
で
法
的
禁
止
に
は
な
ら
な
か
っ
た

）
29
（

。

ま
た
欧
州
連
合
（
E 

U
）
が
日
本
も
含
む
世
界
二
三
か
国
を
対
象
に
行
っ

た
国
別
の
B 
S 
E
発
生
危
険
度
の
評
価
（
B 

S 

E
ス
テ
ー
タ
ス
評
価
）
で
、
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「
国
産
牛
が
B 

S 

E
に
感
染
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
が
、
確
認
さ
れ

て
い
な
い
」
と
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
農
林
水
産
省
は
評
価
の
中

断
を
要
請
し
、
こ
の
評
価
結
果
は
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
国

内
感
染
牛
第
一
号
の
発
見
は
そ
れ
か
ら
五
か
月
後
だ
っ
た
。
国
内
発
生

後
、
農
林
水
産
大
臣
と
厚
生
労
働
大
臣
の
私
的
諮
問
組
織
と
し
て
設
け

ら
れ
た
B 

S 

E
問
題
に
関
す
る
調
査
検
討
委
員
会
で
は
、
こ
の
評
価
辞

退
の
理
由
と
し
て
「
B 
S 
E
発
生
リ
ス
ク
が
あ
る
と
い
う
結
論
が
風
評

被
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
」
と
推
測
し
て

い
る

）
30
（

。

２　

3
・
11
複
合
災
害
前
の
重
要
な
変
化
と
そ
の
限
界

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
3
・
11
以
前
に
も
変
化
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
発
端
と
な
っ
た
の
は
一
九
九
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
相
次
い

だ
事
故
や
事
件
だ
。
阪
神
淡
路
大
震
災
（
一
月
十
七
日
）
、
地
下
鉄
サ
リ

ン
事
件
（
三
月
二
十
日
）
高
速
増
殖
炉
も
ん
じ
ゅ
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
洩
火

災
事
故
（
十
二
月
八
日
）
、
薬
害
エ
イ
ズ
裁
判
（
九
六
年
二
月
十
六
日
に
菅

直
人
厚
生
大
臣
が
原
告
団
に
謝
罪
、
三
月
二
十
九
日
に
和
解
成
立
）
、
北
海
道

豊
浜
ト
ン
ネ
ル
岩
盤
崩
落
事
故
（
九
六
年
二
月
十
日
）
は
、
い
ず
れ
も

科
学
技
術
や
専
門
家
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
り
、
メ

デ
ィ
ア
に
は
「
安
全
神
話
の
崩
壊
」
と
い
う
文
字
が
幾
度
も
踊
っ
た
。

原
子
力
分
野
で
は
、
そ
の
後
も
九
七
年
の
東
海
村
再
処
理
工
場
の
火
災

事
故
、
死
者
二
人
を
出
し
た
九
九
年
の
J 

C 

O
臨
界
事
故
が
続
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
ま
ず
原
子
力
分
野
で
は
、
社
会
と
の
関
係

に
お
い
て
、
当
時
の
科
学
技
術
庁
と
通
商
産
業
省
が
合
同
で
「
原
子
力

政
策
に
関
す
る
国
民
的
合
意
形
成
を
目
指
し
て
」
（
一
九
九
六
年
三
月
十

五
日
）
を
発
表
し
、
翌
月
か
ら
は
原
子
力
委
員
会
が
、
反
対
派
も
含
め

た
幅
広
い
参
加
を
求
め
、
多
様
な
意
見
を
今
後
の
原
子
力
政
策
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
「
原
子
力
政
策
円
卓
会
議
」
を
発
足
さ
せ
た
。

安
全
規
制
の
面
で
は
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
『
原
子
力
安
全
白
書
・

平
成
十
二
年
版
』
で
、
「
原
子
力
は
絶
対
安
全
と
は
言
え
な
い
」
と
初

め
て
明
言
さ
れ
た
の
に
引
き
続
き
、
二
〇
〇
四
年
の
『
原
子
力
安
全
白

書
・
平
成
十
五
年
版
』
で
は
、「
原
子
力
利
用
に
伴
う
潜
在
的
危
険
性
（
リ

ス
ク
）
」
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
。
二
〇
〇
一
年
の
中
央
省
庁
再

編
を
機
に
経
済
産
業
省
に
「
原
子
力
安
全
・
保
安
院
」
が
設
立
さ
れ
た

の
に
加
え
、
原
子
力
事
業
者
に
対
し
て
直
接
規
制
を
行
う
経
済
産
業
省

な
ど
規
制
行
政
庁
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
規
制
活
動
の
監
視
・
監
査
を
行

う
内
閣
府
の
原
子
力
安
全
委
員
会
の
「
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
機
能
」
も
強

化
さ
れ
た
。

　

食
品
安
全
や
全
般
的
な
科
学
技
術
政
策
の
分
野
で
も
変
化
は
あ
っ
た
。

食
品
安
全
で
は
、
二
〇
〇
二
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
前
出
の
B 

S 

E
問

題
に
関
す
る
調
査
検
討
委
員
会
の
報
告
書
の
提
言
を
も
と
に
、
「
リ
ス

ク
ア
ナ
リ
シ
ス
」
の
方
法
論
が
導
入
さ
れ
、
リ
ス
ク
評
価
（
科
学
）
の

リ
ス
ク
管
理
（
政
策
決
定
・
実
施
）
か
ら
の
政
治
的
独
立
性
と
専
門
的

基
盤
の
強
化
（
＝
民
主
政
の
専
門
化
）
と
、
リ
ス
ク
評
価
か
ら
リ
ス
ク
管
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理
の
全
過
程
に
お
け
る
社
会
と
の
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促

進
（
＝
専
門
知
の
民
主
化
）
を
進
め
る
た
め
に
、
二
〇
〇
三
年
七
月
に
食

品
安
全
基
本
法
が
施
行
、
リ
ス
ク
評
価
機
関
と
し
て
の
食
品
安
全
委
員

会
が
発
足
し
た
。

　

科
学
技
術
政
策
全
般
で
は
、
一
九
九
九
年
七
月
の
世
界
科
学
会
議
で

採
択
さ
れ
た
「
科
学
と
科
学
的
知
識
の
利
用
に
関
す
る
世
界
宣
言
」（
ブ

ダ
ペ
ス
ト
宣
言
）
で
「
社
会
に
お
け
る
、
社
会
の
た
め
の
科
学
」
と
い

う
新
し
い
科
学
の
社
会
的
責
任
に
関
す
る
理
念
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
を

受
け
て
、
第
二
期
科
学
技
術
基
本
計
画
（
二
〇
〇
一
―
二
〇
〇
五
年
度
）

で
「
社
会
の
た
め
の
、
社
会
の
中
の
科
学
技
術
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

が
掲
げ
ら
れ
た

）
31
（

。
「
科
学
技
術
と
社
会
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
〇
四

年
の
文
部
科
学
省
『
科
学
技
術
白
書
』
で
は
、
九
八
年
に
英
国
で
信
頼

の
危
機
を
背
景
に
始
ま
っ
た
公
共
関
与
の
実
践
の
一
つ
、
「
サ
イ
エ
ン

ス
カ
フ
ェ
」
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
日
本
で
も
急
速
に

普
及
し
、
現
在
で
は
全
国
で
年
間
一
〇
〇
〇
件
以
上
開
催
さ
れ
る
ま
で

に
な
っ
て
い
る
。

　

同
白
書
で
は
、「
政
府
、
科
学
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
企
業
、
地
域
社
会
、

国
民
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
間
の
対
話
と
意
思
疎
通
を
前
提
と
し
て
、

各
主
体
か
ら
能
動
的
に
発
せ
ら
れ
る
意
思
を
政
策
形
成
等
の
議
論
の
中

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
」
よ
う
な
「
科
学
技
術
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
を
確
立
す

る
必
要
性
を
指
摘
す
る
な
ど
、
「
専
門
知
の
民
主
化
」
的
な
政
策
理
念

も
提
示
さ
れ
た
。
実
際
の
政
策
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
啓
蒙
的
な
「
科
学

技
術
理
解
増
進
」
―
―
英
国
の
P 

U 

S
に
相
当
―
―
に
加
え
て
、
専
門

家
と
非
専
門
家
の
双
方
向
的
な
対
話
を
重
視
し
た
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
学
で
の
担
い
手
育
成
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
対
す
る
助
成
が
二
〇
〇
五
年
か
ら
行
わ
れ
た
。
ま
た
第
三
期
科

学
技
術
基
本
計
画
（
二
〇
〇
六
―
二
〇
一
〇
年
度
）
で
は
、
科
学
技
術
政

策
や
研
究
開
発
の
計
画
策
定
に
お
け
る
国
民
参
加
の
促
進
が
盛
り
込
ま

れ
た
。
S 

T 

S
関
連
の
研
究
で
も
、
参
加
の
方
法
論
と
し
て
、
熟
議
民

主
主
義
論
を
ベ
ー
ス
に
し
た
参
加
型
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
セ
ス
メ
ン
ト

（
T 

A
）

）
32
（

の
社
会
実
験
や
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
専
門
家
の
協
働
に

よ
る
調
査
研
究
・
技
術
開
発
が
、
た
と
え
ば
（
独
）
科
学
技
術
振
興
機

構
（
J 

S 

T
）
社
会
技
術
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
の
研
究
助
成
に
よ
っ
て

進
め
ら
れ
た
。
参
加
型
T 

A
で
は
、
遺
伝
子
組
換
え
作
物
を
対
象
と
し

て
農
林
水
産
省
（
二
〇
〇
〇
年
）
や
北
海
道
（
二
〇
〇
六
年
）
が
開
催
し
、

政
策
立
案
で
参
照
さ
れ
た
例
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
3
・
11
前
に
も
「
専
門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門

化
」
の
観
点
か
ら
見
て
重
要
な
変
化
は
日
本
で
も
起
き
て
お
り
、
と
く

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
施
策
、
研
究
、
実
践
は
あ
る
程

度
、
欧
州
の
動
向
と
同
時
代
性
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
こ

の
変
化
は
か
な
り
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た
。

　

と
く
に
原
子
力
は
、
3
・
11
で
露
呈
し
た
よ
う
に
、
い
く
ら
一
〇
〇

〇
年
に
一
度
規
模
の
津
波
と
は
い
え
、
水
没
に
よ
っ
て
全
電
源
喪
失
事

故
に
つ
な
が
る
よ
う
な
構
造
上
の
欠
陥
が
長
年
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
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な
ど
、
安
全
規
制
に
大
き
な
穴
が
あ
っ
た
。
円
卓
会
議
以
外
に
も
、
原

子
力
に
関
す
る
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
や
社
会
実
験
が

助
成
さ
れ
促
進
さ
れ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
欠
如
モ
デ
ル
を
前
提
に
、
原

子
力
に
対
す
る
市
民
（
立
地
地
域
の
住
民
、
あ
る
い
は
他
の
一
般
市
民
）
の

不
安
の
払
拭
や
理
解
向
上
・
支
持
向
上
を
目
指
し
た
い
わ
ゆ
る
P 

A

（PA
 = Public A

cceptance

＝
社
会
的
受
容
）
活
動
だ
っ
た
。
市
民
と
原

子
力
関
係
者
（
事
業
者
、
研
究
者
な
ど
）
の
相
互
理
解
と
信
頼
醸
成
、
そ

れ
ら
を
通
じ
て
の
原
子
力
事
業
現
場
の
安
全
向
上
を
目
指
す
な
ど
、
従

来
の
P 

A
の
域
を
超
え
た
活
動
も
少
数
な
が
ら
あ
っ
た
が
、
政
府
の
原

子
力
政
策
に
影
響
を
与
え
う
る
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

政
策
変
更
の
有
無
を
も
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
成
否
や
意

義
が
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
市
民
参
加
型
の
討
議
や
意
見
公
募

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ー

シ
ョ
ン
」
が
、
政
策
決
定
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
意
見
反
映

に
関
す
る
政
策
決
定
者
の
答
責
性
ま
で
含
め
て
ど
の
程
度
ま
で
制
度
化

さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
手
続
き
的
な
正
統
性
の
観
点
が
重
要
な
の
だ

が
、
そ
の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
は
、
行

政
手
続
法
が
一
般
に
定
め
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
を
除
け
ば
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
3
・
11
後
の
今
も
存
在
し
て
い
な
い
。

　

原
子
力
以
外
の
領
域
で
も
変
化
の
限
界
は
顕
著
だ
。
二
〇
〇
〇
年
代

半
ば
か
ら
推
進
さ
れ
た
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
践
の
多
く
は
、

九
〇
年
代
に
理
科
離
れ
対
策
や
原
子
力
P 

A
を
目
的
に
始
ま
っ
た
科
学

技
術
理
解
増
進
活
動
の
延
長
に
あ
り
、
政
策
形
成
へ
の
関
わ
り
は
意
図

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
も
啓
蒙
的
・
教
育
的
な
関

心
が
主
流
で
あ
り
、
英
国
の
よ
う
な
公
共
関
与
と
し
て
の
関
心
は
周
辺

的
で
あ
る

）
33
（

。
参
加
型
T 

A
に
し
て
も
、
九
〇
年
代
末
以
降
、
3
・
11
ま

で
に
も
二
〇
件
以
上
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
上
述
の
よ
う
に
一
部
を
除

い
て
ほ
と
ん
ど
は
社
会
実
験
に
留
ま
り
、
制
度
化
は
為
さ
れ
な
か
っ
た

）
34
（

。

３　

3
・
11
複
合
災
害
後
の
状
況
に
お
け
る
困
難
さ

　

こ
う
し
た
状
況
は
3
・
11
複
合
災
害
の
後
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら

な
い
。

　

ま
ず
「
專
門
知
の
民
主
化
」
の
面
で
は
、
3
・
11
後
の
社
会
的
激
震

の
中
心
で
あ
る
原
子
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
で
、
野
田
民
主
党
政
権
の

も
と
、
内
閣
官
房
国
家
戦
略
室
が
二
〇
一
二
年
八
月
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
や
意
見
聴
取
会
に
討
論
型
世
論
調
査
も
加
え
た
「
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
環
境
の
選
択
肢
に
関
す
る
国
民
的
議
論
」
を
開
い
た
。
こ
の
議

論
の
結
論
は
、
「
二
〇
三
〇
年
代
に
原
発
ゼ
ロ
を
目
指
す
」
と
い
う
か

た
ち
で
革
新
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦
略
（
二
〇
一
二
年
九
月
十
四
日
、

国
家
戦
略
室
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
会
議
）
に
は
ま
と
め
ら
れ
、
当
初
は
こ

れ
が
そ
の
ま
ま
閣
議
決
定
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
て
い
た
が
、
結
局
、
閣

議
決
定
で
こ
の
戦
略
は
付
属
文
書
扱
い
さ
れ
、
決
定
に
は
反
映
さ
れ
な

か
っ
た
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
結
果
は
、
二
〇
三
〇
年
代
の
脱
原
発
を
支
持
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し
た
議
論
参
加
者
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
も

の
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
意
思
決

定
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
確
立
と
履
行
と
い
う
面
で
の
不
備
で
あ
る
。

こ
の
国
民
的
議
論
は
、
当
初
、
国
家
戦
略
室
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
会
議

が
二
〇
一
一
年
十
二
月
に
定
め
た
基
本
方
針
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦

略
に
関
す
る
選
択
肢
の
提
示
に
向
け
て
」
で
、
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

環
境
戦
略
は
国
民
的
議
論
を
経
て
策
定
す
る
と
し
た
こ
と
で
開
催
さ
れ

た
も
の
だ
っ
た
が
、
結
論
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
政
策
決

定
に
接
続
す
る
の
か
ま
で
は
予
め
定
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
実
際
、

国
家
戦
略
室
は
原
発
ゼ
ロ
が
多
数
派
と
な
っ
た
結
果
を
受
け
て
か
ら
、

こ
の
結
果
の
解
釈
な
ど
政
策
決
定
へ
の
接
続
を
検
討
す
る
「
国
民
的
議

論
に
関
す
る
検
証
会
合
」
を
急
遽
設
置
す
る
な
ど
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な

対
応
が
目
立
っ
た
。
そ
も
そ
も
討
論
型
世
論
調
査
の
実
施
が
最
終
的
に

決
ま
っ
た
の
は
開
催
の
一
ヶ
月
強
前
で
あ
り
、
拙
速
さ
が
否
め
な
い
。

本
来
は
、
こ
の
よ
う
な
参
加
型
の
会
議
を
開
く
な
ら
ば
、
一
年
か
ら
一

年
半
は
か
け
て
、
世
論
調
査
の
設
問
や
会
議
資
料
の
作
成
、
会
議
で
説

明
・
質
疑
応
答
に
あ
た
る
専
門
家
の
選
定
な
ど
の
準
備
を
行
い
、
科
学

面
・
政
治
面
で
の
バ
イ
ア
ス
の
排
除
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

が
、
こ
う
し
た
準
備
プ
ロ
セ
ス
が
大
幅
に
短
絡
さ
れ
た
の
だ
っ
た

）
35
（

。
そ

し
て
、
国
民
的
議
論
終
了
後
も
、
今
後
、
同
様
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
ン
サ

ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
の
制
度
化
は
何
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
二
〇

一
二
年
末
の
政
権
交
代
を
迎
え
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
一
時
期
は
国

家
戦
略
室
の
国
民
的
議
論
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
そ
の
も
の
が
関
連
文
書
ご

と
削
除
さ
れ
る
な
ど
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
の
意
義
そ

の
も
の
が
事
実
上
無
視
・
否
定
さ
れ
た
の
は
、
手
続
き
的
な
正
統
性
の

観
点
か
ら
は
大
幅
な
後
退
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

）
36
（

。

　

同
様
の
限
界
は
、
参
加
型
を
含
む
T 

A
の
制
度
化
に
も
あ
っ
た
。

T 

A
の
制
度
化
は
、
一
九
七
二
年
に
米
国
連
邦
議
会
に
技
術
評
価
局

（
O 

T 

A
）
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
八
〇
年
代
に
は
欧
州
諸

国
の
議
会
に
も
普
及
し
た
。
日
本
で
は
一
九
七
〇
年
代
と
九
〇
年
代
に

超
党
派
の
議
員
た
ち
に
よ
っ
て
制
度
化
の
た
め
の
法
案
作
成
の
動
き
が

あ
っ
た
も
の
の
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇

〇
年
代
後
半
に
研
究
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
制
度
化
に
向
け
た
研
究

）
37
（

が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
3
・
11
後
に
策
定
・
実
施
さ
れ
た
第
四
期
科

技
術
基
本
計
画
で
も
制
度
化
を
目
指
し
た
検
討
が
謳
わ
れ
て
い
た
の
だ

が
、
結
局
、
実
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
に
至
っ
て
い
る
。
二
〇
一
六

年
度
か
ら
始
ま
る
第
五
期
基
本
計
画
で
は
、
策
定
の
中
心
主
体
が
従
来

の
文
部
科
学
省
か
ら
内
閣
府
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議

に
移
っ
た
こ
と
、
全
般
的
に
ま
す
ま
す
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
経
済
的
成

果
が
科
学
技
術
政
策
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
市
民
参
加
等
に
は
消
極
的
な
現
政
権
の
政
治
傾
向
も
相
ま
っ
て
、

T 

A
や
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
施
策
は
従
来
か
ら
大
幅

に
後
退
す
る
可
能
性
が
高
い

）
38
（

。

　

他
方
、
「
民
主
政
の
専
門
化
」
の
観
点
で
は
、
3
・
11
後
、
原
子
力
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規
制
委
員
会
が
独
立
性
の
高
い
三
条
委
員
会
と
し
て
発
足
し
た
が
、
こ

れ
も
様
々
な
困
難
を
抱
え
て
い
る
。
一
つ
は
独
立
性
が
脅
か
さ
れ
つ
つ

あ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
安
倍
政
権
は
、
島
崎
邦
彦
委
員
長
代
理
と

大
島
賢
三
委
員
が
九
月
に
任
期
満
了
で
退
任
す
る
の
に
代
え
て
、
元
・

日
本
原
子
力
学
会
会
長
の
田
中
知
東
京
大
大
学
院
教
授
と
石
渡
明
東
北

大
教
授
を
当
て
る
こ
と
を
今
年
五
月
末
に
提
案
し
、
こ
の
人
事
は
、
六

月
十
、
十
一
日
に
野
党
全
七
党
が
反
対
す
る
な
か
、
衆
参
両
院
で
承
認

さ
れ
た
。
島
崎
氏
は
、
日
本
原
子
力
発
電
敦
賀
2
号
機
（
福
井
県
）
直

下
の
活
断
層
認
定
な
ど
、
原
発
の
早
期
再
稼
働
を
求
め
る
事
業
者
に
は

厳
し
い
審
査
を
行
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
与
党
内
や
電
力
会
社
、
経
済

界
に
は
交
代
を
求
め
る
声
が
強
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

）
39
（

。
も
し
も

政
権
が
、
そ
の
よ
う
な
声
を
反
映
し
て
、
早
期
再
稼
働
の
た
め
に
人
事

案
を
提
出
し
、
国
会
で
も
与
党
が
賛
成
し
た
の
な
ら
ば
、
規
制
委
の
独

立
性
に
と
っ
て
由
々
し
き
事
態
で
あ
る
。
ま
た
田
中
氏
に
つ
い
て
は
、

東
京
電
力
の
関
連
財
団
他
か
ら
寄
付
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て

お
り
、
人
事
に
関
し
て
規
制
委
発
足
時
に
民
主
党
政
権
が
定
め
た
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
抵
触
す
る
疑
い
も
指
摘
さ
れ
た
が
、
石
原
伸
晃
環
境
大
臣

は
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
襲
し
な
い
方
針
を
表
明
、
さ
ら
に
田
中
俊
一

規
制
委
員
長
も
六
月
十
一
日
の
定
例
会
見
で
「
そ
の
こ
と
で
人
の
考
え

方
や
人
格
が
変
わ
る
と
は
思
わ
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
前
者
も
大
い

に
問
題
が
あ
る
が
、
利
益
相
反
の
問
題
を
単
な
る
個
人
の
人
格
問
題
に

縮
減
し
て
い
る
後
者
の
発
言
は
、
利
益
相
反
の
原
則
論
か
ら
す
れ
ば
あ

ま
り
に
ナ
イ
ー
ヴ
で
許
容
す
べ
き
で
な
い
。

４　

「
科
学
」
の
背
後
に
隠
れ
る
政
治

　

も
う
一
つ
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
関
し
て
重
大
な
の
は
、
専
門
的

判
断
と
政
策
判
断
と
の
間
の
責
任
分
担
が
不
明
確
で
、
「
科
学
」
の
背

後
に
「
政
治
」
が
隠
れ
て
し
ま
う
問
題
だ
。
原
子
力
規
制
に
限
ら
ず
、

一
般
に
リ
ス
ク
に
関
す
る
意
思
決
定
に
は
二
つ
の
領
域
が
あ
る
。
一
つ

は
、
有
害
事
象
と
そ
の
発
生
確
率
な
ど
リ
ス
ク
の
性
質
や
、
安
全
基
準
、

規
制
措
置
の
技
術
的
有
効
性
に
つ
い
て
科
学
的
・
工
学
的
に
評
価
す
る

専
門
的
判
断
の
領
域
（
リ
ス
ク
評
価
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
専
門

的
判
断
に
加
え
て
、
規
制
の
社
会
経
済
的
影
響
、
リ
ス
ク
管
理
の
技
術

的
実
効
性
や
費
用
対
効
果
、
リ
ス
ク
を
受
忍
す
る
対
価
と
し
て
得
ら
れ

る
便
益
と
の
釣
り
合
い
、
倫
理
的
な
考
慮
な
ど
を
総
合
し
、
リ
ス
ク
の

受
忍
の
可
否
を
判
断
す
る
政
策
判
断
の
領
域
（
リ
ス
ク
管
理
）
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
前
者
は
専
門
家
の
責
任
、
後
者
は
政
策
決
定
者
の
責

任
で
あ
り
、
両
者
の
区
別
を
あ
い
ま
い
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
え
て
し
て
起
こ
る
の
は
、
政
策
決
定
者
が
、
あ
た
か
も
専

門
的
判
断
の
結
果
だ
け
で
政
策
が
決
定
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
振
る
ま
い
、

自
分
た
ち
が
負
う
べ
き
決
定
責
任
を
専
門
家
た
ち
に
転
嫁
し
て
し
ま
う

こ
と
だ
。
実
際
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
に
B 

S 

E
問
題
で
米
国
産
牛
肉

の
リ
ス
ク
が
問
題
に
な
っ
た
際
に
、
リ
ス
ク
評
価
に
携
わ
っ
た
科
学
者

た
ち
が
、
こ
の
可
能
性
を
警
戒
し
、
リ
ス
ク
評
価
の
報
告
書
で
懸
念
を
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次
の
よ
う
に
表
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
リ
ス
ク
評
価
機
関
は
、
人

の
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
を
科
学
的
に
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
リ
ス
ク

管
理
機
関
は
、
そ
の
評
価
結
果
を
踏
ま
え
て
総
合
判
断
し
て
管
理
措
置

を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
評
価
機
関
に
責
任
を
転
嫁
し
て
は
な
ら

な
い
。
従
っ
て
、
リ
ス
ク
管
理
機
関
は
管
理
措
置
に
つ
い
て
国
民
に
対

す
る
独
自
の
説
明
責
任
を
持
つ
も
の
で
あ
る

）
40
（

」
。

　

同
じ
こ
と
は
原
子
力
規
制
に
つ
い
て
も
懸
念
さ
れ
、
実
際
、
田
中
俊

一
規
制
委
員
長
は
今
年
二
月
十
二
日
の
定
例
会
見
で
、
再
稼
働
す
る
か

ど
う
か
は
、
社
会
、
国
民
、
政
治
の
判
断
で
あ
り
、
規
制
委
は
関
与
し

な
い
と
の
考
え
を
示
し
て
牽
制
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
安
倍
政
権
は
、

四
月
十
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
で
「
原
子
力

規
制
委
員
会
に
よ
り
世
界
で
最
も
厳
し
い
水
準
の
規
制
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
原
子
力
発
電
所
の

再
稼
働
を
進
め
る
」
と
し
て
、
決
定
責
任
が
規
制
委
に
あ
る
か
の
よ
う

な
表
現
を
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
政
治
が
科
学
―
―
正
確
に
は
そ
の
実
証
主
義
的
虚
像

―
―
の
背
後
に
隠
れ
て
し
ま
う
傾
向
は
、
「
科
学
に
よ
る
民
主
的
プ
ロ

セ
ス
の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
」
と
い
う
形
態
で
、
原
発
事
故
被
災
者
の
避

難
・
除
染
問
題
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
リ
ス

ク
の
受
忍
の
可
否
は
、
科
学
だ
け
で
は
決
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会

的
・
規
範
的
考
慮
を
加
え
た
総
合
判
断
で
あ
る
。
そ
れ
は
判
断
主
体
が

個
人
の
場
合
に
も
成
り
立
つ
。
ど
う
い
う
リ
ス
ク
を
ど
こ
ま
で
受
け
入

れ
る
の
か
、
ど
の
リ
ス
ク
を
拒
否
す
る
の
か
―
―
た
と
え
ば
何
シ
ー
ベ

ル
ト
な
ら
帰
還
す
る
か
／
避
難
す
る
か
―
―
は
、
根
本
的
に
は
生
活
の

質
の
問
題
で
あ
り
、
何
を
守
る
た
め
に
何
を
犠
牲
に
す
る
か
の
価
値
選

択
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
た
め
避
難
や
除
染
に
よ
る
放
射
線
防
護
や
補

償
の
問
題
は
、
科
学
は
判
断
材
料
の
一
部
を
提
供
す
る
と
は
い
え
、
そ

れ
だ
け
で
一
律
に
物
事
は
決
め
ら
れ
な
い
し
、
決
め
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
個
人
の
自
己
決
定
の
問
題
で
あ
り
、
集
合
的
に
は
民
主
的
な
意

思
決
定
の
対
象
で
あ
る
。
放
射
線
防
護
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
勧
告
す
る

国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
（
I 

C 

R 

P
）
で
も
、
こ
の
点
は
認
識
さ
れ

て
お
り
、
被
災
住
民
な
ど
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
意
思
決
定
へ
の
参
加

が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
3
・
11
後
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
議
員
立
法
で

制
定
さ
れ
た
日
本
の
子
ど
も
・
被
災
者
支
援
法
で
も
、
放
射
線
の
健
康

影
響
に
関
す
る
科
学
的
な
不
確
実
性
を
主
な
理
由
と
し
て
、
被
災
者
の

自
己
決
定
の
尊
重
や
、
施
策
決
定
に
あ
た
っ
て
の
被
災
者
の
意
見
反
映

措
置
の
実
施
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
こ
れ
ら
民
主
政
の

要
求
は
蔑
ろ
に
さ
れ
、
避
難
・
帰
還
・
補
償
等
の
基
準
と
し
て
専
門
家

の
科
学
的
判
断
が
一
律
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
背
後
に
は
、
補
償
・
賠
償
に
関
す
る
被
災
者
と
の
交
渉
を
科
学
の

名
の
も
と
に
回
避
し
、
で
き
る
だ
け
費
用
を
縮
小
し
た
い
東
京
電
力
や

国
の
意
図
が
疑
わ
れ
る
。

　

最
後
に
も
う
一
つ
、
原
子
力
に
限
ら
な
い
3
・
11
以
降
の
「
民
主
政

の
専
門
化
」
に
関
連
す
る
動
き
で
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
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「
科
学
技
術
顧
問
」
制
度
の
導
入
検
討
で
あ
る

）
41
（

。
原
発
事
故
直
後
の
混

乱
の
経
験
も
あ
っ
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
と
原
発
事
故
な
ど
緊
急

時
対
応
の
両
面
に
お
い
て
、
首
相
や
大
臣
等
に
助
言
し
た
り
、
国
民
向

け
に
科
学
的
見
解
を
一
元
的
に
発
信
し
た
り
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
英
国
の
科
学
顧
問
制
度
だ
が
、
こ

れ
も
ま
た
、
上
述
の
よ
う
な
専
門
的
判
断
と
政
策
判
断
の
区
別
・
関
係

に
つ
い
て
の
理
解
や
、
専
門
知
の
民
主
化
と
連
動
し
た
民
主
政
の
専
門

化
の
あ
り
方
に
則
し
た
も
の
で
は
な
く
、
古
典
的
な
実
証
主
義
的
科
学

観
・
科
学
者
像
に
基
づ
い
た
も
の
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る

）
42
（

。

日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
ば
し
ば
科
学
者
に
は
「
慣

習
や
利
害
関
係
を
超
え
て
中
立
公
正
を
貫
く
人
た
ち

）
43
（

」
と
い
う
像
が
求

め
ら
れ
、
た
と
え
ば
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
に
教
育
問
題
も
含
め
て
様
々

な
問
題
で
見
識
を
示
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
知

的
か
つ
道
徳
的
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の
科
学
者
像
は
、
專
門
知
の
パ
ラ
ド

ク
ス
が
示
す
よ
う
な
科
学
に
内
在
す
る
不
確
実
性
や
価
値
前
提
、
利
害

関
係
の
問
題
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
つ
な
が
り
や
す
い
。
科
学
者
の
個
人

的
価
値
判
断
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
「
科
学
」
の
名
の
も
と
に
一
般
的

に
正
し
い
こ
と
と
さ
れ
、
ち
ょ
う
ど
政
治
が
科
学
的
判
断
に
介
入
す
る

の
と
は
逆
向
き
に
、
科
学
が
政
策
判
断
や
個
人
の
価
値
選
択
の
問
題
に

領
域
侵
犯
す
る
こ
と
、
社
会
の
側
も
自
ら
判
断
を
科
学
に
明
け
渡
し
て

し
ま
う
こ
と
も
起
こ
り
か
ね
な
い

）
44
（

。

お
わ
り
に
―
― 

市
民
社
会
か
ら
見
た
日
本
の
專
門
知
と 

 

民
主
政
の
行
方

　

先
に
3
・
11
複
合
災
害
は
、
日
本
で
の
民
主
政
と
專
門
知
の
関
係
に

と
っ
て
、
顕
在
的
で
あ
れ
潜
在
的
で
あ
れ
、
英
国
の
信
頼
の
危
機
以
上

に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
動
き
を
見
る
限
り
は
、
理
念
型
と
し
て
の
「
専

門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
モ
デ
ル
か
ら
の
距
離
は
広
が
り
、

と
も
す
れ
ば
実
証
主
義
的
偽
装
と
し
て
の
「
第
一
の
波
」
の
様
相
が
い
っ

そ
う
強
ま
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
政
治
が
科

学
の
背
後
に
隠
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
は
、
い
ず
れ
も
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー

に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
代
替
と
い
う
古
典
的
傾
向
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
だ
が
、
3
・
11
後
の
日
本
版
信
頼
の
危
機
と
呼
べ
る
状
況
の
中
で
、

い
っ
そ
う
の
警
戒
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
日
本
の
市
民
社
会
に
お
け
る
「
專

門
知
の
民
主
化
／
民
主
政
の
専
門
化
」
の
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ

て
お
こ
う
。
こ
の
点
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
3
・
11
後
に
東
日
本

を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
市
民
の
放
射
能
測
定
や
除
染
活
動
、
避
難
者
支

援
（
と
く
に
自
主
避
難
）
の
活
動
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
だ
ろ
う
。

放
射
能
測
定
に
つ
い
て
は
、
事
故
直
後
か
ら
、
す
で
に
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ

リ
事
故
後
に
結
成
さ
れ
て
い
た
放
射
線
災
害
警
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
R

―

D 

A 

N
）
が
独
自
測
定
を
開
始
し
、
結
果
をG

oogle M
ap

上
に
集
約
・
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表
示
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
も
線
量
計
を
購
入
し
て
生
活
環
境
の
放
射

線
量
を
測
定
す
る
個
人
が
続
々
と
増
え
、
二
〇
一
一
年
七
月
以
降
は
、

福
島
市
を
皮
切
り
に
、
食
品
等
の
汚
染
を
調
べ
る
市
民
放
射
能
測
定
室

が
各
地
に
設
け
ら
れ
た
。
国
や
自
治
体
に
よ
る
測
定
デ
ー
タ
も
有
志
の

市
民
や
研
究
者
に
よ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
集
約
・
可
視
化
さ
れ

た
。T

w
itter

やFacebook

な
ど
S 

N 

S
上
で
も
、
様
々
な
科
学
的

情
報
が
市
民
や
研
究
者
か
ら
発
信
さ
れ
た
ほ
か
、
有
志
の
市
民
・
団
体
・

研
究
者
か
ら
な
る
「
放
射
線
防
護
に
関
す
る
市
民
科
学
者
国
際
会
議
」

の
よ
う
に
、
組
織
的
に
放
射
線
防
護
に
関
す
る
知
を
、
政
府
や
国
際
機

関
が
発
信
す
る
公
式
見
解
的
な
専
門
情
報
に
批
判
的
な
対
抗
的
專
門
知

と
し
て
ま
と
め
発
信
す
る
活
動
も
現
れ
た
。
子
ど
も
の
健
康
を
守
る
た

め
に
活
動
す
る
母
親
た
ち
の
情
報
交
換
の
媒
体
と
し
て
、
有
志
の
編
集

者
・
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
情
報
誌
の
発
行
を
始
め
た
例
も
あ
る

）
45
（

。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
市
民
社
会
側
の
活
動
を
支
え
る
社
会
的
・
技
術
的

環
境
と
し
て
、
線
量
計
の
普
及
、S 

N 

S
を
初
め
と
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
環
境
、
ま
た
「
専
門
知
の
民
主
化
」
（
知
的
資
源
の
開
放
利
用
）
と
い

う
点
で
は
、
各
大
学
の
図
書
館
の
学
術
成
果
公
開
リ
ポ
ジ
ト
リ
や
、
国

立
情
報
学
研
究
所
の
論
文
検
索
シ
ス
テ
ムC

iN
ii A

rticle

な
ど
の
シ

ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
非
常
に
重
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
市
民
社
会
の
活
動
の
中
で
生
成
・
集
積
・
共
有
さ
れ
た
情

報
に
は
、
少
な
く
と
も
国
や
国
際
機
関
の
公
式
の
科
学
的
情
報
か
ら
見

れ
ば
不
正
確
な
も
の
、
誤
っ
た
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
放
射
線
に
関

す
る
専
門
知
や
情
報
環
境
の
利
用
、
文
書
編
集
や
資
金
調
達
、
組
織
運

営
等
の
専
門
知
の
発
揮
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
、
政
府
・
自
治
体
・
企
業
（
東
京
電
力
）
に
対
す

る
交
渉
力
の
構
築
な
ど
、
市
民
社
会
に
お
け
る
「
專
門
知
の
民
主
化
／

民
主
政
の
専
門
化
」
の
諸
活
動
に
は
、
科
学
的
市
民
権
の
確
立
と
い
う

点
で
極
め
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
思
想
史
的
に
は
、
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
事
故
後
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
の
生
を
追
う
中
で
構
想
さ
れ
た

A
driana Petryna

の
「
生
物
学
的
市
民
権
（biological citizenshi

）
46
（p

）
」

の
議
論
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
り
、
S 

T 

S
の
み
な
ら
ず
政
治
学

や
社
会
学
研
究
に
と
っ
て
も
、
学
術
的
か
つ
社
会
的
に
大
き
な
価
値
を

も
つ
は
ず
だ
。

　

す
で
に
為
さ
れ
て
い
る
そ
う
し
た
研
究
の
成
果
の
共
有
も
含
め
て
、

社
会
思
想
史
学
会
の
研
究
者
諸
氏
と
S 

T 

S
研
究
者
と
の
共
同
が
今
後

進
む
こ
と
を
願
い
た
い
。

 

（
ひ
ら
か
わ
・
ひ
で
ゆ
き
／
科
学
技
術
社
会
論
）

注（
1
） 

科
学
技
術
政
策
と
は
、
科
学
技
術
の
研
究
開
発
や
成
果
利
用
の
計
画
・
推

進
・
規
制
に
関
わ
る
政
策
の
総
体
で
あ
り
、
小
林
に
よ
れ
ば
、
政
府
が
科

学
技
術
政
策
に
取
り
組
む
目
的
に
は
、
①
政
府
の
援
助
が
必
要
な
科
学
技

術
活
動
の
支
援
、
②
公
共
的
ニ
ー
ズ
の
た
め
の
科
学
技
術
活
動
の
推
進
、

③
公
共
的
観
点
か
ら
の
科
学
技
術
活
動
に
対
す
る
規
制
・
統
制
・
誘
導
、

④
科
学
技
術
活
動
の
悪
影
響
か
ら
の
国
民
の
保
護
お
よ
び
科
学
技
術
活
動
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へ
の
国
民
の
参
画
な
ど
が
あ
る
。
小
林
信
一
「
科
学
技
術
政
策
と
は
何
か
」

調
査
報
告
書
『
科
学
技
術
政
策
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国
際
的
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』
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図
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、
二
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。

（
2
） H. M

. C
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 R
. E

vans, “T
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Vol. 32, N

o. 2, 2002: 235-296.

（
3
） 

た
と
え
ばJasanoff

は
、Collins

ら
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議
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、
第
二
の
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と
く
く
っ
て

い
る
S 

T 
S
の
研
究
群
に
つ
い
て
の
見
当
違
い
の
特
徴
付
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、
公
共
的

領
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） European C
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い
た
。

（
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） Parliam

entary O
ffice of Science and T

ech
nology. O
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a
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n
els: P
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blic D
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e in
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cien
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n
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仁
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る
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〇
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31
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。
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〇
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光
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施
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ェ
ク
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ー
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ベ
ー
ス
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普
遍
的
世
界
史
を
、
人
類
に
お
け
る
完
全
な
市
民
的
連
合
を
め

ざ
す
自
然
の
計
画
に
従
っ
て
取
り
扱
う
哲
学
的
試
み
は
、
可
能
で

あ
り
、
か
つ
そ
れ
自
身
こ
の
自
然
の
意
図
を
促
進
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
み

な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

（
強
調
は
網
谷
。Idee, 8: 2

）
1
（9

）

　

『
世
界
市
民
的
な
意
図
に
お
け
る
普
遍
史
の
理
念
』
の
な
か
で
、
カ

ン
ト
は
自
身
が
構
想
す
る
歴
史
の
役
割
を
こ
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
決

定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
歴
史
に
あ
る
種
の
実
践
的

な
性
格
を
付
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
遍
史
は
、
自
ら
が

記
述
す
る
自
然
の
意
図
（N

aturabsicht

）
を
そ
れ
自
身
で

0

0

0

0

0

実
現
し
よ

う
と
す
る
、
と
い
う
の
だ
。
『
普
遍
史
の
理
念
』
に
よ
れ
ば
、
人
類
は

自
然
の
意
図
に
導
か
れ
て
、
法
的
な
市
民
社
会
（
国
家
）
、
そ
し
て
国

際
連
盟
を
設
立
す
る
。
カ
ン
ト
は
過
去
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
未
来
を

中
心
に
し
た
歴
史
を
展
望
し
て
い
る
。
歴
史
の
進
行
を
促
す
の
は
、
自

然
に
よ
っ
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
非
社
交
的
社
交
性
（ungesellige 

G
eselligkeit

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
思
い
通
り
に
生
き
た
い
と

い
う
欲
求
と
他
者
と
共
生
し
た
い
と
い
う
欲
求
の
葛
藤
状
態
を
指
す
。

し
か
し
、
各
人
が
自
由
に
振
舞
っ
て
い
れ
ば
他
者
と
の
衝
突
は
避
け
ら

れ
ず
共
生
は
不
可
能
に
な
る
た
め
、
人
間
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
自
ら

の
自
由
が
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
法
的
市
民
社
会
を
設
立
す
る
。
国

家
間
に
お
い
て
も
同
様
の
論
理
か
ら
各
国
は
国
際
連
盟
を
設
立
す
る
。

「
人
類
の
歴
史
全
体
は
自
然
の
隠
れ
た
計
画
の
実
現
と
し
て
み
な
す
こ

と
が
で
き
、
そ
れ
は
国
内
の
完
全
な
国
家
体
制
と
、
こ
の
目
的
の
た
め

に
対
外
的
に
も
完
全
な
国
家
体
制
を
実
現
す
る
こ
と
」
（Idee, 8: 27

）

〈
公
募
論
文
〉

カ
ン
ト
歴
史
論
に
お
け
る
統
治
批
判
と
自
然
概
念

【
ヒ
ュ
ー
ム
・
ス
ミ
ス
と
の
比
較
を
通
し
て
】

網
谷
壮
介
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で
あ
る
。
普
遍
史
は
、
こ
の
自
然
の
意
図
を
そ
れ
自
身
で
促
進
す
る
と

い
う
の
だ
。

　

だ
が
い
っ
た
い
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
。

自
然
の
意
図
を
記
述
す
る
歴
史
が
、
そ
の
意
図
そ
の
も
の
を
現
実
に
促

進
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
自
己
言
及
的
な
歴
史
の
構
想
の
も
と
に
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
企
て
ら
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す

る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
本
稿
は
同
時
代
の
統
治
批
判
の
言
説
を

参
照
す
る
。
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
家
は
、
自
然
の
語
彙
を
用

い
て
統
治
批
判
を
行
な
っ
て
い
た
。
検
討
し
た
い
の
は
次
の
仮
説
で
あ

る
。
カ
ン
ト
も
ま
た
、
歴
史
論
に
お
い
て
自
然
の
語
彙
を
用
い
る
こ
と

で
統
治
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
ま
で
カ
ン
ト
の
歴
史
論
は
、
批
判
哲
学
体
系
と
相
容
れ
な
い
独

断
哲
学
の
残
滓
で
あ
る
と
し
て
否
定
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

意
図
や
計
画
を
も
っ
て
人
類
史
を
先
導
す
る
自
然
概
念
は
、
批
判
哲
学
、

と
り
わ
け
道
徳
哲
学
が
打
ち
立
て
た
人
間
の
自
由
と
矛
盾
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
こ
う
し
た
解
釈
に
対
し
て
、
歴
史
論
に

お
け
る
自
然
概
念
に
は
批
判
哲
学
の
理
論
的
な
裏
付
け
が
あ
り
、
し
か

も
実
践
的
な
含
意
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
一
節

）
2
（

）
。

確
か
に
歴
史
論
の
実
践
性
に
着
目
し
た
研
究
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に

は
、
道
徳

0

0

―

実
践
的
な
意
味
の
み
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
普

遍
史
の
理
念
』
や
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
「
第
一
補
説
：
永
遠
平
和

の
保
証
に
つ
い
て
」
で
、
カ
ン
ト
は
自
然
の
語
彙
を
政
治

0

0

的
な
性
格
を

も
つ
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
補
助
線
と
し

て
、
同
時
代
の
統
治
批
判
に
お
け
る
自
然
の
言
説
、
と
り
わ
け
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
そ
れ
を
確
認
し
、
特
に

ス
ミ
ス
と
カ
ン
ト
の
比
較
を
試
み
る
（
第
二
節
）
。
そ
し
て
最
終
的
に
、

カ
ン
ト
の
自
然
の
語
彙
の
政
治
的
含
意
が
同
時
代
の
言
説
と
ど
の
く
ら

い
近
く
、
ま
た
ど
の
く
ら
い
隔
た
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
目
指
す
も

の
は
な
に
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
三
節
）
。

一　

歴
史
の
実
践
性

１　

統
制
的
理
念
と
し
て
の
「
自
然
」

　

自
然
が
意
図
を
も
っ
て
人
類
史
を
導
く
と
い
う
目
的
論
的
歴
史
を
、

カ
ン
ト
は
晩
年
の
『
永
遠
平
和
』
「
第
一
補
説
」
に
い
た
る
ま
で
一
貫

し
て
保
っ
て
い
た
。
「
永
遠
平
和
の
保
証
（
担
保
）
に
あ
た
る
も
の
は
、

偉
大
な
芸
術
家
で
あ
る
自
然
（
事
物
を
巧
み
に
作
る
自
然
（natura 

daedala rerum

）
）
で
あ
る
。
自
然
の
機
械
的
な
流
れ
か
ら
は
、
人
間

の
不
和
を
通
じ
て
、
人
間
の
意
志
に
反
し
て
も
な
お
、
融
和
そ
の
も
の

を
生
ま
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
合
目
的
性
が
、
輝
き
出
て
い
る
」
（ZeF, 8: 

360
）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
目
的
論
的
な
自
然
概
念
は
、
カ
ン
ト
の
批

判
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
と
道
徳
論
の
ど
ち
ら
に
も
矛
盾
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
前
者
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
自
然
は
因
果
律
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
領
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
目
的
を
見
出
す
こ
と
は
で



社会思想史研究　No. 38　2014

●　68

き
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
後
者
の
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
自
ら

の
意
志
を
道
徳
法
則
に
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
理
性
的
人
間
は
自
然

に
対
し
て
超
越
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
人
間
は
自
由
＝
自
律
で
あ
る

と
さ
れ
た
。
自
然
が
人
間
の
意
図
し
な
か
っ
た
国
内
外
の
法
的
体
制
を

樹
立
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
は
自
由
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

一
見
し
て
感
じ
ら
れ
る
矛
盾
と
は
反
対
に
、
カ
ン
ト
は
自
ら
の
歴
史

論
の
方
法
を
、
批
判
哲
学
の
用
語
を
用
い
ず
に
、
し
か
し
そ
れ
と
整
合

的
に
規
定
し
て
い
る
。
『
普
遍
史
の
理
念
』
に
よ
れ
ば
、
自
然
の
意
図

は
歴
史
を
理
解
す
る
た
め
の
理
念
で
あ
り
、
「
た
い
て
い
は
無
計
画
な

人
間
の
行
為
の
寄
せ
集
め
を
、
少
な
く
と
も
全
体
と
し
て
は
ひ
と
つ
の

体
系
と
し
て
叙
述
す
る
」
た
め
の
「
導
き
の
糸
（Leitfaden

）
」
で
あ

る
（Idee, 8: 18

）
。
個
々
の
人
間
の
活
動
は
複
雑
で
不
規
則
に
見
え
る
が
、

人
類
全
体
を
通
し
て
歴
史
を
見
た
場
合
に
は
な
ん
ら
か
の
法
則
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。
自
然
概
念
は
、
い
わ
ば
発

見
的
（heuristic

）
な
機
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
歴
史
認
識
の
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ

）
3
（

。
こ
う
し
て
発
見
さ
れ
る
歴
史
は
、
個
別
的

な
経
験
的
出
来
事
だ
け
を
叙
述
す
る
歴
史
（H

istorie

）
で
は
な
く
、
し

か
し
ま
た
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
も
な
い
哲
学
者
に
よ
る
歴
史
、
「
哲

学
的
歴
史
（philosophische G

eschichte

）
」
で
あ
る
（Idee, 8: 30f.

）
。

　

目
的
論
的
な
自
然
は
、『
普
遍
史
の
理
念
』
の
三
年
前
、
す
で
に
『
純

粋
理
性
批
判
』
（
第
一
版
）
で
、
理
念
の
統
制
的
（regulativ

）
使
用
に

関
連
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
。
自
然
の
目
的
は
、
感
性
界
で
は
認
識
で

き
な
い
経
験
を
超
越
し
た
理
念
だ
が
、
そ
れ
を
統
制
的
に
使
用
す
る

―
―
あ
た
か
も
自
然
界
が
な
ん
ら
か
の
意
図
・
目
的
を
も
っ
て
秩
序
付

け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
な
す
―
―
こ
と
で
、
「
目
的
論
的
法
則

に
し
た
が
っ
て
」
個
々
の
特
殊
な
認
識
を
整
理
し
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て

そ
れ
ら
の
最
大
の
体
系
的
統
一
に
達
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
（A

687/

B
715

）
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、
反
省
的
判
断

力
（reflektierende U

rteilskraft

）
の
問
題
と
し
て
詳
述
さ
れ
る
。
主

体
が
感
性
的
直
観
に
対
し
て
純
粋
悟
性
概
念
と
し
て
の
因
果
律
を
ア
・

プ
リ
オ
リ
に
与
え
る
こ
と
で
、
経
験
的
自
然
は
普
遍
的
に
構
成
さ
れ
る
。

し
か
し
、
自
然
に
は
普
遍
的
な
因
果
法
則
以
外
に
も
特
殊
で
多
様
な
経

験
的
法
則
が
あ
る
。
そ
れ
を
探
求
す
る
に
は
、
自
然
に
お
け
る
原
因
と

結
果
の
関
係
を
あ
た
か
も
手
段
と
目
的
と
い
う
関
係
と
み
な
す
よ
う
に

判
断
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
合
目
的
性
概
念
は
純
粋
悟
性
概
念
で

は
な
く
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
自
然
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
統

制
的
に
使
用
さ
れ
る
し
か
な
い
）
が
、
「
自
然
の
合
目
的
性
と
い
う
理
念

を
前
提
に
し
な
い
と
、
経
験
的
法
則
に
従
う
自
然
の
秩
序
を
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
多
様
を
極
め
る
経
験
的
諸
法
則
に
よ
っ

て
整
理
さ
れ
る
経
験
と
、
こ
の
諸
法
則
そ
の
も
の
の
研
究
と
に
対
す
る

導
き
の
糸
と
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
（K

U
, 5: 185

）
。

　

こ
の
よ
う
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
や
『
判
断
力
批
判
』
に
注
意
を
向

け
た
と
き
、
歴
史
の
自
然
概
念
が
、
人
類
史
の
叙
述
を
可
能
に
す
る
反

省
的
判
断
の
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
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個
々
の
人
間
の
不
規
則
な
行
為
を
全
体
的
に
観
察
し
、
秩
序
だ
っ
た
歴

史
認
識
を
可
能
に
す
る
統
制
的
理
念
な
の
だ
。
ま
た
さ
ら
に
、
道
徳
哲

学
に
お
け
る
人
間
の
自
由
と
歴
史
論
に
お
け
る
自
然
が
矛
盾
し
な
い
こ

と
も
明
ら
か
に
な
る
。
批
判
哲
学
者
は
、
現
象
界
を
扱
う
歴
史
の
な
か

に
個
人
の
叡
智
的
な
道
徳
性
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、

哲
学
的
歴
史
が
対
象
に
す
る
の
は
、
「
形
而
上
学
的
な
観
点
で
」
理
解

さ
れ
た
「
意
志
の
自
由
」
で
は
な
く

0

0

0

0

、
「
そ
の
現
象
、
人
間
の
行
為
」

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
他
の
す
べ
て
の
自
然
の
出
来
事
と
ま
っ
た
く
同
じ

よ
う
に
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」（Idee, 8: 17

）
。
歴

史
の
自
然
概
念
は
、
叡
智
的
・
先
験
的
な
意
志
の
自
由
＝
自
律
を
記
述

す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
そ
の
現
象
と
し
て
の
人
間
の
行
為
が
織
り
な

す
多
様
な
綾
に
統
一
を
与
え
る
た
め
に
、
統
制
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
前
批
判
期
の
独
断
論
の
残
滓
な
ど
で
は
な
く
、
反
省
的
判
断

力
を
歴
史
の
領
域
に
適
用
す
る
た
め
の
批
判
哲
学
に
か
な
っ
た
原
理
な

の
だ

）
4
（

。

２　

普
遍
史
の
実
践
性

　

し
か
し
普
遍
史
は
、
単
に
歴
史
認
識
を
可
能
に
す
る
た
め
だ
け
に
書

か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
完
全
な
市
民
的
連
合
を
目
指
す
自
然
の

計
画
に
し
た
が
っ
て
」
書
か
れ
た
哲
学
的
歴
史
に
は
、
「
そ
れ
自
身
で

自
然
の
意
図
を
促
進
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
も
い
る
（Idee, 

8: 29

）
。
つ
ま
り
、
歴
史
に
は
自
ら
の
内
容
を
自
ら
促
進
す
る
と
い
う

自
己
言
及
的
な
実
践
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
実
践

性
は
、『
永
遠
平
和
』「
第
一
補
説
」
の
な
か
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
［
永

遠
平
和
を
自
然
が
保
証
す
る
と
い
う
］
こ
の
理
念
は
確
か
に
理
論
的
な

意
図
に
お
い
て
は
過
剰
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
践
的
な
意
図
に
お
い
て

は
〔
…
…
〕
教
理
的
で
、
ま
っ
た
く
実
在
性
に
基
づ
い
て
い
る
」（ZeF, 8: 

362

）
。
自
然
が
平
和
を
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
「
確
か

に
そ
う
し
た
将
来
を
（
理
論
的
に
）
予
言
す
る
の
に
は
不
十
分
だ
が
、

実
践
的
な
意
図
に
お
い
て
は
十
分
な
確
実
性
を
も
っ
て
」
主
張
で
き
る

（ZeF, 8: 368

）
。
こ
こ
で
は
、
一
方
で
歴
史
の
自
然
と
い
う
理
念
が
認

識
の
理
論
と
し
て
は
あ
く
ま
で
統
制
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ

れ
、
他
方
で
、
そ
の
理
念
の
重
要
性
は
実
践
的
に
は
明
ら
か
だ
と
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
歴
史
論
文
の
実
践
性
は
、
こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
道
徳
的
な

も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
『
普
遍
史
の
理
念
』
に
よ
れ

ば
、
自
然
の
意
図
は
人
類
の
理
性
的
な
自
然
素
質
の
完
成
で
あ
り
、
最

終

的

に

は

文

明

化
（civilisieren

）

と

対

比

さ

れ

た

道

徳

化

（m
oralisieren

）
の
局
面
を
目
指
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（Idee, 8: 26

）
。

そ
こ
か
ら
ポ
ー
リ
ン
・
ク
ラ
イ
ン
ゲ
ル
ド
は
、
人
類
の
道
徳
化
を
記
述

す
る
普
遍
史
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
現
世
に
絶
望
し
て
彼
岸
に
望
み
を

託
す
し
か
な
い
読
者
に
対
し
て
「
未
来
へ
向
け
て
慰
め
と
な
る
よ
う
な

展
望
」
（Idee, 8: 30

）
を
与
え
、
道
徳
的
な
振
る
舞
い
を
萎
縮
さ
せ
か

ね
な
い
絶
望
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
解
釈
す
る

）
5
（

。
と
は
い
え
、



社会思想史研究　No. 38　2014

●　70

自
然
は
歴
史
の
経
過
に
お
い
て
ま
ず
は

0

0

0

国
内
外
の
法
的
体
制
の
樹
立
を

計
画
し
て
い
て
、
そ
こ
で
の
み
「
自
然
は
人
間
の
な
か
の
素
質
を
完
全

に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
（Idee, 8: 27

）
。
つ
ま
り
、
完
全
な

法
的
体
制
の
樹
立
を
達
成
し
た
あ
と
に
の
み
道
徳
化
の
局
面
が
現
れ
る

の
で
あ
り
、
普
遍
史
の
力
点
は
政
治
的
発
展
の
側
に
あ
る
。
実
際
、
カ

ン
ト
が
普
遍
史
は
未
来
へ
向
け
た
慰
め
と
な
る
と
述
べ
る
の
は
、
「
〔
普

遍
史
の
〕
い
た
る
と
こ
ろ
で
市
民
的
体
制
と
そ
の
法
、
そ
し
て
国
家
関

係
の
み
に
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
（indem

）
」
か
ら
始
ま
る
長
い

従
属
節
に
続
く
主
節
に
お
い
て
で
あ
る
（Idee, 8: 29f.

）
。
し
た
が
っ
て
、

歴
史
論
の
も
つ
実
践
性
は
、
道
徳
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
政
治
的
だ

と
解
釈
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
『
普
遍
史
の
理
念
』
は
絶
対
主

義
体
制
下
、
七
年
戦
争
と
第
一
次
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
を
経
た
後
の
プ
ロ

イ
セ
ン
に
お
い
て
、
国
内
外
の
完
全
な
法
的
体
制
の
樹
立
こ
そ
が
自
然

の
意
図
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
普
遍
史
が
そ
れ
自
体
で
自
然
の
意
図
を

促
進
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
現
実
の
政
治
へ
影
響
を
あ
た
え

る
こ
と
を
要
請
」
さ
れ
て
い
る

）
6
（

。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
歴
史
の
政
治
的
実
践
性
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

可
能
な
の
か
。
『
普
遍
史
の
理
念
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
歴
史
認
識

の
探
求
や
未
来
へ
向
け
た
慰
め
と
は
別
に
、
も
う
一
つ
哲
学
的
歴
史
を

構
想
す
る
動
機
を
挙
げ
て
い
る
。
将
来
の
歴
史
家
は
「
諸
民
族
や
諸
政

府
が
世
界
市
民
的
な
意
図
に
お
い
て
遂
行
あ
る
い
は
失
敗
し
た
こ
と
と

い
う
視
点
」
か
ら
過
去
を
評
価
す
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
国
家
元
首

や
そ
の
臣
下
の
名
誉
欲
」
を
考
慮
に
入
れ
て
、
「
彼
ら
が
最
も
未
来
の

時
代
か
ら
賞
賛
に
値
す
る
と
し
て
追
想
さ
れ
る
た
め
の
唯
一
の
方
法
に
、

彼
ら
を
導
く
」
と
す
る
な
ら
、
哲
学
的
歴
史
を
書
く
動
機
が
わ
ず
か
な

が
ら
に
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
（Idee, 8: 30

）
。
つ
ま
り
普
遍
史
は
、

統
治
者
の
名
誉
欲
に
む
け
て
、
彼
ら
が
後
世
か
ら
の
名
誉
を
得
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
唯
一
の
手
段
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
手
段
と
は

す
な
わ
ち
、
自
然
の
意
図
と
し
て
の
国
内
の
法
的
体
制
・
国
際
連
盟
の

樹
立
で
あ
る
。

　

一
七
七
〇
年
代
に
書
か
れ
た
草
稿
を
見
て
も
、
カ
ン
ト
が
統
治
者
へ

の
働
き
か
け
を
目
指
す
も
の
と
し
て
哲
学
的
歴
史
を
考
え
て
い
た
こ
と

が
伺
え
る
。
「
現
代
は
重
要
な
時
代
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
諸
国
家
の

力
は
国
内
で
は
人
々
の
福
祉
生
活
に
、
国
外
で
は
生
産
高
と
防
衛
に
こ

の
う
え
な
く
従
事
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
軍
隊
が
最
大
限
の
規

律
へ
と
最
大
規
模
に
投
入
さ
れ
て
い
る
。
軍
隊
を
別
な
形
に
変
え
る
以

外
に
回
復
は
な
い
だ
ろ
う
。
知
恵
は
思
索
の
部
屋
か
ら
宮
廷
に
や
っ
て

こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
を
書
く
者
に
は
あ
ら
ゆ
る
責
任
が
あ
る
」

（R
1436, 15: 627f.

）
。
歴
史
は
「
世
界
が
統
治
に
よ
っ
て
ど
ん
な
恩
恵

を
受
け
た
か
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
」
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

け
で
な
く
、
「
自
ら
世
界
の
改
善
へ
の
計
画
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
も
部
分
か
ら
全
体
へ
と
で
は
な
く
、
そ
の
逆
で
あ
る
」

（R
1438, 15: 628

）
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
人
類
全
体

0

0

に
お
け

る
国
家
の
改
善
の
歴
史
と
、
改
善
の
計
画
自
体
を
含
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

歴
史
こ
そ
が
、
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世
界
市
民
的
（kosm

opolitisch

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
市
民
的
体
制
と

国
家
体
制
の
性
質
」
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ま
で
完
全
に
実
現
さ
れ
た
こ

と
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
理
念
、
す
な
わ
ち
法
の
理
念
」
を
含
ん
で

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

1443, 15: 630

）
。

　

普
遍
史
は
当
初
か
ら
政
治
的
な
目
的
を
も
っ
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。

哲
学
者
は
統
治
者
に
対
し
て
、
世
界
の
政
治
的
改
善
を
自
然
の
意
図
と

し
て
提
示
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
政
治
的
理
念
を
そ
の
ま
ま
―
―
例

え
ば
道
徳
的
義
務
と
し
て
―
―
統
治
者
に
課
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
統
治
者
の
名
誉
欲
を
刺
激
し
て
、
彼
ら
に
自
然
の

意
図
を
実
現
す
る
よ
う
な
統
治
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

二　

統
治
の
自
然
主
義

　

こ
う
し
た
統
治
に
対
す
る
自
然
概
念
を
用
い
た
働
き
か
け
は
、
明
ら

か
に
カ
ン
ト
の
主
要
な
法
哲
学
の
議
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
『
人
倫

の
形
而
上
学
・
法
論
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
経
験
的
根
拠
に
よ
ら
ず

実
践
理
性
か
ら
超
越
論
的
に
法
の
理
念
を
導
き
出
し
、
自
然
法
を
理
性

法
へ
と
再
構
成
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
的
歴
史
は
、
例
え
ば
非

社
交
的
社
交
性
の
よ
う
な
経
験
的
原
因
に
よ
っ
て
法
・
国
家
体
制
が
改

善
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
自
然
の
意
図
と
し
て
描
き
、
統
治
者
の
名
誉

欲
（
と
い
う
経
験
的
な
動
機
）
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実

現
を
促
そ
う
と
す
る
。

　

し
か
し
、
仮
に
こ
う
し
た
歴
史
の
自
然
概
念
に
よ
る
統
治
者
へ
の
経

験
的
な
働
き
か
け
が
、
カ
ン
ト
の
体
系
内
で
い
び
つ
な
も
の
と
感
じ
ら

れ
た
と
し
て
も
、
同
時
代
の
言
説
空
間
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
示
し
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
に
お
い
て
、
統
治

実
践
そ
の
も
の
の
な
か
か
ら
統
治
を
限
界
付
け
る
よ
う
な
学
が
現
れ
て

く
る
。
そ
れ
は
政
治
経
済
学
で
あ
る
。
政
治
経
済
学
は
、
商
業
社
会
の
分

析
か
ら
、
統
治
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
統
治
に
お
け
る
合
理

性
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
探
求
し
た
。
そ
の
と
き
に
政
治
経
済
学
が
用

い
た
統
治
批
判
の
語
彙
こ
そ
が
自
然
で
あ
っ
た
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、

十
八
世
紀
は
「
統
治
の
自
然
主
義
（naturalism

e gouvernem
enta

）
7
（l

）
」

の
時
代
と
で
も
い
う
べ
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
重
農
主
義
か
ら
始
ま

る
政
治
経
済
学
は
、
統
治
実
践
に
固
有
の
自
然
性
を
発
見
し
た
。
そ
れ

は
、
統
治
者
が
富
や
人
口
を
失
わ
な
い
た
め
に
配
慮
し
、
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
社
会
の
自
然
で
あ
っ
た
。

　

以
下
で
は
ま
ず
、
政
治
経
済
学
に
お
け
る
統
治
の
自
然
主
義
を
概
観

す
る
（
本
節
）
。
次
に
、
カ
ン
ト
の
自
然
の
語
彙
を
用
い
た
統
治
へ
の

働
き
か
け
の
具
体
的
な
側
面
を
見
て
、
両
者
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る

（
次
節
）
。
統
治
の
自
然
主
義
の
系
譜
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
カ
ン

ト
に
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
ヒ
ュ
ー
ム
（
認
識
論
）
と
ス
ミ
ス
（
道

徳
論
）
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
目
的
は
、
二
人
の
統
治
論
と
カ
ン
ト
の

そ
れ
の
影
響
関
係
を
立
証
す
る
こ
と
で
は
な
い

）
8
（

。
目
指
さ
れ
る
の
は
む

し
ろ
、
自
然
の
語
彙
を
統
治
批
判
と
し
て
用
い
て
い
た
二
人
の
哲
学
者
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の
事
例
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
カ
ン
ト
の
歴
史
論
の
自
然
概
念
が
ど
の

よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
同
時
代

の
言
説
か
ら
ど
れ
ほ
ど
近
く
、
ま
た
隔
た
っ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る

こ
と
で
あ
る
。
特
に
対
照
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
切
り
開

い
た
経
験
的
な
因
果
分
析
に
基
づ
く
社
会
科
学
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
拡

大
・
発
展
さ
せ
た
ス
ミ
ス
で
あ
る
。
と
い
う
も
、
以
下
で
見
て
い
く
よ

う
に
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
と
同
様
に
自
然
目
的
論
が
前
提
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

１　

政
治
経
済
学
の
自
然

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
『
人
性
論
』
に
お
い
て
、
人
間
本
性
を
徹
底
的
な
経
験

論
に
よ
っ
て
解
明
し
、
社
会
科
学
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
実
験
精
神
の
も

と
に
構
想
し
た
。
統
治
批
判
も
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
延
長
線
上
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
人
類
に
は
「
自
然
の
諸
原
理
と
同
一
の
統
一
性
と
規

則
的
な
作
用
」
が
観
察
さ
れ
、
「
類
似
の
諸
原
因
が
類
似
の
諸
結
果
を

生
み
出
す

）
9
（

」
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
人
間
の
行
為
に
は
、
太
陽
や
気
候
の
作
用

と
同
様
に
、
自
然
の
一
般
的
な
成
り
行
き
（general course of 

nature

）
が
存
在
す
る

）
10
（

」
。
こ
う
し
た
前
提
に
基
づ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は

「
自
然
の
成
り
行
き
」
の
推
論
を
統
治
批
判
の
文
脈
で
展
開
し
た
。
そ

れ
は
、
商
業
社
会
の
な
か
で
人
間
の
行
為
を
通
じ
て
規
則
的
に
働
く
自

然
を
、
統
治
に
正
し
く
認
識
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
論
説
『
商
業
に
つ
い
て
』
で
は
、
市
民
的
徳
を
重
視
す
る

古
典
的
共
和
主
義
者
が
自
然
の
語
彙
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
。
農
業
生

産
力
が
上
昇
し
た
現
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
余
剰
労
働
力
を
奢
侈

品
の
生
産
か
軍
事
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
確
か
に
、
商
業
が

未
発
達
だ
っ
た
古
代
の
ス
パ
ル
タ
で
は
、
後
者
を
推
進
す
る
政
策
が
市

民
の
公
共
精
神
を
増
す
も
の
と
し
て
適
切
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

商
業
社
会
で
は
、
そ
れ
は
奢
侈
の
生
産
を
停
滞
さ
せ
、
市
民
の
安
楽
と

便
宜
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。「
物
事
の
最
も
自
然
な
成
り
行
き
に
よ
れ
ば
、

勤
労
・
技
芸
・
貿
易
は
臣
民
の
幸
福
と
同
様
に
主
権
者
の
力
を
も
増
大

さ
せ
る
。
そ
し
て
個
人
を
貧
し
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を
強
大
に

す
る
政
策
は
暴
力
的
で
あ
る
」
。
商
業
社
会
に
お
い
て
自
然
の
成
り
行

き
を
正
し
く
認
識
で
き
な
い
統
治
は
、
自
ら
の
目
的
で
あ
る
国
家
の
繁

栄
・
改
善
に
失
敗
す
る
。
「
特
定
の
社
会
を
支
え
て
い
る
一
連
の
原
理

が
自
然
的
で
な
け
れ
ば
な
い
ほ
ど
、
立
法
者
は
そ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
て

い
く
際
に
よ
り
多
く
の
困
難
に
出
会
う
だ
ろ
う

）
11
（

」
。

　

商
業
社
会
に
お
け
る
自
然
の
成
り
行
き
の
議
論
は
、
重
商
主
義
政
策

に
対
し
て
も
批
判
を
向
け
る
。
重
商
主
義
は
他
国
と
の
貿
易
差
額
を
黒

字
に
保
つ
た
め
に
、
自
国
の
貨
幣
が
流
出
す
る
の
を
禁
止
し
よ
う
と
す

る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
し
か
し
、
自
然
の
成
り
行
き
を
考
え
て
み

る
と
こ
の
種
の
懸
念
は
虚
妄
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
仮
に
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
貨
幣
量
が
一
晩
で
五
倍
に
増
加
し
た
と
す
れ
ば
、
物
価
も

そ
れ
に
比
例
し
て
上
昇
し
、
他
国
の
物
価
が
相
対
的
に
下
落
す
る
。
他

国
へ
の
輸
出
は
激
減
し
、
反
対
に
輸
入
禁
止
法
を
か
い
く
ぐ
っ
て
で
も
、
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
会
社
は
他
国
か
ら
輸
入
し
よ
う
と
し
て
、
貨
幣
は
再

び
流
出
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
物

価
は
他
国
と
同
じ
水
準
に
戻
り
、
貨
幣
量
も
以
前
と
同
様
に
ま
で
下
落

す
る
。「
今
や
明
白
な
こ
と
だ
が
、
万
一
奇
跡
的
に
こ
う
し
た
法
外
な
〔
貨

幣
量
の
〕
不
均
衡
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
補
正
す
る
の
と
同
じ

諸
原
因
が
、
自
然
の
共
通
の
成
り
行
き
の
な
か
で
は
、
不
均
衡
が
生
じ

る
の
を
防
ぐ
に
ち
が
い
な
い

）
12
（

」
。
重
商
主
義
が
掻
き
立
て
る
他
国
へ
の

嫉
妬
と
愛
国
心
は
自
由
な
商
業
を
阻
害
し
、
貿
易
利
害
を
求
め
た
戦
争

に
帰
結
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
事
態
を
自
然
の
成
り
行

き
の
観
点
か
ら
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貿
易
差
額
説
を
否
定
し
、

同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
愛
国
的
な
狂
熱
を
沈
静
化
さ
せ
よ
う
と
し
た

）
13
（

。

　

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
政
治
経
済
学
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て

よ
り
精
密
な
も
の
に
高
め
ら
れ
る
。
ス
ミ
ス
に
お
い
て
も
自
然
は
重
要

な
批
判
の
語
彙
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
の
場
合
、
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー

ム
の
経
験
的
方
法
論
の
内
部
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
目
的
論

的
な
議
論
の
う
え
に
展
開
さ
れ
、
自
然
法
学
と
も
連
関
を
も
つ
よ
う
に

な
る
。
『
国
富
論
』
の
独
創
的
な
点
は
、
ス
ミ
ス
が
政
治
経
済
学
的
な

自
然
か
自
然
法
学
の
自
然
か
の
い
ず
れ
か
片
方
の
み
か
ら
統
治
を
批
判

し
た
の
で
は
な
く
、
政
治
経
済
学
に
お
い
て
目
指
さ
れ
る
国
富
創
出
の

た
め
に
は
、
統
治
は
自
然
法
学
に
お
け
る
正
義
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
え
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ

ば
、
統
治
は
「
誰
で
も
、
正
義
の
法
を
犯
さ
な
い
か
ぎ
り
、
完
全
に
自

由
に
、
自
分
自
身
の
や
り
方
で
自
分
の
利
益
を
追
求
し
、
他
の
ど
の
人

ま
た
は
ど
の
階
層
の
人
々
と
勤
労
お
よ
び
資
本
を
競
争
さ
せ
て
よ
い
」

と
い
う
「
自
然
的
自
由
の
体
系
（system

 of natural liberty

）
」
を
保

全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（W

N
, IV. ix. 51, 

（
三
）
三
三
九

）
14
（

）
。
こ
こ
で

ス
ミ
ス
は
自
然
法
学
の
議
論
を
あ
か
ら
さ
ま
に
は
せ
ず
に
、
政
治
経
済

学
の
議
論
に
よ
っ
て
、
統
治
に
各
人
の
自
然
的
自
由
を
保
障
さ
せ
よ
う

と
す
る
。
商
業
社
会
に
お
い
て
は
、
各
人
が
自
ら
の
利
益
を
最
大
化
し

よ
う
と
自
由
に
行
動
し
競
い
合
う
な
か
で
分
業
が
促
進
さ
れ
、
労
働
生

産
性
が
向
上
し
、
資
本
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
商
業

社
会
に
お
け
る
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
様
の
言
い

方
で
、
「
事
物
の
自
然
な
成
り
行
き
（natural course of things

）
」
と

呼
ぶ
（W

N
, II. iii. 31, 

（
二
）
一
三
〇
。
訳
語
は
改
め
た
）
。

　

と
こ
ろ
が
、
重
商
主
義
的
統
治
は
こ
の
自
然
な
成
り
行
き
を
認
識
で

き
な
い
た
め
、
自
ら
の
目
的
を
自
ら
裏
切
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
重
商

主
義
は
、
国
内
で
生
産
で
き
る
商
品
を
輸
入
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
国

内
市
場
を
国
内
産
業
に
独
占
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
他
国

と
の
競
争
が
な
く
な
れ
ば
、
さ
ら
に
は
そ
の
分
野
に
奨
励
金
が
支
払
わ

れ
る
場
合
に
は
な
お
さ
ら
、
当
該
分
野
に
労
働
と
資
本
が
向
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
重
商
主
義
的
統
治
は
国
内
で
商
品
W
を
生
産

す
る
よ
り
も
他
国
か
ら
W
を
輸
入
す
る
方
が
安
く
つ
く
と
い
う
状
況
を

考
慮
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
重
商
主
義
的
誘
導
が
な
く
「
そ
の
自
然

の
成
り
行
き
に
任
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
」
、
W
の
国
内
生
産
に
必
要
な
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労
働
・
資
本
が
W
と
は
別
の
（
他
国
か
ら
安
く
は
買
え
な
い
）
商
品
 W’
に

投
入
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
 W’
の
一
部
で
W
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
た

だ
ろ
う
（W

N
, IV. ii. 12, 

（
二
）
三
〇
六
）
。
重
商
主
義
的
な
統
治
に
よ
っ

て
、
国
内
生
産
物
の
交
換
価
値
は
増
加
す
る
ど
こ
ろ
か
減
少
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
し
か
し
、
事
物
の
自
然
な
成
り
行
き
に
任
さ
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
各
人
は
利
益
を
最
大
化
し
よ
う
と
、
自
ら
の
生
産
物
が
最
大
の
価

値
を
も
つ
よ
う
に
判
断
し
行
動
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
見
え
ざ

る
手
に
導
か
れ
る
よ
う
に
、
各
人
が
私
的
利
益
を
追
求
し
な
が
ら
も
、

同
時
に
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
、
公
共
の
利
益
が
（
実
際
に
そ
れ
が

直
接
目
指
さ
れ
た
と
き
よ
り
も
）
効
率
よ
く
生
み
出
さ
れ
る
（W

N
, IV. ii. 9, 

（
二
）
三
〇
三
）
。
重
商
主
義
的
な
統
治
は
、
商
業
社
会
の
自
然
を
阻
害
し
、

国
富
と
い
う
自
ら
の
目
的
の
実
現
に
失
敗
す
る
の
だ

）
15
（

。

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
自
然
の
成
り
行
き
と
い
う
議
論
に
よ
っ
て
、
共
和
主
義

的
な
統
治
や
重
商
主
義
的
な
統
治
が
認
識
し
そ
こ
な
っ
て
い
る
商
業
社

会
の
経
験
的
な
因
果
法
則
を
提
示
し
た
。
自
然
は
統
治
に
お
け
る
認
識

枠
組
み
、
準
拠
点
を
構
成
す
る
。
ス
ミ
ス
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
的
な
議

論
の
仕
方
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
統
治
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
「
自
然
な
成
り
行
き
」
の
一
般
原
理
を
「
立
法
者
の
科
学
」
（W

N
, 

IV. ii. 39

）
と
し
て
定
式
化
し
た
が
、
し
か
し
彼
の
政
治
経
済
学
は

ヒ
ュ
ー
ム
と
は
違
っ
て
目
的
論
を
背
景
に
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
『
国

富
論
』
で
示
さ
れ
る
の
は
、
商
業
社
会
に
お
い
て
自
然
的
自
由
の
体
系

が
成
り
立
っ
て
い
れ
ば
、
事
物
の
自
然
な
成
り
行
き
に
よ
っ
て
あ
た
か

も
見
え
ざ
る
手
に
導
か
れ
る
よ
う
に
、
各
人
の
私
益
の
追
求
が
公
益
の

効
率
的
な
拡
大
を
生
み
出
す
、
と
い
う
経
験
的
分
析
で
あ
る
。
政
治
家

は
事
物
の
自
然
な
成
り
行
き
を
認
識
し
、
そ
れ
が
首
尾
よ
く
働
く
よ
う

に
統
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
翻
っ
て
、
各
人
に
自
然
法
学

的
な
自
由
、
自
然
的
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

２　

統
治
の
自
然
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
構
造

　

こ
う
し
た
政
治
経
済
学
の
地
点
か
ら
見
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
歴
史
論
は

ど
の
よ
う
な
相
貌
を
見
せ
る
だ
ろ
う
か
。
対
照
さ
れ
る
べ
き
は
、
社
会

の
発
展
を
目
的
論
的
な
仕
方
で
議
論
す
る
ス
ミ
ス
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に

お
け
る
見
え
ざ
る
手
の
議
論
と
同
様
に
、
カ
ン
ト
の
自
然
の
意
図
も
ま

た
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
説
明
す
る
原
理
で
あ
る
。
両
者
は
、
い
か
に

自
然
神
学
的
な
装
い
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
経
験
的
な
因
果
連
関

の
観
察
に
基
づ
い
て
い
る
。
人
間
の
意
図
と
暗
に
対
比
さ
れ
た
自
然
の

意
図
は
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
例
外
的
な
偶
然
の
産
物
と
し
て
処
理
す

る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
を
因
果
的
に
説
明
す

る
た
め
の
導
き
の
糸
で
あ
る
。
見
え
ざ
る
手
と
い
う
自
然
神
学
的
な
比

喩
を
用
い
た
『
国
富
論
』
の
議
論
も
、
意
図
せ
ざ
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

の
商
業
社
会
の
発
展
の
因
果
分
析
に
基
づ
い
て
い
た

）
16
（

。
同
様
に
、
カ
ン

ト
も
法
的
市
民
体
制
の
実
現
を
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
自
然
の
意
図

と
み
な
し
、
そ
の
要
因
を
例
え
ば
非
社
交
的
社
交
性
に
よ
っ
て
経
験
的

に
説
明
す
る
。
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カ
ン
ト
の
歴
史
論
に
関
し
て
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
が
二
点
あ

る
。
第
一
に
、
見
て
き
た
よ
う
に
カ
ン
ト
の
自
然
の
意
図
は
、
人
間
の

意
図
せ
ざ
る
結
果
を
説
明
す
る
反
省
的
判
断
の
原
理
で
あ
り
、
現
実
的

必
然
性
を
持
た
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
を
仮
説
的
に
説
明
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
の
で
あ
り
、
他
の
あ
り
え
る
解
釈
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い

る
。
第
二
に
、
自
然
の
意
図
の
議
論
に
お
い
て
力
点
が
置
か
れ
て
い
る

の
は
、
例
え
ば
非
社
交
的
社
交
性
と
い
う
人
間
の
葛
藤
・
対
立
で
は
な

く
、
よ
り
メ
タ
な
段
階
、
す
な
わ
ち
人
間
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
説
明

す
る
段
階
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
重
要
な
こ
と
は
、
対
立
の
止
揚
と
い
う

弁
証
法
的
論
理
で
は
な
く
、
「
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
な
ん

ら
か
の
役
に
立
つ
の
で
あ
り
、
世
界
に
は
無
益
な
も
の
は
な
に
も
な
い
」

と
い
う
目
的
論
的
命
題
に
し
た
が
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
不
快

な
も
の
や
、
特
殊
な
関
係
に
お
い
て
は
合
目
的
的
で
な
い
も
の
に
さ
え
」

な
ん
ら
か
の
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て
物
事
を
観
察
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（K

U
, 5: 379

）
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
歴

史
の
自
然
概
念
は
、
例
え
ば
幼
虫
が
蛹
と
な
り
、
さ
ら
に
蝶
に
な
る
と

い
う
よ
う
に
、
自
ら
の
様
態
の
否
定
・
破
壊
を
媒
介
し
な
け
れ
ば

0

0

0

0

高
次

の
様
態
へ
は
達
し
な
い

0

0

と
い
う
よ
う
な
自
然
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ

は
、
『
判
断
力
批
判
』
で
挙
げ
ら
れ
た
次
の
例
に
即
し
て
考
え
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
生
活
環
境
に
存
在
す
る
害
虫
は
不
快
で
あ
り
、

そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
人
間
は
身
の
回
り
を
清
潔
に
し
、
そ
の
結
果
、

健
康
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
健
康
は
害
虫
を
避
け
る

こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
た
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
、
自
然
の
意
図
だ
と

言
え
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
害
虫
も
「
自
然
の
賢
明
な
配
備
に
し
た
が
っ

た
、
清
潔
さ
の
動
因
」
と
し
て
、
自
然
の
意
図
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
（K

U
, 5: 379

）
。
し
か
し
当
然
、
こ
の
こ
と
は
害
虫
が
い
な
け
れ
ば

人
間
は
清
潔
に
暮
ら
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
必
然
的
な
弁
証
法
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、

害
虫
と
い
う
不
快
な
も
の
を
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
原
因
と
し
て
考
察
可

能
に
す
る
反
省
的
判
断
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
『
普
遍
史
の

理
念
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
言
明
の
な
か
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
弁
証

法
を
読
み
込
む
べ
き
で
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
戦
争
は
、
国
家
間
の
新
し
い
関
係
を
実
現

し
、
破
壊
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
古
い
国
家
体
の
解
体
に
よ
っ
て

新
し
い
国
家
体
を
造
り
上
げ
る
（
人
間
の
意
図
で
は
な
い
が
自
然
の

意
図
で
あ
る
）
多
く
の
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
国
家

体
は
、
再
び
自
ら
も
し
く
は
互
い
に
自
分
自
身
を
維
持
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
、
そ
の
あ
と
で
新
た
に
似
た
よ
う
な
革
命
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
最
終
的
に
い
つ
か
、

一
部
は
国
内
的
に
市
民
的
体
制
が
可
能
な
限
り
首
尾
よ
く
設
立
さ
れ

る
こ
と
を
通
し
て
、
ま
た
一
部
は
対
外
的
に
共
通
の
協
定
と
立
法
が

行
わ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
市
民
的
共
同
体
に
近
く
、
自
動
機
械
の

よ
う
に
自
ら
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
が
実
現
さ
れ
る
ま
で
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の
こ
と
で
あ
る
。 

（Idee, 8: 24f.

）

　

こ
こ
で
は
反
省
的
判
断
と
し
て
仮
説
的
に
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
な

ん
ら
か
の
役
に
立
つ
」
と
い
う
命
題
に
し
た
が
っ
て
観
察
し
て
み
れ
ば
、

戦
争
か
ら
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
完
全
な
市
民
体
制
が
実
現
さ
れ
る

以
上
、
戦
争
は
「
人
間
の
意
図
で
は
な
い
が
自
然
の
意
図
」
だ
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で

カ
ン
ト
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
現
実
の
歴
史
に
お
い
て
は
必
然
的
に

0

0

0

0

対
立
（
戦
争
）
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
政
治
的
発
展
は
実
現
し
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い

0

0

。
議
論
の
中
心
に
あ
る
の
は

否
定
性
と
そ
の
止
揚
で
は
な
く
、
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
解
釈
可
能
性
な

の
だ
。

　

し
か
も
、
こ
う
し
た
自
然
の
意
図
の
議
論
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
上
の
重

要
な
効
果
が
あ
る
。
例
え
ば
先
の
例
は
、
害
虫
は
自
然
の
意
図
で
あ
り
、

ど
の
み
ち
清
潔
さ
が
確
保
さ
れ
る
の
だ
か
ら
不
潔
に
し
て
い
て
も
よ
い
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
っ
た
ん
害
虫
と
人
間
の

関
係
を
観
察
し
健
康
が
自
然
の
意
図
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
な
ら
ば
、
清

潔
さ
は
「
そ
れ
自
体
で
す
で
に
健
康
を
維
持
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段

の
一
つ
」
（K

U
, 5: 379

）
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
積
極
的
に
心
が
け

る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
に
、
ス
ミ
ス
の
見
え
ざ
る
手

の
議
論
に
お
い
て
も
重
要
な
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
商
業
社
会

が
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
当
然
な
く
、
む
し
ろ
発
展
を
可
能
に
す

る
た
め
に
自
然
の
成
り
行
き
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
『
国
富
論
』
で
は
自
由
放
任
が
称
揚
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
国
防
・
司
法
・
公
共
事
業
に
加
え
て
、
勤
勉
な
労

働
者
を
作
る
教
育
の
必
要
性
や
労
働
貧
民
の
救
済
策
に
つ
い
て
も
触
れ

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
商
業
社
会
の
自
然
な
成
り
行
き
を
正
常
に
保

つ
た
め
に
統
治
が
な
す
べ
き
事
柄
で
あ
る

）
17
（

。
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
同

様
の
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
つ
ま
り
、
自
然
の
意
図
と
し
て
国
内
外
に

お
け
る
完
全
な
法
的
体
制
が
樹
立
さ
れ
る
と
い
う
議
論
が
含
意
し
て
い

る
の
は
、
ど
の
み
ち
政
治
的
発
展
が
望
め
る
の
だ
か
ら
戦
争
や
革
命
が

起
き
て
も
構
わ
な
い
と
か
、
法
的
体
制
は
自
動
機
械
の
よ
う
に
自
ら
を

維
持
す
る
の
だ
か
ら
人
間
は
な
に
も
せ
ず
に
傍
観
し
て
い
て
も
よ
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
自
然
の
意
図
と
し
て
解
釈
さ
れ

る
以
上
、
人
間
は
そ
れ
を
目
指
し
て
行
為
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
歴
史
の
自
然
は
、
理
論
的
に
は
不
確
か
だ
が
実
践
的
に
は
十
分
な

確
実
性
が
あ
り
、
「
こ
の
（
単
に
夢
想
的
で
は
な
い
）
目
的
へ
向
け
て

努
力
す
る
こ
と
を
義
務
と
し
て
課
す
」
（ZeF, 8: 368

）
。
こ
の
よ
う
に
、

ス
ミ
ス
の
政
治
経
済
学
と
カ
ン
ト
の
歴
史
論
の
自
然
の
語
彙
は
、
意
図

せ
ざ
る
結
果
を
説
明
す
る
原
理
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
レ
ト
リ
ッ
ク

上
の
効
果
を
も
も
っ
て
い
る
。
事
物
の
自
然
な
成
り
行
き
と
し
て
、
あ

る
い
は
自
然
の
意
図
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の
は
、
統
治
が
積
極
的
に

目
指
す
べ
き
事
柄
と
し
て
暗
示
さ
れ
る
の
だ
。
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三　
「
自
然
の
意
図
」
の
射
程

１　

統
治
の
規
範

　

ス
ミ
ス
と
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
然
の
語
彙
は
、
と
も
に
意
図
せ
ざ
る

結
果
を
経
験
的
な
因
果
分
析
に
よ
っ
て
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
統
治

が
認
識
す
べ
き
、
従
う
べ
き
基
準
を
提
示
す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て

い
る
。
し
か
し
、
い
か
に
自
然
の
語
彙
を
用
い
た
統
治
批
判
の
レ
ト
リ
ッ

ク
を
共
有
し
て
い
よ
う
と
も
、
二
人
の
間
に
は
同
時
に
深
い
断
裂
が

走
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
統
治
の
従
属
す
べ
き
規
範
の
導
き
方
に
お
い

て
確
認
さ
れ
る
。

　

ス
ミ
ス
に
お
い
て
、
統
治
は
人
間
社
会
で
経
験
的
に
観
察
さ
れ
る
一

般
的
原
則
、
つ
ま
り
正
義
を
順
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
道
徳
感

情
論
』
で
は
、
想
像
上
の
立
場
の
交
換
と
い
う
人
間
の
共
感
プ
ロ
セ
ス

を
通
じ
て
、
い
か
に
し
て
公
平
で
一
般
的
な
観
察
者
と
い
う
立
場
が
、

そ
し
て
一
般
性
を
も
っ
た
道
徳
規
則
が
生
じ
て
く
る
の
か
が
分
析
さ
れ

た
。
あ
る
行
為
の
規
則
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
個
人
の
置
か
れ

た
特
殊
な
状
況
か
ら
離
れ
て
、
公
平
な
観
察
者
の
立
場
か
ら
の
共
感
が

生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
共
感
を
獲
得
す
る

こ
と
に
成
功
す
る
規
則
こ
そ
正
義
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
正
義

は
、
社
会
存
立
の
最
小
限
の
条
件
を
な
し
て
い
る
（T

M
S, II. ii. 3. 4, 

（
上
）
二
二
四
）
。
他
者
と
共
に
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
他
者
に
よ
っ

て
自
分
の
行
為
が
邪
魔
さ
れ
た
り
、
危
害
を
加
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

が
防
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
正
義
は
慈
恵
の
よ
う

な
積
極
的
な
徳
で
は
な
く
、
他
者
に
危
害
を
加
え
な
い
と
い
う
消
極
的

な
徳
に
す
ぎ
な
い
。
侵
害
さ
れ
た
人
を
見
れ
ば
、
ど
ん
な
人
で
も
―
―

つ
ま
り
公
平
な
観
察
者
の
立
場
に
お
い
て
―
―
そ
の
人
の
憤
慨
に
共
感

す
る
の
だ
か
ら
、
正
義
を
守
る
こ
と
は
一
般
的
な
義
務
で
あ
る
と
わ
か

る
。
そ
の
侵
害
に
対
し
て
普
遍
的
に
共
感
的
な
憤
慨
が
呼
び
起
こ
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
は
生
命
身
体
を
守
る
法
、
所
有
権
と
取
得
物
を

守
る
法
、
そ
し
て
個
人
権
で
あ
る
（T

M
S, II, ii, 2. 2, 

（
上
）
二
一
九
）
。

だ
が
、
こ
う
し
た
社
会
存
立
の
根
幹
に
あ
る
共
感
の
原
則
は
理
性
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
本
能
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
社
会
が
成
り
立
つ
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
正
義
の

侵
害
が
処
罰
さ
れ
、
そ
の
処
罰
行
為
が
適
切
だ
と
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
「
し
か
し
自
然
の
創
造
者
は
、
処
罰
の
一
定
の
適
用
が
こ
の
目

的
を
獲
得
す
る
た
め
の
適
切
な
手
段
だ
と
発
見
す
る
こ
と
を
、
人
間
の

理
性
に
は
委
ね
ず
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
の
に
最
適
な
そ
の
適
用
を
直
接

的
か
つ
本
能
的
に
是
認
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
（T

M
S, II. i. 5.10, 

（
上
）

二
〇
一
。
訳
文
は
改
め
た
）
。
『
道
徳
感
情
論
』
は
、
理
性
で
は
な
く
共
感

的
な
憤
慨
と
い
う
本
能
的
な
反
応
に
よ
っ
て
正
義
が
意
図
せ
ざ
る
う
ち

に
形
成
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
正
義
が
「
自
然
の
秩
序
（oeconom

y

）
」
、

「
自
然
の
愛
好
す
る
目
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
権
利
問
題
」
で

は
な
く
「
事
実
問
題
」
と
し
て
人
間
本
性
の
経
験
的
な
分
析
か
ら
明
ら
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か
に
し
（T

M
S, II. i. 5. 10, 

（
上
）
二
〇
一
）
、
そ
れ
を
統
治
の
従
う
べ
き

規
範
と
し
て
措
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
正
義
の
原
則
が
、
『
国
富
論
』

で
は
自
然
的
自
由
の
体
系
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
意
図
せ
ざ
る
結
果
を
自
然
の
意
図
と
し

て
経
験
的
に
説
明
し
つ
つ
も
、
そ
れ
自
体
に
直
接
規
範
性
を
置
く
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
の
議
論
は
見
る
と
こ
ろ
、
（
以
下
で
は
そ
の
重
要
性
を

強
調
し
た
い
が
）
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
上
の
効
果
し
か
も
っ
て
は
い
な
い
。

哲
学
的
歴
史
が
、
法
と
国
家
体
制
の
理
念
と
い
う
世
界
の
改
善
計
画
を

含
む
と
し
て
も
、
そ
の
理
念
自
体
は
ス
ミ
ス
と
違
っ
て
経
験
か
ら
生
じ

る
の
で
は
な
い
し
、
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
批
判
哲
学

の
原
則
と
し
て
、
規
範
が
経
験
的
根
拠
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
普
遍
妥
当
性
を
欠
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
法
規
範
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
「
事
実

問
題
」
で
は
な
く
「
権
利
問
題
」
な
の
だ
。
『
人
倫
の
形
而
上
学
・
法
論
』

で
は
、
法
規
範
が
純
粋
実
践
理
性
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ

て
自
由
は
、
理
性
が
命
じ
る
道
徳
法
則
に
自
ら
従
う
こ
と
の
で
き
る
能

力
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
他
者
に
対
し
て
義
務
を
課
す
権
利
が
展
開
さ
れ

る
（M

S, 6: 239

）
。
内
面
の
意
志
の
自
律
と
外
的
な
行
為
の
自
由
、
つ

ま
り
選
択
意
志
（W

illkür

）
の
自
由
が
区
別
さ
れ
、
法
＝
権
利
（R

echt

）

は
後
者
の
領
域
で
あ
る
人
間
の
客
観
的
・
外
的
な
相
互
行
為
に
関
わ
る

も
の
と
さ
れ
る
。
唯
一
の
生
得
的
な
権
利
は
、
他
の
人
の
強
制
す
る
選

択
意
志
か
ら
の
自
由
、
外
的
行
動
を
誰
か
ら
も
妨
害
さ
れ
な
い
と
い
う

自
由
で
あ
る
。
そ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
法
の
普
遍
的
原
理
」

は
、
「
誰
の
ど
の
よ
う
な
行
為
で
も
、
そ
の
行
為
が
、
あ
る
い
は
そ
の

行
為
の
格
率
か
ら
見
た
そ
の
人
の
選
択
意
志
の
自
由
が
、
誰
の
自
由
と

も
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
両
立
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
正
し
い
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
（M

S, 6: 230

）
。
こ
こ
か
ら
、
外
的
行
為
に
よ
っ

て
他
人
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
限
り
は
、
内
面
の
動
機
・
格
率
が
ど
う

で
あ
れ
、
各
人
の
自
由
は
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰

結
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
の
原
理
は
、
各
人
に
対
し
て
他
人
の
自
由

を
妨
害
し
な
い
よ
う
強
制
す
る
権
能
を
要
求
す
る
。
法
が
各
人
の
自
由

を
他
の
す
べ
て
の
人
の
自
由
と
両
立
さ
せ
、
か
つ
保
障
す
る
な
ら
ば
、

強
制
は
万
人
に
例
外
な
く
課
せ
ら
れ
る
「
普
遍
的
で
相
互
的
」（M

S, 6: 

232

）
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
可
能
で
あ

る
の
は
人
民
が
立
法
権
・
投
票
権
を
も
つ
国
家
体
制
、
す
な
わ
ち
共
和

制
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
各
人
の
自
由
は
強
制
に
よ
っ
て
守
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
強
制
が
仮
に
す
べ
て
の
人
民
の
同
意
か
ら

発
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
が
同
意
し
な
い
強
制
に
よ
っ
て
自

由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
が
人

民
す
べ
て
の
意
志
に
基
づ
い
た
体
制
で
あ
る
共
和
制
を
実
現
す
る
こ
と

が
、
統
治
者
に
義
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（M

S, 6: 340f.

）
。

さ
ら
に
、
法
の
普
遍
的
原
理
を
国
外
に
も
拡
大
し
、
国
際
連
盟
を
実
現

す
る
こ
と
も
ま
た
法
的
な
義
務
で
あ
る
（M

S, 6: 311

）
。
国
内
で
共
和

制
が
実
現
し
て
い
て
も
対
外
的
に
は
自
然
状
態
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
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そ
れ
は
潜
在
的
な
戦
争
状
態
で
あ
り
、
国
内
の
人
民
の
権
利
は
常
に
制

限
さ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
共
和
制
・
国
際
連
盟
の
実
現
へ
向
け
て
改
革

を
進
め
る
こ
と
を
、
理
性
か
ら
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
導
か
れ
る
義
務
と
し

て
統
治
者
に
課
す
。
ス
ミ
ス
が
経
験
的
な
議
論
か
ら
統
治
規
範
を
論
証

す
る
の
と
は
違
っ
て
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
経
験
に
依
拠
せ
ず
に
導
出
す

る
。
こ
う
し
て
見
る
と
歴
史
論
の
自
然
は
、
『
法
論
』
に
よ
っ
て
ア
・

プ
リ
オ
リ
に
導
か
れ
た
規
範
を
、
経
験
的
な
議
論
を
通
し
て
統
治
者
に

訴
え
か
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
『
普
遍
史

の
理
念
』
に
お
い
て
自
然
の
意
図
と
さ
れ
る
「
外
的
な
法
の
下
に
あ
る

自
由
が
、
誰
も
反
抗
で
き
な
い
力
と
最
大
限
結
び
つ
い
て
見
出
さ
れ
る

社
会
、
す
な
わ
ち
完
全
に
適
法
な
市
民
的
体
制
」
（Idee, 8: 22

）
は
、

の
ち
に
『
永
遠
平
和
』
「
第
一
補
説
」
で
は
「
人
間
の
権
利
に
完
全
に

適
合
し
た
唯
一
の
体
制
」
で
あ
る
共
和
制
へ
と
再
定
義
さ
れ
る
が
（ZeF, 

8: 366

）
、
そ
れ
ら
は
『
法
論
』
の
規
定
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
は
な
ぜ
実
践
理
性
か
ら
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
法
規
範
を
導
き
出
す

に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
然
の
意
図
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
経
験
的
に
統

治
者
へ
と
働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
法
哲
学
の
理
念
的
な

議
論
だ
け
で
十
分
な
の
で
は
な
い
の
か
。

２　

共
和
制
へ
の
改
革
の
レ
ト
リ
ッ
ク

　

法
哲
学
と
歴
史
論
文
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
共
和
制
や

永
遠
平
和
と
い
う
理
念
と
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義
国
家
と
い
う
現
実
の

あ
ま
り
の
懸
隔
を
前
に
、
カ
ン
ト
は
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史

を
書
く
こ
と
で
妥
協
し
た
の
だ
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

）
18
（

。
し
か

し
こ
の
解
釈
は
、
歴
史
論
が
自
然
の
語
彙
を
通
じ
て
統
治
者
に
働
き
か

け
る
機
能
を
持
つ
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
法
哲
学
の
理
念

と
プ
ロ
イ
セ
ン
の
現
実
の
へ
だ
た
り
を
架
橋
す
る
た
め
に
こ
そ
、
歴
史

論
の
政
治
的
実
践
性
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
実
際
、
カ
ン
ト
が
生
き
た
十
八
世
紀
後
半
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の

絶
対
主
義
体
制
を
考
慮
す
れ
ば
、
法
哲
学
の
理
念
が
そ
れ
だ
け
で
有
効

な
も
の
で
あ
る
か
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。
啓
蒙
君
主
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大

王
の
治
世
な
ら
ま
だ
し
も
、
カ
ン
ト
の
宗
教
論
を
検
閲
す
る
な
ど
専
制

を
強
め
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
治
下
に
お
い
て
、
理

念
的
な
法
義
務
が
守
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
不
確
実
で
あ
る
。
確
か
に
、

共
和
制
へ
の
改
革
を
目
指
す
統
治
者
は
「
道
徳
的
政
治
家
」
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
（ZeF, 8: 372

）
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
専
制
的
な
統
治
者
に

対
し
て
は
そ
う
し
た
道
徳
性
が
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
大
方

の
見
方
に
反
し
て
現
実
的
に
自
覚
し
て
い
る
（ZeF, 8: 371

）
。
で
は
、

ど
う
す
れ
ば
法
哲
学
の
理
念
的
な
要
求
を
統
治
者
に
自
覚
さ
せ
、
そ
れ

を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
手
段
こ
そ
、
自
然
の
語
彙

を
用
い
て
記
述
さ
れ
た
歴
史
論
、
統
治
者
の
理
性
的
な
道
徳
性
に
で
は

0

0

な
く

0

0

そ
の
経
験
的
で
利
己
的
な
欲
望
に
働
き
か
け
る
批
判
の
言
説
で
あ

る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
統
治
者
に
対
し
て
、
現
在
の
統
治
は
自
然
の
意
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図
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、
改
善
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
さ
も
な
け
れ
ば

名
誉
に
与
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
と
告
げ
る
の
だ

）
19
（

。

　

こ
の
こ
と
に
関
係
し
て
、
カ
ン
ト
の
歴
史
論
と
ヒ
ュ
ー
ム
・
ス
ミ
ス

の
政
治
経
済
学
が
目
指
す
、
統
治
批
判
の
射
程
の
差
異
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
や
ス
ミ
ス
に
お
い
て
、
商
業
社
会
は
自
立
し

た
領
域
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
統
治
は
、
国
家
権
力
の
原
理
と
は

異
な
る
商
業
社
会
の
自
然
の
成
り
行
き
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
の
社
会
概
念
は
、
国
家
と
分
離
し
た
も
の
で
は

な
く
、bürgerliche G

esellschaft
は
い
ま
だ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的

な
意
味
に
お
い
て
国
家
と
同
義
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
法
の
有

無
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
て
市
民
社
会
＝
国
家
と
そ
れ
以
外
の
社
会

が
分
離
さ
れ
、
国
家
は
そ
の
一
類
型
と
し
て
社
会
の
な
か
に
含
ま
れ
る

）
20
（

。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
文
脈
で
は
商
業
社
会
の
自
然
の
成
り
行
き
は
、
社

会
が
国
家
と
は
異
な
る
原
理
を
も
つ
領
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ど
の

よ
う
に
そ
れ
を
統
治
す
べ
き
か
を
指
示
す
る
語
彙
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

カ
ン
ト
の
場
合
、
人
間
社
会
一
般
を
導
く
自
然
は
統
治
が
国
家
自
身
を

含
め
た
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き
か
を
指
示
す
る
語

彙
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
統
治
批
判
と
し
て
の
自
然
の

語
彙
の
射
程
は
、
そ
の
社
会
概
念
の
広
が
り
に
比
例
し
て
二
人
の
ス

コ
ッ
ツ
よ
り
も
広
い
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
・
ス
ミ
ス
と
同
様
に
カ
ン
ト
も
ま
た
、
他
国
へ

と
嫉
妬
を
燃
や
し
国
家
を
戦
争
へ
と
向
か
わ
せ
よ
う
と
す
る
重
商
主
義

に
対
し
て
、
商
業
社
会
に
固
有
の
自
然
性
を
示
し
、
平
和
を
促
そ
う
と
す

る
。
そ
れ
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
穏
和
な
商
業
（doux com

m
erce

）

の
議
論
を
、
自
然
の
語
彙
に
よ
っ
て
上
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
。
世
界

市
民
法
の
保
証
に
な
る
の
は
、
自
然
が
人
間
に
与
え
た
商
業
精
神

（H
andelsgeist

）
で
あ
る
。
「
自
然
は
他
方
で
ま
た
、
世
界
市
民
法
の

概
念
に
よ
っ
て
は
暴
力
行
為
や
戦
争
か
ら
守
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
諸

国
民
を
、
相
互
の
利
己
心
を
通
じ
て
結
合
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
国

民
の
商
業
精
神
は
戦
争
に
よ
っ
て
自
由
な
交
易
が
妨
げ
ら
れ
る
の
を
嫌

が
っ
て
、
統
治
に
平
和
を
促
進
す
る
よ
う
要
求
す
る
（ZeF, 8: 368

）
。

統
治
の
側
に
し
て
も
、
産
業
に
及
ぶ
被
害
や
戦
費
調
達
に
必
要
と
す
る

国
債
の
重
圧
を
考
え
る
と
、
戦
争
は
控
え
る
べ
き
企
て
と
な
り
、
や
が

て
は
「
自
然
が
最
高
の
意
図
と
し
て
い
る
普
遍
的
な
世
界
市
民
的
状
態
」

へ
と
至
る
だ
ろ
う
（Idee, 8: 28

）
。

　

し
か
し
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
『
普
遍
史
の
理
念
』
の
な
か
で
、
国
富
を

拡
大
し
よ
う
と
す
る
統
治
に
対
し
て
、
国
家
体
制
自
体
を
も
改
革
す
る

こ
と
が
得
策
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
る
。
そ
の
動
因
と
な
る
の
は
、
自
然

の
歴
史
の
な
か
に
現
れ
る
人
民
の
公
共
的
な
声
で
あ
る
。
勢
力
均
衡
状

態
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
国
家
が
人
民
の
自
由
を
阻
害
す
れ
ば
、

商
業
に
不
都
合
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
力
が
減
退
し
て
い
く
だ
ろ

う
。
統
治
は
商
業
利
益
を
得
る
た
め
に
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
出
版
・
言
論
の
自
由
も
拡
張

し
、
人
民
の
間
で
啓
蒙
が
進
捗
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
啓
蒙
は
、
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妄
想
や
気
ま
ぐ
れ
が
紛
れ
込
み
な
が
ら
も
次
第
に
姿
を
現
し
、
人
類
の

支
配
者
が
彼
ら
固
有
の
利
益
を
理
解
し
さ
え
す
れ
ば
、
支
配
者
の
利
己

的
な
国
家
拡
張
の
意
図
か
ら
で
さ
え
求
め
ざ
る
を
え
な
い
優
れ
た
善
と

な
る
」
。
啓
蒙
の
高
ま
り
は
「
し
だ
い
に
玉
座
ま
で
達
し
、
統
治
の
諸

原
理
（R

egierungsgrundsätze

）
に
さ
え
影
響
を
与
え
る
に
違
い
な
い
」

（Idee, 8: 27f.

）
。
統
治
者
が
自
国
の
商
業
利
益
を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
し

て
人
民
に
与
え
る
自
由
は
、
意
図
せ
ず
し
て
啓
蒙
の
契
機
と
な
り
、
そ

れ
が
統
治
原
理
の
改
善
要
求
と
し
て
統
治
者
に
跳
ね
返
っ
て
い
く
の
だ
。

　

あ
る
い
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
亡
き
後
、
専
制
を
強
め
る
プ
ロ
イ
セ

ン
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
『
永
遠
平
和
』
で
は
、
統
治
者
と
人
民
の
関

係
は
よ
り
緊
迫
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
は
統
治
者
は
啓
蒙
さ
れ
た

人
民
の
声
に
穏
や
か
に
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、
革
命
を
求
め
る
叫
び

に
対
峙
さ
せ
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
自
然
と
革
命
と
い
う
語
彙
を
レ
ト
リ

カ
ル
に
用
い
て
、
共
和
制
へ
の
改
革
の
必
然
性
を
提
示
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
国
家
の
知
恵
は
、
現
在
の
状
況
で
は
、
公
法
の
理
想

に
ふ
さ
わ
し
い
諸
改
革
を
自
己
の
義
務
と
な
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

自
然
が
自
ら
革
命
を
引
き
起
こ
す
場
合
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
国
家
の
知
恵
は
革
命

を
い
っ
そ
う
厳
し
い
弾
圧
の
口
実
に
は
利
用
し
な
い
で
、
自
由
の
諸

原
理
に
基
づ
く
法
的
体
制
を
唯
一
の
持
続
的
体
制
と
し
て
根
本
的
な

改
革
に
よ
っ
て
実
現
せ
よ
、
と
い
う
自
然
の
叫
び

0

0

0

0

0

の
現
れ
と
し
て
利

用
す
る
で
あ
ろ
う
。 

（
強
調
は
網
谷
。ZeF, 8: 373, A

nm
.

）

　

統
治
者
が
共
和
制
（
「
自
由
の
諸
原
理
に
基
づ
く
法
的
体
制
」
）
へ
と
改

革
を
進
め
ず
、
人
民
の
意
志
が
公
法
に
反
映
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
れ
ば
、

自
然
が
革
命
を
引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
だ
。
『
永
遠
平
和
』

が
書
か
れ
た
と
き
に
は
世
界
は
二
つ
の
革
命
を
経
験
し
て
い
た
。
革
命

は
当
然
統
治
者
が
最
も
避
け
た
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に

革
命
が
勃
発
し
始
め
る
の
を
関
知
し
た
場
合
、
統
治
者
は
そ
れ
を
弾
圧

す
る
の
で
は
な
く
―
―
そ
う
す
れ
ば
反
政
府
へ
の
動
き
は
い
っ
そ
う
高

ま
る
だ
ろ
う
―
―
改
革
を
要
求
す
る
「
自
然
の
叫
び
」と
し
て
受
け
取
っ

て
、
共
和
制
へ
向
け
て
の
抜
本
的
な
改
革
を
進
め
ざ
る
を
え
な
い
。
統

治
は
自
ら
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
自
然
の
意
図
と
し
て
の
共
和
制
を

実
現
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
。

結　

論

　

ヒ
ュ
ー
ム
や
ス
ミ
ス
の
政
治
経
済
学
に
お
け
る
自
然
は
、
商
業
社
会

に
お
い
て
統
治
が
従
う
べ
き
リ
ベ
ラ
ル
な
規
準
を
与
え
る
が
、
カ
ン
ト

の
歴
史
の
自
然
は
統
治
に
対
し
て
統
治
体
制
そ
の
も
の
の
改
善
―
―
共

和
制
へ
の
改
革
―
―
を
要
求
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
愛
国
的
な
偏
見
に

満
ち
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ウ
ィ
ッ
グ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
市
民

の
自
由
は
存
在
し
、
正
義
を
満
た
し
た
統
治
を
な
す
開
明
的
君
主
制

（civilized m
onarchy

）
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
主
張
し
た

）
21
（

。
ス
ミ
ス
は
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確
か
に
自
然
的
自
由
の
体
系
に
お
い
て
働
く
自
然
の
成
り
行
き
を
考
慮

で
き
ず
に
阻
害
す
る
、
独
断
的
で
恣
意
的
な
重
商
主
義
の
統
治
や
、「
体

系
の
精
神
」
を
も
っ
た
重
農
主
義
の
統
治
を
批
判
し
た
が
（T

M
S, V

I. 

ii. 2. 15-17. 
（
下
）
一
四
一
―
五

）
22
（

）
、
正
当
な
統
治
形
態
と
し
て
共
和
制
の

み
を
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
の
場
合
、
法

の
理
念
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
君
主
制
が
開
明
的
・
啓

蒙
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
人
の
自
由
権
が
保
障
さ
れ

る
た
め
に
は
、
最
終
的
に
共
和
制
へ
と
改
革
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
法
論
』
が
現
実
を
一
切
顧
慮
せ
ず
に
規
範
と

し
て
の
理
念
を
叙
述
す
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
的
歴
史
は
そ
の
理
念
を

自
然
の
意
図
と
し
て
叙
述
し
、
叙
述
す
る
こ
と
で
ま
さ
に
そ
の
意
図
を

現
実
化
し
よ
う
と
す
る
。
歴
史
の
自
然
は
、
統
治
者
の
欲
望
を
刺
激
し
、

共
和
制
へ
の
改
革
を
促
す
た
め
に
動
員
さ
れ
た
統
治
批
判
の
語
彙
を
な

し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
歴
史
論
の
実
践
性
は
、
し
ば
し
ば
カ
ン
ト
の
未
完
成
の
歴

史
哲
学
を
完
成
さ
せ
た
と
し
て
言
及
さ
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
見
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
両
者
は
、
歴
史
へ
の
哲
学
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
に
お
い
て
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
理
性
の
狡
知

（List der Vernunft

）
」
は
、
歴
史
に
お
い
て
理
念
と
し
て
の
自
由
が
必

然
的
に
現
象
し
て
く
る
こ
と
を
示
す
原
理
で
あ
る
。
他
方
、
カ
ン
ト
の

自
然
の
意
図
は
歴
史
認
識
の
統
制
的
原
理
で
あ
り
、
歴
史
の
必
然
的
・

構
成
的
な
法
則
を
示
す
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
『
普
遍
史
の
理
念
』
や

『
永
遠
平
和
』
と
い
っ
た
狭
義
の
歴
史
論
文
は
、
共
和
制
・
国
際
連
盟

の
実
現
と
い
う
法
の
支
配
の
増
加
を
中
心
に
記
述
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な

人
倫
（Sittlichkeit

）
や
道
徳
性
は
意
識
し
て
明
示
的
な
叙
述
か
ら
除

か
れ
て
い
る

）
23
（

。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
対
立
す
る
悪
が
止
揚
さ
れ
て
自
由

が
実
現
し
て
い
く
歴
史
は
弁
神
論
と
同
義
で
あ
り
、
神
の
存
在
証
明
そ

の
も
の
で
あ
る

）
24
（

。
他
方
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
歴
史
が
自

ら
「
世
界
の
改
善
へ
の
計
画
」
（R

1443, 15: 628

）
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
絶
対
精
神
の

踏
破
す
る
歴
史
を
書
き
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
そ
の
終
着
点
と
し
た
の
に
対

し
て
、
カ
ン
ト
は
い
わ
ば
そ
こ
か
ら
始
め
る
。
自
然
の
意
図
に
従
っ
て

書
か
れ
た
哲
学
的
歴
史
は
、
自
ら
そ
の
意
図
を
実
現
し
、
歴
史
を
つ
く

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

 

（
あ
み
た
に
・
そ
う
す
け
／
共
和
主
義
・
ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
史
）

注（
1
） 

カ
ン
ト
か
ら
の
参
照
・
引
用
は
、
以
下
の
略
記
と
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集

（K
ants gesam

m
elte Schriften, hg. von der K

öniglich Preußischen 
A

kadem
ie der W

issenschaften

）
の
巻
数
・
頁
数
を
順
に
表
記
す
る
。

た
だ
し
『
純
粋
理
性
批
判
（K

ritik der reinen Vernunft

）
』
は
第
一
版
（
一

七
八
一
）
を
A
、
第
二
版
（
一
七
八
七
）
を
B
と
表
記
す
る
。Idee: Idee 

zu einer allgem
einen G

eschichte in w
eltbürgerlicher A

bsicht

（
『
世
界

市
民
的
な
意
図
に
お
け
る
普
遍
史
の
理
念
』
一
七
八
四
）
、K

U
: K

ritik 

der U
rteilskraft

（
『
判
断
力
批
判
』
一
七
九
〇
）
、M

S: D
ie M

etaphysik 

der Sitten

（
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
一
七
九
七
）
、R

: R
eflexionen zur 
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A
nthropologie

（
『
人
間
学
の
た
め
の
省
察
』
断
片
番
号
も
示
す
）
。ZeF: 

Zum
 ew

igen Frieden: ein philosophischer E
ntw

urf

（
『
永
遠
平
和
の
た

め
に
』
一
七
九
五
）
。

（
2
） 
本
稿
第
一
節
の
内
容
に
関
し
て
は
、
歴
史
論
文
と
批
判
哲
学
の
関
係
を
、

先
行
研
究
の
整
理
を
含
め
て
主
題
的
に
論
じ
た
拙
稿
「
歴
史
と
自
然
―
―

カ
ン
ト
の
歴
史
論
に
お
け
る
政
治
的
啓
蒙
の
契
機
」
『
相
関
社
会
科
学
』

第
二
十
三
号
、
二
〇
一
四
年
、
三
―
一
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） Wood, A

llen, “K
ant ’s Philosophy of H

istory, ” in P. K
leingeld 

（ed.

）, K
ant: Perpetual Peace and O

ther W
ritings on Politics and 

H
istory, N

ew
 H

aven: Yale U
P, 2006, p. 257.

（
4
） 

自
然
の
意
図
に
よ
る
歴
史
が
批
判
哲
学
と
一
致
し
な
い
と
す
る
解
釈
と
し

て
、Yovel, Y

irm
iahu, K

ant and the Philosophy of H
istory, N

ew
 

Jersey: Princeton U
P, 1980, esp. pp. 154-5. 

こ
の
見
解
へ
の
疑
問
に

つ
い
て
は
拙
稿
「
歴
史
と
自
然
」
、
六
―
九
頁
。
本
稿
と
同
様
の
見
解
と
し
て

K
le

in
g

e
ld

, P
au

lin
e

, F
ortsch

ritt u
n

d
 V

ern
u

n
ft: zu

r 

G
eschichtsphilosophie K

ants, W
ürzburg: K

önigshausen und 
N

eum
ann, 1995, S. 110-34. H

orn, C
hristoph, D

as Interesse der 
Philosophie an der M

enschheitsgeschichte: A
ufklärung und 

W
eltbürgertum

 

（Idee, N
eunter Satz

）, in O
. H

öffe 

（H
g.

）, 
Im

m
anuel K

ant. Schriften zur G
eschichtsphilosophie, B

erlin: 
A

kadem
ie Verlag, 2011, S. 103-18. 

犬
竹
正
幸
「
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学

の
批
判
哲
学
的
意
義
」
『
人
文
・
自
然
・
人
間
科
学
研
究
』
第
二
三
号
、

二
〇
一
〇
年
、
四
〇
―
五
六
頁
。

（
5
） P. K
leingeld,  Fortschritt und Vernunft, S. 35, 51-8. 

同
様
の
解
釈
と

し
て
、
犬
竹
「
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
の
批
判
哲
学
的
意
義
」
、
黒
積
俊
夫
『
カ

ン
ト
批
判
哲
学
の
研
究
―
―
統
覚
中
心
的
解
釈
か
ら
の
転
換
』
名
古
屋
大

学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
第
十
三
章
「
歴
史
哲
学
の
論
理
構
造
」
、
佐

藤
慶
太
「
実
践
と
し
て
の
歴
史
哲
学
―
―
カ
ン
ト
歴
史
哲
学
の
基
礎
的
構

造
に
つ
い
て
」
『
ア
ル
ケ
ー
』
第
一
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
九
―
二

九
頁
。
確
か
に
『
判
断
力
批
判
』
で
は
、
道
徳
と
幸
福
の
一
致
で
あ
る
最

高
善
の
概
念
範
囲
が
個
人
か
ら
世
界
の
普
遍
的
な
理
性
的
存
在
者
へ
と
拡

張
さ
れ
（K

U
, 5: 453

）
、
自
然
目
的
論
が
道
徳
目
的
論
へ
と
収
斂
さ
せ
ら

れ
て
、
政
治
的
完
成
が
道
徳
的
完
成
の
前
段
階
に
置
か
れ
る
（
拙
稿
「
歴

史
と
自
然
」
六
―
七
頁
）
。
こ
の
観
点
か
ら
は
『
普
遍
史
の
理
念
』
や
『
永

遠
平
和
』
の
実
践
性
も
道
徳
的
だ
と
言
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
解
釈
で

は
こ
れ
ら
狭
義
の
歴
史
論
文
が
な
ぜ
道
徳
的
完
成
で
は
な
く
政
治
的
進
歩

を
中
心
に
論
じ
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
本
稿
で
は
、
先
行
研

究
の
視
座
に
よ
っ
て
不
明
瞭
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
狭
義
の
歴
史
論

文
の
政
治
的
実
践
性
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
に
と
ど
め
、
政
治
的
進
歩
と

道
徳
的
進
歩
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
て
論
じ
た
い
。

（
6
） C. H

o
rn

, D
as In

te
re

sse
 d

e
r P

h
ilo

so
p

h
ie

 an
 d

e
r 

M
enschheitsgeschichte, S. 110. 

た
だ
し
ホ
ー
ン
は
歴
史
論
文
が
政

治
に
影
響
を
及
ぼ
す
際
の
具
体
的
な
機
制
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
拙
稿
「
歴
史
と
自
然
」
九
―
一
四
頁
で
は
、
歴
史
論
文
が
統
治
者

と
市
民
の
両
者
に
対
し
て
政
治
的
な
効
果
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

特
に
後
者
の
市
民
へ
の
政
治
的
啓
蒙
の
契
機
を
中
心
に
論
じ
た
が
、
以
下

本
稿
で
は
、
前
者
の
統
治
者
に
対
す
る
統
治
批
判
の
契
機
に
焦
点
を
当
て

て
論
じ
て
い
く
。

（
7
） 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
生
政
治
の
誕
生
―
―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ

ン
ス
講
義
一
九
七
八
―
一
九
七
九
年
度
』
真
改
康
之
訳
、
筑
摩
書
房
、
二

〇
〇
八
年
、
七
五
頁
。

（
8
） 

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
と
カ
ン
ト
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
社
会
思
想
史
上
の
関

係
を
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ばFleischacker, Sam

uel, “Values 
behind the M

arket: K
ant ’s R

esponse to the W
ealth of N

ations, ” 
H

istory of Political T
hought, 17, 1998, pp. 379-407. O

z-Salzberger, 
F

ania, “Scots, G
erm

ans, R
epublic and C

om
m

erce, ” in M
. 
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G
elderen/Q

. Skinner, 

（ed.

）, T
he Values of R

epublicanism
 in 

E
arly M

odern E
urope, C

am
bridge U

P, 2002, pp. 197-226. 

（
9
） Hum

e, D
avid, L. A

. Selby-B
igge 

（ed.

）, H
um

e’s T
reatise of 

H
um

an N
ature, O

xford: C
larendon Press, 1896, p. 401.

（
10
） D. H

um
e, T

reatise of H
um

an N
ature, p. 403.

（
11
） D. H

um
e, K

. H
aakonssen 

（ed.

）,  Political E
ssays, C

am
bridge U

P, 
1994, p. 98.

（
12
） D. H

um
e, Political E

ssays, p. 138.

（
13
） D. H

um
e, Political E

ssays, p. 158. 

ダ
ン
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ブ
ズ
『
ヒ
ュ
ー

ム
の
哲
学
的
政
治
学
』
田
中
秀
夫
監
訳
、
昭
和
堂
、
二
〇
一
一
年
、
一
八

九
―
九
〇
頁
。

（
14
） 

ス
ミ
ス
か
ら
の
引
用
はLiberty Fund

版T
he G

lasgow
 E

dition of the 

W
orks and C

orrespondence of A
dam

 Sm
ith

を
用
い
、
以
下
の
略
記
と

部
・
編
・
章
・
節
、
邦
訳
の
巻
数
・
ペ
ー
ジ
数
を
順
に
表
記
す
る
。W

N
: 

A
n Inquiry into the N

ature and C
auses of the W

ealth of N
ations, 

（ed.

）, R
. H

. C
am

pbell/A
. S. Skinner, 1981

（
『
国
富
論
（
一
）
―
（
四
）
』

水
田
洋
監
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇
―
一
年
）. T

M
S: T

he T
heory of 

M
oral Sentim

ents, 

（ed.

）, D
. D

. R
aphael/A

. L. M
acfie, 1982

（
『
道

徳
感
情
論
』
水
田
洋
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）.

（
15
） 

詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
批
判
は
重
農
主
義
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

社
会
の
自
然
的
発
展
が
重
商
主
義
に
よ
っ
て
転
倒
さ
れ
て
い
る
（W

N
, 

III. i. 9. 

（
二
）
一
八
九
―
九
〇
）
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
重
農
主
義
者
の
現

状
認
識
を
共
有
し
つ
つ
も
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
自
然
的
秩
序
回
復
の
た
め

の
強
制
的
な
統
治
は
自
然
的
自
由
の
体
系
の
破
壊
に
他
な
ら
な
い
。
イ

シ
ュ
ト
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
『
貿
易
の
嫉
妬
―
―
国
際
競
争
と
国
民
国
家
の

歴
史
的
展
望
』
田
中
秀
夫
他
訳
、
昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年
、
第
五
章
、
二

五
八
―
八
七
頁
。

（
16
） 

目
的
因
を
作
用
因
に
還
元
し
て
説
明
す
る
『
国
富
論
』
に
お
い
て
も
自
然

神
学
的
背
景
が
重
要
だ
と
す
る
見
解
と
し
て
、
田
中
正
司
『
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
自
然
神
学
―
―
啓
蒙
の
社
会
科
学
の
形
成
母
体
』
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
三
年
、
特
に
後
編
第
三
章
第
六
節
、
二
六
六
―
七
八
頁
。

H
arrison, Peter, “A

dam
 Sm

ith and the H
istory of the Invisible 

H
and, ” Journal of the H

istory of Ideas, vol. 72, no. 1, 2011, pp. 29-
49. 

他
方
、
神
学
の
意
義
を
消
極
的
に
捉
え
る
見
方
と
し
て
、
ク
ヌ
ー
ト
・

ホ
ー
コ
ン
セ
ン
『
立
法
者
の
科
学
―
―
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
と
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
然
法
学
』
永
井
義
雄
他
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
〇
一
年
、
一
二
六
―
九
頁
。
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
『
国
富
論
』
の
自
然
が
、
自
然
神
学

的
で
あ
れ
経
験
主
義
的
な
も
の
で
あ
れ
、
統
治
に
対
し
て
働
き
か
け
る
効

果
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
17
） 

自
然
的
自
由
の
体
系
に
お
い
て
働
く
見
え
ざ
る
手
の
議
論
は
「
国
家
の
役

割
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
デ
ザ
イ
ン
実
現
の
助
産
婦
と
し
て
の
機

能
を
政
府
に
も
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
。
田
中
正
司
『
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
然
神
学
』
二
六
八
頁
。

（
18
） 

片
木
清
に
よ
れ
ば
、
『
法
論
』
は
共
和
制
の
理
念
を
述
べ
な
が
ら
現
実
の

絶
対
主
義
を
正
当
化
す
る
矛
盾
に
陥
っ
て
お
り
、
「
そ
の
不
整
合
の
統
合

あ
る
い
は
解
消
は
〔
…
〕
歴
史
哲
学
的
な
展
望
の
も
と
に
お
い
て
の
み
可

能
と
さ
れ
る
以
外
あ
り
え
な
い
」
。
『
カ
ン
ト
に
お
け
る
倫
理
・
法
・
国
家

の
問
題
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
五
〇
頁
、
ま
た
四
〇
八
頁
以

下
も
参
照
。

（
19
） 『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
よ
れ
ば
、
法
論
で
問
題
と
な
る
の
は
、
内
面
の

意
志
の
格
率
で
は
な
く
選
択
意
志
の
外
的
行
為
が
義
務
に
適
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
に
関
係
す
る
統
治
・
政
治
の
道
徳

性
は
、
統
治
者
の
内
面
に
で
は
な
く
、
統
治
が
ど
ん
な
動
機
か
ら
で
あ
れ

改
革
の
義
務
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ

の
観
点
か
ら
「
道
徳
的
政
治
家
」
お
よ
び
カ
ン
ト
の
政
治
概
念
一
般
に
つ
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い
て
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
政
治
・
道
徳
・
怜
悧
―
―
カ
ン
ト

と
執
行
す
る
法
論
」
『
政
治
思
想
研
究
』
第
十
四
号
、
三
五
六
―
八
四
頁
。

（
20
） Riedel, M

anfred, B
ürgerliche G

esellschaft, in O
. B

runner, u. a. 

（H
g.

）, G
eschichtliche G

rundbegriffe: H
istorisches Lexikon zur 

politisch-sozialen Sprache in D
eutschland, B

d. 2, Stuttgart: K
lett-

C
otta, 1975, S. 756-63.

（
21
） D. H

um
e,  Political E

ssays, p. 56.

（
22
） 『
道
徳
感
情
論
』
第
六
版
で
新
し
く
加
え
ら
れ
た
「
体
系
の
人
」
へ
の
批

判
を
、
『
国
富
論
』
で
展
開
さ
れ
た
重
農
主
義
者
へ
の
批
判
と
統
合
的
に

解
釈
す
る
ホ
ン
ト
に
従
う
。
注
（
15
）
の
文
献
を
参
照
。

（
23
） 『
諸
学
部
の
争
い
』
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
進
歩
は
「
心
意
に
お
け
る
道
徳

性
の
量
の
絶
え
ざ
る
増
大
で
は
な
く
、
義
務
に
適
し
た
行
動
に
お
け
る
適

法
性
の
所
産
の
増
大
」
で
あ
る 
（7: 91

）
。

（
24
） Hegel, G

. W
. F, Vorlesungen über die Philosophie der G

eschichte, 
W

erke in 20 B
änden, B

d. 12, Frankfurt a. M
.: Suhrkam

p, 1986, 
S. 539f.

※
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
な
ら
び
に
日
独
共
同
大
学

院
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
I 

G 

K
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
自
然
の
意
図
、
普
遍
史
、
統
治
の
自
然
主
義
、
自
然
の
成
り
行
き
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
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問
題
の
所
在

　

本
稿
の
目
的
は
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
哲
学
に
お
け
る
言
論
の

自
由
の
位
置
づ
け
と
そ
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る

）
1
（

。
言
論

の
自
由
が
数
あ
る
市
民
的
自
由
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
自
由
で

あ
る
点
に
か
ん
し
て
は
あ
る
程
度
の
同
意
が
得
ら
れ
る
と
し
て
も

）
2
（

、
そ

も
そ
も
な
ぜ
重
要
で
あ
る
の
か
は
決
し
て
自
明
で
は
な
い
。
し
か
し
言

論
の
自
由
が
ど
の
よ
う
な
価
値
を
有
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
し
な
け

れ
ば
、
言
論
の
自
由
が
権
利
と
し
て
ど
こ
ま
で
国
家
権
力
に
よ
る
制
約

を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
定
め
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
カ

ン
ト
も
ま
た
言
論
の
自
由
を
重
視
し
た
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
が
、
言

論
の
自
由
に
か
ん
す
る
議
論
は
複
数
の
著
作
に
ま
た
が
っ
て
展
開
さ
れ

て
い
る
う
え
、
そ
れ
が
担
っ
て
い
る
役
割
も
一
つ
で
は
な
い
。
そ
こ
で

本
稿
の
第
一
の
課
題
は
、
カ
ン
ト
の
哲
学
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る

言
論
の
自
由
の
役
割
を
分
類
し
、
そ
れ
ら
の
相
違
点
と
共
通
点
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
言
論
の
自
由
を

主
題
と
し
た
従
来
の
代
表
的
な
研
究
を
参
照
し
つ
つ
も

）
3
（

、
そ
れ
ら
の
研

究
に
お
い
て
さ
ほ
ど
注
意
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
言
論
の
自
由
の
諸

相
に
光
を
当
て
た
い
。

　

本
稿
の
第
二
の
課
題
は
、
カ
ン
ト
の
法
哲
学
な
ら
び
に
政
治
哲
学
に

お
い
て
自
由
権
と
し
て
の
言
論
の
自
由
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
分
析

す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
論
の
自
由
が
自
由
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
法
哲
学
な
ら
び
に
政
治
哲
学
に
お
い
て
い
か

〈
公
募
論
文
〉

カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
言
論
の
自
由

金 

慧
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な
る
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て

参
考
に
な
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
カ
ン
ト
の
法
哲
学
な
ら
び
に
政
治
哲
学

を
も
っ
と
も
包
括
的
に
論
じ
た
研
究
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る

W
・
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
の
『
秩
序
あ
る
自
由
』
で
あ
る
。
ケ
ア
ス
テ
ィ

ン
グ
は
、
法
の
概
念
に
は
じ
ま
り
、
法
と
道
徳
の
相
違
、
私
法
、
国
家

法
の
構
想
に
至
る
カ
ン
ト
の
法
哲
学
な
ら
び
に
政
治
哲
学
を
理
性
に
も

と
づ
く
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
よ
る
一
貫
し
た
展
開
と
し
て
描
き
出
し

た
。
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（R

L 230-

231

）
、
個
人
の
自
由
が
他
者
の
同
様
な
自
由
と
両
立
可
能
と
な
る
た
め

の
条
件
が
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
秩
序
あ
る
自
由
」
と
は
平
等
な
自

由
へ
の
権
利
が
各
人
に
保
障
さ
れ
た
法
的
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
は
カ
ン
ト
の
法
哲
学
な
ら
び
に
政
治
哲
学
が
自
由

や
平
等
と
い
っ
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
再

三
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
由
主
義
が
想
定
す
る
自
由
の
構
想
と

は
異
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト

が
国
家
法
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
提
示
す
る
自
由
権
の
構
想
を
国
家
権

力
の
制
限
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
個
々
人
の

自
由
権
は
国
家
権
力
に
対
す
る
抵
抗
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

国
家
権
力
を
構
成
す
る
権
利
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
自
由
権
に

は
自
由
主
義
的
な
性
格
で
は
な
く
民
主
主
義
的
な
性
格
が
付
与
さ
れ

る
）
4
（

」
。
こ
の
指
摘
は
本
稿
の
課
題
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
が
、

自
由
権
が
有
す
る
民
主
主
義
的
な
性
格
に
つ
い
て
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
は

詳
述
し
て
い
な
い
。
投
票
権
の
よ
う
に
国
家
権
力
を
構
成
す
る
こ
と
が

明
白
な
権
利
と
は
異
な
り
、
自
由
権
は
ど
の
よ
う
に
し
て
民
主
主
義
的

な
役
割
を
果
た
す
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
言
論
の
自
由
に
焦
点
を
当

て
て
、
自
由
権
が
有
す
る
「
民
主
主
義
的
な
性
格
」
の
内
実
を
明
ら
か

に
す
る
。

　

以
上
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
、
本
論
で
は
ま
ず
カ
ン
ト
哲
学
に
お

け
る
言
論
の
自
由
の
位
置
づ
け
を
概
観
す
る
（
第
一
節
）
。
そ
の
う
え

で
認
識
論
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
言
論
の
自
由
の
役
割
を
分
析
し

（
第
二
節
）
、
次
に
政
治
的
権
利
と
し
て
の
言
論
の
自
由
を
立
法
過
程
に

お
け
る
言
論
の
自
由
（
第
三
節
）
と
権
利
侵
害
に
お
け
る
言
論
の
自
由
（
第

四
節
）
と
に
分
け
て
論
じ
る
。
最
後
に
、
言
論
の
自
由
が
自
由
権
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
積
極
的
意
義
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
カ

ン
ト
の
抵
抗
権
否
認
論
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
る

（
第
五
節
）
。

一　

言
論
の
自
由
の
位
置
づ
け

　

一
般
的
に
現
代
立
憲
主
義
に
お
い
て
言
論
の
自
由
あ
る
い
は
表
現
の

自
由
と
い
っ
た
権
利
は
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
ゆ

る
さ
れ
な
い
自
由
権
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
言
論

の
自
由
も
ま
た
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
自
由
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
が
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
生
得
的
な
権
利
」
と
呼
ん
で
い
る
。



社会思想史研究　No. 38　2014

●　88

　

自
由
（
他
者
の
強
制
的
な
選
択
意
志
か
ら
の
独
立
）
は
、
そ
れ
が

あ
ら
ゆ
る
他
者
の
自
由
と
も
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
両
立
で
き
る
か

ぎ
り
で
、
唯
一
の
、
根
源
的
な
、
だ
れ
に
で
も
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え

に
帰
属
す
る
権
利
で
あ
る
。
―
―
生
得
の
平
等
、
す
な
わ
ち
、
相
互

に
他
の
人
に
も
課
す
こ
と
が
で
き
る
以
上
の
拘
束
を
、
他
の
多
く
の

人
び
と
か
ら
課
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
独
立
。
し
た
が
っ
て
ま

た
、
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
資
質
、
同
様
に
、
一

切
の
法
的
行
為
を
行
う
前
に
は
不
法
を
犯
し
て
は
い
な
い
ゆ
え
に
、

批
判
さ
れ
な
い
人
間
で
あ
る
と
い
う
資
格
。
最
後
に
ま
た
、
他
の
人

び
と
が
気
に
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
で
は
そ
の
人
び
と
の

も
の
を
侵
害
し
な
い
こ
と
を
、
そ
の
人
び
と
に
対
し
て
行
う
権
能
。

た
と
え
ば
、
他
の
人
び
と
に
自
分
の
考
え
を
た
だ
伝
え
る
こ
と
、
な

に
か
を
語
っ
た
り
約
束
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
真
実
が

誠
実
に
話
さ
れ
る
の
か
、
虚
偽
が
不
誠
実
に
話
さ
れ
る
の
か
は
、
問

題
に
な
ら
な
い
。
信
じ
よ
う
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
他
の

人
び
と
次
第
だ
か
ら
で
あ
る
。 

（R
L 237-238

）

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
提
示
す
る
自
由
は
次
の
四
つ
の
権
利
を
含
ん
で
い

る
。
①
法
の
下
で
平
等
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
権
利
、
②
法
的
な
独
立

の
権
利
、
③
不
法
行
為
を
犯
し
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
ま
で
は
無
罪
で

あ
る
と
い
う
権
利
、
④
言
論
の
自
由
、
以
上
の
権
利
で
あ
る

）
5
（

。
こ
れ
ら

の
権
利
は
、
他
者
の
恣
意
的
な
干
渉
を
排
除
す
る
権
原
を
各
人
に
与
え

る
と
と
も
に
、
他
者
が
有
す
る
同
様
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
を
構
成
し

な
い
が
ゆ
え
に
す
べ
て
の
人
に
保
障
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
言
論
の
自
由

が
生
得
的
な
権
利
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
行
為
と
は
異
な
り
、

言
論
が
他
者
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ

る
言
論
が
他
者
の
意
志
に
「
影
響
」
を
与
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
言

論
を
受
容
す
る
者
の
選
択
次
第
で
あ
る

）
6
（

。
そ
の
た
め
、
他
者
の
も
の
を

侵
害
し
な
い
と
い
う
想
定
の
も
と
で
虚
偽
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

た
と
え
そ
の
虚
偽
を
事
実
で
あ
る
と
誤
っ
て
受
容
す
る
者
が
い
た
と
し

て
も
、
そ
の
責
任
は
そ
う
し
た
判
断
を
下
し
た
聞
き
手
に
帰
せ
ら
れ
る
。

カ
ン
ト
が
言
論
の
自
由
に
根
本
的
な
自
由
の
位
置
づ
け
を
与
え
た
の
は
、

語
る
こ
と
の
自
由
を
重
視
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
言
論
を
受
容
す
る
聞

き
手
の
自
律
性
に
対
す
る
尊
重
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

　

言
論
の
自
由
が
生
得
的
な
権
利
と
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、

当
然
そ
の
行
使
が
無
条
件
に
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

カ
ン
ト
は
、
言
論
の
自
由
の
行
使
が
秩
序
の
維
持
な
ど
他
の
価
値
と
競

合
し
う
る
と
い
う
認
識
を
前
提
に
、
そ
れ
で
も
な
お
言
論
の
自
由
が
擁

護
さ
れ
う
る
根
拠
を
言
論
の
自
由
が
担
う
役
割
に
求
め
て
い
る
。
カ
ン

ト
の
著
作
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
言
論
の
自
由
の
お
も
な
役
割

を
以
下
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
は
、
政
治
的
意

志
表
明
と
し
て
行
使
さ
れ
る
言
論
の
自
由
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
言
論

の
自
由
は
、
市
民
が
法
や
政
策
に
対
す
る
批
判
的
な
意
見
を
表
明
す
る
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自
由
と
し
て
行
使
さ
れ
る
。
市
民
に
よ
る
批
判
的
な
意
見
表
明
が
言
論

の
自
由
の
行
使
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
応
答
と
し
て
の
「
公

開
性
」
（Publizität

）
は
、
国
家
元
首
や
立
法
者
に
課
せ
ら
れ
た
義
務

で
あ
る

）
7
（

。

　

政
治
的
意
志
表
明
と
し
て
の
言
論
の
自
由
は
、
カ
ン
ト
自
身
明
示
し

て
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
行
使
さ
れ
る
局
面
に
応
じ
て
さ
ら
に
二
つ

の
役
割
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
は
、
市
民
が
立
法
過
程

に
政
治
的
意
志
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
二

つ
目
は
、
法
の
適
用
が
招
く
権
利
侵
害
を
訴
え
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る

言
論
の
自
由
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
立
法
過
程
と
法
の
適

用
過
程
に
対
応
し
て
い
る
う
え
、
カ
ン
ト
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
著
作

で
論
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
本
稿
で
は
区
別
し
て
論
じ
る
こ
と
に
す

る
。

　

言
論
の
自
由
が
担
う
二
つ
目
の
役
割
は
、
政
治
的
意
志
の
表
明
と
は

異
な
り
、
お
も
に
認
識
論
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
思
考

の
正
し
さ
を
検
証
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
言
論
の
自
由
で
あ
る
。

自
ら
の
思
考
過
程
や
判
断
に
誤
り
が
な
い
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
た
め

に
は
、
自
己
吟
味
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
他
者
に
対
す
る
判
断
の

表
明
と
そ
れ
に
対
す
る
他
者
に
よ
る
批
判
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
で
の
言
論
の
自
由
は
、
思
考
の
誤
り
を
除
去
す
る
た
め
の
手

段
と
し
て
擁
護
さ
れ
る
。
次
節
で
は
、
思
考
の
正
し
さ
を
検
証
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
の
言
論
の
自
由
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二　

認
識
論
に
お
け
る
言
論
の
自
由
―
―
真
理
の
試
金
石

　

カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
遂
行
し
た
課
題
は
、
認
識
に
か
か

わ
る
理
性
の
能
力
を
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
批

判
」
と
呼
ぶ
。
認
識
能
力
を
吟
味
し
、
そ
の
限
界
を
確
定
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
る
能
力
も
ま
た
理
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
批
判
は
、
理
性
に

よ
る
理
性
の
吟
味
と
い
う
意
味
で
の
自
己
批
判
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
遂
行
し
た
自
己
批

判
の
妥
当
性
が
他
者
に
よ
る
吟
味
を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
「
超
越
論
的
方
法
論
」

の
な
か
で
、
疑
念
を
表
明
す
る
自
由
が
擁
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
理
性
の
存
在
は
こ
の
自
由
〔
批
判
の
自
由
―
―
引
用

者
〕
に
基
づ
い
て
お
り
、
理
性
は
専
制
君
主
的
な
権
威
を
も
た
ず
、

理
性
の
発
言
は
い
つ
も
自
由
な
市
民
の
賛
同
に
他
な
ら
な
い
。
自
由

な
市
民
の
お
の
お
の
は
、
自
ら
の
疑
念
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
ら
の

否
認
さ
え
を
も
躊
躇
な
し
に
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（K
rV

 A
738/B

766

）

　

自
ら
の
思
考
や
、
自
分
自
身
で
は
解
決
で
き
な
い
自
ら
の
懐
疑
を
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公
然
と
批
判
に
さ
ら
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
人
の
物
騒
で

危
険
な
市
民
と
い
う
名
目
で
酷
評
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
も
ま
た

上
述
の
自
由
に
属
す
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
人
間
理
性
の
根
源
的

権
利
の
う
ち
に
あ
る
。
け
だ
し
、
人
間
理
性
は
そ
れ
自
身
再
び
普
遍

的
な
人
間
理
性
以
外
の
い
か
な
る
裁
判
官
を
も
認
め
ず
、
各
人
は
、

自
ら
の
投
票
権
を
こ
の
普
遍
的
な
人
間
理
性
の
う
ち
に
も
つ
の
で
あ

る
。 

（K
rV

 A
752/B

780

）

　

以
上
の
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
理
性
が
遂
行
す
る
批

判
の
妥
当
性
が
他
者
の
表
明
す
る
疑
念
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

試
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
J
・
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
、『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
の
な
か
で
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
す
で
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か
で
カ
ン
ト
は
、
論
議
す
る
者
た

ち
の
あ
い
だ
の
公
共
的
な
合
意
に
実
用
的
な
真
理
チ
ェ
ッ
ク
の
機
能
を

認
め
て
い
た

）
8
（

」
。
こ
の
文
脈
に
お
け
る
言
論
の
自
由
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

価
値
観
の
併
存
と
そ
の
表
明
に
価
値
が
あ
る
が
ゆ
え
に
擁
護
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
言
論
の
自
由
は
相
異
な
る
価
値
観
を
持
つ
も

の
の
あ
い
だ
の
寛
容
の
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
批

判
と
い
う
営
み
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
正
当
化
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る

）
9
（

。

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
思
考
や
判
断
は
公
開
さ
れ
他
者
に

よ
っ
て
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
そ
の
妥
当
性
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
た
め
言
論
の
自
由
は
思
考
や
判
断
が
真
で
あ
る
か
否
か
を
検

証
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
公
開
す
る
こ
と
と
他
者
に
よ
る
吟
味
を

経
る
こ
と
は
妥
当
性
を
測
る
「
試
金
石
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
人
間

学
』
の
な
か
で
こ
の
点
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

　

論
理
的
な
自
己
中
心
主
義
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
自
分
の
判
断
を
他
人
の
悟
性
の

観
点
か
ら
も
検
討
し
て
み
る
こ
と
を
無
用
な
こ
と
と
み
な
す
。
あ
た

か

も

そ

う

し

た

試

金

石
（Probierstein

）
（criterium

 veritatis 

externum

真
理
の
外
的
な
基
準
）
な
ぞ
自
分
に
は
ま
っ
た
く
必
要
が

な
い
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
手
立
て
は
わ
れ

わ
れ
の
判
断
が
真
で
あ
る
か
ど
う
か
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
ま
さ
か
そ
れ
な
し
で
済
ま
す
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
こ

と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
ぶ
ん
、
学
問
に
携
わ
る
臣
民
が
言0

論
の
自
由

0

0

0

0

（Freiheit der Feder

ペ
ン
の
自
由
）
を
あ
れ
ほ
ど
に
も
切

実
に
叫
ぶ
最
も
核
心
的
な
理
由
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
言
論
の
自

由
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
わ
れ
わ
れ
一
人

一
人
の
判
断
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
貴
重
な
手
段
が
一
つ

剥
奪
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
わ
れ
わ
れ

は
誤
謬
に
身
を
晒
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

 

（A
nthr 128-129, 

強
調
原
文
）

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
「
試
金
石
」
を
「
真
理
の
外
的
な
基
準
」
と
言
い
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か
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
開
さ
れ
た
判
断
に
対
す
る
他
者
に
よ
る
吟

味
は
、
思
考
の
外
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
思
考
の
後
に
行
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
他
者
と
の
間
で
行
わ
れ

る
伝
達
、
批
判
、
応
答
と
い
っ
た
一
連
の
過
程
を
経
る
こ
と
が
真
理
の

外
的
な
基
準
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
思
考
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
吟

味
は
「
内
的
な
基
準
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
O
・
オ
ニ
ー
ル
が
述
べ
る

よ
う
に
、
思
考
過
程
に
お
い
て
理
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
自
己

規
律
」
や
「
自
己
吟
味
」
で
あ
る

）
10
（

。

　

カ
ン
ト
は
、
誤
謬
に
陥
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
思
考
過
程
に
お

い
て
は
自
己
吟
味
と
い
う
「
内
的
な
」
基
準
を
設
定
し
、
そ
れ
を
補
完

す
る
「
外
的
な
」
基
準
と
し
て
言
論
の
自
由
を
位
置
づ
け
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
カ
ン
ト
は
前
述
の
引
用
文
の
中
で
、
「
論
理

的
な
自
己
中
心
主
義
者
」
が
「
自
分
の
判
断
を
他
人
の
悟
性
の
観
点
か

ら
も
検
討
し
て
み
る
こ
と
を
無
用
な
こ
と
と
み
な
す
」
存
在
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
あ
た
か
も
思
考
過
程
に
お
い
て
す
で
に
、

他
者
の
観
点
を
考
慮
に
入
れ
、
他
者
の
吟
味
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
の
必

要
性
を
指
摘
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
真
理
の
試
金
石
と
し
て
の
他
者
へ
の
「
伝
達
」

に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
以
下
の
文
章
は
興
味
深
い
。

　

信
憑
が
確
信
で
あ
る
の
か
単
な
る
思
い
込
み
で
あ
る
の
か
ど
う
か

と
い
う
信
憑
の
試
金
石
は
、
外
面
的
に
は
、
信
憑
を
伝
達
で
き
る
か

ど
う
か
、
信
憑
を
各
人
の
理
性
に
妥
当
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
の
可
能
性
（M

öglichkeit

）
で
あ
る
。

 

（K
rV

 A
820/B

848

）

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
「
信
憑
」
、
「
確
信
」
、
「
思
い
込
み
」
と
い
う
語

を
用
い
て
、
思
考
や
判
断
の
妥
当
性
の
条
件
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

「
信
憑
」
、
す
な
わ
ち
あ
る
主
体
に
と
っ
て
真
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
こ

と
が
、
他
者
に
対
し
て
も
同
様
の
妥
当
性
を
有
す
る
か
否
か
は
、
他
者

に
伝
達
で
き
る
か
否
か
の
可
能
性
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
し
こ
こ
で
カ

ン
ト
が
、
他
者
へ
の
伝
達
が
、「
信
憑
」
が
妥
当
性
を
有
す
る
た
め
の
「
外

面
的
」
な
試
金
石
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
引
用

し
た
文
章
と
同
様
の
趣
旨
の
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
信
憑
の
妥
当
性
は
、
言
論
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

検
証
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
文
章
に
お
い
て
試
金
石
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

他
者
へ
の
「
伝
達
」
で
は
な
く
、
他
者
に
「
伝
達
で
き
る
か
ど
う
か
の

可
能
性
」
で
あ
る
。
「
伝
達
」
が
成
功
す
る
か
否
か
が
現
実
の
他
者
の

応
答
に
依
存
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
伝
達
可
能
性
」
が
見
込
め
る
か

否
か
は
、
思
考
に
お
け
る
想
像
上
の
他
者
の
応
答
に
依
存
す
る
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
思
考
の
正
し
さ
の
基
準
と
し
て
「
伝
達
可
能
性
」
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
思
考
過
程
に
お
い
て
他
者
の
応
答
に

つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
真
理
の
試
金
石
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
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可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
11
（

。

　

も
ち
ろ
ん
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
っ
た
理
論
哲
学
の
著
作
に
お
い

て
は
思
考
過
程
に
お
い
て
「
他
者
」
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
明
示

的
に
語
ら
れ
て
い
な
い

）
12
（

。
「
伝
達
可
能
性
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
想

像
上
の
他
者
へ
の
伝
達
の
必
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

他
者
が
現
わ
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
、
す
で
に
形
成
さ
れ
た
思
考
や
判
断

を
交
換
す
る
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
本
節
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
に

お
い
て
言
論
の
自
由
は
、
思
考
や
判
断
の
正
し
さ
を
検
証
す
る
た
め
の

試
金
石
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
論
の
自
由
に
は
、
誤

謬
を
回
避
し
真
理
に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
節
以
降
で
は
、
政
治
的
意
志
表
明
と
し
て
の
言
論
の
自
由
の
役
割

を
検
討
す
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
、
言
論
の
自
由
が
真
理
の
試

金
石
と
し
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
本
節
と
共
通
す
る
面
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

三　

立
法
過
程
に
お
け
る
言
論
の
自
由
―
―
理
性
の
公
共
的
使
用

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
法
は
立
法
権
を
基
盤
に
し
て
成
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
立
法
権
は
「
人
民
の
統
合
さ
れ
た
意
志
に
の

み
属
す
る
」
（R

L 313

）
。
法
は
市
民
の
意
志
を
反
映
し
て
い
な
く
て
は

な
ら
ず
、
そ
の
た
め
法
の
正
統
性
を
支
え
る
の
は
、
自
己
立
法
の
原
理

で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
（
実
定
）
法
の
支
配
に
服
す
る
市
民
が
同
時

に
法
の
起
草
者
で
も
あ
る
と
い
う
「
自
律
」
（A

utonom
ie

）
を
意
味
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
立
法
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
市
民

の
立
法
へ
の
関
与
が
権
利
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
己
立
法
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
政
治
理
論

に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
市
民
の
属
性
と
し
て
「
自
由
」
（Freiheit

）
、
「
平
等
」

（G
leichheit

）
、
「
自
立
」
（Selbständigkeit

）
を
挙
げ
る
が
、
上
記
の

立
法
の
原
理
は
そ
の
な
か
で
も
「
自
由
」
と
い
う
属
性
に
対
応
し
て
い

る
。
こ
の
自
由
は
、
「
法
律
上
の
自
由
、
つ
ま
り
自
分
が
同
意
を
与
え

た
法
律
以
外
の
ど
ん
な
法
律
に
も
服
従
し
な
い
こ
と
」
（R

L314

）
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
平
等
」
の
原
理
は
、
法
に
よ
っ
て
す
べ
て
の

人
が
等
し
く
拘
束
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
理
を
指
し
て
お
り
、

立
法
過
程
よ
り
も
む
し
ろ
法
の
適
用
の
局
面
に
対
応
し
た
原
理
で
あ
る

と
い
え
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
自
ら
が
立
法
し
た
法
に
の
み
従
属
す
る

と
い
う
意
味
で
立
法
者
は
自
由
で
あ
り
、
ま
た
、
と
も
に
立
法
し
た
他

者
と
同
一
の
法
に
従
属
す
る
と
い
う
意
味
で
立
法
者
は
互
い
に
平
等
で

あ
る
。

　

立
法
へ
の
関
与
が
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
定
法

に
お
け
る
自
己
立
法
の
原
理
も
ま
た
実
現
さ
れ
る
。
法
に
従
属
す
る
者

に
は
、
立
法
過
程
に
お
い
て
自
ら
の
政
治
的
意
志
を
表
明
し
う
る
権
利
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が
保
障
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
正
統
な
政
治
体
制

と
し
て
共
和
制
を
提
唱
し
て
お
り
、
こ
の
政
治
体
制
の
条
件
の
ひ
と
つ

が
「
代
表
制
」
で
あ
る
（R

L 34

）
13
（1

）
。
そ
の
た
め
市
民
の
立
法
す
る
権

利
は
、
ま
ず
投
票
権
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
市
民
の
「
私

的
な
意
志
」
は
、
投
票
を
媒
介
と
し
て
「
共
通
の
公
的
な
意
志
」
（T

P 

297

）
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
立
法
に
関
与
す
る
権
利
は
投
票
権
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

投
票
に
よ
る
意
志
の
表
示
は
、
政
治
的
意
志
を
表
明
す
る
一
つ
の
手
段

に
す
ぎ
な
い
。
政
治
的
意
志
を
表
明
す
る
も
う
一
つ
の
手
段
は
、
自
由

権
と
し
て
の
言
論
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
論
の
自
由
を

行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
や
政
策
に
対
し
て
批
判
的
な
意
見
を
表
明

し
、
立
法
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
ま
た
権
利
と
し
て
承
認
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
意
志
表
明
と
し
て
の
言
論

の
自
由
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
で
あ
る
。

　

こ
の
著
書
の
な
か
で
カ
ン
ト
は
、
「
理
性
の
公
共
的
使
用
」
（der 

öffentliche G
ebrauch der Vernunft

）
を
「
理
性
の
私
的
使
用
」
に
対

置
し
た
。
両
者
の
相
違
を
簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

後
者
が
、
あ
る
組
織
や
集
団
の
定
め
る
規
則
や
規
範
に
従
っ
て
行
為
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
そ
う
し
た
規
則
や
規
範
に

対
し
て
批
判
的
な
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
教
会
の
教
え
に
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
も
信

徒
に
説
教
を
行
う
牧
師
や
、
軍
務
の
有
用
性
に
問
題
を
感
じ
な
が
ら
も

上
官
の
命
令
に
従
う
兵
士
、
さ
ら
に
、
不
当
な
税
制
に
不
満
を
抱
き
な

が
ら
も
税
金
を
支
払
う
市
民
な
ど
で
あ
る
（A

ufkl 37-39

）
。
こ
れ
ら
の

人
び
と
は
、
何
ら
か
の
集
団
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
集
団
の
定
め
る
規

則
に
従
う
義
務
を
負
う
。
し
か
し
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
規
則
に
対
し

て
批
判
的
な
意
見
を
表
明
す
る
自
由
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、

理
性
の
公
共
的
使
用
に
か
ん
し
て
は
「
無
制
限
の
自
由
」
が
許
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
（A

ufkl 37

）
。

　

た
と
え
自
ら
が
所
属
す
る
組
織
が
定
め
る
規
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
組
織
の
成
員
と
は
異
な
る
立
場
に
た
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、
規
則
を
自
由
に
批
判
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、

理
性
を
公
共
的
に
使
用
す
る
ひ
と
の
立
場
を
「
識
者
」
と
呼
び
、
こ
れ

を
「
全
公
共
体
の
成
員
」
、
「
世
界
市
民
社
会
の
成
員
」
と
呼
び
か
え
て

い
る
（A

ufkl 37

）
。
上
述
の
牧
師
や
軍
人
や
市
民
も
ま
た
こ
の
立
場
に

た
つ
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
が
所
属
す
る
組
織
が
定
め
る
規
則
を
批
判
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
上
記
の
例
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
人
び
と
が
「
識
者
」
と
し
て
理
性
を
公
共
的
に
使
用
す

る
多
様
な
あ
り
方
の
な
か
に
国
家
の
政
策
や
法
に
対
す
る
批
判
が
含
ま

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
市
民
は
臣
民
と
し
て
法
を

遵
守
す
る
義
務
を
負
い
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
そ
う
し
た
法
の
妥
当
性

を
吟
味
す
る
立
法
者
の
立
場
に
た
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
二
つ
の
理
性
使
用
は
必
ず
し
も
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
カ
ン
ト
は
、
法
や
政
策
に
対
す
る
批
判
的
な
意
見
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表
明
の
自
由
が
法
へ
の
不
服
従
に
直
結
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
法
義

務
を
遵
守
す
る
こ
と
と
批
判
的
な
意
見
表
明
が
十
分
に
両
立
し
う
る
こ

と
を
強
調
す
る

）
14
（

。

　

立
法
者
と
し
て
市
民
は
、
理
性
を
公
共
的
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
ら
が
正
し
い
と
考
え
る
意
見
を
広
く
「
公
衆
」
に
問
い
か
け
る
。

臣
民
と
し
て
法
に
従
う
こ
と
と
立
法
者
と
し
て
法
に
対
す
る
批
判
的
な

意
見
を
表
明
す
る
こ
と
の
間
に
何
ら
矛
盾
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
「
国
家
元
首
」
は
、
「
〔
…
〕
臣
民
が
立
法
に
関
し
て
で
も
さ
え
自
分

自
身
の
理
性
を
公
共
的
に
使
用
し
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
法
の
起
草
上
の
考

え
を
世
界
に
向
け
て
公
に
提
示
す
る
の
を
許
し
た
と
し
て
も
、
し
か
も

さ
ら
に
こ
れ
が
既
存
の
法
を
率
直
に
批
判
し
て
い
て
も
、
そ
こ
に
は
何

ら
危
険
は
な
い
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
」
（A

ufkl 41

）
。

　

カ
ン
ト
は
、
人
び
と
が
臣
民
と
し
て
法
に
服
従
し
な
が
ら
も
、
他
方

で
立
法
者
と
し
て
自
由
に
意
見
を
公
表
し
立
法
に
か
か
わ
る
こ
と
を
理

性
の
公
共
的
使
用
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
擁
護
し
た
。
こ
の
意
味
で
の

理
性
の
公
共
的
使
用
は
、
法
に
か
ん
す
る
自
ら
の
意
見
の
妥
当
性
を
世

に
問
い
、
議
論
を
喚
起
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
言
論
の
自
由
を
行
使
す

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
言
論
の
自
由
は
投
票
よ
り
も
政
治
的
意

志
表
明
の
方
法
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
す
ら
い
え
る
。
投
票
権
の
行
使

に
よ
る
政
治
的
意
志
の
表
明
が
選
挙
の
際
に
所
与
の
選
好
や
意
見
を
表

出
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
選
好
や
意
見
が
妥
当
性
を

有
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
言
論
の

自
由
は
、
意
見
の
表
明
と
交
換
を
と
お
し
て
妥
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
交
換
の
な
か
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
見
も
正
当
化
を
要

求
さ
れ
、
反
論
に
さ
ら
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
正
当
化
の
実
践
と
異
議
に

対
す
る
応
答
と
い
っ
た
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
見
の
妥
当
性
が

試
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
言
論
の
自
由
に
お
い
て
は
、
よ
り
説

得
力
の
あ
る
論
拠
を
提
示
す
る
こ
と
へ
の
動
機
づ
け
が
は
た
ら
く
と
も

い
え
る
。

　

こ
う
し
た
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
自
身
が
提
示
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
法
が
総
体
と
し
て
正
し
い
と
い

え
る
た
め
の
条
件
を
法
の
正
統
性
の
条
件
と
呼
び
、
こ
れ
を
手
続
き
と

内
容
の
二
つ
に
区
別
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
区
別
に
し
た
が
え
ば
、
法

が
正
統
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
法
に
人
び
と
の
意
志
を
反
映
さ

せ
る
手
続
き
が
保
障
さ
れ
、
か
つ
法
の
内
容
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
推

定
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
投
票
と
い
う
手
続
き
を

介
し
て
国
民
の
意
志
が
表
明
さ
れ
、
さ
ら
に
立
法
府
に
お
け
る
決
議
に

よ
っ
て
法
の
正
統
性
を
支
え
る
手
続
き
の
条
件
を
充
た
す
こ
と
が
で
き

る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法
の
内
容
が
正
し
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
妥

当
性
を
め
ぐ
る
論
争
を
経
た
結
果
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
に
対
し
て
の

み
、
そ
の
内
容
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
推
定
が
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
法
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
過
程
が
広
く
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
う
し
た
過
程
を
経
て
産
出
さ
れ
た
法
の
内
容
の
正
当
性
が
一
時
的
に

で
あ
れ
推
定
さ
れ
る
。
投
票
権
に
加
え
て
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
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こ
と
は
、
手
続
き
の
条
件
を
充
た
す
た
め
だ
け
で
は
な
く
法
の
内
容
の

正
当
性
の
た
め
に
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
本
節
で
は
ま
ず
自
己

立
法
と
い
う
原
理
を
実
現
す
る
た
め
の
二
つ
の
手
段
が
存
在
す
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
そ
れ
が
投
票
と
言
論
の
自
由
を
行
使
し
た
政
治
的
意
志

の
表
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
手
段
も
市
民
が
立
法
過
程
に
自
ら
の
意
志

を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
存
在
す
る
。
本
節
で
は
、
立
法
過
程
に
お
け
る

言
論
の
自
由
を
用
い
た
政
治
的
意
志
の
表
明
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
見

解
を
「
理
性
の
公
共
的
使
用
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
に
見
い
だ
し
た
。

政
治
的
意
志
表
明
と
し
て
の
理
性
の
公
共
的
使
用
は
、
市
民
が
立
法
者

と
し
て
意
見
を
表
明
し
、
法
の
妥
当
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
喚
起
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
に
か
ん
し
て
も
「
知
識

が
増
大
し
、
誤
謬
が
一
掃
さ
れ
る
」
（A

ufkl 39

）
こ
と
が
期
待
で
き
る

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
立
法
過
程
に
お
け
る
言
論
の
自
由
は
、
自
己
立

法
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
法
の
妥
当
性
を
吟
味

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る

）
15
（

。
こ
の
点
で
立
法
過

程
に
お
け
る
言
論
の
自
由
は
、
前
節
で
の
真
理
の
試
金
石
と
し
て
の
言

論
の
自
由
と
無
縁
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
同
様
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
た

だ
し
こ
の
共
通
性
は
次
節
の
権
利
侵
害
に
お
け
る
言
論
の
自
由
に
よ
り

明
瞭
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

 

権
利
侵
害
に
お
け
る
言
論
の
自
由 

 

　
　

―
―
権
利
の
唯
一
の
守
護
神
―
―

　

本
節
で
は
権
利
侵
害
の
訴
え
と
し
て
行
使
さ
れ
る
言
論
の
自
由
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
権
利
侵
害
が
生
じ
う
る
の
は
、
法
が
適
用
さ
れ
る
局

面
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
カ
ン
ト
の
議
論
に
お
い
て

法
の
適
用
に
よ
る
権
利
侵
害
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
う
る
の
か
を
明

ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
立
法

の
原
理
と
し
て
自
由
を
挙
げ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
平
等
は
、
法
の

適
用
に
よ
る
負
担
や
権
利
の
分
配
を
統
べ
る
原
理
で
あ
る
。
特
定
の
者

に
の
み
過
重
な
負
担
を
課
す
法
、
あ
る
い
は
特
権
を
与
え
る
法
は
不
当

な
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
平
等
は
、
す
べ
て
の
人
が
同
一
の
法
に
等

し
く
拘
束
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

）
16
（

。
法
的
平
等
の
原

理
に
適
う
法
は
、
す
べ
て
の
市
民
を
等
し
く
拘
束
す
る
一
般
法
の
み
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
、
不
当
な
法
を
説
明
す
る
た
め

に
、
不
平
等
な
負
担
を
課
す
徴
税
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

特
定
の
地
主
に
の
み
税
が
課
さ
れ
、
そ
の
他
の
者
に
は
徴
税
を
免
除
す

る
法
が
制
定
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
法
は
「
不
平
等
な
負
担
配
分
」
を
課

し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
不
当
な
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（T

P 

298
）
。

　

し
か
し
問
題
は
、
法
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
を
「
等
し
く
拘
束
す
る
」

こ
と
と
、
す
べ
て
の
人
に
「
等
し
い
負
担
を
課
す
」
こ
と
と
が
必
ず
し
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も
一
致
し
な
い
点
に
あ
る
。
上
記
の
徴
税
の
例
は
、
法
が
一
部
の
者
に

の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
不
平
等
な
負
担
配
分
」
が
課
さ
れ

て
い
る
事
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
法
の
不
当
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
異
な
り
、
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
法
が
適
用
さ
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
実
際
に
課
さ
れ
る
負
担
が
不
平
等
に
配
分
さ
れ
る
と
い
う

事
態
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
が
す

べ
て
の
人
を
拘
束
し
て
い
る
と
い
う
点
で
一
般
法
の
様
相
を
呈
し
て
い

な
が
ら
も
、
実
質
的
に
は
特
定
の
人
び
と
に
の
み
負
担
を
課
し
て
い
る

と
い
う
点
で
、
直
ち
に
そ
の
法
を
正
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。

　

た
と
え
ば
財
の
再
分
配
を
一
切
認
め
な
い
政
策
を
と
る
こ
と
は
す
べ

て
の
人
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
法
的
平
等
の
要
件
を
充

た
し
て
は
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
う
し
た
政
策
は
、
す
で
に
生
命
の
必
要

を
充
足
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
何
ら
の
負
担
を
課
す
こ
と
が
な
い
一

方
、
生
命
の
必
要
を
充
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
は
実
質
上

過
大
な
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
る

）
17
（

。
法
が
等
し
く
適
用
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
法
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
負
担
が
平
等
に
配
分
さ
れ
る
と
い

う
事
態
は
必
ず
し
も
帰
結
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
人
を
「
等

し
く
拘
束
す
る
」
と
い
う
法
的
平
等
の
原
理
は
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人

に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
平
等
を
実
現
す

る
た
め
の
一
条
件
に
過
ぎ
な
い
だ
け
で
な
く
、
逆
に
「
不
平
等
な
負
担

配
分
」
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
法
が
等
し
い
拘
束
を
課
す
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
法
的
平
等
と

い
う
原
理
を
実
現
す
る
た
め
の
一
つ
の
条
件
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
等

し
く
拘
束
を
課
す
法
が
そ
の
ま
ま
正
当
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
的

平
等
の
原
理
は
、
立
法
者
が
一
般
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
制
定
さ
れ
た
法
が
正
当
で
あ
る

か
否
か
は
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

不
可
譲
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。

　

一
人
ひ
と
り
す
べ
て
の
人
間
は
、
断
じ
て
喪
失
す
る
こ
と
の
な
い

自
分
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
権
利
は
、
た
と
え
本
人
が
望
ん

だ
と
し
て
も
け
っ
し
て
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
権
利
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
権
限
は
そ
の
人
自
身
に
あ
る
。

〔
…
〕
国
家
市
民
に
は
、
元
首
が
思
い
の
ま
ま
に
お
こ
な
う
こ
と
が

ら
の
う
ち
公
共
体
に
対
す
る
不
正
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
自
分
の
考
え
を
公
表
す
る
権
限
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
し
か

も
元
首
自
身
か
ら
の
恩
恵
と
し
て
、
与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（T
P 304

）

　

こ
こ
で
の
言
論
の
自
由
は
、
法
が
自
ら
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と

当
事
者
が
判
断
し
た
場
合
、
そ
の
判
断
を
公
開
し
、
是
正
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
権
利
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
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立
法
の
段
階
に
お
い
て
法
が
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
意
味

で
の
一
般
性
を
備
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
正
当
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
法

の
適
用
が
権
利
の
侵
害
を
招
く
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
法
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
を
「
等
し
く
拘
束
す
る
」
こ
と
と
、

す
べ
て
の
人
に
「
等
し
い
負
担
を
課
す
」
こ
と
と
が
一
致
し
な
い
と
い

う
事
態
で
あ
る
。
権
利
侵
害
の
訴
え
と
し
て
の
言
論
の
自
由
は
、
自
ら

の
権
利
を
守
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
た
め
、
諸
権
利
の
な
か
の
一
つ
の

権
利
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
諸
権
利
の
た
め
の
権
利
で
あ
る
と
い
え
る
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
市
民
の
諸
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
司
法
制
度
が

立
法
者
を
制
御
す
る
と
い
う
発
想
は
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
の
が
言
論
の
自
由
な
の
で
あ
る

）
18
（

。
こ
う
し
た
意
味
で
、「
言

論
の
自
由
は
人
民
の
権
利
の
唯
一
の
守
護
神
（das einzige Palladium

 

der Volksrechte

）
で
あ
る
」
（T

P 304

）
。

　

『
理
論
と
実
践
』
の
な
か
で
カ
ン
ト
は
、
法
の
適
用
に
よ
っ
て
生
じ

る
権
利
侵
害
に
対
し
て
の
み
言
論
の
自
由
の
行
使
を
認
め
、
立
法
過
程

に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
際
の
言
論
の
自
由
の
役
割
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
語
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
P
・
ニ
ー
ゼ
ン
は
、
言
論
の

自
由
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
議
論
に
は
、
立
法
段
階
に
お
い
て
法
に
正
統

性
を
付
与
す
る
「
契
約
論
的
あ
る
い
は
主
権
論
的
な
論
拠
」
と
、
法
の

適
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
侵
害
の
訴
え
に
み
ら
れ
る
「
学
習
理
論
的

あ
る
い
は
合
理
性
論
的
な
論
拠
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
み
ら
れ
る
と

指
摘
し
て
い
る

）
19
（

。
前
者
が
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
言
論

の
自
由
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
法
の
権
利
侵
害
を
発
見
し
、
法

を
改
善
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
言
論
の
自
由
で
あ
る
。
こ
の
区
別
に

し
た
が
え
ば
、
言
論
の
自
由
を
「
権
利
の
唯
一
の
守
護
神
」
と
規
定
す

る
『
理
論
と
実
践
』
に
お
け
る
議
論
は
、
言
論
の
自
由
の
「
学
習
理
論
」

的
な
側
面
に
当
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
節
で
論
じ
た
『
啓
蒙
と
は

何
か
』
に
お
け
る
「
理
性
の
公
共
的
使
用
」
は
、
「
契
約
論
」
的
な
側

面
に
当
た
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
言
論
の
自
由
の
役
割
が
二
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
理
由

は
、
カ
ン
ト
が
法
の
正
当
性
を
二
段
階
に
分
け
て
理
解
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
立
法
過
程
に
お
い
て
法

は
、
市
民
が
立
法
者
と
い
う
不
偏
的
な
立
場
か
ら
表
明
し
た
意
志
を
反

映
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
特
定
の
階
層
の
利
害

に
の
み
資
す
る
法
は
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の

人
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
一
般
法
の
要
件
を
充
た
し
て
い
る
か
否
か
が

吟
味
さ
れ
る
。
一
般
法
の
要
件
に
か
ん
し
て
は
こ
れ
を
充
た
す
こ
と
が

で
き
る
か
否
か
は
立
法
者
の
思
考
実
験
に
よ
っ
て
検
証
可
能
で
あ
る
と

す
る
記
述
も
み
ら
れ
る
が

）
20
（

、
前
節
の
「
理
性
の
公
共
的
使
用
」
で
み
た

よ
う
に
、
立
法
過
程
に
お
け
る
法
の
正
当
性
は
、
市
民
に
よ
る
意
見
の

表
明
と
交
換
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
法
の
適
用
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
法

に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
負
担
の
平
等
な
配
分
で
あ
る
。
法
の
適
用
が
ど
の

よ
う
な
負
担
配
分
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
か
は
、
法
の
適
用
を
う
け
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る
人
び
と
の
経
験
的
な
境
遇
に
一
定
程
度
依
存
す
る

）
21
（

。
そ
の
た
め
、
法

の
制
定
時
に
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
不
平
等
な
負
担
配
分
が
生
じ
る

可
能
性
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
る
理
由
を
国
家

元
首
の
「
考
え
ち
が
い
」
（Irrtum

）
や
「
無
知
」
（U

nkunde

）
に
帰

し
て
い
る
。
法
の
適
用
に
よ
っ
て
権
利
侵
害
が
生
じ
た
場
合
、
「
元
首

は
不
正
を
な
す
こ
と
が
あ
り
え
な
い
と
い
う
想
定
に
従
う
な
ら
ば
、
そ

の
不
正
が
生
じ
た
の
は
、
最
高
権
力
が
制
定
し
た
法
の
帰
結
の
ど
こ
か

に
つ
い
て
考
え
ち
が
い
が
あ
っ
た
か
無
知
で
あ
っ
た
か
の
た
め
と
し
か

考
え
ら
れ
な
い
」
（T

P 304

）
。
こ
の
段
階
に
お
け
る
言
論
の
自
由
は
、

権
利
を
侵
害
さ
れ
た
当
事
者
が
そ
の
是
正
を
求
め
る
た
め
に
行
使
さ
れ

る
。
カ
ン
ト
が
言
論
の
自
由
を
「
権
利
の
唯
一
の
守
護
神
」
と
規
定
す

る
『
理
論
と
実
践
』
に
お
い
て
は
、
言
論
の
自
由
の
役
割
が
法
の
適
用

後
に
生
じ
る
権
利
侵
害
の
局
面
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
節
に
お
け
る
言
論
の
自
由
と
比
べ
て
権
利
侵
害
に
お
け
る
言
論
の

自
由
に
特
徴
的
な
の
は
、
カ
ン
ト
が
明
確
に
、
誤
謬
を
回
避
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て
言
論
の
自
由
を
位
置
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
権
利
侵

害
を
訴
え
る
た
め
の
言
論
の
自
由
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

国
家
元
首
が
無
謬
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
〔
…
〕

も
し
も
元
首
は
考
え
ち
が
い
を
す
る
こ
と
も
事
情
に
無
知
で
あ
る
こ
と

も
全
く
あ
り
え
な
い
な
ど
と
想
定
す
る
と
し
た
ら
、
元
首
は
神
的
な
霊

感
に
恵
ま
れ
人
間
性
を
超
越
し
た
存
在
だ
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」
（T

P 304

）
。
し
た
が
っ
て
、
言
論
の
自
由
が

認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、「
最
高
命
令
者
は
知
識
を
す
っ
か
り
奪
い
取
ら
れ
、

も
し
も
自
分
が
知
っ
て
い
た
ら
み
ず
か
ら
変
更
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も

変
更
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
（T

P 304

）
。

　

権
利
侵
害
に
お
け
る
言
論
の
自
由
は
ま
ず
、
法
の
適
用
に
よ
っ
て
権

利
を
侵
害
さ
れ
た
当
事
者
が
そ
の
是
正
を
訴
え
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
前
節
で
の
立
法
過
程
に
お
け
る
言
論
の
自
由
と
は
異
な
る
。

後
者
に
お
い
て
は
、
市
民
は
権
利
侵
害
の
当
事
者
と
し
て
で
は
な
く
、

経
験
的
事
情
を
考
慮
し
な
い
立
法
者
の
立
場
か
ら
意
見
を
表
明
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
論
の
自
由
が
立
法
と
執

行
（
法
の
適
用
）
と
い
う
異
な
る
局
面
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
役
割
を

担
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
権
利
侵
害
に
お
け
る

言
論
の
自
由
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
に
か
ん
す
る
知
識
を
増
大
さ

せ
、
法
の
欠
陥
を
取
り
除
く
た
め
の
手
段
と
し
て
の
役
割
を
も
担
っ
て

い
る
。
こ
の
点
で
言
論
の
自
由
は
、
「
真
理
の
試
金
石
」
か
ら
「
理
性

の
公
共
的
使
用
」
を
経
て
「
権
利
の
唯
一
の
守
護
神
」
ま
で
一
貫
し
た

役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
正
し
さ
を
検
証
し
、
誤
謬
を
回
避
す

る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
『
理
論
と
実
践
』
に
お
け
る
言
論
の
自
由
は
、

侵
害
に
対
す
る
救
済
の
訴
え
と
し
て
よ
り
も
、「
考
え
ち
が
い
」
や
「
事

情
に
無
知
」
で
あ
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
国
家
元
首
の
学
習
の
機
会

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
立
法
過
程
に
お
け
る

言
論
の
自
由
に
比
べ
て
、
正
し
さ
を
検
証
す
る
た
め
の
手
段
と
い
う
位

置
づ
け
が
よ
り
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
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五　

抵
抗
権
否
認
と
言
論
の
自
由
―
―
言
論
と
権
力

　

本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
言
論
の
自
由
は
、
国
家
権
力
に
よ

る
制
約
を
排
除
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な

が
ら
も
同
時
に
政
治
的
権
利
と
し
て
の
性
格
を
も
有
す
る
。
本
節
で
は
、

こ
の
一
見
し
て
矛
盾
し
た
事
態
を
整
合
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
カ
ン

ト
の
い
わ
ゆ
る
抵
抗
権
否
認
論
を
取
り
上
げ
て
言
論
と
権
力
の
関
係
を

分
析
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
が
示
唆

し
た
「
自
由
権
の
民
主
主
義
的
な
性
格
」
の
内
実
も
明
ら
か
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。

　

言
論
の
自
由
は
あ
く
ま
で
判
断
や
意
見
を
公
開
す
る
権
利
で
あ
り
、

当
事
者
が
不
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
法
に
対
す
る
不
服
従
を
正
当
化
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
議
論
に
お
い
て
は
、
市
民
が
あ
る
法
を

不
当
で
あ
る
と
判
断
し
て
も
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
法
に
服
従
し
な
い

と
い
う
行
為
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
言
論
の
自

由
に
か
ん
す
る
自
ら
の
立
場
を
ホ
ッ
ブ
ズ
と
対
比
し
て
説
明
し
て
い
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
論
に
お
い
て
は
国
家
元
首
が
市
民

に
対
し
て
「
不
正
」
を
な
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
（T

P 30

）
22
（3

）
。
そ
の

た
め
、
法
の
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
市
民
が
判
断
を
公
開
す
る
権
利
も
存

在
し
な
い
。

　

こ
の
命
題
〔
国
家
元
首
が
市
民
に
対
し
て
不
正
を
な
す
こ
と
は
あ
り
え

な
い
と
い
う
命
題
―
―
引
用
者
〕
は
、
不
正
と
い
う
語
を
、
そ
れ
を
な

し
た
者
に
対
す
る
強
制
権
を
被
害
者
に
認
め
る
よ
う
な
侵
害
と
い
う

意
味
で
用
い
る
の
な
ら
、
ま
っ
た
く
正
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
ま
あ
、
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
お
そ
ろ
し
い
命
題
で
あ
る
。

 

（T
P 304

）

　

ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
不
正
」
と
い
う
語
を
あ
る
特
定
の
意
味
で
用
い
て
い

る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
こ
の
命
題
に
同
意
す
る
。
す
な
わ
ち
、
不
正
と

い
う
語
が
、
不
正
を
被
っ
た
者
が
不
正
を
な
し
た
者
に
対
し
て
侵
害
の

補
償
を
強
制
的
に
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い

る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
と
も
に
そ
の
よ
う
な
権
利
は
存
在

せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
意
味
で
の
「
不
正
」
を
国
家
元
首
は
市

民
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
。
も
し
、
そ
の
意
味

で
の
「
不
正
」
を
国
家
元
首
が
市
民
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
あ
り
う
る

と
す
れ
ば
、
市
民
は
そ
の
侵
害
の
補
償
を
国
家
元
首
に
対
し
て
強
制
的

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
不
正
を
被
っ
た
者
が
不
正
を
な
し
た
者
に
対

し
て
補
償
を
求
め
る
強
制
権
を
も
た
な
い
と
い
う
主
張
か
ら
、
市
民
が

制
定
さ
れ
た
法
を
不
正
と
判
断
し
、
そ
の
判
断
を
公
開
す
る
権
利
を
も

持
た
な
い
と
す
る
帰
結
を
引
き
出
し
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
こ

れ
は
誤
り
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
市
民
に
よ
る
法
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の
正
当
性
に
つ
い
て
の
判
断
を
権
利
と
し
て
認
め
て
し
ま
え
ば
、
そ
の

判
断
に
基
づ
く
行
為
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、

秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
法
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
判
断
そ
の
も

の
を
市
民
に
許
容
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
引
き
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る

）
23
（

。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
法
の
正
当
性
に
つ
い
て
の

判
断
を
公
開
す
る
権
利
と
、
法
に
服
従
す
る
義
務
と
を
切
り
離
し
た
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
へ
の
服
従
の
義
務
を
遵
守
し
な
が
ら
も
、

市
民
が
法
の
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ど
れ
ほ
ど
言
論
の
自
由
が
許
さ
れ
て
い
る
と
し

て
も
、
法
へ
の
不
服
従
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
両
者
の
論
理
は
さ

ほ
ど
異
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
論
の
自
由
に
い
か
な
る

強
制
権
も
伴
わ
な
い
理
由
が
、
市
民
の
判
断
に
強
制
権
が
伴
え
ば
無
秩

序
を
招
来
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の

議
論
に
そ
れ
ほ
ど
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

カ
ン
ト
が
ホ
ッ
ブ
ズ
と
異
な
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
言
論
の
自
由

に
権
力
が
伴
わ
な
い
理
由
を
無
秩
序
の
招
来
と
は
異
な
る
点
に
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
な
ぜ
カ
ン
ト
は
法

の
正
当
性
を
め
ぐ
る
判
断
に
は
い
か
な
る
権
力
も
伴
う
べ
き
で
は
な
い

と
主
張
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
は
従
来
、
カ
ン
ト
に
よ
る

抵
抗
権
否
認
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
カ
ン
ト
は
統
治
者
に
対

す
る
市
民
の
抵
抗
権
を
否
定
す
る
根
拠
を
何
点
か
挙
げ
て
い
る
が
、
そ

の
一
つ
に
統
治
者
に
対
す
る
抵
抗
が
無
法
状
態
を
招
く
点
が
あ
る
の
は

確
か
で
あ
る
（T

P 301

）
。
こ
の
理
由
か
ら
す
れ
ば
、
言
論
の
自
由
に

権
力
が
伴
う
べ
き
で
は
な
い
の
は
言
論
の
自
由
を
無
害
化
す
る
た
め
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
節
で
は
、
言
論
の
自
由

に
い
か
な
る
権
力
も
伴
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
に
、
無
法
状
態

を
招
来
す
る
の
と
は
異
な
る
理
由
が
あ
る
と
指
摘
し
た
い
。
言
論
の
自

由
に
権
力
が
伴
う
べ
き
で
は
な
い
の
は
、
言
論
の
自
由
を
無
害
化
す
る

た
め
で
あ
る
よ
り
も
言
論
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
、
市
民
の
抵
抗
権
を
否
認
す
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
抵

抗
権
が
認
め
ら
れ
れ
ば
立
法
権
が
複
数
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
対

立
す
る
と
い
う
「
自
己
矛
盾
」
に
陥
る
点
を
挙
げ
て
い
る
（R

L 320

）
。

つ
ま
り
、
「
最
高
の
立
法
が
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
、
最
高
で
な
い
と
い

う
規
定
を
含
む
こ
と
」
（R

L 320

）
に
な
る
と
い
う
。
カ
ン
ト
の
規
定

に
し
た
が
え
ば
、
「
立
法
権
は
人
民
の
統
合
さ
れ
た
意
志
に
の
み
帰
属

す
る
」
（R

L 313

）
の
で
あ
り
、
「
人
民
の
統
合
さ
れ
た
意
志
」
が
成
立

す
る
場
は
立
法
者
か
ら
な
る
立
法
府
で
あ
る
。
も
し
立
法
権
が
広
く
市

民
に
認
め
ら
れ
れ
ば
、
最
上
位
の
決
定
機
関
と
い
う
機
能
そ
の
も
の
が

立
法
府
か
ら
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
立
法
者
は
市
民
す
べ
て
を
拘
束

す
る
決
定
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
市
民
の
判
断
に
こ
れ

と
同
様
の
権
限
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
個
人
の
判
断
も
ま
た
他
者
を

拘
束
し
う
る
正
当
か
つ
最
終
的
な
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
抵
抗
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
々
人
の
判
断
が
い
か

な
る
媒
介
も
経
な
い
ま
ま
法
的
効
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
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し
か
し
な
が
ら
前
節
ま
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
市
民
の
こ
う
し
た
判

断
も
ま
た
、
他
者
の
異
議
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
妥
当
性

が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
民
各
人
の
判
断
が
そ
の
判
断
に
も

と
づ
い
て
行
為
す
る
権
限
を
伴
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
法
的
効
力
を
有

す
る
と
す
れ
ば
、
言
論
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
る
法
の
妥
当
性

の
吟
味
と
い
う
構
想
は
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

個
人
の
判
断
は
「
公
衆
」
に
対
す
る
問
い
か
け
を
経
由
し
て
立
法
府
や

国
家
元
首
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抵
抗
権
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て

想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
論
の
自
由
に
よ
る
意
見
の
表
明
と
異
議
に

対
す
る
応
答
を
経
な
い
ま
ま
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
個
々
人
の
判
断

が
そ
の
ま
ま
法
的
効
力
を
有
す
る
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
立
法
者
な
ら
び
に
国
家
元
首
が
法
的
拘
束

力
を
有
す
る
判
断
を
下
す
こ
と
と
、
市
民
に
よ
る
自
由
な
意
見
の
表
明

を
カ
ン
ト
が
区
別
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
両
者
を
切
り
離
す
べ

き
な
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
す
機
能
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
立
法

者
は
市
民
す
べ
て
を
拘
束
す
る
決
定
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
延
々
と
議
論
を
続
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
決
定
を
下
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
圧
力
の
も
と
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
言
論
の
自
由

に
お
い
て
は
こ
う
し
た
権
限
と
そ
れ
に
伴
う
決
定
へ
の
圧
力
か
ら
免
れ

て
い
る
か
ら
こ
そ
既
存
の
法
を
自
由
に
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
24
（

。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
自
ら
の
判
断
を
自
由
に
公
開
し
、
異
議
に
対
し
て
応

答
す
る
と
い
う
「
理
性
の
公
共
的
な
使
用
」
は
、
法
的
効
力
が
伴
わ
な

い
長
期
的
な
意
見
の
交
換
と
流
通
を
基
盤
に
し
て
こ
そ
可
能
と
な
る
。

言
論
の
自
由
を
行
使
し
た
意
見
表
明
に
決
定
権
限
が
伴
え
ば
、
国
家
に

よ
る
制
約
を
免
れ
た
議
論
が
難
し
く
な
る
は
ず
で
あ
る

）
25
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
言
論
の
自
由
に
権
力
を
認
め
な
か
っ
た
の

は
、
言
論
の
自
由
を
無
害
化
す
る
た
め
で
あ
る
よ
り
も
、
決
定
の
権
限

を
与
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
言
論
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
の
な
か
で
カ
ン
ト
は
、
哲
学
者

が
国
王
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
理
由
と
し
て
、
「
権
力
の
所
有
は
、
理

性
の
自
由
な
判
断
を
必
ず
そ
こ
な
う
こ
と
に
な
る
」
（ZeF 369

）
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
権
力
の
所
有
が
理
性
に
対
し
て
自
己
利
益
を
優

先
さ
せ
る
こ
と
へ
の
誘
引
を
与
え
る
と
同
時
に
、
決
定
権
限
に
伴
う
さ

ま
ざ
ま
な
制
約
が
自
由
な
意
見
の
表
明
に
負
担
を
も
た
ら
し
萎
縮
さ
せ

る
効
果
を
及
ぼ
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
26
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
権
力
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
二
重
の
意
味
で
自
由

な
意
見
の
表
明
を
歪
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
言
論
の
自
由
が
、
そ
れ
に

も
と
づ
い
て
行
為
す
る
権
限
を
伴
わ
ず
、
国
家
権
力
に
よ
る
干
渉
や
制

約
を
排
除
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
権
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ

が
言
論
の
自
由
を
可
能
に
す
る
た
め
の
制
度
的
な
条
件
を
な
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
言
論
の
自
由
は
、
政
治
的
意
志

形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
権
力
を
構
成
す
る
権
利
と
し
て

も
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
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以
上
本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の
位
置
づ
け

と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お

け
る
言
論
の
自
由
の
特
徴
を
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
二
点
の
課
題
に
そ

く
し
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
一
点
目
は
、
言
論
の
自
由
が
認
識
的
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
稿
で
は
言
論
の
自
由
を
、
認
識
論

に
お
け
る
「
真
理
の
試
金
石
」
、
立
法
過
程
に
お
け
る
「
理
性
の
公
共

的
使
用
」
、
権
利
侵
害
に
お
け
る
「
権
利
の
唯
一
の
守
護
神
」
に
分
け

て
論
じ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
正
し
さ
を
検
証

し
、
誤
謬
を
回
避
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
言
論
の
自
由
が
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
立
法
過
程
と
権
利
侵
害
に
お
け

る
言
論
の
自
由
は
ど
ち
ら
も
政
治
的
権
利
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い

る
。
前
者
が
自
己
立
法
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
後
者
は
権

利
の
侵
害
を
告
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
平
等
の
原
理
を
実
現
す
る

た
め
の
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
二
つ
は
、
法
の
欠
陥
を

発
見
し
、
法
に
か
ん
す
る
知
識
を
増
大
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
役

割
を
も
担
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
法
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の

議
論
に
お
い
て
も
、
言
論
の
自
由
は
真
理
の
試
金
石
と
同
様
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

言
論
の
自
由
が
自
己
立
法
の
原
理
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て

の
み
な
ら
ず
、
認
識
的
な
役
割
を
も
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
論
の
自

由
を
行
使
し
た
論
争
の
結
果
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
の
内
容
が
正
当
で

あ
る
と
い
う
推
定
が
可
能
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
言
論
の
自
由

は
、
意
見
の
交
換
に
よ
っ
て
誤
謬
を
発
見
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
正
当

な
法
を
産
出
す
る
可
能
性
を
高
め
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
も
擁
護
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
お
い
て
は
、
意
見

の
交
換
や
討
議
が
有
す
る
こ
の
よ
う
な
認
識
上
の
利
点
を
根
拠
に
あ
ら

た
め
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
正
当
化
す
る
議
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、

カ
ン
ト
の
議
論
に
こ
う
し
た
洞
察
を
読
み
取
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

い
）
27
（

。

　

二
点
目
は
、
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
言
論
の
自
由
が
権
力
を
伴
わ
な

い
自
由
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
言
論
の
自
由
は
、

個
々
人
に
よ
る
自
由
権
の
行
使
を
つ
う
じ
て
政
治
的
意
志
形
成
に
寄
与

す
る
た
め
、
投
票
権
の
よ
う
に
直
接
的
に
国
家
権
力
を
構
成
す
る
権
利

で
は
な
い
。
そ
の
た
め
個
々
の
言
論
が
立
法
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
す
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
の
か
ど
う
か
も

不
確
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
ン
ト
は
、
言
論
の
自
由
が
何
ら

権
力
を
伴
わ
な
い
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
言
論
の
自
由
に

よ
っ
て
法
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
を
表
明
さ
え
し
て
い
る
。
カ

ン
ト
に
と
っ
て
言
論
の
自
由
は
立
法
者
が
法
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
判

断
を
下
す
こ
と
と
は
異
な
る
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
決
定
権
限
が
伴
え

ば
む
し
ろ
自
由
な
意
見
表
明
が
困
難
に
な
る
。
言
論
の
自
由
が
権
力
を
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も
た
な
い
こ
と
は
意
見
の
自
由
な
提
起
や
交
換
が
可
能
と
な
る
た
め
の

制
度
的
な
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
言
論
の
自
由
は
、
政
治
的
権
利
と

し
て
の
性
格
を
も
ち
な
が
ら
も
あ
く
ま
で
自
由
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

 

（
き
む
・
へ
い
／
政
治
思
想
史
・
政
治
理
論
）

注（
1
） 

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
略
語
を
用
い
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版

カ
ン
ト
全
集
（K

ant’s gesam
m

elte Schriften. H
erausgegeben von 

der K
öniglich Preu

βischen A
kadem

ie der W
issenschaften

）

の
頁
数
を
本
文
中
に
記
し
た
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
関
し
て
は
、
慣
例

に
従
い
第
一
版
は
A
、
第
二
版
は
B
と
し
、
そ
の
後
に
ア
カ
デ
ミ
ー
版
頁

数
を
表
記
し
た
。
邦
訳
は
『
カ
ン
ト
全
集
』
（
全
二
二
巻
・
別
巻
一
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
九
―
二
〇
〇
六
年
）
に
依
拠
し
た
が
、
訳
文
を
変
え
た
箇

所
も
あ
る
。A

nthr: A
nthropologie in pragm

atischer H
insicht 

（1798

）

（
渋
谷
治
美
訳
「
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
」
『
カ
ン
ト
全
集
15
』
）; 

A
ufkl: B

eantw
ortung der Frage: W

as ist A
ufklärung? 

（1784

）
（
福

田
喜
一
郎
訳
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
『
カ
ン
ト
全
集
14
』
）; K

rV
: K

ritik der 

reinen Vernunft 

（
第
一
版
一
七
八
一
、
第
二
版
一
七
八
七
）
（
有
福
孝
岳

訳
「
純
粋
理
性
批
判
」
『
カ
ン
ト
全
集
4
・
5
・
6
』
）; R

L: M
etaphysik 

der Sitten, R
echtslehre 

（1797

）
（
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
「
人
倫
の

形
而
上
学
・
法
論
」
『
カ
ン
ト
全
集
11
』
）; SF: D

er Streit der Fakultäten 

（1798

）
（
角
忍
・
竹
山
重
光
訳
「
諸
学
部
の
争
い
」
『
カ
ン
ト
全
集
18
』
）; 
T

P: Ü
ber den G

em
einspruch: D

as m
ag in der T

heorie richtig sein, 

taugt aber nicht für die Praxis 

（1793

）（
北
尾
宏
之
訳
「
理
論
と
実
践
」

『
カ
ン
ト
全
集
14
』
）; ZeF: Zum

 ew
igen Frieden 

（1795

）
（
遠
山
義
孝
訳

「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」
『
カ
ン
ト
全
集
14
』
）
。

（
2
） こ
こ
で
は
、
経
済
的
自
由
に
対
し
て
言
論
の
自
由
を
は
じ
め
と
す
る
精
神

的
自
由
を
憲
法
に
よ
っ
て
よ
り
手
厚
く
保
障
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
い

わ
ゆ
る
「
二
重
の
基
準
」
論
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

（
3
） 

代
表
的
な
研
究
と
し
て
、Jürgen H

aberm
as, Strukturw

andel der 

Ö
ffentlichkeit, Frankfurt am

 M
ein: Suhrkam

p, 1990.

〔
細
谷
貞
雄
・

山
田
正
行
訳
『
公
共
性
の
構
造
転
換
―
―
市
民
社
会
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

つ
い
て
の
探
求
』
第
二
版
、
未
来
社
、
一
九
九
四
年
〕; O

nora O
’N

eill, 
C

on
stru

ction
s of R

eason
: E

xploration
s of K

an
t’s P

ractical 

Philosophy, C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity Press, 1989. 

ま
た
、

近
年
の
研
究
と
し
て
は
以
下
の
文
献
が
有
益
で
あ
る
。Peter N

iesen, 
K

ants T
heorie der R

edefreiheit, B
aden-B

aden: N
om

os, 2008.

（
4
） Wolfgang K

ersting, W
ohlgeordnete F

reiheit: Im
m

anuel K
ants 

R
echts- und Staatsphilosophie, Paderborn: M

entis, 2007, S.289.

〔
舟
場
保
之
・
寺
田
俊
郎
監
訳
『
自
由
の
秩
序
―
―
カ
ン
ト
の
法
お
よ
び

国
家
の
哲
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
二
八
五
頁
〕
。

（
5
） B. Sharon B

yrd and Joachim
 H

ruschka, K
ant’s D

octrine of 

R
ight: A

 C
om

m
entary, C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity Press, 
2010, p. 81.

（
6
） Byrd and H

ruschka, K
ant’s D

octrine of R
ight, p. 83; A

rthur 
R

ipstein, F
orce an

d F
reedom

, C
am

bridge, M
A

: H
arvard 

U
niversity Press, 2009, p. 51.

（
7
） Johannes K

eienburg, Im
m

anuel K
ant und die Ö

ffentlichkeit der 

Vernunft, B
erlin: D

e G
ruyter, 2011, S.23.

（
8
） Jürgen H

aberm
as, Strukturw

andel der Ö
ffentlichkeit, S.184.

〔
邦
訳
、

一
四
九
頁
〕
。

（
9
） Peter N

iesen, K
ants T

heorie der R
edefreiheit, S.72-73.

（
10
） Onora O

’N
eill, C

onstructions of R
eason, p. 13.
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（
11
） 

カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
な
か
に
、
他
者
の
観
点
を
考
慮
に
入
れ
る

思
考
様
式
を
見
い
だ
し
、
こ
こ
に
判
断
が
妥
当
性
を
得
る
た
め
の
条
件
を

求
め
た
の
は
、
H
・
ア
ー
レ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
女
は
、
判
断
形
成
過
程
に

お
け
る
他
者
へ
の
伝
達
可
能
性
を
重
視
し
、
こ
れ
が
現
実
に
お
け
る
他
者

と
の
意
見
の
交
換
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（H
annah

 A
rendt, L

ectu
res on

 K
an

t’s P
olitical P

hilosophy, 
C

hicago: T
he C

hicago U
niversity Press, 1982.

〔
浜
田
義
文
監
訳

『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
七
年
〕
。

（
12
） 

牧
野
英
二
『
遠
近
法
主
義
の
哲
学
―
―
カ
ン
ト
の
共
通
感
覚
論
と
理
性
批

判
の
間
』
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
、
一
二
〇
頁
。

（
13
） 

カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
な
か
で
「
代
表
制
」
と
い
う
語
に
よ
っ

て
代
表
者
を
選
出
す
る
制
度
を
指
し
て
い
る
が
、『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』

で
は
同
じ
語
を
立
法
権
と
執
行
権
が
分
離
さ
れ
た
「
統
治
形
式
」
の
も
つ

特
徴
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
（ZeF 352

）
。

（
14
） 

た
だ
し
カ
ン
ト
は
、
牧
師
の
例
の
な
か
で
二
つ
の
理
性
使
用
の
間
の
対
立

が
深
刻
化
す
る
可
能
性
に
触
れ
て
、
そ
う
し
た
場
合
は
職
務
を
辞
任
せ
ざ

る
を
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
（A
ufkl 38

）
。
こ
れ
は
離
脱
可
能
な
組
織
の

一
員
と
し
て
は
可
能
だ
と
し
て
も
、
国
民
と
い
う
立
場
に
お
い
て
も
同
様

に
可
能
で
あ
る
か
は
自
明
で
は
な
い
。
二
つ
の
理
性
使
用
が
調
停
不
可
能

な
ま
で
に
対
立
し
、
か
つ
国
民
の
よ
う
に
離
脱
す
る
こ
と
が
困
難
な
集
団

の
一
員
と
し
て
理
性
を
私
的
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
理
性

の
公
共
的
使
用
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
法
に
対
す
る
「
市
民
的
不

服
従
」
と
い
う
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
が
、
第
五
節
で
み
る
よ
う
に
カ
ン

ト
が
こ
の
選
択
肢
を
提
示
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
15
） 

理
性
の
公
共
的
使
用
は
、
カ
ン
ト
が
啓
蒙
を
論
じ
る
な
か
で
登
場
す
る
概

念
で
あ
り
、
思
考
様
式
の
変
化
と
政
治
体
制
の
変
革
と
い
う
二
つ
の
意
味

で
進
歩
の
観
念
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
論

じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
言
論
の
自
由
に
は
進
歩
の
た
め
の
手
段
と
い

う
側
面
が
あ
る
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
斎
藤
拓
也
「
「
悪
」
の
問
題

の
解
決
策
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
「
市
民
社
会
」
―
―
神
義
論
の
問
題
と
「
言

論
の
自
由
」
」
政
治
思
想
学
会
編
『
福
祉
社
会
と
政
治
思
想
』
風
行
社
、

二
〇
〇
一
年; E

lisabeth E
llis, K

ant’s Politics: Provisional T
heory 

for an U
ncertain W

orld, N
ew

 H
aven: Yale U

niversity P
ress, 

2005, pp. 164-170

を
参
照
。

（
16
） 『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
に
お
い
て
平
等
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。
「
国
家
に
お
け
る
外
的
（
法
的
）
平
等
0

0

と
は
、
人
が
他
人
を
法
的

に
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
彼
は
同
時
に
、
自
分
も
逆
に
同
じ
仕

方
で
拘
束
さ
れ
う
る
0

0

と
い
う
法
則
の
下
に
お
か
れ
る
、
と
い
っ
た
国
家
市

民
相
互
の
関
係
で
あ
る
」
（ZeF 350, 

強
調
原
文
）
。

（
17
） も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
国
家
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
不
作
為
が
不
正
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
国
家
が
財
の
再
分
配
を
行

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
カ
ン
ト
自
身
認
め
て
い
る
（R

L 326

）
。

（
18
） Ingeborg M

aus, Zur A
ufklärung der D

em
okratietheorie: rechts- 

und dem
okratietheoretische Ü

berlegung im
 A

nschluss an K
ant, 

Frankfurt am
 M

ein: Suhrkam
p, 1994, S.301.

〔
浜
田
義
文
・
牧
野

英
二
監
訳
『
啓
蒙
の
民
主
制
理
論
―
―
カ
ン
ト
と
の
つ
な
が
り
で
』
法
政

大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
、
二
六
五
頁
〕
。

（
19
） Peter N

iesen, K
ants T

heorie der R
edefreiheit, S.136-158.

（
20
） 「
〔
…
〕
そ
の
法
律
が
さ
ら
に
法
の
原
理
と
も
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を

立
法
者
が
自
問
し
て
判
定
す
る
場
合
に
は
、
立
法
者
が
ま
ち
が
い
を
犯
す

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
立
法
者
は

根
源
的
契
約
の
理
念
を
絶
対
に
ま
ち
が
い
の
な
い
尺
度
と
し
て
、
し
か
も

ア
プ
リ
オ
リ
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（T

P 299

）
。

（
21
） 『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
で
カ
ン
ト
が
立
法
と
執
行
（
法
の
適
用
）
の
違

い
を
三
段
論
法
の
大
前
提
と
小
前
提
に
た
と
え
て
説
明
し
て
い
る
よ
う
に

（ZeF 352

）
、
立
法
過
程
に
お
い
て
は
普
遍
的
な
も
の
を
制
定
し
、
法
の



105　●　〈公募論文〉カント哲学における言論の自由――金 慧

適
用
に
お
い
て
は
特
殊
な
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
の
も
と
に
包
摂
す
る
。

そ
の
た
め
、
法
の
適
用
に
お
い
て
は
「
経
験
的
」
な
も
の
に
つ
い
て
の
考

慮
が
必
要
に
な
る
。

（
22
） Thom

as H
obbes, O

n the C
itizen, R

ichard T
uck and M

ichael 
Silverthorne 

（eds.

）, C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity Press, 

1998, p. 97.

〔
本
田
裕
志
訳
『
市
民
論
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇

〇
八
年
、
一
六
六
頁
〕
。

（
23
） Peter N

iesen, K
ants T

heorie der R
edefreiheit, S.140.

（
24
） 『
諸
学
部
の
争
い
』
に
お
い
て
は
こ
の
役
割
は
「
哲
学
部
」
に
帰
せ
ら
れ

て
い
る
。
「
学
者
公
共
体
の
た
め
に
は
、
大
学
に
ど
う
し
て
も
も
う
一
つ

学
部
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
教
説
に
か
ん
し
て
政
府

の
命
令
か
ら
独
立
で
あ
り
、
命
令
を
出
す
自
由
は
も
た
な
い
が
、
す
べ
て

の
命
令
を
判
定
す
る
自
由
を
も
つ
よ
う
な
学
部
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
学

問
上
の
利
害
関
心
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
理
性
が

公
共
的
に
語
る
権
限
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（SF 19-20

）
。

（
25
） How

ard W
illiam

s, K
ant’s Political Philosophy, O

xford: B
lackw

ell, 
1983, p. 154; Volker G

erhardt, “R
efusing Sovereign Pow

er, ” in 
K

ant’s M
oral and Legal Philosophy, K

arl A
m

eriks and O
tfried 

H
öffe 

（eds.

）, C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity Press, 2009, 

p. 290.

（
26
） 

毛
利
透
『
表
現
の
自
由
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
頁
。

（
27
） こ
の
指
摘
に
関
し
て
は
、D

aniel M
. W

einstock, “N
atural Law

 and 
Public R

eason in K
ant ’s Political Philosophy, ” C

anadian Journal 

of Philosophy, Vol. 26, N
o. 3, 1996, pp. 408-410.

［
謝 

辞
］
本
稿
の
修
正
に
あ
た
っ
て
匿
名
の
査
読
者
の
方
々
か
ら
有
益
な
コ
メ

ン
ト
を
頂
戴
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
念
を
表
し
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
言
論
の
自
由
、
カ
ン
ト
、
理
性
の
公
共
的
使
用
、
自
由
権
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は
じ
め
に

　

「
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
（
以
下
「
諸
形
態
」
）
は
、

マ
ル
ク
ス
が
詳
細
な
歴
史
研
究
に
基
づ
い
て
歴
史
的
考
察
を
叙
述
し
た

数
少
な
い
草
稿
の
一
つ
で
あ
る
。
特
に
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
は
『
経

済
学
批
判
要
綱
』
（
以
下
『
要
綱
』
）
自
体
と
は
別
に
翻
訳
さ
れ
る
な
ど
、

歴
史
学
者
を
中
心
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
主
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
は
、
『
経
済
学

批
判
』
序
言
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
史
的
唯
物
論
」
の
公
式
（
ア
ジ

ア
的
、
古
典
古
代
的
、
封
建
的
、
お
よ
び
資
本
主
義
的
生
産
様
式
）
を
補
強
し
、

「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
を
確
立
す
る
た
め
に
、
「
諸
形
態
」
の
歴
史
的

考
察
を
参
照
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
塚
久
雄
も
「
諸
形
態
」

を
素
材
と
し
て
「
ア
ジ
ア
的
→
古
典
古
代
的
→
ゲ
ル
マ
ン
的
」
と
い
う

「
歴
史
的
な
継
起
的
発
展
諸
段
階
」
か
ら
独
自
の
「
共
同
体
」
論
を
構

築
し
た
が

）
1
（

、
継
起
的
発
展
を
強
調
す
る
点
で
は
「
史
的
唯
物
論
」
と
大

差
は
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
「
諸
形
態
」
の
「
三
形
態
」
を
「
継
起
・
段
階
、
法
則
」
と

捉
え
る
理
解
に
対
し
て
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
や
福
富
正
実
は

「
三
形
態
」
を
「
類
型
上
の
違
い
」
と
し
て
、
ま
た
は
自
然
生
的
共
同

体
（
定
住
農
耕
以
前
の
原
始
共
同
体
）
か
ら
発
展
す
る
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
な
ル
ー
ツ
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
的
に
序
列
化

さ
れ
た
単
線
的
な
継
起
的
発
展
を
否
定
し
、
「
三
形
態
」
か
ら
階
級
社

会
へ
の
移
行
の
多
様
性
を
強
調
し
て
い
る

）
2
（

。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
に
と
っ

〈
公
募
論
文
〉

マ
ル
ク
ス
「
本
源
的
所
有
」
論
の
再
検
討

【「
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
に
お
け
る
「
私
的
所
有
」
と
「
個
人
的
所
有
」の
差
異
】

隅
田
聡
一
郎
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て
、
「
最
後
の
敵
対
的
形
態
」
と
し
て
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
へ
の

移
行
に
関
し
て
は
、
ど
の
前
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
継

起
的
段
階
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点

に
関
し
て
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
、
「
諸
形
態
」
に
お
い
て
は
、
『
資
本
論
』

「
本
源
的
蓄
積
」
論
と
比
べ
て
、
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
に

か
ん
す
る
十
分
な
記
述
が
存
在
し
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
両
者
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
と
は
異
な
り
、
特
定
の
生
産
様
式
が
特
定
の
予

定
の
順
序
で
継
起
す
る
こ
と
を
歴
史
学
的
に
実
証
す
る
こ
と
は
否
定
す

る
。
し
か
し
、
よ
り
広
い
意
味
で
歴
史
的
発
展
を
問
題
と
す
る
「
一
般

理
論
」
と
し
て
の
「
史
的
唯
物
論
」
は
放
棄
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

ま
た
、
植
村
邦
彦
も
単
純
な
「
時
間
の
等
質
的
連
続
性
」
と
は
異
な

る
意
味
で
、
「
三
形
態
」
は
時
間
的
序
列
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
、
継
起
的
な
発
展
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
「
可
能
性
」
の
変
化
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
さ
ら
に
植
村
は
、
マ
ル

ク
ス
の
想
定
す
る
歴
史
的
＝
時
間
的
序
列
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
発
展
の

理
念
型
構
成
」
＝
「
概
念
の
論
理
的
秩
序
」
と
理
解
し
、
そ
れ
を
「
生

産
諸
力
の
発
展
段
階
」
と
規
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
発
展
段

階
を
規
定
す
る
だ
け
で
は
、
植
村
も
、
自
身
が
批
判
す
る
「
史
的
唯
物

論
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
限
り
な
く
近
づ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

）
3
（

。
そ
れ

に
対
し
て
、
熊
野
聰
は
「
諸
形
態
が
個
人
の
共
同
体
へ
の
定
在
の
仕
方

の
諸
形
態
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
生
産
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
発
展

関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
定
住
事
情
や
土
地
の
物
理
的
性
状
に
よ
っ

て
生
ず
る
類
型
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
共

同
体
的
土
地
所
有
に
た
い
す
る
関
係
の
諸
形
態
で
あ
る
こ
と

）
4
（

」
だ
と
述

べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
熊
野
は
大
塚
の
よ
う
に
「
近
代
に
お
け
る
個

人
の
自
立
と
の
対
比
に
お
け
る
前
近
代
の
共
同
関
係
と
い
う
問
題
意

識
）
5
（

」
か
ら
で
は
な
く
、
「
生
産
力
の
発
展
段
階
」
と
い
う
歴
史
的
＝
時

間
的
序
列
を
否
定
し
、
「
諸
形
態
」
の
類
型
を
「
共
同
体
」
概
念
と
の

関
連
に
お
い
て
解
釈
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
「
三
形
態
」
を
「
継
起
的
発
展
」

で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
「
類
型
」
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

時
間
的
序
列
と
は
異
な
る
意
味
で
の
継
起
性
と
は
何
か
、
と
問
う
こ
と

は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
諸
形
態
」
に
お
け
る
主

題
は
、『
資
本
論
』
に
お
け
る
「
本
源
的
蓄
積
」
に
さ
ら
に
先
行
す
る
「
本

源
的
所
有
」
形
態
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
近
代
的
「
所
有
」
す
な
わ
ち
「
私
的
所
有
」

の
種
差
性

）
6
（

、
さ
ら
に
は
「
共
同
体
」
の
解
体
に
よ
る
「
無
所
有
」
の
成

立
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
エ
レ
ン
・
ウ
ッ
ド
も
、
本

源
的
所
有
の
「
三
形
態
」
を
「
継
起
の
プ
ロ
セ
ス
」
か
「
本
源
的
共
同

所
有
か
ら
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
ル
ー
ツ
」
の
ど
ち
ら
と
見
な
す
べ
き

か
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス

が
「
歴
史
的
継
起
」
を
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
彼
の
考
察
が
資
本

主
義
の
特
異
性
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
問
題
に
は
な

ら
な
い

）
7
（

。



社会思想史研究　No. 38　2014

●　108

　

そ
れ
で
は
、
「
諸
形
態
」
の
主
題
で
あ
る
「
本
源
的
所
有
」
論
の
意

義
と
は
何
か
。
中
村
哲
は
、
単
な
る
歴
史
的
起
源
で
は
な
く
、
論
理
的

な
意
味
と
し
て
「
本
源
的
所
有
」
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

を
「
労
働
者
が
生
産
手
段
と
し
て
他
の
生
産
手
段
に
付
属
す
る
形
態
（
＝

奴
隷
制
・
農
奴
制
）
を
も
含
む
、
前
資
本
制
的
所
有
の
抽
象
的
・
一
般

的
規
定

）
8
（

」
と
定
義
す
る
。
従
来
の
、
い
わ
ゆ
る
「
階
級
闘
争
」
史
観
で

は
、
「
奴
隷
制
・
農
奴
制
」
が
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
資
本
―

賃
労
働
関
係
と
並
列
化
さ
れ
、
両
者
は
剰
余
労
働
の
搾
取
と
い
う
支
配
・

隷
属
関
係
に
お
い
て
同
一
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
た
と
え
階
級
的

性
格
を
も
つ
と
し
て
も
、
「
奴
隷
制
・
農
奴
制
」
は
、
近
代
資
本
主
義

社
会
に
お
け
る
労
働
者
の
「
無
所
有
」
状
態
と
は
全
く
異
な
り
、
諸
個

人
に
「
本
源
的
所
有
」
が
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

近
代
批
判
と
し
て
の
「
本
源
的
所
有
」
規
定
を
論
理
的
に
お
さ
え
た
う

え
で
、
「
諸
形
態
」
に
お
け
る
「
本
源
的
所
有
」
の
「
三
形
態
」
を
テ

ク
ス
ト
か
ら
再
解
釈
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

一　

本
源
的
所
有
の
「
二
形
態
」
の
意
義

　

お
お
よ
そ
、
先
行
研
究
は
「
諸
形
態
」
の
「
三
形
態
」
か
ら
出
発
す

る
が
、
「
諸
形
態
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
ア
ジ
ア
的
形
態
」
「
古
典
古

代
的
形
態
」
「
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
」
と
い
う
本
源
的
所
有
の
「
三
形
態
」

は
、
よ
り
大
別
し
た
「
二
形
態
」
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
別
の
前
提
〔
自
由
な
労
働
を
労
働
の
客
体
的
諸
条
件
か
ら
分
離
す

る
こ
と
〕
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
労
働
者
を
彼
の
自
然
の
仕
事
場

と
し
て
の
大
地
か
ら
切
り
離
す
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
東
洋
的
共
同
体
に

基
づ
く
共
同
的
な
土
地
所
有
の
解
体
な
ら
び
に
自
由
な
小
土
地
所
有

の
解
体
で
あ
る

）
9
（

。 

（M
E

G
A

 II/1, S.379.

）

　

前
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
け
る
「
本
源
的
所
有
」
と
は
、「
個
々

人
が
労
働
お
よ
び
再
生
産
の
自
然
的
諸
条
件
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
自

己
に
属
す
る
諸
条
件
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
（verhalten

）
」（ibid, 

S.380

）
あ
る
い
は
そ
の
自
然
的
諸
条
件
に
対
し
て
自
己
の
所
有
物
と

す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
本
源
的
所
有
」

の
も
と
で
、
個
々
人
は
「
共
同
体

）
10
（

」
の
構
成
員
と
し
て
、
「
共
同
体
」

に
よ
っ
て
所
有
者
と
し
て
再
生
産
さ
れ
、
自
ら
の
生
存
を
「
共
同
体
」

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
産
者
と
生
産
手
段
の
本
源

的
統
一
は
、
諸
個
人
の
「
人
格
的
な
関
わ
り
合
い
」
す
な
わ
ち
「
成
員

相
互
間
の
関
わ
り
合
い
」
と
し
て
の
「
共
同
体
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
「
共
同
体
」
に
お
い
て
「
個
人
（Individuum

）
は
、
他
の
個

人
に
た
い
し
て
も
、
同
じ
様
態
で
関
わ
る
」（ibid, S.379.

）
。
つ
ま
り
、「
共

同
体
」
に
お
い
て
、
個
人
が
自
ら
に
対
し
て
自
ら
を
所
有
者
と
す
る
よ

う
に
し
て
関
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
他
の
個
人
す
な
わ
ち
他
の
共
同
体
成

員
に
対
し
て
も
彼
ら
を
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
「
共
同
体
」
に
お
い
て
諸
個
人
が
互
い
に
対
し
て
所
有
者
と

す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ
う
と
い
う
こ
の
前
提
は
「
本
源
的
所
有
」

の
二
形
態
に
対
応
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
前
提
が
、
共
同
体
組
織
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
措

定
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
共
同
体
を
構
成
す
る
個
々
の
家
族
に

由
来
す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
個
人
は
他

の
個
人
に
対
し
て
、
共
同
所
有
者
、
す
な
わ
ち
そ
の
数
だ
け
の
共
同

所
有
の
化
身
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
か
、
ま
た
は
、
彼
と
な
ら

ぶ
自
立
し
た
所
有
者
す
な
わ
ち
自
立
し
た
私
的
所
有
者
と
す
る
よ
う

に
し
て
関
わ
る
の
で
あ
る
。 

（ibid.

）

　

第
一
の
東
洋
的
共
同
体
に
お
い
て
は
、
こ
の
前
提
が
共
同
体
組
織
そ

れ
自
体
に
直
接
的
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、
個
人
は
他
の
個
人
に
対

し
て
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。
他
方
、
第
二

の
自
由
な
小
土
地
所
有
に
お
い
て
は
、
こ
の
前
提
が
共
同
体
そ
れ
自
体

で
は
な
く
共
同
体
を
構
成
す
る
小
家
族
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、
個

人
は
他
の
個
人
に
対
し
て
自
立
的
な
私
的
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て

関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
と
も
「
本
源
的
所
有
」
形
態
で
あ

る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
こ
こ
で

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
共
同
体
」
に
お
い
て
諸
個
人
が
互
い
に
対
し

て
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ
う
か
、
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
前
者
で
は
、
諸
個
人
が
互
い
を
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て

関
わ
り
あ
い
、
後
者
で
は
、
諸
個
人
が
互
い
に
自
立
し
た
私
的
所
有
者

と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ
う
。

　

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
差
異
は
以
下
の
こ
と
に
由
来
す
る
。

共
同
体
組
織
の
共
同
所
有
が
全
土
地
と
全
成
員
を
統
括
す
る
東
洋
的
共

同
体
と
は
対
照
的
に
、
「
自
由
な
土
地
所
有
者
か
ら
な
る
西
洋
の
共
同

体
」
（ibid, S.378.

）
で
は
、
共
同
体
の
紐
帯
が
一
定
程
度
弛
緩
し
、
共

同
体
か
ら
一
定
程
度
自
立
し
た
複
数
の
小
家
族
が
私
的
所
有
者
と
し
て

共
同
体
を
構
成
す
る
が
ゆ
え
に
、
共
同
所
有
が
小
家
族
の
私
的
所
有
と

は
別
個
に
公
有
地
（ager publics

）
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
者
の
自
由
な
小
土
地
所
有
に
お
け
る
「
自
由
」
と
は
、
本
源
的
所
有

を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
諸
個
人
が
共
同
体
の
共
同
所
有
の
単
な
る
「
化

身
」
に
す
ぎ
な
い
東
洋
的
共
同
体
と
の
対
照
関
係
に
お
い
て
、「
共
同
体
」

の
紐
帯
か
ら
一
定
程
度
解
放
さ
れ
た
小
家
族
が
私
的
所
有
者
と
し
て
自

立
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

）
11
（

。
そ
の
意
味
で
、
「
共
同
体
」
の

紐
帯
が
一
定
程
度
弛
緩
し
、
小
家
族
が
共
同
体
の
構
成
単
位
で
あ
る
後

者
が
、
前
者
と
の
対
照
関
係
で
論
理
的
に
よ
り
資
本
主
義
社
会
に
近
い

と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
「
共
同
体
」
の
紐
帯
は
一
定
程
度
し
か
弛
緩
し
て
い
な

い
の
で
、
後
者
の
「
自
由
」
は
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
物
象

の
担
い
手
と
し
て
の
諸
個
人
の
自
由
で
は
決
し
て
な
い
。
自
由
な
小
土

地
所
有
に
お
い
て
は
、
生
産
手
段
に
対
す
る
肯
定
的
な
関
わ
り
が
保
証
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さ
れ
て
お
り
、
小
家
族
と
い
う
共
同
体
組
織
を
前
提
と
し
た
、
家
内
工

業
と
結
び
つ
い
た
小
規
模
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の

「
私
的
所
有
」
も
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
「
私
的
所
有
」
と

は
異
な
り
、
共
同
体
か
ら
一
定
程
度
切
り
離
さ
れ
た
小
家
族
の
所
有
と

い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
あ
と
で
ロ
ー
マ

的
形
態
・
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
を
扱
う
際
に
詳
し
く
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
二
つ
の
主
要
な
「
本
源
的
所
有
」
形
態
は
叙
述
が
進
む

と
「
三
形
態
」
へ
と
分
化
す
る
。
冒
頭
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
共
同

体
」
に
お
い
て
諸
個
人
が
互
い
に
対
し
て
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て

関
わ
り
あ
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
た
二
形
態
は
、
一
方
が
そ

の
ま
ま
第
一
形
態
と
な
り
他
方
が
第
二
・
第
三
形
態
に
分
化
す
る
。
す

わ
な
ち
、
第
二
・
第
三
形
態
の
区
別
は
「
私
的
所
有
」
と
「
個
人
的
所

有
」
の
差
異
に
基
づ
い
て
、
初
め
か
ら
叙
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
と
い
う
の
も
、
先
行
研
究
で
は
「
二
形
態
」
論

が
ほ
ぼ
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体

的
規
定
に
即
し
て
三
形
態
を
考
察
す
る
際
、
「
共
同
体
」
に
お
い
て
諸

個
人
が
互
い
に
対
し
て
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ
う
と
い

う
「
二
形
態
」
論
の
前
提
を
ま
ず
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

次
節
以
降
、
本
源
的
所
有
の
「
三
形
態
」
を
詳
細
に
検
討
す
る
が
、

あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
と
、
「
三
形
態
」
の
区
別
化
に
よ
る
「
本
源

的
所
有
」
論
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
主
義
に
先
行
す
る
諸
形
態

が
も
つ
特
有
の
諸
制
限
の
論
理
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

諸
個
人
が
「
労
働
の
客
体
的
諸
条
件
に
た
い
し
て
彼
ら
が
行
っ
て
い
た

そ
れ
ま
で
の
―
―
あ
れ
こ
れ
の
し
か
た
で
の
―
―
肯
定
的
な
連
関
」

（ibid, S.406.

）
を
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
的
生

産
様
式
が
歴
史
的
に
成
立
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
以

下
の
展
開
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
先
行
研
究
が
着
目
し

た
よ
う
な
「
三
形
態
」
相
互
の
差
異
の
み
な
ら
ず
、
各
形
態
と
近
代
資

本
主
義
社
会
と
の
種
差
性
を
つ
と
に
考
察
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

二　
「
ア
ジ
ア
的
形
態
」
の
基
本
的
特
徴

　

本
節
で
は
、
「
諸
形
態
」
の
「
三
形
態
」
の
う
ち
、
第
一
形
態
、
な

か
で
も
ア
ジ
ア
的
形
態
に
つ
い
て
具
体
的
規
定
に
即
し
て
み
て
い
こ
う
。

従
来
の
論
争
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
論
に
お
い
て

は
、
ア
ジ
ア
的
形
態
が
階
級
社
会
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
奴
隷
制
・
農
奴
制

と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
き
た

）
12
（

。
し
か
し
、
本
源
的
所
有
と
い
う
「
諸

形
態
」
の
主
題
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
テ
ク
ス
ト
に
内
在
し
て
具
体
的
諸

規
定
か
ら
ア
ジ
ア
的
形
態
に
固
有
の
論
理
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
本
源
的
所
有
形
態
に
お
い
て
、
各
個
人
が

共
同
体
組
織
の
成
員
と
し
て
、
所
有
者
と
し
て
関
わ
り
合
い
、
す
な
わ

ち
共
同
体
組
織
を
媒
介
と
し
て
、
客
体
的
諸
条
件
に
た
い
し
て
自
ら
の

所
有
物
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
基
本
的
な
関
係
は
、
ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
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が
な
い
の
だ
が
、
ア
ジ
ア
的
形
態
の
基
本
的
特
徴
は
①
多
数
の
共
同
体

組
織
が
世
襲
的
な
占
有
者
（B

esitzer

）
と
し
て
し
か
現
わ
れ
ず
、
②

そ
の
上
に
専
制
君
主
と
し
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
包
括
的
統
一
体
が
唯

一
の
現
実
的
な
所
有
者
（E

igenthum
er

）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
こ
の
場
合
そ
れ
ら
の
特
殊
的
共
同
体
組
織
で
は
、
個
々

人
（E

inzelne

）
は
事
実
上
、
無
所
有
（E

igenthum
slos

）
」（ibid, S.380.

）

で
あ
り
、
「
個
々
人
は
け
っ
し
て
所
有
者
に
は
な
ら
ず
、
占
有
者
に
な

る
だ
け
な
の
で
、
実
際
に
は
彼
自
身
が
、
共
同
体
の
統
一
性
を
体
現
し

て
い
る
者
の
所
有
物
で
あ
り
、
奴
隷
で
あ
る
」
（ibid, S.397.

）
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
専
制
君
主
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
奴
隷
で
あ

る
「
無
所
有
」
の
個
々
人
を
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
客
体
的

諸
条
件
を
全
く
失
い
、
共
同
体
組
織
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
「
無
所
有

の
労
働
者
」
と
決
し
て
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
マ

ル
ク
ス
が
言
う
よ
う
に
、
「
こ
こ
〔
ア
ジ
ア
的
形
態
〕
で
は
、
奴
隷
制
は
、

労
働
の
諸
条
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
本
質
的
な
関
係
〔
本

源
的
所
有
〕
を
変
形
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
」
（ibid.

）
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
個
々
人
は
特
殊
的
共
同
体
組
織
に
お
い
て
そ
の
成
員
で
あ
る

か
ぎ
り
占
有
者
と
し
て
関
わ
り
あ
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
占
有
と
明
確
に

区
別
さ
れ
て
い
る
所
有
も
、
唯
一
の
現
実
的
な
所
有
者
で
あ
る
専
制
君

主
に
よ
っ
て
特
殊
的
共
同
体
組
織
を
媒
介
と
し
て
個
人
に
委
譲
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
専
制
君
主
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
上
位
の
「
共
同
体
」
で

あ
る
包
括
的
統
一
体
が
「
多
数
の
現
実
の
特
殊
的
共
同
体
組
織
の
上
に

立
つ
一
つ
の
特
殊
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
」
（ibid, S.380.

）
た
も
の
に

す
ぎ
ず
、
例
え
ば
「
統
一
体
が
部
族
内
家
族
の
首
長
で
代
表
さ
れ
て
い

る
」
（ibid, S.381.

）
と
い
う
仕
方
で
「
人
格
」
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
は
、
「
人
格
と
し
て
存
在
す
る
上
位
の
共
同

集
団
（G

em
einschaft

）
」
（ibid, S.380.

）
す
な
わ
ち
包
括
的
統
一
体
に

お
い
て
、
諸
個
人
は
互
い
を
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り

あ
う
が
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
は
物
象
の
交
換

に
よ
っ
て
「
人
間
は
も
は
や
自
己
に
た
い
し
て
、
た
だ
個
別
化
さ
れ
た

者
と
す
る
よ
う
に
し
て
連
関
す
る
だ
け
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
諸

個
人
が
互
い
に
対
し
て
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
あ

う
」
ア
ジ
ア
的
形
態
と
は
正
反
対
に
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て

は
、
物
象
が
「
真
の
共
同
体
組
織
」
（ibid, S.400.

）
と
な
り
、
諸
個
人

が
「
自
己
を
一
般
的
か
つ
共
同
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
自
己
を
個

別
化
さ
れ
た
者
と
し
て
措
定
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
」

（ibid.

）
。
畢
竟
、
ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
は
、
上
位
の
「
共
同
体
組
織
」

で
あ
る
統
一
体
が
「
一
つ
の
特
殊
的
な
も
の
」
と
し
て
現
れ
た
専
制
君

主
が
唯
一
の
所
有
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
位
の
特
殊
的
共
同

体
組
織
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
が
互
い
を
占
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
、

そ
し
て
専
制
君
主
の
委
譲
に
よ
っ
て
共
同
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て

関
わ
り
あ
う
、
と
い
う
本
源
的
所
有
が
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
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そ
れ
ゆ
え
東
洋
的
専
制
主
義
の
、
ま
た
法
律
上
（juristisch

）
そ

こ
に
存
在
す
る
よ
う
に
み
え
る
（scheinen

）
無
所
有
の
ま
っ
た
だ

な
か
に
、
実
際
に
は
（in der Tat

）
、
こ
う
し
た
部
族
所
有
ま
た
は

共
同
体
所
有
が
基
礎
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

（ibid, S.380.

）

　

ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
、
特
殊
的
共
同
体
組
織
の
剰
余
生
産
物
は
、

包
括
的
統
一
体
（
専
制
君
主
）
に
帰
属
す
る
こ
と
が
、
法
律
的
に
（legal

）

規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
外
見
上
、
個
々
人
は
無
所
有
で
あ
る
か
の
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
個
々
人
す
な
わ
ち
「
共
同
体
成
員

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
共
同
的
所
有
の
共
同
占
有
者
（M

itbesitzer

）
」

（ibid, S.383.

）
で
あ
っ
て
、
下
位
の
特
殊
的
共
同
体
組
織
を
媒
介
と
し
て
、

本
源
的
所
有
が
個
々
人
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第

二
・
第
三
形
態
と
の
対
照
関
係
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
的
形
態
に
土
地
の

「
私
的
所
有
」
が
存
在
し
な
い
主
要
な
理
由
を
、
マ
ル
ク
ス
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
所
有
〔
東
洋
的
専
制
主
義
の
基
礎
に
あ
る
、
第
一
形
態
の
部
族
所

有
や
共
同
体
所
有
〕
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
小
共
同
体
内
部
の
製

造
業
と
農
業
と
の
結
合
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
結
果
、
こ
の
小
共
同
体
は
完
全
に
自
給
自
足
的
な
も
の
と
な
り
、

再
生
産
及
び
剰
余
生
産
の
い
っ
さ
い
の
条
件
を
自
己
自
身
の
な
か
に

も
っ
て
い
る
。 

（ibid, S.380.

）

　

す
な
わ
ち
、
共
同
体
内
部
で
完
全
に
自
給
自
足
的
な
生
産
と
再
生
産

を
行
う
ア
ジ
ア
的
形
態
に
お
い
て
は
、
「
農
業
と
製
造
業
と
の
東
洋
的

補
完
関
係
」
（ibid, S.398.

）
が
強
固
に
残
存
し
て
い
る
た
め
、
「
ま
っ

た
く
外
的
な
影
響
に
よ
る
」
こ
と
な
し
に
、
「
共
同
体
へ
の
客
体
的
、

経
済
的
な
紐
帯
」
（ibid.

）
を
喪
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
、

第
二
・
第
三
形
態
と
の
対
照
に
お
い
て
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ジ

ア
的
形
態
に
お
い
て
「
こ
の
紐
帯
は
強
く
根
付
い
て
」（ibid.

）
お
り
「
最

も
し
ぶ
と
く
最
も
長
く
も
ち
こ
た
え
る
の
は
、
必
然
的
に
ア
ジ
ア
的
形

態
」
（ibid, S.391.

）
な
の
で
あ
る
。

三　
「
ロ
ー
マ
的
形
態
」
の
基
本
的
特
徴

　

マ
ル
ク
ス
は
、
共
同
体
成
員
で
あ
る
個
々
人
が
共
同
体
の
占
有
者
に

す
ぎ
ず
、
個
々
人
の
所
有
は
共
同
体
所
有
、
具
体
的
に
は
専
制
君
主
の

所
有
と
し
て
し
か
現
わ
れ
な
い
第
一
形
態
と
の
対
照
に
お
い
て
、
第
二

形
態
で
は
共
同
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
個
々
人
の
所
有
が
存
在
す
る
と

い
う
。
そ
れ
は
「
よ
り
激
動
化
し
た
歴
史
的
生
活
の
所
産
で
あ
り
、
本

源
的
な
諸
部
族
の
盛
衰
と
変
形
と
の
所
産
で
あ
る
」
（ibid, S.381.

）
。

す
な
わ
ち
、
歴
史
的
に
は
「
部
族
の
共
同
的
性
格
が
、
外
部
に
た
い
す

る
消
極
的
統
一
性
と
し
て
現
わ
れ
、
ま
た
そ
う
現
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
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る
」
（ibid, S.382.

）
結
果
、
個
々
人
が
私
的
所
有
者
と
な
る
条
件
が
与

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
外
部
に
た
い
す
る
消
極
的
統
一
性
」

と
は
、
共
同
体
に
お
け
る
共
同
的
労
働
が
、
第
一
形
態
の
よ
う
に
専
制

政
府
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
、
自
分

た
ち
の
共
同
体
を
脅
か
す
他
の
共
同
体
に
た
い
す
る
戦
争
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

だ
か
ら
、
戦
争
は
、
生
存
・
生
活
の
客
体
的
諸
条
件
を
占
拠
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
客
体
的
諸
条
件
の
占
拠
を
守
り
永
久
化

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
重
大
な
全
体
的
課
題
で
あ
り
、
必

要
不
可
欠
な
重
大
な
共
同
的
労
働
で
あ
る
。 

（ibid, S.381.

）

　

ゆ
え
に
、
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
共
同
体
か
ら
一
定
程
度
「
自

由
」
な
複
数
の
小
家
族
か
ら
な
る
共
同
体
は
、
「
な
に
よ
り
も
ま
ず

―
―
軍
制
・
兵
制
と
し
て
―
―
軍
事
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
」
（ibid.

）

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
共
同
体
は
完
全
に
解
体
す
る
こ
と
な
く
、

暴
力
に
よ
る
客
体
的
諸
条
件
の
占
拠
を
つ
う
じ
て
個
々
人
に
本
源
的
所

有
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
軍
事
的
な
組
織
の
基
礎
と
し
て
、

共
同
体
成
員
の
居
住
地
が
都
市
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
第
一
形
態
で
は
、
都
市
は
「
王
侯
の
宿
営
地
に
す
ぎ
ず
、
本
来
の

経
済
的
構
造
に
付
け
加
え
ら
れ
た
蛇
足
物
」
（ibid, S.387.

）
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
一
方
、
第
二
形
態
で
は
、
共
同
体
成
員
で
あ
る
農
民
（
土
地

所
有
者
）
の
居
住
地
と
し
て
、
都
市
は
共
同
体
の
本
拠
を
な
し
、
農
村
（
土

地
）
・
村
落
・
耕
地
と
い
っ
た
経
済
的
基
礎
は
都
市
の
領
地
と
し
て
現

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
形
態
に
お
け
る
都
市
は
、
第
一
形
態
の
よ
う

に
本
来
の
経
済
的
構
造
の
蛇
足
物
で
は
な
く
、
経
済
的
構
造
の
土
台
を

な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
①
農
村
生
活
の
起
点
②
農
民
の
居
住

地
③
戦
争
遂
行
の
起
点
と
し
て
の
都
市
へ
の
集
中
に
よ
っ
て
、
共
同
体

そ
れ
自
体
が
「
個
々
人
の
存
在
と
は
区
別
さ
れ
る
外
的
存
在
」（ibid.

）

す
な
わ
ち
軍
事
的
に
組
織
さ
れ
た
国
家
（Staat

）
と
し
て
成
立
す
る
。

　

一
方
で
、
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
け
る
国
家
は
、
外
的
な
軍
事
的
組
織

で
あ
り
な
が
ら
も
、
近
代
国
家
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
「
自
由
で

平
等
な
私
的
所
有
者
の
相
互
間
の
関
わ
り
合
い
（B

eziehung auf 

einander

）
で
あ
り
、
外
部
に
対
す
る
彼
ら
の
結
束
で
あ
り
、
同
時
に

彼
ら
の
保
証
で
あ
る
」
（ibid, S.382.

）
。
こ
こ
で
は
、
共
同
体
が
人
格

的
依
存
関
係
に
基
づ
く
国
家
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
媒
介
さ
れ
て
、

個
々
人
の
本
源
的
所
有
が
保
証
さ
れ
、
逆
に
、
共
同
体
成
員
と
し
て
諸

個
人
が
相
互
に
た
い
し
て
私
的
所
有
者
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
り
合

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
は
「
共
同
の
必
要
や
共
同
の
名
誉
等
々

の
た
め
に
公
有
地
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
（ibid.

）
、
人
格
的
な

関
わ
り
合
い
と
し
て
の
共
同
体
が
存
立
し
、
維
持
・
再
生
産
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

彼
が
自
分
の
私
的
所
有
に
た
い
し
て
連
関
す
る
と
き
、
そ
れ
は
土
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地
に
た
い
す
る
連
関
で
あ
る
と
同
時
に
共
同
体
成
員
と
し
て
の
自
分

の
存
在
に
た
い
す
る
連
関
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
自

ら
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
共
同
体
を
維
持
す
る
こ
と
で
も

あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
で
も
あ
る
、
等
々
。 

（ibid.

）

　

土
地
所
有
者
と
し
て
、
そ
の
資
格
に
お
い
て
共
同
体
成
員
と
し
て
、

自
給
自
足
す
る
農
民
が
自
己
を
再
生
産
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
生
存
を

保
証
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
本
源
的
所
有
を
可
能
と
す
る
労
働
の
自

然
的
諸
条
件
（
具
体
的
に
は
、
一
フ
ー
フ
ェ
の
分
割
地
）
を
、
共
同
体
が

保
証
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
逆
に
共
同
体
の
存
続
は
、
全
成

員
が
自
給
自
足
す
る
農
民
と
し
て
再
生
産
さ
れ
、
ま
た
彼
ら
に
よ
っ
て

戦
争
の
た
め
の
軍
務
等
々
の
剰
余
労
働
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
保
証
さ
れ

る
。
さ
ら
に
肝
要
な
の
は
、
「
二
形
態
」
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
、

人
格
的
関
わ
り
合
い
と
し
て
の
「
共
同
体
」
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

共
同
体
と
諸
個
人
の
相
互
保
証
が
実
現
さ
れ
る
の
は
、
諸
個
人
が
私
的

所
有
者
と
し
て
土
地
に
た
い
し
て
関
わ
る
と
同
時
に
、
共
同
体
成
員
と

し
て
、
他
の
諸
個
人
に
た
い
し
て
も
彼
ら
を
自
分
と
同
じ
私
的
所
有
者

と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
体

成
員
と
し
て
土
地
に
た
い
し
て
関
わ
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
自
給
自

足
の
み
な
ら
ず
、
他
の
共
同
体
成
員
の
自
給
自
足
を
保
証
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
最
終
的
に
各
成
員
の
生
存
の
た
め
の
客
体

的
諸
条
件
を
保
証
す
る
共
同
体
の
た
め
に
、
彼
ら
が
公
有
地
を
維
持
・

占
拠
す
る
軍
務
な
ど
の
剰
余
労
働
を
行
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

共
同
体
が
軍
事
的
に
組
織
さ
れ
た
国
家
に
お
い
て
、
共
同
体
所
有
は
、

国
家
所
有
す
な
わ
ち
公
有
地
と
し
て
成
立
し
、
共
同
体
成
員
の
私
的
所

有
す
な
わ
ち
分
割
地
か
ら
空
間
的
に
分
離
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
け
る
所
有
は
、
国
家
所
有
と
私
的
所
有
と
い
う
二

重
の
形
態
で
成
立
し
、
相
互
に
対
立
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
源
的
所

有
と
し
て
の
私
的
所
有
者
相
互
間
の
関
わ
り
合
い
に
お
い
て
、
個
々
人

は
、
共
同
体
の
一
成
員
と
し
て
存
在
し
、
共
同
体
を
存
続
さ
せ
る
べ
く

公
有
地
を
確
保
す
る
限
り
に
お
い
て
初
め
て
分
割
地
を
与
え
ら
れ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
彼
ら
は
私
的
所
有
者
た
り
う
る
の
だ
か
ら
、
私
的
所

有
は
対
立
す
る
国
家
所
有
（
共
同
体
所
有
）
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
ロ
ー
マ
的
形
態
に
特
徴
的
な
、
共
同
体

の
土
地
所
有
に
お
け
る
国
家
所
有
と
私
的
所
有
と
い
う
二
重
の
形
態
を
、

歴
史
学
者
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
『
ロ
ー
マ
史
』
を
独
自
に
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
把
握
し
た
。
こ
の
こ
と
は
先
行
研
究
で
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
ず
、

さ
ら
な
る
精
確
な
論
証
の
た
め
に
は
未
刊
行
の
抜
粋
ノ
ー
ト
を
参
照
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
以
下
の
引
用
で
マ
ル
ク
ス
は
、
共
同
の
土
地

（G
em

einland

）
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
国
家
所
有
と
し
て
の
共
同

体
の
土
地
（G

em
eindeland

）
す
な
わ
ち
公
有
地
（ager publicus

）
と

し
て
再
定
義
し
て
い
る
。
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「
共
同
体
の
土
地
（G

em
eindeland

）
を
占
有
（B

esitz

）
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
利
用
す
る
権
利
は
、
も
と
も
と
は
貴
族
に
属
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
彼
ら
が
彼
ら
の
被
保
護
民
に
封
土
と

し
て
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
公
有
地
（ager publicus

）
か
ら
の

所
有
の
譲
渡
は
、
も
っ
ぱ
ら
平
民
の
も
の
と
な
っ
た
。
い
っ
さ
い
の

譲
渡
や
共
同
体
の
土
地
の
持
ち
分
に
た
い
す
る
賠
償
は
、
平
民
に
有

利
に
な
る
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
本
来
の
土
地
所
有
は
、
都
市
の
城
壁

に
あ
る
地
域
を
除
け
ば
、
最
初
は
た
だ
平
民
の
手
の
な
か
だ
け
に

あ
っ
た
。
」 

（ibid, S.384.

）

　

歴
史
的
に
、
共
同
体
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
の
は
、
「
か
な
り
の

程
度
に
共
同
体
組
織
を
代
表
す
る
」
（ibid, S.387.
）
貴
族
で
あ
り
、
貴

族
は
自
ら
に
従
属
す
る
被
保
護
民
等
々
を
使
用
し
て
そ
れ
を
利
用
し
て

い
た
。
そ
の
後
、
封
土
を
与
え
ら
れ
た
被
保
護
民
出
身
の
平
民
が
、
階

級
闘
争
を
経
て
ロ
ー
マ
市
民
と
し
て
の
政
治
的
権
利
を
獲
得
し
、
共
同

体
の
土
地
か
ら
所
有
を
譲
渡
さ
れ
る

）
13
（

。
マ
ル
ク
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、

元
来
、
平
民
は
貴
族
が
占
有
す
る
「
公
有
地
の
利
用
か
ら
締
め
出
さ
れ
、

そ
れ
を
奪
わ
れ
て
（privieren

）
」
（ibid, S.388.

）
い
る
と
い
う
意
味
で
、

共
同
体
の
土
地
を
配
分
さ
れ
た
結
果
と
し
て
は
じ
め
て
私
的
（privat

）

所
有
者
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
が
占
拠
す
る
土
地
に

お
い
て
、
一
方
の
部
分
で
あ
る
公
有
地
は
貴
族
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
、

共
同
体
そ
の
も
の
に
残
さ
れ
た
国
家
所
有
と
し
て
存
在
す
る
。
ま
た
、

他
方
の
部
分
は
、
分
割
地
と
し
て
平
民
に
配
分
さ
れ
、
彼
ら
は
共
同
体

成
員
と
し
て
互
い
に
自
由
で
平
等
な
私
的
所
有
者
と
し
て
存
立
す
る
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
「
私
的
」
と
い

う
言
葉
の
起
源
か
ら
も
、
私
的
諸
個
人
・
私
的
人
格
を
前
提
と
す
る
近

代
的
な
排
他
的
所
有
と
し
て
の
「
私
的
所
有
」
と
ロ
ー
マ
的
形
態
の
そ

れ
が
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。
同
じ
表
現
を
あ
え
て

用
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
近
代
的
な
「
私
的
所
有
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
労

働
の
客
体
的
諸
条
件
を
完
全
に
奪
わ
れ
た
（privieren

）
無
所
有
を
前

提
と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
け
る
「
私
的
所
有
」
と
は
、
単
に
私
的
所
有
者
と

し
て
の
平
民
が
、
貴
族
と
異
な
り
、
公
有
地
の
利
用
か
ら
排
除
さ
れ
、

彼
の
分
割
地
が
空
間
的
に
も
公
有
地
と
区
別
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
も

つ
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
彼
ら
は
共
同
体
成
員
で
あ
る
か
ら
、
自

ら
の
分
割
地
の
利
用
に
よ
っ
て
自
給
自
足
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
源
的

所
有
を
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
国
家
所
有
と
私
的
所
有
と
い
う
二
重
の
形

態
は
、
次
節
で
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
と
の
対
照
に

お
い
て
独
自
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
こ
の

国
家
所
有
と
私
的
所
有
は
対
立
し
な
が
ら
も
、
国
家
所
有
が
私
的
所
有

を
媒
介
し
、
共
同
体
成
員
の
本
源
的
所
有
を
保
証
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
互
い
に
「
自
由
で
平
等
な
私
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的
所
有
者
」
で
あ
る
平
民
は
、
労
働
力
と
い
う
商
品
の
所
持
者
と
し
て

す
な
わ
ち
物
象
の
担
い
手
と
し
て
の
み
、
交
換
に
お
い
て
「
自
由
で
法

律
上
対
等
な
人
格
と
し
て
契
約
し
」
（M

E
G

A
 II/6, S.191.

）
私
的
所
有

者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
賃
労
働
者
（
私
的
人
格
）
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。

前
者
で
は
、
私
的
所
有
者
と
し
て
の
平
民
は
、
自
ら
の
分
割
地
に
た
い

し
て
本
源
的
に
所
有
者
と
し
て
関
わ
り
、
そ
の
労
働
の
客
体
的
諸
条
件

は
、
彼
の
「
個
人
（Individuum

）
の
人
格
性
（Persönlichkeit

）
」（M
E

G
A

 

II/1, S.388.

）
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
、
共
同
体
成

員
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
ロ
ー
マ
市
民
の
よ
う
に
自
給
自
足
用
の
土
地

を
配
分
さ
れ
、
本
源
的
所
有
を
保
証
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
近

代
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
、
「
真
の
共
同
体
組
織
」
は
、
貨
幣
に
代

表
さ
れ
る
物
象
に
ほ
か
な
ら
ず
、
近
代
国
家
も
、
共
同
体
の
成
員
を
再

生
産
の
目
的
と
す
る
都
市
国
家
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

四　
「
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
」
の
基
本
的
特
徴

　

こ
こ
ま
で
、
第
二
形
態
の
基
本
的
特
徴
を
、
主
と
し
て
第
一
形
態
と

の
対
照
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
第
三
形
態
を
具
体

的
に
展
開
す
る
際
、
主
な
対
照
と
し
て
第
二
形
態
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
。
ま
ず
、
共
同
体
が
、
都
市
と
し
て
、
私
的
所
有
者
で
あ
る
国
家
市

民
の
連
合
（Verein

）
と
し
て
、
そ
れ
自
体
経
済
的
存
在
（
領
地
と
し
て

の
農
村
な
ど
）
を
も
っ
て
い
る
第
二
形
態
と
は
異
な
り
、
ゲ
ル
マ
ン
的

形
態
に
お
い
て
共
同
体
は
都
市
に
集
中
し
て
は
い
な
い

）
14
（

。

　

個
々
の
家
父
長
が
あ
ち
こ
ち
の
森
の
な
か
に
、
遠
く
へ
だ
て
ら
れ

て
定
住
し
て
い
る
ゲ
ル
マ
ン
人
の
場
合
に
は
、
彼
ら
の
即
自
的
に
存

在
す
る
統
一
性
が
血
統
、
言
語
、
共
通
の
過
去
と
歴
史
、
な
ど
な
ど

の
か
た
ち
で
措
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
外
見
か
ら
み
た
だ
け
で
も
わ

か
る
よ
う
に
、
共
同
体
は
、
た
だ
共
同
体
成
員
が
そ
の
と
き
ど
き
に

連
合
化
（Vereinigung

）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。 

（ibid, S.388.

）

　

ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
は
、
都
市
へ
の
集
中
が
存
立
し
な
い
が

ゆ
え
に
、
第
二
形
態
と
は
異
な
り
、
共
同
体
は
国
家
・
国
家
制
度
と
し

て
存
在
し
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
共
同
体
の
経
済
的

基
礎
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
本
源
的
所
有
形
態
が
、
生
産
者
と
生
産
手
段
の
統
一
を
保

証
す
る
「
肯
定
的
な
諸
制
限
」
を
把
握
す
る
た
め
の
論
理
的
な
意
味
を

も
つ
一
方
で
、
本
源
的
所
有
形
態
そ
れ
自
体
が
、
も
っ
と
も
近
代
的
な

意
味
を
照
射
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
経
済
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　

〔
…
〕
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
は
、
一
部
は
、
部
族
の
自
然

的
素
質
に
依
存
し
、
一
部
は
、
部
族
が
い
よ
い
よ
現
実
に
土
地
に
た
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い
し
て
所
有
者
と
し
て
関
わ
る
さ
い
の
、
す
な
わ
ち
労
働
に
よ
っ
て

自
己
の
果
実
を
取
得
す
る
さ
い
の
経
済
的
諸
条
件
に
依
存
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
経
済
的
諸
条
件
そ
れ
自
体
が
、
気
候
、
土
地
の
自
然
的

性
状
、
自
然
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
土
地
の
利
用
様
式
、
敵
対

諸
部
族
ま
た
は
近
接
諸
部
族
に
た
い
す
る
関
わ
り
（Verhalten

）
に

依
存
し
、
ま
た
移
動
、
歴
史
的
経
緯
、
等
々
が
も
た
ら
す
も
ろ
も
ろ

の
変
化
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。 

（ibid, S.390-391.

）

　

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
物
象
化
と
い

う
経
済
的
形
態
規
定
と
は
対
照
的
に
、
本
源
的
所
有
形
態
に
お
い
て
は
、

土
地
の
自
然
的
性
状
や
敵
対
す
る
部
族
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の
経
済

的
諸
条
件
す
な
わ
ち
「
素
材
的
規
定
性
」
を
強
調
し
て
い
る

）
15
（

。
さ
ら
に
、

経
済
的
諸
条
件
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
も
っ
て
所
有
形
態
を
区
別
す
る

条
件
は
、
他
の
民
族
に
た
い
す
る
「
関
わ
り
」
す
な
わ
ち
暴
力
の
組
織

化
の
論
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
源
的
所
有
形
態
に
お
け
る
「
唯
一

の
制
限
」
は
、
他
の
共
同
体
組
織
で
あ
っ
て
、
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
戦

争
が
「
最
も
本
源
的
な
労
働
の
一
つ
」
（ibid, S.395.

）
と
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
第
二
形
態
で
は
、
都
市
に
お
い
て
軍
事
的
に
組
織
さ
れ

た
国
家
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
共
同
体
に
た
い
し
て
関

わ
る
。
一
方
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
で
は
、
都
市
に
お
い
て
で
は
な
く
農

村
に
お
い
て
、
諸
家
族
が
必
要
に
応
じ
て
「
集
会
（Versam

m
lung

）
」

で
も
っ
て
連
合
化
す
る
こ
と
で
他
の
部
族
共
同
体
に
た
い
し
て
関
わ
る

の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
経
済
的
諸
条
件
の
前
提
と
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
条
件

は
、
本
源
的
な
土
地
に
た
い
す
る
関
わ
り
を
可
能
と
す
る
、
自
然
的
性

状
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
土
地
の
利
用
様
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ロ
ー
マ
的
形
態
は
、
領
地
と
し
て
農
村
共
同
地
を
も
つ
都
市
が
生
産
の

起
点
を
な
す
の
と
は
対
照
的
に
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
は
、
集
中
し
た
都

市
で
は
な
く
「
農
村
共
同
体
（Landgem

einde

）
」
（ibid, S.384.

）
に

お
い
て
孤
立
し
て
散
在
す
る
個
々
の
家
や
住
居
す
な
わ
ち
自
立
的
統
一

体
と
し
て
の
家
族
が
生
産
の
起
点
を
な
す
と
い
う
。
マ
ル
ク
ス
が
強
調

し
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
的
基
礎
を
な
す
自
由
な
土
地
所
有
者
た
る
小

家
族
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
自
立
的
に
存
在
し
、
「
一
種
の
自
立
的
有

機
体
」
（ibid, S.387.

）
を
な
す
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
形
態
の
、
第
二

形
態
よ
り
も
い
っ
そ
う
共
同
体
か
ら
「
自
由
」
な
自
立
性
は
、
ロ
ー
マ

の
よ
う
に
都
市
や
都
市
に
お
け
る
官
吏
と
い
う
定
在
に
お
い
て
共
同
体

を
実
在
さ
せ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
つ
ま
り
、
共
同
体
は
国
家
と

い
う
連
合
（Verein

）
・
統
一
体
（E

inheit

）
と
し
て
で
は
な
く
、
自
立

的
主
体
と
し
て
の
諸
家
族
に
よ
る
連
合
化
（Vereinigung

）
・
統
一
化

（E
inigung

）
と
し
て
、
現
実
的
に
は
集
会
と
し
て
存
在
す
る
に
す
ぎ

な
い
。

　

も
っ
と
も
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
も
、
ロ
ー
マ
的
形
態
と
同

じ
よ
う
に
、
「
公
有
地
、
共
同
体
の
土
地
が
、
す
な
わ
ち
個
々
人
の
所

有
と
は
区
別
さ
れ
る
入
会
地
（Volksland

）
」
（ibid, S.388.

）
が
存
在
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す
る
。
し
か
し
、
第
二
形
態
と
は
対
照
的
に
、
入
会
地
は
「
狩
猟
、
牧

草
、
採
木
な
ど
の
用
地
で
あ
っ
て
、
こ
の
特
定
の
形
態
で
生
産
手
段
と

し
て
役
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
の
土

地
」
（ibid.
）
、
す
な
わ
ち
空
間
的
に
分
割
不
可
能
な
公
有
地
と
な
っ
て

い
る
。
ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
国
家
が
所
有
す
る
公
有
地
は
、
貴

族
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
お
り
、
一
部
分
は
共
同
体
成
員
で
あ
る
平
民

に
た
い
し
て
私
的
所
有
と
し
て
分
割
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
第
三
形
態
に
お
い
て
、
公
有
地
は
国
家
の
所
有
と
し
て
特
別
な
経
済

的
定
在
を
も
た
ず
、も
っ
ぱ
ら
「
一
部
族
の
共
同
占
有
（G
em

einbesitz

）
」

（ibid.

）
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
、

公
有
地
は
、
第
二
形
態
と
は
対
照
的
に
、
国
家
所
有
や
私
的
所
有
と
し

て
現
わ
れ
ず
、
た
だ
小
家
族
の
土
地
所
有
を
補
完
す
る
（ergänzen

）

共
同
占
有
と
し
て
現
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
公
有
地
は
、
土
地
の
占
拠
を
脅
か
す
他
の

部
族
に
た
い
す
る
防
衛
の
た
め
に
「
折
に
ふ
れ
て
開
か
れ
る
集
会
」

（ibid, S.389.

）
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
単
な
る
共
同
占

有
か
ら
、
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
共
同
体
の
土
地
所
有
と
な
る
。
し
か

し
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
、
経
済
的
基
礎
は
あ
く
ま
で
も
共
同

体
・
国
家
で
は
な
く
個
々
の
小
家
族
に
自
立
的
に
存
在
し
て
い
る
。

　

個
々
人
の
所
有
が
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
現
わ
れ
る
の
で

は
な
く
て
、
共
同
体
お
よ
び
共
同
体
所
有
の
定
在
が
、
媒
介
さ
れ
た

も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
自
立
的
諸
主
体
の
相
互
間
の
連
関
と
し
て
、

現
わ
れ
る
。 

（ibid, S.388.

）

　

ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
個
々
人
の
所
有
は
、
国
家
市
民
・
都
市

市
民
と
し
て
の
所
有
で
あ
り
、
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
私
的
所

有
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
共
同
体
は
、
共
同
体
成
員
と

し
て
自
由
で
平
等
な
私
的
所
有
者
の
相
互
間
の
連
関
と
し
て
現
わ
れ
る

こ
と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
第
三
形
態
で

は
、
共
同
体
は
小
家
族
と
い
う
自
立
的
主
体
の
相
互
間
の
連
関
と
し
て

現
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
共
同
体
・
共
同
体
所
有
が
、
い
わ
ば
共
同
体
を

前
提
に
す
る
こ
と
な
し
に
自
立
的
に
存
在
す
る
小
家
族
の
土
地
所
有
に

よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
結
果
と
し
て
、
小
家
族

の
土
地
所
有
の
単
な
る
補
完
化
（E

rgänzung

）
と
し
て
の
み
現
わ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
が
、「
諸
形
態
」
冒
頭
「
本

源
的
所
有
の
二
形
態
」
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
的
形
態
と
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態

を
「
私
的
所
有
」
と
し
て
包
括
す
る
の
で
は
な
く
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態

に
お
け
る
「
個
人
的
所
有
」
を
私
的
所
有
と
区
別
し
た
核
心
が
あ
る
。

い
ま
や
、
こ
こ
で
節
を
区
切
っ
て
、
本
題
で
あ
る
「
個
人
的
所
有
」
と

「
私
的
所
有
」
の
差
異
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
い
こ
う
。
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五　
「
私
的
所
有
」と「
個
人
的
所
有
」の
差
異
に
つ
い
て

　

マ
ル
ク
ス
は
、
次
の
よ
う
に
「
ロ
ー
マ
的
形
態
」
と
の
対
照
に
お
い

て
、
「
個
人
的
所
有
」
と
共
同
体
の
関
連
に
つ
い
て
要
約
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
個
人
的
土
地
所
有
は
、
共
同
体
の
土
地
所
有
の
対
立
形

態
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
も
、
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
も
の

と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
も
な
く
て
、
そ
の
逆
で
あ
る
。
共
同
体
は
、

こ
れ
ら
の
個
人
的
土
地
所
有
者
そ
の
も
の
の
相
互
間
の
連
関
の
な
か

に
の
み
存
在
す
る
。 

（ibid, S.389.

）

　

ロ
ー
マ
的
形
態
に
お
い
て
、
個
々
人
の
所
有
は
、
共
同
体
の
土
地
所

有
の
対
立
形
態
で
あ
り
な
が
ら
、
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の

と
し
て
の
私
的
所
有
で
あ
っ
た
。
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
第
二
形

態
に
お
い
て
、
私
的
所
有
者
で
あ
る
こ
と
は
同
時
に
都
市
市
民
・
国
家

市
民
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
逆
も
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
お
い
て
は
、
小
家
族
が
自
立
し
た
経
済
的
完
結
体

（G
änze

）
を
な
し
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
す
で
に
個
々
人
の
所
有
す

な
わ
ち
「
個
人
的
所
有
」
が
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
個

人
的
所
有
」
は
、
入
会
地
で
あ
る
公
有
地
を
小
家
族
が
個
人
的
所
有
者

と
し
て
利
用
し
、
共
同
所
有
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
形
態
と
の
対
照
に
お
い
て
次
の
よ
う

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
共
同
体
が
、
共
同
的
に
利
用
さ
れ
る
狩
猟
地
、
牧
草
地
、

等
々
の
か
た
ち
で
特
殊
的
な
経
済
的
存
在
を
も
つ
場
合
で
も
、
そ
れ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的
所
有
者
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
代
表
者
（
ロ
ー
マ
に
お
け
る
よ
う
に
）
と
し
て

の
彼
ら
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
個

人
的
所
有
者
た
ち
に
よ
る
共
同
的
所
有
な
の
で
あ
っ
て
、
都
市
そ
の

も
の
の
か
た
ち
で
、
個
々
の
所
有
者
と
し
て
の
自
己
と
は
別
個
の
存

在
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
、
こ
れ
ら
の
所
有
者
の
連
合
体
の
所
有
で

は
な
い
の
で
あ
る
。 

（ibid.

）

　

ゆ
え
に
、
先
に
見
た
「
私
的
（privat

）
」
の
語
源
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
数
多
く
の
論
争
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
「
私
的
」
か
「
個
人
的
」

と
い
う
区
別
そ
れ
自
体
に
マ
ル
ク
ス
の
力
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

土
地
に
た
い
す
る
関
わ
り
方
、
そ
の
利
用
様
式
の
差
異
こ
そ
が
問
題
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
形
態
に
お
い
て
は
、
国
家
の
代
表
者
で
あ
る
貴

族
が
公
有
地
を
利
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
平
民
は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ

て
い
た
た
め
私
的
所
有
者
と
し
て
存
在
し
た
。
一
方
、
第
三
形
態
に
お

い
て
は
、
入
会
地
と
し
て
の
公
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
農
村
共
同
体

の
成
員
で
あ
る
個
々
人
に
た
い
し
て
排
除
さ
れ
て
お
ら
ず
、
公
有
地
は
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共
同
占
有
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
的
所
有
者
で
は

な
く
個
人
的
所
有
者
た
ち
の
共
同
的
所
有
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
共
同
体
は
、
マ
ル
ク
ス
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
即
自
的

に
言
語
、
血
統
な
ど
と
い
っ
た
部
族
の
共
同
性
と
し
て
前
提
と
な
っ
て

お
り
、
公
有
地
の
共
同
占
有
を
共
同
所
有
と
し
て
確
証
す
る
の
は
、
最

終
的
に
は
共
同
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
第
三
形
態
は
、
第
一

形
態
・
第
二
形
態
と
比
較
し
て
よ
り
い
っ
そ
う
「
共
同
体
」
の
紐
帯
を

失
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
完
全
に
「
共
同
体
」
の
連
関
を
失
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
共
同
体
が
即
自
的

で
は
な
く
定
在
と
し
て
存
在
す
る
の
は
、
他
の
諸
部
族
に
対
抗
す
る
た

め
に
開
か
れ
た
諸
家
族
に
よ
る
「
現
実
の
集
会
」（ibid.

）
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
共
同
体
は
、
ロ
ー
マ
的
形
態
の
よ
う
に
個
々
人
の
経
済
的
定

在
で
あ
る
分
割
地
か
ら
空
間
的
に
も
分
離
し
た
「
実
在
す
る
統
一
体
」

（ibid.

）
と
し
て
の
国
家
所
有
の
公
有
地
で
は
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
的
形

態
に
お
け
る
共
同
体
は
、
一
貫
し
てVereinigung

・E
inigung

・

Versam
m

lung

・E
rgänzung

と
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
動
的

な
連
関
の
結
果
と
し
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
個
人
的
土
地
所

有
者
ど
う
し
の
自
立
的
な
相
互
連
関
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

第
三
形
態
に
お
い
て
、
自
立
し
た
小
家
族
に
お
け
る
「
個
人
的
所
有

の
ほ
う
が
土
台
と
し
て
現
わ
れ
」
（ibid, S.390.

）
、
共
同
体
所
有
は
、

第
一
・
二
形
態
の
よ
う
に
土
台
で
は
な
く
、
個
人
的
所
有
の
補
完
化
と

し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
共
同
体
が
共
同
体
成
員
の
集
会
を
つ
う
じ
た

連
合
化
に
よ
っ
て
の
み
定
在
し
、
第
二
形
態
の
よ
う
に
国
家
制
度
、
す

な
わ
ち
独
自
な
組
織
制
度
と
し
て
実
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

共
同
体
の
定
在
が
、
そ
れ
ぞ
れ
所
有
の
特
定
の
形
態
、
ま
た
そ
の
経
済

的
基
礎
を
な
す
土
地
の
利
用
様
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
逆
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
で
は
都
市
が
、
ゲ
ル
マ
ン
で
は
個
々
の
小

家
族
の
住
居
が
、
経
済
的
完
結
体
を
な
し
て
い
た
。
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態

に
お
け
る
「
個
人
的
所
有
」
は
、
共
同
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
自
立
的
に
家
族
農
業
と
し
て
経
済
的
な
土
台
を
な
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
の
個
人
的
所
有
が
存
立
す
る
た
め
に
は
、

入
会
地
と
い
う
公
有
地
を
第
二
形
態
の
国
家
所
有
と
は
違
っ
た
仕
方
で
、

つ
ま
り
共
同
占
有
を
共
同
所
有
へ
と
転
化
可
能
に
す
る
共
同
体
の
定
在

に
よ
っ
て
補
完
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
共
同
体
に
よ
る
補
完
化

が
、
必
要
に
応
じ
た
集
会
と
い
う
動
的
な
連
合
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

こ
と
が
第
三
形
態
の
固
有
な
特
徴
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
第
三
形
態
に
お
い
て
強
調
す
る
ポ
イ
ン

ト
は
、
小
家
族
を
生
産
の
起
点
と
し
て
「
個
人
的
所
有
」
が
土
台
と
な
っ

て
い
る
と
は
い
え
、
な
る
ほ
ど
、
第
一
形
態
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
第

二
形
態
に
お
け
る
共
同
体
に
媒
介
さ
れ
た
私
的
所
有
ほ
ど
に
共
同
体
の

実
在
を
前
提
と
し
て
い
な
く
て
も
、
補
完
化
、
媒
介
さ
れ
た
結
果
で
あ

り
な
が
ら
も
、
共
同
体
の
連
関
が
存
立
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
「
個
人
的
所
有
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
土
台
で
あ
る
と

は
い
え
、
共
同
体
が
共
同
占
有
の
公
有
地
を
確
保
・
維
持
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
個
人
的
所
有
」
は
補
完
化
（E

rgänzung

）
さ
れ
、

経
済
的
完
結
体
（G

änze

）
を
な
す
の
で
あ
る

）
16
（

。

　

ゆ
え
に
、
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
「
私
的
所
有
」
と
比
較
し

て
、
「
個
人
的
所
有
」
を
読
み
込
む
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ロ
ー

マ
形
態
に
お
け
る
「
私
的
所
有
」
と
比
較
し
て
「
個
人
的
所
有
」
の
特

徴
を
（
共
同
体
か
ら
の
）
自
立
や
自
由
に
求
め
る
だ
け
で
は
マ
ル
ク
ス

の
近
代
批
判
の
視
座
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
的
形

態
が
、
個
人
の
自
立
性
と
い
う
点
で
、
ど
れ
ほ
ど
論
理
的
に
資
本
主
義

社
会
に
近
か
ろ
う
と
、
す
で
に
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
の
「
個
人
的
所
有
」

そ
れ
自
体
が
小
家
族
に
お
け
る
自
給
自
足
的
な
農
業
を
前
提
と
し
て
お

り
、
最
終
的
に
結
果
と
し
て
の
諸
家
族
の
連
合
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
部
族
共
同
体
が
解
体
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ゲ
ル

マ
ン
的
形
態
は
、
あ
く
ま
で
諸
個
人
に
本
源
的
所
有
を
保
証
さ
せ
る
独

自
な
肯
定
的
諸
制
限
を
、
第
一
・
二
形
態
と
異
な
る
か
た
ち
で
叙
述
し

た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

）
17
（

。

お
わ
り
に

　

マ
ル
ク
ス
の
「
共
同
体
」
論
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
し
ろ
、
そ
の

批
判
者
に
し
ろ
、
極
め
て
近
代
主
義
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
近
代
資

本
主
義
社
会
が
、
「
共
同
体
」
の
解
体
す
な
わ
ち
「
自
由
な
労
働
者
」

の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、「
共
同
体
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
自

由
で
自
律
し
た
個
人
」
が
理
論
的
前
提
と
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

「
共
同
体
」
の
解
体
に
よ
る
近
代
的
主
体
の
人
格
的
自
由
を
も
っ
ぱ
ら

強
調
す
る
こ
と
で
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
的
考
察
に
よ
る
近
代
批
判
の
意

義
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
本
源
的
所
有
」
の

歴
史
的
解
体
と
そ
れ
に
後
続
す
る
「
本
源
的
蓄
積
」
の
結
果

）
18
（

と
し
て
創

出
さ
れ
た
「
無
所
有
」
と
い
う
近
代
資
本
主
義
社
会
の
固
有
性
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
諸
形
態
」
で
は
、
生
産
者
と
生
産
手
段
の
本
源
的
統
一
が
断
ち
切

ら
れ
た
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
い
て
、
先
行
す
る
本
源
的
所
有
形

態
に
お
け
る
生
産
手
段
に
対
す
る
能
動
的
・
肯
定
的
な
関
わ
り
が
い
か

に
破
壊
さ
れ
て
い
る
か
が
主
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
近
代
的
「
私
的

所
有
」
と
は
異
な
る
「
私
的
所
有
」
と
「
個
人
的
所
有
」
の
区
別
に
お

い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
前
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
お
い
て

は
、
特
定
の
形
態
の
「
共
同
体
」
が
自
由
な
個
人
を
束
縛
す
る
も
の
で

は
な
く
、
本
源
的
所
有
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
上
で

こ
そ
生
産
手
段
に
た
い
す
る
能
動
的
な
関
わ
り
や
「
個
性

）
19
（

」
が
発
展
す

る
。
マ
ル
ク
ス
は
晩
年
に
な
る
に
つ
れ
て
、
非
資
本
主
義
的
生
産
様
式

や
前
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
よ
う
に
、
物
象
的
諸
関
係
（
貨
幣
や
資
本
）

の
外
部
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
未
だ
解
体
さ
れ
て
い
な
い
「
共
同
性
」

を
よ
り
積
極
的
に
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
諸
形

態
」
に
お
い
て
も
、
中
世
の
ツ
ン
フ
ト
制
度
と
い
う
「
人
格
的
関
わ
り

合
い
」
を
、
あ
る
意
味
で
再
建
さ
れ
た
本
源
的
「
共
同
体
」
と
し
て
評
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価
し
た
が
、
と
り
わ
け
『
資
本
論
』
執
筆
以
降
は
、
そ
れ
以
上
に
古
代

社
会
や
「
農
村
共
同
体
」
を
「
よ
り
高
次
な
形
態
で
復
活
」
（M

E
G

A
 

I/25, S.220.

）
す
る
こ
と
が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
後
期
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
実
践
の
核
心
は
、
前
／
非
資
本
主
義
的

生
産
形
態
が
「
資
本
の
文
明
化
作
用
」
に
よ
っ
て
い
か
に
破
壊
さ
れ
再

編
成
さ
れ
た
か
を
問
題
に
し
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

 

（
す
み
だ
・
そ
う
い
ち
ろ
う
／
社
会
思
想
史
、
経
済
思
想
史
）

注（
1
） 

大
塚
久
雄
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
初
版
：

一
九
五
五
年
）
、
四
頁
。
同
じ
く
こ
の
点
に
言
及
し
た
植
村
邦
彦
『
マ
ル

ク
ス
を
読
む
』
青
土
社
、
二
〇
〇
一
年
、
七
四
頁
を
参
照
。

（
2
） 

福
富
正
実
「
ソ
連
邦
の
諸
文
献
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
ア
ジ
ア
的
生
産
様

式
論
争
の
経
過
と
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
」
、
同
『
ア
ジ
ア
的
生
産
様

式
論
争
の
復
活
』
未
來
社
、
一
九
六
九
年
、
三
七
九
頁
。
エ
リ
ッ
ク
・
ホ

ブ
ズ
ボ
ー
ム
『
共
同
体
の
経
済
構
造
』
市
川
泰
治
郎
訳
、
未
來
社
、
一
九

六
九
年
、
三
五
頁
。

（
3
） 

前
掲
『
マ
ル
ク
ス
を
読
む
』
青
土
社
、
二
〇
〇
一
年
、
七
七
頁
。

（
4
） 

熊
野
聰
『
共
同
体
と
国
家
の
歴
史
理
論
』
青
木
書
店
、
一
九
七
六
年
、
一

一
〇
頁
。

（
5
） 

同
、
一
〇
〇
頁
。

（
6
） 

平
田
清
明
『
経
済
学
と
歴
史
認
識
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
九
六
・

四
三
四
頁
。

（
7
） Wood, E

llen 

（2008

）: “H
istorical m

aterialism
 in ‘Form

s w
hich 

precede C
apitalist Production ’”, in M

arcello M
usto 

（ed.

）, K
arl 

M
arxs G

rundrisse, London: R
outledge, p. 80. 

ま
た
、
ケ
ビ
ン
・
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
も
、「
諸
形
態
」
の
課
題
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
〔
資
本
主
義
に
〕

先
行
す
る
社
会
と
ア
ジ
ア
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
歴
史
的
軌
道
の
両
者
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
資
本
主
義
社
会
の
構
造
を
解
明
す
る
こ

と
」 

と
し
て
い
る 

（A
nderson, K

evin B
 

（2010

）: M
arx at th

e 
m

argins: on nationalism
, ethnicity, and non-W

estern societies, 
T

he U
niversity of C

hicago Press, p. 159.

）
。
さ
ら
に
、
『
マ
ル
ク
ス

と
ア
ジ
ア
』
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
的
叙
述
を
実
証
的
に
批
判
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
小
谷
汪
之
も
、
マ
ル
ク
ス
の
「
共
同
体
」
論
を
近
代

批
判
と
し
て
ク
リ
ア
に
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
的

考
察
の
挿
入
が
、
当
時
の
歴
史
学
研
究
の
限
界
に
起
因
す
る
「
事
実
誤
認

に
基
づ
く
原
始
共
同
体
論
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
武
器
と
し
て
『
近

代
』
と
い
う
時
代
と
そ
こ
に
お
け
る
世
界
史
認
識
の
構
造
を
批
判
す
る
座

標
軸
を
確
立
し
え
た
」
と
い
う
（
小
谷
汪
之
『
共
同
体
と
近
代
』
青
木
書
店
、

一
九
八
二
年
、
一
〇
九
頁
）
。

（
8
） 

中
村
哲
『
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
理
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、

一
二
頁
。

（
9
） 

同
じ
よ
う
な
区
別
は
『
六
一
―

六
三
草
稿
』
に
み
ら
れ
る
。
「
労
働
者
と
労

働
諸
条
件
と
の
本
源
的
統
一
に
は
［
労
働
者
自
身
が
客
体
的
な
労
働
条
件

に
属
し
て
い
る
奴
隷
関
係
を
別
と
す
れ
ば
］
二
つ
の
主
要
形
態
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
的
共
同
体
組
織
（
自
然
発
生
的
共
産
主
義
）
と
、
あ
れ

こ
れ
の
形
態
で
の
小
さ
な
家
族
農
業
（
そ
れ
に
は
家
内
工
業
が
結
び
つ
い

て
い
る
）
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
」
（M

E
G

A
 II/3.5, S.1854-1855.

）
マ
ル

ク
ス
か
ら
の
引
用
は
、
新
メ
ガ
版
（M

arx/E
ngels G

esam
tausgabe

）

に
よ
り
、M

E
G

A

と
略
記
し
、
巻
数
と
原
著
頁
数
を
付
記
す
る
。

（
10
） 

本
稿
で
は
、
新
メ
ガ
版
に
し
た
が
っ
て
、G

em
einw

esen

を
共
同
体
組
織
、

G
em

einde

を
共
同
体
と
翻
訳
す
る
が
、
特
に
両
者
の
区
別
が
問
題
と
な

ら
な
い
場
合
は
「
共
同
体
」
を
総
称
と
し
て
用
い
る
。
渡
辺
憲
正
は
、「
諸

形
態
」
研
究
で
初
め
て
、
前
者
を
経
済
的
な
再
生
産
組
織
、
後
者
を
政
治
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的
な
共
同
体
と
し
て
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
渡
辺
憲
正
「
『
経
済
学
批

判
要
綱
』
の
共
同
体
／
共
同
社
会
論
」
『
経
済
系
』
二
二
三
集
、
関
東
学

院
大
学
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
11
） 
望
月
清
司
は
、こ
の
「
自
由
な
土
地
所
有
」
ひ
い
て
は
「
ゲ
ル
マ
ン
的
所
有
」

を
封
建
制
解
体
期
あ
る
い
は
近
代
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
し
、
資
本
主

義
の
歴
史
的
起
源
を
読
み
込
ん
で
い
る
（
『
マ
ル
ク
ス
歴
史
理
論
の
研
究
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
四
二
二
―
四
二
七
頁
）
。
し
か
し
、
中
村
が

的
確
に
批
判
す
る
よ
う
に
、
「
本
源
的
所
有
」
の
論
理
的
規
定
を
看
過
し

た
見
解
に
す
ぎ
な
い
（
前
掲
『
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
理
論
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
七
年
、
二
六
頁
）
。

（
12
） 

た
だ
し
、
戦
後
の
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
論
の
代
表
者
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

の
歴
史
学
者
テ
ー
ケ
イ
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
は
、『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
史
的
唯
物
論
」
と
「
諸
形
態
」
の
理
論
的
差
異
に
無

頓
着
で
あ
る
が
、
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
に
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
「
本

源
的
所
有
」
三
形
態
の
諸
限
界
を
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本

主
義
社
会
が
成
立
す
る
論
理
を
極
め
て
明
確
に
把
握
し
て
い
る
。
テ
ー
ケ

イ
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
『
社
会
構
成
体
論
』
羽
仁
協
子
・
宇
佐
美
誠
次
郎
訳
、

未
來
社
、
一
九
七
七
年
、
一
三
九
頁
を
参
照
。

（
13
） 

テ
オ
ド
ー
ル
・
モ
ム
ゼ
ン
『
ロ
ー
マ
の
歴
史　

Ⅰ 

ロ
ー
マ
の
成
立
』
長
谷

川
博
隆
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
第
六
章
を
参
照
。
た

だ
し
、
マ
ル
ク
ス
は
「
諸
形
態
」
執
筆
時
ま
だ
こ
の
著
作
を
読
ん
で
い
な
い
。

（
14
） 

多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
の
基
本

的
特
徴
は
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
に
お
け
る
記
述
と
ほ
ぼ
一

致
す
る
。
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
諸
族
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
る
都
市
は
一
つ
も

な
い
こ
と
、
ま
た
彼
ら
は
そ
の
住
居
（
住
地
）
が
た
が
い
に
密
接
し
て
い

る
こ
と
に
は
、
堪
え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
は
、
人
の
よ
く
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
泉
が
、
野
が
、
林
が
、
そ
の
心
の
適
う
ま
ま
に
、

散
り
散
り
に
分
か
れ
て
住
居
（
住
地
）
を
営
む
。
」（
タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ
ル
マ
ー

ニ
ア
』
泉
井
久
之
助
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
、
八
一
頁
）
。
た
だ
し
、

藤
原
浩
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
か
ら
は
散
居
制
定

住
・
小
村
制
定
住
・
村
落
制
定
住
の
全
て
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

マ
ル
ク
ス
が
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
と
考
え
た
「
散
居
制
」
は
共
同
体
的
規
制

が
最
も
弛
緩
し
た
定
住
形
態
で
あ
っ
て
、
戦
士
共
同
体
の
要
素
が
強
い
タ

キ
ト
ゥ
ス
時
代
と
は
一
致
し
な
い
（
藤
原
浩
「
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
と
は

な
に
か
」
『
思
想
』
一
月
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
を
参
照
）
。
お
そ

ら
く
当
時
の
古
ゲ
ル
マ
ン
社
会
史
研
究
に
お
い
て
有
力
な
見
解
で
あ
っ
た

ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
メ
ー
ザ
ー
『
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
史
』
の
影
響
が
考
え
ら

れ
る
が
、
ロ
ー
マ
形
態
に
お
け
る
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
ゲ

ル
マ
ン
的
形
態
の
素
地
と
し
た
歴
史
的
考
察
は
定
か
で
は
な
い
（
モ
ー
リ

ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
人
類
学
』
山
内
昶
・
山
内
彰
訳
、
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
年
、
四
九
―
五
〇
頁
）
。

（
15
） 

佐
々
木
隆
治
『
マ
ル
ク
ス
の
物
象
化
論
―
―
資
本
主
義
批
判
と
し
て
の
素

材
の
思
想
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
、
第
四
章
第
五
節
を
参
照
。

（
16
） 

先
行
研
究
で
は
、
熊
野
聰
が
「
個
人
的
所
有
」
を
「
共
同
体
」
の
連
関
に

お
い
て
的
確
に
把
握
し
て
い
る
。
「
「
個
人
的
」
と
い
う
意
味
は
、
第
一
に

集
団
的
所
有
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
第
二
に
共
同
体
や
国

家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
個
人
的
に
「
土
地

を
取
」
り
、
「
農
場
を
建
て
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
す
る
こ
と
で
あ
る
。

共
同
体
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
共
同
体
が
あ
っ
て
個
人
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
自
立
的
農
民
と
し
て
の
個
人
が
あ
っ
て
、
互
い
の
所
有
を

保
証
し
あ
う
も
の
と
し
て
共
同
体
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
」（
熊
野
聰
『
北

の
農
民
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
』
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
、
六
三
頁
）
。
熊
野
に

よ
れ
ば
、
北
欧
初
期
社
会
は
、
牧
畜
と
い
う
自
営
に
適
し
た
生
産
の
お
か

げ
で
、
近
世
ま
で
民
族
移
動
以
前
の
「
ゲ
ル
マ
ン
的
」
共
同
体
の
特
質
が

残
存
し
た
と
い
う
。
そ
の
北
欧
初
期
社
会
研
究
は
、
「
諸
形
態
」
の
ゲ
ル

マ
ン
的
形
態
を
豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
点
で
優
れ
て
い
る
が
、
「
個
人
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的
（individuel

）
所
有
」
を
農
場
経
営
者
で
あ
る
家
父
長
個
人
の
所
有

に
限
定
し
て
解
釈
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
①
単
な
る
個
人
で
は
な
く
、

分
割
（dividuus

）
不
可
能
（in

）
な
最
小
単
位
と
し
て
の
小
家
族
を
意

味
し
、
②
ロ
ー
マ
的
形
態
の
「
私
的
所
有
」
と
異
な
り
、
公
有
地
利
用
が

排
除
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
表
現
、
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
、
ゲ
ル
マ
ン

的
共
同
体
に
お
け
る
「
個
人
の
実
在
性
」
を
強
調
し
て
し
ま
う
。
平
田
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
〔
…
〕individuel

はgens indivisé

（
英

語
で
はundivided m

em
bers

）
を
直
接
に
は
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
き

わ
め
て
深
く
共
同
体
的
人
間
結
合
と
か
か
わ
り
を
も
っ
た
こ
と
ば
で
あ

る
」
（
平
田
清
明
『
市
民
社
会
と
社
会
主
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、

一
三
五
頁
）
。
さ
ら
に
、
福
富
も
マ
ル
ク
ス
が
「
個
人
的
所
有
」
と
し
て

表
現
し
て
い
る
も
の
は
「
家
族
共
同
体
的
な
共
同
占
有
」
、
「
家
族
共
同
体

的
な
共
同
耕
作
に
も
と
づ
く
個
別
的
な
土
地
占
有
」
で
あ
る
と
的
確
に
指

摘
し
て
い
る
（
福
富
正
実
『
経
済
学
と
自
然
哲
学
』
世
界
書
院
、
一
九
八

九
年
、
五
七
頁
）
。

（
17
） 

た
だ
し
、
（
一
）
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
三
形
態
」
と
い
う
区
別
の

意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
に
固
有
な
諸
制
限
（
共
同
体
の
紐
帯
度
合
、

暴
力
の
組
織
化
、
分
割
地
所
有
、
公
有
地
の
共
同
占
有
、
零
細
農
業
と
家

内
工
業
の
統
一
、
小
家
族
農
業
、
等
々
）
、
す
な
わ
ち
素
材
的
規
定
性
に

基
づ
く
「
本
源
的
所
有
」
の
論
理
を
つ
か
む
こ
と
に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が

強
調
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
諸
制
限
を
否
定
す
る
こ
と
で
初
め

て
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
前
提
で
あ
る
「
無
所
有
」
が
成
立
す
る
。

（
18
） 『
資
本
論
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
諸

形
態
」
の
課
題
で
あ
る
「
本
源
的
所
有
」
論
が
、
資
本
主
義
の
歴
史
的
起

源
を
考
察
対
象
と
し
た
「
本
源
的
蓄
積
」
よ
り
も
歴
史
的
に
先
行
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
平
田
や
望
月
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
『
要
綱
』
に
お
け
る
「
諸
形
態
」
の
歴
史
的
考
察
は
、
理
論

的
展
開
で
あ
る
資
本
の
蓄
積
＝
循
環
過
程
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お

り
、「
領
有
法
則
の
転
回
」
論
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
諸

形
態
」
の
「
領
有
法
則
の
転
回
」
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
資
本

主
義
社
会
の
等
価
交
換
に
お
け
る
「
自
己
労
働
の
生
産
物
に
た
い
す
る
私

的
所
有
を
条
件
と
し
て
措
定
す
る
と
い
う
外
観
」
は
、
「
生
き
た
労
働
能

力
の
客
体
的
諸
条
件
か
ら
の
切
り
離
し
」
を
前
提
と
し
て
い
る
（ibid, 

S.412.

）
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
私
的
所
有
」
は
、
「
本
源
的
所
有
」

を
保
証
さ
れ
た
ロ
ー
マ
的
あ
る
い
は
ゲ
ル
マ
ン
的
所
有
と
は
明
確
に
区
別

さ
れ
る
。

（
19
） 

マ
ル
ク
ス
は
、
本
源
的
所
有
に
つ
い
て
「
個
人
（Individuum

）
が
、
土

地
す
な
わ
ち
生
産
の
外
的
な
原
初
条
件
〔
…
〕
に
た
い
し
て
、
自
分
の
個

性
（Individualität

）
に
属
す
る
諸
前
提
―
―
つ
ま
り
自
分
の
個
性
の
定

在
諸
様
式
―
―
と
す
る
よ
う
に
し
て
関
わ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」

（ibid, S.396.

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
個
性
は
、
『
資
本
論
』
で
述
べ
ら

れ
た
小
経
営
的
生
産
様
式
に
お
け
る
「
労
働
者
自
身
の
自
由
な
個
性
」

（M
E

G
A

 II/6, S.681.

）
と
同
義
で
あ
っ
て
、
「
個
人
的
（individuel

）

所
有
の
再
建
」
論
に
連
な
る
。
大
谷
禎
之
介
は
、
『
六
一
―

六
三
草
稿
』
で

の
覚
書
か
ら
、
本
源
的
な
共
同
体
で
見
ら
れ
た
共
同
所
有
が
「
個
人
的
所

有
」
と
し
て
「
再
建
」
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
把
握
の
重
要
性
を
指
摘
し
て

い
る
（
大
谷
禎
之
介
『
マ
ル
ク
ス
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
論
』
桜
井
書
店
、

二
〇
一
一
年
、
一
六
一
頁
）
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
共
同
体
、
私
的
所
有
、
個
人
的
所
有
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は
じ
め
に

　

十
九
世
紀
の
西
欧
思
想
に
お
い
て
専
制
批
判
は
、
進
化
論
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
ば
し
ば
結
び
つ
い
て
き
た
。
た
と
え
ば
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・

コ
ン
ト
は
人
類
史
を
神
学
的
、
形
而
上
的
、
実
証
的
段
階
の
歩
み
と
捉

え
な
が
ら
、
最
終
段
階
に
位
置
す
る
実
証
的
政
治
こ
そ
が
「
人
類
が
専

制
政
治
を
抜
け
出
す
唯
一
の
道

）
1
（

」
と
論
じ
た
。
一
方
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・

ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
人
類
の
普
遍
的
な
歩
み
を
専
制
主
義
に
依
拠
す
る
軍

事
社
会
か
ら
個
人
の
自
由
に
基
盤
を
置
く
産
業
社
会
へ
の
発
展
過
程
と

し
て
位
置
づ
け
た

）
2
（

。
フ
ラ
ン
ス
人
の
コ
ン
ト
に
せ
よ
、
英
国
人
の
ス
ペ

ン
サ
ー
に
せ
よ
、
自
ら
の
西
欧
社
会
に
関
し
て
は
、
革
命
の
時
代
を
経

て
実
証
的
段
階
あ
る
い
は
産
業
社
会
に
移
行
し
始
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

専
制
主
義
を
過
去
の
も
の
、
あ
る
い
は
東
洋
社
会
の
問
題
と
し
て
論
じ

る
傾
向
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
十
九
世
紀
後
半
の
ア
ラ
ブ
世
界
で

は
、
明
治
期
の
日
本
と
同
じ
く
、
進
化
論
も
専
制
批
判
も
あ
く
ま
で
「
現

在
進
行
形
」
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　

ア
ラ
ブ
世
界
で
進
化
論
の
紹
介
役
を
担
っ
た
の
は
主
に
現
在
の
レ
バ

ノ
ン
に
当
た
る
地
域
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
出
身
の
知
識
人

で
あ
っ
た
。
本
論
で
扱
う
シ
ブ
リ
ー
・
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
（
一
八
五
〇
―

一
九
一
七
）
は
そ
の
代
表
格
で
あ
る
。
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る

通
り
、
ア
ラ
ブ
世
界
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
や
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
思

想
を
紹
介
し
た
最
初
の
一
人
で
あ
り
、
加
え
て
医
師
、
自
然
科
学
者
、

唯
物
論
者
、
社
会
主
義
者
、
社
会
改
革
者
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
き
た

）
3
（

。

〈
公
募
論
文
〉

進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
ア
ラ
ブ
の
専
制
批
判

【
シ
ブ
リ
ー
・
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
思
想
を
中
心
に
】

岡
崎
弘
樹
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ホ
ウ
ラ
ー
ニ
ー
の
古
典
的
名
著
『
自
由
主
義
時
代
の
ア
ラ
ブ
思
想
』（
一

九
六
二
年
初
版
）
で
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
の
紹
介
者
と
同
時
に
、
専
制

主
義
や
神
権
政
治
、
宗
教
的
狂
信
、
さ
ら
に
は
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
へ
の
厳
し
い
批
判
者
と
紹
介
さ
れ
た

）
4
（

。
た
だ
し
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の

思
想
は
あ
く
ま
で
「
世
俗
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
の
そ
れ
と
し
て
扱

わ
れ
、
後
続
の
研
究
に
お
い
て
も
西
欧
思
想
を
比
較
的
寛
容
に
受
け
入

れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
的
知
性
主
義
」
と
分
類
さ
れ
た

）
5
（

。

　

し
か
し
、
ア
ラ
ブ
に
お
け
る
専
制
批
判
と
近
代
進
化
論
の
受
容
の
関

係
を
考
察
す
る
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
役
割
に
目
を
向
け
る
だ
け
で

は
必
ず
し
も
全
体
像
を
捉
え
き
れ
な
い
面
も
あ
る
。
確
か
に
専
制
批
判

は
十
九
世
紀
初
頭
以
降
ア
ラ
ブ
思
想
家
の
共
通
課
題
で
あ
っ
た
が
、
実

は
近
代
進
化
論
も
、
当
初
は
ア
ラ
ブ
世
界
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
拒
否

さ
れ
た
も
の
の
、
や
が
て
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
に
も
、
中
世
哲
学

以
来
の
自
ら
の
伝
統
と
捉
え
ら
れ
、
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
面
が

あ
る
。
ホ
ウ
ラ
ー
ニ
ー
自
身
が
一
九
八
三
年
の
再
販
版
序
文
で
、
新
た

な
諸
観
念
を
巡
る
「
グ
ル
ー
プ
同
士
や
世
代
間
の
相
互
作
用

）
6
（

」
を
解
き

明
か
す
つ
も
り
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
当
時
の
思

想
家
の
間
で
共
通
の
認
識
の
枠
組
み
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
育
ま
れ
て
い

た
。
近
代
進
化
論
の
紹
介
者
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
も
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
造
の
中
で
議
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
、
世
俗
主
義
思
想
家
シ
ュ
マ
イ

イ
ル
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
と
同
時
代
の
観
念
や
精
神
を
共
有

し
て
い
た
点
に
着
目
し
な
が
ら
、
社
会
有
機
体
説
な
ど
の
近
代
進
化
論

を
武
器
に
、
宗
教
宗
派
や
主
義
、
政
治
的
立
場
を
超
え
た
共
通
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て
の
専
制
批
判
に
対
し
て
独
自
の
貢
献
を
果
た
し
た
こ
と
を

立
証
し
た
い
。

一　

 

ア
ラ
ブ
近
代
思
想
に
お
け
る
進
化
論
の
受
容
と 

 

専
制
批
判

１　

雑
誌
『
ム
ク
タ
タ
フ
』
と
ル
イ
ス
事
件

　

ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
進
化
思
想
が
語
ら
れ
た
の
は
、
決
し

て
近
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
中
世
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
は
じ

め
と
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
思
想
が
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
再
解
釈
さ
れ
る

中
、
純
正
同
胞
団
や
ビ
ー
ル
ー
ニ
ー
、
イ
ブ
ン
・
ト
ゥ
フ
ァ
イ
ル
と
い
っ

た
思
想
家
が
動
物
に
対
す
る
植
物
の
先
行
性
や
生
物
進
化
の
連
続
性
、

自
然
発
生
説
に
つ
い
て
説
明
を
試
み
た
。
し
か
し
、
ア
ラ
ブ
の
生
物
進

化
論
は
、
「
散
在
し
、
断
片
的
で
、
一
貫
性
が
な
く
、
自
然
の
単
純
な

観
察
の
産
物

）
7
（

」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
ア
ラ

ビ
ア
語
で
ラ
マ
ル
ク
や
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
は
じ
ま
る
進
化
思
想
が
近
代
科

学
あ
る
い
は
総
合
的
な
社
会
哲
学
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
紹
介
さ
れ
、

受
容
さ
れ
始
め
た
の
は
一
八
七
〇
年
代
後
半
と
か
な
り
遅
い
時
期
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
レ
バ
ノ
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、ヤ
ア
ク
ー
ブ
・
サ
ッ

ル
ー
フ
と
フ
ァ
ー
リ
ス
・
ニ
ム
ル
が
一
八
七
六
年
に
ベ
イ
ル
ー
ト
で
創

刊
し
た
雑
誌
『
ム
ク
タ
タ
フ
』
（A

l-M
uqta ṭaf

、
『
選
集
』
の
意
）
は
、
副
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題
が
示
す
よ
う
に
「
科
学
・
産
業
総
合
誌
」
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
た
。

『
ム
ク
タ
タ
フ
』
は
、
化
学
、
農
学
、
医
学
、
気
象
学
、
考
古
学
、
地
学
、

地
質
学
と
い
っ
た
自
然
科
学
の
幅
広
い
分
野
に
お
い
て
図
解
な
ど
を
交

え
な
が
ら
詳
細
な
解
説
を
試
み
る
こ
と
で
、
「
専
門
家
と
さ
ま
ざ
ま
な

一
般
読
者
の
仲
介
役

）
8
（

」
を
担
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
雑
誌
は
、
七
七
年
か

ら
積
極
的
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
を
取
り
上
げ
、
編
集
部
が
カ
イ
ロ
に
移

さ
れ
る
八
五
年
ま
で
に
米
国
人
宣
教
師
教
授
二
人
を
含
め
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
出
身
の
学
者
計
七
人
の
筆
に
よ
っ
て
進
化
論
を
論
じ
た
。

　

ア
ラ
ブ
に
お
け
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
思
想
の
受
容
を
語
る
と
き
、
必
ず
言

及
さ
れ
る
の
は
「
ア
ラ
ブ
最
初
の
学
生
革
命

）
9
（

」
と
呼
ば
れ
る
「
ル
イ
ス

事
件
」
で
あ
る
。
一
八
八
二
年
、
シ
リ
ア
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
大
学

）
10
（

で

化
学
を
教
え
る
米
国
人
教
師
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ル
イ
ス
博
士
が
、
「
知
識
、

科
学
、
知
恵
」
と
い
う
題
目
で
講
演
を
行
っ
た
際
、
同
時
代
の
卓
越
し

た
自
然
科
学
者
と
し
て
地
質
学
者
ラ
イ
エ
ル
、
化
学
者
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
、

細
菌
学
者
コ
ッ
ホ
に
加
え
て
、
生
物
学
者
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
名
を
挙
げ
、

進
化
論
へ
の
共
鳴
を
表
明
し
た
。
し
か
し
人
間
の
起
源
を
猿
と
み
な
す

よ
う
な
理
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
大
学
当
局
や
一
部
の
教
授
が
懸
念

を
示
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
大
学
評
議
会
に
ル
イ
ス
教
授
の
免
職
を
要

求
し
た
。
こ
の
措
置
を
受
け
て
、
ル
イ
ス
教
授
の
立
場
や
思
想
の
自
由

と
い
っ
た
課
題
、
さ
ら
に
は
大
学
行
政
に
関
わ
る
問
題
を
巡
り
、
大
学

当
局
、
教
授
、
学
生
の
間
で
激
し
い
対
立
が
生
じ
た
。
最
終
的
に
は
大

学
側
が
ル
イ
ス
博
士
を
解
雇
し
て
米
国
に
帰
国
さ
せ
た
後
、
教
授
陣
の

三
分
の
一
と
学
生
の
半
数
近
く
が
大
学
を
去
る
と
い
う
結
末
に
至
っ
た
。

な
お
こ
の
事
件
の
後
、
ル
イ
ス
教
授
を
全
面
的
に
擁
護
し
た
『
ム
ク
タ

タ
フ
』
の
編
集
者
で
あ
っ
た
サ
ッ
ル
ー
フ
と
ニ
ム
ル
も
大
学
の
職
を
解

か
れ
、
カ
イ
ロ
に
亡
命
し
た

）
11
（

。

　

後
に
「
ア
ラ
ブ
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
者
」
と
し
て
知
ら
れ
る
シ
ュ
マ

イ
イ
ル
に
と
っ
て
も
、
こ
の
事
件
が
自
ら
の
研
究
の
方
向
性
を
規
定
す

る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
『
進
化
と
進
歩
の
哲
学
』

の
第
二
版
序
文
（
一
九
一
〇
年
）
に
お
い
て
、
後
に
は
自
由
に
語
ら
れ

る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
も
ル
イ
ス
事
件
当
時
で
は
、
科
学
の
意
義
が
理
解

さ
れ
ず
、
誤
解
と
教
条
主
義
が
蔓
延
り
、
他
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
寛

容
の
精
神
に
欠
け
、
互
い
に
レ
ッ
テ
ル
を
張
り
合
う
だ
け
の
関
係
に

陥
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。

　

そ
れ
［
人
間
の
起
源
が
猿
と
い
う
議
論
］
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
に

敵
対
す
る
者
が
こ
の
学
説
を
貶
め
る
た
め
に
で
っ
ち
上
げ
た
武
器
で

あ
っ
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
は
、
猿
が
人
間
の
起
源
だ
と
か
、
ロ
バ

が
馬
の
起
源
だ
と
か
と
言
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
や
猿
、
馬
な

ど
自
然
界
の
生
物
全
て
が
自
然
の
物
質
か
ら
生
ま
れ
た
一
つ
の
起
源

を
有
し
て
い
る
と
主
張
し
た
の
だ

）
12
（

。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン

学
派
」
（m

adhhab d āw
in

）
あ
る
い
は
「
変
移
説
学
派
」
（m

adhhab 
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al-ta ḥaw
w

ul

）
は
、
基
本
的
に
欧
州
進
化
論
者
の
原
典
と
の
格
闘
の
末

に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
『
種
の
起
源
』
の
最
初
の
五
章
が
ア

ラ
ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
の
は
一
九
一
八
年
、
完
全
訳
の
出
版
は
一
九
六

四
年
で
あ
り
、
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
諸
生
物
の
単
一
起
源
を
主
張
し
て
い

る
」
と
い
う
彼
の
誤
解
も
、
後
の
ア
ラ
ブ
思
想
家
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ

る
こ
と
に
な
る

）
13
（

。
ま
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
外
に
関
す
る
当
時
の
翻
訳
事
情

に
お
い
て
も
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
に
よ
る
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
『
ダ
ー
ウ
ィ

ン
学
説
に
関
す
る
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
解
説
』

）
14
（

（
一
八
八
四
年
出
版
。
以
下
、

『
解
説
』
と
略
す
）
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
教
育
論
（
一
九
〇
八
）
、
ヘ
ッ
ケ
ル

の
進
化
論
（
一
九
二
四
）
が
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
ア
ラ
ビ

ア
語
で
読
め
る
欧
州
進
化
論
者
の
著
作
は
極
め
て
限
定
的
、
断
片
的
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
特
に
一
八
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の

生
物
学
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
唯
物
論
が
個
々

の
体
系
と
い
う
よ
り
は
、
一
つ
の
世
界
観
と
し
て
輸
入
さ
れ
、
ア
ラ
ブ

思
想
に
お
け
る
進
化
論
に
関
す
る
全
体
的
な
認
識
の
枠
組
み
と
な
っ
て

い
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
が
先
駆
的
に

描
こ
う
と
し
た
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
派
」
の
全
体
的
な
見
取
り
図
を
検
討

す
る
。

２　

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
生
物
学
、
唯
物
論
お
よ
び
社
会
観

　

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
が
青
年
期
に
一
貫
し
て
環
境
と
生
物
進
化
の
関
係
に

関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
は
、
一
八
七
一
年
に
シ
リ
ア
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
大
学
医
学
コ
ー
ス
で
「
気
候
、
栄
養
、
教
育
に
よ
る
動
物
と
人
間
の

差
異
」
と
い
う
主
題
の
卒
業
論
文
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
卒
業
後
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
ベ
イ
ル
ー
ト
発
刊
の
『
ジ
ナ
ー
ン
』

（A
l-Jin ān

、
楽
園
）
誌
に
電
気
の
仕
組
み
な
ど
の
論
考
を
寄
せ
て
い
た
が
、

当
時
の
政
治
状
況
や
個
人
的
な
動
機
に
よ
り
一
八
七
五
年
頃
に
は
エ
ジ

プ
ト
に
移
住
し
た
。

　

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
、
タ
ン
タ
に
居
を
構
え
、
ま
た
時
折
欧
州
を
訪
れ

な
が
ら
、
徐
々
に
精
力
的
な
文
筆
活
動
を
始
め
た
。
七
八
年
か
ら
『
ム

ク
タ
タ
フ
』
誌
で
テ
ィ
ン
ダ
ル
や
ヘ
ッ
ケ
ル
な
ど
欧
州
の
進
化
論
者
を

紹
介
し
つ
つ
、
「
す
べ
て
の
秘
密
は
物
質
に
あ
り
」
や
「
生
命
と
生
物

体
の
起
源
」と
い
っ
た
論
考
を
発
表
し
た

）
15
（

。
ま
た
一
八
八
〇
年
代
に
入
っ

て
か
ら
は
、
そ
の
後
の
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
基
本
的
な
物
の
見
方
を
ほ
と

ん
ど
提
示
す
る
よ
う
な
活
躍
ぶ
り
を
み
せ
た
。
前
述
の
『
解
説
』
の
翻

訳
本
や
、
生
物
進
化
や
自
然
発
生
説
、
唯
物
論
、
宗
教
論
を
扱
っ
た
『
真

実
』
（
八
五
年
）
と
い
う
著
書
、
加
え
て
『
ム
ク
タ
タ
フ
』
誌
に
掲
載

さ
れ
た
「
人
間
社
会
お
よ
び
文
明
」
と
い
っ
た
論
考
は
同
時
代
の
読
書

人
に
広
く
読
ま
れ
た
。

　

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
思
想
に
お
け
る
基
本
的
な
立
場
は
、
そ
の
自
然
科

学
的
説
明
へ
の
極
端
な
こ
だ
わ
り
に
よ
り
、
「
極
度
の
還
元
主
義

）
16
（

」
と

評
さ
れ
て
い
る
。

　

自
然
科
学
こ
そ
が
真
の
科
学
の
母
体
だ
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
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間
科
学
の
母
体
で
あ
り
、
す
べ
て
に
先
駆
け
、
す
べ
て
に
教
訓
を
与

え
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
、
ま
な
ざ
し
を
正
し
て

言
葉
を
操
り
、
論
理
と
思
考
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

）
17
（

。

　

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
、
基
本
的
に
動
植
物
で
あ
れ
、
人
間
社
会
で
あ
れ
、

「
自
然
の
法
則
」
（al-n ām

ūs al- ṭab ī‘ ī

）
が
貫
徹
し
て
い
る
と
捉
え
た
。

こ
の
自
然
の
法
則
の
最
た
る
も
の
こ
そ
、
生
存
競
争
や
適
者
生
存
、
自

然
選
択
、
自
然
発
生
と
い
っ
た
進
化
の
一
般
原
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

彼
に
と
っ
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
は
、
「
言
語
や
習
慣
、
諸
法
、
宗
教
な

ど
の
人
間
に
関
わ
る
全
て
を
扱
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
は
、
生
物
学
と
、
ド
イ
ツ
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
や
ヘ
ッ

ケ
ル
の
「
一
元
論
」
に
影
響
を
受
け
た
唯
物
論
と
の
関
係
に
お
い
て
も

展
開
さ
れ
た
。
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
が
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
物
質

は
、
一
元
的
か
つ
永
続
的
で
あ
り
、
そ
の
形
式
を
除
い
て
増
減
し
た
り
、

変
化
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
自
然
界
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
原
子

に
は
必
ず
「
力
」
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
電
気
や
光
、
熱
と
い
っ

た
あ
ら
ゆ
る
運
動
は
物
質
の
振
動
、
あ
る
い
は
化
学
反
応
に
よ
っ
て
生

じ
る
。
こ
の
「
ほ
と
ん
ど
数
学
に
近
い
精
密
な
科
学
の
原
則
」
は
、
無

機
物
に
限
ら
ず
、
同
じ
炭
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
有
機
的
な
生
物
体

に
も
当
て
は
ま
る
と
い
う
。

　

物
質
も
力
も
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
の
と
同
様
に
、
生
物
が
死
ん

だ
か
ら
と
い
っ
て
体
を
構
成
し
て
い
た
物
質
が
世
界
か
ら
消
え
る
こ

と
は
な
い
。
そ
こ
に
内
在
す
る
力
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
死
ん
だ

生
物
を
構
成
し
て
い
た
物
質
は
、
そ
の
姿
形
を
過
去
と
大
き
く
変
え

る
だ
け
だ

）
18
（

。

　

さ
ら
に
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
こ
の
一
元
論
を
生
物
体
に
留
ま
ら
ず
、
精

神
の
領
域
に
ま
で
適
用
し
よ
う
と
試
み
る
。
彼
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
愛

情
や
憎
悪
と
い
っ
た
精
神
の
働
き
と
は
、
す
べ
て
脳
や
神
経
シ
ス
テ
ム

の
振
動
、
そ
れ
伴
う
筋
肉
の
収
縮
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
い

わ
ば
心
の
働
き
も
最
終
的
に
は
、
「
不
活
性
物
質
」
（al-jam

ād

）
に
ま

で
還
元
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
種
の
自
然
で
、
化
学
的
な
現

象
と
い
う
意
味
で
は
、
人
間
と
動
植
物
の
間
に
質
的
な
違
い
は
な
い
。

つ
ま
り
、
「
精
神
の
働
き
も
、
消
化
を
助
け
る
胃
の
働
き
や
自
ら
子
孫

を
残
す
植
物
の
花
と
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る

）
19
（

。

　

こ
う
し
た
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
大
胆
な
持
論
は
、
「
社
会
有
機
体
説
」

に
影
響
を
受
け
た
社
会
観
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
た
。
彼
は
、
社
会
学

を
「
生
物
学
を
基
本
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
」
と
み
な
し
な
が
ら
、「
人

間
社
会
の
法
則
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
人
間
の
体
の
法
則
を
学
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

）
20
（

」
と
力
説
す
る
。
こ
の
「
社
会
の
生
物
学
的
特
質
」
を
知

る
上
で
、
た
と
え
ば
人
間
の
体
を
構
成
す
る
細
胞
が
社
会
に
お
い
て
家

族
や
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
相
当
す
る
よ
う
に
、
人
体
と
社
会
が
相

互
に
類
似
し
て
い
る
点
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
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シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
議
論
を
紹
介
し
つ
つ
、
人
体
で
胃
や

肝
臓
と
い
っ
た
「
栄
養
を
維
持
す
る
器
官
」
が
、
社
会
で
は
人
間
の
生

活
必
需
品
を
創
り
出
す
「
産
業
」
に
相
当
す
る
と
解
説
す
る
。
一
方
、

脳
や
神
経
と
い
っ
た
人
体
の
動
き
を
「
統
制
す
る
器
官
」
は
社
会
の
各

機
関
を
統
括
す
る
「
政
府
」
で
あ
り
、
ま
た
栄
養
を
人
体
に
行
き
渡
ら

せ
る
心
臓
と
血
管
と
い
っ
た
「
配
分
を
担
う
器
官
」
は
、
社
会
に
お
い

て
は
各
個
人
に
生
活
手
段
を
与
え
る
「
商
業
」
に
当
た
る
と
い
う
の
で

あ
る

）
21
（

。

　

た
だ
し
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
人
間
社
会
を
語
る
と
き
に
限
り
、
「
生
存

競
争
」
や
「
自
然
淘
汰
」
以
上
に
「
利
他
主
義
」
や
「
相
互
扶
助
」
の

論
理
を
強
調
し
た
。
芋
虫
の
よ
う
な
下
等
生
物
と
は
異
な
り
、
人
間
の

よ
う
な
高
等
生
物
に
お
い
て
は
、
常
に
全
体
的
な
仕
組
み
と
有
機
的
に

結
び
つ
い
て
機
能
し
て
い
る
各
器
官
を
切
り
外
し
て
生
命
を
維
持
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
一
つ
の
器
官
は
自
己
保
存
の
た
め
だ
け

で
な
く
、
他
の
器
官
や
全
体
の
維
持
の
た
め
に
機
能
す
る
。
逆
に
言
え

ば
、
一
つ
の
器
官
が
病
に
お
か
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
器
官
の
み
の
病

で
は
な
く
、
体
全
体
の
病
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
「
社
会
と
い
う
体

の
器
官
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
器
官
に
み
ら
れ
た
影

響
は
、
必
ず
他
の
器
官
に
も
広
が
っ
て
い
く

）
22
（

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
個
々
人
の
努
力
は
常
に
私
益
だ
け
で
な
く
、
全
体
的
な
努
力
や
公
益

と
結
び
つ
か
せ
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
社
会
の
病
を
克
服
で
き
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
こ
う
し
た
生
物
学
や
唯
物
論
、
社
会
学
に

つ
い
て
語
る
と
き
、
決
し
て
西
欧
近
代
思
想
の
み
に
依
拠
し
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
中
世
の
医
学
者
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
の
『
治
癒
の
書
』

に
な
ぞ
ら
え
た
医
学
誌
『
シ
フ
ァ
ー
』
（A

l-Shif ā’ 

、
治
癒
）
の
編
集
を

自
ら
務
め
た
よ
う
に
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
知
的
伝
統
に
も

多
々
言
及
し
た
。
と
り
わ
け
中
世
の
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
に
お
い
て
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
新
プ
ラ
ト
ン
主

義
的
な
解
釈
を
基
本
に
受
容
さ
れ
、
「
第
一
原
因
」
で
あ
る
神
か
ら
質

料
（hay ūla

あ
る
い
はm

ādda

）
が
流
出
し
て
自
然
秩
序
を
構
成
す
る

と
い
っ
た
独
自
の
世
界
観
が
生
ま
れ
た
。
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
た
と
え
ば

唯
物
論
に
つ
い
て
、
中
世
の
神
秘
主
義
者
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
「
木

の
中
に
み
よ
、
石
の
中
に
み
よ
、
す
べ
て
の
中
に
み
よ
、
そ
れ
が
ア
ッ

ラ
ー
だ
」
と
い
う
詩
句
を
持
ち
出
し
て
、
自
ら
の
伝
統
の
中
に
「
存
在

一
元
論
」
の
教
え
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

）
23
（

。
ま
た
社
会
学
の
進

化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
移
住
環
境
に
よ
っ
て
生
態
や
文
明

が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
を
多
々
引
用
し
、
さ

ら
に
生
物
学
に
つ
い
て
は
「
ラ
マ
ル
ク
以
前
に
進
化
論
を
論
じ
て
い

た
）
24
（

」
と
み
な
す
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
翻
訳
や
研
究
に
お
い
て
業
績
を
残
し

た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
思
想
や
立
場
か
ら
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
、
「
専

制
主
義
」
（despotism

, al-isitibd ād

）
の
概
念
を
い
か
に
捉
え
た
の
だ

ろ
う
か
。
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社
会
有
機
体
説
か
ら
の
専
制
批
判

　

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
が
思
想
を
形
成
し
た
一
八
七
〇
年
代
後
半
と
は
、
ア

ラ
ブ
世
界
で
厳
し
い
専
制
批
判
が
巻
き
起
こ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
憲

法
と
議
会
を
凍
結
し
て
圧
政
に
赴
い
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ア
ブ
デ
ュ
ル

ハ
ミ
ト
体
制
下
で
あ
れ
、
英
国
の
傀
儡
政
権
と
し
て
暴
政
を
担
っ
た
エ

ジ
プ
ト
の
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
体
制
下
で
あ
れ
、
「
専
制
主
義
」
は
、
体

制
批
判
の
た
め
の
「
合
言
葉
」
と
し
て
語
ら
れ
始
め
た
。
シ
ュ
マ
イ
イ

ル
自
身
も
、
多
く
の
シ
リ
ア
人
富
裕
層
や
知
識
人
層
と
同
じ
く
社
会
的

動
乱
や
抑
圧
の
手
を
逃
れ
、「
エ
ジ
プ
ト
在
住
シ
リ
ア
人
」（m

ustam
ṣir

）

の
一
人
と
し
て
新
た
な
可
能
性
を
求
め
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一

九
〇
八
年
に
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
の
専
制
体
制
が
倒
れ
る
ま
で
の
約
四

十
年
間
、
故
郷
レ
バ
ノ
ン
に
は
短
い
滞
在
の
た
め
に
二
回
し
か
戻
ら
な

か
っ
た
と
さ
れ
る

）
25
（

。

　

実
際
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
が
エ
ジ
プ
ト
に
住
み
始
め
た
頃
、
専
制
批
判

を
巡
っ
て
影
響
を
受
け
た
人
物
と
し
て
、
反
帝
国
主
義
者
で
イ
ス
ラ
ー

ム
改
革
主
義
の
主
唱
者
ジ
ャ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
が

存
在
す
る
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
一
八
七
九
年
に
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で

「
東
洋
の
賢
人
」
と
い
う
有
名
な
講
演
を
行
っ
た
が
、
そ
こ
で
専
制
主

義
を
君
主
の
徳
や
資
質
の
問
題
に
還
元
す
る
伝
統
的
な
思
考
パ
タ
ー
ン

に
囚
わ
れ
な
が
ら
も
、
「
東
洋
の
発
展
を
妨
げ
て
い
る
真
の
原
因
」
と

力
説
し
、
当
時
の
知
識
青
年
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

）
26
（

。
こ
の
講
義
の

聴
衆
者
の
中
に
い
た
青
年
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
後
に
「
ま
る
で
人
民
は
無

で
あ
る
一
方
で
、
王
は
す
べ
て
の
よ
う
だ
。
王
が
起
き
れ
ば
人
民
も
起

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
が
座
れ
ば
人
民
も
座
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
厳
し
い
専
制
批
判
に
感
銘
を
受
け
た
と

回
想
し
て
い
る

）
27
（

。

　

こ
の
講
演
は
、
若
き
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
に
と
っ
て
、
科
学
や
社
会
改
革

に
取
り
組
む
際
に
は
、
自
ら
の
共
同
体
に
即
し
た
独
自
の
問
題
を
設
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
動
機
付
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
時
代
に
生
き
る
欧
州
の
進
化
論
者
と
は
幾
分
異
な
り
、

ア
ラ
ブ
の
思
想
家
に
と
っ
て
、
専
制
主
義
は
あ
く
ま
で
い
ち
早
く
自
ら

克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
現
在
進
行
形
」
の
課
題
で
あ
っ
た
。
シ
ュ

マ
イ
イ
ル
は
初
期
作
品
の
『
進
化
と
進
歩
の
哲
学
』
で
、
教
育
分
野
に

お
い
て
さ
え
、
精
神
的
権
威
が
人
々
の
内
面
や
情
緒
を
支
配
し
、
「
現

状
以
外
の
状
況
は
あ
り
得
な
い
」
と
思
い
込
ま
せ
る
よ
う
な
妄
想
の
恐

怖
を
押
し
つ
け
て
い
る
と
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

今
日
に
至
る
ま
で
社
会
を
支
配
し
て
き
た
の
は
、
専
制
主
義
の
法

則
だ
。
こ
れ
は
自
然
的
社
会
の
法
則
に
は
い
っ
さ
い
適
合
し
な
い
。

社
会
は
自
然
的
法
則
に
よ
っ
て
し
か
改
革
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

）
28
（

。

　

こ
の
「
自
然
社
会
の
法
則
」
と
は
、
既
に
紹
介
し
た
「
社
会
の
生
物

学
的
特
質
」
、
す
な
わ
ち
人
体
に
類
似
し
た
有
機
的
な
社
会
で
あ
る
。
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シ
ュ
マ
イ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
暴
力
や
武
力
に
訴
え
る
し
か
な
い
専
制
者

は
、
社
会
を
「
人
工
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
や
「
生
命
の
な
い
無
機
的
な

シ
ス
テ
ム

）
29
（

」
と
し
か
考
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
市
民
の
意

識
に
よ
る
、
あ
る
い
は
理
性
に
基
づ
い
た
有
機
的
な
結
び
つ
き
は
考
慮

さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
こ
こ
で
「
有
機
的
結
合
」
の
理
解
を
深
め
る
た
め

に
、
英
国
の
進
化
論
者
、
ト
マ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
論

争
を
持
ち
出
し
た
。
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ハ
ク
ス
リ
ー

は
、
専
制
主
義
や
中
央
集
権
化
の
論
理
が
社
会
全
体
に
貫
徹
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
た
め
に
、
「
政
府
」
で
あ
る
「
頭
脳
」
が
、
「
社
会
」
に
相

当
す
る
「
体
全
体
」
の
た
め
を
考
え
、
そ
の
た
め
に
機
能
し
、
「
専
制

的
に
」
支
配
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る

筋
肉
や
腺
、
そ
の
他
の
器
官
は
脳
の
命
令
通
り
に
機
能
し
な
い
の
だ
と

い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
体
の
器
官
に
は
「
内
的
器
官
」

と
「
外
的
器
官
」
の
二
種
類
が
存
在
す
る
と
反
論
し
た
。
す
な
わ
ち
頭

脳
が
直
接
統
制
す
る
の
は
「
外
的
器
官
」
の
み
で
あ
る
一
方
、
「
内
的

器
官
」
に
つ
い
て
は
「
機
能
の
た
め
の
栄
養
を
求
め
る
の
み
で
、
あ
く

ま
で
本
能
の
力
が
必
要
と
さ
れ
る
」
。
有
機
的
な
社
会
に
お
い
て
こ
の

内
的
器
官
、
す
な
わ
ち
栄
養
補
給
と
内
的
循
環
を
担
う
分
野
が
、
自
由

主
義
を
基
盤
と
す
べ
き
商
業
と
産
業
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
で
あ
る

）
30
（

。

　

し
か
し
こ
こ
で
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
、
「
社
会
が
自
由
な
政
府
、
あ
る

い
は
専
制
政
府
を
必
要
と
す
る
か
は
あ
く
ま
で
共
同
体
（um

m
a

）
が

産
業
あ
る
い
は
戦
争
の
ど
ち
ら
を
基
盤
と
し
て
い
る
か
で
異
な
る
」
と

の
見
方
を
示
す
。
こ
こ
に
は
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
専
制
主
義
に
対
す
る
二

つ
の
認
識
が
表
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
東
洋
社
会
が
未
だ
克
服

で
き
な
い
専
制
政
府
と
は
、
自
然
的
法
則
に
逆
行
し
た
「
不
完
全
性
」

の
現
れ
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
に
と
っ

て
、
暴
力
や
強
制
的
な
権
力
行
使
を
伴
う
体
制
と
は
、
「
表
面
的
に
平

和
に
見
え
た
と
し
て
も
、
町
中
に
敵
を
抱
え
た
偽
り
の
平
和
の
よ
う
な

も
の

）
31
（

」
に
過
ぎ
ず
、
い
ず
れ
に
せ
よ
崩
壊
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
の
認
識
も
重
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、

い
く
ら
「
不
完
全
性
」
の
裏
返
し
に
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
そ
こ
か
ら

「
完
全
性
」
に
至
ろ
う
と
す
る
場
合
、
社
会
に
大
き
な
負
担
を
強
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
一
部
の
人
し
か
幸
福
に
し
な
い
「
人
工
的
か
つ
強
制
的
、

時
期
尚
早
で
悪
影
響
が
危
惧
さ
れ
る
不
自
然
な
改
革
」
に
陥
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
は
代
替
と
な
る
新
た
な
秩
序
が
生
ま
れ
る
前
に
、
古
き
秩
序

同
士
の
争
い
に
よ
っ
て
共
同
体
全
体
が
没
落
す
る
よ
う
な
改
革
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
合
理
的
な
社
会
政
策
と
は
、
生
物
の
諸
器
官
に
当
た
る
国
民

一
人
一
人
か
ら
成
る
「
一
般
意
志
」
に
一
致
し
た
自
然
的
、
有
機
的
、

そ
し
て
漸
進
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

社
会
の
物
理
学
か
ら
生
じ
る
大
き
な
結
果
と
し
て
は
、
革
命
よ
り

も
進
化
が
好
ま
し
い
。
進
化
を
生
じ
さ
せ
る
最
も
有
効
な
手
段
は
、

相
互
の
満
足
を
得
た
後
に
漸
進
的
に
し
か
生
み
出
せ
な
い
合
意
だ

）
32
（

。
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実
際
の
と
こ
ろ
晩
年
の
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
、
青
年
ト
ル
コ
人
革
命
や

社
会
主
義
思
想
に
鼓
舞
さ
れ
、
革
命
や
暴
力
の
不
可
避
性
を
是
認
す
る

方
向
に
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
社
会
主
義
は
あ
く
ま
で
欧
州

の
課
題
で
あ
っ
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
や
ア
ラ
ブ
地
域
に
適
用
す
る
の
は

時
期
尚
早
だ
と
も
考
え
て
い
た
。
レ
バ
ノ
ン
地
域
で
幼
少
期
に
は
内
戦

や
動
乱
を
経
験
し
、
さ
ら
に
新
天
地
を
求
め
て
渡
っ
た
先
の
エ
ジ
プ
ト

も
一
八
八
二
年
以
降
は
英
国
の
占
領
下
に
置
か
れ
続
け
て
い
た
。
こ
う

し
た
経
験
に
基
づ
き
「
も
し
社
会
が
人
工
体
で
は
な
く
、
自
然
体
で
あ

る
な
ら
ば
、
外
側
か
ら
で
は
な
く
自
身
の
必
要
性
に
応
じ
て
自
ら
変
容

す
る

）
33
（

」
と
考
え
る
彼
に
と
っ
て
、
自
ら
の
共
同
体
に
必
要
な
の
は
、
革

命
や
飛
躍
で
は
な
く
漸
進
主
義
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
生
物
学
、
唯
物
論
、
社
会
学
的
見

地
に
関
し
て
は
、
発
表
当
時
か
ら
伝
統
主
義
的
な
世
界
観
の
擁
護
者
の

み
な
ら
ず
、
ア
ラ
ブ
世
界
に
お
け
る
近
代
進
化
論
の
担
い
手
か
ら
も
異

論
が
唱
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
『
ム
ク
タ
タ
フ
』
の
編
集
者
サ
ッ
ル
ー

フ
は
、
一
九
一
〇
年
代
ま
で
編
集
を
続
け
る
中
で
、
自
然
発
生
説
を
正

当
化
し
、
人
間
の
精
神
や
道
徳
、
起
源
、
さ
ら
に
信
仰
の
問
題
に
ま
で

踏
み
込
む
進
化
論
に
対
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
好
意
的
で
は
な
か
っ
た

）
34
（

。
ま

た
後
世
の
研
究
に
お
い
て
も
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
思
想
は
、
「
純
理
論

的
に
も
、
従
来
の
哲
学
に
お
い
て
も
、
生
物
学
者
と
し
て
も
、
自
然
科

学
者
と
し
て
も
、
何
ら
目
新
し
い
議
論
を
提
示
し
て
い
な
い

）
35
（

」
と
評
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ヘ
ッ
ケ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
と
比
べ
て
も
、

あ
ら
ゆ
る
議
論
に
お
い
て
留
保
や
慎
重
さ
を
欠
い
て
い
る
と
の
指
摘
も

あ
る
。
ヘ
ッ
ケ
ル
は
自
然
発
生
が
歴
史
上
過
去
に
一
度
起
こ
っ
た
可
能

性
を
示
唆
す
る
が
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
現
在
で
も
実
験
室
や
自
然
界
で

起
こ
り
得
る
と
い
う
立
場
を
支
持
し
た

）
36
（

。
ま
た
ス
ペ
ン
サ
ー
は
人
間
個

体
か
ら
有
機
的
な
社
会
を
類
推
す
る
場
合
、
前
者
の
対
称
性
と
後
者
の

非
対
称
性
等
々
と
さ
ま
ざ
ま
な
留
保
条
件
を
挙
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
た
だ
両
者
の
類
似
性
の
み
を
強
調
す
る
だ
け
で
あ
っ

た
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
思
想
全
体
が
時
代
の
限
界
に
規

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
に
依
拠
す
る

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
唯
物
論
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
「
平
凡
で
俗

流
）
37
（

」
と
言
わ
れ
た
「
機
械
的
唯
物
論
」
で
あ
り
、
決
し
て
歴
史
弁
証
法

的
唯
物
論
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
認
識
に
は
、

社
会
自
体
が
歴
史
的
な
発
展
の
論
理
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
矛
盾
を
抱
え

る
と
い
う
認
識
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た

）
38
（

。

　

し
か
し
、
果
た
し
て
こ
れ
は
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
が
個
人
と
し
て
抱
え
て

い
た
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
代
に
支
配
的
で
あ
っ
た
観
念
や
精
神
を

検
討
せ
ず
し
て
、
彼
の
思
想
を
立
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
湧
く
。
逆
に
言
え
ば
、
当
時
の
ア
ラ
ブ

思
想
家
に
共
有
さ
れ
て
き
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
照
ら
す
こ
と
で
、
専
制
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主
義
の
克
服
と
社
会
改
革
の
促
進
を
求
め
た
近
代
進
化
論
者
の
試
行
錯

誤
の
中
に
、
独
自
の
貢
献
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　

改
革
実
践
の
た
め
の
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

１　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
拒
否
か
ら
調
和
派
へ

　

ア
ラ
ブ
世
界
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
が
紹
介
さ
れ
、
生
物
変
移
や
進
化
、

進
歩
と
い
う
観
念
が
広
く
流
通
し
始
め
る
と
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
よ
う

な
進
化
論
者
は
当
然
の
如
く
、
伝
統
主
義
的
な
立
場
か
ら
厳
し
く
批
判

さ
れ
た
。
欧
米
諸
国
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
者
が
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク

陣
営
か
ら
厳
し
い
反
論
を
受
け
た
の
と
同
じ
く
、
ア
ラ
ブ
世
界
で
も
『
ム

ク
タ
タ
フ
』
や
『
ヒ
ラ
ー
ル
』
（A

l-H
il āl

、
三
日
月
）
と
い
っ
た
雑
誌
は

キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム
の
双
方
の
宗
教
家
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
。

　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
拒
否
と
い
う
意
味
で
は
、
「
ル
イ
ス
事
件
」
か
ら

間
も
な
い
一
八
八
六
年
に
シ
リ
ア
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
大
学
の
神
学
教

授
イ
ブ
ラ
ヒ
ー
ム
・
ホ
ウ
ラ
ー
ニ
ー
が
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
を
拒
否
す

る
確
信
的
真
実
』
と
い
う
著
作
で
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
を
非
難
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
般
的
に
有
名
な
著
作
と
は
、
一
八
八
一
年

に
ペ
ル
シ
ア
語
で
出
版
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
『
唯
物
主
義
者
へ
の

反
論

）
39
（

』
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
近
代
進
化
論
の
受
容
に

つ
い
て
語
る
際
に
必
ず
言
及
さ
れ
て
き
た
こ
の
作
品
は
、
一
八
八
五
年

に
弟
子
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
に
よ
っ
て
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
さ

れ
た
こ
と
で
ア
ラ
ブ
世
界
に
も
広
く
認
知
さ
れ
、
後
の
進
化
論
者
に

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
『
解
説
』
と
合
わ
せ
て
必
ず
読
み
返
さ
れ
て
き
た
。

ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
同
著
で
英
国
に
か
ぶ
れ
た
イ
ン
ド
の
思
想
家
サ
イ
イ

ド
・
ア
フ
マ
ド
・
ハ
ー
ン
に
代
表
さ
れ
る
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
主
義
者
」
あ

る
い
は
「
唯
物
主
義
者
」
（al-dahriy ūn

）
に
対
し
て
反
論
を
試
み
た
。

ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
と
は
「
人
間
の
起
源
は

猿
」
と
断
定
し
、
ノ
ミ
が
長
い
年
月
を
経
て
徐
々
に
象
に
化
け
る
と
説

明
す
る
よ
う
な
言
説
で
あ
る
。
た
と
え
ば
獲
得
形
質
の
遺
伝
に
つ
い
て

は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人
や
ア
ラ
ブ
人
は
数
千
年
に
わ
た
っ
て
割
礼
を
施
し
て

き
た
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
割
礼
さ
れ
た
ま
ま
生
ま
れ
た
者
は
い
な
い

の
だ
か
ら
、
根
拠
薄
弱
な
議
論
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
見
解
を
巡
っ
て
、

後
の
研
究
者
か
ら
は
、
断
片
的
知
識
に
依
拠
し
た
「
馬
鹿
げ
た
発
言

）
40
（

」

と
評
さ
れ
た
一
方
、
イ
ン
ド
や
エ
ジ
プ
ト
と
い
っ
た
東
洋
諸
国
が
大
英

帝
国
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
中
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
土
着
の
価
値
体

系
を
基
盤
と
し
た
抵
抗
の
試
み
で
あ
り
、
「
影
響
力
の
大
き
さ
を
無
視

し
得
な
い
」
と
も
指
摘
さ
れ
た

）
41
（

。

　

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
「
拒
絶
」
の
時
代
が
長
く
続
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
に
つ
い
て
独
自
の
思
索
を
深
め
て
い
っ
た
の

は
、
啓
示
と
理
性
の
融
合
を
説
く
「
調
和
学
派
」
で
あ
っ
た
。
一
八
八

七
年
に
は
レ
バ
ノ
ン
の
シ
ー
ア
派
学
者
フ
サ
イ
ン
・
ジ
ス
ル
が
『
イ
ス

ラ
ー
ム
法
の
真
実
に
関
す
る
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
と
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い
う
著
書
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
と
イ
ス
ラ
ー
ム
は
何
ら
矛
盾
し
な
い

と
い
う
持
論
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
ジ
ス
ル
に
よ
れ
ば
、
自
然
選
択

と
は
絶
滅
さ
せ
る
種
と
生
存
さ
せ
る
種
を
選
ん
だ
ア
ッ
ラ
ー
の
選
択
の

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
自
発
的
変
異
や
獲
得
形
質
の
遺
伝
、
生
存
競
争
な

ど
も
ア
ッ
ラ
ー
の
知
恵
が
及
ぼ
す
効
果
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う

）
42
（

。
実
際
、

ジ
ス
ル
の
議
論
は
欧
米
の
議
論
と
同
様
に
、
生
物
の
複
雑
な
形
や
適
用

の
あ
り
方
に
造
物
主
の
知
恵
と
慈
悲
を
み
る
「
神
の
デ
ザ
イ
ン
論

）
43
（

」
に

近
づ
い
て
い
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
双
方

の
宗
教
家
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
と
の
調
和
を
求
め
て
聖
書
や
ク
ル

ア
ー
ン
の
章
句
の
中
に
進
化
論
的
な
記
述
を
再
発
見
す
る
こ
と
で
、
こ

の
デ
ザ
イ
ン
論
を
い
っ
そ
う
支
持
す
る
立
場
に
向
か
っ
た

）
44
（

。

　

こ
う
し
て
十
九
世
紀
末
に
至
る
ま
で
に
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
弟
子
達
に

よ
っ
て
進
化
論
を
巡
る
新
た
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
っ
た
。
弟
子
の

代
表
格
た
る
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
は
ク
ル
ア
ー
ン
の
現
代
的
な
解

釈
を
試
み
る
中
で
、
「
も
し
ア
ッ
ラ
ー
が
人
間
を
お
互
い
に
牽
制
し
合

う
よ
う
に
仕
向
け
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
地
上
は
腐
敗
し
き
っ
て
い
た
だ

ろ
う
」（
二
―
二
五
一
）
と
い
う
章
句
に
「
生
存
競
争
」
や
「
自
然
選
択
」

を
は
じ
め
と
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
の
論
理
を
見
出
だ
し
た
。
ア
ブ

ド
ゥ
の
教
え
と
し
て
そ
の
弟
子
の
ラ
シ
ー
ド
・
リ
ダ
ー
は
次
の
よ
う
に

解
説
す
る
。

　

ア
ッ
ラ
ー
が
「
地
上
を
腐
敗
さ
せ
た
」
と
い
う
章
句
は
、
社
会
学

者
が
語
る
「
自
然
選
択
」
や
「
適
者
生
存
」
な
ど
と
同
じ
原
理
を
説

明
し
て
い
る
。
ア
ッ
ラ
ー
は
人
間
に
対
し
、
権
利
や
利
益
を
求
め
て

互
い
に
競
い
合
わ
せ
た
。
こ
れ
が
大
地
を
腐
敗
さ
せ
な
い
、
す
な
わ

ち
正
当
性
と
適
性
を
備
え
た
者
が
生
き
残
る
原
理
だ

）
45
（

。

　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
に
限
ら
ず
、
近
代
科
学
の
成
果
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の

教
義
の
中
に
発
見
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
当
時
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主

義
者
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
。
専
制
の
性
質
を
解
明
し
よ
う
と
試

み
た
ア
レ
ッ
ポ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
家
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
・
カ

ワ
ー
キ
ビ
ー
も
、
過
去
数
世
紀
の
近
代
科
学
の
叡
智
が
ク
ル
ア
ー
ン
に

記
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
た
と
え
ば
不
活
性
物
質
か
ら
人
間
が
進
化

し
た
と
い
う
一
元
論
は
、
「
ア
ッ
ラ
ー
は
人
間
を
、
精
選
し
た
泥
か
ら

創
造
し
た
」
（
二
十
三
―
十
二
）
と
い
う
章
句
に
示
さ
れ
て
い
る
と
説
明

し
た

）
46
（

。
啓
示
を
思
想
の
軸
足
と
し
て
い
る
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
「
自
然

の
法
則
」
と
は
ま
さ
に
シ
ャ
リ
ー
ア
（
イ
ス
ラ
ー
ム
の
法
や
秩
序
）
に
他

な
ら
ず
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
記
述
に
近
代
科
学
や
進
化
論
的
見
地
が
見
出

せ
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
固
有
の
価
値
体
系
が
揺
ら
ぐ
時
代
の
中
で
、

改
革
主
義
者
に
と
っ
て
基
本
的
な
動
機
は
、
伝
統
的
な
世
界
観
の
内
側

に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
ま
た
神
秘
主
義
や
唯
心
論
に
も
陥
る
こ
と
な
く
、

逆
に
自
然
科
学
的
見
地
と
の
融
合
を
積
極
的
に
求
め
る
こ
と
で
、
弁
証

法
的
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
救
い
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。



社会思想史研究　No. 38　2014

●　136

２　

イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
と
の
共
通
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　

そ
れ
で
は
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
「
論
敵
」
と
な
る
は
ず
の
自
然
科

学
還
元
主
義
者
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
は
じ
め
と
す
る
宗

教
一
般
に
対
し
て
い
か
な
る
見
解
を
示
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ュ

マ
イ
イ
ル
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
を
紹
介
し
始
め
た
頃
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ

ク
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
家
か
ら
激
し
く
攻
撃
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、

科
学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
慎
重
な
発
言
を
続
け
て
き
た
。
そ
の

基
本
的
な
態
度
は
、
科
学
と
宗
教
の
双
方
に
対
す
る
寛
容
と
尊
重
で
あ

る
。
「
宗
教
は
科
学
に
敵
対
す
る
こ
と
は
な
く
、
両
者
を
傷
つ
け
る
よ

う
な
争
い
は
し
て
は
な
ら
な
い
。
宗
教
は
こ
れ
を
望
む
も
の
で
は
な
い

）
47
（

」
。

要
す
る
に
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
に
と
っ
て
科
学
に
せ
よ
、
宗
教
に
せ
よ
、
両

者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
領
域
が
存
在
し
、
そ
の
固
有
性
に
お
い
て
価

値
が
生
じ
て
い
る
以
上
、
お
互
い
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
利
用
す
る

も
の
で
あ
れ
、
お
互
い
を
貶
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
、
教
育
機
関
に
お
い
て
宗
教
教
育
を
排
除

す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
な
ど
、
当
時
の
宗
教
家
か
ら
す
れ
ば
、
相
容
れ

な
い
実
践
的
立
場
を
維
持
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
シ
ュ

マ
イ
イ
ル
が
批
判
の
対
象
と
し
て
き
た
の
は
、
宗
教
そ
の
も
の
と
い
う

よ
り
は
宗
教
権
力
や
一
種
の
狂
信
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
主
流
の

宗
教
家
と
さ
ほ
ど
基
本
的
立
場
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
興
味
深

い
こ
と
に
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
記
述
の
中
に
は
結
果
的
に
、
ユ
ダ
ヤ
教

や
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
幾
分
擁
護
し
て
い
る
部
分
が

み
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　

ユ
ダ
ヤ
教
の
法
は
、
実
践
的
で
唯
物
的
だ
が
不
完
全
だ
。
キ
リ
ス

ト
教
の
法
は
、
叡
智
と
道
徳
的
教
訓
を
重
ん
じ
て
い
る
が
、
現
世
以

上
に
精
神
世
界
に
目
を
向
け
て
い
る
。
反
対
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
法

は
、
社
会
的
、
実
践
的
、
唯
物
的
、
法
学
的
な
意
味
で
真
正
の
シ
ス

テ
ム
だ

）
48
（

。

　

か
つ
て
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
に
「
西
欧
学
者
の
盲
目
的
な
物
ま
ね
」
と
評

さ
れ
た
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
が
、
「
社
会
的
宗
教
」
を
強
調
す
る
と
き
、
イ

ス
ラ
ー
ム
改
革
者
は
ま
さ
に
溜
飲
を
下
げ
た
で
あ
ろ
う

）
49
（

。
後
に
汎
イ
ス

ラ
ー
ム
主
義
の
結
集
点
と
な
っ
た
『
マ
ナ
ー
ル
』
誌
で
は
、
シ
ュ
マ
イ

イ
ル
は
思
想
家
と
し
て
、
社
会
改
革
家
と
し
て
大
い
に
絶
賛
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
編
集
長
の
リ
ダ
ー
は
、
「
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
が
進
化
論
を
広

め
る
た
め
に
創
造
説
を
否
定
し
、
天
啓
宗
教
に
対
し
て
戦
争
を
仕
掛
け

て
い
る
」
と
い
う
他
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
批
判
に
反
論
し
、
彼
を
全

面
的
に
擁
護
す
る
論
陣
を
張
っ
た
。
リ
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
マ
イ
イ

ル
は
若
き
頃
渡
仏
し
た
際
に
唯
物
論
に
か
ぶ
れ
た
と
は
い
え
、
幼
少
期

に
レ
バ
ノ
ン
で
受
け
た
宗
教
教
育
に
よ
っ
て
道
徳
心
を
失
う
こ
と
は
な

く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
間
で
も
限
り
な
く
寛
容
か
つ
公
正
な
人
物
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
は
そ
も
そ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
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と
矛
盾
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
自
分
の
主
張
と
は
異
な
る
言

わ
れ
な
き
咎
を
受
け
て
い
る
。
実
際
に
は
「
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
博
士
は
ク

ル
ア
ー
ン
の
宗
教
の
他
に
人
類
の
公
益
に
即
し
た
社
会
的
宗
教
は
な

い
」
と
イ
ス
ラ
ー
ム
を
擁
護
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る

）
50
（

。
し
か
し
、

ア
ラ
ブ
の
近
代
進
化
論
者
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
が
、
こ
こ
ま
で
イ
ス
ラ
ー
ム

改
革
主
義
者
に
擁
護
さ
れ
る
の
も
、
当
時
の
ア
ラ
ブ
思
想
家
に
共
有
さ

れ
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
す
れ
ば
あ
る
意
味
当
然
で
あ
っ
た
。

　

第
一
に
、
近
代
進
化
論
が
ナ
フ
ダ
（
復
興
）
と
い
う
観
念
と
親
和
性

を
有
し
た
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
本
論
で
既
に
み
た
よ
う
に
、
シ
ュ

マ
イ
イ
ル
は
、
決
し
て
西
欧
近
代
思
想
の
紹
介
者
に
留
ま
ら
ず
、
進
化

論
を
中
世
の
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
で
語
ら
れ
て
い
た
も
の
、
自

分
達
の
伝
統
と
し
て
論
じ
た
。
こ
う
し
た
蓄
積
さ
れ
た
価
値
を
固
有
の

伝
統
と
し
て
想
起
す
る
こ
と
で
、
欧
州
列
強
の
影
響
下
に
お
い
て
自
分

達
の
後
進
性
を
克
服
す
る
精
神
的
基
盤
に
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
、
同

時
代
の
思
想
家
に
共
通
し
て
み
ら
れ
た
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
第
二
に
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
に
お
け
る
功
利
主
義
的

な
態
度
は
、
ま
さ
に
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
に
お
け
る
実
用
主
義
的
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
一
致
し
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
「
人
間
が
自
ら

の
行
動
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
」
と
い
う
原
則
に
基
づ
き
、
能
力
に

応
じ
た
実
践
、
す
な
わ
ち
「
イ
ジ
ュ
テ
ィ
ハ
ー
ド
」
（
努
力
）
を
求
め

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
は
そ
の
知
識
の
内
在
的
価

値
と
同
時
に
、
信
者
の
実
践
の
た
め
に
「
有
用
か
、
否
か
」
と
い
う
外

的
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
や
ア
ブ
ド
ゥ
が
、
専

制
主
義
に
つ
い
て
人
間
を
善
行
に
導
く
た
め
に
「
使
え
る
」と
語
り
、「
公

正
な
専
制
者
」
の
必
要
悪
を
説
い
た
の
も

）
51
（

、
こ
う
し
た
実
用
主
義
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
産
物
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
改
革
主
義
者
に
と
っ
て
知

識
は
認
識
の
た
め
の
体
系
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
役
立
て
る
た
め
の

体
系
な
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
自
身
は
専
制
主
義
と
い
う
概
念
に
ま
で
実
用
性
を
求

め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
功
利
主
義
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主

義
者
に
限
ら
ず
、
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
を
含
め
て
同
時
代
の
思
想
家
に
共
通

し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
、
『
進
化
と
進
歩

の
哲
学
』
に
お
い
て
冒
頭
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
［
進
化
と
進
歩
の
哲
学
］
は
す
べ
て
、
人
類
が
世
界
の
強
固

な
土
台
に
支
え
ら
れ
た
社
会
を
建
設
す
る
た
め
に
実
践
的
か
つ
有
用

で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
だ
。
自
然
界
に
お
け
る
最
小
限
の
事
物

が
、
最
大
限
の
実
用
性
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
軽
視
で
き
る
も
の

な
ど
何
も
な
く
、
す
べ
て
は
人
間
の
目
的
の
た
め
に
使
え
る
の
だ

）
52
（

。

　

「
人
間
の
目
的
」
、
こ
れ
が
第
三
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
シ
ュ
マ
イ
イ

ル
の
理
想
主
義
的
、
目
的
論
的
な
立
場
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
の
欧
米

の
社
会
進
化
論
者
に
学
ん
だ
面
も
あ
る
に
せ
よ
、
自
ら
の
共
同
体
の
イ

ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
共
有
し
た
面
も
少
な
く
な
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い
。
と
り
わ
け
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
流
れ
は
、
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に

お
い
て
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
『
有
徳
都
市
住
民
が
持
つ
見
解
の
諸
原
理
』

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
理
想
国
家
論
に
結
実
し
た
。
個
々
人
の
道
徳
心

や
公
正
さ
が
高
ま
れ
ば
、
社
会
に
「
法
の
秩
序
」
が
浸
透
し
、
集
団
的

知
性
に
よ
っ
て
個
人
の
過
ち
が
正
さ
れ
、
私
益
よ
り
も
公
益
が
優
先
さ

れ
る
よ
う
な
統
治
形
態
が
生
ま
れ
る

）
53
（

。
こ
う
し
て
哲
人
政
治
や
法
治
主

義
が
実
現
す
る
と
い
う
予
定
調
和
的
な
観
念
は
、
中
世
に
限
ら
ず
、
十

九
世
紀
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
か
ら
今
日
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
家

に
至
る
ま
で
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。

　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
は
、
進
化
が
個
体
間
の
僅
か
な
差
異
の
累
積
に

よ
っ
て
生
じ
る
と
考
え
、
予
め
決
め
ら
れ
た
目
標
に
向
か
う
と
い
う
見

方
に
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
ア
ラ
ブ
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
者
シ
ュ
マ
イ

イ
ル
も
自
然
界
に
お
い
て
目
的
論
に
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
社
会
発
展

に
つ
い
て
は
目
的
論
的
解
釈
以
外
に
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
シ
ュ
マ
イ

イ
ル
の
頭
に
は
、
「
諸
国
や
言
語
が
統
一
さ
れ
、
真
の
人
間
主
義
が
広

ま
り
、
人
類
皆
同
胞
と
な
り
、
世
界
が
一
つ
の
祖
国
と
な
る
と
き
、
こ

の
自
然
科
学
は
も
は
や
成
長
し
な
い

）
54
（

」
と
い
う
科
学
の
究
極
状
況
が
常

に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
社
会
発
展
史
観
が
ス

ペ
ン
サ
ー
の
理
想
主
義
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
親
和
し
た
の
は
必
然
で

あ
っ
た

）
55
（

。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
実
践
的
な
態
度
や
行
動
は
、
同
じ

「
共
同
体
の
申
し
子
」
（ibn al-balad

）
に
共
有
さ
れ
た
諸
観
念
に
支
え

ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
ア
ラ
ブ
世
界
で
社
会
改
革
者
、
反
骨
の

知
識
人
と
し
て
の
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
評
価
は
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
は
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
の
専
制

体
制
下
で
公
開
書
簡
『
苦
情
と
希
望
』
（
一
八
九
六
年
）
に
て
、
帝
国
衰

退
の
原
因
を
科
学
と
公
正
と
自
由
の
欠
如
に
求
め
た
。
そ
し
て
、
君
主

自
ら
が
支
配
の
正
当
化
の
た
め
に
利
用
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
に

「
協
議
」
（sh ūr ā

）
の
教
え
が
あ
る
と
説
き
、
一
八
七
八
年
に
閉
会
さ

れ
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
議
会
の
再
開
を
訴
え
た
。
い
わ
ば
唯
物
論
者
・
進

化
論
者
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
価
値
に
強
く
訴
え
か
け
た
わ
け
で
あ
る
。
さ

ら
に
言
語
改
革
に
お
い
て
は
近
代
知
識
に
ふ
さ
わ
し
い
ア
ラ
ビ
ア
語
語

彙
を
生
み
出
す
こ
と
に
尽
力
し
、
ま
た
司
法
改
革
に
お
い
て
は
刑
務
所

の
状
況
改
善
と
受
刑
者
の
再
教
育
の
必
要
性
を
説
い
た
。
加
え
て
シ
ュ

マ
イ
イ
ル
は
、
「
適
者
生
存
」
の
立
場
か
ら
国
家
防
衛
の
た
め
の
軍
備

増
強
は
不
可
欠
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
が
、
第
一
次
大
戦
に
お
け
る
ド

イ
ツ
の
侵
略
主
義
に
違
和
感
を
覚
え
、
多
数
の
ド
イ
ツ
人
有
識
者
が
こ

の
戦
争
を
支
持
す
る
宣
言
に
署
名
し
た
こ
と
に
憤
っ
た
。
ヘ
ッ
ケ
ル
に

送
っ
た
と
さ
れ
る
公
開
書
簡
で
は
、
「
ヘ
ッ
ケ
ル
博
士
、
私
は
貴
殿
が

署
名
し
て
い
な
い
と
信
じ
続
け
ま
す

）
56
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
共
有
さ
れ
た
精
神
に
照
ら
す
と
き
、

専
制
批
判
と
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
間
に
い
か
な
る
関
係
性
が
見
出

せ
る
だ
ろ
う
か
。
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３　

共
通
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
専
制
批
判

　

も
し
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
専
制
批
判
を
含
む
社
会
認
識
の
歩
み

に
大
き
く
貢
献
し
た
と
す
れ
ば
、「
連
な
り
」
（silsila

）
の
認
識
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
連
続
性
の
意
識
は
、
無
機
物
か
ら
下
等
植
物
、

高
等
植
物
、
植
虫
類
、
下
等
動
物
、
高
等
動
物
、
そ
し
て
人
間
と
配
列

す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
自
然
の
階
段
」
に
ま
で
遡
る
。
十
八
世
紀

欧
州
に
お
い
て
、
跳
躍
も
な
け
れ
ば
切
れ
目
も
な
い
連
続
性
に
つ
い
て

世
界
の
「
調
和
一
般
の
原
理
」
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
た
。
数
学
に
お

い
て
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
微
分
法
が
発
見
さ
れ
、
生
物
学
に
お

い
て
は
ボ
ネ
ー
に
よ
っ
て
元
素
、
鉱
物
、
植
物
、
動
物
の
系
列
的
な
階

段
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
さ
ら
に
十
九
世
紀
に
は
コ
ン
ト
に
よ
っ
て
数

学
、
天
文
学
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
社
会
学
が
順
次
神
学
的
、

形
而
上
的
、
実
証
的
段
階
に
入
っ
て
い
く
「
一
つ
の
不
動
の
序
列

）
57
（

」
と

し
て
提
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
連
鎖
性
の
意
識
は
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
哲

学
に
お
い
て
神
か
ら
知
性
や
霊
魂
、
第
一
質
料
、
第
二
質
料
と
連
な
る

「
段
階
的
流
出
論
」
な
ど
と
し
て
展
開
さ
れ
た
が
、
一
八
七
〇
年
代
に

ア
ラ
ブ
世
界
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
が
紹
介
さ
れ
始
め
て
か
ら
も
改
め
て

強
調
さ
れ
た
。
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
も
ま
た
、
「
世
界
の
す
べ
て
は
、
連
続

性
を
帯
び
て
い
る
。
物
質
的
な
世
界
で
も
、
精
神
的
な
世
界
で
も
同
じ

だ
」
と
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
永
続
性
を
秘
め
た
物
質
で
あ
れ
、
無
数

の
有
機
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
構
成
さ
れ
る
社
会
で
あ
れ
、
「
最
初
の

輪
が
別
の
輪
に
次
々
と
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
、
あ
る
い
は
ど
こ
で

始
ま
っ
て
ど
こ
で
終
わ
る
か
分
か
ら
な
い
円
周

）
58
（

」
の
よ
う
な
連
な
り
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
連
な
り
の
意
識
は
、
専
制
体
制
の
階
層
構
造
に
対
す
る
認

識
を
深
め
る
上
で
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
ス
ペ
ン
サ
ー
は
『
社
会
静
学
』
に
お
い
て
、
「
国
家
の
専
制
主

義
は
、
家
族
の
専
制
主
義
と
結
び
つ
い
て
い
る

）
59
（

」
と
指
摘
し
た
。
近
代

ア
ラ
ブ
思
想
の
場
合
、
家
族
関
係
の
中
に
ま
で
「
専
制
主
義
」
を
見
出

す
と
い
う
発
想
は
、
少
な
く
と
も
一
八
六
〇
年
代
ま
で
の
思
想
家
に
は

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。と
こ
ろ
が
七
十
年
代
に
入
り
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー

が
人
間
社
会
を
人
間
の
体
や
器
官
に
例
え
始
め
、
九
十
年
代
ま
で
に
多

く
の
思
想
家
が
家
族
や
部
族
、
地
域
社
会
か
ら
国
家
機
構
、
国
民
全
体

に
至
る
ま
で
専
制
主
義
や
権
威
主
義
が
連
鎖
的
に
浸
透
し
て
い
る
と
論

じ
た
。
た
と
え
ば
ア
ブ
ド
ゥ
は
エ
ジ
プ
ト
の
専
制
主
義
が
、
国
家
指
導

者
か
ら
、
地
方
や
地
域
、
市
町
村
レ
ベ
ル
の
支
配
者
へ
と
さ
ま
ざ
ま
に

枝
分
か
れ
し
、
「
民
衆
に
僅
か
に
残
さ
れ
た
財
産
や
日
々
の
糧
ま
で
を

も
奪
い
取
っ
て
い
っ
た
」
と
す
る
「
抑
圧
移
譲
の
原
理
」
（
丸
山
眞
男
）

を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

　

政
府
の
職
員
や
行
政
の
役
人
は
、
略
奪
と
収
奪
の
「
連
な
り
」
を

具
現
化
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
な
り
は
、
強
大
な
グ
ル
ー
プ

か
ら
弱
小
な
グ
ル
ー
プ
に
至
る
ま
で
段
階
的
に
抑
圧
を
広
め
、
最
終

的
に
惨
め
な
農
民
に
ま
で
達
す
る
…
…
そ
れ
に
よ
り
支
配
者
は
、「
連
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な
り
」
の
末
端
に
至
る
ま
で
掌
握
す
る
の
だ

）
60
（

。

　

逆
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
支
配
と
被
支
配
の
連
続
性
に
対
す
る
認
識

か
ら
漸
進
主
義
が
強
調
さ
れ
る
の
も
必
然
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
社
会
有

機
体
説
を
引
き
合
い
に
出
し
て
漸
進
主
義
を
最
も
強
調
し
た
の
が
シ
ュ

マ
イ
イ
ル
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
も
総
じ
て

漸
進
主
義
を
主
張
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
社
会
が
無
数
に
連
な
っ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
連
な
り
の
末
端
の
個
々
人
が
徐
々
に
意
識
化
と

自
己
変
革
を
成
し
遂
げ
な
が
ら
階
層
性
を
遡
り
、
構
造
全
体
の
変
革
に

つ
な
げ
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
専
制
の

性
質
』
に
お
い
て
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
は
次
の
よ
う
に
力
説
す
る
。

　

専
制
政
治
は
激
し
い
力
を
も
っ
て
抵
抗
で
き
ず
、
知
恵
を
絞
り
な

が
ら
漸
進
的
な
形
で
し
か
抵
抗
で
き
な
い
。
専
制
政
治
の
根
を
断
ち

切
る
た
め
の
唯
一
の
有
効
な
方
法
と
は
、
国
民
が
認
識
と
感
性
を
深

め
る
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
教
育
と
学
問
の
奨
励
に
よ
っ

て
し
か
為
し
え
な
い

）
61
（

。

　

シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
社
会
有
機
体
説
か
ら
の
専
制
批
判
も
、
こ
う
し
た

当
時
共
有
さ
れ
て
い
た
「
連
な
り
」
の
意
識
に
お
い
て
、
よ
り
深
い
意

味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
ド
レ
フ
ェ
ス
裁
判
の
政
治
性
を
批
判
す
る
シ
ュ
マ

イ
イ
ル
は
、
「
待
た
れ
る
革
命
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
民
が
勝
利
す
る
革

命
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
国
民
が
政
府
や
体
制
に
対
し
て
共

に
勝
利
し
、
近
代
の
精
神
に
最
も
適
し
た
も
の
を
実
現
す
べ
き
だ

）
62
（

」
と

高
き
理
想
を
語
る
。
革
命
よ
り
も
漸
進
的
変
革
を
求
め
た
は
ず
の
シ
ュ

マ
イ
イ
ル
も
、
そ
の
「
連
な
り
」
が
国
際
的
に
実
現
す
る
限
り
に
お
い

て
は
革
命
を
是
認
す
る
の
で
あ
る
。

　

進
化
論
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
既
存
の
議
論
に
吸
収
さ
れ
た
り
、

時
代
や
社
会
に
固
有
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
取
り
込
ま
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
こ
で
は
単
に
「
人
間
の
起
源
が
猿
か
、
否
か
」
と
い
っ
た
素
朴

な
問
い
に
留
ま
ら
ず
、
進
化
思
想
を
支
え
る
観
念
や
も
の
の
見
方
が
丸

ご
と
受
容
さ
れ
、
独
自
か
つ
主
体
的
な
読
み
替
え
が
実
践
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
取
捨
選
択
は
既
存
の
見
方
や
断
片
的
な
知
識
に
留
ま
っ
た
場
合
で

あ
れ
、
思
想
体
系
を
部
分
的
に
再
編
し
た
場
合
で
あ
れ
、
新
た
な
社
会

認
識
を
深
め
る
一
助
と
な
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に

お
い
て
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
の
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ア
ラ
ブ
思
想
家

の
共
通
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
専
制
批
判
に
独
自
の
貢
献
を
果
た
し

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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は
じ
め
に

　

近
年
、
「
社
会
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
が
、
福
祉
国
家
の
思
想
史

研
究
の
分
野
で
注
目
を
集
め
て
い
る

）
1
（

。
第
一
義
的
に
は
個
人
の
生
命
や

生
活
の
保
障
、
欲
求
充
足
の
た
め
の
物
質
的
基
礎
に
か
か
わ
る
概
念
で

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
論
者
に
よ
っ
て
様
々
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
の
ね
ら
い
を
示
す
た
め
に
、
こ
の
概
念
を
め
ぐ
る
研
究
史
の
若
干

の
整
理
を
は
じ
め
に
行
っ
て
お
き
た
い
。

　

「
社
会
的
な
も
の
」
は
、
第
一
に
、
社
会
現
象
に
働
き
か
け
る
実
践

の
次
元
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貧
困
や
犯
罪
等
の
「
社
会

問
題
」
を
克
服
す
る
目
的
で
公
権
力
が
担
う
「
社
会
政
策
」
が
、
経
済

政
策
や
政
治
制
度
改
革
と
は
区
別
さ
れ
る
「
社
会
的
な
も
の
」
と
し
て

理
解
さ
れ
て
き
た

）
2
（

。
第
二
に
、
「
社
会
的
な
も
の
」
は
領
域
的
な
概
念

と
し
て
も
認
識
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
政
治
的
な
も
の
」
と
し
て
の
国

家
＝
公
共
領
域
や
「
経
済
的
な
も
の
」
と
し
て
の
市
場
と
は
区
別
さ
れ

る
、
生
存
・
生
活
が
問
題
と
な
る
「
社
会
」
領
域
と
し
て
把
握
さ
れ
る

）
3
（

。

第
三
に
、「
社
会
的
な
も
の
」
は
思
想
や
理
念
と
し
て
も
理
解
さ
れ
う
る
。

と
り
わ
け
、
「
社
会
問
題
」
が
認
識
さ
れ
始
め
た
十
九
世
紀
前
半
か
ら

福
祉
国
家
が
形
成
さ
れ
る
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
や
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
、
「
社
会
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
指
し
示
し
た
諸
々
の

政
治
的
理
念
が
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た

）
4
（

。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
れ
ら

の
諸
点
は
し
ば
し
ば
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
も
き
た
。
す
な
わ
ち
連

帯
や
平
等
と
い
っ
た
政
治
的
理
念
と
、
こ
れ
ら
の
理
念
に
基
づ
き
つ
つ

〈
公
募
論
文
〉

初
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
と
「
社
会
的
な
も
の
」

【
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
思
想
史
の
一
断
面
】

寺
尾
範
野
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社
会
問
題
克
服
の
た
め
に
行
わ
れ
た
諸
実
践
、
ま
た
そ
の
際
に
観
念
さ

れ
た
社
会
像
の
相
互
連
関
の
様
態
も
、
「
社
会
的
な
も
の
」
の
研
究
で

は
焦
点
と
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
社
会
的
な
も
の
」
の
研
究
で
見
ら
れ
る
特

筆
す
べ
き
事
態
と
し
て
、
「
社
会
」
を
第
一
義
的
な
研
究
対
象
と
し
て

き
た
は
ず
の
社
会
学
の
存
在
感
の
弱
さ
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
こ
の
間
に

「
社
会
的
な
も
の
」
の
研
究
を
先
導
し
て
き
た
論
者
の
一
人
で
あ
る
市

野
川
容
孝
は
、
「
社
会
学
的
忘
却
」
の
概
念
を
用
い
て
そ
の
説
明
を
試

み
て
い
る

）
5
（

。
市
野
川
に
よ
れ
ば
、
福
祉
国
家
形
成
期
（
十
九
―
二
十
世

紀
の
世
紀
転
換
期
）
の
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
社
会
学
の
制
度
化
も

ま
た
見
ら
れ
、
社
会
学
は
社
会
科
学
の
一
部
門
と
し
て
自
己
規
定
す
る

過
程
で
「
社
会
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
脱
規
範
化
・
抽
象
化
し
て
い
っ

た
。
そ
の
象
徴
と
し
て
、
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
自
由
原
則
や
E
・

デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
る
「
社
会
的
事
実
」
概
念
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し

て
二
十
世
紀
初
頭
の
社
会
学
は
、
同
時
代
の
社
会
主
義
や
社
会
政
策
学

が
「
社
会
的
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
て
い
た
規
範
的
含
意
を
そ
ぎ
落
と

し
、
も
っ
て
自
ら
を
経
験
科
学
の
一
員
と
任
じ
た
。
「
社
会
学
的
忘
却
」

と
は
、
後
の
社
会
学
者
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
が
忘
却
さ
れ
、
以
後
、
価

値
規
範
そ
の
も
の
も
社
会
学
の
経
験
的
な
研
究
対
象
と
な
っ
た
事
態
を

指
す
と
さ
れ
る
。

　

「
社
会
学
的
忘
却
」
の
概
念
は
、
福
祉
国
家
思
想
史
に
お
け
る
社
会

学
の
存
在
感
の
弱
さ
を
一
面
で
説
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
本
稿

が
光
を
当
て
た
い
の
は
、
福
祉
国
家
思
想
と
社
会
学
の
乖
離
が
当
て
は

0

0

0

ま
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

歴
史
的
・
地
理
的
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
社
会

学
が
福
祉
国
家
思
想
の
展
開
に
独
自
の
仕
方
で
影
響
を
与
え
て
い
た
。

本
稿
の
ね
ら
い
は
、
ま
さ
に
そ
の
思
想
的
連
関
の
様
態
の
解
明
に
あ
る
。

そ
の
ケ
ー
ス
と
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
世

紀
転
換
期
の
イ
ギ
リ
ス
で
あ
り
、
特
に
一
九
〇
三
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
設

立
さ
れ
た
「
社
会
学
会
」
が
主
な
舞
台
と
な
る
。
次
節
で
は
、
ま
ず
イ

ギ
リ
ス
社
会
学
に
対
す
る
既
存
研
究
の
評
価
か
ら
本
稿
に
と
っ
て
重
要

な
論
点
を
抽
出
し
た
後
、
「
社
会
的
な
も
の
」
へ
の
関
心
と
「
社
会
学
」

が
結
び
つ
く
思
想
史
的
背
景
と
し
て
、
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
「
社

会
問
題
」
と
「
社
会
科
学
」
が
い
か
に
認
識
さ
れ
た
か
を
考
察
す
る
。

第
三
節
で
は
、
設
立
時
の
社
会
学
会
の
知
的
状
況
を
、
特
に
そ
の
中
心

人
物
で
あ
っ
た
L
・
T
・
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
社
会
学
に
着
目
し
つ
つ
明
ら

か
に
す
る
。
第
四
節
で
は
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
と
、
彼
と
同
時
代
に
福
祉
国

家
思
想
を
展
開
し
た
二
組
の
思
想
家
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
と
B
・
ボ
ザ
ン

ケ
の
思
想
に
着
目
し
、
彼
ら
に
お
け
る
「
社
会
学
―

社
会
改
革
論
」
の

差
異
と
共
通
点
の
抽
出
を
試
み
た
い
。

一　

研
究
史
・
思
想
史
的
背
景

１　

イ
ギ
リ
ス
社
会
学
の
「
失
敗
」

　

先
行
研
究
で
は
世
紀
転
換
期
の
「
初
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
学

）
6
（

」
は
い
か
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に
評
価
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
そ
れ
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
や
ア
メ
リ
カ
と
比
べ
た
際
の
「
失
敗
」
の
歴
史
と
し
て
語
ら
れ
て

き
た
。
事
実
、
H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
を
除
け
ば
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
社

会
学
者
が
今
日
の
社
会
学
史
研
究
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
そ
の
ス
ペ
ン
サ
ー
も
、
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
「
ス
ペ
ン
サ
ー
は
死

ん
で
い
る

）
7
（

」
と
宣
言
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
は

時
代
遅
れ
の
社
会
学
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
時
代
の
イ
ギ

リ
ス
社
会
学
の
存
在
感
の
弱
さ
の
原
因
は
、
「
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
」
の
不

在
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
組
織
の
面
で
も
、
社
会
学
会
設
立
か

ら
ほ
ど
な
く
し
て
初
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
は
停
滞
状
態
に
陥
っ
た
。
一

九
〇
七
年
に
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス

（
L 

S 

E
）
に
社
会
学
講
座
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
第
二
次

大
戦
後
に
至
る
ま
で
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
社
会
学
が
広
ま
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

歴
史
家
は
こ
れ
ま
で
、
初
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
の
「
失
敗
」
の
原
因

を
、
組
織
史
と
思
想
史
の
双
方
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
組
織
史

の
観
点
か
ら
は
、
社
会
学
会
内
部
の
分
裂
や
、
L 

S 

E
と
社
会
学
会
の

相
互
交
流
の
欠
如
、
L 

S 

E
内
部
で
の
社
会
学
部
と
社
会
行
政
学
部
の

対
立
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た

）
8
（

。
だ
が
、
本
稿
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
社
会
思
想
の
土
壌
そ
の
も
の
に
社
会
学
の
発
展
を
妨
げ
る
要

因
が
存
在
し
た
と
い
う
、
思
想
史
的
解
釈
で
あ
る
。
最
も
影
響
力
あ
る

解
釈
は
、
前
述
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
彼
は
T
・
ホ
ッ

ブ
ズ
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
思
想
の
「
特
筆
す
べ
き
性
質
」
を
、
そ
の

「
個
人
主
義
の
強
さ
」
に
見
出
し
た
。
こ
こ
で
個
人
主
義
と
は
、
一
方

で
は
個
人
の
利
益
や
幸
福
の
た
め
に
社
会
が
い
わ
ば
道
具
と
し
て
存
在

す
る
と
み
な
す
倫
理
的
な
意
味
を
含
む
が
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
思
想
に

と
っ
て
よ
り
本
質
的
で
あ
っ
た
の
は
、
自
己
利
益
を
追
求
す
る
個
人
の

集
合
と
し
て
社
会
を
み
な
す
、
「
社
会
学
的
」
な
意
味
で
の
個
人
主
義

で
あ
っ
た

）
9
（

。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
こ
の
意
味
で
の
個
人
主
義
が
、
手
段
と

目
的
の
連
鎖
の
効
率
化
を
理
性
的
に
志
向
し
う
る
個
人
を
想
定
す
る

「
合
理
主
義
」
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
「
功
利
主
義
」
の
伝
統
を
イ
ギ
リ

ス
に
根
づ
か
せ
た
と
指
摘
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
や
J
・
ロ
ッ
ク
の
社
会
契

約
論
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
古
典
派
経
済
学
、
J
・
ベ
ン
サ
ム
の
心
理

的
快
楽
主
義
、
限
界
革
命
後
の
新
古
典
派
経
済
学
は
、
い
ず
れ
も
こ
の

功
利
主
義
の
伝
統
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た

）
10
（

。

　

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
議
論
を
受
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
学
の
停

滞
を
「
実
証
主
義
の
奇
妙
な
強
さ
」
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
た
の
が
、

歴
史
家
・
政
治
学
者
の
N
・
ア
ナ
ン
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
実
証
主
義
と

は
、
事
実
の
経
験
的
観
察
と
理
論
的
分
析
に
よ
る
法
則
解
明
と
い
う
自

然
科
学
的
な
手
法
に
よ
っ
て
社
会
現
象
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
す
る

立
場
を
指
す
。
ア
ナ
ン
の
要
点
は
、
個
人
主
義
と
実
証
主
義
の
結
び
つ

き
こ
そ
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
V
・
パ
レ
ー
ト
ら
大
陸
の

社
会
学
者
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
「
社
会
構
造
」
―
―
相
互
行
為
の

産
物
と
し
て
の
文
化
や
社
会
制
度
が
行
為
に
反
作
用
的
に
も
た
ら
す
拘
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束
性
―
―
へ
の
視
座
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
流
入
を
妨
げ
た
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た

）
11
（

。

　

パ
ー
ソ
ン
ズ
と
ア
ナ
ン
の
議
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
な
ぜ
経
済
学
が
発

展
し
、
な
ぜ
社
会
学
が
停
滞
し
た
の
か
を
、
思
想
史
の
観
点
か
ら
説
明

を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
社
会
学
的
な
個
人
主
義
」
は
、
個
々
人

の
自
己
利
益
の
追
求
が
い
か
に
社
会
秩
序
を
可
能
と
す
る
か
と
い
う

「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題

）
12
（

」
を
必
然
的
に
も
た
ら
す
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
こ
の

問
題
へ
の
関
心
が
、
ロ
ッ
ク
の
私
的
所
有
論
と
労
働
価
値
説
に
始
ま
る

「
利
害
の
自
然
的
調
和
」
仮
説
を
論
証
す
る
継
続
的
な
試
み
を
生
み
、

市
場
に
お
け
る
交
換
の
学
と
し
て
の
古
典
派
経
済
学
の
発
展
を
も
た
ら

し
た
と
論
じ
る

）
13
（

。
ま
た
ア
ナ
ン
は
、
革
命
後
十
九
世
紀
ま
で
の
イ
ギ
リ

ス
国
内
の
相
対
的
平
和
が
「
利
害
の
自
然
的
調
和
」
仮
説
に
説
得
力
を

与
え
、
社
会
構
造
を
認
識
す
る
必
要
性
を
弱
め
た
と
指
摘
す
る
。
特
に

彼
が
注
目
し
た
の
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
モ
ラ
リ

ズ
ム
の
強
さ
で
あ
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
階
級
対
立
、
革
命
な
ど

の
相
次
ぐ
動
乱
を
背
景
に
、
十
九
世
紀
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
社
会
構

造
と
社
会
変
動
の
認
識
の
学
と
し
て
社
会
学
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
と
は

対
照
的
に
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
貧
困
や
犯
罪
な
ど
の

社
会
問
題
に
対
し
て
も
「
〔
個
々
人
の
〕
善
悪
と
い
う
た
だ
一
つ
の
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク

）
14
（

」
か
ら
考
察
が
行
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
政
治
的
・
社
会
的
安
定

が
実
現
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
二
十
世
紀
初
頭
の
社
会
学
者
に
よ
る
諸
研
究
に
つ
い
て
も
、

そ
の
社
会
学
史
上
の
重
要
性
は
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば

R
・
ゾ
フ
ァ
ー
は
、
初
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
が
ス
ペ
ン
サ
ー
に
由
来
す

る
生
物
学
的
社
会
進
化
論
に
例
外
な
く
依
拠
し
、
そ
こ
か
ら
社
会
進
歩

へ
の
過
度
の
楽
観
や
優
生
学
へ
の
傾
倒
が
生
じ
た
一
方
で
、
社
会
変
動

や
階
級
対
立
の
原
理
を
解
明
し
う
る
社
会
理
論
は
出
現
す
べ
く
も
な

か
っ
た
と
論
じ
る
。
ゾ
フ
ァ
ー
の
結
論
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
社
会
進

歩
の
概
念
を
放
棄
す
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
は
思
想
的
に
「
退
屈
」

な
も
の
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

）
15
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
十
九
世
紀
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
思

想
史
に
目
を
や
れ
ば
、
T
・
H
・
グ
リ
ー
ン
に
率
い
ら
れ
た
理
想
主
義

哲
学
を
は
じ
め
、
「
社
会
学
的
な
個
人
主
義
」
か
ら
の
脱
却
の
試
み
も

往
々
に
し
て
存
在
し
た

）
16
（

。
そ
う
し
た
試
み
は
、
ひ
い
て
は
世
紀
終
盤
の

社
会
学
へ
の
関
心
の
高
ま
り
へ
、
そ
し
て
二
十
世
紀
初
頭
の
社
会
学
と

福
祉
国
家
思
想
の
連
関
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
以
下
で
は
こ
の
こ
と
を
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
に
見
ら
れ
た
古
典
派
経
済
学
批
判
に
焦
点
を
当
て
つ

つ
確
認
し
て
い
き
た
い
。

２　
 

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
に
お
け
る
「
社
会
的
な
も
の
」
と 

 

古
典
派
経
済
学
批
判

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
社
会
的
な
も
の
」
に
か
か

わ
る
思
考
は
、
古
典
派
経
済
学
の
知
的
権
威
の
確
立
と
相
ま
っ
て
、
お

お
む
ね
パ
ー
ソ
ン
ズ
と
ア
ナ
ン
の
言
う
個
人
主
義
と
モ
ラ
リ
ズ
ム
に
彩
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ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
、
社
会
問
題
の

実
態
や
原
因
に
か
か
わ
る
調
査
・
論
争
・
政
策
提
言
の
場
と
な
っ
た
世

紀
前
半
の
「
統
計
学
運
動
」
と
世
紀
中
盤
の
「
社
会
科
学
振
興
協
会
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
イ
ギ
リ
ス
科
学
振
興
協
会
内
に
お
け
る
経
済
・

統
計
学
部
門
（
F
部
門
）
の
設
立
や
商
務
省
統
計
局
の
設
置
、
ロ
ン
ド

ン
や
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
初
め
と
す
る
都
市
部
で
の
統
計
学
協
会
設
立

な
ど
、
一
八
三
〇
年
代
に
見
ら
れ
た
統
計
調
査
へ
の
社
会
的
関
心
の
高

ま
り
を
指
す
。
M
・
カ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
運
動
で
は
N
・
シ
ー
ニ

ア
や
J
・
R
・
マ
カ
ロ
ッ
ク
ら
古
典
派
経
済
学
者
が
理
論
的
支
柱
と
な
っ

た
一
方
で
、
E
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
ら
社
会
調
査
の
担
い
手
は
、
経
済

構
造
の
変
革
で
は
な
く
犯
罪
や
飲
酒
の
取
り
締
ま
り
強
化
や
衛
生
状

態
・
教
育
状
況
の
改
善
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
労
働
者
階
級
の
道
徳
性
の
向

上
を
視
野
に
入
れ
た
社
会
改
革
案
を
主
張
し
て
い
た

）
17
（

。
世
紀
中
葉
に

H
・
ブ
ル
ー
ア
ム
ら
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
さ
れ
た
「
社
会
科
学
振
興

協
会
」
で
も
こ
の
特
色
は
継
承
さ
れ
、
刑
法
、
教
育
法
、
救
貧
法
、
衛

生
法
、
財
産
法
、
労
働
法
等
の
改
革
を
通
じ
た
労
働
者
階
級
の
「
性
格
」

の
改
善
が
、
社
会
問
題
解
決
の
第
一
義
的
な
手
段
に
据
え
ら
れ
た

）
18
（

。

L
・
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
協
会
は
そ
の
名
と
は
裏
腹
に
学
術
的

議
論
の
場
と
い
う
よ
り
も
政
策
形
成
を
担
う
「
議
会
外
議
会
」
と
し
て

の
性
格
を
強
く
も
っ
て
お
り
、
「
社
会
科
学
」
と
い
う
語
も
、
も
っ
ぱ

ら
当
時
の
自
然
科
学
一
般
へ
の
畏
敬
を
背
景
と
す
る
中
立
性
・
不
偏
性

を
謳
う
政
治
的
言
説
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

）
19
（

。

　

他
方
、
古
典
派
経
済
学
や
モ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
距
離
を
置
き
つ
つ
、「
社

会
科
学
」
の
方
法
論
の
確
立
を
志
向
す
る
動
き
も
わ
ず
か
な
が
ら
見
ら

れ
た
。
前
述
の
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
ロ
ン
ド
ン
統
計
学

会
で
は
、
統
計
デ
ー
タ
の
収
集
・
分
析
に
よ
る
社
会
問
題
の
科
学
的
把

握
の
重
要
性
が
R
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
や
T
・
マ
ル
サ
ス
、
C
・
バ
ベ
ッ
ジ
、

A
・
ケ
ト
レ
、
W
・
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
と
い
っ
た
学
会
設
立
者
に
よ
っ
て

共
有
さ
れ
て
い
た

）
20
（

。
こ
こ
で
「
科
学
的
」
と
は
、
経
験
的
で
統
合
的
な

社
会
分
析
を
指
し
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
が
『
人
間
科
学
に
関
す
る
覚
書
』

（
一
八
一
三
年
）
で
核
と
な
る
ア
イ
デ
ア
を
示
し
、
弟
子
の
A
・
コ
ン
ト

が
『
実
証
哲
学
講
義
』（
一
八
三
〇
―
一
八
四
二
年
）
で
体
系
化
し
た
「
実

証
主
義
」
を
指
す
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
実
証
主
義
へ
接
近
し
た
一
因
に
は
、

リ
カ
ー
ド
経
済
学
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
リ
カ
ー
ド
の

抽
象
化
さ
れ
た
方
法
を
退
け
、
歴
史
分
析
と
統
計
処
理
に
よ
る
事
実
の

収
集
・
分
析
の
学
問
と
し
て
経
済
学
を
位
置
づ
け
直
し
た
の
で
あ
る

）
21
（

。

同
様
に
マ
ル
サ
ス
も
、
単
一
の
原
因
か
ら
理
論
を
導
く
リ
カ
ー
ド
の
演

繹
法
に
代
え
て
、
経
験
的
検
証
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
複
合
的
な
事
実

か
ら
の
演
繹
を
主
張
し
た
。
バ
ベ
ッ
ジ
、
ケ
ト
レ
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
ら

数
学
者
は
自
然
科
学
的
方
法
の
社
会
分
析
へ
の
応
用
を
提
唱
し
た
。
彼

ら
は
道
徳
性
の
改
善
に
固
執
し
た
他
の
統
計
学
運
動
の
推
進
者
と
異
な

り
、
統
計
を
用
い
て
社
会
集
団
の
特
徴
を
客
観
的
に
「
測
定
」
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
強
調
し
た

）
22
（

。
た
と
え
ば
ケ
ト
レ
は
、
出
生
、
婚
姻
、
死

亡
、
犯
罪
等
の
人
口
学
的
事
実
の
統
計
観
察
と
、
各
項
目
の
平
均
値
か
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ら
構
成
さ
れ
る
「
平
均
人
」
の
モ
デ
ル
構
築
を
、
自
身
の
提
唱
す
る
「
社

会
物
理
学
」
の
課
題
と
し
た
。

　

ジ
ョ
ー
ン
ズ
ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
帰
納
的
な
社
会
分
析
や
個
々

人
の
差
異
を
超
え
た
社
会
集
団
全
体
の
特
徴
へ
の
視
座
は
、
後
の
社
会

学
者
の
理
論
と
方
法
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
だ

が
、
彼
ら
の
反
リ
カ
ー
ド
的
な
問
題
関
心
は
統
計
学
運
動
全
体
に
お
い

て
は
影
響
力
を
持
た
ず
、
一
八
三
〇
年
代
後
半
以
後
の
ロ
ン
ド
ン
統
計

学
会
も
ま
た
古
典
派
経
済
学
の
組
織
的
な
拠
り
所
の
様
相
を
呈
し
た
。

T
・
ハ
チ
ス
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
世
紀
中
葉
に
な
る
と
古
典
派
経
済

学
は
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
の
繁
栄
」
を
背
景
に
「
他
の
い
か
な
る
経
済

思
想
も
比
肩
で
き
な
い
よ
う
な
影
響
力
、
支
配
力
お
よ
び
権
威
を
も
」

つ
に
至
る

）
23
（

。
「
社
会
問
題
」
へ
の
関
心
に
お
い
て
も
、
R
・
オ
ー
ウ
ェ

ン
や
T
・
カ
ー
ラ
イ
ル
の
よ
う
な
社
会
主
義
・
保
守
主
義
の
立
場
か
ら

の
個
人
主
義
批
判
は
あ
っ
た
も
の
の
、
一
八
六
〇
年
代
ま
で
の
支
配
的

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
貧
困
の
原
因
を
貧
民
の
無
気
力
や
怠
惰
に
、
進
歩

の
鍵
を
企
業
心
や
勤
勉
、
自
助
と
い
っ
た
個
々
人
の
徳
に
、
そ
れ
ぞ
れ

求
め
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
続
け
た

）
24
（

。

　

ジ
ョ
ー
ン
ズ
ら
が
示
し
た
古
典
派
経
済
学
へ
の
批
判
的
思
潮
が
再
び

興
隆
す
る
の
は
、
一
八
七
〇
年
前
後
の
時
期
で
あ
っ
た
。
一
八
七
三
年

以
降
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
は
二
十
数
年
に
渡
り
慢
性
的
な
不
況
に
陥
る
が
、

こ
の
間
に
見
ら
れ
た
保
護
主
義
の
台
頭
や
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
主
義
の

復
活
」
、
新
組
合
主
義
運
動
の
出
現
は
、
古
典
派
経
済
学
が
依
拠
し
た

自
由
経
済
と
社
会
秩
序
の
幸
福
な
結
婚
の
想
定
を
根
底
か
ら
覆
す
も
の

で
あ
っ
た
。
経
済
学
内
部
で
も
、
こ
の
時
期
に
は
W
・
S
・
ジ
ェ
ヴ
ォ

ン
ズ
ら
が
先
導
し
た
限
界
革
命
に
よ
る
古
典
派
か
ら
新
古
典
派
へ
の
理

論
的
転
換
や
、
C
・
レ
ズ
リ
ー
や
W
・
J
・
ア
シ
ュ
リ
ー
ら
に
よ
る
歴

史
学
派
の
台
頭
が
見
ら
れ
、
古
典
派
経
済
学
の
権
威
は
急
速
に
衰
退
し

て
い
っ
た

）
25
（

。

　

イ
ギ
リ
ス
科
学
振
興
協
会
経
済
・
統
計
学
部
門
（
F
部
門
）
の
会
長

で
あ
っ
た
J
・
K
・
イ
ン
グ
ラ
ム
が
社
会
学
の
必
要
性
を
声
高
に
訴
え

た
の
は
、
古
典
派
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
失
墜
し
思
想
的
な
群
雄
割
拠
状
態

が
生
じ
た
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
経
済
学

史
の
文
脈
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ム
は
レ
ズ
リ
ー
と
並
び
「
歴
史
学
派
運

動
）
26
（

」
の
泰
斗
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
七
八
年
に
F
部
門
で
行
っ

た
会
長
講
演
「
経
済
学
の
現
状
と
展
望
」
で
彼
が
強
調
し
た
の
は
、
い

ま
や
社
会
学
こ
そ
が
リ
カ
ー
ド
経
済
学
に
代
わ
り
「
社
会
の
科
学
」
の

権
威
と
な
る
べ
き
と
の
主
張
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ム
は
古
典
派
経
済

学
を
、
そ
の
過
度
の
演
繹
性
と
視
野
狭
窄
の
た
め
に
複
雑
な
社
会
現
象

を
考
察
す
る
に
は
不
適
当
な
も
の
と
み
な
し
た
。
特
に
彼
が
問
題
視
し

た
の
は
、
古
典
派
経
済
学
が
労
働
者
の
社
会
・
経
済
生
活
の
実
態
を
充

分
に
把
握
で
き
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
古
典
派
に
お
い
て
は
、

労
働
者
は
単
に
「
生
産
の
道
具
」
と
し
て
、
ま
た
は
「
販
売
さ
れ
る
商

品
」
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
方

法
で
は
、
眼
前
の
不
況
や
産
業
構
造
の
変
化
が
人
口
の
大
多
数
を
占
め
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る
労
働
者
階
級
の
生
活
や
意
識
に
い
か
な
る
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る

か
と
い
う
、
真
に
科
学
的
な
問
い
へ
の
解
答
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
意

味
で
、
古
典
派
経
済
学
は
「
偽
り
の
科
学
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
「
社
会
の
科
学
」
が
担
う
べ
き
は
、
「
産
業
生
活
の
あ
る
べ
き
状
態

に
つ
い
て
の
よ
り
真
で
あ
る
と
と
も
に
人
道
に
か
な
っ
た
考
え
方
に
到

達
す
べ
く
、
曖
昧
な
一
般
化
の
中
に
現
実
を
隠
し
て
し
ま
わ
ず
に
、
事

実
に
密
着
し
続
け
る
こ
と
」
だ
と
イ
ン
グ
ラ
ム
は
主
張
し
た

）
27
（

。

　

イ
ン
グ
ラ
ム
に
と
っ
て
、
社
会
学
は
ま
さ
に
こ
の
役
割
を
担
い
う
る

学
問
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
古
典
派
経
済
学
批
判
の
系
譜
に
自
身

を
置
き
つ
つ
、
ま
た
哲
学
的
に
は
コ
ン
ト
に
依
拠
し
つ
つ
、
社
会
学
の
指

針
を
彼
は
次
の
よ
う
に
表
し
て
い
る
。
「
1
．
社
会
の
経
済
現
象
に
関
す

る
研
究
は
、
社
会
的
存
在
の
他
の
諸
側
面
に
関
す
る
研
究
と
体
系
的
に

組
み
合
わ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
2
．
抽
象
お
よ
び
非
現
実
的
な
単
純

化
へ
の
過
度
の
傾
向
は
抑
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
3
．
ア
プ
リ
オ
リ

な
演
繹
的
方
法
は
歴
史
的
方
法
に
代
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
4
．
経

済
法
則
と
経
済
法
則
に
基
づ
く
実
践
的
指
針
は
絶
対
的
で
は
な
い
形
で

考
え
ら
れ
表
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

）
28
（

」
。
す
な
わ
ち
社
会
学
は
、
社
会

生
活
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
「
事
実
」
の
経
験
的
観
察
と
、
観
察
に
よ
っ

て
収
集
さ
れ
た
事
実
の
集
合
的
特
徴
―
―
「
構
造
と
機
能
」
―
―
の
理

論
的
解
明
、
さ
ら
に
「
構
造
と
機
能
」
の
歴
史
的
な
考
察
に
よ
る
「
社

会
発
展
」
の
法
則
の
解
明
と
い
う
、
三
段
階
か
ら
成
る
総
合
的
な
「
社

会
の
科
学
」
と
定
義
さ
れ
た
。

　

イ
ン
グ
ラ
ム
の
講
演
は
、
そ
の
後
十
年
間
に
渡
っ
て
経
済
学
、
人
類

学
、
哲
学
な
ど
の
各
分
野
で
議
論
の
出
発
点
を
形
成
し
た
。
た
だ
し
社

会
学
の
擁
護
者
・
批
判
者
双
方
の
議
論
の
焦
点
は
、
も
っ
ぱ
ら
彼
が
コ

ン
ト
の
実
証
主
義
哲
学
に
依
拠
し
つ
つ
示
し
た
「
総
合
社
会
学
」
の
構

想
の
是
非
に
向
け
ら
れ
て
い
た

）
29
（

。
イ
ン
グ
ラ
ム
の
講
演
で
は
未
だ
潜
在

的
な
段
階
に
留
ま
っ
て
い
た
「
社
会
学
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
と
の

融
合
は
、
一
九
〇
〇
年
代
に
お
け
る
社
会
学
の
制
度
化
に
関
わ
っ
た

人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
中
心
的
舞
台
は
、
一
九

〇
三
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
社
会
学
会
で
あ
っ
た
。

二　

初
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
と
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
優
生
学
批
判

　

一
九
〇
三
年
の
夏
、
歴
史
家
や
哲
学
者
、
慈
善
組
織
運
動
家
、
生
物

学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
政
治
家
、
国
教
会
聖
職
者
、
都
市
計
画
家
、

地
理
学
者
、
人
類
学
者
、
企
業
家
な
ど
が
集
ま
り
、
社
会
学
会
が
ロ
ン

ド
ン
で
設
立
さ
れ
た
。
P
・
エ
イ
ブ
ラ
ム
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一

九
〇
五
年
以
降
三
回
発
行
さ
れ
た
学
会
誌
『
社
会
学
雑
誌
』
に
は
、
社

会
学
の
定
義
が
実
に
六
一
種
類
掲
載
さ
れ
た
。
社
会
学
は
コ
ン
ト
的
な

総
合
社
会
学
を
志
向
す
べ
き
と
の
認
識
を
除
け
ば
、
そ
れ
が
具
体
的
に

い
か
な
る
方
法
と
理
論
に
基
づ
く
べ
き
か
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
30
（

。

　

他
方
、
社
会
学
の
目
的
と
方
法
を
め
ぐ
る
見
解
、
ま
た
福
祉
国
家
思
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想
史
と
の
関
係
と
い
う
本
稿
の
視
角
に
鑑
み
る
と
、
設
立
時
の
社
会
学

会
に
は
、
思
想
史
的
に
重
要
な
グ
ル
ー
プ
が
四
つ
存
在
し
て
い
た
。
第

一
に
、
「
優
生
学
」
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
優
生
学
は
、
創
始
者
フ
ラ

ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン
の
権
威
や
、
ボ
ー
ア
戦
争
時
に
発
覚
し
た
大
量
の

身
体
不
適
格
者
へ
の
社
会
的
関
心
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
設
立
時
の
社

会
学
会
で
大
き
な
存
在
感
を
持
っ
て
い
た

）
31
（

。
学
会
内
外
で
の
優
生
学
の

主
張
と
そ
れ
へ
の
批
判
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
と
福
祉
国
家
思
想
の
連

関
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
一
つ
の
係
争
点
を
形
成
し
て
い
た
。

　

第
二
に
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
知
的
指
導
者
、
ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ

ブ
と
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
の
夫
妻
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ェ
ビ
ア
ン
協

会
は
、
社
会
学
会
の
設
立
自
体
に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、ウ
ェ
ッ

ブ
夫
妻
や
G
・
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
、
H
・
G
・
ウ
ェ
ル
ズ
と
い
っ

た
中
心
メ
ン
バ
ー
が
定
期
的
に
会
合
に
参
加
し
て
い
た
。
特
に
ビ
ア
ト

リ
ス
は
、
C
・
ブ
ー
ス
の
ロ
ン
ド
ン
貧
困
調
査
に
参
加
し
た
こ
と
で
、

経
験
的
な
社
会
調
査
の
意
義
を
確
信
す
る
に
至
る
。
の
ち
に
こ
れ
を
自

身
の
社
会
学
方
法
論
の
核
に
据
え
、
夫
シ
ド
ニ
ー
と
著
し
た
『
産
業
民

主
制
論
』
（
一
八
九
七
年
）
へ
と
結
実
さ
せ
た
。

　

第
三
に
、
C
・
S
・
ロ
ッ
ク
や
B
・
ボ
ザ
ン
ケ
に
率
い
ら
れ
た
「
慈

善
組
織
協
会
」
の
存
在
感
も
無
視
で
き
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
社
会
学
会
設

立
時
の
評
議
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
し

）
32
（

、
ボ
ザ
ン
ケ
も
一
九
〇
四
年
六

月
に
行
わ
れ
た
学
会
で
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
報
告
原
稿
の
代
読
・
コ
メ
ン
ト

を
行
う
な
ど
、
初
期
の
社
会
学
会
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

以
下
で
見
る
よ
う
に
、
ボ
ザ
ン
ケ
は
社
会
学
研
究
に
自
ら
従
事
す
る
こ

と
は
せ
ず
自
身
を
哲
学
者
と
規
定
し
て
い
た
も
の
の
、
社
会
学
と
社
会

哲
学
が
相
補
的
で
あ
る
べ
き
と
の
独
自
の
社
会
学
論
を
展
開
し
た
。

　

第
四
に
、
L
・
T
・
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー

社
会
学
を
継
承
し
つ
つ
、
こ
れ
を
理
想
主
義
哲
学
と
融
合
さ
せ
る
こ
と

で
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
独
自
の
社
会
進
化
論
・
社
会
学
方
法
論
を
構
築
し

た
。
L 

S 

E
で
の
弟
子
の
モ
リ
ス
・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
を
除
け
ば
、
彼
の

社
会
学
方
法
論
を
共
有
し
た
者
は
現
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
『
道
徳
進

化
論
』
（
一
九
〇
六
年
）
へ
の
高
い
評
価
に
よ
っ
て
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
一

九
〇
七
年
に
L 

S 

E
の
初
代
社
会
学
教
授
に
選
ば
れ
、
一
九
一
一
年
に

は
学
会
誌
『
社
会
学
評
論
』
の
初
代
編
集
長
と
な
る
な
ど
、
ま
さ
し
く

初
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。

　

思
想
的
傾
向
を
異
に
す
る
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
二
つ
の
共
通

点
が
見
ら
れ
た
。
第
一
に
、
彼
ら
の
社
会
学
（
な
い
し
そ
れ
を
包
摂
・
補

完
す
る
優
生
学
・
社
会
哲
学
）
は
、
同
時
代
の
社
会
問
題
の
克
服
に
向
け

た
規
範
的
・
実
践
的
議
論
と
強
く
接
合
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
経

験
科
学
と
し
て
の
社
会
学
が
社
会
改
革
の
理
論
と
実
践
に
も
役
立
つ

（
べ
き
）
と
の
確
信
が
そ
こ
で
は
共
有
さ
れ
て
い
た
。
第
二
に
、
か
か

る
社
会
学
と
社
会
改
革
論
の
連
関
は
、
古
典
派
経
済
学
へ
の
批
判
も

伴
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
ゴ
ル
ト
ン
は
、
経
済
学
が
想
定
す
る
個
人
間

の
自
然
的
平
等
の
想
定
を
誤
り
と
し
、
生
来
的
な
不
平
等
に
科
学
的
な

目
を
向
け
、
よ
り
優
秀
な
「
才
能
と
性
格
」
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
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て
の
み
社
会
進
歩
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

）
33
（

。
ま
た
ウ
ェ
ッ
ブ
夫

妻
や
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
自
動
的
に
富
の
効
率
的
な

生
産
を
も
た
ら
す
と
の
想
定
を
退
け
、
国
家
や
中
間
団
体
に
よ
る
市
場

規
制
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
他
方
、
慈
善
組
織
協
会
に
は
、
富
の
生
産

そ
の
も
の
よ
り
も
各
人
の
内
面
の
状
態
が
よ
り
重
要
だ
と
す
る
道
徳
主

義
的
な
観
点
が
浸
透
し
て
い
た
。

　

だ
が
、
こ
れ
ら
の
共
通
点
の
上
に
は
、
社
会
学
と
社
会
改
革
論
の
各

次
元
で
グ
ル
ー
プ
間
に
鋭
い
思
想
的
差
異
が
存
在
し
て
い
た
。
最
も
顕

著
な
差
異
は
優
生
学
と
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
た
。

先
取
り
的
に
言
え
ば
、
前
者
が
社
会
学
や
「
社
会
的
な
も
の
」
を
、
生

物
学
的
に
説
明
さ
れ
る
個
々
人
の
「
質
」
の
改
善
と
い
う
「
社
会
学
的

な
個
人
主
義
」
の
観
点
か
ら
論
じ
た
の
に
対
し
て
、
他
の
グ
ル
ー
プ
は
、

こ
れ
ら
を
中
間
団
体
の
機
能
や
個
人
間
の
心
理
的
な
関
係
性
、
ま
た
は

よ
り
一
般
的
な
社
会
構
造
の
観
点
か
ら
論
じ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社

会
学
会
内
に
は
生
物
学
的
な
社
会
学
と
こ
れ
に
批
判
的
な
グ
ル
ー
プ
と

の
あ
い
だ
に
、
「
社
会
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
明
確
な
思
想
的
対
立
軸

が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

優
生
学
批
判
の
急
先
鋒
に
立
っ
て
い
た
の
が
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
で
あ
っ
た
。

ゴ
ル
ト
ン
自
身
が
社
会
学
会
で
示
し
た
優
生
学
の
定
義
は
比
較
的
穏
健

な
も
の
で
あ
っ
た
も
の
の
、
同
時
代
の
優
生
学
全
体
の
趨
勢
は
、
ホ
ブ

ハ
ウ
ス
に
は
き
わ
め
て
個
人
主
義
的
か
つ
非
リ
ベ
ラ
ル
な
も
の
に
見
え

た
。
一
つ
の
理
由
は
、
A
・
ヴ
ァ
イ
ス
マ
ン
の
「
生
殖
質
理
論
」
と
優

生
学
の
接
続
に
あ
っ
た
。
ラ
マ
ル
ク
の
用
・
不
用
説
へ
の
批
判
と
し
て

示
さ
れ
た
生
殖
質
理
論
は
、
遺
伝
性
の
生
殖
質
の
性
格
・
能
力
形
成
に

際
し
て
の
働
き
を
、
環
境
か
ら
の
獲
得
形
質
の
そ
れ
よ
り
も
重
視
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
ゴ
ル
ト
ン
の
弟
子
K
・
ピ
ア
ソ
ン
は
こ
の
理
論
に
依

拠
し
つ
つ
、
同
時
代
の
社
会
改
革
に
異
を
唱
え
た
。
「
教
育
や
、
良
き

法
や
衛
生
環
境
の
効
果
が
い
か
に
蓄
積
さ
れ
よ
う
と
、
退
化
し
虚
弱
な

種
が
、
健
康
で
健
全
な
種
へ
と
転
換
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」）

34
（

こ
と
を
ピ

ア
ソ
ン
は
確
信
し
て
い
た
。
彼
は
社
会
問
題
克
服
の
鍵
を
「
退
化
し
虚

弱
な
種
」
と
み
な
さ
れ
る
人
々
の
結
婚
・
出
産
の
抑
制
に
あ
る
と
考
え
、

知
的
障
害
者
の
隔
離
や
、
精
神
病
患
者
、
お
よ
び
遺
伝
性
と
考
え
ら
れ

る
病
者
や
身
体
障
害
者
―
―
「
血
友
病
、
て
ん
か
ん
、
ア
ル
ビ
ノ
、
先

天
的
白
内
障
、
聴
力
障
害
等

）々
35
（

」
―
―
の
公
的
登
録
の
義
務
化
に
よ
る
、

生
活
監
視
の
必
要
性
を
訴
え
た
。

　

ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
『
社
会
進
化
と
政
治
理
論
』
（
一
九
一
一
年
）
で
、
ピ

ア
ソ
ン
の
議
論
に
も
言
及
し
つ
つ
、
優
生
学
に
対
す
る
ま
と
ま
っ
た
批

判
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
の
批
判
は
第
一
に
、
既
存
の
優
生
学
が
環
境

要
因
を
軽
視
し
て
い
る
点
に
向
け
ら
れ
た
。
個
人
の
性
格
や
能
力
の
決

定
要
因
を
複
合
的
に
捉
え
て
い
た
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
、
貧
困
が
個
人
の

「
劣
っ
た
質
」
の
「
結
果
」
だ
と
す
る
ピ
ア
ソ
ン
の
見
方
に
抗
し
て
、

貧
困
が
「
優
れ
た
質
」
の
開
花
を
妨
げ
る
環
境
的
な
「
要
因
」
で
も
あ

り
う
る
と
指
摘
し
た
。
個
人
間
の
質
の
優
劣
を
真
に
見
分
け
る
た
め
に

は
、
ま
ず
、
社
会
学
的
環
境
と
し
て
の
「
機
会
の
平
等
」
の
制
度
的
実



153　●　〈公募論文〉初期イギリス社会学と「社会的なもの」――寺尾範野

現
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
政
治
的
・
市
民
的
自
由
、
社
会

的
・
経
済
的
正
義
こ
そ
が
、
各
個
人
に
対
す
る
最
も
優
生
学
的
」
な
施

策
で
あ
る
こ
と
を
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
強
調
し
た

）
36
（

。

　

ま
た
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
、
優
生
学
者
が
個
々
の
医
学
的
要
因
に
着
目
す

る
あ
ま
り
、
個
人
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
包
括
的
な
視
角
を
失
っ
て
い

る
と
批
判
し
た
。
た
と
え
ば
、
結
核
は
そ
れ
自
体
「
劣
っ
た
質
」
と
み

な
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
結
核
患
者
の
結
婚
・
出
産
を
規

制
す
る
優
生
政
策
に
よ
っ
て
、
個
々
の
結
核
患
者
が
持
ち
う
る
「
良
き

質
」
ま
で
も
失
わ
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
、
実
は
そ
う
し
た
「
良
き
質
」

は
結
核
と
い
う
「
劣
っ
た
質
」
に
常
に
随
伴
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
要
す
る
に
優
生
学
は
未
だ
解
明
さ
れ
ざ
る
人
体
の
複
雑
さ
を

無
視
し
、
医
学
的
見
地
か
ら
も
視
野
狭
窄
に
陥
っ
て
い
る
と
ホ
ブ
ハ
ウ

ス
に
は
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
結
核
を
持
つ
種
を
無
く
す
代
わ
り
に
」
、

衛
生
や
医
療
技
術
の
進
歩
を
通
じ
て
「
結
核
そ
の
も
の
を
無
く
す
」
試

み
の
方
が
は
る
か
に
正
当
化
可
能
だ
と
彼
は
主
張
し
た

）
37
（

。

　

最
後
に
、
最
も
重
要
な
点
と
し
て
、
そ
も
そ
も
「
良
き
質
」
に
つ
い

て
の
人
々
の
考
え
方
は
、
特
定
の
「
社
会
組
織
」
の
あ
り
方
に
影
響
さ

れ
う
る
と
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
認
識
し
て
い
た
。

　

真
の
競
争
の
自
由
と
完
全
な
機
会
の
平
等
が
も
た
ら
さ
れ
て
も
、

あ
る
人
を
社
会
の
頂
点
へ
と
上
昇
さ
せ
る
質
は
、
必
ず
し
も
〔
倫
理

的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
〕
社
会
的
な
質
と
は
限
ら
な
い
。
人
々
が
獲
得

す
る
あ
る
質
は
〔
倫
理
的
に
〕
善
く
、
あ
る
も
の
は
中
立
で
、
あ
る

も
の
は
悪
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
ど
れ
が
〔
社
会
に
お
い
て
〕

優
勢
と
な
る
か
は
、
当
該
社
会
組
織
の
性
格
に
依
る
の
で
あ
る
。
今

日
人
々
を
頂
点
へ
も
た
ら
し
て
い
る
金
融
上
の
能
力
は
、
中
世
時
代

に
繁
栄
し
た
追
い
は
ぎ
貴
族
の
特
質
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
向
け
る

〔
非
難
の
〕
ま
な
ざ
し
と
同
じ
ま
な
ざ
し
を
、
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
に

よ
っ
て
向
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。）

38
（

　

こ
こ
に
は
、
制
度
や
言
説
、
慣
習
と
い
っ
た
社
会
構
造
的
要
因
に
よ
っ

て
個
人
の
意
識
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
「
社
会
学
的
」
な

視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
実
際
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
社
会
を
有

機
的
な
も
の
と
捉
え
、
観
念
の
相
互
作
用
が
社
会
の
エ
ー
ト
ス
を
形
成

し
、
個
々
人
の
個
性
や
能
力
、
価
値
規
範
の
形
成
過
程
に
反
作
用
的
に

影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
て
い
た

）
39
（

。
「
個
人
と
社
会
の
〔
…
〕
関
係
性
は
〔
優

生
学
者
が
想
定
す
る
よ
り
も
〕
は
る
か
に
緊
密
で
あ
り
」
、
全
体
と
し
て
「
一

つ
の
有
機
的
統
一
」
を
形
成
し
て
い
る
と
彼
は
認
識
し
た
の
で
あ
る

）
40
（

。

　

換
言
す
れ
ば
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
優
生
学
批
判
は
、
（
1
）
優
生
学
者

の
環
境
要
因
の
軽
視
、
（
2
）
個
人
に
対
す
る
包
括
的
な
視
座
の
欠
如
、

（
3
）
社
会
構
造
が
個
人
の
意
識
へ
与
え
る
影
響
に
対
す
る
認
識
の
欠

如
に
そ
れ
ぞ
れ
向
け
ら
れ
た
。
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
個
人
や
社
会
へ

の
こ
れ
ら
の
視
座
は
、
異
な
る
理
論
的
視
点
か
ら
で
は
あ
れ
、
ウ
ェ
ッ

ブ
夫
妻
や
ボ
ザ
ン
ケ
に
よ
っ
て
も
少
な
か
ら
ず
共
有
さ
れ
て
い
た
。
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三　

社
会
学
と
社
会
改
革
論
の
連
関

　

ロ
ン
ド
ン
会
衆
派
同
盟
の
書
記
A
・
マ
ー
ン
ズ
に
よ
る
『
ロ
ン
ド
ン

の
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
の
悲
痛
な
叫
び
』
（
一
八
八
三
年
）
の
出
版
、
そ

し
て
全
ロ
ン
ド
ン
人
口
の
三
割
以
上
が
貧
困
状
態
に
あ
る
こ
と
を
統
計

調
査
と
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
よ
っ
て
示
し
た
ブ
ー
ス
に
よ
る
『
ロ
ン
ド

ン
の
民
衆
の
生
活
と
労
働
』
（
一
八
八
九
年
）
の
出
版
に
よ
っ
て
、
世
紀

転
換
期
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
貧
困
が
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
大
き
な
関
心
事
と

な
っ
た

）
41
（

。
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
、
ボ
ザ
ン
ケ
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
も
独
自
の
社
会

改
革
論
を
展
開
し
、
貧
困
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
問
題
を
克
服
す
る
道

筋
を
示
し
た
。
彼
ら
の
社
会
改
革
論
は
、
一
面
で
は
経
済
・
政
治
思
想

の
産
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
社
会
学
も
ま
た
重
要
な
理
論
的
役
割

を
担
っ
て
い
た
。
前
節
で
見
た
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
優
生
学
批
判
を
は
じ
め
、

彼
ら
は
み
な
「
社
会
学
的
な
個
人
主
義
」
へ
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向

け
、
そ
の
過
程
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
社
会
観
・
社
会
学
方
法
論
を
形
成

し
た
。
た
と
え
ば
、
彼
ら
は
社
会
を
、
成
員
そ
れ
ぞ
れ
の
果
た
す
独
自

な
「
機
能
」
の
相
互
作
用
か
ら
形
成
さ
れ
る
、
本
質
的
に
「
有
機
的
」

な
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
何
が
有
機
的
社
会
の
統
合
原
理
で
あ
る
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
彼
ら
の
見
解
は
異
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
社
会
が
ば

ら
ば
ら
の
個
人
の
形
式
的
な
寄
せ
集
め
以
上
の
何
も
の
か
で
あ
る
と
い

う
意
見
で
は
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る

）
42
（

。

　

こ
の
う
ち
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
は
、
「
国
民
的
効
率
」
向
上
の
手
段
と
し

て
の
優
生
政
策
へ
の
支
持
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
治
的
実
践
の
場

に
お
い
て
は
社
会
有
機
体
に
貢
献
し
う
る
個
人
の
質
の
維
持
・
改
善
を

問
題
と
し
、
そ
の
意
味
で
「
社
会
学
的
な
個
人
主
義
」
へ
の
回
帰
も
見

せ
た

）
43
（

。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
夫
妻
の
代
表
的
社
会
学
研
究
で
あ
る
『
産

業
民
主
制
論
』
で
は
、
個
人
と
社
会
組
織
の
相
互
作
用
に
理
論
的
焦
点

が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
組
合
が
い
か
に
組
合
員
の
民

主
的
精
神
を
向
上
さ
せ
る
か
、
ま
た
逆
に
組
合
員
の
活
動
が
い
か
に
産

業
全
体
に
影
響
を
与
え
る
か
、
と
い
う
問
題
が
そ
こ
で
の
中
心
的
な
論

点
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
労
働
組
合
の
「
構
造
と
機
能
」
の
解
明
が

研
究
目
的
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
経
験
的
・
帰
納
的
な
「
観
察
」

と
分
析
的
・
演
繹
的
な
「
理
論
」
の
双
方
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
捉

え
ら
れ
た
。
夫
妻
は
こ
の
観
察
と
理
論
の
両
立
を
、
い
ず
れ
か
一
方
に

偏
り
が
ち
な
歴
史
学
や
古
典
派
経
済
学
と
は
異
な
る
、
社
会
学
独
自
の

方
法
と
認
識
し
て
い
た

）
44
（

。

　

こ
う
し
た
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
社
会
学
観
は
、
「
社
会
的
な
も
の
」
を

め
ぐ
る
彼
女
た
ち
の
社
会
改
革
論
と
も
独
特
の
仕
方
で
連
結
し
て
い
た
。

彼
女
た
ち
が
『
産
業
民
主
制
論
』
の
終
盤
で
示
し
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ

ニ
マ
ム
」
の
概
念
は
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
思
想
史
上
、
最
も
重
要
な

概
念
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
教
育
、
労
働
時
間
、
衛
生
、
安

全
、
所
得
な
ど
労
働
者
の
生
活
の
諸
側
面
に
つ
い
て
立
法
が
保
障
す
べ

き
最
低
基
準
を
指
す
概
念
で
あ
り
、
そ
の
実
現
は
、
貧
困
の
予
防
／
貧
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困
か
ら
の
脱
却
と
い
う
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
機
能
と
、
「
国

民
的
効
率
」
の
維
持
・
向
上
に
資
す
る
能
力
の
育
成
と
い
う
ス
プ
リ
ン

グ
ボ
ー
ド
と
し
て
の
機
能
の
双
方
を
持
つ
と
さ
れ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、

こ
の
概
念
が
労
働
組
合
に
関
す
る
社
会
学
研
究
の
中
で
提
唱
さ
れ
た
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
『
産
業
民
主
制
論
』
で
夫
妻
が
見
出
し
た
労
働
組

合
の
機
能
の
一
つ
に
、
「
共
通
規
則
」
の
確
保
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
労
働
組
合
が
内
部
で
自
発
的
に
定
め
雇
用
主
に
遵
守
を
要
求
す

る
、
賃
金
や
衛
生
、
安
全
に
関
す
る
最
低
基
準
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ッ
ブ

夫
妻
は
、
「
共
通
規
則
」
が
組
合
員
の
生
存
保
障
の
手
段
と
し
て
機
能

す
る
と
と
も
に
、
雇
用
主
に
も
労
働
過
程
の
効
率
化
を
促
し
、
職
場
全

体
の
生
産
性
の
改
善
に
も
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
ナ
シ
ョ

ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
は
、
「
こ
の
共
通
規
則
の
考
え
を
一
企
業
か
ら
全
共
同

社
会
へ
拡
張
す
る

）
45
（

」
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
共
通
規
則
」
に
つ
い

て
の
経
験
的
検
証
の
理
論
的
含
意
と
し
て
提
示
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
労
働
組
合
の
経
験
的
研
究
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
と
い

う
政
策
理
論
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
、
「
社
会
学
―

社
会
改
革
論
」
の

連
関
に
お
け
る
夫
妻
の
基
礎
視
角
を
見
出
し
う
る
。

　

加
え
て
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
社
会
学
研
究
の
要
点
の
一
つ
は
、
個
人
が

多
様
な
側
面
を
持
つ
社
会
生
活
の
中
で
複
数
の
組
織
に
同
時
に
所
属
す

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
組
織
へ
の
参
加
を
通
じ
て
多
様
な
欲
求
の

充
足
や
能
力
の
向
上
を
達
成
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
中
間
団
体
へ

の
社
会
学
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
こ
の
視
角
は
、
来
た
る
べ
き
社
会
主
義

社
会
の
青
写
真
と
し
て
書
か
れ
た
『
大
英
社
会
主
義
社
会
の
構
成
』（
一

九
二
〇
年
）
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
生
産
と
分
配
の
過
程
で
、

労
働
組
合
、
協
同
組
合
、
国
家
が
互
い
に
相
補
的
関
係
に
あ
る
と
さ
れ

た
。
各
組
織
の
活
動
に
お
い
て
、
個
人
は
労
働
者
／
消
費
者
／
市
民
と

し
て
、
異
な
る
立
場
に
伴
う
異
な
る
欲
求
を
充
足
し
う
る
と
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
民
主
的
な
社
会
主
義
社
会
は
、
「
人
間
を
そ
の

社
会
生
活
に
お
け
る
主
要
局
面
ご
と
に
…
…
代
表
す
る
こ
と
を
可
能
と

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
そ
し
て
こ
の
「
新
し
い
考
え
方
は
、

実
際
に
は
社
会
の
生
々
し
い
組
織
の
観
察
か
ら
」
、
す
な
わ
ち
社
会
学

研
究
か
ら
見
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
産
業
民

主
制
論
』
以
来
の
社
会
改
革
論
に
お
け
る
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
一
貫
し

た
主
張
で
あ
っ
た

）
46
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
ビ
ア
ト
リ
ス
が
救
貧
法
改
正
案
を
め
ぐ
っ
て
ボ
ザ
ン
ケ

夫
妻
と
政
治
的
に
鋭
く
対
立
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
最
近

の
研
究
で
は
、
ビ
ア
ト
リ
ス
が
中
心
と
な
り
起
草
し
た
少
数
派
報
告
と

ボ
ザ
ン
ケ
夫
妻
ら
慈
善
組
織
協
会
の
見
解
が
前
面
に
出
た
多
数
派
報
告

が
、
両
者
の
政
治
的
対
立
と
は
裏
腹
に
内
容
的
に
多
く
の
共
通
点
が

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
47
（

。
だ
が
、
社
会
学
論
と
社
会
改
革
論

の
関
係
と
い
う
視
角
か
ら
見
た
際
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
と
ボ
ザ
ン
ケ
の
思

想
に
は
、
基
本
的
な
点
で
大
き
な
差
異
が
存
在
し
て
い
た
。
ウ
ェ
ッ
ブ

夫
妻
の
「
社
会
学
―

社
会
改
革
論
」
が
経
験
的
観
察
と
理
論
的
分
析
を

通
じ
た
組
織
や
制
度
の
（
あ
る
べ
き
）
構
造
と
機
能
の
明
確
化
に
焦
点
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が
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ボ
ザ
ン
ケ
の
関
心
は
、
組
織
や
制
度

よ
り
も
む
し
ろ
個
人
の
精
神
の
状
態
や
個
人
間
の
心
理
的
な
関
係
性
の

方
に
向
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ボ
ザ
ン
ケ
の
視
角
は
、
自
身
が
T
・
H
・
グ
リ
ー
ン
よ
り

継
承
し
、
ま
た
彼
が
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
所
属
し
た
慈
善
組
織
協
会
の
指

導
者
の
あ
い
だ
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
「
理
想
主
義
哲
学
」
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
協
会
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
・
ホ
ー
ル
の
副
館
長
で
も

あ
っ
た
E
・
J
・
ア
ー
ウ
ィ
ッ
ク
の
主
導
で
、
一
八
九
六
年
に
「
社
会

学
学
校
」
（
一
九
〇
三
年
に
「
社
会
学
・
社
会
経
済
学
学
校
」
へ
改
名
）
を

設
立
し
た
。
ア
ー
ウ
ィ
ッ
ク
の
目
的
は
、
慈
善
や
救
貧
法
行
政
に
つ
い

て
の
実
践
論
と
並
ん
で
、
社
会
学
と
社
会
哲
学
を
学
ぶ
機
会
を
協
会
員

に
提
供
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

）
48
（

。
ア
ー
ウ
ィ
ッ
ク
や
、
協
会
の
指

導
者
の
一
人
で
あ
り
ボ
ザ
ン
ケ
の
親
友
で
も
あ
っ
た
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、

慈
善
活
動
や
社
会
学
学
校
の
目
的
は
、
協
会
員
に
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
」
精
神
の
涵
養
を
促
す
こ
と
に
あ
っ
た

）
49
（

。
社
会
学
・
社
会
哲
学
は
、

社
会
の
多
様
な
側
面
と
理
想
社
会
の
本
質
に
つ
い
て
の
認
識
を
経
験

的
・
哲
学
的
に
そ
れ
ぞ
れ
深
め
る
学
問
と
捉
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
学
び

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
精
神
を
育
む
こ
と
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

た
る
協
会
員
の
重
要
な
任
務
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ボ
ザ
ン
ケ
は
理
想
主
義
の
観
点
か
ら
、
こ
の
社
会
学
―

社
会
哲
学
と

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
繋
が
り
を
よ
り
精
緻
に
理
論
化
し
た
。
ボ
ザ
ン

ケ
に
と
っ
て
社
会
の
倫
理
的
目
的
は
、
彼
が
「
絶
対
的
な
も
のthe 

A
bsolute

」
と
呼
ぶ
理
想
状
態
へ
と
現
実
社
会
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
「
絶
対
的
な
も
の
」
は
、
グ
リ
ー
ン
の
「
永
遠
意
識eternal 

consciousness

」
を
そ
の
神
学
的
要
素
を
除
き
つ
つ
継
承
し
た
も
の

で
あ
り
、
人
類
の
全
て
の
経
験
が
相
互
に
矛
盾
の
な
い
調
和
的
統
一
を

形
成
す
る
状
態
を
指
す

）
50
（

。
ボ
ザ
ン
ケ
は
、
こ
の
「
絶
対
的
な
も
の
」
の

完
全
な
実
現
が
矛
盾
の
不
可
避
な
現
実
社
会
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と

を
認
め
つ
つ
も
、
日
々
の
道
徳
実
践
に
よ
っ
て
こ
れ
に
漸
進
的
に
接
近

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
市
民
的
義
務
（
＝
シ
テ
ィ
ズ

ン
シ
ッ
プ
）
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
こ
で
道
徳
実
践
は
、

一
方
で
は
個
人
の
心
構
え
を
、
す
な
わ
ち
「
日
々
の
仕
事
に
一
貫
し
た

目
的
を
与
え
る
こ
と
、
経
済
的
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
、
み
せ
か
け

の
醜
さ
に
美
を
見
出
す
こ
と
、
一
見
し
た
性
格
の
失
敗
に
愛
す
べ
き
点

を
見
出
す
こ
と

）
51
（

」
な
ど
を
指
す
。
だ
が
ボ
ザ
ン
ケ
が
よ
り
重
視
し
た
の

は
、
社
会
関
係
の
次
元
に
お
け
る
道
徳
実
践
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
れ
を

権
利
の
相
互
的
な
「
承
認
」
の
過
程
と
し
て
理
論
化
し
た
。
承
認
と
は
、

各
人
が
互
い
に
独
自
の
社
会
的
「
機
能
」
を
認
識
し
合
う
相
互
理
解
の

過
程
を
指
す
。
承
認
の
関
係
に
お
い
て
は
、
各
人
は
機
能
を
果
た
す
た

め
の
諸
条
件
を
権
利
と
し
て
他
者
に
要
求
で
き
、
他
方
で
当
該
機
能
の

行
使
が
各
人
の
道
徳
的
義
務
と
さ
れ
る

）
52
（

。
か
か
る
倫
理
的
関
係
性
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
各
人
が
理
性
と
共
感
に
基
づ
く
相
互
理
解
に
努
め

る
と
と
も
に
、
社
会
を
精
神
の
相
互
作
用
の
場
と
し
て
経
験
的
・
全
体

的
に
認
識
し
、
認
識
さ
れ
た
社
会
の
中
で
の
自
身
の
果
た
す
べ
き
機
能
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を
規
範
的
に
見
出
す
必
要
が
あ
る
。
「
社
会
学
―

社
会
哲
学
」
の
意
義

と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
社
会
の
経
験
的
認
識
」
と
「
機
能
の
規
範
的

発
見
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
点
に
存
し
て
い
た
。

　

理
想
主
義
哲
学
に
基
づ
く
以
上
の
社
会
学
観
に
よ
っ
て
、
ボ
ザ
ン
ケ

の
社
会
改
革
論
の
焦
点
も
、
組
織
や
制
度
の
仕
組
み
に
で
は
な
く
、ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
困
窮
者
と
の
あ
い
だ
で
築
か
れ
う
る
倫
理
的
関
係

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
。
ボ
ザ
ン
ケ
が
国
家
福
祉
に
否
定
的
で
あ
っ
た

の
は
、
援
助
が
し
ば
し
ば
官
僚
主
義
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
各
困
窮

者
の
個
別
の
状
況
や
必
要
が
考
慮
の
外
に
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
倫
理
的
動
機
に
支
え
ら
れ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
は
、

困
窮
者
の
個
別
性
に
配
慮
で
き
る
こ
と
で
、
よ
り
適
切
な
援
助
が
可
能

と
な
る
で
あ
ろ
う

）
53
（

。
何
よ
り
も
、
救
貧
を
通
じ
て
困
窮
者
と
の
あ
い
だ

に
形
成
さ
れ
る
倫
理
的
関
係
が
、
困
窮
者
の
み
な
ら
ず
ワ
ー
カ
ー
自
身

の
精
神
的
な
陶
冶
へ
繋
が
る
と
想
定
さ
れ
た
。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に

基
づ
く
理
想
社
会
は
、
こ
う
し
た
対
人
格
的
な
社
会
改
革
に
よ
っ
て
接

近
さ
れ
う
る
と
ボ
ザ
ン
ケ
は
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
社
会
制
度
の
構
造
と
機
能
に
注
目
し
た
の
が
ウ
ェ
ッ
ブ

夫
妻
の
「
社
会
学
―

社
会
改
革
論
」
で
あ
り
、
社
会
に
生
き
る
個
人
間

の
心
理
的
か
つ
倫
理
的
な
関
係
性
に
注
目
し
た
の
が
ボ
ザ
ン
ケ
の
そ
れ

で
あ
っ
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ホ
ブ
ハ
ウ

ス
の
「
社
会
学
―

社
会
改
革
論
」
は
、
個
人
の
意
志
と
社
会
制
度
の
相

互
作
用
へ
の
観
点
に
基
づ
く
点
で
、
両
者
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
『
道
徳
進
化
論
』
で
は
、
原
始
共
産
社
会
か
ら
近
代

社
会
へ
と
至
る
、
個
々
人
の
道
徳
性
と
社
会
制
度
の
変
容
過
程
が
探
求

さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
改
革
論
と
の
関
係
で
重
要
で
あ
る
の
は
、
彼
の

近
代
社
会
論
で
あ
る
。
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
、
近
代
社
会
で
は
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
の
原
理
が
部
分
的
に
実
現
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な

様
態
を
法
や
家
族
、
所
有
の
制
度
を
例
に
挙
げ
て
考
察
し
て
い
る
。
こ

こ
で
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
、
「
成
員
の
善
き
意
志
に
構
造
と
性
質
が

依
拠
す
る
よ
う
な
共
同
体

）
54
（

」
の
基
礎
原
理
と
し
て
、
ボ
ザ
ン
ケ
の
そ
れ

と
同
様
、
理
想
主
義
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
道
徳
性
に
基
づ

く
個
人
間
の
関
係
性
を
考
察
し
た
ボ
ザ
ン
ケ
と
異
な
り
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス

は
道
徳
性
を
社
会
制
度
と
法
的
権
利
の
問
題
と
結
び
つ
け
、
人
格
陶
冶

論
と
制
度
改
革
論
の
橋
渡
し
を
試
み
た
。
一
例
と
し
て
彼
が
挙
げ
る
の

は
、
「
犯
罪
者
」
へ
の
認
識
・
処
遇
の
変
化
で
あ
る
。
私
的
制
裁
や
残

酷
刑
の
対
象
と
し
て
共
同
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た

犯
罪
者
は
、
近
代
に
入
り
、
ク
エ
ー
カ
ー
や
大
陸
合
理
主
義
者
、
功
利

主
義
者
の
運
動
に
よ
っ
て
、
「
処
罰
」
よ
り
も
「
更
生
」
の
対
象
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
こ
れ
を
道
徳
性
の
変
化
に
伴

う
犯
罪
者
の
社
会
的
包
摂
の
過
程
と
し
て
、
規
範
的
に
も
高
く
評
価
し

た
）
55
（

。
た
だ
し
、
一
部
の
社
会
成
員
の
道
徳
性
の
変
化
の
み
で
は
犯
罪
者

に
対
す
る
処
遇
の
変
化
は
安
定
的
に
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
は

さ
ら
に
、
「
更
生
途
上
で
助
け
を
差
し
伸
べ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
処
罰

へ
の
権
利

）
56
（

」
の
法
的
保
障
が
、
ま
た
そ
う
し
た
法
的
権
利
を
具
体
化
し
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う
る
効
果
的
な
刑
務
所
の
よ
う
な
社
会
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
さ
れ

る
）
57
（

。
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
社
会
学
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
道
徳
性
―

社
会
制

度
―

国
家
の
法
」
の
相
互
関
係
が
理
論
的
焦
点
と
な
っ
て
い
た
。

　

彼
の
社
会
改
革
論
も
同
様
の
視
角
に
基
づ
い
て
い
た
。
ホ
ブ
ハ
ウ
ス

は
、
J
・
S
・
ミ
ル
と
グ
リ
ー
ン
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
継
承
し
つ
つ
、

道
徳
性
の
本
質
を
自
己
実
現
に
よ
る
個
性
と
潜
在
能
力
の
発
展
と
理
解

し
た
。
た
だ
し
道
徳
性
の
発
展
に
は
、
個
々
人
に
よ
る
労
働
組
合
な
ど

中
間
団
体
へ
の
参
加
と
、
国
家
に
よ
る
生
活
保
障
が
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と

さ
れ
る

）
58
（

。
加
え
て
中
間
団
体
と
国
家
は
、
そ
れ
自
身
の
維
持
・
発
展
の

た
め
に
、
前
者
に
お
い
て
は
個
々
人
の
積
極
的
な
参
加
と
活
動
を
、
後

者
に
お
い
て
は
公
共
的
な
事
柄
へ
の
関
心
に
基
づ
く
「
議
会
内
外
に
お

け
る
熟
慮
と
討
議

）
59
（

」
を
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
す
る
。
こ
う
し
て
ホ
ブ
ハ
ウ

ス
の
「
社
会
学
―

社
会
改
革
論
」
に
お
い
て
は
、
個
人
は
常
に
社
会
的

な
存
在
と
し
て
、
道
徳
性
を
媒
介
に
社
会
領
域
と
国
家
双
方
と
の
相
互

的
な
関
係
性
の
も
と
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
節
で
は
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
、
ボ
ザ
ン
ケ
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
に

お
け
る
「
社
会
学
―

社
会
改
革
論
」
の
連
関
の
諸
相
を
考
察
し
て
き
た
。

最
後
に
考
察
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
「
社
会
学
的
な
個
人
主
義
」
か

ら
脱
却
し
た
彼
ら
の
社
会
学
が
、
ど
れ
だ
け
イ
ン
グ
ラ
ム
の
構
想
―
―

コ
ン
ト
的
な
総
合
社
会
学
の
樹
立
―
―
を
実
現
し
て
い
た
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
示
唆
さ
れ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
社

会
学
観
は
、
社
会
の
諸
学
を
統
合
す
る
「
総
合
社
会
学
」
の
イ
メ
ー
ジ

と
、
社
会
科
学
の
一
部
門
と
し
て
の
「
個
別
社
会
学
」
の
そ
れ
と
の
あ

い
だ
で
揺
ら
ぎ
を
見
せ
て
い
た
。
か
つ
て
イ
ン
グ
ラ
ム
が
示
し
た
総
合

社
会
学
の
構
想
は
、
コ
ン
ト
的
な
も
の
で
あ
れ
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
も
の

で
あ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
の
目
指
す
べ
き
到
達
点
と
し
て
、
ホ
ブ
ハ

ウ
ス
や
ボ
ザ
ン
ケ
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た

）
60
（

。
だ
が
、

哲
学
・
倫
理
学
を
も
含
み
う
る
社
会
諸
科
学
の
統
合
と
い
う
構
想
は
、

到
底
実
現
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
総
合
社
会
学
」
を
見
果
て

ぬ
夢
と
し
て
思
い
描
き
つ
つ
、
彼
ら
自
身
が
着
手
し
た
社
会
学
研
究
は
、

中
間
団
体
の
機
能
・
構
造
研
究
（
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
）
、
社
会
規
範
の
人
類

学
的
研
究
（
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
）
、
あ
る
い
は
社
会
心
理
学
（
ボ
ザ
ン
ケ
）
と
い
っ

た
個
別
研
究
に
限
ら
れ
た
。

　

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
総
合
社
会
学
へ
の
志
向
が
常
に
念
頭
に
あ
っ

た
こ
と
は
、
彼
ら
の
社
会
学
を
隣
接
分
野
と
の
関
係
に
お
い
て
常
に
「
開

か
れ
た
」
も
の
と
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
社
会
改
革
論
が
彼
ら
の
社

会
学
と
連
結
し
た
事
実
は
、
ま
さ
し
く
初
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
の
示
し

た
こ
う
し
た
開
放
性
の
表
れ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、「
社

会
学
的
忘
却
」
は
彼
ら
の
社
会
学
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。

終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス

で
見
ら
れ
た
「
社
会
的
な
も
の
」
と
「
社
会
学
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
代
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表
的
な
も
の
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
「
社
会

的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
個
人
の
道
徳
性
の
改
善
が
社
会
問
題

克
服
の
鍵
と
見
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
二
十
世
紀
初
頭
の
初
期
イ

ギ
リ
ス
社
会
学
に
お
い
て
は
、
道
徳
性
へ
の
関
心
が
一
方
で
保
た
れ
つ

つ
も
、
社
会
制
度
や
個
人
間
の
心
理
的
関
係
性
も
ま
た
議
論
の
焦
点
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
初
期

イ
ギ
リ
ス
社
会
学
が
、
「
社
会
的
な
も
の
」
へ
の
視
座
と
「
社
会
学
的

な
個
人
主
義
」
か
ら
の
脱
却
と
の
理
論
的
接
点
を
形
成
し
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
こ
と
を
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
、
ボ
ザ
ン
ケ
、
ホ

ブ
ハ
ウ
ス
の
社
会
学
（
論
）
と
社
会
改
革
論
に
注
目
し
つ
つ
考
察
し
た
。

社
会
学
に
対
す
る
彼
ら
の
異
な
る
視
角
は
、
社
会
改
革
論
で
の
差
異
へ

も
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
う
し
た
差
異
を
認
識
し
た
上
で
彼

ら
の
「
社
会
学
―

社
会
改
革
論
」
の
連
関
を
「
福
祉
国
家
思
想
」
と
捉

え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
共
通
性
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
「
社
会
的
な
も
の
」
を
常
に
国
家
と
個
人
の
「
あ
い
だ
」
に
位

置
す
る
「
社
会
」
の
領
域
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
姿
勢
で
あ
り
、

ま
た
こ
の
中
間
領
域
と
の
関
連
の
下
に
国
家
の
社
会
政
策
や
個
人
の
道

徳
性
を
考
察
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
社
会
学
と
か
か
わ
る
こ
と
で
、ウ
ェ
ッ

ブ
夫
妻
、
ボ
ザ
ン
ケ
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
共
通
し
て
こ
の
よ
う
な
視
座
を

持
つ
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
国
家
と
市
場
の
関
係
性
か
ら
「
社
会
的
な
も

の
」
を
考
察
す
る
経
済
思
想
や
、
国
家
論
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係

か
ら
こ
れ
を
考
察
す
る
政
治
思
想
と
は
異
な
る
、
言
わ
ば
「
福
祉
国
家

の
社
会
思
想
」
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
思
想
や
政
治
思
想

と
並
び
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
思
想
的
基
礎
の
重
要
な
一
端
を
形
成

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 

（
て
ら
お
・
は
ん
の
／
イ
ギ
リ
ス
政
治
・
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

た
と
え
ば
、
社
会
思
想
史
学
会
は
二
〇
一
〇
年
度
の
年
報
『
社
会
思
想
史

研
究
』
第
三
四
号
（
藤
原
書
店
）
で
、「
〈
社
会
的
な
も
の
〉
の
概
念　

再
考
」

の
特
集
を
組
ん
で
い
る
。

（
2
） こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
し
ば
し
ば
M
・
フ
ー
コ
ー
の
「
生
権
力
」
概
念

の
強
い
影
響
が
見
ら
れ
る
。

（
3
） こ
の
意
味
で
「
社
会
的
な
も
の
」
を
捉
え
る
代
表
格
は
政
治
哲
学
者
の

H
・
ア
レ
ン
ト
で
あ
る
が
、
福
祉
国
家
研
究
の
文
脈
で
は
、
ア
レ
ン
ト
の

「
社
会
的
な
も
の
」
批
判
を
相
対
化
し
、
「
社
会
的
な
も
の
」
を
「
政
治
的

な
も
の
」
な
い
し
「
公
共
性
」
創
出
の
必
要
条
件
と
し
て
再
評
価
す
る
研

究
も
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
齋
藤
純
一
『
公
共
性
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

〇
年
、
を
参
照
。

（
4
） こ
の
意
味
で
の
「
社
会
的
な
も
の
」
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
特
に
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
「
連
帯solidarité

」
理
念
の
形
成
史
研
究
が
活
発
に
行
わ

れ
て
き
た
。
一
例
と
し
て
、
田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国　

社
会
的
連
帯

の
誕
生
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
を
参
照
。

（
5
） 

市
野
川
容
孝
『
社
会
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
三
五
―
三
九
頁
。
市

野
川
容
孝
・
宇
城
輝
人
編
『
社
会
的
な
も
の
の
た
め
に
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

二
〇
一
三
年
、
iv
―
v
頁
。

（
6
） 
本
稿
で
は
、
「
初
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
」
を
社
会
学
会
が
設
立
さ
れ
た
一

九
〇
三
年
前
後
の
時
期
に
限
定
す
る
。
ま
た
「
社
会
学
者
」
に
つ
い
て
は
、

「
設
立
時
の
社
会
学
会
に
か
か
わ
り
、
か
つ
社
会
学
の
対
象
・
方
法
・
内
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容
に
つ
い
て
積
極
的
に
考
察
・
発
言
を
行
っ
た
人
々
」
と
広
く
定
義
す
る
。

そ
の
理
由
は
、
本
稿
の
目
的
が
「
社
会
学
史
」
を
描
く
こ
と
に
で
は
な
く
、

社
会
学
と
い
う
用
語
と
と
も
に
示
さ
れ
た
多
様
な
議
論
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス

福
祉
国
家
に
関
わ
る
「
社
会
思
想
史
」
を
抽
出
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

（
7
） タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
『
社
会
的
行
為
の
構
造　

第
一
分
冊　

総
論
』

稲
上
毅
・
厚
東
洋
輔
訳
、
木
鐸
社
、
一
九
七
六
年
、
一
七
頁
（
原
著
は
一

九
三
七
年
）
。

（
8
） Abram

s, P. 1968. T
he O

rigins of B
ritish Sociology 1834-1914, 

C
hicago: U

niversity of C
hicago Press.

（
9
） Parsons, T. 1932. ‘E

conom
ics and Sociology: M

arshall in 
R

elation to the T
hought of H

is T
im

e ’, Q
uarterly Journal of 

E
conom

ics 46 

（2

）, pp. 321-322.

（
10
） こ
の
よ
う
に
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
お
け
る
功
利
主
義
の
定
義
は
非
常
に
広
く
、

一
般
に
イ
ギ
リ
ス
思
想
史
研
究
で
理
解
さ
れ
て
い
る
W
・
ペ
イ
リ
ー
か
ら

ベ
ン
サ
ム
、
J
・
S
・
ミ
ル
、
H
・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
へ
至
る
倫
理
・
政
治

思
想
と
し
て
の
功
利
主
義
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
11
） Annan, N

. 1959. T
he C

urious Strength of Positivism
 in E

nglish 

P
olitical T

hought: L. T. H
obhouse M

em
orial T

rust Lecture 28, 
London: O

xford U
niversity Press, pp. 8-9.

（
12
） 

前
掲
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
『
社
会
的
行
為
』
一
五
六
頁
。

（
13
） 「
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
第
一
義
的
な
公
正
の
基
準
で
あ
っ
た
『
交
換
に
お
け

る
自
然
の
平
等
』
は
、
リ
カ
ー
ド
の
時
期
ま
で
に
索
出
的
な
仮
定
と
な
っ

て
い
た
。
」
前
掲
書
、
一
六
四
頁
。

（
14
） Annan, C

urious Strength, p. 15.

（
15
） Soffer, R

. 1982. ‘W
hy D

o D
isciplines Fail? T

he Strange C
ase of 

B
ritish Sociology ’, E

nglish H
istorical R

eview
 97 

（385

）, p. 774, 
793.

（
16
） 

以
下
の
諸
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。D

en O
tter, S. M

. 1996. B
ritish 

Idealism
 and Social E

xplanation: A
 Study in L

ate V
ictorian 

T
hought, O

xford: C
larendon Press; H

arris, J. 1992. ‘Political 
T
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ork for B

ritish Social Policy ’, Past &
 Present 135, pp. 

116-141. 

塩
野
谷
祐
一
『
ロ
マ
ン
主
義
の
経
済
思
想　

芸
術
・
倫
理
・
歴

史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
を
参
照
。
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17
） Cullen, M

. 1975. T
he Statistical M

ovem
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arly V
ictorian 

B
ritain: T

he Foundation of E
m

pirical Social R
esearch, N

ew
 York: 

B
arnes and N
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） Abram

s, O
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ritish Sociology, pp. 44-49.
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） Goldm

an, L. 1987. ‘A
 Peculiarity of the E
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S
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sen

ce of S
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y in 
N
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entury B

ritain ’, Past &
 Present 114, pp. 140-145.
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） Goldm

an, L. 1983. ‘T
he O

rigins of B
ritish ‘Social Science ’: 

Political E
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y, N
atural Science and Statistics, 1830-1835 ’, 
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istorical Journal 26 
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）, pp. 587-616.
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. M
. 1975. ‘T. E
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liffe-Leslie, Irish Social R
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 and 

the O
rigins of E

nglish H
istorical School of E

conom
ics ’, H

istory 

of Political E
conom

y 7 

（3

）, pp. 312-336.

（
22
） 

そ
も
そ
も
マ
ル
サ
ス
を
除
き
彼
ら
学
会
設
立
者
は
社
会
問
題
へ
の
規
範
的

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
社
会
の
観
察
者
に
留

ま
ろ
う
と
し
た
。G

oldm
an, ‘O

rigins ’, p. 609, 614.

（
23
） T
・
ハ
チ
ス
ン
『
経
済
学
の
革
命
と
進
歩
』
早
坂
忠
訳
、
春
秋
社
、
一
九

八
七
年
、
六
九
―
七
〇
頁
。

（
24
） 

パ
ッ
ト
・
セ
イ
ン
『
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
社
会
史　

経
済
・
社
会
・
政

治
・
文
化
的
背
景
』
深
澤
和
子
・
深
澤
敦
監
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
〇
〇
年
、
一
三
―
一
六
頁
。



161　●　〈公募論文〉初期イギリス社会学と「社会的なもの」――寺尾範野

（
25
） 

西
沢
保
『
マ
ー
シ
ャ
ル
と
歴
史
学
派
の
経
済
思
想
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

七
年
、
二
五
―
五
七
頁
。

（
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） 

佐
々
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憲
介
「
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・
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と
歴
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学
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動
」『
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學
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究
』

五
三
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三
号
、
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海
道
大
学
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濟
學
部
、
二
〇
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一
年
、
一
〇
五
―
一
二

五
頁
。

（
27
） Ingram

, J. K
. 1878. T

he Present Position and Prospects of Political 
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conom
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ritish A
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A
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ent of Science, at its M
eeting at D

ublin in 1878, London: 
Longm
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o, p. 19.

（
28
）  Ibid., p. 28.

（
29
） 

た
と
え
ば
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
一
八
八
五
年
に
同
じ
F
部
門
会
長
講
演
で
、

コ
ン
ト
、
A
・
シ
ェ
フ
レ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
総
合
社
会
学
を
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科
学
的
と
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罪
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行
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ま
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
は
、
一
八
八
二
年
に
T
・
H
・
グ

リ
ー
ン
の
後
継
と
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
道
徳
哲
学
教
授
に
就
任

し
た
が
、
彼
が
就
任
講
義
に
選
ん
だ
テ
ー
マ
は
「
倫
理
学
と
社
会
学
」
で

あ
っ
た
。
ウ
ォ
ー
ラ
ス
も
ま
た
、
社
会
学
の
特
徴
を
コ
ン
ト
、
ケ
ト
レ
、

ス
ペ
ン
サ
ー
の
議
論
に
見
ら
れ
る
体
系
性
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼

は
、
倫
理
学
（
＝
理
想
主
義
に
基
づ
く
政
治
哲
学
）
と
経
験
科
学
と
し
て

の

社

会

学

の

協

働

を

訴

え

た
。W

allace, W
. 1883. ‘E

thics and 
Sociology ’, M

ind 8 

（30

）, pp. 222-250.

（
30
） Abram

s, O
rigins of B

ritish Sociology, p. 3. 

実
際
、
『
社
会
学
雑
誌
』

第
一
号
で
は
「
社
会
学
と
社
会
科
学
お
よ
び
哲
学
と
の
関
係
」
と
題
し
た

報
告
・
討
論
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
社
会
学
の
意
味
の
明
確
化
が
図
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
参
加
者
の
多
様
な
意
見
が
並
置
さ
れ
た
ま
ま
、
実
質
的

な
討
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

（
31
） 

ボ
ー
ア
戦
争
を
一
つ
の
き
っ
か
け
と
す
る
十
九
世
紀
末
以
降
の
優
生
学
へ

の
人
口
学
的
観
点
か
ら
の
関
心
の
高
ま
り
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を

参
照
。Solow

ay, R
. 1990. D

em
ography and D

egeneration: E
ugenics 

and the D
eclining B

irthrate in T
w

entieth-C
entury B

ritain, C
hapel 

H
ill and London: U

niversity of N
orth C

arolina Press.

（
32
） Renw

ick, C
. 2012. B

ritish Sociology’s Lost B
iological R

oots: A
 

H
istory of F

utures Past, B
asingstoke: Palgrave M

acm
illan, p. 

200, n13. 

な
お
、
ロ
ッ
ク
は
R
・
ウ
ォ
ル
ム
ス
ら
に
よ
っ
て
一
八
九
三
年

に
パ
リ
で
設
立
さ
れ
た
「
国
際
社
会
学
協
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、

一
九
〇
九
年
に
ベ
ル
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回
大
会
で
は
、
「
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
社
会
状
態
の
基
準
と
し
て
の
連
帯
」
と
題
し
た
報
告
を
行
っ
て

い
る
。（
こ
の
点
は
中
倉
智
徳
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。
）

（
33
） Renw

ick, C
. 2011. ‘F

rom
 P

olitical E
conom

y to Sociology: 
Francis G

alton and the Social-Scientific O
rigins of E

ugenics ’, 
B

ritish Journal for the H
istory of Science 44 

（4

）, pp. 343-369.

（
34
） Pearson, K

. 1900. T
he G

ram
m

ar of Science, London: A
dam

 &
 

C
harles B

lack, p. 26

（
35
） Pearson, K

. 1912, D
arw

inism
, M

edical Progress, and E
ugenics: 

T
he C

avendish Lecture 1912, London: D
ulau &

 C
o., p. 28.

（
36
） Hobhouse, L. T. 1911. Social E

volution and Political T
heory, N

ew
 

York: C
olum

bia U
niversity Press, p. 53.

（
37
） Ibid., p. 45.

（
38
） Ibid., p. 47

（
39
） Ibid., pp. 94-96.

（
40
） Ibid., p. 56.

（
41
） 
安
保
則
夫
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
の
貧
困
と
救
済
』
井
野
瀬
久
美
惠
・
高
田

実
編
、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五
九
―
三
四
六
頁
。
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（
42
） 

各
論
者
の
有
機
的
社
会
観
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
以
下
の
文
献

を
参
照
さ
れ
た
い
。
寺
尾
範
野
・
馬
路
智
仁
「
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム　

有
機
的
社
会
観
に
基
づ
く
社
会
統
合
の
構
想
」
佐
藤
正
志
＝

ポ
ー
ル
・
ケ

リ
ー
編
『
多
元
主
義
と
多
文
化
主
義
の
間　

現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史

研
究
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
、
四
三
―
六
七
頁
。

（
43
） Searle, G

. R
. 1971. T

he Q
uest for N

ational E
fficiency, A

 Study in 

B
ritish P

olitics and P
olitical T

hought, 1899-1914, B
erkley: 

U
niversity of C

alifornia Press. pp. 54-106.

（
44
） Webb, S. and W

ebb, B
. 1902. Industrial D

em
ocracy, London: 

Longm
ans, G

reen &
 C

o. 

（first published in 1897

）, pp. v-xviii.

（
45
） Ibid., p. 767.

（
46
） Webb, B

. and W
ebb, S.1920. A

 C
onstitution for the Socialist 

C
om

m
onw

ealth of G
reat B

ritain, London: Longm
ans G

reen 
&

C
o, pp. xiii-xviii. 

な
お
、
経
済
学
史
研
究
の
観
点
か
ら
「
共
通
規
則
」

と
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
」
の
関
連
性
を
考
察
し
た
研
究
と
し
て
、
以

下
を
参
照
。
江
里
口
拓
『
福
祉
国
家
の
効
率
と
制
御　

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の

経
済
思
想
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
八
年
。

（
47
） 

た
と
え
ば
以
下
の
諸
文
献
を
参
照
。M

cB
riar, A

. 1987. A
n E

dw
ardian 

M
ixed D

oubles: T
he B

osanquets versus T
he W

ebbs, O
xford: 

C
larendon Press. 

前
掲
、
セ
イ
ン
『
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
社
会
史
』

一
〇
二
―
一
〇
六
頁
。

（
48
） Urw

ick, E
. J. 1904. ‘A

 School of Sociology ’, in C
. S. Loch, ed. 

M
ethods of Social A

dvance, London: M
acm

illan, pp. 180-188.

（
49
） Vincent, A

. and P
lant, R

. 1984. P
hilosophy, P

olitics an
d 

C
itizenship: the Life and T

hought of the B
ritish Idealists, O

xford: 
B

lackw
ell, pp. 94-131.

（
50
） Bosanquet, B

. 1912. T
he Principle of Individuality and Value: T

he 

G
ifford L

ectures for 1911 D
elivered in E

dinburgh U
niversity, 

London: M
acm

illan, p. 382.

（
51
） Ibid., p. 376.

（
52
） 

承
認
概
念
を
ボ
ザ
ン
ケ
の
権
利
論
や
国
家
論
と
関
連
さ
せ
て
考
察
し
た
文

献
と
し
て
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
寺
尾
範
野
「
ニ
ュ
ー
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
に
よ
る
ボ
ザ
ン
ケ
批
判
の
再
考
―
―
倫
理
、
国
家
、
福
祉
を
め

ぐ
っ
て
」
『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』
三
五
号
、
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
、

二
〇
一
二
年
、
五
九
―
六
〇
頁
。

（
53
） Bosanquet, B

. 1917. ‘T
he A

ffinity of Philosophy and C
asew

ork ’, 
in his Social and International Ideals: B

eing Studies in Patriotism
, 

London: M
acm

illan, pp. 161-182.

（
54
） Hob

h
ou

se, L
. T. 1915. M

ora
ls in

 E
volu

tion
: A

 S
tu

dy in 

C
om

parative E
thics 

（3rd edn.

）,  N
ew

 York: H
enry H

olt and 
C

om
pany 

（first published in 1906

）, p. 63.

（
55
） Ibid., pp. 124-127.

（
56
） Ibid., p. 130.

（
57
） 

ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
こ
う
し
た
社
会
制
度
の
一
例
と
し
て
、
一
八
七
六
年
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
設
立
さ
れ
た
エ
ル
マ
イ
ラ
刑
務
所
を
挙
げ
て
い
る
。

Ibid., p. 127.

（
58
） 

ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
社
会
改
革
思
想
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
。
寺

尾
範
野
「
L
・
T
・
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
社

会
改
革
思
想
―
中
間
団
体
論
と
分
配
論
の
連
関
」
『
経
済
学
史
研
究
』
五

四
巻
二
号
、
経
済
学
史
学
会
、
二
〇
一
三
年
、
四
五
―
六
一
頁
。
な
お
、

既
存
の
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
ホ
ブ
ハ
ウ
ス

は
経
済
思
想
家
J
・
A
・
ホ
ブ
ス
ン
と
共
に
言
及
さ
れ
て
き
た
。
両
者
の

思
想
に
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
っ
た
一
方
で
、
「
社
会
的
な
も
の
」
を
め

ぐ
っ
て
は
、
ホ
ブ
ス
ン
が
栄
養
状
態
や
住
居
環
境
な
ど
物
質
的
な
必
要
を

強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
幸
福
感
情
や
利
他

性
の
獲
得
、
人
格
の
発
展
な
ど
精
神
的
な
陶
冶
に
よ
り
多
く
注
目
す
る
と
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い
う
差
異
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
同
時
代
の
生
物
学
や
経
済
学
、
理

想
主
義
に
対
し
て
両
者
が
取
っ
た
距
離
の
違
い
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
「
社
会
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
ホ
ブ
ス
ン
の
思
想
は
、H

obson, J. A
. 

1902. T
he Social Problem

: Life and W
ork, London: Jam

es N
isbet 

&
 C

o. 

に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

（
59
） 

山
本
卓
「
レ
オ
ナ
ー
ド
・
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
「
自
由
主
義
的
社
会
主
義
」

―
―
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
の
政
治
理
論
」
『
政
治
思
想
研
究
』
九
号
、

風
行
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
八
四
頁
。

（
60
） ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
も
総
合
社
会
学
へ
一
定
の
敬
意
を
示
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
社
会
学
と
は
、
制
度
の
構
造
と
機
能
の
考
察
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
精
神
的
、

物
理
的
、
社
会
的
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
要
因
〔
…
〕
の
影
響
を
そ
の

中
に
見
出
す
と
い
う
方
法
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
、
と
。
S
・
ウ
ェ
ッ
ブ

／
B
・
ウ
ェ
ッ
ブ
『
社
会
調
査
の
方
法
』
川
喜
多
喬
訳
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
二
年
、
一
〇
頁
。

［
謝 

辞
］
本
稿
は
以
下
の
学
会
と
研
究
会
で
の
拙
報
告
を
基
に
し
て
い
る
。
第

三
十
七
回
社
会
思
想
史
学
会
大
会
、
第
三
十
一
回
京
阪
経
済
研
究
会
、
第

十
回
社
会
政
治
研
究
会
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ

た
先
生
方
、
な
ら
び
に
初
稿
に
貴
重
な
ご
助
言
を
下
さ
っ
た
匿
名
の
査
読

者
の
先
生
方
に
深
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
社
会
的
な
も
の
、
社
会
学
的
な
個
人
主
義
、
初
期
イ
ギ
リ
ス
社

会
学
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
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は
じ
め
に

　

一
九
一
八
年
の
末
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
へ
す
で
に
提
出
し
て
い

た
教
授
資
格
申
請
論
文
の
審
査
結
果
を
待
た
ず
、
結
成
さ
れ
た
ば
か
り

の
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
産
主
義
者
党
に
ル
カ
ー
チ
・
ジ
ェ
ル
ジ
ュ
が
参
加
し

た
こ
と
は
、
当
時
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
で
彼
の
周
辺
に
い
た
人
々
を
し
て
「
あ

る
日
曜
日
か
ら
次
の
日
曜
日
に
彼
は
サ
ウ
ル
か
ら
パ
ウ
ロ
に
な
っ
た
」

（
レ
ス
ナ
イ
・
ア
ン
ナ
）
と
言
わ
し
め
る
出
来
事
だ
っ
た
。
『
近
代
劇
発

達
史
』
、
『
魂
と
諸
形
式
』
、
『
小
説
の
理
論
』
と
い
っ
た
諸
著
作
に
よ
り

そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
一
知
識
人
が
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
の
著
者

へ
と
変
貌
す
る
ま
で
に
は
、
如
何
な
る
経
過
が
辿
ら
れ
た
の
か
―
―
多

く
の
論
者
の
関
心
を
引
い
て
き
た
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
は
従
来
、
伝

記
的
研
究
か
、
ま
た
あ
る
い
は
「
ロ
マ
ン
主
義
的
反
資
本
主
義
」
の
一

貫
性
、
と
い
っ
た
類
の
概
括
的
な
説
明
か

）
1
（

、
そ
の
い
ず
れ
か
の
仕
方
に

よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
ル
カ
ー
チ
の
飛
躍
そ
れ

自
体
の
内
的
構
造
を
理
論
史
的
に
追
跡
す
る
作
業
は
不
十
分
な
ま
ま
に

あ
る
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
克
服
す
る
上
で
、
か
の
放
棄
さ
れ
た
教
授
資
格
申

請
論
文
を
含
む
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学
論
稿
」
は
今
日
な
お
決
定
的

な
素
材
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
読
解
を
つ
う
じ
て
ル
カ
ー
チ
の
思

想
形
成
過
程
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
展
望
が
最
初
に
提
示
さ
れ
た
の

は
、
ル
カ
ー
チ
没
後
に
西
独
ル
フ
タ
ー
ハ
ン
ト
社
版
の
著
作
集
第
十
六

巻
『
芸
術
の
哲
学
』
お
よ
び
第
十
七
巻
『
美
学
』
に
お
い
て
全
容
が
公

〈
公
募
論
文
〉

物
象
化
と
し
て
の
合
理
化
と
解
放
と
し
て
の
美
的
経
験

【
ル
カ
ー
チ
初
期
美
学
論
稿
の
展
開
と
『
歴
史
と
階
級
意
識
』】

秋
元
由
裕
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表
さ
れ
た
四
十
年
前
の
こ
と
だ
っ
た

）
2
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
こ
の

主
題
に
着
手
し
た
者
は
ル
カ
ー
チ
研
究
の
国
際
的
動
向
の
中
で
も
未
だ

決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
端
は
、
体
系
的
美
学
を
目
指
し
て

構
築
さ
れ
た
ル
カ
ー
チ
の
論
稿
が
と
る
高
度
に
抽
象
的
な
構
成
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
内
容
を
専
ら
「
生
の
哲
学
」
や
新
カ
ン
ト
派
、
現
象
学

と
の
関
係
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
先
行
研
究
の
内
に
も
あ
る
と
思
わ

れ
る

）
3
（

。
こ
う
し
た
既
存
の
解
釈
水
準
を
刷
新
し
、
美
学
論
稿
の
も
つ
『
歴

史
と
階
級
意
識
』
へ
の
過
渡
性
を
解
明
す
る
に
は
、
美
学
的
諸
範
疇
を

そ
の
都
度
表
現
さ
れ
た
ル
カ
ー
チ
自
身
の
現
実
へ
の
態
度
決
定
と
し
て

再
構
成
し
、
そ
の
変
容
を
過
程
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
一
つ
の
経
路
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
本
稿
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学
論
稿
の
思
想

的
射
程
を
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
と
の
関
係
で
明
ら
か
に
す
べ
く
、
以

下
の
順
序
に
よ
り
論
述
を
進
め
る
。
（
一
）
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
に
お

け
る
物
象
化
批
判
を
素
描
し
、
そ
こ
で
提
起
さ
れ
る
「
弁
証
法
的
方
法
」

を
、
初
期
ル
カ
ー
チ
に
お
け
る
―
―
あ
く
ま
で
一
旦
の
―
―
帰
着
点
を

示
す
も
の
と
し
て
確
認
す
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
批
判
、
実
践
的
態
度

が
形
成
さ
れ
て
き
た
筋
道
を
一
九
一
八
年
以
前
の
諸
著
作
に
即
し
て
検

討
す
る
こ
と
が
、
次
節
以
降
の
課
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、（
二
）
『
近

代
劇
発
達
史
』
か
ら
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学
論
稿
の
第
一
試
行
『
芸
術

の
哲
学
』
ま
で
の
諸
著
作
が
ま
ず
扱
わ
れ
る
。
（
三
）
初
期
ル
カ
ー
チ

思
想
の
発
展
史
を
『
芸
術
の
哲
学
』
を
以
っ
て
一
旦
の
区
切
り
と
す
る

の
は
、
美
学
論
稿
の
第
二
試
行
『
美
学
』
が
そ
れ
以
前
と
は
全
く
異
な

る
方
法
と
意
図
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
、
と
の
認
定
に
よ
る
。
そ

の
詳
細
な
確
認
の
後
、
（
四
）
『
芸
術
の
哲
学
』
か
ら
『
美
学
』
へ
の
改

稿
に
お
け
る
「
芸
術
作
品
」
概
念
の
根
本
的
転
換
を
、
『
歴
史
と
階
級

意
識
』
の
構
築
へ
向
か
う
ル
カ
ー
チ
自
身
の
実
存
的
転
回
と
し
て
考
察

す
る
。一　

物
象
化
と
し
て
の
合
理
化

　

『
歴
史
と
階
級
意
識
』
に
お
い
て
物
象
化
は
、
労
働
力
を
も
商
品
化

す
る
社
会
的
諸
関
係
の
原
理
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
こ
の
諸
関
係
を
統

御
す
る
合
理
主
義
的
思
考
の
原
理
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
言
わ
ば
、
物
象
化
さ
れ
た
現
実
諸
連
関
が
物
象
化
さ
れ
た
思
考
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
再
生
産
さ
れ
る
二
重
の
構
造
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ル
カ
ー
チ
の
意
図
は
、
物
象
化
現
象
が
こ
う
し
て
維
持
さ

れ
る
仕
組
み
の
内
に
破
綻
の
契
機
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
特

定
さ
れ
た
の
は
、
物
象
化
の
強
制
力
に
よ
っ
て
も
完
全
に
は
統
御
さ
れ

え
な
い
現
実
の
「
質
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
所
在
で
あ
っ
た
。

　

労
働
力
の
商
品
化
を
例
に
挙
げ
る
な
ら
ば
、
労
働
者
の
身
体
的
・
精

神
的
な
潜
在
力
が
労
働
力
と
し
て
売
買
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
労
働
者
は

自
己
に
属
す
る
全
て
の
も
の
を
資
本
へ
と
捧
げ
る
訳
で
は
な
い
。
古
代

奴
隷
制
と
は
異
な
り
近
代
資
本
制
に
あ
っ
て
は
、
労
働
者
が
自
ら
の
労
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働
力
を
資
本
に
売
却
す
る
か
否
か
の
選
択
は
労
働
者
自
身
の
意
志
に
あ

く
ま
で
も
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
に
お

い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
か
か
る
「
法
的
自
由
」
が
同
時
に
「
生

産
手
段
か
ら
の
自
由
」
と
し
て
飢
餓
へ
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
ぬ
以
上
、

そ
の
意
志
選
択
の
可
能
性
は
実
質
的
に
あ
ら
か
じ
め
限
界
付
け
ら
れ
て

い
よ
う
。
し
か
し
、こ
の
よ
う
に
労
働
力
と
し
て
は
売
却
さ
れ
な
い
「
心

的
本
質
」
（G

K
: 356

）
が
労
働
者
の
側
に
残
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
売

却
さ
れ
る
契
機
に
対
す
る
矛
盾
と
な
る
。
「
搾
取
の
量
的
区
別
は
、
資

本
家
に
と
っ
て
は
自
分
の
計
算
の
客
体
の
量
的
規
定
と
い
う
直
接
的
形

態
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
肉
体
的
、
精
神
的
、

道
徳
的
等
々
の
自
ら
の
実
存
全
体
の
決
定
的
な
質
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
」（G

K
: 350

）
。
資
本
制
が
支
配
で
き
る
の

は
売
却
さ
れ
る
労
働
力
、
言
い
か
え
れ
ば
労
働
の
実
質
的
な
時
間
と
強

度
と
を
事
後
的
に
量
化
し
て
捉
え
た
限
り
で
の
抽
象
的
人
間
労
働
で

あ
っ
て
、
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
包
括
さ
れ
な
い
残
余
が
存
す
る
以
上
、

資
本
制
の
体
系
は
そ
の
本
質
か
ら
し
て
常
に
非
完
結
的
で
あ
る
。
そ
し

て
時
間
と
強
度
に
お
い
て
労
働
が
ど
れ
程
に
過
酷
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ

の
時
間
が
販
売
し
た
労
働
力
商
品
の
費
消
期
間
で
あ
る
限
り
命
ぜ
ら
れ

る
ま
ま
に
働
か
ず
に
は
生
存
し
え
な
い
賃
労
働
者
に
と
っ
て
、
自
己
の

肉
体
的
・
精
神
的
限
界
は
常
に
苦
悩
と
し
て
意
識
化
さ
れ
る
。
物
象
化

に
拮
抗
す
る
拠
点
と
し
て
ル
カ
ー
チ
が
見
定
め
る
矛
盾
の
契
機
、
質
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
端
的
に
こ
の
苦
悩
の
謂
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
階
級
意
識
の
成
立
根
拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

だ
が
資
本
の
側
か
ら
す
れ
ば
こ
の
残
余
は
自
ら
の
体
系
を
脅
か
す
不

確
定
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
の
残
余
を
も
支
配
す
る
形
式
が
経
済

的
諸
関
係
の
外
部
で
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
資
本
主
義
的
生
産

が
間
断
な
く
結
果
を
生
み
出
す
た
め
の
諸
前
提
が
充
足
さ
れ
る
に
は
、

社
会
的
生
活
の
全
現
象
形
式
を
物
象
化
に
よ
る
変
形
過
程
が
包
括
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（G

K
: 270

）
。
ル
カ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
物
象

化
に
よ
る
変
形
過
程
」
と
は
近
代
合
理
主
義
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「
資

本
主
義
的
経
営
の
は
る
か
以
前
の
形
態
に
対
し
て
近
代
資
本
主
義
に
特

徴
的
な
の
は
、
合
理
的
技
術
を
基
礎
と
し
て
労
働
を
厳
密
に
組
織
化
す

る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
把
握
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら

（G
K

: 27

）
4
（1

）
、
ル
カ
ー
チ
は
「
計
算
可
能
性
」
を
目
的
原
理
と
す
る
合
理

主
義
の
内
に
質
的
契
機
へ
の
無
関
心
を
見
る
。
た
と
え
ば
労
働
者
個
々

の
熟
練
度
、
支
出
さ
れ
る
労
働
力
の
限
界
、
ま
た
労
働
者
の
「
意
志
喪

失
」
（G

K
: 264

）
と
い
っ
た
資
本
制
生
産
に
と
っ
て
の
不
確
定
性
を
統

御
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
量
化
し
て
計
算
し
整
合
的
な
技
術
体

系
へ
と
包
括
す
る
思
考
態
度
で
あ
る
。
物
象
化
さ
れ
た
諸
関
係
は
合
理

主
義
的
思
考
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
維
持
・
再
生
産
さ
れ
、
ま
た
こ
の
思

考
様
式
の
普
遍
性
は
、
質
的
契
機
に
無
関
心
な
制
度
体
系
と
し
て
全
生

活
領
域
を
支
配
し
物
象
化
す
る
。
ル
カ
ー
チ
が
挙
げ
た
例
に
即
せ
ば
、

「
何
ら
か
の
起
こ
り
う
る
一
切
の
生
活
事
象
に
た
い
し
て
形
式
的
一
般

性
に
お
い
て
関
係
で
き
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
予
見
で
き
計
算
で
き
る
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と
す
る
」
法
体
系
（G

K
: 273

）
、
「
完
全
に
機
械
化
さ
れ
『
精
神
を
喪
失

し
た
』
」
「
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
取
り
扱
い
が
よ
り
一
層
形
式
的
・
合
理
主

義
的
」
と
な
る
官
僚
制
（G

K
: 274

）
と
い
っ
た
諸
現
象
は
い
ず
れ
も
普

遍
化
し
た
合
理
主
義
の
結
果
と
し
て
、
経
済
領
域
に
お
け
る
物
象
化
と

相
即
し
て
い
る
。
こ
の
只
中
で
「
人
間
の
特
性
と
能
力
と
が
、
も
は
や

人
格
の
有
機
的
統
一
と
結
び
つ
か
な
く
な
り
、
人
間
が
外
界
の
様
々
な

対
象
と
同
様
に
『
所
有
し
』
『
譲
渡
す
る
』
よ
う
な
『
物
』
と
な
る
」

（G
K

: 275

）
結
果
、
諸
主
体
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
苦
悩
が
意
識
さ
れ

な
い
ま
ま
、
「
自
分
自
身
の
存
在
が
疎
遠
な
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ

た
孤
立
化
し
た
小
部
分
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
事
態
を
何
の
働
き
か
け
も

せ
ず
た
だ
傍
観
す
る
者
と
な
る
」
（G

K
: 264f.

）
。
物
象
化
さ
れ
た
経
済

的
諸
連
関
が
合
理
的
な
体
系
と
し
て
普
遍
化
さ
れ
維
持
・
再
生
産
さ
れ

る
に
至
る
の
は
、
こ
う
し
た
経
路
を
辿
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ル
カ
ー
チ
が
マ
ル
ク
ス
の
資
本
制
分
析
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

「
合
理
性
」
概
念
を
連
接
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
提
起
し
た
の
は
、

物
象
化
現
象
が
近
代
合
理
主
義
と
相
互
補
完
的
に
結
び
つ
き
社
会
―

文

化
的
に
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
物
象
化
さ
れ
た
社
会

的
諸
関
係
が
そ
の
諸
関
係
の
形
態
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
受
容
す
る

思
考
様
式
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
再
生
産
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
無
意
識

的
な
仕
方
で
な
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば

）
5
（

、
こ
の
相
互
補
完
、
あ
る
い
は

癒
着
と
も
言
う
べ
き
錯
綜
を
解
く
行
程
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
つ

ま
り
こ
の
事
態
か
ら
の
解
放
と
は
も
は
や
、
モ
ノ
と
し
て
扱
わ
れ
た
人

格
の
本
来
性
を
合
理
的
形
式
の
支
配
下
か
ら
奪
回
す
る
と
い
っ
た
試
み

で
も
、
ま
し
て
形
式
を
峻
拒
す
る
非
合
理
主
義
へ
の
依
拠
で
も
決
し
て

あ
り
え
な
い
。
物
象
化
が
否
定
的
作
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
既
に
日
常
の

生
活
世
界
を
覆
っ
て
い
る
実
在
的
な
機
能
連
関
で
あ
る
限
り
、
そ
の
単

純
否
定
は
道
徳
的
要
請
の
域
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
合
理
主

義
が
普
遍
性
に
お
い
て
他
に
代
わ
る
も
の
の
な
い
思
考
体
系
で
あ
る
限

り
、
そ
の
単
純
否
定
は
無
形
式
性
へ
と
退
行
す
る
ほ
か
な
い
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
課
題
は
あ
く
ま
で
、
物
象
化
と
合
理
化
の
下
で
遺
棄
さ
れ
た

質
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
苦
悩
を
救
済
し
う
る
別
の
新
し
い
形
式
、

思
考
体
系
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
遺
棄
さ
れ
た
も
の
を
遺
棄
し

た
当
の
も
の
に
対
置
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
物

象
化
と
合
理
化
と
の
相
互
補
完
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
新
し
い
布
置
の

下
へ
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
要
求
に
と
っ
て
、
合
理
主
義
的
思
考
に
到
来
す
る
危
機
の
局
面

は
同
時
に
解
放
へ
の
契
機
を
意
味
す
る
。
ル
カ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
合
理

主
義
は
物
象
化
現
象
の
対
応
物
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
こ
の
現
象
を

究
極
的
に
は
把
握
も
制
御
も
で
き
な
い
「
第
二
の
自
然
」
（G

K
: 260

）

と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
思
考
形
式
は
、
そ
の
対
象
で
あ
る
と

こ
ろ
の
現
実
に
何
ら
関
与
し
な
い
ま
ま
、
こ
の
現
実
が
生
成
さ
れ
ゆ
く

経
過
を
云
わ
ば
後
追
い
す
る
形
で
、
統
御
可
能
な
体
系
を
現
実
の
表
層

上
に
組
み
立
て
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
で
あ
る
。
客
観
を
主
観
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
形
式
へ
と
置
き
換
え
量
化
す
る
こ
と
に
よ
り
「
計
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算
可
能
性
」
の
獲
得
を
企
て
る
合
理
主
義
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
客

観
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
当
該
の
形
式
に
よ
っ
て
包
括
さ
れ
る
質
そ
の

も
の
に
対
し
て
は
全
く
の
と
こ
ろ
無
関
心
で
あ
る
。
そ
の
際
、
主
観
に

よ
っ
て
「
認
識
」
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
認
識
対
象
そ
の
も
の
か
ら

原
理
的
に
分
離
さ
れ
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
観
は
こ
の
対
象

そ
の
も
の
を
、
自
ら
構
成
し
た
整
合
的
で
計
算
可
能
な
体
系
の
構
成
部

分
と
し
て
包
括
す
る
。
こ
う
し
た
強
制
関
係
の
奇
怪
さ
か
ら
し
て
、
認

識
対
象
と
し
て
の
現
実
に
お
い
て
質
的
次
元
か
ら
生
起
す
る
根
本
的
な

変
動
が
合
理
主
義
的
思
考
に
破
綻
の
危
機
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
「
恐
慌
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
経
済
学
的
思
考
に
乗
り
越
え
ら
れ
な

い
限
界
を
与
え
る
問
題
で
あ
る
」
（G

K
: 281

）
と
ル
カ
ー
チ
が
述
べ
る

よ
う
に
、
方
法
上
の
形
式
的
操
作
に
よ
っ
て
成
立
し
え
て
い
た
合
理
主

義
は
、
し
か
し
質
的
次
元
に
ま
で
わ
た
る
現
実
そ
の
も
の
の
変
動
に
対

処
し
え
な
い
。
「
実
在
す
る
歴
史
的
力
」
（G

K
: 334

）
に
た
い
す
る
静
観

と
盲
目
と
の
上
に
立
つ
こ
の
よ
う
な
思
考
が
物
象
化
現
象
を
再
生
産
し

て
き
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
破
綻
か
ら
は
現
実
と
思
考
と
の
弁
証
法

的
関
係
が
、
目
指
さ
れ
る
べ
き
地
点
と
し
て
提
起
さ
れ
る
。

　

ル
カ
ー
チ
に
お
い
て
弁
証
法
的
方
法
と
は
、
第
一
に
社
会
理
論
が
自

ら
に
対
す
る
歴
史
的
媒
介
を
承
認
し
そ
の
超
越
論
的
性
格
を
自
己
批
判

す
る
こ
と
、
第
二
に
こ
の
理
論
が
「
現
実
の
自
己
認
識

0

0

0

0

0

0

0

」
（G

K
: 188

）

と
な
る
べ
く
対
象
的
現
実
の
変
革
を
遂
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

）
6
（

。
た

し
か
に
現
実
と
思
考
と
は
、
互
い
に
如
何
な
る
仕
方
に
よ
っ
て
も
原
理

的
に
解
消
さ
れ
な
い
非
同
一
的
な
関
係
に
あ
る
。
だ
が
合
理
主
義
が
設

定
し
た
よ
う
な
仕
方
で
の
現
実
と
思
考
と
の
二
元
性
、
す
な
わ
ち
物
象

化
さ
れ
た
現
実
諸
連
関
に
た
い
す
る
形
式
主
義
的
操
作
と
質
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
排
除
が
、
永
遠
の
所
与
で
は
な
く
あ
く
ま
で
歴
史
的
に
特
定
の

仕
方
で
形
成
さ
れ
た
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
が
反
省
さ
れ
る
と
き
、
産
出

の
論
理
と
し
て
の
弁
証
法
が
発
動
す
る
の
で
あ
る
。
主
体
自
身
が
「
実

在
す
る
歴
史
的
力
」
と
し
て
現
実
を
新
た
に
創
出
し
「
同
一
の
主
体
―

客
体
」
と
な
る
と
き
、
自
身
が
創
造
し
た
現
実
に
つ
い
て
の
か
れ
の
思

考
は
も
は
や
現
実
と
は
別
個
の
契
機
で
は
な
い
。
ル
カ
ー
チ
は
言
う
、

「
人
間
が
発
展
傾
向
を
、
そ
の
弁
証
法
的
対
立
か
ら
人
間
が
未
来
を
創

造
す
る
こ
と
の
で
き
る
発
展
傾
向
を
現
在
の
内
に
認
識
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
現
在
を
生
成
と
し
て
把
握
し
う
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
現
在
、

す
な
わ
ち
生
成
と
し
て
の
現
在
は
か
れ
自
身
の
現
在
と
な
る
」

（G
K

: 392

）
。
か
く
し
て
歴
史
に
お
け
る
現
実
と
思
考
と
の
二
元
的
対
立

を
流
動
化
す
る
と
き
、
物
象
化
さ
れ
た
機
構
に
お
い
て
遺
棄
さ
れ
て
い

た
人
間
の
質
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
「
実
在
す
る
歴
史
的
力
」
の
一
契
機
と

し
て
救
済
さ
れ
る
―
―
「
葬
ら
れ
た
人
間
の
復
活
は
、
今
や
具
体
的
に

弁
証
法
的
方
法
の
問
題
に
集
中
す
る
」
（G

K
: 323

）
。

　

物
象
化
と
合
理
化
と
の
相
互
補
完
、
物
象
化
と
し
て
の
合
理
化
作
用

に
よ
る
社
会
―

文
化
的
再
生
産
の
問
題
に
対
し
て
ル
カ
ー
チ
は
、
現
実

と
思
考
と
の
関
係
を
原
理
的
次
元
か
ら
再
編
成
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

云
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
弁
証
法
が
生
命
線
と
す
る
主
体
の
能
動
的
・
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実
践
的
態
度
の
理
念
は
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
以
前
の
ル
カ
ー
チ
に

お
い
て
当
初
か
ら
確
立
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
地
点

へ
と
彼
が
至
る
ま
で
の
理
論
的
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
次
節

以
降
の
課
題
と
な
る
。

二　

生
に
た
い
す
る
形
式
の
「
誤
解
」

　

自
由
主
義
的
な
演
劇
運
動
と
し
て
の
「
タ
ー
リ
ア
劇
場
」
に
参
画
し

た
ル
カ
ー
チ
が
そ
の
挫
折
経
験
を
も
と
に
執
筆
し
た
『
近
代
劇
発
達
史
』

に
対
し
て
、
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
の
キ
シ
ュ
フ
ァ
ル
デ
ィ
協
会
が
「
ル
カ
ー

チ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
賞
」を
授
与
し
た
の
は
一
九
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
最
初
の
著
作
に
お
い
て
ル
カ
ー
チ
は
す
で
に
、
そ
の
後
の
物

象
化
批
判
に
も
引
き
継
が
れ
る
骨
格
を
形
成
し
て
い
た
。
ジ
ン
メ
ル
の

強
い
影
響
下
で
理
解
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
「
社
会
学
」
を
近
代
演
劇
（
あ

る
い
は
脚
本
と
し
て
の
文
学
）
の
分
析
に
駆
使
す
る
そ
の
枠
組
み
は
、
物

象
化
と
合
理
化
に
お
け
る
形
式
―

実
質
関
係
を
主
題
と
す
る
『
歴
史
と

階
級
意
識
』
に
も
通
奏
低
音
と
し
て
流
入
し
た
と
言
え
る
。

　

演
劇
論
へ
社
会
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
し
つ
つ
演
劇
の
発
展
史
か

ら
近
代
社
会
の
実
相
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
こ
の
試
み
に
お
い
て

）
7
（

、
ル

カ
ー
チ
の
関
心
は
「
生
」
と
「
形
式
」
、
あ
る
い
は
「
体
験
」
と
「
伝
達
」

と
い
っ
た
対
概
念
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
「
文
学
に
お
け
る
真
に

社
会
的
な
も
の
と
は
、
形
式
で
あ
る
」
（E

M
D

: 10

）
。
こ
こ
に
云
う
形

式
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
或
る
ひ
と
の
生
の
あ
り
方
や
体
験
が
他
者
に

伝
達
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
媒
体
で
あ
り
、
た
と
え
ば
言
語
や
身
振
り
、
記

号
と
い
っ
た
徴
表
で
あ
る
。
直
截
に
は
こ
れ
を
表
現
の
様
式
と
言
い
換

え
て
も
差
し
支
え
な
い
が
、
た
だ
し
そ
の
都
度
表
現
さ
れ
る
形
式
は
表

現
者
の
主
観
的
な
意
図
や
選
択
に
必
ず
し
も
合
致
し
て
い
る
訳
で
は
な

い
。
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
生
あ
る
い
は
体
験
が
表
現
さ
れ

た
結
果
と
し
て
、
形
式
は
他
者
に
よ
っ
て
伝
達
の
媒
体
と
し
て
受
け
取

ら
れ
る
。
ま
た
同
時
に
一
旦
表
現
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
形
式
は
、
表
現

の
根
拠
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
生
や
体
験
を
固
定
化
し
変
質
さ
せ
る
作
用

を
も
そ
な
え
て
い
る
。
自
己
の
体
験
が
語
り
出
さ
れ
表
現
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
言
語
化
さ
れ
る
以
前
の
曖
昧
模
糊
と
し
た
原
的
状
態
か
ら

乖
離
し
虚
構
と
な
る
、
と
い
っ
た
日
常
の
事
例
を
こ
こ
で
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
形
式
は
、
そ
れ
自
体
す
で
に
独
立
し
た
ひ

と
つ
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
本
性
か
ら
し
て
、
そ
れ
が
表
現
す
る
は
ず

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
生
や
体
験
を
受
容
者
に
対
し
て
「
誤
解
」
さ
せ
る

可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
形
式
化
さ
れ
た
も
の
が
形
式
に
よ
っ
て
理
解

さ
れ
る
の
で
は
な
く
誤
解
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
生
起
す
る

の
は
自
己
の
表
現
と
人
間
相
互
の
伝
達
可
能
性
と
に
対
す
る
不
信
に
ほ

か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ル
カ
ー
チ
が
こ
の
「
誤
解
」を
強
調
す
る
際
の
意
図
は
明
ら
か
に
、「
体

験
」
が
「
表
現
」
さ
れ
「
理
解
」
さ
れ
る
と
捉
え
る
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈

学
に
対
す
る
挑
発
に
あ
る
。
そ
し
て
ル
カ
ー
チ
の
「
誤
解
」
は
ジ
ン
メ
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ル
の
言
う
「
文
化
の
悲
劇

）
8
（

」
よ
り
も
一
層
暗
く
彩
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ン

メ
ル
に
よ
れ
ば
、
主
観
の
客
観
化
と
し
て
の
「
客
観
的
精
神
的
な
産
物
」

に
た
い
し
て
主
観
は
「
文
化
」
に
お
い
て
合
流
す
る
。
「
文
化
の
悲
劇
」

と
は
、
こ
の
合
流
し
た
も
の
が
新
た
に
硬
直
し
た
生
活
形
式
と
な
っ
て

再
び
生
み
出
さ
れ
る
主
―

客
の
亀
裂
の
謂
い
で
あ
る
が
、
客
観
化
さ
れ

た
も
の
に
た
い
す
る
主
観
の
次
な
る
合
流
が
可
能
性
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
点
で
こ
の
悲
劇
は
楽
観
的
と
さ
え
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
ル
カ
ー

チ
の
言
う
「
誤
解
」
は
、
伝
達
形
式
に
お
け
る
も
は
や
回
復
不
可
能
な

機
能
不
全
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
生
活
の
物
件
化
」（Versachlichung 

des Lebens

）「
生
産
の
客
体
化
」
（O

bjektivierung der Produktion

）

「
脱
人
格
化
」
（E

ntpersönlichung

）
（E

M
D

: 94f.

）
に
よ
っ
て
人
間
相

互
の
共
同
性
が
破
壊
さ
れ
た
近
代
に
あ
っ
て
、
「
誤
解
」
を
修
復
す
る

決
定
的
な
手
だ
て
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ル
カ
ー
チ
は
誤
解
の
実
例
を
、
た
と
え
ば
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
と
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
と
の
比
較
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
前
者
に
登
場
す
る
ホ
レ
イ

シ
ョ
ー
が
示
す
他
人
に
対
す
る
「
無
理
解
」
（N

ichtverstehen
）
は
、

単
に
「
高
貴
な
善
良
さ
の
、
自
分
を
見
抜
い
て
し
ま
う
計
算
ず
く
の
悪

意
に
対
す
る
盲
目
」
（E

M
D

: 105

）
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
に

お
い
て
は
「
人
間
同
士
が
絶
対
に
理
解
し
あ
う
可
能
性
が
決
し
て
疑
わ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
（E

bd.

）
の
に
対
し
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
描

か
れ
る
孤
独
な
主
人
公
の
姿
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
共
同
性
の
感
覚
を

喪
失
し
た
人
間
で
あ
る
。

　

死
ん
で
ゆ
く
と
き
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
、
自
分
の
魂
を
完
全
に
純
粋

に
、
如
何
な
る
誤
解
の
妨
げ
も
な
く
映
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
魂

を
持
っ
た
人
間
〔
ホ
レ
イ
シ
ョ
ー
〕
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
確
か

な
意
識
を
持
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
。
新
し
い
演
劇
に
は
、
「
腹

心
の
友
」
（C

onfident

）
は
存
在
し
な
い
。
徴
候
と
し
て
み
れ
ば
こ

の
こ
と
は
、
互
い
に
理
解
し
あ
え
る
と
い
う
人
間
の
信
念
を
生
が
放

棄
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
（E

bd.

）

　

ま
た
相
互
の
理
解
可
能
性
が
欠
落
し
た
結
果
と
し
て
純
粋
に
表
面
的

な
も
の
と
な
っ
た
意
思
疎
通
に
お
い
て
は
、
か
え
っ
て
人
間
は
形
の
上

で
は
相
互
に
接
近
し
う
る
（E

M
D

: 109

）
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、

こ
の
関
係
に
情
動
的
な
も
の
、
情
熱
的
な
も
の
の
契
機
が
欠
け
て
い
る

た
め
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
両
者
の
協
調
が
作
為
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ル
カ
ー
チ
は
、
演
劇
に
お
け
る
「
形
式
」
の
様
相
か
ら

近
代
特
有
の
社
会
的
関
係
を
「
誤
解
」
と
し
て
特
徴
づ
け
た
。
演
劇
と

い
う
限
定
さ
れ
た
領
域
か
ら
発
し
た
社
会
分
析
が
全
体
論
化
さ
れ
た
の

は
、
舞
台
上
で
の
会
話
や
身
振
り
な
し
に
は
存
立
し
え
な
い
演
劇
こ
そ

が
そ
の
時
代
に
特
有
の
社
会
的
諸
関
係
を
如
実
に
反
映
す
る
、
と
の
認

定
に
も
と
づ
く
。
し
か
し
こ
の
論
理
は
、
社
会
的
諸
関
係
を
反
映
す
る

の
が
演
劇
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
他
の
領
域
に
も
適
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用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
「
誤
解
」
は
、
『
近
代
劇
発
達
史
』
以

後
の
『
魂
と
諸
形
式
』
か
ら
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学
論
稿
に
至
る
ま
で
、

「
現
実
」
を
端
的
に
言
い
あ
ら
わ
す
主
題
と
し
て
一
貫
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。

　

た
と
え
ば
『
魂
と
諸
形
式
』
に
所
収
の
エ
ッ
セ
イ
「
生
に
お
け
る
形

式
の
破
砕
」
に
お
い
て
ル
カ
ー
チ
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
レ
ギ
ー
ネ
・

オ
ル
セ
ン
と
の
関
係
の
内
に
「
誤
解
」
の
悲
喜
劇
を
見
る
。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
婚
姻
制
度
を
欺
瞞
と
し
て
退
け
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

は
レ
ギ
ー
ネ
に
対
す
る
愛
に
も
か
か
わ
ら
ず
別
れ
を
迫
る
た
め
に
自
身

を
不
徳
な
「
誘
惑
者
」
と
し
て
演
出
し
た
。
ル
カ
ー
チ
が
引
用
し
た
ル

ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
の
文
の
通
り
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
レ
ギ
ー
ネ
に
対

す
る
彼
の
関
係
を
創
作
（dichten

）
し
た
」（SF: 66

）
の
だ
が
、
ル
カ
ー

チ
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
振
る
舞
い
を
「
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
」（G

este

）

と
呼
ぶ
。レ
ギ
ー
ネ
が
こ
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
に
込
め
ら
れ
た
意
図
の
「
明

白
さ
」
を
彼
女
な
り
に
理
解
し
、
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
、
と
き
に
は
自

分
の
こ
と
も
思
い
出
し
て
く
れ
る
か
と
尋
ね
た
」
時
点
ま
で
は
、
両
者

は
互
い
に
理
解
し
あ
っ
て
い
た
か
に
見
え
る
。
だ
が
後
に
、
「
仮
面
の

重
さ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
お
互
い
を
明
ら
か
に
す
べ
き
時
が
来

た
と
思
っ
た
」
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
レ
ギ
ー
ネ
に
手
紙
を
出
す
と
、
彼
女

は
「
万
事
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
と
と
も
に

彼
の
手
紙
を
、
封
を
切
ら
ず
に
送
り
返
し
た
」
（SF: 85

）
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
が
か
つ
て
示
し
た
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
は
、
そ
の
寓
意
性
を
解
消
し
よ
う

と
す
る
事
後
の
振
る
舞
い
さ
え
も
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
と
し
て
誤
解
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
結
末
に
ル
カ
ー
チ
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
的
挫

折
を
見
る
。

　

ル
カ
ー
チ
に
よ
れ
ば
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
方
法
「
あ
れ
か
―

こ
れ
か
」

（E
ntw

eder-O
der

）
は
、
「
た
え
ず
揺
れ
動
き
つ
つ
移
行
し
て
い
く
生

の
中
に
固
定
点
を
設
け
る
こ
と
、
そ
し
て
、
す
べ
て
を
融
和
し
て
し
ま

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
混
沌
の
中
に
、
絶
対
的
な
質
的
差
異
を
打
ち
立
て
る

こ
と
」
（SF: 70

）
を
意
味
す
る
。
生
が
様
々
な
道
程
を
た
ど
り
う
る
限

り
錯
綜
し
あ
っ
て
混
沌
を
な
す
生
の
諸
形
式
に
対
し
て
、
「
あ
れ
か
、

こ
れ
か
」
の
問
い
か
け
は
、
こ
の
混
沌
を
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

の
岐
路
を
峻
厳
に
分
か
つ
。
そ
の
内
で
選
択
し
た
道
を
自
ら
「
最
後
ま

で
進
む
」
（SF: 69

）
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
誠
実
」
で
は
あ
っ
て
も
、
し

か
し
究
極
的
に
は
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
ル
カ
ー
チ
は
言
う
。「
妥

協
な
し
に
生
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
妥
協
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
〔
…
〕
段
階
〔
美
的
・
倫
理
的
・
宗
教
的
〕
と
い
う
の
も
、
や

は
り
一
つ
の
「
よ
り
高
次
の
統
一
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
の
体
系

の
否
定
こ
そ
ま
た
一
つ
の
体
系
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（SF: 71

）
。
生

の
既
存
の
形
式
を
拒
否
す
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
し
て
別
の
形
式
の
選

択
で
あ
る
が
、
こ
の
新
し
い
別
の
形
式
に
た
い
し
て
生
は
な
お
元
の
混

沌
の
内
に
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
形
式
化
す
べ
き
対
象

と
し
て
の
生
に
対
し
て
疎
遠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
新
し
い

形
式
が
生
を
包
括
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
生
の
あ
り
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方
が
「
創
作
」
さ
れ
る
。
そ
し
て
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
か
ら
生
ま
れ
た
誤
解

が
示
し
た
の
は
、
「
あ
れ
か
―

こ
れ
か
」
の
問
い
を
経
て
決
断
し
た
生

の
道
を
中
途
で
引
き
返
そ
う
と
し
て
も
、
一
旦
「
創
作
」
さ
れ
た
振
る

舞
い
は
他
者
に
よ
っ
て
い
つ
ま
で
も
最
初
に
受
け
取
ら
れ
た
内
容
に
お

い
て
理
解
さ
れ
続
け
る
と
い
う
悲
喜
劇
な
の
で
あ
る

）
9
（

。

　

以
上
二
つ
の
例
に
示
さ
れ
た
、
形
式
を
め
ぐ
る
様
々
な
誤
解
は
、
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学
論
稿
の
第
一
試
行
『
芸
術
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
体

験
的
現
実
」
の
本
質
を
示
す
事
実
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
ル
カ
ー

チ
に
よ
れ
ば
、
体
験
的
現
実
の
中
で
わ
れ
わ
れ
が
他
者
と
の
間
に
成
立

さ
せ
て
い
る
伝
達
が
実
の
と
こ
ろ
表
面
上
の
関
係
で
し
か
な
い
こ
と
は
、

た
と
え
ば
「
他
者
の
死
」
と
い
っ
た
決
定
的
事
態
に
よ
っ
て
認
識
さ
せ

ら
れ
る
（H

PK
: 25

）
。
相
手
が
生
き
て
い
る
あ
い
だ
は
互
い
の
精
神
的

交
通
に
何
の
疑
い
も
持
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
一
方
が
死
ん
で
し

ま
っ
た
と
き
―
―
そ
れ
が
突
然
で
あ
る
ほ
ど
―
―
相
手
に
つ
い
て
の
自

ら
の
理
解
、
ま
た
相
互
に
理
解
し
あ
っ
て
い
た
と
い
う
記
憶
が
動
揺
さ

せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
世
界
に
あ
っ
て
共
に
生
き
て
い
る
感
覚
、

「
共
属
性
」
（Zusam
m

engehörigkeit

）
が
「
誤
解
」
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
そ
れ
故
に
独
我
論
が
〔
…
〕
体
験
的
現
実
の
内

的
構
造
を
概
念
的
に
表
現
す
る
」
（H

PK
: 32

）
。

　

『
芸
術
の
哲
学
』
は
、
体
験
的
現
実
の
こ
う
し
た
「
深
い
悲
惨
、
揚

棄
し
が
た
い
孤
独
」
（H

PK
: 31

）
に
芸
術
作
品
を
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
現

実
性
」
（H

PK
: 84

）
と
し
て
対
向
さ
せ
る
試
み
と
言
え
る
。
む
ろ
ん
芸

術
作
品
も
ま
た
、
誤
解
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
免
れ
る
訳
で
は

な
い
。
芸
術
を
、
そ
の
創
造
者
の
体
験
内
容
が
伝
達
さ
れ
る
た
め
の
直

接
的
表
現
と
解
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
言
語
や
記
号
な
ど
他
の

表
現
形
式
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
芸
術
作
品
に
お
い

て
の
み
「
体
験
的
主
体
が
ま
さ
に
自
己
自
身
を
最
も
深
く
感
じ
」
、
「
芸

術
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
も
の
を
主
体
は
ま
さ
に
そ
の
最
も
個
人
的
な

本
質
の
開
示
と
し
て
体
験
す
る
」
（H

PK
: 26

）
の
は
何
故
な
の
か
。
ル

カ
ー
チ
は
、
芸
術
作
品
の
内
に
「
二
重
化
さ
れ
た
誤
解
（
「
表
現
」
と
い

う
誤
解
と
「
理
解
」
と
い
う
誤
解
）
」
（H

PK
: 40

）
を
見
る

）
10
（

。
芸
術
作
品
に

関
し
て
で
あ
れ
「
体
験
」
の
あ
ら
ゆ
る
表
現
が
誤
解
で
あ
り
う
る
以
上
、

た
し
か
に
「
創
造
者
の
体
験
―
―
あ
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
表
現
」

が
作
品
で
あ
る
と
い
う
の
だ
が
―
―
も
、
享
受
者
の
体
験
―
―
体
験
が

彼
に
「
伝
達
さ
れ
」
、
「
理
解
さ
れ
る
」
と
い
う
の
だ
が
―
―
も
、
作
品

に
つ
い
て
、
適
切
な
こ
と
は
何
も
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
（H

PK
: 45

）
。

し
か
し
少
な
く
と
も
創
造
者
と
受
容
者
は
共
に
同
一
の
作
品
を
目
前
に

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
内
容
に
お
い
て
作
品
を
体
験
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
体
験
的
現
実
の
人
間
を
「
個
人
性
の
牢
獄
」（H

PK
: 31

）

に
封
じ
込
め
て
い
た
誤
解
が
、
唯
一
芸
術
作
品
に
お
い
て
の
み
有
意
味

な
契
機
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
奇
跡
と
し
て
、
あ
る

い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
芸
術
作
品
が
現
に
存
在
し
え
て
い
る
の
は
如

何
に
し
て
な
の
か
―
―
こ
れ
が
、
「
芸
術
諸
作
品
が
存
在
す
る
―
―
そ

れ
ら
の
作
品
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
？
」
と
い
う
『
芸
術
の
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哲
学
』
冒
頭
の
問
い
か
け
（H

PK
: 9

）
に
含
ま
れ
た
根
本
的
な
意
味
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
現
実
の
内
部
に
救
済
の
領
域
を
発
見
し
よ
う
と

す
る
『
芸
術
の
哲
学
』
の
か
か
る
問
題
設
定
が
、
先
に
み
た
『
歴
史
と

階
級
意
識
』
に
お
け
る
能
動
的
実
践
の
理
念
か
ら
未
だ
大
き
く
か
け
離

れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
白
で
あ
る
。

三　
「
美
学
の
現
象
学
」
の
転
回

　

そ
こ
で
次
に
『
美
学
』
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
体
験
的
現
実
へ
の
態

度
が
精
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
の
前
提
と
し
て
こ
こ
で

は
『
芸
術
の
哲
学
』
か
ら
『
美
学
』
へ
の
改
稿
問
題
に
考
察
を
加
え
る
。

一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
を
機
に
『
芸
術
の
哲
学
』
を
中

断
し
た
ル
カ
ー
チ
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
か
ら
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
へ
と
戻
り
、

束
の
間
の
兵
役
を
経
て
後
、
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
・
メ
モ
」
に
着
手

す
る

）
11
（

。
そ
の
成
稿
部
分
は
一
九
一
六
年
に
マ
ッ
ク
ス
・
デ
ソ
ワ
ー
ル
編

の
『
美
学
お
よ
び
一
般
文
化
科
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
刊
行
さ

れ
る
『
小
説
の
理
論
』
（
一
九
二
〇
年
）
の
原
型
と
な
っ
た
。
大
戦
中
の

こ
う
し
た
経
過
の
後
で
改
め
て
起
稿
さ
れ
た
教
授
資
格
申
請
論
文
が
、

『
美
学
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
諸
論
稿
で
あ
る
。
な
ぜ
『
芸
術
の
哲
学
』

が
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
何
が
改

め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
議
論
を
始
め
た
い
。
ま

ず
は
ル
フ
タ
ー
ハ
ン
ト
社
版
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
美
学
論
稿
の
章
構

成
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　

『
芸
術
の
哲
学
』

　

Ⅰ
．
「
表
現
」
と
し
て
の
芸
術
と
体
験
的
現
実
の
伝
達
諸
形
式

　

Ⅱ
．
創
造
的
態
度
お
よ
び
受
容
的
態
度
の
現
象
学
的
素
描

　

Ⅲ
．
芸
術
作
品
の
歴
史
性
と
超
時
代
性

　　
　

『
美
学
』

　

Ⅰ
．
美
的
措
定
の
本
質

　

Ⅱ
．
創
造
的
態
度
お
よ
び
受
容
的
態
度
の
現
象
学
的
素
描

　

Ⅲ
．
美
学
に
お
け
る
主
体
―

客
体
関
係

　

Ⅳ
．
美
の
論
理
的
―

形
而
上
学
的
理
念

　

Ⅴ
．
思
弁
的
―

発
展
哲
学
的
な
美
の
理
念

　

教
授
資
格
申
請
論
文
を
審
査
す
る
立
場
に
あ
っ
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
が
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
哲
学
部
長
に
宛
て
て
伝
え
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

ル
カ
ー
チ
の
論
稿
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

方
法
論
的
究
明
が
第
一
章
の
広
範
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ

は
特
に
、
美
的
な
意
味
形
象
（Sinngebilde

）
の
本
来
的
な
妥
当
論

に
先
行
す
る
美
学
の
「
現
象
学
」
、
そ
の
必
然
性
を
示
す
も
の
と
さ

れ
る
。
こ
の
創
造
的
な
ら
び
に
受
容
的
態
度
の
現
象
学
に
た
い
す
る
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広
範
な
「
素
描
」
が
、
第
二
章
を
な
す
。
そ
の
上
で
第
三
章
に
お
い

て
、
中
心
と
な
る
美
学
的
諸
概
念
の
叙
述
が
開
始
さ
れ
、
美
学
に
お

け
る
主
体
―

客
体
関
係
の
究
明
に
着
手
さ
れ
る
（
一
九
一
八
年
六
月
十

八
日
付
の
書
簡

）
12
（

）

　

芸
術
作
品
論
を
主
軸
と
し
て
、
そ
の
前
に
「
現
象
学
」
、
そ
の
後
に
「
追

構
成
的
心
理
学
」
な
い
し
「
超
越
論
的
心
理
学
」
を
配
置
す
る
方
法
は
、

『
芸
術
の
哲
学
』
と
『
美
学
』
と
に
共
通
す
る
構
造
で
あ
る
（V

gl., 

H
PK

: 45f., H
Ä

: 67ff.

）
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
こ
う
し
た
証
言
を
も
踏
ま
え

て
マ
ー
ル
ク
シ
ュ
・
ジ
ェ
ル
ジ
ュ
が
お
こ
な
っ
た
右
の
よ
う
な
論
稿
の

配
列
は
、
そ
の
順
序
に
限
っ
て
は
妥
当
な
も
の
と
言
え
る

）
13
（

。
こ
こ
で
と

り
わ
け
て
目
を
引
く
の
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
第
二
章
と
し
て
置
か

れ
た
「
現
象
学
的
素
描
」
論
文
で
あ
る
。
『
芸
術
の
哲
学
』
の
第
二
章
「
現

象
学
的
素
描
」
が
改
稿
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
マ
ー
ル
ク
シ
ュ
は
否

定
し
、
『
美
学
』
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
『
芸
術
の
哲
学
』
の
「
現
象

学
的
素
描
」
章
を
参
照
す
る
よ
う
短
い
指
示
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
再
録
を
避
け
て
い
る
（V

gl., H
Ä

: 90

）
。
た
し
か
に
改
変
さ
れ
た
新

し
い
「
現
象
学
的
素
描
」
章
は
今
日
な
お
発
見
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま

た
現
実
に
改
稿
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
無
に
等
し
い
。
し
か
し
マ
ー
ル

ク
シ
ュ
自
身
認
め
る
よ
う
に
、
「
現
象
学
的
素
描
」
章
の
改
変
版
が
存

在
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
『
芸
術
の
哲
学
』
の
現
存
す
る
「
現
象
学

的
素
描
」
章
が
一
九
一
八
年
時
点
で
の
ル
カ
ー
チ
に
と
っ
て
な
お
も
意

に
沿
う
も
の
だ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

）
14
（

。
実
際
、
ル
カ
ー

チ
が
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
ゴ
ー
タ
イ
ン
に
宛
て
た
一
九
一
八
年
一
月
十

日
付
の
書
簡
に
は
「
残
念
な
が
ら
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
が
、
第
二
章
は

ま
だ
古
い
形
の
ま
ま
で
す
」
と
の
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

「
現
象
学
的
素
描
」
章
の
何
か
が
改
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は

少
な
く
と
も
確
定
可
能
な
事
実
で
あ
ろ
う

）
15
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
ヴ
ァ
イ
サ
ー
は
、
「
時
間
性
の
中
に
実
現
さ
れ
た

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
現
実
性
」
と
し
て
作
品
を
規
定
す
る
『
芸
術
の
哲
学
』

が
、
体
験
的
現
実
と
美
的
価
値
と
の
「
厳
格
な
二
元
論
的
構
成
」
を
と

る
『
美
学
』
に
あ
っ
て
は
維
持
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
た
め
だ
と
述

べ
る

）
16
（

。
「
美
学
上
の
構
想
で
は
な
く
哲
学
的
構
想
の
変
化
が
ル
カ
ー
チ

を
作
業
の
新
た
な
出
発
へ
と
衝
き
動
か
し
た
」
と
述
べ
た
マ
ー
ル
ク

シ
ュ
と
共
に

）
17
（

、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
把
握
は
論
稿
が
改
稿
さ
れ
た
結
果

の
み
を
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
『
美
学
』
の
基
調
を
「
二
元

論
」
と
の
み
総
括
す
る
解
釈
そ
れ
自
体
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

問
わ
れ
る
べ
き
核
心
は
ル
カ
ー
チ
に
よ
る
改
稿
の
理
由
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
解
く
手
が
か
り
は
両
論
稿
間
の
変
化
を
最
も
鋭
く
示
し
た
「
美
学

の
現
象
学
」
構
想
の
内
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
芸
術

の
哲
学
』
と
『
美
学
』
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
こ
の
構
想
が
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
を
確
認
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

　

ま
ず
『
芸
術
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
美
学
の
現
象
学
」
と
は
、
芸
術

作
品
の
認
識
へ
と
至
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
方
法
論
上
の
一
手
続
き
で
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あ
る
。
体
験
的
現
実
に
属
す
る
諸
主
体
の
芸
術
体
験
が
そ
れ
ぞ
れ
の
観

点
か
ら
し
て
の
誤
解
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
ら
諸
主
体
の
体
験
内
容
か
ら

作
品
の
本
質
を
説
き
お
こ
す
心
理
主
義
は
ル
カ
ー
チ
に
よ
っ
て
拒
否
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
芸
術
作
品
が
作
品
と
し
て
現
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
の
み
を
事
実
性
と
し
て
強
調
す
る
だ
け
で
は
、
作
品
に
た
い
す
る
認

識
は
そ
こ
か
ら
一
歩
も
前
進
し
な
い
。
そ
れ
故
に
、
芸
術
作
品
へ
接
近

す
る
仕
方
と
し
て
可
能
な
の
は
「
媒
介
さ
れ
た
認
識
」
（H

PK
: 45

）
の

み
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
作
品
の
内
実
が
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
に

せ
よ
、
「
芸
術
作
品
が
存
在
す
る
」
以
上
は
少
な
く
と
も
、
こ
の
作
品

を
志
向
す
る
規
範
的
態
度
と
し
て
「
創
造
的
態
度
」
と
「
受
容
的
態
度
」

も
ま
た
存
在
す
る
。
ル
カ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
諸
主
体
の
芸
術
体

験
が
作
品
の
現
存
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
の
根
拠
ま
で
を
も
解
明
さ
せ

る
の
で
は
な
い
が
、
一
定
程
度
「
そ
の
構
造
の
概
念
的
認
識
」
に
は
接

近
で
き
る
（E

bd.

）
。
そ
こ
で
創
造
者
の
作
品
体
験
は
、
「
芸
術
的
―

技

術

的

形

式

と

創

造

者

の

直

接

的

な

体

験

形

式

と

の

一

致

（coincidentia

）
」
（H

PK
: 74

）
を
め
ざ
す
創
造
行
為
に
お
け
る
「
飛
躍

（Sprung

）
」
（H

PK
: 50

）
と
把
握
さ
れ
る
一
方
、
他
方
に
お
い
て
受
容

体
験
は
、
体
験
的
現
実
の
独
我
論
的
状
況
に
お
い
て
閉
鎖
さ
れ
て
い
た

受
容
器
官
が
作
品
に
対
し
て
は
開
示
さ
れ
て
「
経
験
的
主
体
が
美
的
に

受
容
的
な
主
体
に
変
化
す
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
作
品
へ
の
「
待
機

（B
ereitschaft

）
」
（H

PK
: 61

）
の
成
立
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

　

明
ら
か
に
い
ず
れ
の
「
現
象
学
的
類
型
」
（H

PK
: 45

）
も
、
作
品
へ

と
到
達
す
る
諸
主
体
に
即
し
て
解
明
さ
れ
た
体
験
の
実
質
に
つ
い
て
で

は
な
く
、
作
品
の
現
存
と
い
う
す
で
に
達
成
さ
れ
た
成
果
の
境
位
か
ら

事
後
的
に
、
反
省
的
に
構
成
さ
れ
た
作
品
体
験
に
つ
い
て
の
形
式
的
な

「
素
描
」
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
た
し
か
に
、
現
象
学
は
無
前
提
か
ら

出
発
す
る
の
で
は
な
く
「
む
し
ろ
連
関
な
し
に
呈
示
さ
れ
て
い
る
諸
断

片
か
ら
追
構
成
的
に
補
完
さ
れ
、
構
築
さ
れ
う
る
」
（H

PK
: 47

）
。
だ

が
そ
う
で
あ
る
以
上
、
現
象
学
と
追
構
成
的
心
理
学
と
の
区
別
は
た
だ
、

「
認
識
さ
れ
た
作
品
を
前
に
し
た
（vor

）
美
的
に
有
意
な
態
度
と
、
認

識
さ
れ
た
作
品
の
後
で
の
（nach

）
美
的
な
態
度
と
の
区
別
」（H

PK
: 45

）

よ
り
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
フ
ッ
サ
ー
ル

に
も
言
及
し
な
い
「
現
象
学
的
素
描
」
が
内
容
と
す
る
の
は
そ
も
そ
も

「
規
範
的
か
つ
方
法
論
的
な
合
理
的
心
理
学
（eine psychologia 

rationalis norm
ativa et m

ethodologia

）
」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

に
「
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
」
こ
と
を
ル
カ
ー
チ
自

身
が
認
め
て
い
る
（H

PK
: 49

）
。
『
芸
術
の
哲
学
』
に
お
け
る
「
美
学

の
現
象
学
」
と
は
、こ
の
よ
う
に
「
追
構
成
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
合

理
的
心
理
学
」
と
し
て
の
「
現
象
学
的
素
描
」
章
を
直
接
に
指
し
て
い

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
『
美
学
』
に
収
録
さ
れ
た
論
稿
の
中
で
一
九
一
八

年
当
時
に
唯
一
公
表
さ
れ
て
い
た
「
美
学
に
お
け
る
主
体
―

客
体
関
係
」

論
文
の
冒
頭
に
は
、
「
現
象
学
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
但
し
書
き
が

付
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
断
章
を
理
解
す
る
上
で
は
た
だ
次
の
よ
う
な
注
釈
の
み
が
必

要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
断
章
は
ひ
と
つ
の
「
創
造
的
態
度
お

よ
び
受
容
的
態
度
の
現
象
学
」
を
前
提
し
、
こ
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
る

い
く
つ
か
の
概
念
（
等
質
的
還
元
、
技
術
、
幻
視
、
等
々
）
は
、
こ
の

断
章
で
の
単
な
る
抽
象
的
―

機
能
的
な
規
定
に
対
し
て
、
そ
の
現
象

学
で
具
体
的
か
つ
充
分
な
意
味
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
、
現
象
学
の
概
念
に
関
し
て
は
た
だ
次
の
こ
と
だ
け
に
注
意
さ
れ

た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
現
象
学
の
概
念
は
フ
ッ
サ
ー
ル
よ
り
は
む

し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
味
に
お
い
て
、
つ
ま
り
「
自
然
的
」
な
人
間
、

体
験
す
る
人
間
が
、
美
的
主
体
へ
と
（
創
造
し
受
容
す
る
者
へ
と
）
変

容
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
に
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
道
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
（H

Ä
: 225

）

　

作
品
論
―
―
現
象
学
の
後
に
配
置
さ
れ
る
―
―
の
冒
頭
論
文
が
こ
の

よ
う
に
指
示
す
る
前
章
の
「
現
象
学
」
は
、
『
芸
術
の
哲
学
』
に
お
い

て
「
合
理
的
心
理
学
」
と
も
呼
ば
れ
た
「
現
象
学
的
素
描
」
の
範
囲
を

明
ら
か
に
超
え
出
て
い
る
。
と
い
う
の
も
こ
こ
で
は
、
芸
術
作
品
が
既

に
存
在
す
る
地
点
か
ら
創
造
者
と
受
容
者
と
の
美
的
態
度
を
事
後
的
に

「
追
構
成
」
す
る
方
法
は
放
棄
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
諸
主
体
は
、

体
験
的
現
実
に
あ
る
が
ま
ま
の
存
在
と
し
て
は
作
品
体
験
の
主
体
と
し

て
認
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
体
験
的
現
実
の
主
体
に
は
「
変

容
」
が
要
求
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
変
容
の
現
象
学
的
行
程
が
ヘ
ー
ゲ
ル

の
現
象
学
を
範
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
で
は
そ
の
都
度
の
経

験
的
主
体
に
対
し
て
根
底
的
な
否
定
が
作
用
す
る
。
「
感
性
的
確
信
」

を
最
下
限
と
す
る
意
識
が
最
上
限
の
「
絶
対
知
」
の
段
階
へ
と
昇
り
つ

め
る
ま
で
の
間
に
経
験
す
る
「
限
定
さ
れ
た
否
定
」
に
つ
い
て
、
『
精

神
現
象
学
』
の
「
緒
論
」
（E

inleitung

）
は
、
そ
れ
が
経
験
の
当
事
者

に
と
っ
て
「
こ
の
道
程
は
疑
惑

0

0

（Zw
eifel

）
の
道
程
と
も
見
な
さ
れ
う

る
と
は
い
え
、
し
か
し
よ
り
厳
格
に
云
え
ば
絶
望
（Verzw

eiflung

）

の
道
程
で
あ
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た

）
18
（

。
そ
し
て
『
美
学
』
第

一
章
に
お
い
て
ル
カ
ー
チ
は
新
た
な
「
美
学
の
現
象
学
」
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
記
す
。
「
美
学
の
現
象
学
は
、
道
程
の
終
局
に
お
い
て
の
み
、

美
学
の
様
式
化
さ
れ
た
主
体
へ
の
到
達
に
際
し
て
の
み
解
消
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
自
我
―

被
拘
束
性
（Ich-G

ebundenheit

）
か
ら
の
、

主
体
性
の
自
己
解
放
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
」
（H

Ä
: 58f.

）
。

　

こ
の
現
象
学
的
行
程
の
最
下
限
に
位
置
す
る
体
験
的
現
実
の
自
然
的

主
体
が
最
上
限
の
「
美
学
の
様
式
化
さ
れ
た
主
体
」
へ
と
変
容
さ
せ
ら

れ
る
ま
で
に
経
験
す
る
否
定
的
作
用
を
、
ル
カ
ー
チ
は
「
体
験
の
純
粋

化
、
等
質
化
」
（H

Ä
: 56

）
と
表
現
し
て
い
る
。
体
験
的
現
実
に
お
け
る

経
験
や
感
情
の
具
体
性
を
抽
象
化
し
て
は
じ
め
て
、
諸
主
体
は
自
ら
が

そ
こ
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
「
自
我
」
の
個
別
性
を
離
れ
て
価
値
諸
領
域

に
相
応
し
い
態
度
を
自
ら
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
抽
象
化

と
は
し
か
し
、
「
体
験
に
と
っ
て
「
偶
然
的
な
」
、
存
在
世
界
に
属
す
る
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諸
対
象
か
ら
の
背
馳
、
か
く
し
て
ま
た
同
時
に
、
体
験
的
現
実
に
（
あ

る
い
は
他
の
存
在
の
水
準
に
）
あ
る
が
ま
ま
の
「
全
的
人
間
」
と
し
て
こ

の
世
界
に
属
す
る
限
り
で
の
、
た
だ
あ
る
―

と
い
う
自
我
拘
束
的

（seiend-ichhaft

）
な
存
在
方
式
に
由
来
す
る
限
り
で
の
主
体
性
そ
れ
自

体
か
ら
の
背
馳
」
（H

Ä
: 56f.

）
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
ル
カ
ー
チ
に
よ

れ
ば
こ
う
し
た
否
定
的
経
験
、
「
存
在
総
体
と
の
断
絶
」
（H

Ä
: 57

）
に

よ
っ
て
、
体
験
的
現
実
に
お
い
て
芸
術
作
品
を
憧
憬
す
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
受
動
的
な
自
然
的
態
度
は
、
美
的
価
値
を
積
極
的
に
創
出
し
発

見
す
る
べ
く
「
様
式
化
さ
れ
た
主
体
」
（H

Ä
: 58

）
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ

て
ゆ
く
。
「
完
結
し
た
作
品
へ
の
志
向
（Zuw

endung

）
と
し
て
の
純

粋
観
想
に
お
い
て
完
遂
さ
れ
る
存
在
か
ら
の
背
馳
（A

bw
endung

）
と

い
う
行
為
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
作
品
の
可
能
性
を
条
件
づ
け

る
こ
と
が
、
美
学
の
現
象
学
の
課
題
で
あ
る
」
（H

Ä
: 64f.

）
。

　

し
た
が
っ
て
『
美
学
』
の
課
題
は
、
『
芸
術
の
哲
学
』
に
お
け
る
の

と
は
異
な
り
、
「
誤
解
」
が
交
錯
す
る
体
験
的
現
実
の
内
部
に
あ
る
主

体
に
と
っ
て
救
済
領
域
と
し
て
到
来
す
る
芸
術
作
品
の
「
可
能
性
の
条

件
」
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
「
美
学
の
現
象
学
」
の

目
的
そ
れ
自
体
も
ま
た
、
『
芸
術
の
哲
学
』
第
二
章
「
現
象
学
的
素
描
」

の
よ
う
に
美
的
態
度
の
「
追
構
成
」
（N

achkonstruktion

）
で
は
も
は

や
あ
り
え
な
い
。
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
理
念
と
し
て
の
美
的
価
値

―
―
あ
る
い
は
、
『
美
学
』
に
お
い
て
「
意
味
形
象
」
（Sinngebilde

）

と
言
い
か
え
ら
れ
た
芸
術
作
品
―
―
を
こ
の
現
在
か
ら
新
た
に
産
出
あ

る
い
は
発
見
す
る
主
体
的
態
度
が
確
立
さ
れ
る
過
程
を
把
握
す
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
芸
術
作
品
と
美
的
態
度
と
を
既
に
あ
る
も
の
と
し
て
事
後

的
に
（“ nach

”

）
構
成
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

『
芸
術
の
哲
学
』
か
ら
『
美
学
』
へ
の
か
か
る
転
回
へ
と
ル
カ
ー
チ
を

衝
き
動
か
し
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

四　

解
放
と
し
て
の
美
的
経
験

　

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
一
九
一
七
年
の
講
演
『
職
業
と
し
て
の

学
問
』
の
中
で
「
現
代
の
美
学
者
」
と
し
て
ル
カ
ー
チ
の
名
を
挙
げ
な

が
ら
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学
論
稿
冒
頭
の
問
い
「
芸
術
諸
作
品
が
存

在
す
る
―
―
そ
れ
ら
の
作
品
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
？
」
を

現
代
美
学
に
特
有
の
問
題
提
起
と
し
て
引
い
て
い
る

）
19
（

。
こ
こ
で
の
言
及

は
実
際
、
『
芸
術
の
哲
学
』
執
筆
時
か
ら
ル
カ
ー
チ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー

バ
ー
が
望
ん
だ
内
容
を
簡
潔
に
表
現
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
存
在
す

る
も
の
の
事
実
性
を
扱
う
あ
ら
ゆ
る
他
の
学
問
と
同
じ
く
、
現
代
美
学

も
ま
た
「
芸
術
作
品
が
存
在
す
べ
き

0

0

0

か
ど
う
か
を
問
題
に
は
し
な
い

）
20
（

」
。

作
品
を
体
験
的
現
実
の
主
体
に
よ
る
憧
憬
か
ら
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る

か
に
も
見
え
る
『
芸
術
の
哲
学
』
に
対
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ル
カ
ー
チ

が
体
系
的
美
学
の
道
を
最
後
ま
で
貫
か
ず
に
「
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
」
へ
と

復
帰
す
る
可
能
性
を
そ
こ
に
見
出
し
、
危
惧
を
表
明
し
て
い
た

）
21
（

。
こ
う

し
た
経
緯
か
ら
し
て
、
『
芸
術
の
哲
学
』
の
『
美
学
』
へ
の
改
稿
に
つ
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い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
の
忠
告
や
ラ
ス
ク
の
価
値
哲
学
か
ら
の
影
響
関

係
を
そ
の
根
拠
と
し
て
特
定
す
る
ヴ
ァ
イ
サ
ー
ら
先
行
研
究
の
指
摘
は
、

そ
れ
な
り
に
正
当
な
も
の
に
見
え
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
「
美
学
の
現
象

学
」
構
想
に
お
け
る
決
定
的
な
転
回
を
確
認
し
て
き
た
こ
と
に
踏
ま
え

て
、
こ
の
改
稿
問
題
に
対
し
別
の
角
度
か
ら
の
介
入
を
試
み
る
こ
と
と

し
た
い
。

　

す
な
わ
ち
こ
こ
で
の
問
い
と
は
、
救
済
領
域
と
し
て
の
芸
術
作
品
の

可
能
性
に
か
か
わ
る
。
マ
ー
ル
ク
シ
ュ
の
言
葉
で
は
「
芸
術
作
品
の
奇

跡
と
例
外
性

）
22
（

」
を
主
題
と
す
る
『
芸
術
の
哲
学
』
に
お
い
て
、
体
験
的

現
実
に
属
す
る
諸
主
体
相
互
に
不
協
和
と
意
思
疎
通
へ
の
絶
望
と
を
も

た
ら
し
て
い
た
「
誤
解
」
を
唯
一
そ
こ
に
お
い
て
有
意
味
な
契
機
と
し

て
機
能
さ
せ
、
そ
し
て
ま
た
内
容
を
損
な
う
こ
と
な
し
に
諸
主
体
そ
れ

ぞ
れ
の
体
験
を
妥
当
的
価
値
へ
と
方
向
付
け
る
芸
術
作
品
の
比
類
な
さ

は
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
現
実
性
」
と
表
現
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し

か
し
現
実
に
、
芸
術
作
品
は
そ
の
よ
う
な
救
済
領
域
と
し
て
ど
れ
ほ
ど

有
効
で
あ
る
の
か
。

　

た
と
え
ば
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
『
宗
教
社
会
学
論
集
』
に
収
め
ら
れ
た
「
世

界
宗
教
の
経
済
倫
理
・
中
間
考
察
」
（
一
九
一
五
年
）
の
中
で
、
「
現
世

拒
否
の
諸
方
向
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
美
的
領
域
を
取
り
上
げ
て
い
る

）
23
（

。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
合
理
的
な
経
済
」
が
進
展
す
る
に
伴
っ
て

宗
教
が
世
俗
と
緊
張
関
係
に
立
つ
よ
う
に
、
「
現
世
に
お
け
る
目
的
合

理
的
行
為
の
自
己
法
則
性
」
に
は
、
「
そ
の
本
質
か
ら
し
て
合
理
性
と

は
根
本
的
に
無
関
係
な
、
な
い
し
は
反
合
理
的
な
性
格
を
も
つ
、
生
の

世
俗
内
的
諸
力
」
一
般
が
対
立
す
る
。
そ
の
最
も
鋭
い
緊
張
関
係
が
、「
美

的
な
い
し
性
愛
的
な
領
域
」
に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
い
う
。

　

ま
ず
、
芸
術
と
「
呪
術
的
な
宗
教
意
識
」
と
の
密
接
な
関
係
が
合
理

化
に
し
た
が
っ
て
分
解
さ
れ
て
ゆ
く
。
か
つ
て
は
音
楽
を
「
エ
ク
ス
タ
ー

ゼ
あ
る
い
は
魔
除
け
・
護
符
的
呪
術
の
手
段
」
と
し
、
ま
た
絵
画
や
諸
々

の
造
形
物
を
祭
祀
に
お
け
る
装
飾
品
と
し
て
い
た
宗
教
意
識
は
、
合
理

化
が
進
行
す
る
に
つ
れ
、
装
飾
な
ど
の
「
事
物
」
や
「
形
式
」
―
―
つ

ま
り
偶
然
的
で
被
造
物
的
な
も
の
―
―
で
は
な
く
、
専
ら
救
済
の
「
意

味
」
へ
と
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
。
他
方
芸
術
も
ま
た
、
主
知
主
義

が
展
開
さ
れ
生
活
の
合
理
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ
、
か
つ
て
自
ら
が
源

泉
と
し
て
き
た
宗
教
意
識
か
ら
離
れ
て
「
次
第
に
独
自
の
固
有
な
価
値

を
も
っ
た
世
界
と
し
て
自
ら
を
自
覚
的
に
打
ち
建
て
る
よ
う
に
な
る
」
。

か
く
て
芸
術
が
芸
術
自
身
の
自
己
法
則
性
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

形
象
化
さ
れ
る
意
味
内
容
よ
り
は
む
し
ろ
「
形
式
」
が
、
し
た
が
っ
て

宗
教
的
救
済
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
芸
術
そ
れ
自
体
の
実
現
が
、
目

的
と
し
て
追
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
「
芸
術
は
今
や
、
一
層
意
識
的

に
把
握
さ
れ
て
ゆ
く
自
立
的
価
値
の
コ
ス
モ
ス
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。

如
何
に
意
味
付
け
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
現
世
内
的
な
救0

済0

の
機
能
を
受
け
も
つ

）
24
（

」
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
は
他
の
価
値
領
域
、
す
な
わ
ち
経
済
、
政

治
、
性
愛
、
知
そ
の
他
と
の
対
立
へ
と
至
る
。
「
神
々
の
間
の
永
遠
の
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争

）
25
（

」
と
呼
ば
れ
る
状
況
が
こ
こ
に
生
起
す
る
と
き
、
し
か
し
こ
の
多

様
に
分
岐
し
た
価
値
諸
領
域
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
芸
術
の
救
済
機
能

は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
芸
術
作

品
そ
れ
自
体
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
体
験
的
現
実
総
体
の
位
相
が

変
化
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
何
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
美
的
な
も

の
を
体
験
す
る
人
間
は
、
た
だ
一
度
限
り
の
「
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
構

造
」
（H

Ä
: 130

）
を
そ
な
え
た
美
的
体
験
を
い
つ
ま
で
も
持
続
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
ず
、
た
と
え
意
思
に
反
し
て
で
は
あ
れ
、
体
験
的
現
実
を

構
成
す
る
主
体
へ
と
回
帰
す
る
ほ
か
な
い
。
諸
主
体
の
現
実
世
界
に
対

す
る
絶
望
は
そ
こ
に
蔓
延
す
る
無
意
味
を
穿
ち
は
し
て
も
、
そ
の
絶
望

自
体
が
現
実
の
内
に
何
か
有
意
味
な
も
の
を
も
た
ら
す
訳
で
は
な
い
。

創
造
者
、
受
容
者
の
い
ず
れ
を
問
わ
ず
、
現
実
を
無
意
味
な
も
の
と
し

て
静
観
し
芸
術
作
品
の
内
に
意
味
を
求
め
て
い
る
限
り
、
そ
の
態
度
は

現
実
と
作
品
と
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
あ
く
ま
で
受
動
的
で
あ
る
。
そ

し
て
、
『
芸
術
の
哲
学
』
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
受
動
的
態
度
は
、
現
実

総
体
の
破
局
に
よ
っ
て
そ
の
無
力
を
端
的
に
証
示
さ
れ
る
。
ル
カ
ー
チ

に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
経
験
と
は
何
よ
り
も
第
一
次
世
界
大
戦
で
は

な
か
っ
た
か
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
『
美
学
』
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
、
芸
術
作
品
が
「
存

在
す
る
」
と
い
う
語
の
意
味
自
体
、
「
た
だ
「
事
実
の
類
比
」
を
指
示

す
る
だ
け
で
、
経
験
的
で
あ
れ
形
而
上
学
的
で
あ
れ
現
実
の
如
何
な
る

事
実
性
を
も
示
す
も
の
で
は
な
い
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
（H

Ä
: 9

）
。

作
品
が
如
何
な
る
意
味
で
も
所
与
と
し
て
前
提
さ
れ
な
い
以
上
、
『
美

学
』
に
お
け
る
―
―
実
際
に
は
改
稿
が
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
―
―
「
美

学
の
現
象
学
」
も
ま
た
、
『
芸
術
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
追
構
成
」
と

も
呼
ば
れ
た
も
の
と
は
必
然
的
に
そ
の
内
実
を
異
に
す
る
。
つ
ま
り
そ

の
中
で
当
該
の
諸
主
体
に
は
、
体
験
的
現
実
の
中
へ
芸
術
作
品
が
「
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
現
実
性
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
を
待
機
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
自
ら
の
態
度
を
そ
れ
に
対
し
て
相
応
し
く
確
立
す
る
こ
と
の
で

き
る
価
値
的
世
界
を
如
何
に
し
て
新
た
に
産
出
し
、
あ
る
い
は
如
何
な

る
事
物
に
そ
の
よ
う
な
世
界
を
形
成
す
る
可
能
性
を
新
た
に
見
出
し
て

ゆ
く
の
か
、
と
の
問
い
が
課
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同

時
に
ま
た
、
こ
の
現
象
学
的
行
程
の
只
中
で
は
「
芸
術
作
品
が
存
在
す

る
」
こ
と
に
救
済
を
待
望
し
て
い
た
主
体
の
様
態
も
、
体
験
的
現
実
へ

の
絶
望
と
芸
術
作
品
へ
の
憧
憬
と
を
二
元
的
に
対
置
さ
せ
た
認
識
も
、

共
に
流
動
化
さ
れ
廃
棄
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ら
美
的
態
度
の
在

り
よ
う
は
い
ず
れ
も
未
だ
な
お
体
験
的
現
実
に
と
ら
わ
れ
た
「
自
我
―

被
拘
束
性
」
と
し
て
、
「
美
学
の
現
象
学
」
に
お
け
る
創
造
と
受
容
の

新
た
な
問
い
に
は
も
は
や
対
応
し
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る

）
26
（

。
端
的
に
言

え
ば
、
既
成
の
現
実
連
関
か
ら
自
己
を
解
放
さ
せ
る
新
し
い
も
の
と
し

て
美
的
価
値
を
実
現
さ
せ
る
に
は
、
こ
の
実
現
の
現
象
学
的
行
程
を
担

う
者
自
身
が
「
新
し
い
人
間
」
（H

Ä
: 99

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―

こ
れ
が
、
『
美
学
』
の
新
た
な
「
美
学
の
現
象
学
」
に
込
め
ら
れ
た
最

深
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学
論
稿
と
直
接
の
関
係
は
も
た
な
い
に
せ
よ
、

こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
「
貨
幣
」
断
片
の
末
尾
に

記
さ
れ
た
文
章
を
想
起
し
て
お
く
こ
と
も
決
し
て
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

「
君
が
芸
術
を
楽
し
み
た
い
と
欲
す
る
な
ら
、
君
は
芸
術
的
な
教
養
を

つ
ん
だ
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔
…
〕
人
間
に
た
い
す
る
―
―
ま

た
自
然
に
た
い
す
る
―
―
君
の
あ
ら
ゆ
る
態
度
は
、
君
の
現
実
的
な
個

性
的
な
生
命
の
あ
る
特
定
の
発
現
、
し
か
も
君
の
意
志
の
対
象
に
相
応

し
て
い
る
そ
の
発
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
27
（

」
。
芸
術
作
品
を
創
造
し

受
容
す
る
主
体
と
は
作
品
に
相
応
し
く
あ
る
主
体
で
あ
り
、
ま
た
作
品

に
相
応
し
く
あ
ろ
う
と
す
る
主
体
の
能
動
的
態
度
に
対
し
て
の
み
、
そ

れ
に
と
っ
て
適
合
的
な
作
品
が
客
観
的
に
存
在
す
る
。
こ
こ
で
美
的
経

験
と
は
自
然
的
主
体
に
到
来
す
る
救
済
で
は
も
は
や
な
く
、
こ
の
自
然

的
主
体
自
身
の
変
容
を
つ
う
じ
て
確
立
さ
れ
る
創
造
と
受
容
と
の
能
動

的
経
験
、
つ
ま
り
体
験
的
現
実
を
価
値
的
世
界
へ
と
方
向
づ
け
よ
う
と

す
る
実
践
的
変
革
こ
そ
が
、
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
『
芸
術
の
哲
学
』
か

ら
『
美
学
』
へ
の
か
か
る
理
論
上
の
転
換
が
ル
カ
ー
チ
自
身
の
実
存
的

転
換
で
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
の
立

場
へ
と
至
る
ま
で
、
つ
ま
り
美
学
か
ら
政
治
へ
の
転
位
ま
で
に
は
あ
と

一
歩
を
要
す
る
の
み
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
検
討
を
つ
う
じ
て
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
に
お
い
て
提
起

さ
れ
た
弁
証
法
的
方
法
の
原
型
が
『
美
学
』
に
お
け
る
「
美
学
の
現
象

学
」
構
想
の
内
に
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
「
原
型
」
だ
と

言
う
の
は
、
『
美
学
』
に
お
い
て
弁
証
法
は
方
法
と
し
て
な
お
定
式
化

さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
問
題
領
域
が
美
学
に
限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い

う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
本
稿
で
は
少
な
く
と
も
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美

学
論
稿
の
も
つ
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
へ
の
過
渡
性
は
概
観
し
え
た
が
、

ル
カ
ー
チ
に
お
け
る
美
学
か
ら
政
治
へ
の
移
動
の
全
体
像
を
解
明
す
る

ま
で
に
必
要
な
作
業
は
な
お
山
積
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
締
め
く
く
り

と
し
て
、
ル
カ
ー
チ
の
如
く
美
的
経
験
か
ら
政
治
的
実
践
の
範
型
を
導

出
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
し
、
若
干
の
所
見
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　

ル
カ
ー
チ
は
『
芸
術
の
哲
学
』
と
『
美
学
』
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

他
の
価
値
諸
領
域
に
対
し
て
美
的
領
域
に
お
い
て
の
み
主
体
―

客
体
関

係
が
均
衡
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
内
容
の
捨
象
に
よ
っ
て

形
式
の
展
開
を
追
求
す
る
論
理
的
領
域
に
お
い
て
「
全
く
純
粋
な
論
理

学
に
は
、
厳
密
に
考
え
る
な
ら
ば
、
主
体
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
」

（H
Ä

: 9
）
28
（2

）
。
ま
た
論
理
的
領
域
と
は
反
対
に
倫
理
的
領
域
に
あ
っ
て
重

要
な
の
は
行
為
す
る
主
体
の
実
践
的
格
率
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う
行
為

者
に
と
っ
て
客
体
が
も
つ
特
性
は
「
打
倒
さ
れ
滅
却
さ
れ
て
し
ま
わ
ざ
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る
を
え
な
い
」
（H

Ä
: 93

）
。
そ
れ
に
対
し
て
美
的
価
値
に
お
い
て
唯
一
、

客
体
に
お
い
て
そ
の
価
値
が
実
現
さ
れ
る
に
は
そ
の
価
値
が
主
体
に

よ
っ
て
体
験
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
美
的
価
値
の
価
値
と
し
て
の

絶
対
性
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
美
学
の
現

象
学
」
の
行
程
が
現
象
学
的
行
程
の
主
体
に
と
っ
て
他
律
的
で
は
な
い

所
以
は
、
美
的
価
値
の
実
現
が
こ
の
主
体
に
よ
る
価
値
体
験
に
依
存
す

る
こ
と
に
あ
る
。
か
か
る
特
性
の
故
に
、
美
的
領
域
は
他
の
価
値
諸
領

域
に
お
い
て
は
構
成
さ
れ
え
な
い
主
体
―

客
体
関
係
を
実
現
す
る
―
―

以
上
の
認
定
に
立
つ
ル
カ
ー
チ
に
と
っ
て
美
的
領
域
の
主
体
―

客
体
関

係
は
、
既
存
の
体
験
的
現
実
に
代
わ
る
べ
き
新
し
い
現
実
を
示
唆
す
る

理
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
だ
が
志
向
さ
れ
る

美
的
価
値
の
体
験
的
性
格
に
一
切
を
負
う
主
客
関
係
は
言
う
ま
で
も
な

く
美
的
領
域
に
の
み
固
有
の
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
社
会
的
現
実
の

問
題
領
域
へ
と
転
位
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
如
何
に
正
当
化
さ
れ
う
る

の
か
？

　

困
難
は
、
第
一
に
美
的
領
域
の
外
部
に
お
い
て
美
的
価
値
が
志
向
す

べ
き
目
標
と
し
て
直
接
に
作
用
し
え
な
い
こ
と
に
あ
り
、
第
二
に
は
、

志
向
す
べ
き
目
標
を
欠
く
な
ら
ば
創
造
と
受
容
の
「
現
象
学
」
的
行
程

が
成
立
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
践
的
変
革
の

過
程
を
現
象
学
的
行
程
と
し
て
敢
え
て
構
成
す
る
な
ら
ば
、
外
部
か
ら

導
入
さ
れ
る
別
個
の
何
ら
か
の
原
理
に
よ
っ
て
、
こ
の
行
程
を
歩
む
経

験
的
主
体
を
他
律
的
に
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
に
は
「
主

体
性
の
自
己
解
放
過
程
」
は
存
立
基
盤
を
失
う
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
こ

の
よ
う
な
他
律
性
を
拒
否
す
る
と
し
て
も
、
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
理

念
を
欠
い
た
革
命
的
実
践
の
先
行
は
主
観
主
義
の
契
機
を
導
く
だ
け
に

終
わ
る
だ
ろ
う
。

　

『
歴
史
と
階
級
意
識
』
に
は
、
物
象
化
批
判
に
お
け
る
芸
術
あ
る
い

は
美
学
の
限
定
的
な
位
置
に
関
し
て
否
定
的
な
見
解
が
短
く
残
さ
れ
て

い
る
（V

gl.G
K

: 341f.

）
。
そ
の
叙
述
は
、
右
に
提
起
し
た
問
題
点
に
つ

い
て
も
ル
カ
ー
チ
自
身
が
少
な
く
と
も
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ

せ
て
い
る
が
、
彼
自
身
に
よ
る
解
決
の
実
相
は
な
お
分
明
で
は
な
い
。

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学
論
稿
か
ら
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
へ
至
る
ル
カ
ー

チ
の
試
行
を
解
き
明
か
す
作
業
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
以

上
の
点
に
つ
い
て
論
究
す
る
機
会
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

 

（
あ
き
も
と
・
ゆ
う
す
け
／
哲
学
・
思
想
史
）

引
用
に
つ
い
て

　

ル
カ
ー
チ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
、
本
文
中
で
略

号
と
共
に
原
文
の
頁
数
を
表
記
し
た
。
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
邦
訳
が
あ
る
場

合
そ
れ
を
参
照
し
た
が
、
引
用
者
の
責
任
に
お
い
て
適
宜
改
め
て
い
る
場
合
が

あ
る
。

E
M

D
: G

eorg Lukács W
erke, B

d.15: E
ntw

icklungsgeschichte des 
m

odernen D
ram

as, Luchterhand, 1981. 

「
近
代
演
劇
の
社
会
学
に
よ

せ
て
」
（
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
ア
ル
ヒ
ー
フ
』
第
三
八
巻
・
第
二
号
に
掲

載
さ
れ
た
『
近
代
劇
発
達
史
』
第
一
章
―
三
章
）
、
池
田
浩
士
編
訳
『
ル
カ
ー

チ
初
期
著
作
集
』
第
一
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
七
五
年
。
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: D

ie Seele und die F
orm

en, in: H
rsg. v. F

rank B
enseler u. 

R
üdiger D

annem
ann, G

eorg Lukács W
erkausw

ahl in E
inzelbänden, 

B
d.1, A

isthesis, 2011. 

『
ル
カ
ー
チ
著
作
集
』
第
一
巻
「
魂
と
形
式
」
、
川

村
二
郎
・
円
子
修
平
・
三
城
満
禧
訳
、
白
水
社
、
一
九
六
九
年
（
本
書
に
限
り
、

原
文
中
に
併
記
さ
れ
た
一
九
一
一
年
ド
イ
ツ
語
初
版
の
頁
数
を
表
記
す
る
）
。

H
P

K
: G

LW
., B

d.16: H
eidelberger P

hilosophie der K
unst 

（1912-
1914

）, Luchterhand, 1974.

『
芸
術
の
哲
学
―
―
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学

論
稿1912

―1914
』
城
塚
登
・
高
幣
秀
知
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七

九
年
。

H
Ä

: G
L

W
., B

d
.17: H

eid
elb

erg
er Ä

sth
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（1916-1918

）, 
Luchterhand, 1974.

「
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
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学 1916
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』
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第
一
節
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訳
）
」
、
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編
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。
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チ
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史
と
階
級
意
識
」
、
城
塚
登
・
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光
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、
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、
改
版
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年
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シ
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が
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ie Seele und das Leben, 
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お
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あ
る
こ
と
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ま
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価
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に
依
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な
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す
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と
指
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し
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学
研
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に
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カ
ー
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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
H
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
始
ま
り
（beginning
）
」
と
い
う

概
念
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
概
念
は
「
活
動
（action

）
」
と
密
接
な
関

係
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
公
共
性
論
に
お
い
て
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
あ
ら
ゆ
る
始
ま
り
に
固
有
の
恣
意

性
と
、
人
間
が
〔
暴
力
的
な
〕
罪
を
犯
し
う
る
潜
在
性
の
あ
い
だ
に
、

内
的
な
姻
戚
関
係
が
あ
る
」
（O

R
: 201=333

）
と
ア
ー
レ
ン
ト
が
述
べ

る
よ
う
に
、
「
始
ま
り
」
に
は
そ
れ
固
有
の
恣
意
性
（arbitrariness

）

が
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
暴
力
（violence

）
と

深
く
関
係
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
（O

R
: 10=24, 198=32

）
1
（9

）
。
こ
の
こ

と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
が
、
対
話
と
と
も
に
な
さ
れ
る
「
活

動
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
非
暴
力
的
な
「
現
わ
れ
（appearance

）
」
と
、

複
数
的
な
人
間
の
共
生
を
可
能
に
す
る
共
通
世
界
の
理
論
と
し
て
広
く

受
容
さ
れ
て
い
る
現
状
を
考
え
る
と
我
々
を
戸
惑
わ
せ
る
。
し
か
し
、

川
崎
修
や
M
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
が
こ
の
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
と
暴
力
の

問
題
に
触
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
こ
の
問
題
は
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
に
お

い
て
自
明
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
（C

anovan 1992=2004; 

川
崎 

二
〇
一
〇
）
。
そ
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
主
に
『
革
命
に
つ
い
て
』

に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
革
命
と
い
う
近
代
に
お
け
る
一
つ
の
「
始
ま
り
」

を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
「
始
ま
り
」
を
そ
の
恣
意
性
か
ら
救
済
し
、

そ
れ
が
暴
力
に
よ
っ
て
生
じ
な
い
形
で
の
「
始
ま
り
」
論
を
展
開
し
よ

う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
学
説
上
で
一
定
程
度
認
め
ら
れ
て
い
る
見

〈
公
募
論
文
〉

H
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
革
命
論
と
黒
人
差
別
の
認
識

【「
始
ま
り
」の
恣
意
性
と
暴
力
に
関
連
さ
せ
て
】

河
合
恭
平
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解
で
あ
ろ
う

）
2
（

。

　

し
か
し
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に
対
し
て
は
、
黒
人
に
関
す
る
記
述
の

問
題
を
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
（N

orton 199

）
3
（5

）
、
殊
に

ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
関
す
る
指
摘
は
仲
正
昌
樹
（
二
〇
〇
一: 

二
二
一
―

五
一
頁
）
や
、
扱
い
は
小
さ
い
も
の
の
S
・
ウ
ォ
ー
リ
ン
（W

olin 

1983: 11-2

）
や
R
・
ニ
ス
ベ
ッ
ト
（N

isbet 1977: 67-8

）
の
議
論
に
も

あ
る
。
黒
人
差
別
の
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」
か
ら
暴
力
と
と
も
に
歴
史
的
に
存
在
し
て
き

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
上
記
の
彼
女
の
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
対
し
て
か

な
り
致
命
的
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
彼

女
も
黒
人
差
別
の
存
在
を
当
然
認
識
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く
関
心
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

）
4
（

。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
革
命
に
よ
る
「
始

ま
り
」
論
に
関
し
て
、
黒
人
差
別
に
お
け
る
暴
力
が
彼
女
に
よ
っ
て
ど

う
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
検
討
は
現
状
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か

か
る
検
討
を
行
い
、
そ
の
う
え
で
ア
メ
リ
カ
革
命
の
「
始
ま
り
」
論
を

再
解
釈
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る

）
5
（

。

　

そ
れ
に
あ
た
っ
て
の
本
稿
の
考
察
対
象
お
よ
び
構
成
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
第
一
節
で
は
上
記
の
「
始
ま
り
」
と
恣
意
性
・
暴
力
と
の
関

係
お
よ
び
ア
ー
レ
ン
ト
の
革
命
論
に
お
け
る
「
始
ま
り
」
論
を
概
観
し
、

本
稿
の
扱
う
問
題
の
所
在
を
確
認
す
る
。
第
二
節
で
は
、
『
革
命
に
つ

い
て
』
に
お
い
て
黒
人
奴
隷
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
、
第

三
節
で
は
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
差
別
問
題
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
「
リ
ト

ル
ロ
ッ
ク
に
関
す
る
考
察
」
論
文
を
取
り
上
げ
、
彼
女
の
黒
人
差
別
の

認
識
と
そ
の
「
始
ま
り
」
論
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
第
四
節

で
は
、
公
民
権
運
動
な
ど
へ
の
関
心
の
も
と
に
書
か
れ
た
「
市
民
的
不

服
従
」
論
文
を
対
象
に
考
察
し
、
「
始
ま
り
」
論
の
展
開
を
見
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
後
、
結
論
に
お
い
て
本
稿
の
議
論
で
明
ら
か
に
さ
れ
た

こ
と
を
ま
と
め
、
そ
れ
を
受
け
て
主
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
黒
人
へ
の
暴
力

の
認
識
に
照
ら
し
て
「
始
ま
り
」
論
を
再
解
釈
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
り

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
始
ま
り
」
論
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

一　

 

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
始
ま
り
」
論
と
そ
の
難
問 

 

　
　

―
―
主
に
ア
メ
リ
カ
革
命
論
と
の
関
係
で
―
―

１　

「
始
ま
り
」
お
よ
び
そ
の
恣
意
性
と
暴
力
に
つ
い
て

　

本
節
で
は
、
本
稿
の
扱
う
問
題
の
所
在
を
把
握
し
本
論
に
繋
げ
る
た

め
に
、
ま
ず
は
「
始
ま
り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
概
念
な
の
か
、
そ
し
て

そ
れ
が
恣
意
性
や
暴
力
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
「
始
ま
り
」
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
人
間
の

誕
生
（birth

）
、
ま
た
は
出
生
（natality

）
の
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
「
始

ま
り
」
の
能
力
も
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
い
る
（H

C
: 177=288, O

R
: 

204=337
）
。
そ
し
て
、
人
間
は
出
生
と
と
も
に
獲
得
さ
れ
た
複
数
的
な

生
を
引
き
受
け
、「
活
動
」
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
新
し
い
物
事
の
「
始
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ま
り
」
が
到
来
す
る
こ
と
に
な
る
（H

C
: 177=288; 

森
川 

二
〇
一
〇: 

三

一
三
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
活
動
」
自
体
も
ま
た
一
つ
の
「
始
ま
り
」

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
活
動
」
の
「
始
ま
り
」
を
通
じ
て
、「
現
わ
れ
」

と
共
通
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共

性
論
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（H

C
: 52-8=78-87

）
。
そ
し
て
『
革
命
に

つ
い
て
』
に
お
い
て
、
か
か
る
「
始
ま
り
」
論
が
、
評
議
会
制
な
ど
の

「
活
動
」
を
通
じ
た
共
同
行
為
の
た
め
の
公
的
領
域
の
形
成
や
自
由
の

創
設
た
る
革
命
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
形
で
、
彼
女
の
公
共
性
論
が
展
開

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
「
始
ま
り
」
は
、
次
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
本
来
な
ら

ば
ア
ー
レ
ン
ト
的
な
公
共
性
と
馴
染
む
は
ず
の
な
い
暴
力
と
も
密
接
な

関
係
に
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

始
ま
り
が
暴
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
聖
書
と
古
典
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
歴

史
の
伝
説
的
な
始
ま
り
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
カ
イ
ン
は
ア
ベ
ル
を
殺
し
、
ロ
ム
ル
ス
は
レ
ム
ス

を
殺
し
た
。
暴
力
は
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
暴
力
を
犯
さ
な

い
で
は
、
始
ま
り
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。 

（O
R

: 10=24

）

　

本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
「
始
ま
り
」
の
暴
力
は
、

あ
ら
ゆ
る
「
始
ま
り
」
に
固
有
の
恣
意
性
と
の
密
接
な
関
係
の
う
ち
に

生
じ
る
の
で
あ
る
。
「
始
ま
り
」
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
過
去
に
生
じ
て

き
た
物
事
の
連
鎖
へ
、
過
去
に
拘
束
さ
れ
な
い
新
し
い
物
事
を
挿
入
す

る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
新
し
さ
に
は
、
そ
れ
を
「
始
め
る
者

（beginner

）
」
の
意
志
が
介
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
あ
る
程
度

の
完
全
な
恣
意
性
は
、
始
ま
り
の
本
質
そ
の
も
の
に
付
随
し
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
（O

R
: 198=329

）
。
で
は
、
こ
の
恣
意
性
は
暴
力

と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。「
始
ま
り
」
の
活
動
力
で
あ
る
「
活

動
」
と
、
加
え
て
「
仕
事
（w

ork

）
」
と
の
関
連
を
通
し
て
見
て
い
き

た
い
。

　

ま
ず
「
活
動
」
に
お
い
て
は
、
森
川
（
二
〇
〇
二: 

六
六
―
九
頁
）
が

論
じ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
有
す
る
「
無
制
限
性
（boundlessness

）
」

と
い
う
特
徴
が
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
に
関
係
し
て
い
る
。
「
活
動
と

い
う
の
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
特
殊
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
つ
ね

に
関
係
を
打
ち
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
切
の
制
限
を
解

き
放
ち
、
一
切
の
境
界
線
を
突
破
す
る
と
い
う
固
有
の
傾
向
を
持
っ
て

い
る
」
（H

C
: 190=308

）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
活
動
」
は
既
存
の
法
や
制

度
な
ど
の
制
限
や
境
界
線
を
超
え
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
無
制
限

性
の
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。
か
か
る
無
制
限
な
「
活
動
」
を
始
め
る

か
否
か
は
人
間
の
恣
意
的
な
意
志
に
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
「
活
動
」
へ
と
誘
う
も
の
は
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
（
傲
慢
）
な
の
で
あ
る

と
ア
ー
レ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
（H

C
: 191=309

）
。
か
か
る
恣
意
的
で

無
制
限
な
「
活
動
」
は
他
の
活
動
者
と
の
衝
突
を
招
き
う
る
の
で
あ
り
、
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実
際
、
闘
技
精
神
の
形
で
「
活
動
」
に
よ
る
卓
越
を
競
い
合
っ
た
古
代

ギ
リ
シ
ア
で
は
、
「
闘
技
精
神
は
ポ
リ
ス
相
互
の
同
盟
関
係
を
ほ
と
ん

ど
麻
痺
さ
せ
、
そ
し
て
ポ
リ
ス
の
内
部
に
お
い
て
市
民
の
生
活
に
嫉
妬

と
憎
悪
を
蔓
延
さ
せ
た
」（PP: 82=95

）
。
し
た
が
っ
て
、「
活
動
」
の
「
始

ま
り
」
は
恣
意
性
の
契
機
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
他
の

活
動
者
に
対
す
る
排
除
や
衝
突
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
結
果
と

し
て
、
「
活
動
」
が
中
断
さ
れ
、
暴
力
を
手
段
と
し
た
攻
撃
に
も
至
り

う
る
。
た
だ
し
こ
の
暴
力
は
、
「
始
ま
り
」
を
な
す
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
発
生
も
偶
発
的
で
あ
る
の
で
、「
始
ま
り
」

そ
の
も
の
の
暴
力
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る

）
6
（

。

　

「
始
ま
り
」
の
暴
力
は
、
か
か
る
「
活
動
」
の
危
険
性
を
忌
避
し
、

プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
仕
事
」
に
よ
る
製
作
（fabrication

）

的
な
政
治
思
想
の
伝
統
を
形
成
し
、
そ
こ
に
「
支
配
」
の
概
念
を
持
ち

込
ん
だ
こ
と
か
ら
生
じ
て
く
る
（H

C
: 194-8, 220-30=313-20, 348-62

）
。

も
と
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
、
「
活
動
」
を
表
す
の
に
「
始
ま
り
」
を

意
味
す
るarchein

が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
プ
ラ
ト
ン
た
ち
の
影
響

の
下
にarchein

か
ら
「
活
動
」
の
意
味
合
い
が
除
外
さ
れ
、
専
ら
「
支

配
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
（H

C
: 189-90, 222-

5=305-7, 351-5

）
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
定
義
上
、
本
来
的
に
は
「
始
ま
り
」

は
「
仕
事
」
と
結
び
つ
か
な
い
は
ず
だ
が
、
実
は
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト

ン
の
伝
統
以
来
、
「
始
ま
り
」
は
「
仕
事
」
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
彼
女
に
よ
る
と
、
「
仕
事
」
と
は
、
住
宅
や
家
具
な

ど
の
耐
久
性
の
あ
る
も
の
を
製
作
す
る
活
動
力
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
そ

の
何
か
製
作
す
る
と
い
う
目
的
の
下
に
、
材
料
に
対
し
て
工
具
な
ど
の

手
段
を
用
い
て
加
工
す
る
（
刃
物
で
木
を
切
る
な
ど
）
と
い
う
一
連
の
動

作
が
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
う
し
た
手
段
を
用
い
る
こ
と
に
、「
仕
事
」

に
お
け
る
暴
力
の
本
質
を
見
て
い
る
（C

R
: 98, 145=106, 135

）
。
そ
し

て
支
配
と
は
、
ま
さ
に
暴
力
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
強
固
な
政
治
体
を
創

設
す
る
（
「
始
め
る
」
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、

そ
の
暴
力
の
行
使
も
体
制
を
「
始
め
る
者
」
た
る
支
配
者
の
意
志
、
す

な
わ
ち
恣
意
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
「
始
ま
り
」
の
暴
力
と
は
、

こ
の
よ
う
に
支
配
者
の
恣
意
性
に
お
い
て
「
仕
事
」
的
な
暴
力
を
手
段

と
し
て
「
始
ま
り
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
不
可
避
的
に
生
じ

る
暴
力
の
こ
と
で
あ
る

）
7
（

。

　

先
の
引
用
の
な
か
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
引
き
合
い
に
出
し
た
、
カ
イ
ン

の
ア
ベ
ル
殺
し
、
ロ
ム
ル
ス
の
レ
ム
ス
殺
し
と
い
う
伝
説
上
の
「
始
ま

り
」
に
伴
っ
た
暴
力
は
、
ま
さ
に
以
上
の
よ
う
な
「
始
ま
り
」
の
恣
意

性
と
暴
力
の
避
け
が
た
い
難
問
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
始
ま
り
」

を
そ
の
恣
意
性
か
ら
救
済
し
、
暴
力
や
テ
ロ
ル
が
生
じ
な
い
形
で
の
新

た
な
政
治
体
の
創
設
を
「
始
ま
り
」
論
と
し
て
構
想
す
る
こ
と
が
、
ア
ー

レ
ン
ト
の
問
題
関
心
だ
っ
た
こ
と
は
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。
そ
こ
で
彼
女
は
、
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
両
革

命
に
お
け
る
新
た
な
政
治
体
の
創
設
た
る
「
始
ま
り
」
を
比
較
し
な
が

ら
、
後
者
の
創
設
の
あ
り
方
に
恣
意
性
と
暴
力
の
回
避
、
お
よ
び
自
由
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の
創
設
へ
の
成
功
を
見
て
い
る
。
続
い
て
、
項
を
あ
ら
た
め
て
こ
の
革

命
の
考
察
に
お
け
る
「
始
ま
り
」
論
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

２　
「
始
ま
り
」の
難
問
の
解
決
策
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
革
命
と
い
う「
始
ま
り
」

　

ま
ず
は
、
革
命
に
お
い
て
、
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
・
暴
力
の
難
問

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
生
じ
る
の
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
政
治

体
の
新
た
な
創
設
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
と
権
力
が
恣
意
的
に
構
成
さ

れ
る
の
を
克
服
す
る
た
め
に
、
そ
こ
に
絶
対
的
に
正
統
な
権
威
が
付
与

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
権
威
を
何
ら
か
の
絶
対
者

に
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
追
求
・
決
定
も
結
局
は

人
為
的
な
も
の
な
の
で
、
ど
こ
ま
で
も
恣
意
性
が
介
在
せ
ざ
る
を
え
な

い
と
い
う
難
問
に
陥
る
こ
と
に
な
る
（O

R
: 145-56, 174-8=240-55, 295-

300; 

石
田 

二
〇
〇
九: 

一
八
〇
頁
）
。
た
と
え
ば
絶
対
主
義
は
、
宗
教
的

な
認
証
の
代
わ
り
に
絶
対
君
主
の
存
在
そ
の
も
の
に
法
と
権
力
の
源
泉

た
る
権
威
を
求
め
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
君
主
は
法
を
超
え
、
政
治
体
の
行

方
は
君
主
の
意
志
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
政
治
体
の

創
設
は
、
そ
の
君
主
と
な
る
者
の
恣
意
的
な
意
志
次
第
で
用
い
ら
れ
る

暴
力
に
よ
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
、
ま
た
政
治
体
の
運
営
も
、
君
主
の
意
志

次
第
で
暴
力
を
手
段
と
し
た
支
配
に
至
り
う
る
わ
け
で
あ
る
（O

R
: 

150-4=247-52

）
。
こ
れ
は
前
項
で
説
明
し
た
「
仕
事
」
的
な
「
始
ま
り
」

の
暴
力
に
相
当
す
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
絶
対
君
主
の
権
威
の
虚
構
を
暴
き
、
そ
の
権
威
を

君
主
か
ら
人
民
の
意
志
と
権
力
（
主
権
）
へ
と
移
す
政
治
的
な
出
来
事

だ
っ
た
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
君
主
の
意
志
の
下
に
あ
っ

た
権
威
の
位
置
を
人
民
の
意
志
が
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
（O

R
: 146-7=242

）
。
こ
う
し
て
、
人
民
の
意
志
は
法
を
超
越
し
、

法
の
内
容
は
人
民
が
恣
意
的
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
る
。

そ
し
て
、
「
国
民
は
〔
…
〕
や
は
り
君
主
と
同
じ
よ
う
に
、
現
実
に
は
、

実
際
大
い
に
悪
を
な
し
う
る
し
、
そ
れ
に
陥
り
や
す
か
っ
た
」
（O

R
: 

182-3=307

）
と
ア
ー
レ
ン
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、
と
も
す
る
と
人
民
の

意
志
に
よ
る
法
の
下
に
暴
力
が
手
段
的
に
際
限
な
く
用
い
ら
れ
る
危
険

性
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（O

R
: 150-6=246-54

）
。
こ
れ
も
、「
仕

事
」
的
な
「
始
ま
り
」
の
暴
力
に
相
当
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン

ス
革
命
の
過
程
の
な
か
で
そ
の
暴
力
を
超
越
し
た
テ
ロ
ル
へ
発
展
し
て

い
っ
た
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
（O

R
: 200-1=332-3

）
。
彼
女
に

よ
る
と
、
テ
ロ
ル
と
は
、
政
治
を
作
動
さ
せ
る
権
力
が
失
墜
し
た
と
き

に
、
そ
れ
に
代
え
て
暴
力
を
用
い
る
こ
と
に
お
い
て
生
じ
る
の
だ
が
、

こ
の
場
合
、
政
治
的
権
力
に
よ
る
暴
力
の
制
限
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
、

手
段
と
目
的
が
転
倒
し
手
段
そ
の
も
の
が
無
制
限
に
持
続
す
る
も
の
と

な
る
（C

R
: 152-5=142-

）
8
（6

）
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
、
人
民
の
意
志
が
、

貧
困
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
生
き
て
い
る
限
り
絶
え
る
こ
と
な
く
続
く

生
命
維
持
に
関
わ
る
社
会
問
題
に
向
け
ら
れ
、
貧
民
が
生
き
延
び
る
た

め
に
敵
対
者
に
対
す
る
暴
力
が
テ
ロ
ル
化
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
（O

R
: 

78-105, 172-4=131-70, 293-4

）
。
そ
し
て
、こ
う
し
た
暴
力
の
奔
流
は
「
始
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め
る
者
」
も
ろ
と
も
「
始
ま
り
」
を
押
し
流
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

（O
R

: 201=333

）
。

　

以
上
の
よ
う
な
革
命
の
難
問
は
、
「
始
ま
り
」
に
介
在
す
る
恣
意
性

が
権
威
の
位
置
を
占
め
て
、
法
を
超
越
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
が
そ
の
克
服
の
条
件
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
難
問
を
克
服
し
自

由
の
創
設
に
成
功
し
た
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
革
命
と
い
う
「
始
ま
り
」

を
ア
ー
レ
ン
ト
は
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
が
権
力
（
主
権
）
も
権
威
も
両
方
と
も
そ
の
根
拠
を
人
民
に

求
め
た
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
革
命
で
は
両
者
の
根
拠
を
明
確
に
区
別

し
、
権
力
を
人
民
に
、
そ
し
て
権
威
を
偉
大
な
る
「
始
ま
り
」
の
「
活

動
」
自
体
に
求
め
た
点
に
あ
る
（O

R
: 191-7=319-27

）
。

　

で
は
、
な
ぜ
「
始
ま
り
」
の
「
活
動
」
自
体
が
権
威
の
源
泉
に
な
る

の
か
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
が
古
代
ロ
ー
マ
の
建
国
を

参
照
し
て
い
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
で
は
、
そ
の
共
和
国

の
権
威
が
創
設
自
体
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
可
能
だ
っ

た
の
は
、
そ
の
創
設
が
そ
れ
以
後
の
ロ
ー
マ
人
の
歴
史
を
形
成
し
て
き

た
「
偉
業
」
た
る
起
点
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
人
に
そ
う
し
た
創
設
の
精
神

が
歴
史
的
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
権
威

を
意
味
す
るauctoritas

と
い
う
ラ
テ
ン
語
は
「
増
大
・
増
加
す
る
こ
と
」

を
意
味
す
るaugere

を
語
源
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
創
設
物
の

維
持
と
増
大
が
創
設
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
起
源
に
「
さ
か
の
ぼ
っ
て
結

び
つ
く
（religare

）
」
形
で
の
「
活
動
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
れ
に

応
じ
て
権
威
も
増
大
さ
れ
る
と
い
う
ロ
ー
マ
的
な
創
設
へ
の
伝
統
・
敬

神
の
あ
り
方
に
対
応
し
て
い
る
。
か
か
る
ロ
ー
マ
の
権
威
の
あ
り
方
を

ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
が
参
照
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
も
創
設
の
「
活

動
」
に
「
さ
か
の
ぼ
っ
て
結
び
つ
く
」
こ
と
で
、
「
始
ま
り
」
自
体
が

権
威
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
（O

R
: 192-5=321-4; 

森
川 

二
〇
〇
〇: 

一
一

三
―
七
頁
）
。

　

し
か
し
、
前
項
で
確
認
し
た
と
お
り
、
「
活
動
」
も
含
め
て
あ
ら
ゆ

る
「
始
ま
り
」
は
そ
れ
固
有
の
恣
意
性
を
有
す
る
た
め
、
こ
こ
に
権
威

を
求
め
る
こ
と
は
、
権
威
の
下
に
暴
力
を
無
制
限
な
も
の
に
す
る
危
険

性
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
「
始
ま
り
の

行
為
が
そ
の
恣
意
性
か
ら
救
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
そ
れ
自
身
の

な
か
に
、
そ
れ
自
身
の
原
理
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（O

R
: 

205=338

）
と
、
「
原
理
（principle

）
」
と
い
う
概
念
を
「
始
ま
り
」
の

難
問
の
解
消
の
理
由
と
し
て
い
る
（C

anovan 1992: 172-5=2004: 224-

8; 

森
分 

二
〇
〇
七: 

一
八
九
―
二
三
四
頁
）
。
彼
女
の
言
う
「
原
理
」
と
は
、

と
あ
る
企
て
の
第
一
人
者
の
「
活
動
」
の
第
一
手
が
、
そ
れ
を
見
聞
き

し
応
答
す
る
形
で
そ
の
後
に
続
く
者
た
ち
の
「
活
動
」
の
あ
り
方
を
規

定
し
、
ま
た
鼓
舞
す
る
仕
組
み
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
恣
意
性

を
克
服
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
共
和
政
で
は
「
徳
」
、
君
主
政
で
は
「
名

誉
」
、
専
制
で
は
「
恐
怖
」
と
い
う
各
政
治
体
制
の
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
「
原

理
」
に
よ
っ
て
「
活
動
」
が
動
か
さ
れ
て
い
る
（O

T
3: 467=277; B

PF: 

150-1=205-6
）
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
「
相
互
約
束
と
共
同
の
審
議
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と
い
う
内
的
に
関
連
し
た
原
理
」
（O

R
: 206=340

）
を
持
っ
て
い
た
と

さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
「
約
束
」
概
念
は
、
「
活
動
」
の
「
未
来
の
混

沌
と
し
た
不
確
か
さ
、
つ
ま
り
、
予
言
不
可
能
性
に
対
す
る
救
済
策
」

（H
C

: 237=371
）
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は
、
メ

イ
フ
ラ
ワ
ー
誓
約
、
州
や
郡
な
ど
自
治
体
間
の
「
同
盟
」
が
そ
の
事
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
植
民
当
初
の
法
に
よ
る
規

制
の
な
い
人
間
の
無
制
限
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
暴
力
的
な
事
態
に
陥

る
の
を
抑
え
、
ま
た
同
盟
関
係
に
成
立
し
た
権
力
が
暴
力
的
に
な
ら
な

い
よ
う
に
自
治
体
間
で
抑
制
・
均
衡
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
、
共

同
の
審
議
を
通
じ
て
権
力
の
形
成
・
維
持
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
原
理
」
た
る
仕
組
み
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
（O

R
: 

158-9, 161=258-9, 263; 

河
合 

二
〇
一
二: 

二
九
―
三
一
頁
）
。
そ
し
て
、

か
か
る
「
始
ま
り
」
の
「
活
動
」
が
独
立
宣
言
と
憲
法
に
結
実
す
る
こ

と
と
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
「
原
理
」
に
基
づ
く
こ
と
が
恣
意
性
を
克
服
さ
せ

た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
よ
う
に
暴
力
や
テ
ロ
ル
の
出
現
に
至
る
の

を
阻
止
す
る
形
で
、
「
始
ま
り
」
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
「
始
ま
り
」
の
難
問
を
乗
り
越
え
た
政
治
理
論
・
公
共
性
論
が
ア
ー

レ
ン
ト
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
建
国

の
当
初
か
ら
暴
力
と
と
も
に
長
ら
く
存
在
し
て
き
た
歴
史
的
事
実
た
る

黒
人
差
別
が
指
摘
さ
れ
る
と
き
、
以
上
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
革

命
論
に
見
た
、
暴
力
な
き
「
始
ま
り
」
の
議
論
は
疑
問
に
付
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
彼
女
が
ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」
論
に
関
し
て

黒
人
差
別
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
し
た
の
だ
っ
た
。
次
節
以
降
で
こ
れ
に
関
す
る

議
論
に
入
っ
て
い
く
が
、
そ
の
考
察
の
際
の
論
点
を
二
つ
提
示
し
て
お

こ
う
。

　

第
一
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
黒
人
差
別
を
「
始
ま
り
」
と
関
係
し
た
も

の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
否
か
で
あ
る
。
も
し
、
彼
女
が
そ
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
「
始
ま
り
」
は
疑
問
に
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
彼
女
が
黒
人
差
別
を
ど
の
よ
う
な

性
質
の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は

「
活
動
」
的
な
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
あ
る

い
は
「
仕
事
」
的
な
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
と
暴
力
に
基
づ
く
も
の
な

の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
ア
メ
リ

カ
の
「
始
ま
り
」
論
の
妥
当
性
は
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

二　

 『
革
命
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
の 

 

黒
人
差
別
の
認
識

　

本
節
で
は
、
『
革
命
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
黒
人
に
関
す
る
記
述
を

扱
う
。
実
は
、
『
革
命
に
つ
い
て
』
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」

と
の
関
連
で
黒
人
奴
隷
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
部
分
が
一
か
所
だ

け
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
が
自
由
の
創
設
に
成
功
し
た
と
結
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論
づ
け
る
に
は
、
黒
人
差
別
の
扱
い
を
留
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
ア
ー

レ
ン
ト
が
論
じ
る
箇
所
に
お
い
て
で
あ
る
（O

R
: 58-63=103-11

）
。
彼

女
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

実
際
は
、
貧
し
き
白
人
の
国
の
良
好
な
状
況
が
、
他
方
で
か
な
り

の
程
度
ま
で
黒
人
労
働
と
黒
人
の
不
幸
に
依
存
し
て
い
な
か
っ
た
か

ど
う
か
自
問
し
て
み
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
奴
隷
制
は
、
貧

困
の
場
合
以
上
に
、
無
名
状
態
（obscurity

）
を
一
層
暗
く
し
て
い

る
〔
…
〕
。
つ
ま
り
、
「
完
全
に
無
視
さ
れ
た
」
の
は
貧
し
き
人
で
は

な
く
、
奴
隷
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
や
、
少
な

か
ら
ず
他
の
人
び
と
も
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
構
造
が
依
存
し
て
い
る

原
罪
に
気
が
つ
き
、
「
神
は
正
義
な
り
と
考
え
た
と
き
身
震
い
し
た
」

（
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
）
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
彼
ら
が
同
胞
に
対
す
る
憐

れ
み
や
連
帯
感
に
動
か
さ
れ
た
た
め
で
は
な
く
、
奴
隷
制
が
自
由
の

創
設
と
合
致
し
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
。

 

（O
R

: 61=108
）

　

こ
の
引
用
部
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
黒
人
奴
隷
が
「
原
罪

（prim
ordial crim

e

）
9
（

）
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
原
罪
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、

ア
メ
リ
カ
が
そ
の
「
始
ま
り
」
に
お
い
て
自
由
の
創
設
に
成
功
し
た
の

が
、
黒
人
の
奴
隷
制
に
「
ア
メ
リ
カ
社
会
の
構
造
が
依
存
」
し
て
い
た

限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
自
由
の
創
設
と
合
致
し
な
い
」

た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
黒
人
奴
隷
と
い
う
「
原
罪
」
は
、
文
字
ど

お
り
「
始
ま
り
」
の
な
か
に
含
ま
れ
る
罪
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
そ
れ
ら
奴
隷
だ
っ
た
人
び
と
の
こ
と
を
一

層
暗
い
「
無
名
状
態
」
に
あ
っ
た
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
奴
隷
制
に
つ

い
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
私
的
領
域
に
お
け
る
必
要
を
満
た
す
た
め

の
暴
力
を
通
じ
た
支
配
と
い
う
彼
女
の
定
義
が
有
名
だ
が
、
黒
人
奴
隷

も
暴
力
を
受
け
て
き
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
加
え
て
、
「
無
名
状
態
」

と
い
う
の
は
、
公
的
な
「
現
わ
れ
」
が
不
可
能
な
状
況
の
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
状
況
に
関
し
て
は
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
を
参
照
す

る
と
、「
無
名
状
態
」
と
ほ
ぼ
同
じ
状
況
で
あ
る
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
喪
失
」

状
況
に
つ
い
て
、
帝
国
主
義
時
代
に
出
現
し
た
無
国
籍
者
や
難
民
な
ど

が
追
い
や
ら
れ
た
「
完
全
な
無
権
利
状
態
」
と
奴
隷
制
と
が
比
較
さ
れ

て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
奴
隷
は
ま
だ
し
も
一
定
の
社
会
的
、

政
治
的
関
係
の
な
か
で
生
き
て
い
た
が
、
難
民
収
容
所
の
追
放
さ
れ
た

人
び
と
や
強
制
収
容
所
の
囚
人
は
そ
の
よ
う
な
関
係
を
完
全
に
失
っ
て

し
ま
っ
た
最
初
の
人
び
と
だ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
現

代
の
無
国
籍
者
は
奴
隷
よ
り
遥
か
に
遠
く
、
遥
か
に
決
定
的
に
人
間
世

界
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
」
（O

T
2: 297=281-2

）
と
い
う
違
い
が
あ
る

と
い
う
。こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
奴
隷
の
存
在
は
、「
無

権
利
状
態
」
に
至
ら
な
い
ま
で
も
、
暴
力
的
な
状
況
に
置
か
れ
、
公
的

な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
自
由
と
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合
致
し
な
い
も
の
と
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
考
え
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
黒
人
差
別
を
「
始
ま
り
」
の
「
原

罪
」
と
し
て
深
刻
に
考
え
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」

が
成
功
で
あ
る
と
言
う
た
め
に
は
、
黒
人
差
別
を
分
析
の
対
象
と
す
る

こ
と
を
留
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
彼
女
は
明
言
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
以
上
の
議
論
だ
け
で
は
、ど
の
よ
う
な
「
始
ま
り
」
と
し
て
「
原
罪
」

が
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
う
い
う
形
で
自
由
の
創
設
と
合

致
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
を
捉
え
き
る
に
は
ま
だ
曖
昧
で
あ
る
。
そ
こ

で
次
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
差
別
問
題
の
象
徴
的
な
事
件
の
一
つ

で
あ
る
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
事
件
に
応
じ
て
一
九
五
七
年
秋
に
ア
ー
レ
ン
ト

が
書
き
、
一
九
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
に
関
す
る
考

察
」
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
黒
人
問
題
を
扱
っ
た
こ
の
論
文
は
、「
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
問
題
に
た
い
し
て
、
ア
レ
ン
ト
が
自
身
の
見
解

を
ま
と
ま
っ
た
形
で
披
露
し
た
」
（
川
崎 

一
九
九
八: 
二
四
四
頁
）
も
の

で
あ
る
う
え
に
、
『
革
命
に
つ
い
て
』
の
執
筆
が
準
備
さ
れ
た
時
期
と

重
な
っ
て
い
る
た
め
、
彼
女
の
黒
人
差
別
へ
の
認
識
を
明
確
化
さ
せ
る

た
め
の
絶
好
の
考
察
の
対
象
と
な
る
。

三　

 「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
に
関
す
る
考
察
」
に
お
け
る 

 

ア
ー
レ
ン
ト
の
黒
人
差
別
の
認
識

　

リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
事
件
は
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
の
州
都
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク

で
の
高
校
の
人
種
統
合
を
め
ぐ
っ
て
、
一
九
五
七
年
に
起
こ
っ
た
人
種

差
別
に
関
わ
る
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
白
人
の
み
が
通
っ
て
い

た
州
の
セ
ン
ト
ラ
ル
高
校
へ
の
通
学
を
希
望
し
認
め
ら
れ
た
初
の
黒
人

の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
、
そ
の
う
ち
の
一
人
の
登
校
中
に
白
人
の
暴
徒

た
ち
が
後
を
追
っ
て
罵
声
を
浴
び
せ
、
学
校
の
入
口
を
塞
ぐ
な
ど
の
暴

動
に
発
展
し
た
。
結
果
と
し
て
、
黒
人
の
子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る

た
め
に
連
邦
軍
が
急
き
ょ
派
遣
さ
れ
る
事
態
に
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。

「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論
文
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
『
人
間
の
条
件
』
で

有
名
な
公
・
私
・
社
会
の
三
区
分
を
適
用
す
る
な
ど
重
要
な
論
点
を
多

く
も
つ
論
文
だ
が
、
本
稿
で
は
、
「
始
ま
り
」
論
と
の
関
係
で
の
黒
人

差
別
へ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
認
識
に
限
定
し
て
見
て
い
く

）
10
（

。

　

「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論
文
に
お
い
て
も

）
11
（

、
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
奴
隷
制

に
対
し
て
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
「
身
震
い
」
し
た
こ
と
に
言
及
し
、「
原

罪
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
『
革
命
に
つ
い
て
』
と
同
様
の
こ
と
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
（R

J: 196-7=258

）
。
そ
し
て
、
「
有
色
人
種
の
差
別
問

題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
に
お
け
る
重
大
な
犯
罪
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
り
」
、
「
黒
人
の
差
別
に
関
連
し
た
未
解
決
の
問
題
は
、
も
ち

ろ
ん
南
部
だ
け
で
な
く
国
全
体
の
問
題
」
（R

J: 198=259

）
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
に
お
け
る
原
罪
を
不
滅
に

す
る
の
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
差
別
（discrim

ination

）

や
社
会
的
な
分
離
（segregation

）
で
は
な
く
、
人
種
差
別
的
な
法
律

な
の
で
あ
る
」（R

J: 197=258

）
と
ア
ー
レ
ン
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
原

罪
」
と
し
て
問
題
と
す
べ
き
差
別
は
社
会
的
慣
例
と
区
別
さ
れ
た
法
律
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関
係
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
、
「
憲
法
に
違
反
し

て
い
る
の
は
分
離
と
い
う
社
会
的
な
慣
習
で
は
な
く
、
そ
れ
が
法
律
で

0

0

0

施
行
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
だ
」
（R

J: 202=263-4

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

だ
が
、
つ
ま
り
は
「
原
罪
」
た
る
差
別
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
社
会
的
慣

習
と
し
て
差
別
が
存
在
し
て
き
た
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
差
別
が

法
律
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
法
律
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
る
差
別
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
。

　

川
崎
（
一
九
九
八: 

二
四
五
頁
）
が
述
べ
る
よ
う
に
「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」

論
文
で
は
、
黒
人
差
別
が
法
の
下
の
平
等
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
強
調

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
平
等
性
が
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
な

ア
メ
リ
カ
で
の
政
治
的
領
域
へ
の
自
由
の
存
立
に
関
わ
る
の
で
あ
り

（R
J: 199-200=261

）
、
政
治
的
領
域
に
お
け
る
平
等
に
限
っ
て
は
強
要

し
て
で
も
実
現
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
（R

J: 

204=265

）
。
平
等
へ
の
か
か
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
関
心
を
考
え
る
と
、
法

律
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
る
差
別
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
自
体
が
奴
隷

制
を
前
提
と
し
、
自
由
と
矛
盾
す
る
形
で
黒
人
が
公
的
自
由
へ
の
権
利

を
法
的
に
喪
失
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
最
大
の
も
の
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
原
罪
」
を
有
す
る
「
始
ま
り
」
に

伴
い
、
特
に
ア
メ
リ
カ
南
部
の
諸
州
で
は
奴
隷
制
が
根
強
く
残
り
、
ま

た
参
政
権
の
不
平
等
や
人
種
間
の
通
婚
禁
止
な
ど
の
人
種
差
別
が
法
的

に
規
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（R

J: 202-3=264

）
。
さ
ら
に
、
法
に
お

け
る
差
別
撤
廃
の
動
き
に
対
し
て
、
暴
動
に
よ
っ
て
反
対
を
示
す
ア
メ

リ
カ
白
人
た
ち
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
強
い
懸
念
を
露

わ
に
し
て
い
る
（R

J: 201-2=263

）
。
暴
動
は
、
「
法
律
を
守
る
市
民
的

な
あ
り
方
か
ら
逸
脱
」
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に
対
し
て
は
多
く
の
批
判
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
彼
女
が
考
え
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ

た
（K

ing 1997

）
。
た
だ
し
唯
一
、
R
・
P
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
に
よ
る
イ

ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
な
か
で
な
さ
れ
た
黒
人
作
家
の
R
・
エ
リ
ソ
ン
か
ら
の

批
判
に
対
し
て
の
み
彼
女
は
譲
歩
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
（A

rendt 1965; 

W
arren 1965: 342-4

）
。
だ
が
そ
れ
は
、
黒
人
の
親
た
ち
が
子
ど
も
た

ち
を
差
別
に
よ
る
剥
き
出
し
の
暴
力
（stark violence

）
に
直
面
さ
せ

な
が
ら
、
暴
力
に
立
ち
向
か
う
こ
と
を
学
ば
せ
る
と
い
う
黒
人
た
ち
の

事
情
つ
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
理
解
不
足
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
に
と

ど
ま
り
、
以
上
に
見
て
き
た
彼
女
の
議
論
を
変
更
す
る
ま
で
に
は
至
っ

て
い
な
い
。
ま
た
、
エ
リ
ソ
ン
は
差
別
に
よ
る
暴
力
を
テ
ロ
ル
と
称
し

て
い
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
応
答
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
ら

ず
、
ま
た
以
降
の
論
稿
で
も
黒
人
差
別
の
暴
力
を
テ
ロ
ル
と
称
し
た
も

の
は
見
当
た
ら
な
い

）
12
（

。

　

以
上
が
「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論
文
に
お
け
る
黒
人
差
別
の
認
識
だ
が
、

こ
れ
を
前
節
の
議
論
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
「
原
罪
」
た
る
自
由
の

創
設
と
合
致
し
な
い
黒
人
差
別
と
は
、
具
体
的
に
は
差
別
が
法
律
に

よ
っ
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
憲
法
が
奴
隷
制
を
前
提
と
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し
、
黒
人
の
公
的
自
由
へ
の
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
原
罪
」
た
る
黒
人
差
別
は
、
少
な
く

と
も
彼
女
の
「
始
ま
り
」
論
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
憲
法
制
定
に
至
る
審

議
や
約
束
な
ど
の
「
活
動
」
に
お
い
て
介
在
し
て
い
た
、
創
設
者
た
ち

の
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
に
端
を
発
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
か
か
る
形
で
の
「
始
ま
り
」
の
結
果
、
黒
人
か
ら
の
抵
抗
等
の
形
で

衝
突
が
生
じ
、
そ
の
な
か
で
暴
力
を
手
段
と
し
た
肉
体
的
暴
力
の
事
件

が
歴
史
上
、
偶
発
的
に
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
歴
史
的
事
実
を
根
拠
に
、
黒
人
差
別
が
「
仕
事
」
的
な
「
始

ま
り
」
の
暴
力
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
ア
ー
レ
ン
ト
で
諸
論
に
お
い
て
は
、
暴
力
を
手
段
と
し
て
黒
人

を
排
除
し
た
形
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
体
が
創
設
さ
れ
た
と
い
う
議
論
は

見
当
た
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
彼
女
の
議
論
自
体
へ
の
批
判
の

可
能
性
を
否
定
は
し
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
ア
ー
レ
ン
ト
の

論
理
に
基
づ
き
つ
つ
彼
女
の
「
始
ま
り
」
論
と
黒
人
差
別
の
認
識
を
捉

え
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
た
め
、
黒
人
差
別
を
「
仕
事
」
的
な
「
始
ま

り
」
の
暴
力
と
は
見
な
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
と
そ
れ
に
伴
う
暴
力
へ

の
対
策
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論
文
で
は
、
黒
人
た
ち
の
不
平
等
を
問

題
視
し
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
領
域
へ
黒
人
た
ち
を
平
等
に
招
き
入
れ
よ

う
と
い
う
、
彼
女
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
（R

J: 204=265

）
。

だ
が
、
具
体
的
な
構
想
ま
で
展
開
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
『
革
命
に
つ
い
て
』
か
ら
数
年
を
経
て
、
一
九
七
〇
年
に
出

さ
れ
た
「
市
民
的
不
服
従
」
論
文
で
は
、
市
民
的
不
服
従
を
取
り
上
げ

な
が
ら
、
「
始
ま
り
」
論
と
の
関
係
で
黒
人
差
別
の
克
服
に
関
す
る
議

論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
次
節
で
は
こ
れ
を
見
て
い
く
こ
と
と

し
た
い
。

四　

 「
市
民
的
不
服
従
」
論
文
に
お
け
る
「
始
ま
り
」
論
の 

 

展
開
―
―
黒
人
差
別
と
の
関
連
で

　

ま
ず
「
市
民
的
不
服
従
」
論
文
の
考
察
に
先
立
ち
、
ア
ー
レ
ン
ト
が

こ
の
執
筆
に
至
っ
た
背
景
の
い
く
つ
か
の
点
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
こ

れ
に
よ
り
、
彼
女
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
以
来
、
「
市
民
的
不
服
従
」

論
文
に
至
る
ま
で
の
間
、
ア
メ
リ
カ
革
命
に
お
け
る
黒
人
問
題
の
扱
い

に
つ
い
て
留
保
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず

）
13
（

、
黒
人
差
別
へ

の
問
題
認
識
を
高
め
て
い
た
こ
と
を
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
こ
の
時
期
に
活
発
化
し
た
諸
運
動
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン

ト
が
好
意
的
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
公
民
権
運

動
に
対
し
て
は
、
彼
女
は
早
い
時
期
か
ら
評
価
し
て
い
た
が
、
六
〇
年

代
中
頃
以
降
に
特
に
注
目
し
た
の
は
学
生
運
動
や
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
デ
モ

で
あ
る
。
彼
女
は
学
生
運
動
の
内
容
に
不
安
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
が
、
学
内
で
の
学
生
の
政
治
活
動
の
権
利
や
黒
人
学
生
の
差
別

撤
廃
等
の
要
求
が
、
暴
力
に
よ
ら
ず
話
し
合
い
へ
の
熱
心
な
意
欲
の
も
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と
に
展
開
さ
れ
た
点
を
興
奮
混
じ
り
に
評
価
し
、
そ
の
こ
と
を
ヤ
ス

パ
ー
ス
等
の
知
人
に
伝
え
た
（B

A
J3: 619, 675-7=138-9, 204-5; Young-

bruehl 1982: 415-6=1999: 552-3

）
。
ま
た
、
一
九
六
九
年
の
ベ
ト
ナ
ム

撤
退
を
呼
び
か
け
た
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
・
デ
モ
の
際
に
は
、
M
・
マ
ッ
カ
ー

シ
ー
へ
の
書
簡
に
て
、
「
も
し
か
す
る
と
共
和
国
を
、
公
的
な
も
の
を
、

再
発
見
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
（B

F: 247=442

）
と
彼
女
は
伝
え
て

い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
諸
運
動
の
評
価
の
一
方
で
、
第
二
に
、
暴
力
的
な
事

件
や
運
動
を
経
験
し
た
こ
と
も
ア
ー
レ
ン
ト
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
。
一
九
六
三
年
に
公
民
権
運
動
へ
の
白
人
に
よ
る
攻
撃
が
激
化
し
た

際
や
（B

A
J3: 544-5=508=51

）
、
公
民
権
運
動
を
支
持
し
て
い
た
J
・

F
・
ケ
ネ
デ
ィ
が
殺
害
さ
れ
た
際
に
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
大
き
な
衝
撃

を
受
け
、
ま
た
運
動
の
衰
退
を
懸
念
し
、
「
い
ま
危
殆
に
瀕
し
て
い
る

の
は
共
和
国
の
存
立
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
」
（B

A
J3: 

574=85

）
と
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
の
危
機
を
感
じ
取
っ
た
。
他
方
で
ア
ー

レ
ン
ト
は
、
黒
人
の
側
の
暴
力
的
な
運
動
も
問
題
視
し
て
い
た
。
そ
の

視
線
は
一
九
六
四
年
の
時
点
で
、
黒
人
た
ち
の
一
部
の
運
動
が
レ
イ
シ

ズ
ム
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
（B

A
J3: 593-

4=108-9

）
、
そ
の
後
に
は
過
激
な
ブ
ラ
ッ
ク
パ
ワ
ー
の
暴
力
に
向
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
（B

F: 212, 229-30=386, 414

）
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
こ

れ
ら
の
暴
力
を
憂
慮
す
る
理
由
と
し
て
は
、
一
つ
に
は
公
民
権
な
ど
諸

運
動
を
衰
退
さ
せ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
「
暴
力
に
つ
い
て
」
論
文

や
「
ア
メ
リ
カ
は
本
質
的
に
暴
力
的
な
社
会
か
？
」
と
い
う
特
集
に
寄

せ
た
彼
女
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
暴
力
が
レ
イ
シ
ズ
ム
の
下
に

振
る
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
し
テ
ロ
ル
に
至
る
恐
れ

が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（B

A
J3: 558=108-9, C

R
: 172-5=163-6, 

LU
: 24

）
。
こ
れ
ら
の
点
が
、
第
一
節
で
見
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
自
由

を
危
機
に
陥
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
経
験
の
な
か
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
市
民
的
不
服
従
と

い
う
言
葉
に
触
れ
、
そ
れ
を
論
じ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は

T
heater for Ideas

と
呼
ば
れ
る
討
論
の
場
に
て
、
「
米
国
憲
法
修
正

第
一
条
と
対
決
の
政
治
」
（
一
九
六
九
年
十
一
月
十
五
日
）
を
テ
ー
マ
に

議
論
し
た
と
き
だ
っ
た
（Young-B

ruehl 1982: 426-30=1999: 566-71

）
。

さ
ら
に
、
そ
の
翌
年
四
月
に
「
法
律
は
死
ん
だ
の
か
？
」
を
議
題
と
し

た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
別
の
会
議
で
、
彼
女
は
市
民
的
不
服
従
に
対
す
る

考
察
を
深
め
、
こ
れ
が
「
市
民
的
不
服
従
」
論
文
の
元
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
で
は
、
そ
の
論
文
の
内
容
の
考
察
に
移
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　

市
民
的
不
服
従
と
は
、
憲
法
に
反
す
る
形
で
な
さ
れ
た
立
法
や
統
治

に
対
し
て
市
民
が
憲
法
に
基
づ
い
て
異
論
を
唱
え
る
こ
と
だ
が
、
ア
ー

レ
ン
ト
が
評
価
す
る
の
は
、
そ
れ
が
非
暴
力
で
あ
り
、
個
人
的
良
心
を

超
え
公
衆
の
意
見
を
な
す
集
団
に
よ
る
政
治
的
活
動
だ
と
い
う
点
で
あ

る
（C

R
: 67-8=62-3, 76-7=70

）
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
当
時
と
し
て
は
新
し
い
結
社
と
運
動
の
形

式
で
あ
る
市
民
的
不
服
従
が
出
現
し
た
の
は
、
法
の
権
威
の
著
し
い
失
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墜
と
い
う
第
一
級
の
憲
法
上
の
危
機
が
生
じ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ

の
危
機
は
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ

は
行
政
権
力
の
拡
大
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
「
全
員
の
合
意
を
認
め
よ

う
と
し
な
い
一
部
の
住
民
の
よ
り
急
進
的
な
態
度
が
公
然
化
し
て
き
た

こ
と
」
で
あ
る
（C

R
: 89=82

）
。
後
者
の
要
因
の
、
「
一
部
の
住
民
」
と

は
暴
力
的
な
手
段
を
も
っ
て
政
府
に
抵
抗
す
る
黒
人
た
ち
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
要
因
は
そ
れ
ら
黒
人
た
ち
の
暴
力
だ
け
が
問

題
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
暴
力
が
前
節
ま
で
に
見
た
「
原
罪
」
に
根
差

す
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

「
市
民
的
不
服
従
」
論
文
で
も
、
黒
人
差
別
に
対
し
て
「
原
罪
」
と

い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
前
節
ま
で
に
見
た
も
の
と
同
様
の
内
容
が
踏

襲
さ
れ
て
い
る
（C

R
: 89-90=82-3

）
。
そ
の
上
で
、
「
原
罪
」
と
は
、
黒

人
や
先
住
民
た
ち
が
「
一
番
最
初
の
全
員
の
合
意
（the original 

consensus universalis

）
」
、
す
な
わ
ち
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
誓
約
に
始
ま
り

独
立
宣
言
と
憲
法
に
結
実
し
た
合
意
に
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
原
罪
」
ゆ
え
に
黒

人
住
民
の
存
在
か
ら
く
る
恐
怖
と
い
う
の
が
、
憲
法
の
権
威
の
失
墜
で

あ
り
、
黒
人
た
ち
の
急
進
的
な
態
度
の
公
然
化
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
最
初
の
合
意
」
の
修
正
の
可
能
性
を
市

民
的
不
服
従
に
見
る
の
で
あ
り
、
黒
人
差
別
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　

修
正
第
十
四
条
は
最
高
裁
判
所
の
法
的
行
為
に
よ
っ
て
つ
い
に
実

施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
人
種
的
平
等
を
否
定
す
る
州
法
に
対
処
す

る
最
高
裁
判
所
の
明
白
な
責
任
」
は
か
ね
て
か
ら
あ
っ
た
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
最
高
裁
が
そ
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
の
は
、
南

部
諸
州
の
法
律
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
明
ら
か
に
市
民
的
不
服
従
の
運

動
た
る
公
民
権
運
動
が
黒
人
市
民
と
白
人
市
民
の
両
方
の
態
度
の
徹

底
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
か
ら
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
は

明
白
な
事
実
で
あ
る
。
法
律
で
は
な
く
市
民
的
不
服
従
が
、
「
ア
メ

リ
カ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
を
白
日
の
も
と
に
曝
し
た
の
で
あ
り
、〔
…
〕

人
民
は
そ
れ
に
対
す
る
責
任
を
多
く
の
恩
恵
と
と
も
に
父
祖
か
ら
受

け
継
い
だ
。
（C

R
: 81=74-5

）

　

か
か
る
市
民
的
不
服
従
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
そ
の
「
起
源
も

実
質
も
ア
メ
リ
カ
産
の
も
の
」
（C

R
: 83=76

）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の

起
源
と
は
ア
メ
リ
カ
革
命
の
こ
と
だ
が
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
そ

れ
は
特
に
、メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
誓
約
や
州
や
郡
な
ど
自
治
体
間
の
「
同
盟
」

関
係
と
い
っ
た
「
約
束
」
を
基
礎
と
し
な
が
ら
審
議
を
通
じ
て
合
意
を

形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

「
最
初
の
合
意
」
に
関
し
て
「
市
民
的
不
服
従
」
論
文
で
新
た
に
強

調
さ
れ
て
い
る
の
が
、
合
意
と
は
「
異
論
（dissent

）
を
唱
え
る
権
利
」

を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
自
由
な
統
治
の
目
印
」
と

な
り
う
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
異
論
を
唱
え
る
権
利
が
保
証
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さ
れ
て
い
る
な
か
で
異
論
が
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
合
意
を
形

成
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
異
論

を
唱
え
る
権
利
の
な
か
に
含
ま
れ
る
合
意
」
こ
そ
が
、
「
ア
メ
リ
カ
法

の
精
神
に
し
て
ア
メ
リ
カ
的
統
治
の
真
髄
」
で
あ
る
の
だ
と
い
う
（C

R
: 

87-9=80-1

）
。
こ
う
し
た
「
異
論
」
に
つ
い
て
は
、
A
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル

が
十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
と
し
て
見
た
よ
う
に
自
発
的
結
社
が

こ
の
国
の
伝
統
と
し
て
そ
の
役
割
を
負
っ
て
き
た
の
だ
が
、
ア
ー
レ
ン

ト
に
よ
る
と
市
民
的
不
服
従
は
そ
の
最
新
の
型
に
相
当
す
る
（C

R
: 94-

6=87-8

）
。
そ
し
て
、
不
正
を
是
正
す
る
な
ど
意
見
を
広
め
る
べ
く
組
織

さ
れ
た
市
民
的
不
服
従
の
少
数
派
は
、
「
言
い
分
が
不
明
瞭
に
思
わ
れ

る
多
数
派
に
対
抗
し
て
い
る
の
で
あ
」
り
、
先
の
引
用
で
の
黒
人
と
白

人
の
よ
う
に
、
「
こ
れ
ら
多
数
派
の
気
分
や
意
見
は
少
数
派
の
圧
力
で

驚
く
ほ
ど
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
」
（C

R
: 

98-9=91

）
と
、
彼
女
は
「
最
初
の
合
意
」
の
修
正
の
可
能
性
を
論
じ
て

い
る
。
こ
う
し
て
「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論
文
や
『
革
命
に
つ
い
て
』
で
、

そ
の
扱
い
を
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
「
原
罪
」
へ
の
対
応
を
論
じ

な
が
ら
、
「
始
ま
り
」
論
が
展
開
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
他
方
で
、
「
始
ま
り
」
論
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
展
開
だ
け
で
な
く
、

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
認
識
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
仲
正
（
二
〇
〇
一: 

二
四

五
―
九
頁
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
「
『
全
員
の
合
意
』
の

な
か
に
明
示
的
に
黒
人
住
民
を
迎
え
入
れ
よ
う
と
い
う
遅
れ
ば
せ
の
努

力
が
黒
人
た
ち
に
信
用
さ
れ
な
い
の
は
驚
く
に
は
及
ば
な
い
」
（C

R
: 

91=83

）
と
、
「
原
罪
」
ゆ
え
の
困
難
さ
が
あ
る
こ
と
も
ア
ー
レ
ン
ト
は

認
め
て
い
る
。
そ
し
て
彼
女
に
よ
る
と
、
実
際
的
に
、
「
人
種
統
合
の

試
み
は
し
ば
し
ば
黒
人
組
織
に
ひ
じ
鉄
を
食
ら
わ
さ
れ
る
が
、
こ
う
し

た
組
織
の
指
導
者
の
う
ち
の
か
な
り
の
者
は
市
民
的
不
服
従
を
あ
ら
わ

す
非
暴
力
の
ル
ー
ル
に
ほ
と
ん
ど
配
慮
し
な
い
し
、
ま
た
、
懸
案
に
な
っ

て
い
る
争
点
―
―
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
わ
が
国
の
諸
制
度
の
な
か
の
特
定

の
欠
陥
―
―
に
も
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な
」
か
っ
た
の
で
あ
る
（C

R
: 

92=84

）
。
さ
ら
に
、
彼
女
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
部
の
過
激
な
黒
人

た
ち
「
が
そ
れ
ら
す
べ
て
に
公
然
と
反
抗
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
が
、こ
う
し
た
反
抗
は
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
体
制
、
ま
た
「
最

初
の
合
意
」
に
含
ま
れ
て
い
た
人
び
と
自
体
を
拒
絶
す
る
こ
と
自
体
が

目
的
と
な
っ
て
お
り
、
偏
見
や
レ
イ
シ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
そ
の
手
段
と

し
て
暴
力
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（C

R
: 91=84, LU

: 24

）
。
ゆ

え
に
、
そ
れ
が
憲
法
そ
の
も
の
を
破
壊
に
導
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る

の
で
あ
る
。

結　

論

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
最
初
に
「
始
ま
り
」
の
有
す
る
恣
意
性
と
暴
力

の
難
問
と
、
ア
メ
リ
カ
革
命
に
お
け
る
そ
の
克
服
に
つ
い
て
の
ア
ー
レ

ン
ト
の
議
論
を
確
認
し
、
そ
の
後
、
第
二
節
以
降
で
ア
メ
リ
カ
の
「
始

ま
り
」
に
お
け
る
黒
人
差
別
に
つ
い
て
彼
女
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
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た
の
か
、
そ
し
て
黒
人
差
別
と
の
関
係
で
ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」
論

を
ど
う
展
開
さ
せ
た
の
か
に
つ
い
て
、
関
連
テ
ク
ス
ト
を
考
察
し
て
き

た
。
こ
こ
で
は
、
ⅰ
．
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
差
別
は
「
始
ま
り
」
に
基
づ

く
も
の
な
の
か
否
か
、
ⅱ
．
黒
人
差
別
は
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
と
暴

力
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
、
ⅲ
．
黒
人

差
別
と
の
関
係
で
「
始
ま
り
」
論
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
と

い
う
、
本
論
中
で
も
述
べ
た
論
点
に
答
え
る
形
で
、
以
上
ま
で
の
議
論

を
ま
と
め
た
い
。

　

ⅰ
に
つ
い
て
は
、
『
革
命
に
つ
い
て
』
と
「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論
文

の
時
点
で
、
黒
人
差
別
が
「
原
罪
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
自
由
の
創
設
が
黒
人
奴
隷
に
依
存
し
、
黒
人
た
ち
の
公
的
自
由

を
制
限
す
る
形
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
「
始
ま
り
」
か
ら
含
ん
で
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
黒
人
差
別
は
「
始
ま

り
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
原
罪
」

の
認
識
は
、「
市
民
的
不
服
従
」
論
文
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ⅱ
に
関
し
て
は
、
第
三
節
後
半
で
ま
と
め
た
よ
う
に
、
ⅰ
の
よ
う
な

差
別
が
憲
法
や
法
律
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
て
き
た
状
況
が
、
ま
さ
に
憲

法
制
定
に
至
る
審
議
と
約
束
の
「
活
動
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
黒
人
差
別
は
そ
う
し
た
「
活
動
」
に
よ
る
「
始
ま
り
」
の
恣

意
性
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
「
市
民
的
不
服

従
」
論
文
で
は
、
黒
人
た
ち
が
「
最
初
の
合
意
」
に
含
ま
れ
な
か
っ
た

こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
か
か
る
筆
者
の
見
解
を
一

層
根
拠
づ
け
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
ⅲ
に
つ
い
て
は
、
市
民
的
不
服
従
が
ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」

で
成
立
し
た
「
相
互
約
束
と
共
同
の
審
議
と
い
う
内
的
に
関
連
し
た
原

理
」
に
基
づ
き
、
「
異
論
」
を
唱
え
る
べ
く
形
成
さ
れ
る
結
社
の
政
治

的
伝
統
を
受
け
継
い
だ
、
新
し
く
非
暴
力
の
政
治
的
な
も
の
と
し
て
描

か
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
黒
人
た
ち
を
「
最

初
の
合
意
」
に
迎
え
入
れ
、
政
治
的
な
平
等
を
実
現
す
る
た
め
の
構
想

が
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
他
方
、

「
原
罪
」
ゆ
え
に
「
最
初
の
合
意
」
へ
迎
え
入
れ
る
試
み
が
黒
人
た
ち

に
信
用
さ
れ
な
い
可
能
性
も
彼
女
は
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
「
始
ま
り
」
論
の
展
開
は
、
非
常
に
両
義
的
で
あ
る
と
結
論
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る

）
14
（

。

　

最
後
に
以
上
の
ま
と
め
を
受
け
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
革
命

の
「
始
ま
り
」
論
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
関
し
て
、
以
下
で
本

稿
の
主
張
を
提
示
し
た
い
。

　

ま
ず
第
一
に
、
黒
人
差
別
と
い
う
「
原
罪
」
が
「
活
動
」
的
な
「
始

ま
り
」
の
恣
意
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
上
記
の
結
論
か
ら
、
ア
ー

レ
ン
ト
に
と
っ
て
「
始
ま
り
」
の
難
問
を
克
服
す
る
根
拠
だ
っ
た
「
原

理
」
自
体
が
問
わ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
は
「
原
理
」
の
成
立
も
、
も
と

も
と
は
「
活
動
」
の
第
一
人
者
（
た
ち
）
に
よ
る
た
め
、
ど
う
し
て
も

そ
の
第
一
人
者
の
恣
意
性
が
介
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、B
・
ホ
ー
ニ
ッ
グ
に
よ
る
ア
ー
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レ
ン
ト
の
独
立
宣
言
解
釈
の
考
察
か
ら
も
理
解
で
き
る
（H

onig 1991

）
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
独
立
宣
言
前
文
に
は
、
「
す
べ
て
の
人
が
平
等
に
造

ら
れ
」
て
い
る
こ
と
な
ど
を
「
自
明
の
真
理
」
と
し
て
「
我
々
は
見
な

し
つ
づ
け
る
」
と
宣
言
し
た
箇
所
が
あ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
な

ら
ば
こ
の
「
我
々
」
と
い
う
第
一
人
者
た
ち
の
「
合
意
」
こ
そ
が
「
始

ま
り
」
の
「
原
理
」
に
な
る
た
め
、
そ
こ
に
は
「
我
々
」
た
る
第
一
人

者
た
ち
の
恣
意
性
が
確
実
に
介
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

ア
ー
レ
ン
ト
が
ア
メ
リ
カ
革
命
に
見
た
「
始
ま
り
」
論
は
そ
の
難
問
に

依
然
と
し
て
嵌
り
込
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
（
森
川 

二
〇
〇
〇
）
、
本
稿

の
議
論
は
「
原
罪
」
と
い
う
形
で
そ
の
こ
と
を
具
体
的
事
例
を
も
っ
て

明
ら
か
に
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
「
原
罪
」
た
る
黒
人
差
別
の
存
在
に
よ
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト

の
ア
メ
リ
カ
革
命
の
「
始
ま
り
」
論
は
批
判
さ
れ
う
る
の
か
否
か
と
い

う
、
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
問
題
に
立
ち
返
り
回
答
を
与
え
て
お
き
た
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
市
民
的
不
服
従
に
よ
っ
て
「
最
初
の
合

意
」
へ
異
議
を
唱
え
再
合
意
に
至
る
可
能
性
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
提
示
す

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
彼
女
は
「
原
罪
」

と
い
う
認
識
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
「
原
罪
」
ゆ
え
に
再
合

意
の
試
み
が
黒
人
た
ち
に
信
用
さ
れ
な
い
面
を
彼
女
が
認
識
し
て
い
た

こ
と
、
さ
ら
に
上
述
の
「
原
理
」
論
へ
の
疑
義
を
考
え
る
と
、
ア
メ
リ

カ
の
「
始
ま
り
」
論
は
黒
人
差
別
の
存
在
を
根
拠
と
し
た
批
判
を
免
れ

な
い
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」
が
そ
の
恣
意
性
を
克
服
で
き

た
と
い
う
彼
女
の
議
論
は
、
「
原
罪
」
と
矛
盾
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
り
、
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
と
暴
力
の
難
問
は
依
然
と
し
て
残
り
続

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
第
三
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
長
き
に
渡
っ
て
「
原
罪
」
と
い
う
認

識
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
市
民
的
不
服
従
」
に
至
る
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
「
始

ま
り
」
論
を
放
棄
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
自
由
の
創
設
を
評
価

し
、
そ
の
「
始
ま
り
」
の
「
原
理
」
に
よ
っ
て
市
民
的
不
服
従
論
を
展

開
し
て
い
た
点
に
も
着
目
し
て
み
た
い
。
こ
の
点
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト

自
身
は
、
「
原
罪
」
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」

論
や
「
原
理
」
論
を
放
棄
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
で
は
彼
女
は
、

ど
の
よ
う
な
論
理
を
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」
論
を
維
持
し
て

い
た
の
か
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
を
参
照
し
な
が
ら
ホ
ー
ニ
ッ
グ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た

ア
ゴ
ー
ン
の
政
治
理
論
は
、
「
始
ま
り
」
の
恣
意
性
を
不
可
避
な
も
の

と
し
た
う
え
で
、
政
治
的
決
定
が
固
定
化
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、

多
様
な
人
び
と
が
既
存
の
制
度
に
対
し
て
絶
え
ず
再
合
意
を
競
い
合
う

こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
（H

onig 1995

）
。
か
か
る
ア
ー
レ
ン
ト

の
受
容
は
、「
原
罪
」
を
認
め
な
が
ら
、な
お
も
ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」

論
や
「
原
理
」
論
を
維
持
し
、
市
民
的
不
服
従
に
お
い
て
再
合
意
を
目

指
そ
う
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
と
比
較
的
整
合
的
と
言
え
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
以
上
の
第
一
、
二
の
主
張
で
示
し
た
「
原
罪
」
の
難
点

を
認
め
な
が
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
始
ま
り
」
論
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
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と
し
て
有
効
に
受
容
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
に
な
り
う
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
結
論
を
与
え
る
に
は
、
別
の
解
釈
の
可
能
性
な

ど
も
考
慮
し
な
が
ら
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
り

）
15
（

、
本
稿
の
主
題

を
超
え
て
い
る
。
さ
ら
に
『
精
神
の
生
活
』
で
の
「
始
ま
り
」
に
関
す

る
記
述
な
ど
本
稿
で
は
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
考
察

も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
点
へ
の
取
り
組
み
は
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

 
（
か
わ
い
・
き
ょ
う
へ
い
／
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

本
稿
で
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
を
引
用
・

参
照
す
る
際
に
は
略
号
で
示
し
た
。
各
著
作
と
略
号
の
対
応
に
つ
い
て
は

参
考
文
献
リ
ス
ト
に
示
し
て
あ
る
。

（
2
） 

近
年
で
は
石
田
雅
樹
（
二
〇
〇
九
）
、
森
川
輝
一
（
一
九
九
九
―
二
〇
〇
〇
）
、

森
分
大
輔
（
二
〇
〇
七
）
、
仲
正
昌
樹
（
二
〇
〇
一
）
、
梅
木
達
郎
（
二
〇

〇
二
）
等
、
主
に
日
本
で
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
先
行
研
究
の
う
ち
森
川
と
仲
正
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に

疑
問
を
呈
し
て
も
い
る
。
ま
た
、
法
哲
学
的
な
観
点
か
ら
の
M
・
A
・
ウ
ィ

ル
キ
ン
ソ
ン
の
議
論
な
ど
も
あ
る
（W

ilinson: 2012

）
。

（
3
） 

本
稿
で
は
黒
人
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
が
、
本
来
な
ら
ば
ア
フ
リ
カ
系
ア

メ
リ
カ
人
と
い
う
表
現
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
で
は
こ

の
表
現
は
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
た
め
、
よ
り
一
般
的
な
黒
人
と
い
う
呼

称
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
はN

egro

の
語
を
用
い

て
い
る
が
、
彼
女
が
特
別
な
意
味
を
こ
の
語
に
込
め
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
こ
の
場
合
も
黒
人
を
訳
語
と
し
た
。

（
4
） 

た
と
え
ば
一
九
四
六
年
一
月
二
十
九
日
の
K
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
へ
の
手
紙
は
、

ア
メ
リ
カ
人
民
の
政
治
へ
の
自
由
の
感
覚
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
感
激

を
示
す
も
の
と
し
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
同
時
に
黒
人
差

別
へ
の
問
題
視
も
示
さ
れ
て
い
る
（B

A
J1: 67=35; B

enhbib 2003: 
153

）
。

（
5
） 

ア
メ
リ
カ
の
「
始
ま
り
」
の
暴
力
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
も
関
わ

り
が
深
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
皆
無
で
は
な
い
も
の
の
（O

R
: 82-

3=137-8

）
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
先
住
民
に
言
及
し
た
テ
ク
ス
ト
を
見
出
す
の

は
難
し
い
た
め
、
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
外
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

（
6
） 

森
川
（
二
〇
〇
二: 

六
八
―
九
）
の
よ
う
に
「
活
動
」
か
ら
生
じ
る
暴
力

を
「
始
ま
り
」
の
暴
力
に
含
め
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
「
始
ま
り
」
の

暴
力
と
は
、
次
に
論
じ
る
よ
う
に
、
建
築
家
の
イ
メ
ー
ジ
で
、「
始
ま
り
」

を
支
配
者
の
「
仕
事
」
的
な
暴
力
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
に
お
い
て
必
然
的

に
生
じ
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
（O

R
: 28-9, 199-

201, 206=52-3, 330-3, 340, B
PF: 138-40=188-90

）
、
「
活
動
」
の
恣
意

性
に
よ
る
排
除
や
、
そ
の
結
果
の
偶
発
的
な
暴
力
と
し
て
は
明
示
さ
れ
て

い
な
い
。

（
7
） 

以
下
で
は
説
明
の
便
宜
上
、
「
『
仕
事
』
的
な
『
始
ま
り
』
」
と
い
う
表
現

を
用
い
る
が
、
「
始
ま
り
」
の
「
新
し
さ
」
と
い
う
点
は
「
仕
事
」
の
目

的
‐
手
段
図
式
と
は
本
来
馴
染
ま
な
い
。
彼
女
は
か
か
る
「
始
ま
り
」
の
「
仕

事
」
的
な
捉
え
方
を
『
革
命
に
つ
い
て
』
で
批
判
し
て
い
た
点
に
留
意
さ

れ
た
い
。

（
8
） 「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
テ
ロ
ル
」
論
文
で
は
、
テ
ロ
ル
は
、
レ
イ
シ
ズ
ム
の

よ
う
に
人
種
や
血
な
ど
の
人
間
に
お
い
て
自
然
的
な
性
質
を
運
動
法
則
に

組
み
込
ん
だ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
の
も
の
と
し
て
定
義
さ

れ
て
い
る
（O

T
3: 460-79=268-300

）
。
な
お
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
テ
ロ
ル
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
全
体
主
義
と
は
そ
の

性
質
を
異
に
す
る
（O

R
: 89-91= 147-9

）
。
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（
9
） 

後
で
扱
う
「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論
文
と
「
市
民
的
不
服
従
」
論
文
で
は
、

“original crim
e ”

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
す
る
内

容
は
概
ね
一
致
し
て
い
る
た
め
、
あ
え
て
訳
し
分
け
を
避
け
た
。
な
お
、

キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
原
罪
を
さ
す
英
語
は“original sin ”

だ
が
、
偉
大
な

「
始
ま
り
」
に
関
わ
る
犯
罪
の
意
味
合
い
を
含
む
も
の
と
し
て
「
原
罪
」

の
訳
語
を
当
て
た
（
仲
正 

二
〇
〇
一: 

二
五
一
頁
）
。

（
10
） 「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論
文
に
関
し
て
は
、
川
崎
（
一
九
九
八: 

二
四
四
―
五

六
頁
）
、
小
玉
重
夫
（
一
九
九
九
）
、
S
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
（B

enhabib 
2003: 146-55

）
等
に
よ
る
議
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
） 

本
稿
は
、
『
責
任
と
判
断
』
に
収
録
さ
れ
た
「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論
文
を

参
照
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
論
文
と
一
緒
にD

issent

誌
に
掲
載

さ
れ
た
二
人
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
彼
女
が
次
号
で
反
駁
し
た“A

 
R

eply to C
ritics ”

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
短
文
を
序
文
と
し
て
一
括
し
た

形
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
も
便
宜
上
、
一
括
し
て
「
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
」
論

文
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
が
、
『
責
任
と
判
断
』
版
で
は“A

 R
eply to 

C
ritics ”

の
冒
頭
ご
く
一
部
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
形
で
あ
る
た
め
参
照
の
際

に
は
注
意
さ
れ
た
い
。

（
12
） 

一
九
六
七
年
に
「
暴
力
の
正
当
性
」
を
テ
ー
マ
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
討
論
し

た
際
、
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
は
「
テ
ロ
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

（Young-B
ruehl 1982: 415=1999: 552

）
と
発
言
し
て
い
る
。
だ
が
後

述
の
よ
う
に
、
彼
女
は
レ
イ
シ
ズ
ム
の
暴
力
が
今
後
テ
ロ
ル
化
す
る
可
能

性
を
憂
慮
は
し
て
い
た
。

（
13
） 『
革
命
に
つ
い
て
』
直
後
と
し
て
は
、
米
国
議
会
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て

い
る
一
九
六
三
年
の
ユ
ネ
ス
コ
全
国
委
員
会
第
九
回
総
会
で
の
報
告
資
料

へ
の
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
に
よ
る
手
書
き
の
メ
モ
と
、
一
九
六
四
年
の
シ
カ

ゴ
で
の
講
演
資
料
に
お
い
て
、
黒
人
差
別
に
つ
い
て
少
し
だ
け
言
及
さ
れ

て
い
る
箇
所
が
あ
る
（A

rendt 1963, 1964: 2

）
。
そ
れ
ら
は
第
三
節
ま

で
で
見
た
も
の
が
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、
講
演
メ
モ
の
方
で
は
、

差
別
的
な
州
法
や
条
例
へ
の
闘
争
に
お
い
て
の
み
革
命
的
側
面
が
あ
る
こ

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

（
14
） 

ア
ー
レ
ン
ト
の
黒
人
の
認
識
に
関
し
て
は
、
黒
人
の
歴
史
や
現
状
に
関
す

る
理
解
の
偏
り
等
に
つ
い
て
、
A
・
ノ
ー
ト
ン
に
よ
る
厳
格
な
批
判
が
あ

る
（N

orton 1995

）
。
こ
の
批
判
は
妥
当
で
あ
る
と
思
う
が
、
本
稿
は
あ

く
ま
で
「
始
ま
り
」
論
に
関
す
る
部
分
に
問
い
の
範
囲
を
限
定
し
て
い
る

た
め
、
ノ
ー
ト
ン
の
批
判
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
15
） 

た
と
え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
始
ま
り
」
の
難
問
の
克
服
し
が
た
さ
を
認

識
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
恣
意
性
を
克
服
し
暴
力
に
拠
ら
な
い
「
始
ま

り
」
を
探
究
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る
解
釈
も
あ
る
（
森
川: 

二
〇

〇
一
―
二
）
。
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ

ム
（Verfassungspatriotism

us

）
」
論
を
そ
の
理
論
発
展
を
辿
り
な
が

ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
示
さ
れ
た
集
合
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
想
が
、
一
九
八
〇
年
代
の
市
民
的
不
服
従
、

歴
史
家
論
争
、
ド
イ
ツ
再
統
一
と
い
っ
た
一
連
の
出
来
事
を
経
て
、
ど

の
よ
う
に
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
し
て
結
実
し
た
の
か
を
示
す
こ

と
で
、
そ
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
の
構
想
を
展
開
し
て
き
た
。
当
初
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、「
歴

史
家
論
争
」
と
呼
ば
れ
る
ド
イ
ツ
で
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

め
ぐ
る
論
争
で
あ
っ
た
。
「
普
通
」
の
国
と
は
異
な
り
、
ナ
チ
ス
を
経

験
し
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
盤
を
民
族
的
な

も
の
に
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
次
第

に
連
帯
の
基
盤
を
何
に
求
め
る
の
か
が
重
大
な
問
題
と
し
て
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
回
答
が
憲
法
パ

ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
普
通
」
の
国
へ
の
回
帰
を
目
指

す
修
正
主
義
的
な
歴
史
理
解
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
民
族
的
な
も
の
に

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
よ
う
と
す
る
動
き
へ
の
応
答
で
も
あ
っ
た
。

　

当
初
こ
の
よ
う
な
時
事
的
文
脈
で
語
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
文
脈
で
断
片
的
に
語
ら
れ
、
ま
と
ま
っ
た
概
念
規
定
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
さ
ま
ざ
ま
な
批

〈
公
募
論
文
〉

普
遍
性
に
根
ざ
し
た
政
治
文
化
の
生
成

【
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
け
る
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
展
開
】

田
畑
真
一
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判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
批
判
は
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
空
虚

な
理
想
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
な
伝
統
の
自
家

撞
着
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
た
も
の
ま
で
か
な
り
の
幅
が
あ
る
。
し
か
し

そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
各
自
で
狭
く
憲
法
パ
ト

リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
理
解
し
、
批
判
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
は
、
当
然
な
が
ら
彼
の

こ
れ
ま
で
の
理
論
的
な
積
み
重
ね
の
上
に
あ
り
、
そ
の
積
み
重
ね
を
無

視
し
て
は
到
底
そ
の
全
体
像
を
理
解
で
き
な
い
。
彼
の
理
論
の
中
に
適

切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ

の
批
判
は
彼
の
主
張
と
噛
み
合
わ
ず
、
議
論
が
す
れ
違
う
状
況
が
生
じ

て
い
た
。

　

た
だ
し
近
年
こ
う
し
た
状
況
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
が
よ
り
理
論

的
に
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
改
善
し

つ
つ
あ
る
（H

aberm
as 1996

）
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
多
文
化
主
義

や
E 

U
を
中
心
と
し
た
国
際
政
治
に
つ
い
て
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ

ム
の
立
場
か
ら
自
身
の
主
張
を
述
べ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ

て
か
ら
は
、
「
立
憲
主
義
の
国
際
化
」
と
い
う
主
張
を
掲
げ
、
憲
法
パ

ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
も
し
て
い
る

（H
aberm

as 2004, 2011

）
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
、
政
治
理
論
の
分
野
に
お
い
て
も
、
憲
法

パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
理
論
的
に
分
析
す
る
試
み
（C

ronin 2003, 

M
arkell 2000, M

üller 2007: chap. 2, Stilz 2009, 

齋
藤 

二
〇
〇
八, 

牧
野 

二
〇
〇
八
）
が
進
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
分
析
を
補
完
す
る
、
ド

イ
ツ
特
有
の
文
脈
を
掘
り
下
げ
る
研
究
（
毛
利 

二
〇
〇
二: 

第
一
章, 

M
üller 2007: chap. 1

）
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
近
年
の
研
究
動
向
を
参
照
し
つ
つ
も
、
彼

の
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
発
展
史
的
に
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
で
独

自
な
検
討
を
行
う
。
そ
こ
に
は
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
的

研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
理
論
が
展
開
さ
れ
た
時

事
的
文
脈
（
市
民
的
不
服
従
論
、
歴
史
家
論
争
、
ド
イ
ツ
再
統
一
）
が
十
分

に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
先
行
研
究
が
抱
え
る
問
題
が
あ
る
。
こ

う
し
た
状
況
に
対
し
、
本
稿
は
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
が
「
何
に

応
答
す
べ
く
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
」
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
理

論
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
。
発
展
史
的
な
検
討
を
通
じ
て
、
憲
法
パ

ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
を
彼
の
理
論
的
枠
組
み
全
体
の
中
に
よ
り
適

切
に
位
置
づ
け
た
い
。

　

と
り
わ
け
重
要
な
文
脈
と
な
る
の
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
道

徳
と
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
関
係
に
対
す
る
一
連
の
考
察
で

あ
り
、
そ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
着
目
す
る
「
政
治
文
化
」
概
念
で
あ

る
。
彼
は
、『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
の
「
一
九
九
〇
年
新
版
へ
の
序
言
」

で
、
「
《
政
治
文
化
》
と
い
う
名
称
で
大
い
に
注
目
を
集
め
た
次
元
が
す

べ
て
欠
け
て
い
る
」
と
出
版
当
時
（
一
九
六
二
年
）
の
自
身
を
分
析
し

て
い
る
（H

aberm
as 1990b: 29/xx

）
。
こ
の
政
治
文
化
が
彼
の
中
で

重
要
な
概
念
と
な
る
の
が
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論
へ
至
る
集
合
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的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
展
開
で
あ
り
、
政
治
文
化
は
集
合
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
軸
と
な
る
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
本
稿
で

は
、
こ
う
し
た
政
治
文
化
の
位
置
づ
け
に
注
目
し
つ
つ
、
ド
イ
ツ
の
時

事
的
出
来
事
を
中
心
に
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
に
結
実
す
る

一
九
八
〇
年
代
の
理
論
展
開
を
辿
る
こ
と
で
、
そ
の
構
想
の
内
実
を
明

ら
か
に
す
る
。

一　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論

　

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
前
史
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
集
合

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
た
い
。

彼
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
重
要
な
参
照
点
と
な
る
の
が
、

「
複
合
的
社
会
は
理
性
的
（vernünftige

）
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成

し
う
る
か
」
と
題
さ
れ
た
一
九
七
四
年
の
論
文
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
論
文
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
彼
は
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

構
想
を
具
体
的
に
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
論
文
の
主
題
は
、
そ
の
題
名
が
示
す
通
り
、
複
合
的
社
会
、
す

な
わ
ち
伝
統
が
も
は
や
自
明
な
規
範
と
し
て
の
力
を
も
ち
え
な
く
な
っ

た
現
代
社
会
に
お
い
て
可
能
な
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
（
後
の
定
式
化
に
従
え
ば
）「
ポ
ス

ト
形
而
上
学
」と
い
う
時
代
状
況
で
、
い
か
な
る
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
合
理
的
な
も
の
と
し
て
可
能
な
の
か
が
模
索
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
の
実
質
的
検
討
対
象
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
に
お
け

る
「
人
倫
と
し
て
の
国
家
」
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

を
自
我
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
間

の
分
裂
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
近
代
社
会
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ

こ
か
ら
哲
学
を
始
め
た
点
で
今
な
お
「
同
時
代
的
思
想
家
で
あ
り
続
け

て
い
る
」
と
評
価
す
る
（H

aberm
as 1974: 101/

一
一
四
）
。
と
り
わ
け
、

普
遍
的
道
徳
は
そ
の
ま
ま
で
は
「
抽
象
的
」
で
実
質
的
規
範
た
り
え
な

い
こ
と
を
指
摘
し
、
人
倫
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
規
範
は

意
味
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
点
が
決
定
的
に
重
要
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
拠
す
る
の
は
普
遍
的
道

徳
が
そ
れ
だ
け
で
は
抽
象
的
で
無
力
で
あ
る
と
の
分
析
の
み
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
が
導
く
「
人
倫
と
し
て
の
国
家
」
に
よ
る
統
合
と

い
う
構
想
に
は
同
意
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
構
想
は
複

合
的
社
会
に
お
い
て
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
複
合
的
社

会
に
お
い
て
、
国
家
や
家
族
な
ど
の
組
織
が
所
与
の
も
の
と
し
て
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
力
を
も
つ
と
い
う
考
え
は
維
持
さ
れ
え
な

い
。
所
与
性
の
喪
失
は
、
そ
の
組
織
が
も
た
ら
す
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
合
理
性
へ
の
疑
い
を
生
じ
さ
せ
、
ひ
い
て
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

形
成
す
る
力
そ
の
も
の
を
も
失
わ
せ
る
。
国
家
、
家
族
が
集
合
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
担
い
手
と
し
て
の
特
権
的
地
位
を
失
う
こ
と
で
、「
人

倫
と
し
て
の
国
家
」
と
い
う
構
想
も
維
持
し
え
な
く
な
る
。

　

他
方
で
、
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
世
界
市
民
や
普
遍
的
ア
イ
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デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
と
拡
張
す
る
と
い
う
方
向
性
も
断
念
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
方
向
性
は
、
単
に
抽
象
的
な
だ
け
の
規
範
は

実
効
性
が
な
く
無
力
で
あ
る
と
の
先
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
を
乗
り
越
え
ら

れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
規
範
の
実
効
性
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
集
合

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
方
向
性
は
本
末

転
倒
で
意
味
の
な
い
も
の
と
な
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
行
き
詰
ま
っ
た
状
況
を
集
合
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
形
式
的
条
件
に
注
目
す
る
こ
と
で
打
開
し
よ
う
と
す
る
。

集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
の
内
容
の
理
性
性
（vernü nftigkeit

）

を
、
規
範
を
生
み
出
す
討
議
（
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
）
か
ら
導

か
れ
る
形
式
的
条
件
へ
の
合
致
に
よ
っ
て
担
保
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
集

合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
へ
参
加
す

る
の
に
、
普
遍
的
で
平
等
な
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
意
識
で
き
る

場
合
に
の
み
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」
。
複
合
的
社
会
に
お
い
て
集
合
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
お
け
る
「
価

値
や
規
範
を
形
成
す
る
学
習
過
程
の
成
果
」
に
他
な
ら
ず
、
「
普
遍
的

で
平
等
な
機
会
」
こ
そ
が
そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
「
合
理
性
」
を
確
か
な
も
の
に
す
る
（H

aberm
as 1974: 116/

一
三
二
）
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
特
定
の
要
素
に
還

元
す
る
こ
と
の
な
い
、
そ
の
「
反
省
的
な
形
態
」
の
条
件
が
示
さ
れ
た

と
言
え
る
。
こ
う
し
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
、
「
安
定
の
た
め
の
固
定
化
し
た
内
容
を
必
要
と
し
な
い
」
が
、
同

時
に
そ
の
都
度
の
具
体
的
内
容
は
保
持
し
て
い
る
（H

aberm
as 1974: 

117/

一
三
四
）
。
す
な
わ
ち
、
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
こ
れ

ま
で
の
学
習
過
程
の
成
果
と
し
て
そ
の
都
度
具
体
的
な
も
の
と
し
て
把

握
さ
れ
る
と
同
時
に
、
平
等
な
機
会
の
保
障
を
通
じ
て
、
引
き
続
き
捉

え
直
し
に
も
服
す
る
こ
と
で
そ
の
合
理
性
も
担
保
さ
れ
る
。
集
合
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
絶
え
ざ
る
学
習
過
程
を
通
じ
て
い
か
な
る
集
団

や
組
織
を
も
特
権
化
し
な
い
複
合
的
社
会
に
相
応
し
い
合
理
性
を
備
え
、

そ
の
反
省
的
な
形
態
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
学
習
過
程
は
、「
サ
ブ
政
治
的
な
性
質
」
を
も
つ
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
学
習
過
程
は
「
政
治
的
決
定
過
程
の
閾
下
を
流
れ
る
」
も

の
と
捉
え
ら
れ
、
政
治
の
背
景
た
る
日
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

中
で
「
政
治
的
決
定
の
規
範
的
枠
組
み
を
変
え
る
」（H

aberm
as 1974: 

116/

一
三
二
）
と
い
う
役
割
を
担
う
。
逆
に
言
え
ば
、
政
治
の
表
舞
台

で
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
間
接
的
に
政
治
シ
ス
テ
ム
に
影

響
を
及
ぼ
す
と
さ
れ
る
。

　

以
上
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
で
注
目
す
べ
き
は
、
大
き
く

以
下
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、
普
遍
主
義
に
依

拠
し
つ
つ
も
、
決
し
て
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
放
棄

す
る
の
で
は
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く

ま
で
特
定
の
要
素
に
依
拠
し
た
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
、

後
の
定
式
化
に
従
え
ば
民
族
な
ど
の
「
政
治
以
前
の
所
与
」
に
依
拠
し
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た
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
集

合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
れ
自
体
は
普
遍
的
道
徳
を
支
え
る
た
め
に

必
要
と
さ
れ
、「
も
し
複
合
的
社
会
に
お
い
て
集
合
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
内
容
的
に
先
入
観
を
も
た
ず
、
特
定
の

組
織
か
ら
は
独
立
な
あ
る
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
形
態

を
と
る
」
（H

aberm
as 1974: 121/

一
三
八
）
と
し
て
、
集
合
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
式
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
普
遍
主
義
的
規
範
と
個
人
を
繋
ぐ
、
肝
心
の
集
合
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
理
解
が
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
曖
昧
で
あ
る
点
が
指
摘

で
き
る
。
そ
の
た
め
、
事
実
上
規
範
と
個
人
が
無
媒
介
に
関
係
し
て
い

る
よ
う
に
理
解
で
き
る

）
1
（

。
こ
の
点
は
、
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

形
式
的
に
捉
え
た
こ
と
の
裏
返
し
と
も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
集
合
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
普
遍
的
規
範
に
従
っ
て
継
続
的
に
捉
え
直
さ
れ

て
い
く
と
い
う
指
針
が
示
さ
れ
た
一
方
で
、
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
構
想
は
具
体
的
に
示
さ
れ
ず
、
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
こ
の
時
点
で
は
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
は
非
政
治
的
領
域
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る

）
2
（

。
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
は
政
治
的
決
定
過
程
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
日
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
実
践
の

中
で
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
さ
れ

て
い
て
も
、
そ
れ
自
体
が
政
治
的
意
志
決
定
の
対
象
と
は
考
え
ら
れ
て

お
ら
ず
、
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
政
治
的
意
見
形
成
、
意
志
形

成
過
程
の
直
接
の
成
果
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
が
検
討
す
る
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
は
、
第
一
の
「
普

遍
主
義
に
依
拠
し
た
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
方
向
性
を
、

第
二
の
曖
昧
さ
と
第
三
の
非
政
治
性
と
い
う
難
点
の
克
服
を
通
じ
て
、

精
緻
化
し
た
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二　

生
活
世
界
と
そ
の
合
理
化

　

集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
前
提
で
あ
る
複
合
的
社
会
と
そ
こ

に
お
け
る
学
習
過
程
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
一
九
八
一
年
に
公
刊
さ
れ

た
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
に
お
い
て
捉
え
直
さ
れ

る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
生
活
世
界
と
の
相
補
関
係
が
示

さ
れ
る
中
、
複
合
的
社
会
の
合
理
性
を
巡
る
議
論
が
深
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
は
、
行
為
者
が
そ
れ
ぞ
れ
了
解
を

志
向
す
る
中
で
、
「
妥
当
性
、
妥
当
要
求
、
妥
当
要
求
の
立
証
と
い
う

三
者
の
内
的
連
関
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
妥
当
要
求
と
は
「
妥
当
性

が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
要
求
、
も
し
く
は
主
張
」
で
あ
り
、
妥
当

要
求
の
立
証
と
は
、
そ
の
要
求
の
基
礎
づ
け
の
局
面
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
は
、
話
し
手
が
妥
当
要
求
を
、
必
要
な
ら
ば
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妥
当
要
求
自
体
を
も
基
礎
づ
け
る
用
意
の
下
で
提
示
し
、
聞
き
手
が
そ

の
妥
当
要
求
を
い
か
な
る
強
制
も
な
し
に
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
す
る
（H

aberm
as 1981, B

d. I: 406/

中
巻
四
二
）
。

　

合
理
性
の
観
点
か
ら
重
要
と
な
る
の
が
「
妥
当
要
求
の
立
証
」
と
い

う
局
面
で
あ
り
、
妥
当
要
求
が
批
判
さ
れ
、
聞
き
手
に
承
認
さ
れ
な
い

場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
妥
当
要
求
が
立
証
さ
れ
る
場
こ
そ
が
討

議
で
あ
り
、
妥
当
要
求
そ
れ
自
体
を
根
拠
づ
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
的
行
為
の
反
省
形
式
と
理
解
さ
れ
る
。
討
議
と
は
、
現
在
通
用
し
て

い
る
規
範
を
問
い
直
す
場
で
あ
り
、
従
来
は
妥
当
と
さ
れ
て
い
た
規
範

が
自
明
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
よ
り
よ
い
理
由
」
の
み
が
力
を
持
つ
。

　

他
方
生
活
世
界
は
、
こ
う
し
た
了
解
実
践
の
背
景
で
あ
る
と
共
に
、

資
源
と
も
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
役
割
を

よ
り
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、
第
一
の
背
景
と
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
の
慣

れ
親
し
ん
だ
共
通
の
意
味
基
盤
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
と
な

る
の
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
に
お
け
る
「
主
題
化
」
と
い

う
契
機
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
は
、
妥
当
要
求
の

呈
示
を
通
じ
た
主
題
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
題
化
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
相
互
に
了
解
を
目
指
す
行
為
で
あ
り
、
そ
の
際
に
主
題
化
さ
れ
て
い

な
い
自
明
な
前
提
と
し
て
生
活
世
界
は
存
在
す
る
（H

aberm
as 1981, 

B
d. II: 182-189/

下
巻
一
八
―
二
五
）
。

　

第
二
に
、
生
活
世
界
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
に
お
け
る
「
不

動
の
確
信
の
貯
蓄
庫
（R

eservoir

）
」
も
し
く
は
「
知
の
ス
ト
ッ
ク

（W
issensvorrat

）
」
（H

aberm
as 1981, B

dII: 189-91/

下
巻
二
五
―
六
）

と
し
て
機
能
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
に
お
け
る
妥
当
要

求
の
根
拠
を
提
供
す
る
の
が
生
活
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
生
活
世
界
と

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
積
み
重
ね
ら
れ
た
相
互
了
解
か

ら
成
り
、
社
会
に
お
い
て
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
通
用
し
て
い
る
規

範
の
総
体
で
あ
る
。
現
に
通
用
し
て
い
る
規
範
に
依
拠
す
る
こ
と
で
は

じ
め
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
は
成
立
す
る
。
こ
の
点
で
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
生
活
世
界
は
相
補
的
関
係
に
あ
る
と
言

え
る
。

　

こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
背
景
で
あ
り
、
か
つ
そ

の
資
源
で
も
あ
る
生
活
世
界
は
、
近
代
社
会
へ
の
移
行
に
伴
い
そ
の
自

明
性
を
喪
失
し
て
い
く
。
伝
統
が
そ
の
自
明
性
を
失
っ
た
近
代
社
会
（
複

合
的
社
会
）
で
は
、
先
の
「
主
題
化
」
を
免
れ
得
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
。

こ
の
状
況
に
お
い
て
生
活
世
界
の
再
生
産
は
、
行
為
者
た
ち
自
身
の
解

釈
作
業
に
課
せ
ら
れ
る
」
こ
と
と
な
る
。
「
合
理
的
に
動
機
づ
け
ら
れ

たYes/N
o

の
態
度
決
定
へ
と
転
換
さ
れ
た
了
解
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
、
す

な
わ
ち
討
議
を
通
じ
て
生
活
世
界
の
再
生
産
は
果
た
さ
れ
る

（H
aberm

as 1981, B
dII: 219/

下
巻
五
三
）
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
こ
う
し
た
事
態
を
「
生
活
世
界
の
合
理
化
」
と
し

て
理
解
す
る
。
生
活
世
界
は
そ
の
自
明
性
を
失
う
こ
と
で
、
逆
に
妥
当

要
求
へ
疑
義
が
呈
さ
れ
討
議
へ
と
至
る
契
機
が
拡
大
し
「
討
議
の
吟
味

に
耐
え
て
い
な
い
よ
う
な
確
信
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
る
こ
と
は
」
な
く
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な
る
（H

aberm
as　

1981, B
dII: 219/

下
巻
五
三
）
。
合
理
化
さ
れ
た
生

活
世
界
で
は
、
通
用
し
て
い
る
規
範
に
対
す
る
妥
当
性
の
推
定
が
高
ま

り
、
現
に
通
用
し
て
い
る
と
い
う
事
実
へ
の
信
頼
か
ら
（
そ
の
自
明
性

の
喪
失
に
も
関
わ
ら
ず
）
妥
当
要
求
の
呈
示
に
際
し
て
依
拠
で
き
る
規
範

が
蓄
積
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
生
活
世
界
の

合
理
化
と
い
う
分
析
は
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
学
習

過
程
の
精
緻
化
と
し
て
理
解
で
き
る
。
合
理
化
さ
れ
た
生
活
世
界
で
は
、

先
の
討
議
へ
の
「
普
遍
的
で
平
等
な
機
会
」
が
実
質
的
に
担
保
さ
れ
、

普
遍
性
に
根
ざ
し
た
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
合
理
化
さ
れ
た
生
活
世
界
は
、
先
に
は
曖
昧
で
あ
っ

た
普
遍
主
義
的
規
範
と
個
人
を
繋
ぐ
領
域
で
も
あ
る
。
討
議
を
通
じ
て

再
生
産
さ
れ
た
生
活
世
界
は
、
そ
の
内
部
に
普
遍
性
に
根
ざ
し
た
規
範

を
蓄
積
し
、
社
会
に
お
け
る
「
正
統
な
秩
序
」
を
形
成
す
る
。
こ
の
秩

序
が
討
議
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
（
時
に
変
更
さ
れ
）
る
こ
と
で
、
集
団

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
安
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（H

aberm
as 

1981, B
dII: 213/

下
巻
四
八
）
。

三　

市
民
的
不
服
従
論
―
―
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
前
史

　

こ
う
し
た
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
に
お
け
る
理

論
的
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
一
九
八
三
年
か
ら
一

九
八
四
年
に
か
け
て
の
市
民
的
不
服
従
に
つ
い
て
の
時
事
的
論
考
（
「
市

民
的
不
服
従
―
―
民
主
的
法
治
国
家
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
」
、
「
法
と
暴
力
―
―
ド

イ
ツ
の
ト
ラ
ウ
マ
」
の
二
つ
の
論
文
）
で
、
よ
り
具
体
的
に
集
合
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
想
を
示
す
こ
と
と
な
る
。

　

ま
ず
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
市
民
的
不
服
従
を
「
わ
れ
わ
れ
の
民
主
的

法
治
国
家
秩
序
の
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
正
統
性
の
根
拠
を
援
用
さ

れ
て
実
行
さ
れ
は
す
る
が
、
形
態
と
し
て
は
違
法
で
あ
る
よ
う
な
行
為
」

（H
aberm

as 1983: 82/

一
一
二
）
で
あ
り
、
正
統
性
と
合
法
性
と
の
間

で
宙
づ
り
に
さ
れ
、
両
者
の
緊
張
関
係
の
中
に
お
い
て
成
立
す
る
と
理

解
す
る
。
彼
の
市
民
的
不
服
従
論
の
特
徴
は
、
市
民
的
不
服
従
の
実
践

を
「
法
治
国
家
そ
の
も
の
が
抱
え
る
正
統
性
と
合
法
性
と
の
緊
張
関
係
」

を
体
現
し
て
い
る
と
捉
え
る
点
に
あ
り
、
彼
の
「
法
治
国
家

（R
echtstaat

）
」
理
解
と
不
可
分
な
も
の
で
あ
る

）
3
（

。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
民
主
的
法
治
国
家
に
と
っ
て
二
つ
の
理
念
が
同

じ
よ
う
に
構
成
的
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
国
内
の
平
和
と
す
べ
て
の
市
民
に
対
す
る
法
的
安
全
が
国
家
に
よ
っ

て
保
障
さ
れ
る
こ
と
」
と
「
国
家
秩
序
が
市
民
に
よ
っ
て
自
発
的
に
、

す
な
わ
ち
認
識
を
通
じ
て
正
統
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
求
め
る

こ
と
」
の
二
つ
で
あ
る
（H

aberm
as 1983: 110/

一
五
一
）
。
法
治
国
家

は
、
単
に
権
力
の
独
占
を
通
じ
て
秩
序
維
持
を
担
う
だ
け
で
な
く
、
そ

の
市
民
に
自
由
意
志
に
よ
っ
て
法
に
従
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
法
秩
序

が
掲
げ
る
正
義
に
対
す
る
規
範
的
要
求
を
、
理
解
に
基
づ
い
て
、
自
発
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的
に
承
認
す
る
よ
う
」
要
請
す
る
（H

aberm
as 1983: 85/

一
一
六
）
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
へ
の
服
従
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
は
緊
張

関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
方
で
、
「
す
べ
て
の
法
人
格
が
法
律
の
枠

内
で
等
し
く
自
由
で
独
立
し
て
活
動
す
る
に
は
、
権
力
独
占
に
依
拠
す

る
国
家
は
法
律
の
遵
守
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
他
方
で
「
民

主
的
法
治
国
家
の
正
統
性
要
求
は
、
単
に
既
定
の
手
続
き
に
従
っ
て
法

律
が
成
立
し
、
判
決
が
下
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と

で
実
現
す
る
わ
け
で
は
な
」
く
、
手
続
き
そ
れ
自
体
と
法
秩
序
全
体
が
、

（
例
え
ば
、
基
本
権
、
人
民
主
権
な
ど
の
）
普
遍
主
義
的
内
容
を
も
つ
基
本

原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
市
民
に
対
し
法

律
へ
の
服
従
を
期
待
で
き
る
の
は
、
合
法
的
な
も
の
を
正
統
な
も
の
と

認
め
、
と
き
に
は
正
統
で
な
い
と
し
て
棄
却
で
き
る
よ
う
な
諸
原
理
に
、

す
な
わ
ち
承
認
に
値
す
る
原
理
に
国
家
が
依
拠
し
て
い
る
場
合
に
限
ら

れ
る
」
の
で
あ
る
（H

aberm
as 1983: 85/

一
一
六
―
七
）
。

　

重
要
と
な
る
の
は
、
法
秩
序
全
体
の
正
統
性
を
支
え
て
い
る
こ
の
普

遍
的
基
本
原
則
の
存
在
で
あ
り
、
法
治
国
家
と
は
こ
う
し
た
普
遍
的
規

範
を
具
体
化
し
て
い
く
一
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
理
解
さ
れ
る
点
で
あ

る
。
民
主
的
法
治
国
家
と
は
基
本
原
則
の
実
現
を
目
指
す
政
治
的
試
み

で
あ
り
、
そ
の
実
現
は
政
治
過
程
で
い
か
に
普
遍
主
義
的
内
容
を
汲
み

尽
く
す
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
通
じ
た
法
制
定
は
、

普
遍
的
規
範
を
汲
み
尽
く
し
て
い
く
た
め
の
不
断
の
学
習
過
程
な
の
で

あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
普
遍
的
規
範
は
民
主
的
法
治
国
家
で
の
長
期
的
な
学
習

過
程
で
徐
々
に
具
体
化
さ
れ
て
い
く
。
誰
も
学
習
過
程
の
終
了
を
宣
言

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
に
は
常
に
汲
み
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
意
味

が
あ
る
と
も
想
定
さ
れ
る
。
普
遍
的
規
範
と
そ
の
具
体
化
た
る
法
治
国

家
と
の
「
ず
れ
」
は
、
通
常
政
治
過
程
の
中
で
「
変
化
す
る
状
況
の
中

で
正
統
な
法
秩
序
を
構
築
し
、
堅
持
し
、
改
革
し
あ
る
い
は
拡
張
す
る

こ
と
を
目
指
し
」
埋
め
ら
れ
て
い
く
と
想
定
さ
れ
る
（H

aberm
as 

1983: 87-8/

一
二
〇
）
。

　

し
か
し
、
「
ず
れ
」
が
あ
ま
り
に
大
き
く
な
っ
た
場
合
、
市
民
的
不

服
従
は
そ
の
所
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
普
遍
的
規
範
が
十

分
に
体
現
さ
れ
ず
、
社
会
の
状
況
と
そ
の
社
会
が
依
拠
し
て
い
る
普
遍

的
規
範
と
の
「
ず
れ
」
が
堪
え
難
く
人
び
と
の
生
を
損
な
う
際
に
、
市

民
的
不
服
従
は
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
市
民
的
不
服
従
は
、

発
達
し
た
民
主
的
な
共
同
体
に
お
け
る
政
治
文
化
の
構
成
要
素
と
し
て

認
知
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（H

aberm
as 1984: 112/

一
五
三
）
。

　

こ
こ
で
示
さ
れ
た
「
政
治
文
化
」
は
、
市
民
的
不
服
従
論
に
お
い
て

新
た
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
彼
の
法
・
政
治

理
論
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
。
市
民
的
不
服
従
論
で
は
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ら
人
民
の
人
倫
的
生
活
が
営
ま
れ
る
と
こ
ろ
と
言
っ
た

で
あ
ろ
う
政
治
文
化
」
と
述
べ
ら
れ
、
「
道
徳
的
信
念
に
基
づ
い
て
市

民
が
正
統
化
へ
の
信
頼
（Legitim

ationsglauben

）
を
回
復
す
る
場
」

と
理
解
さ
れ
る
（H

aberm
as 1984: 109/

一
四
八
―
九
）
。
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注
目
す
べ
き
は
、
政
治
文
化
が
「
人
倫
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
理
解

さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ら
人
倫

と
い
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら

政
治
文
化
へ
の
着
目
が
、
先
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
以
来
批

判
さ
れ
て
い
た
実
体
的
人
倫
へ
の
回
帰
と
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
人
倫
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
普

遍
的
規
範
の
具
体
化
と
い
う
局
面
で
あ
り
、
そ
の
実
際
の
場
と
な
る
具

体
的
生
活
連
関
の
こ
と
で
あ
る
（H

aberm
as 1984: 111/

一
五
二
）
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
抽
象
的
規
範
の

無
力
と
い
う
批
判
に
同
意
し
つ
つ
、
実
体
的
人
倫
で
は
な
い
政
治
文
化

と
い
う
異
な
る
解
決
策
を
示
し
た
と
言
え
る
。
政
治
文
化
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
に
お
け
る
人
倫
と
同
じ
く
、
普
遍
的
道
徳
と
個
人
を
媒
介
す
る
役
割

を
果
た
す
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
普
遍
的
規
範
の
具
体
化
と
し
て
で
あ

る
。
先
の
法
治
国
家
に
つ
い
て
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
過
程
に
お

い
て
普
遍
的
規
範
が
法
と
し
て
具
体
化
し
、
実
現
し
て
い
く
中
で
蓄
積

さ
れ
た
言
説
上
の
資
源
こ
そ
が
政
治
文
化
に
他
な
ら
な
い
。
具
体
的
生

活
連
関
に
根
ざ
し
た
わ
れ
わ
れ
の
基
本
原
理
の
解
釈
、
し
か
も
政
治
過

程
を
通
じ
て
我
々
の
中
で
妥
当
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
解
釈
と
し

て
、
政
治
文
化
は
政
治
過
程
に
お
け
る
参
照
点
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
政
治
文
化
は
、
先
の
「
生
活
世
界
の
合
理
化
」
と
い
う
分

析
か
ら
す
れ
ば
、
生
活
世
界
内
の
政
治
に
つ
い
て
の
「
知
の
ス
ト
ッ
ク
」

と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
々
の
政
治
実
践
に
お
い
て
政
治
文
化
（
す

な
わ
ち
普
遍
的
規
範
に
つ
い
て
の
そ
の
社
会
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
解
釈
）

へ
の
訴
え
は
、
直
接
普
遍
的
規
範
へ
の
訴
え
る
の
と
は
異
な
り
、
そ
の

社
会
に
お
い
て
具
体
的
な
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政

治
文
化
と
は
政
治
過
程
を
へ
て
形
成
さ
れ
た
普
遍
的
規
範
に
つ
い
て
の

「
わ
れ
わ
れ
」
の
解
釈
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら

み
れ
ば
、
市
民
的
不
服
従
と
は
、
蓄
積
さ
れ
た
政
治
文
化
が
引
き
起
こ

す
侵
害
さ
れ
た
普
遍
的
規
範
に
対
す
る
防
御
的
反
応
と
理
解
で
き
る
。

　

市
民
的
不
服
従
論
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

し
て
の
法
治
国
家
と
い
う
理
解
、
さ
ら
に
は
そ
の
成
果
と
し
て
の
「
政

治
」
文
化
と
い
う
語
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
の
次
元
が
前
面
に

打
ち
出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論

が
あ
く
ま
で
非
政
治
的
領
域
を
対
象
に
し
て
い
た
の
に
対
し
、
市
民
的

不
服
従
論
で
は
法
治
国
家
そ
の
も
の
が
一
つ
の
普
遍
的
規
範
の
具
体
化

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
市
民
に
よ
る
自
覚
的
な
政
治
過
程
の
成
果
と
理
解

さ
れ
て
い
る

）
4
（

。

四　

歴
史
家
論
争
と
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
「
歴
史
家
論
争
」
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
の
過
去

を
相
対
化
す
る
よ
う
な
歴
史
修
正
主
義
は
許
さ
れ
ず
、
ド
イ
ツ
で
は
集

合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
み
が
許

さ
れ
る
と
主
張
し
た
。こ
の
主
張
を
展
開
す
る
中
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
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ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
い
て
初
め
て
用
い
ら
れ
る
。

「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
い
て
初
め
て
」
と
述
べ
た
の
は
、
憲
法
パ
ト
リ

オ
テ
ィ
ズ
ム
が
そ
も
そ
も
は
ド
ル
フ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
に
よ
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る

）
5
（

。

　

歴
史
家
論
争
の
中
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー

に
よ
る
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
を
「
基
本
法
に
示
さ
れ
た
政

治
秩
序
と
諸
原
理
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
」
も
の
と

し
て
高
く
評
価
す
る
。
そ
の
上
で
、
普
遍
的
原
理
を
核
と
し
て
形
成
さ

れ
た
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
愛
着
こ
そ
が
、
ド
イ
ツ
に
許
さ

れ
た
唯
一
の
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
と
主
張
す
る

（H
aberm

as 1987: 168/

二
六
）
。
こ
の
点
こ
そ
が
「
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ

ム
」
と
い
う
（
時
に
「
愛
国
主
義
」
と
も
訳
さ
れ
る
）
両
義
的
な
言
葉
を
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
が
あ
え
て
用
い
た
理
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
政
治
以
前

の
所
与
」
た
る
民
族
に
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
続
く
パ
ト

リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
伝
統
に
依
拠
し
た
「
制
度
（
法
）
と
そ
の
下
で
共
有

さ
れ
る
自
由
へ
の
愛
」
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
基
礎
を
見
出
し
た
の
で
あ
る

）
6
（

。

　

以
下
で
は
、
歴
史
家
論
争
の
中
で
発
表
さ
れ
た
論
文
「
歴
史
意
識
と

ポ
ス
ト
伝
統
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
依
拠
し
つ
つ
、
憲
法
パ
ト
リ

オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
が
い
か
な
る
も
の
か
を
示
し
た
い
。
ま
ず
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
は
、
彼
自
身
の
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
「
等
し
い
権
利

を
も
っ
て
共
存
す
る
異
質
な
生
活
形
式
の
間
に
共
同
生
活
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
諸
条
件
で
あ
る
、
抽
象
的
な
手

続
き
や
諸
原
理
に
結
び
つ
い
た
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
」
（H

aberm
as 

1987: 173/

三
四
）
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
、

市
民
的
不
服
従
論
以
来
の
議
論
を
引
き
継
い
だ
「
普
遍
主
義
的
な
内
実

を
備
え
た
」
（H

aberm
as 1987: 168/

二
六
）
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
す
べ
て
の
特
徴
が
市
民
的
不
服
従
論
の
延
長
線
上
で

理
解
で
き
る
訳
で
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
や
は
り
道
徳
と
具
体

的
生
活
連
関
（
人
倫
）
と
の
関
係
、
そ
し
て
そ
こ
に
根
ざ
し
た
政
治
文

化
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
自
己
の
生
活
形
式
や
文
化
伝
承
の
中

に
見
出
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
上
を
、
よ
り
抽
象
的
な
も
の
と

な
っ
た
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
が
覆
っ
て
い
る
」
（H

aberm
as 1987: 

173/

三
四
）
と
し
、
こ
の
「
生
活
形
式
や
文
化
伝
承
」
の
上
に
位
置
し

覆
っ
て
い
る
も
の
が
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
市
民
的
不
服
従
論
に
お
け
る
道
徳
と
具
体
的
生
活

連
関
と
い
う
二
項
図
式
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
を
部
分
的
に
引
き
継
い
だ
普
遍
的
規
範
と
そ
の
解
釈
を
通
じ
た
具

体
化
の
領
域
と
い
う
二
項
図
式
に
対
し
て
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム

で
は
、
生
活
形
式
や
文
化
伝
承
と
い
っ
た
個
別
具
体
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
、
そ
の
上
に
位
置
す
る
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
、
そ
し
て
そ
の

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
が
依
拠
す
る
普
遍
的
規
範
の
三
層
構
造
へ
と

移
行
し
て
い
る
。
こ
の
移
行
は
、
こ
れ
ま
で
人
倫
と
し
て
理
解
さ
れ
て
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き
た
領
域
が
、
「
生
活
形
式
や
文
化
伝
承
」
と
い
う
「
個
別
」
具
体
的

生
活
連
関
と
、
そ
の
上
に
位
置
す
る
普
遍
的
規
範
に
根
ざ
し
、
そ
の
解

釈
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
に

分
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
三
層
構
造
が
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
解
に
お
い
て
極

め
て
重
要
と
な
る
。
こ
の
中
で
政
治
文
化
は
、
個
別
具
体
的
な
生
活
連

関
と
普
遍
的
規
範
と
し
て
の
道
徳
の
中
間
に
位
置
し
、
両
者
を
媒
介
す

る
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
普
遍
的

規
範
の
解
釈
と
そ
の
蓄
積
を
通
じ
て
道
徳
と
個
別
具
体
的
な
生
活
形
式

と
を
媒
介
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
る
。

　

三
層
構
造
が
示
さ
れ
た
背
景
に
は
、
人
倫
の
複
数
性
、
今
日
多
文
化

主
義
と
し
て
理
解
さ
れ
る
状
況
が
真
剣
に
考
慮
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
点
は
、
生
活
世
界
の
合
理
化
に
伴
い
「
具
体
的
な
生
活
形
式
と
一

般
的
な
生
活
世
界
の
構
造
と
が
分
離
」
し
て
い
く
と
い
う
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
の
分
析
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が
「
ひ
と
つ
の
全
体
を
な
し
て
い
る
生
活
形
式
が
複
数
存
在
し
」
、
生

活
世
界
の
一
般
的
構
造
の
共
有
か
ら
「
親
和
的
な
類
似
性
」
を
も
ち
つ

つ
も
「
互
い
に
重
な
り
合
い
、
網
の
目
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
」

（H
aberm

as 1985: 397/

五
九
三
）
と
さ
れ
る
。

　

生
活
世
界
の
合
理
化
が
も
た
ら
す
新
た
な
状
況
に
お
い
て
、
複
数
の

集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
重
な
り
合
う
中
心
点
と
し
て
憲
法
パ
ト

リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
理
解
さ
れ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
特
定
の

集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
特
権
的
地
位
が
与
え
る
の
で
は
な
く
、

各
々
の
個
別
具
体
的
な
生
活
形
式
が
支
持
し
う
る
普
遍
的
内
実
を
も
っ

た
社
会
統
合
の
構
想
と
し
て
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論
は
展
開
さ

れ
、
そ
の
核
に
あ
る
の
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
権
を
一
般
原
則
と
す

る
抽
象
的
理
念
」
（H

aberm
as 1987: 174/

三
五
）
で
あ
る
。
こ
う
し

た
普
遍
的
規
範
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ

ム
は
各
々
の
個
別
具
体
的
な
生
活
形
式
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
支
持
し
う
る
も

の
と
な
る

）
7
（

。

　

こ
の
よ
う
な
人
倫
の
複
数
性
に
対
す
る
考
慮
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
展

開
さ
れ
て
い
た
討
議
倫
理
学
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
影
響
は
、

一
九
八
八
年
公
刊
の
論
文
「
実
践
理
性
の
実
用
的
使
用
、
倫
理
的
使
用
、

道
徳
的
使
用
に
つ
い
て
」
（H

aberm
as 1988b

）
に
お
い
て
、
道
徳
と

は
区
別
さ
れ
た
倫
理
の
要
素
が
討
議
倫
理
学
へ
と
は
じ
め
て
組
み
入
れ

ら
れ
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る

）
8
（

。
す
な
わ
ち
、
各
々
の
個
別
具
体
的
な
生

活
形
式
に
お
い
て
通
用
し
て
い
る
価
値
を
、
こ
れ
ま
で
の
討
議
倫
理
学

に
お
け
る
道
徳
的
討
議
と
は
異
な
る
倫
理
的
討
議
の
課
題
と
し
て
受
け

止
め
、
そ
の
意
義
を
全
体
と
し
て
の
討
議
倫
理
学
の
中
に
取
り
込
む
こ

と
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
具
体
的
生
活
連
関
と
し

て
の
人
倫
が
倫
理
的
要
素
と
し
て
の
承
認
さ
れ
た
一
方
で
、
道
徳
に
根

ざ
し
た
政
治
文
化
の
導
入
を
通
じ
て
、
人
倫
の
意
義
が
道
徳
と
矛
盾
し

な
い
形
で
限
定
化
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

　

で
は
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
に
お
い
て
普
遍
的
規
範
は
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ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
解
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
の
が
、
彼
が
同
時
期
に
展
開
し
て
い
た
「
法
を
メ
デ
ィ

ア
と
し
た
社
会
統
合
」
と
い
う
構
想
で
あ
る

）
9
（

。
と
り
わ
け
、
政
治
過
程

を
政
治
シ
ス
テ
ム
と
政
治
的
公
共
圏
か
ら
な
る
一
連
の
討
議
過
程
と
し

て
理
解
す
る
観
点
が
重
要
と
な
る
。
通
常
「
二
回
路
モ
デ
ル
（tw

o-track 

m
odel

）
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
う
し
た
政
治
過
程
で
は
、
決
定
を
担

う
制
度
化
さ
れ
た
討
議
の
空
間
で
あ
る
政
治
シ
ス
テ
ム
（
議
会
や
裁
判

所
な
ど
）
と
制
限
が
な
く
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
営
ま
れ
る

政
治
的
公
共
圏
の
間
に
内
的
連
関
が
想
定
さ
れ
、
相
互
に
役
割
分
担
し

支
え
合
う
こ
と
で
、
全
体
と
し
て
の
政
治
過
程
が
合
理
的
な
結
論
を
生

み
出
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
過
程
と
は
、

先
に
確
認
さ
れ
た
普
遍
的
規
範
、
政
治
文
化
、
個
別
具
体
的
な
生
活
形

式
か
ら
成
る
三
層
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
一
方
で
、
普
遍
的
規
範
が
個
別
の
状
況
（
政
治
社
会
）

に
応
じ
て
解
釈
さ
れ
、
法
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。
制
定
さ
れ
た
法
は
、

政
治
過
程
の
成
果
と
し
て
最
終
的
に
は
政
治
シ
ス
テ
ム
で
の
意
志
決
定

に
根
ざ
し
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
よ
る
普
遍
的
規
範
の
解
釈
と
し
て
の
政

治
文
化
を
構
成
す
る
。
他
方
、
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
営
ま

れ
る
場
で
あ
る
公
共
圏
で
の
意
見
形
成
に
も
法
は
依
拠
し
て
い
る
。
そ

こ
で
は
個
別
具
体
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
根
ざ
し
た
主
張
が
な
さ

れ
る
こ
と
で
多
様
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
確
保
さ
れ
る
。
公
共
圏
で

は
、
そ
う
し
た
多
様
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
普
遍
的
規
範
に
つ
い

て
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
公
共
圏
が
総
体
と
し
て

理
由
の
交
換
・
検
討
を
行
う
討
議
過
程
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
多

様
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
支
え
ら
れ
つ
つ
も
合
理
性
を
も
っ
た
公
論

が
生
み
出
さ
れ
、
政
治
シ
ス
テ
ム
で
の
決
定
を
支
え
る
の
で
あ
る
。
公

共
圏
に
お
け
る
公
論
の
形
成
と
は
多
様
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
包
摂

す
る
過
程
で
も
あ
る
。
政
治
過
程
に
お
け
る
政
治
シ
ス
テ
ム
と
公
共
圏

の
役
割
分
担
は
、
普
遍
的
規
範
の
解
釈
を
法
と
し
て
定
め
、
政
治
文
化

を
形
成
す
る
役
割
と
多
様
な
生
活
形
式
の
共
存
を
保
障
す
る
役
割
の
両

方
を
担
う
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　

「
法
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
た
社
会
統
合
」
と
い
う
構
想
は
、
政
治
文
化

が
果
た
す
独
自
の
役
割
も
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
役
割
は
、
政
治
文
化

が
「
理
由
の
プ
ー
ル
（Pool von G

ründen

）
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
（H

aberm
as 1988a, 626/

二
六
六
）
。
政
治
文

化
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
過
程
で
積
み
重
ね
ら
れ
た
理
由
の
交
換
・

検
討
の
成
果
で
あ
り
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
「
理
由
の
プ
ー
ル
」
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
理
由
の
プ
ー
ル
」
と
は
、
民
主
的
法
治
国
家

の
正
統
性
を
支
え
る
根
拠
で
あ
り
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
権
力
の
可
動

範
囲
を
定
め
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
治
過
程
を
通
じ
て
蓄
積
さ
れ
た
理

由
こ
そ
が
、
個
別
具
体
的
な
生
活
形
式
に
直
接
依
拠
で
き
な
い
状
況
に

お
い
て
依
拠
で
き
る
唯
一
の
正
統
性
の
源
泉
だ
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
パ
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ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
、
普
遍
的
規
範
を
日
々
解
釈
す
る
中
で
、
そ
れ

ま
で
の
蓄
積
を
問
い
直
し
つ
つ
、
新
た
に
解
釈
を
政
治
文
化
と
し
て
蓄

積
し
て
い
く
開
か
れ
た
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
の
で
あ
る
。

五　

 
政
治
理
論
と
し
て
の
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム 

 

　
　

―
―
ド
イ
ツ
再
統
一
を
経
て
の
理
論
展
開
―
―

　

以
上
確
認
さ
れ
た
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
は
、
主
に
一
九

八
〇
年
代
後
半
の
「
歴
史
家
論
争
」
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
の
ド
イ
ツ
統
一
以
降
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
は
彼
の
法
・
政
治
理
論
の
な
か
で
洗
練
さ
れ
て
い
く
。
具
体
的
に

は
、
統
一
直
後
に
公
刊
さ
れ
た
論
文
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
『
他
者
の
受
容
』
に
収
め
ら
れ
た
い

く
つ
か
の
論
考
で
の
理
論
展
開
が
重
要
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
従

来
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
社
会
統
合
の
構
想
と
し
て
憲
法
パ

ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
が
対
峙
さ
せ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
方
向
性
に
は
、
ド
イ
ツ
統
一
を
め
ぐ
る
論
争
と
そ
の
結
果

の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

）
10
（

。
ド
イ
ツ
統
一
で
問
題
と
な
っ
た
の
は

そ
の
手
法
で
、
西
ド
イ
ツ
に
よ
る
東
ド
イ
ツ
の
「
併
合
」
と
し
て
行
わ

れ
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
手
法
に
反
対

し
て
新
た
な
憲
法
制
定
に
よ
る
再
統
一
を
主
張
し
た
が
、
彼
が
「
ド
イ

ツ
・
マ
ル
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
高
ま
り
の
前
に
、
そ
の
主
張
は
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
新
た
な
憲
法
制
定
に
よ
る
統
一
と
い
う
手
法
が
憲

法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
か
ら
導
か
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
統
一
の
プ
ロ
セ
ス
に
受
け
身
で
対
応
す
る
の
で
は

な
く
、
す
べ
て
の
市
民
が
「
No
」
と
言
う
機
会
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
、

統
一
が
多
数
派
に
よ
る
自
覚
的
な
「
政
治
」
決
定
と
し
て
認
識
さ
れ
る

「
共
和
主
義
」
的
契
機
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば

ド
イ
ツ
が
再
統
一
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
政
治
以
前
の
所
与
」

た
る
民
族
的
単
位
の
復
活
な
ど
で
は
な
く
、
民
主
的
手
続
き
に
根
ざ
し

た
憲
法
制
定
に
よ
る
新
た
な
共
和
国
の
設
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
西
ド
イ
ツ
の
政
治
文
化
に
根
づ
い

た
共
和
主
義
的
自
己
理
解
、
す
な
わ
ち
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
に
適

う
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
（H

aberm
as 1990c

）
。

　

し
か
し
、
実
際
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ド
イ
ツ
統
一
の
過
程
で
目
の
当

た
り
に
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
育
ま
れ
て
き
た
リ

ベ
ラ
ル
な
政
治
文
化
が
い
か
に
脆
く
崩
れ
や
す
い
も
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
認
識
を
得
た
の
ち
、
「
政
治
以
前
の
所
与
」
に
依
拠

す
る
立
場
と
の
更
な
る
差
別
化
が
は
か
ら
れ
、
そ
れ
と
平
行
し
て
政
治

概
念
の
意
味
の
明
確
化
が
模
索
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

政
治
理
論
的
な
精
緻
化
の
第
一
歩
は
、
先
に
指
摘
し
た
政
治
文
化
と

生
活
形
式
と
の
区
別
を
徹
底
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
政
治

以
前
の
所
与
」
に
依
拠
し
た
社
会
統
合
の
試
み
と
の
差
別
化
が
導
か
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
に
自
覚
的
に
構
成
さ
れ
る
政
治
文
化
と
（
民
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族
な
ど
の
）「
政
治
以
前
の
所
与
」
に
依
拠
し
た
倫
理
的
主
張
と
の
区
別

が
鮮
明
に
な
さ
れ
る
。
こ
の
試
み
は
、
統
一
直
後
に
公
刊
さ
れ
た
論
文

「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
早

く
も
見
受
け
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
論
文
に
依
拠
し
つ
つ
、
統
一

以
後
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
が
政
治
文
化
と
生
活
形
式
と
の

区
別
を
明
確
に
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
精
密
化
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
。

　

こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
ら
共
同
体
主

義
の
主
張
と
の
対
比
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
主
張

を
「
政
治
的
自
律
と
い
う
も
の
が
、
各
自
の
利
害
の
私
的
追
求
に
よ
っ

て
単
独
に
実
現
さ
れ
う
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
間
主
観
的
に
共
有
さ
れ

た
実
践
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
全
員
が
共
通
し
て
実
現
し
う
る
自
己
目

的
で
あ
る
こ
と
」
を
示
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し

た
政
治
理
解
は
「
法
的
に
保
障
さ
れ
た
承
認
関
係
は
ひ
と
り
で
に
再
生

産
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
規
範
に
よ
る
強
制
で
は
不
可
能
な
国
家
市

民
に
よ
る
実
践
と
い
う
共
同
の
努
力
を
必
要
と
す
る
」
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
（H

aberm
as 1990a: 641/

二
八
〇
）
。

　

た
だ
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
国
家
市
民
が
『
愛
国
主
義
的

（patriotisch

）
』
に
自
ら
を
生
活
形
式
に
同
一
化
す
べ
き
で
あ
る
」
と

の
主
張
に
は
同
意
し
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
の
主
張
が
本
来
意
味
す
る
の
は
、

「
民
主
的
法
治
国
家
の
普
遍
主
義
的
原
則
は
、
な
ん
ら
か
の
政
治
文
化

的
淵
源
（politisch-kulturellen Verankerung

） 

を
必
要
と
す
る
」
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
自
由
の
諸
制
度
に
は
、

「
政
治
的
自
由
に
慣
れ
親
し
み
、
自
己
決
定
の
実
践
で
の
『
わ
れ
わ
れ
』

と
い
う
一
人
称
複
数
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
慣
れ
た
人
民
」
が
不
可

欠
な
の
で
あ
っ
て
、
「
政
治
以
前
の
所
与
」
と
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

も
の
へ
の
同
化
は
決
し
て
要
請
さ
れ
て
い
な
い
（H

aberm
as 1990a: 

641-2/

二
八
〇
―
一

）
12
（

）
。

　

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
政
治
文
化
と
個
別
具
体
的
な
生
活
形

式
と
の
区
別
を
用
い
る
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
先
に
示
し
た
三
層
構
造
を

明
確
化
し
、
政
治
文
化
を
（
個
別
具
体
的
な
生
活
形
式
と
は
区
別
さ
れ
た
）

普
遍
主
義
に
依
拠
し
た
政
治
的
統
合
を
担
う
独
立
し
た
領
域
と
し
て
捉

え
る
こ
と
で
、
「
政
治
以
前
の
所
与
」
に
頼
る
こ
と
の
な
い
普
遍
的
規

範
の
基
礎
を
得
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
基
礎
と
な
る
の
が
、
「
リ
ベ

ラ
ル
な
政
治
文
化
」
で
あ
り
、こ
の
政
治
文
化
が
「
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
と
い
う
公
分
母
」
を
形
成
す
る
。
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
、

政
治
的
自
由
に
慣
れ
親
し
ん
だ
市
民
が
保
持
す
る
政
治
文
化
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
政
治
文
化
は
「
共
通
の
倫
理
的
、
言
語
的
、
文
化
的
起
源
」
、

す
な
わ
ち
「
政
治
以
前
の
所
与
」
に
支
え
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
む
し

ろ
反
対
に
、
政
治
文
化
は
普
遍
的
規
範
の
解
釈
の
積
み
重
ね
の
成
果
と

し
て
そ
の
核
心
に
は
普
遍
性
が
あ
り
、
そ
の
点
で
正
義
の
次
元
に
属
す

る
。リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
文
化
は
「
多
文
化
主
義
的
社
会
に
お
け
る
異
な
っ

た
生
活
形
式
が
も
つ
多
様
性
と
統
合
性
（Integrität

）
に
対
す
る
感
覚
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を
先
鋭
化
さ
せ
る
」
、
具
体
的
に
は
公
共
圏
で
の
自
由
な
議
論
を
通
じ
て
、

多
様
な
生
活
形
式
の
平
等
な
共
存
を
可
能
に
す
る
（H

aberm
as 1990a: 

642-3/
二
八
一
―
二
）
。
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
、
各
人
は

「
代
替
不
可
能
な
個
人
と
し
て
、
民
族
的
―
文
化
的
組
織
の
構
成
員
と

し
て
、
市
民
、
す
な
わ
ち
政
治
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
」
の
三
つ
の

レ
ベ
ル
で
、
平
等
な
保
護
と
尊
重
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（H

aberm
as 1990a: 638/

二
七
八
）
。

　

三
層
構
造
に
お
け
る
普
遍
的
規
範
に
依
拠
し
た
政
治
文
化
と
特
殊
民

族
的
―

文
化
的
生
活
形
式
と
の
区
別
は
、
移
民
の
権
利
を
巡
る
議
論
で

よ
り
鮮
明
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
移
民
は
「
新
し
い
定
住
国
の
政
治

文
化
に
従
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
自
身
の
文
化
的
―

生
活
形

式
を
放
棄
す
る
必
要
は
な
い
」
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に

は
、
「
自
己
決
定
と
い
う
民
主
的
権
利
」
に
は
「
自
己
の
政
治
文
化
を

保
全
す
る
権
利
」
は
含
ま
れ
る
が
、
「
特
権
的
な
文
化
的
生
活
形
式
の

自
己
主
張
を
含
む
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
理
解
が
あ
る
（H

aberm
as 

1990a: 659/

二
九
七
）
。「
民
主
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
人
民
の
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
根
を
も
つ
必
要
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
的
生
活
形
式
の
多
様
性
と
は
別
に
、
共
通
の
政
治
文
化
に
お
け
る

す
べ
て
の
国
家
市
民
の
社
会
化
を
要
求
す
る
」
の
で
あ
る
（H

aberm
as 

1990a: 643/

二
八
二
）
。

　

こ
う
し
た
移
民
の
権
利
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
に
お
け
る
倫
理
的
次
元
の
果
た
す
役
割
を
示
し
て
い
る
。
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
は
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
、
普
遍
的
規
範
に
根
ざ
し
そ
の
解

釈
を
重
ね
る
中
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
政
治
文
化
を
移
民
が
受
け
入
れ
た

な
ら
ば
、
移
民
に
よ
る
新
た
な
生
活
形
式
は
、も
は
や
政
治
文
化
に
と
っ

て
の
「
新
た
な
刺
激
」
と
見
な
さ
れ
る
と
す
る
（H

aberm
as 1990a: 

659/

二
九
七
）
。
新
た
な
生
活
形
式
は
、
政
治
文
化
の
新
た
な
解
釈
を

切
り
開
く
資
源
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
規
範
の
新
た
な
解
釈
を
切
り
開
く

た
め
の
地
平
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
多
様
な
生
活
形
式
を
含
み
込
む

こ
と
は
、
そ
の
社
会
の
政
治
文
化
そ
の
も
の
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
と

言
い
う
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
た
め
の
条
件
と
し
て
「
合
理
化
さ
れ
た
生
活
世
界
」

と
そ
の
具
体
的
形
態
た
る
「
自
発
的
な
生
活
形
式
」
が
必
要
と
な
る
点

は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
自
発
的
な
生
活
形
式
は
、
政
治
文
化
の
裏
地
」

（H
aberm

as 1990c, 94-5/

二
〇
七
）
で
あ
り
、
普
遍
性
に
根
ざ
し
た
政

治
文
化
の
形
成
に
は
、
「
生
活
形
式
と
の
意
図
的
に
は
得
ら
れ
な
い
合

致
」
（H

aberm
as 1988a, 629/

二
六
九
）
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
幸
運

な
合
致
、
す
な
わ
ち
よ
り
討
議
の
可
能
性
に
開
か
れ
た
合
理
的
な
生
活

世
界
こ
そ
が
、
普
遍
性
に
根
ざ
し
た
政
治
文
化
を
支
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に
―
―
「
政
治
的
な
も
の
」
の
合
理
的
な
再
構
成
と
し
て

　

以
上
政
治
理
論
的
な
精
緻
化
を
経
た
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論
を
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検
討
し
た
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
の
は
、
政
治
文
化
を
軸
に
普
遍
的
規
範

と
個
別
的
生
活
形
式
を
媒
介
す
る
社
会
統
合
の
構
想
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
そ
の
理
論
内
に
お
け
る
「
政
治
」
の
契
機
の
強

調
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
「
政
治
」
の
契
機
に
つ
い
て
若
干
の
考

察
を
加
え
る
こ
と
で
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
特
徴
を
示
し
、
本

稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

着
目
す
べ
き
は
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
普
遍
的
規
範
を

解
釈
し
て
い
く
実
践
の
内
、
市
民
が
自
ら
の
手
で
自
覚
的
に
集
合
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
局
面
を
「
政
治
的
」
と
捉
え
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ド
イ
ツ
再
統
一
に
際
し
て
「
共
和
主
義
」
的
契

機
を
強
調
す
る
中
で
顕
著
と
な
る
。
し
か
し
、こ
の
主
張
は
か
つ
て
シ
ュ

ミ
ッ
ト
が
「
政
治
的
な
も
の
」
と
し
て
示
し
た
「
自
ら
の
手
に
よ
る
自

覚
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
」
と
一
見
し
た
と
こ
ろ
論
理
を
同

じ
く
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

に
お
け
る
「
政
治
」
の
契
機
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
を
理
性
的
に
再
構

成
し
た
も
の
と
言
え
る
。
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
構
想
は
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
憲
法
理
論
、
と
り
わ
け
「
政
治
的
な
も
の
」
を
巡
る
議
論
を

独
自
に
捉
え
直
し
た
成
果
と
も
理
解
で
き
る
。

　

確
認
さ
れ
る
べ
き
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
「
政
治
的
な
も
の
」
の

位
置
づ
け
で
あ
る

）
13
（

。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
身
の
『
憲
法
理
論
』
の
中
で

「
法
治
国
家
的
要
素
」
と
「
政
治
的
要
素
」
と
を
峻
別
す
る
（Schm

itt 

1928: 200/

二
四
八
）
。
法
治
国
家
的
要
素
と
は
、
前
政
治
的
な
権
利
（
自

然
権
）
と
し
て
の
人
権
で
あ
り
、
他
方
で
政
治
的
要
素
と
は
「
政
治
的

な
も
の
」
に
他
な
ら
ず
、
現
代
に
お
い
て
は
端
的
に
言
っ
て
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
な
る
。
そ
の
「
政
治
的
な
も
の
」
た
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
そ
こ
に
集
っ
た
人
民
に
よ
るYes/N

o

の
態
度
表

明
を
通
じ
た
意
志
表
示
、
す
な
わ
ち
「
喝
采
」
に
よ
る
「
政
治
的
な
も

の
」
の
提
示
へ
と
還
元
さ
れ
る
（Schm

itt 1928: 243-4/

三
〇
〇
）
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
平
等
な
政
治
参
加
」
を
通
じ

た
人
民
に
よ
る
意
志
表
明
に
「
政
治
的
な
も
の
」
を
見
出
す
点
で
一
致

し
て
い
る
。
両
者
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
通
じ
た
共
同
の
実
践

を
通
じ
て
「
政
治
的
な
も
の
」
は
構
成
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
両
者
が
一

致
す
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
共
同
性
を
人
民

同
胞
（Volksgenossen

）
の
同
質
性
と
し
て
具
体
化
し
、
平
等
な
配
慮

と
い
う
規
範
を
国
民
の
も
つ
共
通
の
出
自
（gleichen nationalen 

H
erkunft

）
と
い
う
事
実
へ
還
元
」
す
る
こ
と
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
政

治
的
意
志
形
成
を
「
人
民
に
よ
る
自
己
肯
定
」
と
見
な
す
点
を
批
判
す

る
（H

aberm
as 1996: 161-2/

一
六
〇
）
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
従
え
ば
、「
共

同
性
」
は
「
自
由
と
平
等
と
を
相
互
に
承
認
し
合
う
市
民
間
の
理
解
に

基
づ
く
、
よ
り
高
度
な
間
主
観
性
と
し
て
」
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（H

aberm
as 1996 : 161/

一
六
〇
）
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
政
治
的

な
も
の
」
を
二
つ
の
点
で
批
判
し
、
修
正
す
る
。
第
一
に
問
題
と
な
る

の
は
、
政
治
的
意
志
形
成
と
は
区
別
さ
れ
た
政
治
的
意
見
形
成
の
領
域
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で
あ
る
。
人
民
に
よ
るYes/N

o

の
意
志
表
明
を
民
族
性
の
発
露
と
み

な
し
、
そ
の
理
性
的
要
素
を
認
め
な
い
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
対
し
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
意
志
形
成
が
不
可
分
に
意
見
形
成
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え

る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
意
志
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
決
断
）
は
「
公

共
的
討
論
」
を
通
じ
た
政
治
的
意
見
形
成
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
と
考

え
る
。
先
の
二
回
路
モ
デ
ル
で
述
べ
た
よ
う
に
、
公
共
圏
で
の
自
由
な

議
論
と
そ
こ
で
の
理
由
の
交
換
・
検
討
を
経
て
形
成
さ
れ
た
公
論
と
の

連
関
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
で
、
政
治
的
意
志
は
単
な
るYes/N

o

の
決

断
に
還
元
さ
れ
な
い
合
理
性
を
も
つ
。
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
に
お

け
る
政
治
文
化
と
は
、
こ
う
し
て
合
理
性
を
担
保
さ
れ
た
政
治
過
程
の

成
果
と
し
て
生
じ
る
。

　

第
二
に
問
題
と
な
る
の
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
「
国
民
（N

ation

）
」

概
念
理
解
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
社
会
契
約
論
的
共
和
主
義
の
伝

統
（
主
に
ル
ソ
ー
）
に
従
い
つ
つ
、
「
人
民
（Volk

）
と
国
民
と
は
民
主

的
共
同
体
と
同
じ
起
源
を
も
つ
市
民
（B

ürgerschaft

）
と
交
換
可
能

な
概
念
」
で
あ
り
、
「
国
家
人
民
（Staatsvolk

）
は
政
治
以
前
の
所
与

で
は
な
い
」
と
す
る
（H

aberm
as 1996: 163/

一
六
二
）
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト

が
国
民
概
念
を
法
治
国
家
的
要
素
と
政
治
的
要
素
の
蝶
番
と
し
て
用
い

（Schm
itt 1928: 231/

二
八
五
）
、
そ
の
憲
法
秩
序
の
基
礎
に
据
え
る
の

に
対
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
『
公
共
的
な
自
由
の
原
則
の
下
で
生
き
る
』

根
源
的
権
利
の
行
使
を
共
同
で
決
定
し
、
自
由
で
平
等
な
法
仲
間
の
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
創
設
す
る
」
（H

aberm
as 1996: 163/

一
六
二
）
と

い
う
契
機
こ
そ
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
同
じ
法
を

享
受
す
る
市
民
が
政
治
的
に
構
成
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
法
を
共
同

で
制
定
す
る
市
民
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
市
民
と
は
そ
れ
以
前
の
「
共

通
の
出
自
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
か
ら
す
れ
ば
、
（
前
政
治
的
権
利
と
し
て
の
）
人
権
と

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
峻
別
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
戦
略
は
根
本
的
に

誤
っ
て
お
り
、
両
者
は
等
根
源
的
関
係
に
あ
る
。
人
権
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

（
人
民
主
権
）
と
の
間
に
は
互
い
が
互
い
を
前
提
し
合
う
関
係
が
あ
る
。

法
制
定
を
通
じ
た
権
利
の
生
成
に
よ
っ
て
「
市
民
と
し
て
の
地
位
」
が

生
ま
れ
、
そ
う
し
た
地
位
を
保
持
す
る
こ
と
で
市
民
は
法
を
制
定
し
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
政
治
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
営
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
「
政
治
的
な
も
の
」
の
合
理
的
な
再
構
成
と
し
て
、
憲
法

パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論
は
構
想
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
政
治
的

意
志
の
現
れ
と
し
て
所
与
の
民
族
性
に
依
拠
し
た
の
に
対
し
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
は
政
治
的
意
志
が
政
治
的
意
見
形
成
を
伴
う
こ
と
を
示
し
、

決
断
に
還
元
さ
れ
な
い
合
理
性
と
そ
の
中
で
成
立
す
る
人
権
と
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
等
根
源
的
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ

ム
の
軸
た
る
政
治
文
化
は
、
政
治
過
程
を
通
じ
て
市
民
に
よ
っ
て
自
覚

的
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
政
治
以
前
の
所
与
」
か
ら
解
放
さ
れ
た

合
理
的
な
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
礎
と
な
る
。

 

（
た
ば
た
・
し
ん
い
ち
／
政
治
理
論
、
政
治
思
想
）
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注（
1
） 

同
様
の
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、M

arkell 

（2000

）
を
参
照
。

（
2
） 
同
様
の
指
摘
と
し
て
、C

ronin 

（2003: 9

）
、M

üller 

（2007: 31-2

）
を

参
照
。

（
3
） 

市
民
的
不
服
従
論
で
の
民
主
的
法
治
国
家
論
に
つ
い
て
は
、
西
永
（
二
〇

〇
二
）
も
参
照
。

（
4
） も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
政
治
文
化
が
自
覚
的
な
政
治
的
決
定
を
通
じ
て
形

成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
当
然
「
政
治
的
決
定
過
程
の
閾
下
を
流
れ
る
」

領
域
で
の
規
範
的
枠
組
み
の
転
換
に
よ
っ
て
も
政
治
文
化
は
形
成
さ
れ
、

両
者
の
共
同
作
業
の
中
で
政
治
文
化
は
生
成
さ
れ
る
。

（
5
） 

シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
構
想
に
つ
い
て
はSternberger 

（1990

）
を

参
照
。
ま
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
構
想
と
の
相
違
は
、M

üller 

（2007: 
chap. 1

）
を
参
照
。

（
6
） 

パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
田
畑
（
二

〇
一
三
）
を
参
照
。

（
7
） 

政
治
文
化
の
果
た
す
こ
う
し
た
媒
介
機
能
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
（
二
〇
〇

八
）
、
毛
利
（
二
〇
〇
二
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
毛
利
は
こ
う

し
た
政
治
文
化
の
役
割
を
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
重
な
り
合
う
合
意
』

理
論
に
類
似
し
て
い
る
」（
五
五
）
と
指
摘
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
理
に
適
っ

た
多
元
性
の
事
実
に
依
拠
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
「
政
治
」
理
解
を
支
え
る
源
泉
と
し
て
後
期
ロ
ー
ル
ズ
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
認
知
的
側
面
よ
り
ロ
ー

ル
ズ
を
批
判
し
て
お
り
、
政
治
的
意
見
形
成
の
も
つ
合
理
性
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
の
評
価
に
お
い
て
も
異
な
る
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
8
） 

一
九
八
〇
年
代
の
討
議
倫
理
学
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
日
暮
（
二
〇
〇
八
）

を
参
照
。

（
9
） 「
法
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
た
社
会
統
合
」
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
田
畑
（
二

〇
一
一
）
を
参
照
。

（
10
） ド
イ
ツ
再
統
一
を
巡
る
ド
イ
ツ
国
内
の
論
争
状
況
に
つ
い
て
は
、
三
島
（
二

〇
〇
六
）
を
参
照
。

（
11
） 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
へ
ド
イ
ツ
再
統
一
が
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
い
く

つ
か
の
解
釈
が
あ
る
。
否
定
的
な
解
釈
と
し
て
は
現
に
あ
る
社
会
主
義
の

崩
壊
に
伴
う
あ
る
種
の
転
向
と
み
る
解
釈
が
あ
る
（Scheuerm

an 
1999

）
。
他
方
で
、
一
九
八
八
年
ま
で
に
『
事
実
性
と
妥
当
』
の
草
稿
が

完
成
し
て
い
た
こ
と
や
理
論
的
展
開
の
内
的
一
貫
性
か
ら
転
回
と
す
る
理

解
を
否
定
す
る
解
釈
も
あ
る
（Specter 2010, 

田
畑 

二
〇
一
一
）
。
本
稿
は
、

後
者
の
視
点
に
立
ち
つ
つ
も
、
再
統
一
を
契
機
と
し
て
顕
著
と
な
っ
た
特

徴
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
12
） ド
イ
ツ
再
統
一
の
際
に
強
調
さ
れ
た
「
共
和
主
義
」
的
契
機
も
決
し
て
共

同
体
主
義
が
主
張
す
る
倫
理
的
な
も
の
へ
の
同
一
化
で
は
な
く
、
政
治
的

自
律
の
達
成
と
い
う
点
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
13
） 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
「
政
治
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
は
、Schm

itt 

（1932

）

も
参
照
。
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ー
マ
ス
と

ホ
ネ
ッ
ト
』
勁
草
書
房
。

牧
野
正
義
、
二
〇
〇
八
、
「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
―
―
憲

法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論
を
中
心
に
―
―
」『
西
日
本
哲
学
年
報
』
第
十
六
号
。

三
島
憲
一
、
二
〇
〇
六
、
『
現
代
ド
イ
ツ
―
―
統
一
後
の
知
的
軌
跡
―
―
』
岩

波
新
書
。

毛
利
透
、
二
〇
〇
二
、
『
民
主
政
の
規
範
理
論
―
―
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム

は
可
能
か
』
勁
草
書
房
。

［
謝 

辞
］
本
稿
は
、
第
三
六
回
社
会
思
想
史
学
会
で
の
報
告
「
J
・
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
に
お
け
る
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
論
の
変
遷
―
―
ド
イ
ツ
統
一
を

巡
る
論
争
を
中
心
に
―
―
」
（
自
由
論
題
報
告
）
を
基
に
し
て
い
る
。
報
告

に
際
し
て
は
、
司
会
の
別
所
良
美
先
生
を
は
じ
め
、
参
加
者
か
ら
多
く
の

有
意
義
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
。
ま
た
二
人
の
匿
名
査
読
者
か
ら
も
、

改
稿
の
指
針
と
な
る
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
政
治
文
化
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
、
政
治
的
な
も
の
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書
評　

『
征
服
と
自
由 

 
 

―
―
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
思
想
と
ル
ネ
サ
ン
ス
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

』

（
鹿
子
生
浩
輝
著
、
風
行
社
、
二
〇
一
三
年
）

厚
見
恵
一
郎

　

政
治
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
君
主
論
』
／
『
リ

ウ
ィ
ウ
ス
論
』
問
題
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
『
統
治
論
』
／
『
人
間
知

性
論
』
問
題
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
／
『
道
徳
感
情
論
』
問

題
と
と
も
に
、
思
想
内
容
の
整
合
性
を
め
ぐ
る
論
争
の
的
に
な
っ
て
き
た
。

そ
の
理
由
の
一
端
は
、
こ
の
問
題
が
た
ん
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
解
釈
の
問

題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
統
治
と
自
由
、
権
力
と
公
共
性
、
立
法
者
と
法
、

武
力
と
政
治
参
加
、
と
い
っ
た
重
要
な
二
項
関
係
を
想
起
さ
せ
る
点
に
も

あ
る
で
あ
ろ
う
。
く
わ
え
て
、
思
想
史
上
古
典
と
呼
ば
れ
る
書
物
の
多
く

が
、
同
時
代
へ
の
応
答
と
同
時
代
の
超
越
と
い
う
両
要
素
を
あ
わ
せ
持
つ

こ
と
か
ら
来
る
問
題
が
、
す
な
わ
ち
思
想
家
の
意
図
（
の
時
間
的
射
程
）

を
ど
こ
に
見
い
だ
す
か
と
い
う
問
題
が
、
そ
こ
に
か
ら
ん
で
く
る
。

　

本
書
は
、
両
著
作
の
ど
ち
ら
か
の
基
底
性
を
強
調
し
た
り
、
両
著
作
を

別
々
の
思
想
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
い
た
り
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
距

離
を
取
り
つ
つ
、
両
著
作
を
整
合
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
。

そ
の
際
の
足
場
は
、
当
時
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
と
り
ま
く
政
治
史
的
状
況

に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
な
都
市
共
和
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
軸
と
し
た

メ
デ
ィ
チ
諸
国
連
合
に
よ
っ
て
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
に
古
代
ロ
ー
マ
的
な
覇

権
を
構
築
す
る
と
い
う
目
標
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
理
論
的
意
図
と
実
践

的
意
図
の
双
方
を
定
位
す
る
こ
と
で
、
両
著
作
は
統
合
し
う
る
と
本
書
は

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
『
君
主
論
』
の
助
言
の
特
異
性
は
、
新
君
主
国
と

い
う
対
象
の
特
殊
性
と
被
征
服
地
域
の
悪
し
き
性
質
と
い
う
限
定
的
性
格

に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
限
定
的
性
格
は
、
メ
デ
ィ
チ
家

と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
史
的
状
況
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
『
君
主
論
』

の
当
初
の
名
宛
人
で
あ
っ
た
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
と
後
の
名
宛
人
で
あ
る
小
ロ

レ
ン
ツ
ォ
が
「
新
君
主
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
う
る
の
は
、
祖
国

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
新
君
主
と
し
て
で
は
な
く
、
教
皇
の
好
意
に
よ
っ
て
獲

得
し
た
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
以
北
の
教
皇
領
諸
国
の
新
君
主
と
し
て
で
あ
り
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
拡
大
の
際
の
新
領
土
の
新
君
主
と
し
て
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
従
来
の
研
究
で
は
し
ば
し
ば
近
代
国
家
を
指
す
用
法
の
萌
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芽
と
さ
れ
る
ス
タ
ー
トstato

の
語
や
、『
君
主
論
』
末
尾
の
有
名
な
「
イ

タ
リ
ア
解
放
の
勧
め
」
も
、
実
質
的
に
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
を
中
心

と
し
た
一
つ
の
帝
国
的
な
複
合
国
家
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
支
配
の
勧
め
を
意

味
す
る
と
説
明
さ
れ
る
。
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
は
、
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

が
採
用
す
べ
き
短
中
期
的
な
実
践
的
政
治
指
針
と
し
て
拡
大
型
の
古
代

ロ
ー
マ
共
和
国
の
模
倣
を
勧
め
る
た
め
に
こ
そ
執
筆
さ
れ
た
書
物
で
あ
っ

て
、
拡
大
型
共
和
国
自
体
の
長
期
的
な
政
治
理
論
と
し
て
の
可
能
性
や
限

界
の
問
題
は
、「
同
時
代
人
に
と
っ
て
は
、
実
践
的
に
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
」

で
あ
る
。

　

本
書
の
こ
う
し
た
テ
ー
ゼ
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
先
行
研
究
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
理
解
や
テ
ク
ス
ト
理
解
へ
の
挑
戦
を
含
ん
で
い
る
。
十
五
世
紀
末

か
ら
十
六
世
紀
初
頭
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、

共
和
制
と
君
主
制
と
の
往
復
の
中
で
共
和
制
の
「
最
後
の
残
存
」
を
示
し

て
い
た
と
い
う
ス
キ
ナ
ー
の
主
張
に
対
抗
す
る
か
た
ち
で
、
本
書
は
、
当

時
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
な
お
共
和
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
圧
倒
的
な
支
配
下

に
あ
っ
た
と
み
る
。
争
点
は
君
主
制
か
共
和
制
か
で
は
な
く
、
貴
族
政
的

共
和
制
か
民
主
政
的
共
和
制
か
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
意
図
は
ロ
ー
マ
を
モ
デ
ル
と
し
た
拡
大
型
の
民
主
政
的
共
和

制
の
確
立
に
あ
っ
た
と
す
る
。
本
書
の
こ
う
し
た
立
場
は
、
『
リ
ウ
ィ
ウ

ス
論
』
第
一
巻
第
十
八
章
や
『
君
主
論
』
第
九
章
（
市
民
型
君
主
国
）
を
、

共
和
政
体
の
外
皮
を
通
じ
た
絶
対
的
君
主
制
へ
の
「
上
昇
」
を
示
唆
す
る

も
の
と
み
な
す
解
釈
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
共
和
的
元
首
ア
ウ
グ
ス

ト
ゥ
ス
の
御
用
学
者
と
し
て
の
リ
ウ
ィ
ウ
ス
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
共
和
政

の
擁
護
者
と
し
て
の
リ
ウ
ィ
ウ
ス
こ
そ
、
本
書
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
モ

デ
ル
で
あ
る
。
こ
う
し
た
本
書
の
「
挑
戦
」
に
対
し
て
は
、
異
論
も
あ
る

で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
採
用
す
べ
き
政
策
提
言
と
い
う
観
点

か
ら
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
短
期
的
視
座
と
中
長
期
的
視
座
を
区
別
し
つ

つ
、
書
簡
や
他
の
人
文
主
義
者
た
ち
の
著
作
の
み
な
ら
ず
膨
大
な
二
次
研

究
文
献
へ
の
参
照
を
も
ふ
ま
え
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
二
大
著
作
の
本
文
と

内
容
的
に
連
関
さ
せ
て
い
く
本
書
の
論
旨
展
開
に
は
、
政
治
史
学
的
な
説

得
力
が
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
テ
ク
ス
ト
本
文
の
精
緻
な
読
解
と
、

そ
の
政
治
史
的
背
景
へ
の
詳
細
な
目
配
り
、
お
よ
び
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
コ

ン
テ
ク
ス
ト
理
解
と
を
結
合
し
た
点
で
、
本
書
は
、
諸
学
科
が
参
入
し
て

は
い
る
が
有
益
に
相
互
反
応
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
現
在
の
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
研
究
界
に
、
政
治
史
学
と
政
治
思
想
学
の
交
差
の
立
場
か
ら
貴

重
な
貢
献
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
は
い
え
評
者
か
ら
す
れ
ば
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
選
定
の
基
準
を
専
ら
同

時
代
的
争
点
と
テ
ク
ス
ト
と
の
対
応
に
置
く
本
書
の
基
本
的
視
座
に
つ
い

て
、
若
干
の
疑
問
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
評
者
に
は
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
著
作
の
複
雑
さ
は
、
純
理
論
的
要
素
と
時
代
状
況
的
要
素
を

明
確
に
区
分
す
る
こ
と
の
難
し
さ
、
そ
し
て
、
政
策
的
考
察
の
中
に
潜
む

一
般
的
テ
ー
ゼ
の
解
読
の
難
し
さ
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

二
つ
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
一
つ
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
想
定
す
る
新
君

主
（
国
）
の
理
論
的
射
程
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
国
の
世
俗
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

　

一
つ
め
か
ら
論
じ
よ
う
。
本
書
第
二
章
は
、
『
君
主
論
』
の
構
造
と
意

図
の
集
中
的
解
明
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。と
く
に
本
書
第
二
章
第
四
節
「
新
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た
し
か
に
、『
君
主
論
』
第
六
章
と
第
八
章
に
お
け
る
新
君
主
の
評
価
は
、

章
間
で
、
ま
た
同
一
章
内
で
も
、
揺
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
み
ず
か

ら
の
力
量
に
よ
る
新
君
主
へ
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
評
価
基
準
は
、
「
野

蛮
な
残
虐
さ
と
非
人
間
性
」
の
有
無
な
の
か
、
「
同
胞
市
民
」
を
傷
つ
け

た
か
否
か
な
の
か
、
残
虐
な
行
為
を
徐
々
に
や
る
か
一
気
に
や
る
か
な
の

か
、
権
力
獲
得
以
前
の
領
土
の
荒
廃
度
に
左
右
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
あ

る
い
は
権
力
獲
得
の
際
の
公
的
動
機
の
有
無
な
の
か
。
本
書
は
動
機
の
公

共
性
を
重
視
す
る
が
、
評
者
と
し
て
は
む
し
ろ
、
「
古
来
称
賛
を
博
し
た

人
物
中
最
も
称
賛
さ
る
べ
き
は
宗
教
の
創
設
者
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に

続
く
べ
き
は
王
国
や
共
和
国
の
創
設
者
で
あ
る
」
（
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第
一

巻
第
一
〇
章
）
と
い
う
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
自
身
の
言
明
の
観
点
に
立
っ
て
、

旧
秩
序
の
破
壊
の
徹
底
性
、
お
よ
び
導
入
し
た
新
秩
序
の
永
続
性
を
も
っ

て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
る
新
君
主
評
価
の
基
準
と
解
釈
す
る
。
『
君

主
論
』
第
一
章
に
お
け
る
分
類
に
し
た
が
う
と
、
第
六
章
以
下
は
「
全
面

的
に
新
し
い
君
主
国
」principati al tutto nuovi

の
考
察
と
な
っ
て
い

る
が
、
第
六
章
で
登
場
す
る
モ
ー
セ
、
キ
ュ
ロ
ス
、
ロ
ム
ル
ス
、
テ
セ
ウ

ス
、
そ
し
て
ヒ
エ
ロ
ン
は
、
旧
来
の
秩
序
を
徹
底
的
に
消
滅
さ
せ
て
新
し

い
制
度
を
組
織
し
た
「
甚
だ
し
く
偉
大
な
例
」grandissim

i esem
pli

「
大

変
な
力
量tanta virtù

の
持
ち
ぬ
し
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
一
私

人
が
僥
倖
に
よ
っ
て
領
土
を
与
え
ら
れ
て
初
め
て
君
主
と
な
っ
た
と
い
う

意
味
で
の
「
全
面
的
に
新
し
い
君
主
国
」
の
範
囲
を
超
え
出
て
お
り
、
徹

底
し
た
改
革
者innovatore

と
し
て
む
し
ろ
新
秩
序
や
様
態nuovi 

ordini e m
odi

の
創
設
者
と
す
ら
い
い
う
る
例
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
領

土
や
支
配
権
を
新
た
に
「
獲
得
」acquisire

し
た
だ
け
で
な
く
、
領
土

た
な
君
主
類
型
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
」
は
、
『
君
主
論
』
第
八
章
と
第
九
章

の
君
主
類
型
論
―
―
非
道
な
方
法
に
よ
る
新
君
主
と
市
民
の
支
持
に
よ
る

新
君
主
―
―
の
分
析
を
通
じ
て
、
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
対
外
的
征
服
と

対
内
的
自
由
統
治
と
の
関
係
を
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
よ
る
他
の
諸
都
市
の

統
治
と
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
内
部
統
治
と
の
政
治
史
的
関
連
へ
と
結
び

つ
け
、
あ
わ
せ
て
『
君
主
論
』
と
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
の
整
合
的
結
節
点

を
示
そ
う
と
す
る
、
本
書
の
構
成
上
も
重
要
な
核
と
な
る
部
分
の
一
つ
で

あ
る
。
自
己
の
力
量
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
君
主
を
分
類
し
た
『
君
主

論
』
第
六
章
と
第
七
章
の
後
で
、
同
じ
基
準
に
よ
る
分
類
が
第
八
章
と
第

九
章
で
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
っ
て
、
第

六
章
の
力
量
あ
る
君
主
（
ロ
ム
ル
ス
や
モ
ー
セ
）
が
称
賛
さ
れ
、
第
八
章
の

力
量
あ
る
君
主
（
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
）
が
非
難
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

本
書
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
第
六
章
と
第
七
章
の
一
般
論
は
、
第
八
章
と
第

九
章
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
メ
デ
ィ
チ
家
の
権
力
獲
得
様
態
に
合

わ
せ
た
歴
史
的
具
体
的
状
況
へ
と
落
と
し
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
六
章
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
が
力
量
や
武
力
の
意
味
合
い
を
強
く
持
つ
の
に
対

し
て
、
第
八
章
の
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
が
公
的
美
徳
の
意
味
合
い
を
強
く
持
っ
て

い
る
の
は
、
第
八
章
と
第
九
章
が
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
共
和
主
義
的
自

由
を
保
持
す
る
君
主
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

第
六
章
に
お
け
る
称
賛
と
第
八
章
に
お
け
る
非
難
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、

「
自
ら
の
民
全
体
に
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
善
良
な
動
機
な
い
し
目
的

が
あ
っ
た
か
否
か
」
が
両
者
を
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の

こ
と
も
ま
た
、
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
自
由
を
守
る
君
主
の
公
共
性
の
問

題
へ
と
政
治
史
的
に
絞
り
込
ま
れ
る
。
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放
棄
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

人
文
主
義
者
た
ち
と
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
の
相
違
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

が
「
祖
国
愛
＝
現
世
的
価
値
」
と
「
魂
の
救
済
＝
超
越
的
価
値
」
と
の
両

立
不
可
能
性
を
鋭
く
自
覚
し
て
い
た
点
で
あ
ろ
う
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が

執
筆
と
実
生
活
に
お
い
て
、
（
死
の
瞬
間
は
と
も
か
く
）
生
涯
に
わ
た
る
態

度
全
般
と
し
て
は
現
世
的
価
値
の
ほ
う
を
選
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
近
年
、
超
越
を
否
定
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
主
張
を
、
彼
自
身
の

心
的
態
度
に
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
や
ル
ネ
サ
ン
ス
の

占
星
術
的
宇
宙
論
の
影
響
と
い
う
文
脈
で
論
じ
る
研
究
が
注
目
さ
れ
て
い

る
）
1
（

。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
詩
や
手
稿
に
見
い
だ
さ
れ
る
哲
学
的
思
索
の
痕

跡
を
た
ど
る
作
業
が
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
哲
学
（
的
意
図
）
の
考
察
へ
と
、

研
究
を
向
か
わ
せ
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　

本
書
は
、
『
君
主
論
』
／
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
問
題
に
政
治
史
的
観
点

か
ら
す
る
テ
ク
ス
ト
読
解
を
通
じ
て
一
つ
の
解
答
を
与
え
た
点
で
、
大
き

な
価
値
が
あ
る
。
し
か
し
同
問
題
は
、
政
治
哲
学
的
に
は
な
お
未
解
決
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
（
1
）A

nthony J. Parel, T
he M

achiavellian C
osm

os, Yale U
niversity 

P
ress, 1992; A

lison
 B

row
n

,  T
he R

etu
rn

 of L
u

cretiu
s to 

R
enaissance Florence, H

arvard U
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（
あ
つ
み
・
け
い
い
ち
ろ
う
／
政
治
思
想
・
政
治
思
想
史
）

を
長
き
に
わ
た
っ
て
秩
序
づ
け
る
法
制
度
そ
の
も
の
を
「
創
設
」

fondare

し
た
の
で
あ
る
。
「
同
胞
市
民
の
自
由
の
尊
重
」
と
い
う
公
共

性
の
有
無
を
超
え
、
そ
う
し
た
公
共
性
を
画
定
す
る
法
秩
序
そ
の
も
の
を

新
設
す
る
「
完
全
に
新
し
い
君
主
」
像
が
、
す
な
わ
ち
、
公
的
自
由
の
敵

味
方
を
判
別
す
る
最
初
の
基
準
た
る
共
和
政
ロ
ー
マ
そ
の
も
の
の
暴
力
的

創
設
を
な
し
た
新
君
主
像
が
、
こ
こ
に
ひ
そ
か
に
す
べ
り
込
ま
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
語
法
に
よ
れ
ば
素
材
＝
質
料

m
ateria

に
形
式
＝
形
相form

a

を
与
え
る
超
人
的
立
法
者
で
あ
り
、
そ

こ
に
描
か
れ
る
ロ
ー
マ
は
古
代
ロ
ー
マ
の
再
興
で
は
な
く
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
ロ
ー
マ
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
改
革
は
軍
備
な

く
し
て
は
持
続
し
え
な
い
が
、
改
革
者
＝
新
秩
序
創
設
者
の
力
量
の
根
幹

は
、
秩
序
維
持
の
た
め
の
卓
越
し
た
軍
事
力
と
い
う
よ
り
も
、
創
設
時
の

「
精
神
の
力
量
」virtù dello anim

o

の
大
き
さ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
六
章
に
登
場
し
た
素
材
／
形
式
と
い
う
哲
学
用
語
と
、
モ
ー
セ
、
キ
ュ

ロ
ス
、
テ
セ
ウ
ス
の
名
と
が
、
『
君
主
論
』
最
終
章
に
お
い
て
再
登
場
し

て
い
る
事
実
、
し
か
し
、
同
じ
最
終
章
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
の
創
設
者
ロ

ム
ル
ス
と
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
僭
主
ヒ
エ
ロ
ン
の
名
は
抜
け
落
ち
て
い
る
と

い
う
事
実
。
こ
の
二
つ
の
事
実
は
、
ロ
ー
マ
の
再
興
を
待
望
し
つ
つ
も
そ

の
再
興
を
眼
前
の
ト
ス
カ
ー
ナ
に
お
け
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
的
覇
権

に
収
斂
さ
せ
る
こ
と
を
留
保
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
姿
勢
、
な
い
し
は

彼
の
哲
学
的
意
図
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
は
い

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

二
つ
め
の
例
は
、
本
書
四
一
二
―
四
一
七
頁
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
、

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
「
宗
教
の
世
俗
的
利
用
」
と
「
魂
の
救
済
の
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の
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
ス
ミ
ス
が
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
第

九
章
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
主
体
の
発
見
」
と
終
章
「
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
と
統
治
―
―
結
語
に
代
え
て
」
の
み
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
本
書
の
中
核
を
な
す
の
は
、
ス
ミ
ス
の
「
近
代
性
の
根
源
」
を

思
想
史
的
に
遡
及
す
る
第
一
章
～
第
八
章
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
最
終
二
章

で
は
、
先
行
諸
章
を
受
け
た
著
者
独
自
の
ス
ミ
ス
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

さ
て
、
著
者
が
い
う
「
ス
ミ
ス
の
近
代
性
」
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、

政
治
社
会
と
区
分
さ
れ
る
「
経
済
社
会
と
市
場
の
発
見
」
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
「
な
ぜ
経
済
社
会
は
ス
ミ
ス
と
い
う
特
定
の
思
想
家
に
よ
っ
て
見
出

さ
れ
た
の
か
」
を
問
う
こ
と
が
、
本
書
の
課
題
と
な
る
（
三
―
四
頁
）
。
「
経

済
学
の
学
問
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
確
立
の
前
提
」
は
、
ス
ミ
ス
に
お
け

る
経
済
社
会
（
市
場
）
の
自
律
性
の
発
見
に
あ
る
と
し
て
、
著
者
は
、
ス

ミ
ス
に
お
け
る
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
画
期
性
を
解
明
す
る
の
に
必
要

な
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
、
第
一
章
以
下
で
順
次
と
り
あ
げ
て
考
察
す
る
。
そ
れ

を
大
胆
に
整
理
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
の
「
自
由
観
」
、
統
治
学
と
経
済
（
商
業
）

論
、
そ
し
て
文
明
社
会
史
観
と
い
う
、
相
互
に
関
連
す
る
三
つ
の
テ
ー
マ

に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
の
テ
ー
マ
は
、
国
制
を
め
ぐ
る
「
自
治
と
し
て
の
自
由
」
と
近
代

社
会
に
お
け
る
個
人
の
主
体
的
「
自
由
」
と
い
う
、
二
つ
の
側
面
か
ら
論

じ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
国
制
の
「
自
由
」
＝
「
自
治
」
問
題
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ブ
ナ
ン
ト
が
関
与
し
た
常
備
軍
論
争
（
第
一
章
）
と
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
北
米
植
民
地
論
（
第
二
章
）
で
あ
る
。
十
七
世
紀
末
に
イ
ン

　

書
評　

『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
近
代
性
の
根
源 

 
 

―
―
市
場
は
な
ぜ
見
出
さ
れ
た
の
か

』

（
野
原
慎
司
著
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）

渡
辺
恵
一

　

本
書
は
、
近
年
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
見
せ
て
い
る
若
手
研
究
者
の
初
め

て
の
著
作
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
が
、

「
加
筆
・
修
正
」
さ
れ
た
冒
頭
二
章
を
除
く
本
書
の
大
半
は
、
「
序
」
の
部

分
を
含
め
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
論
考
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

タ
イ
ト
ル
か
ら
受
け
と
る
印
象
で
は
、
本
書
は
ス
ミ
ス
単
独
の
研
究
書
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グ
ラ
ン
ド
で
活
躍
し
た
ダ
ブ
ナ
ン
ト
は
、
従
来
「
重
商
主
義
者
」
と
し
て

扱
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
ダ
ブ
ナ
ン
ト
の
常
備
軍
批
判
に
「
共
和
主
義
」

の
言
説
を
剔
出
し
た
の
は
ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
し
か
し
著

者
に
よ
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
ダ
ブ
ナ
ン
ト
は
、
デ
フ
ォ
ー
の
常
備
軍
論
を
批

判
す
る
に
際
し
て
民
兵
擁
護
論
の
立
場
か
ら
共
和
主
義
の
言
説
を
用
い
て

い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
批
判
の
論
拠
は
、
「
古
来
の
自
由
な
国
制
」
論

を
前
提
と
す
る
ト
レ
ン
チ
ャ
ー
ド
の
民
兵
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
と
い

う
の
は
、
「
軍
事
革
命
」
と
「
フ
ラ
ン
ス
の
脅
威
」
と
い
う
当
時
の
時
代

状
況
を
反
映
し
て
、
「
ダ
ブ
ナ
ン
ト
の
共
和
主
義
は
商
業
社
会
に
適
合
的

な
も
の
へ
と
変
化
し
た
」
（
五
七
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
陸
軍
で
は
な
く
海

軍
力
を
中
心
と
す
る
ダ
ブ
ナ
ン
ト
の
国
制
の
「
自
由
」
論
に
、
著
者
は
、

い
わ
ゆ
る
十
七
世
紀
常
備
軍
論
争
の
枠
組
み
を
超
え
る
新
し
い
共
和
主
義

の
胎
動
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
ダ
ブ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
求
め
る

「
徳
」
も
、
民
兵
論
者
の
軍
事
的
な
も
の
か
ら
「
自
ら
の
商
売
に
励
む
と

い
う
商
業
社
会
的
徳
」
に
変
化
し
た
と
す
る
（
五
五
頁
）
。
ま
た
、
ダ
ブ

ナ
ン
ト
の
北
米
植
民
地
論
を
「
帝
国
と
自
由
」
と
い
う
（
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
以
来
の
）
観
点
か
ら
分
析
し
た
第
二
章
も
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究

で
あ
り
、
帝
国
支
配
の
な
か
で
北
米
植
民
地
の
「
自
治
」
を
確
保
し
よ
う

と
し
た
ダ
ブ
ナ
ン
ト
の
構
想
に
、
著
者
は
、
「
共
和
主
義
」
的
な
国
制
の

自
由
の
系
譜
を
読
み
と
る
。

　

政
治
社
会
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
経
済
社
会
」
（
市
場
）
が
発
見
さ
れ
る

た
め
に
は
、
国
制
の
安
定
（
自
治
と
し
て
の
自
由
）
と
と
も
に
、
そ
こ
に
住

ま
う
個
人
の
「
勤
労
を
基
盤
と
し
た
」
「
自
由
」
が
考
察
の
対
象
と
な
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ス
ミ
ス
の
「
自

由
観
」
に
は
、
自
然
法
学
が
論
じ
る
消
極
的
自
由
（
政
府
の
介
入
か
ら
の
自

由
）
と
共
和
主
義
の
伝
統
に
属
す
る
「
積
極
的
自
由
」
（
政
府
へ
の
参
与
へ

の
自
由
）
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
両
者
の
（
政
治
的
）
自
由
概
念
を
超

え
る
「
第
三
の
自
由
」
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ス
ミ
ス
経
済
学
の
「
自
然
的
自
由
」
と
は
、
こ
の
第
三
の
「
個
々
人
が
経

済
行
為
を
行
う
自
立
的
主
体
と
し
て
の
自
由
」
で
あ
る
（
二
三
―
六
頁
、

二
六
〇
―
六
一
頁
）
。
第
五
章
「
初
期
近
代
に
お
け
る
利
己
心
論
の
系
譜
」

と
第
六
章
「
政
治
社
会
と
個
人
の
葛
藤
―
―
自
由
の
基
礎
を
め
ぐ
っ
て
」

は
、
著
者
が
提
起
し
た
「
第
三
の
自
由
」
の
成
熟
過
程
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
利

己
心
」
と
「
勤
労
を
基
盤
と
す
る
自
由
の
エ
ー
ト
ス
」
に
焦
点
を
あ
わ
せ

て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
骨
格
を
な
す
第
二
の
テ
ー
マ
の
鍵
と
な
る
人
物
は
、
ジ
ャ
ン
・

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ム
ロ
ン
で
あ
る
。
彼
の
『
商
業
に
つ
い
て
の
政
治
的
試
論
』

―
―
使
用
さ
れ
る
の
は
第
二
版
の
増
補
版
（1736

）
―
―
は
、
「
征
服
か

防
衛
か
」
と
い
う
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
ア
ポ
リ
ア
を
、「
国
内
統
治
に
よ
っ

て
商
業
に
よ
る
繁
栄
を
目
指
す
」
「
統
治
の
学
」
の
構
築
に
よ
っ
て
乗
り

越
え
た
最
初
の
著
作
と
し
て
、
ス
ミ
ス
経
済
学
へ
の
強
い
影
響
が
指
摘
さ

れ
る
（
第
三
章
「
統
治
学
と
商
業
の
精
神
」
）
。
と
こ
ろ
で
、
ス
ミ
ス
経
済
学

が
分
業
の
考
察
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
が
、
つ
づ
く
第
四
章

で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
分
業
論
は
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ス
ミ
ス

以
前
の
自
然
法
学
に
至
る
議
論
の
な
か
で
、
「
位
階
秩
序
と
権
力
と
道
徳

論
と
の
…
…
理
論
的
複
合
体
」
（
一
一
六
頁
）
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
共
通
善
を
体
現
す
る
少
数
者
に
よ
る
私
的
善
（
私
利
）
の
領

域
に
と
ど
ま
る
大
衆
支
配
と
い
う
「
位
階
秩
序
」
が
、
ス
ミ
ス
以
前
の
分
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明
社
会
の
自
然
史
」
へ
と
発
展
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

「
序
」
に
お
い
て
著
者
は
、
本
書
が
、
専
門
諸
領
域
を
横
断
す
る
学
際

的
研
究
で
あ
る
こ
と
を
唱
っ
て
い
る
。
ま
た
本
書
の
特
色
を
な
す
英
仏
の

古
典
か
ら
の
博
引
旁
証
は
、
著
者
の
並
々
な
ら
ぬ
博
識
と
力
量
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
評
者
が
本
書
の
内
容
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
理
解
し
、
ま

た
限
ら
れ
た
紙
数
で
ど
れ
だ
け
適
切
に
そ
の
論
旨
を
要
約
し
え
た
の
か
、

は
な
は
だ
心
許
な
い
限
り
で
あ
る
が
、
以
下
、
ス
ミ
ス
研
究
に
か
か
わ
る

論
点
に
限
定
し
て
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。

　

第
一
に
、
ま
ず
は
形
式
的
な
こ
と
に
及
ぶ
が
、
文
章
の
推
敲
が
全
般
的

に
不
十
分
で
あ
る
。
脱
字
や
不
自
然
な
記
述
が
散
見
さ
れ
る
の
は
残
念
で

あ
る
。
ま
た
、
原
典
か
ら
の
引
用
文
の
一
部
に
、
誤
訳
や
文
意
が
読
み
取

り
に
く
い
箇
所
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
各
植
民
地
は
、
委
員
会
に
植
民
地

の
実
情
を
報
告
さ
せ
る
」（
七
三
頁
）
と
い
う
要
約
箇
所
は
、
原
文
で
は
「
各

植
民
地
は
、
委
員
会
に
植
民
地
の
実
情
を
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
」

で
あ
り
、
同
じ
く
後
出
の
ダ
ブ
ナ
ン
ト
か
ら
の
引
用
文
（
八
〇
頁
）
も
、

最
初
の
「
中
略
」
以
下
の
文
意
が
不
明
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
ス
ミ
ス
の
未
開
―

文
明
論
に
つ
い
て
著
者
は
、「
狩
猟
、
遊
牧
、

農
業
の
各
社
会
を
未
開
状
態
と
し
て
、
商
業
社
会
…
…
を
文
明
社
会
と
す

る
」
と
整
理
し
て
い
る
（
一
〇
頁
）
。
し
か
し
例
え
ば
、
「
製
造
業
の
改
良

と
対
外
商
業
の
拡
大
に
先
だ
つ
農
業
の
粗
野
な
状
態
」
（
水
田
洋
監
訳
『
国

富
論
』
岩
波
文
庫
（
四
）
、
二
〇
〇
一
年
、
五
一
頁
）
と
い
う
記
述
を
注
意
深

く
読
め
ば
、
ス
ミ
ス
は
、
農
業
社
会
を
「
粗
野
な
状
態
」
と
、
そ
れ
以
降

の
「
文
明
社
会
」
に
属
す
る
段
階
と
に
区
分
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
農
業
社
会
の
全
体
を
「
未
開
状
態
」
に
分
類
す
る
著
者
の

業
論
の
基
本
的
特
徴
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
に
よ
れ
ば
、

「
ス
ミ
ス
の
分
業
は
政
治
社
会
の
原
理
か
ら
離
れ
、
経
済
社
会
の
空
間
の

原
理
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
位
階
秩
序
論
と
の
関
連
を
離
れ
、
経
済
力
と
い

う
量
的
差
異
こ
そ
あ
れ
、
能
力
的
平
等
を
原
理
と
し
え
た
」
（
一
三
三
頁
）

の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
一
言
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
な
ら
、
ス
ミ

ス
の
分
業
論
に
特
徴
的
な
生
産
的
＝
不
生
産
的
労
働
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

た
と
え
能
力
平
等
を
原
理
と
す
る
に
せ
よ
、
経
済
学
的
に
再
構
成
さ
れ
た

「
位
階
秩
序
論
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
の
テ
ー
マ
で
あ
る
文
明
社
会
史
観
を
正
面
か
ら
論
じ
る
の
は
、
第

八
章
「
十
八
世
紀
中
葉
に
お
け
る
文
明
社
会
史
観
の
諸
相
―
―
チ
ュ
ル
ゴ
、

ミ
ラ
ボ
ー
、
ス
ミ
ス
」
で
あ
る
。
著
者
は
、
チ
ュ
ル
ゴ
に
お
け
る
文
明
社

会
観
の
形
成
過
程
を
未
刊
行
原
稿
に
ま
で
遡
っ
て
分
析
し
、
「
農
業
社
会
」

に
拘
泥
し
た
ミ
ラ
ボ
ー
の
文
明
社
会
観
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

こ
の
両
者
の
文
明
史
観
と
ス
ミ
ス
と
の
比
較
分
析
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
検

討
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
一
七
四
〇
年
代
の
自
然
観
の
転
換
―
―
自

然
誌
・
言
語
・
分
業
」
と
題
さ
れ
た
第
七
章
の
主
題
は
、
「
ビ
ュ
フ
ォ
ン

と
ス
ミ
ス
」
で
あ
る
。
本
章
で
扱
わ
れ
る
自
然
哲
学
、
生
物
学
、
自
然
誌

と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
、
そ
れ
ら
と
一
見
無
関
係
に
思
え
る
、
文
明
社

会
史
論
や
経
済
学
と
紡
ぎ
合
わ
せ
た
本
章
は
、
著
者
の
鋭
い
着
眼
と
豊
か

な
構
想
力
と
を
示
す
力
作
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
機
械
論
哲
学
の
生
命
論
の
限
界
を
乗
り
越
え
た
ビ
ッ
フ
ォ
ン
の
生
物

学
は
、
「
種
は
変
化
す
る
と
の
発
想
」
（
一
八
一
頁
）
を
前
提
に
し
て
い
る
。

こ
の
「
種
の
変
化
」
と
い
う
ビ
ッ
フ
ォ
ン
の
発
想
が
、
自
然
誌
研
究
の
深

化
と
と
も
に
、
や
が
て
言
語
の
発
達
や
社
会
の
進
化
を
主
題
と
す
る
「
文
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求
め
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
著
者
は
ド
ラ
マ
ー
ル
に
つ
い
て
も

少
し
く
論
じ
て
い
る
が
（
一
〇
八
―
一
一
一
頁
）
、
こ
の
分
野
の
優
れ
た
先

行
研
究
で
あ
る
白
水
浩
信
『
ポ
リ
ス
と
し
て
の
教
育
―
―
教
育
的
統
治
の

ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
が
参
考
文
献
に

あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
利
己
心
論
の
系
譜

を
扱
う
第
五
章
で
も
、
現
在
の
水
準
を
示
すPierre Force, Self-

Interest before A
dam

 Sm
ith: A

 G
enealogy of E

conom
ic Science, 

C
am

bridge U
niversity Press, 2003

が
文
献
リ
ス
ト
か
ら
漏
れ
て
い

る
な
ど
、
著
者
の
先
行
研
究
の
フ
ォ
ロ
ー
に
は
些
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に

思
え
る
。

　

最
後
に
、
著
者
は
第
九
章
で
、
ス
ミ
ス
以
前
の
経
済
論
が
「
商
品
や
貨

幣
の
流
通
と
循
環
を
軸
と
し
た
マ
ク
ロ
現
象
の
叙
述
に
留
ま
っ
て
い
た
」

の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
の
画
期
性
と
は
、
彼
が
「
個
人
と
し
て
意
思
決
定

を
行
う
経
済
主
体
と
い
う
視
座
」
を
見
出
し
た
こ
と
に
あ
る
と
論
じ
て
い

る
（
III
節
）
。
だ
が
、
ス
ミ
ス
経
済
学
の
成
立
根
拠
（
な
ぜ
）
を
、
経
済
主

体
の
発
見
、
あ
る
い
は
政
治
社
会
と
区
別
さ
れ
る
経
済
社
会
（
市
場
）
の

自
律
性
の
発
見
に
求
め
る
と
い
う
の
は
、
経
済
学
の
成
立
を
前
提
に
し
た

議
論
の
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
そ
の
結
果
、
せ
っ
か
く
提
起
さ
れ
た
「
第

三
の
自
由
」
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
経
済
主
体
」
の
自
由
（
＝
商
業
的
徳
）

に
解
消
さ
れ
、
ス
ミ
ス
が
現
実
に
直
面
し
て
い
た
商
業
社
会
に
お
け
る
「
政

治
的
自
由
（
徳
）
」
の
次
元
に
ま
で
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
の
は
残
念
で

あ
る
。

 

（
わ
た
な
べ
・
け
い
い
ち
／
経
済
思
想
史
・
経
済
学
史
）

解
釈
は
、
ス
ミ
ス
自
身
の
も
の
で
は
な
い
。

　

第
三
に
、
ダ
ブ
ナ
ン
ト
は
、
「
市
民
が
尚
武
精
神
を
有
す
る
こ
と
の
重

要
性
を
認
識
す
る
」
民
兵
論
者
で
あ
る
が
（
五
二
頁
）
、
そ
の
一
方
で
著

者
は
、
ダ
ブ
ナ
ン
ト
に
お
い
て
市
民
に
必
要
と
さ
れ
る
徳
が
、
「
自
武
装

す
る
市
民
の
勇
気
と
い
う
徳
」
か
ら
、
「
自
ら
の
商
売
に
励
む
と
い
う
商

業
社
会
的
徳
へ
と
大
き
く
変
化
し
て
い
た
」
と
も
論
じ
て
い
る
（
五
五
頁
）
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
ダ
ブ
ナ
ン
ト
は
、
市
民
が
維
持
す
べ
き
「
尚
武
精
神
」

と
「
商
業
社
会
的
徳
」
と
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
か
ん
す
る
第
一
章
の
説
明
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
し
、
そ

の
た
め
か
ス
ミ
ス
の
常
備
軍
（
そ
れ
を
補
完
す
る
民
兵
）
論
と
ダ
ブ
ナ
ン
ト

の
見
解
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

終
章
に
お
い
て
も
詳
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

第
四
に
、
「
ス
ミ
ス
の
ポ
リ
ス
論
の
起
源
」
が
ム
ロ
ン
の
前
掲
著
作
に

あ
る
と
「
推
測
」
す
る
、
著
者
の
見
解
を
吟
味
し
た
い
。
ス
ミ
ス
の
ポ
リ

ス
論
へ
の
影
響
を
論
じ
る
た
め
に
重
要
な
の
は
、
ス
ミ
ス
が
彼
の
著
作
を

「
い
つ
」
読
ん
だ
の
か
で
あ
る
。
評
者
が
筆
者
の
推
測
に
否
定
的
な
理
由
は
、

ス
ミ
ス
の
最
初
の
伝
記
作
家
D
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が
、
経
済
学
の
創
源
を

F
・
ベ
イ
コ
ン
の
「
便
宜
」
の
原
理
に
求
め
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
一
七

五
〇
年
代
前
半
の
「
ア
ン
ダ
ス
ン
・
ノ
ー
ト
」
に
お
い
て
「
行
政
（
ポ
リ
ス
）
」

の
所
在
が
確
認
さ
れ
る
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
が
ム
ロ
ン
の
著
作

を
読
ん
だ
の
は
、（
ム
ロ
ン
へ
の
言
及
が
あ
る
）
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
政
治
論
集
』

（1752

）
の
影
響
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ポ
リ
ス
」
の
フ

ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
も
、
ム
ロ
ン
自
身
が
参
照
し
た
ド
ラ
マ
ー
ル
の
『
ポ

リ
ス
論
（T

raité de la Police

）
』
（Paris, 4 vols, 1705-38

）
に
そ
の
語
源
を
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も
に
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
存
在
、
そ
れ
が
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
通
常
は
『
犯
罪
と
刑
罰
』
の
著
者
と
し
て
そ
の
名
が
空
し
く
エ

コ
ー
す
る
の
み
で
あ
り
、
啓
蒙
思
想
家
・
経
済
学
者
と
し
て
の
全
体
像
、

ま
し
て
や
そ
の
後
半
生
に
お
け
る
行
政
官
と
し
て
の
「
啓
蒙
の
実
践
」
の

デ
ィ
テ
ー
ル
と
そ
の
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
と
の
相
互
関
係
な
ど
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
書
は
、
こ
う
い
っ
た
一
般
的
状
況

に
鑑
み
、
こ
の
ミ
ラ
ノ
知
識
人
の
知
的
・
公
的
全
生
涯
の
実
体
を
漏
れ
な

く
素
描
し
よ
う
と
し
た
貴
重
な
試
み
で
あ
る
。

　

そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ミ
ラ
ノ
・
ス
カ
ラ
座
近
傍
に

本
店
を
構
え
る
有
力
銀
行M

ediobanca

が
出
版
元
と
な
っ
て
推
進
し

て
き
た
『
国
民
版
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
全
集E

dizione nazionale delle opere 

di C
esare B

eccaria

』
（
全
一
七
巻
、
一
九
八
四
年
～
）
で
あ
る
。
同
全
集
は
、

斯
学
の
最
高
水
準
に
あ
る
研
究
者
た
ち
の
編
纂
・
校
訂
作
業
に
も
と
づ
き
、

二
〇
〇
九
年
ま
で
に
、
経
済
学
的
著
作
に
当
て
ら
れ
る
予
定
の
第
三
巻
と

補
遺
・
索
引
等
の
第
一
七
巻
を
除
き
、
す
べ
て
刊
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

極
め
て
高
い
文
献
学
的
ク
ォ
リ
テ
ィ
を
実
現
し
て
い
る
が
ゆ
え
に

priceless

と
い
う
こ
と
な
の
か
、
市
場
取
引
と
は
無
縁
の
ル
ー
ト
で
、

イ
タ
リ
ア
国
内
と
世
界
各
地
の
大
学
・
研
究
者
等
に
無
償
で
寄
贈
さ
れ
続

け
て
い
る
。
営
利
出
版
と
も
国
家
事
業
と
も
異
な
る
、
こ
の
言
わ
ば
イ
タ

リ
ア
（
む
し
ろ
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
と
言
う
べ
き
か
）
市
民
社
会
の
自
律
的
学

術
文
化
事
業
な
く
し
て
、
黒
須
氏
の
「
研
究
」
も
ま
た
成
り
立
ち
え
な
か
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
（
本
書
「
は
し
が
き
」
参
照
）
。

　

本
論
の
内
容
は
三
部
に
分
か
れ
る
。
「
第
一
部 

啓
蒙
思
想
家
ベ
ッ
カ

リ
ー
ア
」
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
ミ
ラ
ノ
青
年
貴
族
改
革
派
の
サ

　

書
評　

『
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
研
究 

 
 

―
―
『
犯
罪
と
刑
罰
』・『
公
共
経
済
学
』
と
啓
蒙
の
実
践

』

（
黒
須
純
一
郎
著
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
三
年
）

小
谷
眞
男

一　

概　

要

　

十
八
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
半
島
社
会
に
綺
羅
星
の
ご
と
く
現
れ
た
夥
し
い

数
の
思
想
家
の
な
か
で
、
国
際
的
知
名
度
の
点
に
お
い
て
ヴ
ィ
ー
コ
と
と
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ロ
ン
で
あ
っ
た
「
拳
の
会
」
の
活
動
と
定
期
刊
行
物
『
カ
フ
ェ
』
に
ベ
ッ

カ
リ
ー
ア
が
寄
せ
た
七
本
の
短
い
論
説
の
紹
介
、
『
犯
罪
と
刑
罰
』
の
出

版
事
情
や
刊
行
後
の
反
響
、
そ
し
て
そ
の
内
容
紹
介
（
全
編
に
わ
た
る
テ

キ
ス
ト
の
抄
訳
と
全
集
版
校
訂
テ
キ
ス
ト
に
付
さ
れ
た
編
者
脚
注
の
訳
出
）
、
未

完
に
終
わ
っ
た
『
文
体
に
関
す
る
研
究
』
の
概
要
紹
介
、
か
ら
な
る
。
『
犯

罪
と
刑
罰
』
が
単
な
る
刑
法
提
要
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
・
文

化
・
社
会
に
つ
い
て
の
根
本
的
に
新
し
い
見
方
を
探
究
し
よ
う
と
試
み
た

総
合
的
な
社
会
思
想
の
書
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
前
後
の
中
・
小
の
著
作

ま
で
細
か
く
確
か
め
た
作
業
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

「
第
二
部 

経
済
学
者
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
」
で
は
、
著
者
の
本
領
と
思
わ
れ

る
経
済
思
想
の
面
か
ら
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
業
績
に
光
を
当
て
よ
う
と
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
学
者
と
し
て
の
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
に
関
す
る
先
行

研
究
の
簡
単
な
サ
ー
ヴ
ェ
イ
、
初
期
の
経
済
学
的
論
説
の
紹
介
、
そ
し
て

い
わ
ゆ
る
ク
ス
ト
デ
ィ
版
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
拠
る
『
公

共
経
済
学
原
理
』
の
内
容
紹
介
（
全
編
の
抄
訳
）
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
経
済
学
的
著
作
に
つ
い
て
は
、
前
述
の

よ
う
に
全
集
版
で
唯
一
未
刊
行
の
第
三
巻
に
該
当
す
る
部
分
で
あ
る
か
ら
、

本
書
で
は
他
の
典
拠
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
し
か
し
、
将

来
全
集
第
三
巻
が
刊
行
さ
れ
る
日
が
来
た
と
し
た
ら
、
そ
の
と
き
あ
ら
た

め
て
こ
の
第
二
部
の
叙
述
は
再
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
第
三
部 

ミ
ラ
ノ
公
国
行
政
官
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
」
は
、
学
究
か
ら
実
務

へ
と
身
を
転
じ
た
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
が
、
そ
の
後
半
生
に
お
い
て
政
府
高
官

と
し
て
残
し
た
六
千
点
以
上
の
政
府
文
書
（
報
告
書
、
意
見
書
、
建
議
、
請

願
な
ど
）
を
主
題
化
し
、
そ
の
中
か
ら
「
議
論
の
対
象
に
な
り
う
る
比
較

的
長
文
の
報
告relazioni

、
請
願voti

」
（
「
は
し
が
き
」
よ
り
）
を
計
二

〇
点
ほ
ど
選
ん
で
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来

の
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
研
究
を
知
る
読
者
に
も
新
鮮
な
予
感
を
与
え
る
。
前
述

の
全
集
の
な
か
の
政
府
文
書
に
関
す
る
巻
（
第
六
巻
か
ら
第
一
六
巻
ま
で
）

が
す
べ
て
刊
行
さ
れ
終
わ
る
の
を
待
ち
、
そ
の
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
編

纂
作
業
の
結
実
を
積
極
的
に
研
究
へ
と
活
用
し
よ
う
と
し
た
本
邦
初
の
試

み
で
あ
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
具
体
的
ト
ピ
ッ
ク
ス
は
、
貨
幣
改
革
、
食

糧
管
理
制
度
改
革
、
水
田
と
公
衆
衛
生
、
鉱
山
・
森
林
開
発
、
狩
猟
許
可

制
度
、
獣
医
学
校
の
設
立
、
同
業
組
合
の
廃
止
と
商
工
会
議
所
の
設
立
、

度
量
衡
の
改
革
、
コ
モ
の
絹
織
物
産
業
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
失
業
や

労
働
争
議
の
問
題
、
警
察
改
革
、
刑
法
典
に
つ
い
て
の
考
察
（
後
述
）
、

刑
務
所
や
矯
正
院
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
最
晩
年

に
お
け
る
死
刑
制
度
の
廃
止
を
求
め
る
有
名
な
建
議
（voto

）
も
含
ま
れ

て
い
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
年
代
順
に
逐
一
追
跡
し
て
い
く
。

　

最
後
に
、
第
三
部
の
末
尾
に
書
き
添
え
ら
れ
た
「
お
わ
り
に
」
で
叙
述

さ
れ
る
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
死
に
ま
つ
わ
る
様
子
を
も
っ
て
、
本
書
は
締
め

く
く
ら
れ
る
。

二　

意
義
と
疑
問
―
―
「
研
究
」
か
「
資
料
集
」
か

　

本
書
固
有
の
意
義
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
第
三
部
に
お
け
る
行
政
官
文

書
の
具
体
的
紹
介
に
あ
る
。
こ
れ
ら
政
府
文
書
の
存
在
は
早
く
か
ら
研
究

者
に
は
知
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
の
一
部
は
全
集
に
先
行
し
て
各
種
刊
本
に
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紹
介
や
研
究
蓄
積
に
対
し
て
、
新
し
く
付
け
加
え
ら
れ
た
知
見
は
さ
ほ
ど

多
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

ま
た
、
関
連
す
る
内
外
の
研
究
動
向
・
新
資
料
に
つ
い
て
も
十
分
に
サ
ー

ヴ
ェ
イ
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

全
集
の
「
第
六
十
一
巻
A
」
が
、
最
新
の
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
に

も
と
づ
い
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
よ
る
『
犯
罪
と
刑
罰
』
へ
の
注
釈
や
関

連
す
る
同
時
期
の
刑
事
法
関
係
の
著
述
を
詳
細
な
解
説
・
注
付
き
で
収
録

し
た
と
い
っ
た
よ
う
な
注
目
す
べ
き
出
版
界
の
ニ
ュ
ー
ス
や
、
あ
る
い
は

D
ario Ippolito

さ
ら
にPhilippe A

udegean

と
い
っ
た
新
世
代
の

ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
研
究
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
か
ろ
う
じ
て
権
威
あ

る
先
行
研
究
に
言
及
が
あ
る
場
合
で
も
、
せ
い
ぜ
い
コ
メ
ン
ト
抜
き
で
簡

単
に
そ
の
論
旨
を
抜
粋
し
て
掲
載
し
て
い
る
程
度
で
、
そ
れ
に
対
す
る
著

者
の
批
判
な
り
見
解
な
り
の
提
示
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
本
書
を
通
読
し
た
率
直
な
感
想
は
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
全

体
像
に
つ
い
て
著
者
独
自
の
統
一
的
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
、
来
る
べ
き
解
釈
を
待
っ
て
い
る
ナ
マ
の
素
材
た
ち
の
集
積

の
段
階
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
基
礎
的
な
資
料
集
な
ら
そ

れ
は
そ
れ
で
も
ち
ろ
ん
価
値
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ

ば
今
度
は
、
そ
れ
に
し
て
は
精
錬
の
度
合
い
が
足
り
ず
、
注
解
も
不
十
分

で
、
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
極
め
て
中
途
半
端
な
、
言
わ
ば
自
家
用
の

第
一
次
資
料
ノ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
書
物
を
「
研
究
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
少
な
か

ら
ぬ
躊
躇
を
覚
え
る
。
こ
の
「
自
家
用
資
料
ノ
ー
ト
」
を
土
台
に
し
て
展

開
さ
れ
る
べ
き
も
の
こ
そ
、
真
に
「
研
究
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で

部
分
的
に
収
録
さ
れ
て
き
た
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
数
千
点
に

及
ぶ
全
貌
は
全
集
刊
行
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

本
書
は
、
そ
の
突
き
固
め
ら
れ
た
広
大
な
岩
盤
に
乗
っ
て
自
由
に
検
討
対

象
を
選
び
取
り
、
そ
の
詳
し
い
内
容
を
初
め
て
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
今
後
の
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
研
究
の
展
開
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
ら

政
府
文
書
は
宝
の
山
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
第
三
部
だ
け
で
は
な
く
、
第
一
部
・
第
二
部
を
含
め
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
が
残
し
た
多
種
多
様
な
性
質
、
分

量
の
テ
キ
ス
ト
を
分
け
隔
て
な
く
視
野
に
お
さ
め
、
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
そ

の
内
容
を
消
化
し
て
い
く
た
め
に
は
尋
常
な
ら
ざ
る
労
力
を
要
し
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
根
気
の
良
い
作
業
の
成
果

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
大
変
な
労
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
、
疑
問
点
も
少
な
く
な
い
。

　

ま
ず
、
訳
文
の
ほ
と
ん
ど
が
直
訳
調
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば

日
本
語
と
し
て
も
意
味
が
非
常
に
分
か
り
に
く
く
（
ほ
と
ん
ど
一
行
お
き
に

原
文
を
確
か
め
た
く
な
る
ほ
ど
の
苦
行
を
強
い
ら
れ
る
）
、
逆
に
そ
の
訳
文
や

要
約
的
祖
述
以
外
の
著
者
独
自
の
思
考
を
表
す
文
章
が
極
め
て
少
な
い
。

叙
述
ス
タ
イ
ル
は
、
淡
々
と
抄
訳
を
並
べ
た
挙
げ
句
に
次
の
テ
キ
ス
ト
へ

お
も
む
ろ
に
移
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
、
そ
う
で
な
く
と
も
事
実
関
係
の

補
足
的
記
述
や
他
の
研
究
者
の
短
い
引
用
だ
け
に
終
わ
り
、
深
く
踏
み
込

ん
だ
分
析
的
考
察
や
一
旦
は
突
き
放
し
て
の
探
索
的
議
論
は
ほ
ぼ
皆
無
と

の
印
象
を
残
す
。
第
一
部
で
扱
わ
れ
た
『
犯
罪
と
刑
罰
』
、
第
二
部
の
主

題
を
な
す
『
公
共
経
済
学
原
理
』
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
日
本
で
の
翻
訳
・
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す
る
行
為
が
「
重
大
犯
罪
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
犯
罪

概
念
と
一
致
す
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
と
き
ど
き
の
実
定
法
の
如
何
に
か
か

わ
ら
ず
普
遍
的
に
犯
罪
と
さ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
「
自
然
法
と
万
民
法

（diritto della natura e delle genti

）
」
に
も
と
づ
く
。
こ
の
よ
う
な
い
わ

ゆ
る
自
然
犯
は
、
悪
質
な
意
図
と
自
由
な
意
思
に
よ
る
の
で
、
矯
正
よ
り

も
見
せ
し
め
、
つ
ま
り
一
般
予
防
の
見
地
を
重
視
し
て
処
罰
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
（
そ
の
未
遂
も
処
罰
さ
れ
う
る
と
ヨ
ゼ
フ
ィ
ー
ナ
で
定
め
ら
れ
て
い
る

所
以
と
さ
れ
る
）
。
そ
し
て
見
せ
し
め
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、
死
刑
よ

り
も
終
身
懲
役
刑
の
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
（
『
犯
罪
と
刑
罰
』
を
彷
彿
と

さ
せ
る
叙
述
）
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
「
実
定
法
に
も
と
づ
く
犯
罪
」
と
は
、
確
か
に
社
会

の
利
益
を
損
な
う
行
為
で
は
あ
る
が
、
故
意
（dolo

）
と
い
う
よ
り
は
過

失
（colpa

）
あ
る
い
は
法
令
違
反
（trasgressione

）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

直
接
的
に
社
会
を
破
壊
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
法
に
い
う

「
準
不
法
行
為
（
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
）
」
（quasi m

aleficia

）
に
過
ぎ
ず
、

個
々
の
実
定
法
（
政
策
判
断
）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
犯
罪
と
さ
れ
う
る
（
「
法

定
犯
」
）
。
た
だ
、
重
大
犯
罪
へ
の
ス
テ
ッ
プ
に
な
り
う
る
有
害
な
行
為
に

は
ち
が
い
な
い
か
ら
、
見
せ
し
め
と
い
う
よ
り
は
矯
正
、
つ
ま
り
個
々
人

の
性
質
（qualità

）
を
考
慮
し
た
特
別
予
防
の
見
地
を
優
先
さ
せ
て
処
遇

が
案
配
さ
れ
て
お
り
、
実
際
ヨ
ゼ
フ
ィ
ー
ナ
で
も
そ
の
未
遂
は
不
問
で
あ

る
。

　

か
く
し
て
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
は
言
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
実
定
法
に
も
と
づ
く
犯
罪
は
、
刑
法
が
保
持
し
よ
う

は
な
か
ろ
う
か
。

三　

例
解
―
―
二
十
年
後
の
『
犯
罪
と
刑
罰
』

　

こ
こ
ら
で
少
し
は
実
の
あ
る
話
を
、
と
い
う
向
き
も
あ
ろ
う
。
以
下
で

は
、
本
書
三
二
四
―
三
三
頁
に
抜
粋
さ
れ
て
い
る
「
犯
罪
と
刑
罰
に
関
す

る
一
般
法
典
に
つ
い
て
の
短
い
考
察
。
と
く
に
実
定
法
に
も
と
づ
く
犯
罪

に
つ
い
て

）
1
（

」
と
い
う
報
告
書
を
取
り
上
げ
、
自
由
な
議
論
を
し
て
み
た
い
。

　

こ
の
報
告
書
は
、
皇
帝
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
に
よ
っ
て
一
七
八
七
年
に

ウ
ィ
ー
ン
で
制
定
さ
れ
た
一
般
刑
法
典
（
以
下
、
通
称
に
従
い
「
ヨ
ゼ
フ
ィ
ー

ナ
」
）
と
治
罪
法
に
対
す
る
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
晩
年
の
シ
ョ
ー
ト
・
コ
メ

ン
ト
で
あ
る

）
2
（

。
文
書
の
内
容
は
、
ヨ
ゼ
フ
ィ
ー
ナ
が
形
式
的
に
は
犯
罪
を

二
種
に
区
分
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
刑
罰
の
種
類
に
着
目
す
れ
ば
、
実
質
的

に
は
長
期
懲
役
な
ど
厳
罰
が
科
さ
れ
る
べ
き
重
大
犯
罪
（delitti 

crim
inali

）
、
短
期
の
懲
役
や
一
過
的
な
身
体
刑
が
科
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る

実
定
法
に
も
と
づ
く
犯
罪
（delitti politici

）
、
罰
金
刑
が
科
さ
れ
る
の
み

の
行
政
法
規
上
の
犯
罪
（delitti costituzionali

）
の
三
種
に
区
分
さ
れ
て

い
る
と
解
す
べ
き
と
主
張
し
、
中
で
も
と
く
に
二
番
目
の
実
定
法
に
も
と

づ
く
犯
罪
と
そ
の
刑
罰
に
つ
い
て
詳
し
い
検
討
を
施
し
た
う
え
で
、
そ
の

寛
刑
化
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
『
犯
罪
と

刑
罰
』
で
は
未
展
開
だ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
自
然
犯
と
法
定
犯
の
区
別
、
さ

ら
に
故
意
犯
と
過
失
犯
の
区
別
を
、
ヨ
ゼ
フ
ィ
ー
ナ
の
条
文
に
触
発
さ
れ

つ
つ
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
が
導
入
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
結
合
を
直
接
的
に
破
壊
し
よ
う
と
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注
（
1
） Brevi riflessioni intorno al C

odice generale sopra i delitti e le 
pene per ciò che risguarda i delitti politici, in E

dizione nazionale 

delle opere di C
esare B

eccaria, diretta da Luigi Firpo e G
ianni 

Francioni, vol.IX
: A

tti di governo 

（serie IV
: 1787

）, a cura di 
R

osalba C
anetta, M

ilano, M
ediobanca, 1998, pp. 477-90. 

な
お
、

こ
の
史
料
に
関
す
る
訳
語
は
表
題
を
含
め
て
す
べ
て
評
者
に
よ
る
も
の
。

（
2
） こ
の
時
期
に
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
が
配
属
さ
れ
て
い
た
部
署
に
つ
い
て
は
、
本

書
三
一
五
頁
を
参
照
。
ヨ
ゼ
フ
ィ
ー
ナ
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
は
、

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
『
犯
罪
と
刑
罰
』
小
谷
眞
男
訳
、
東
京
大

学
出
版
会
、
二
○
一
一
年
、
二
○
五
頁
（
「
訳
者
解
説
」
）
を
参
照
。

（
3
） 

前
掲
注
（
1
） p. 479.

と
し
て
い
る
よ
う
な
市
民
（un cittadino

）
を
矯
正
し
、
ま
た
引
き
留

め
て
お
く
た
め
に
最
も
有
効
で
あ
る
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
処
罰
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
法
は
、
た
と
え
見
せ
し
め
の
必
要
が
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
市
民
を
失
う
よ
う
に
強
制
は
さ
れ
な
い

）
3
（

。

　

犯
罪
者
は
〈
市
民
〉
の
名
に
値
し
な
い
。
が
、
し
か
し
〈
人
〉
と
し
て
、

そ
の
権
利
を
尊
重
さ
れ
る
。
こ
れ
が
『
犯
罪
と
刑
罰
』
を
支
え
る
最
も
基

底
的
な
〈
人
権
〉
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
評
者
は
理
解
し
て
い
る
。
こ

の
「
人
と
市
民
の
刑
法
学
」
と
い
う
解
釈
枠
組
に
照
ら
し
て
み
た
場
合
、

こ
こ
で
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
に
よ
っ
て
新
た
に
示
さ
れ
た
展
開
は
、
市
民
の
資

格
を
剥
奪
す
る
ほ
ど
重
大
で
は
な
い
が
、
し
か
し
単
な
る
行
政
法
規
違
反

と
い
う
ほ
ど
軽
微
で
も
な
い
、
分
節
的
犯
罪
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
創
設
と
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
過
失
」
で
あ
る
。
制
定
さ
れ

た
ば
か
り
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
事
法
典
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
求
め
ら
れ
た
機

会
を
と
ら
え
て
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
は
、
単
な
る
条
文
注
釈
の
域
を
越
え
、

ロ
ー
マ
法
さ
ら
に
は
自
然
法
の
概
念
ま
で
動
員
し
つ
つ
、
約
二
十
年
ぶ
り

に
「
人
と
市
民
の
刑
法
学
」
の
も
う
一
段
の
精
緻
化
を
も
く
ろ
ん
だ
よ
う

に
評
者
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。bio-politique

の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

た
と
え
「
啓
蒙
の
実
践
」
と
し
て
の
そ
の
「
精
緻
化
」
こ
そ
は
権
力
に
お

も
ね
る
市
民
社
会
の
自
己
成
型
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
評
さ
れ
う

る
と
し
て
も
…
…
。

 

（
こ
た
に
・
ま
さ
お
／
イ
タ
リ
ア
法
文
化
史
）
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相
を
も
つ
「
宗
教
的
な
も
の
」
や
「
霊

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

的
な
も
の
」
の
領
域
が
開
放
さ

れ
た
。
こ
の
と
き
、
政
治
と
宗
教
は
い
っ
た
ん
分
離
す
る
が
、
世
俗
権
力

は
す
ぐ
に
そ
れ
ら
の
再
統
合
に
着
手
す
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
が
宗
教
と

共
存
し
な
が
ら
創
造
し
た
「
道
徳
秩
序
」
は
、
そ
の
典
型
だ
ろ
う
。
で
は
、

同
秩
序
が
国
民
の
あ
い
だ
で
い
か
に
受
容
さ
れ
、
ま
た
世
紀
末
の

政ラ

イ

シ

テ

教
分
離
法
の
制
定
ま
で
に
ど
う
変
容
し
た
の
か
。
実
は
こ
れ
ら
を
総
合

的
に
考
察
で
き
た
の
は
、
小
説
以
外
に
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
当
事
者
の

経
験
に
寄
り
そ
っ
て
語
る
」
小
説
だ
け
が
、
近
代
秩
序
を
内
側
か
ら
支
え

る
宗
教
・
道
徳
感
情
を
描
き
出
し
、
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
偏バ

イ
ア
ス見

を
明
る
み

に
出
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
。
そ
う
考
え
る
著
者
は
、
思
想
史
研
究
が

看
過
し
て
き
た
問
題
圏
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
。
市
民
道
徳
の
内
部

（
親
密
圏
）
に
押
し
込
ま
れ
る
修
道
会
の
「
お
嬢
様
」
か
ら
、
外
部
に
は

じ
き
出
さ
れ
る
「
娼
婦
」
ま
で
、
話
題
は
幅
広
い
。

　

も
と
も
と
宗
教
は
、
そ
の
土
地
と
結
び
つ
き
、
特
定
の
文
化
（
蓄
積
さ

れ
た
知
）
と
関
係
を
切
り
結
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の

一
世
紀
は
特
に
「
文
化
的
現
象
」
と
し
て
「
熱
意
を
も
っ
て
批
判
・
検
討

さ
れ
た
」
。
小
説
も
、
世
俗
権
力
に
よ
る
道
徳
感
情
の
統
制
を
た
だ
素
直

に
描
き
出
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
偏
差
を
描
き
、
と
き
に
は
挑
戦
も

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
が
「
姦
通
小
説
」
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
、

あ
る
い
は
「
ラ
イ
シ
テ
時
代
」
を
先
取
り
し
た
と
さ
れ
る
『
失
わ
れ
た
時

を
求
め
て
』
の
著
者
だ
。
本
書
は
、
時
代
背
景
を
踏
ま
え
て
小
説
を
読
み

解
き
な
が
ら
、
「
道
徳
秩
序
」
が
存
続
し
た
絡
繰
り
と
同
時
に
、
そ
れ
を

内
破
す
る
よ
う
な
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
、
宗
教
が

共
生
し
う
る
文
化
を
近
代
の
彼
方
に
展
望
す
る
。
そ
れ
は
、
現
在
「
脱
文

　

書
評　

『
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
文
化
論 

 
 

―
―
姦
通
小
説
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
・
政
教
分
離

』

（
工
藤
庸
子
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）

髙
山
裕
二

　

近
代
化
と
は
世
俗
化
と
合
理
化
の
進
展
だ
―
―
。
こ
の
種
の
テ
ー
ゼ
は
、

近
年
社
会
科
学
の
諸
領
域
で
改
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
本
書
は
、
現
代
日
本

を
代
表
す
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
者
が
、
小
説
を
学
際
的
に
読
む
こ
と
で
、

そ
の
テ
ー
ゼ
を
脱
神
話
化
す
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
で
あ
る
。

　

近
代
革
命
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
特
定
の
教
義
や
信
仰
と
は
異
な
る
位
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定
の
教
義
や
礼
拝
と
は
直
接
関
係
を
持
た
な
い
。
こ
こ
で
ヒ
ロ
イ
ン
は
、

現
代
的
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
の
領
域
に
足
を
踏
み
出
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
と
著
者
は
言
う
（
六
〇
頁
）
。
実
際
、
臨
終
の
場
面
で
描
か
れ

る
の
も
、
神
に
許
し
を
求
め
る
意
志
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
か
ら
解

脱
し
て
い
く
よ
う
な
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
陶
酔
」
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
や
バ
ル
ザ
ッ
ク
よ
り
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る

と
見
え
て
く
る
「
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
と
い
う
名
の
雄
峰
」
が
、
本
書
で

は
後
景
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
著
書
『
キ
リ
ス
ト
教
精

髄
』
は
世
紀
を
代
表
す
る
「
護
教
論
」
と
し
て
有
名
だ
が
、
そ
れ
は
「
カ

ト
リ
シ
ズ
ム
の
教
義
と
礼
拝
の
儀
式
の
正
当
性
ま
で
を
美
意
識
に
訴
え
な

が
ら
証
明
」
し
た
も
の
だ
か
ら
だ
（
一
二
一
頁
）
。
こ
の
詩
人

0

0

は
、
宗
教
が

「
世
俗
化
」
さ
れ
な
が
ら
も
、
特
定
の
信
仰
や
教
義
に
収
斂
さ
れ
な
い
新

た
な
文
化

0

0

と
し
て
変
容
し
て
ゆ
く
水
脈
に
位
置
す
る
。

二　

民
法
典
の
制
定
と
父
権
的
な
近
代
秩
序
の
形
成

　

「
霊
的
な
力
の
目
覚
め
」
（
一
五
四
頁
）
と
形
容
さ
れ
る
ロ
マ
ン
主
義
時

代
は
、
詩
人
と
皇
帝
、
二
人
の
「
天
才
」
の
登
場
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
た
。

一
八
〇
一
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
あ
い
だ
で
締
結
し
た

政
教
条
約
と
訳
さ
れ
る
「
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
」
は
、
「
諸
宗
教
（cultes

）

の
自
由
」
を
保
障
す
る
政
教
分
離
と
一
般
に
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
世

俗
権
力
の
「
宗
教
性
」
の
喪
失
と
同
一
視
さ
れ
る
な
ら
事
実
は
逆
で
あ
る
。

こ
れ
に
（
教
皇
が
承
認
し
て
い
な
い
）「
付
属
条
項
」
や
政
令
を
加
え
た
「
コ

ン
コ
ル
ダ
ー
ト
体
制
」
は
、
「
諸
宗
教
の
自
由
」
を
大
幅
に
制
限
す
る
一

化
」
し
て
世
界
中
を
浮
遊
す
る
―
―
「
無
知
」
で
あ
る
こ
と
が
特
権
化
さ

れ
る
よ
う
な
―
―
「
文
明
」
の
宗
教
と
は
鋭
く
対
立
す
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
。

　

本
書
は
、
序
章
・
終
章
を
除
い
て
四
部
で
構
成
さ
れ
る
。
第
Ⅰ
部
「
ヒ

ロ
イ
ン
た
ち
の
死
生
学
」
、
第
Ⅱ
部
「
ナ
ポ
レ
オ
ン　

あ
る
い
は
文
化
装

置
と
し
て
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
、
第
Ⅲ
部
「
姦
通
小
説
論
」
、
第
Ⅳ
部
「
ラ
イ

シ
テ
の
時
代
の
宗
教
文
化
」
。
貫
通
す
る
歴
史
的
な
問
題
関
心
の
も
と
に

書
か
れ
て
い
る
が
、
テ
ー
マ
別
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
個
別
に
読
む
こ

と
も
で
き
る
。
ま
た
本
書
で
は
、
ラ
ク
ロ
か
ら
デ
ュ
マ
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、

コ
レ
ッ
ト
ま
で
、
小
説
の
言
葉
が
随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ

で
網
羅
的
に
紹
介
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
以
下
で
は
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス

と
思
わ
れ
る
叙
述
を
簡
単
に
順
次
追
っ
て
み
よ
う
。

一　

 

死
生
観
を
め
ぐ
る
宗
教
と
医
学
の
拮
抗 

 
 

―
―
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
生
成
―
―

　

本
書
が
ま
ず
注
目
す
る
の
は
、
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
が
描
き
出
し
た
、

宗
教
vs.
医
学
の
な
か
で
生
成
し
て
き
た
新
た
な
「
宗
教
性
」
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
『
谷
間
の
百
合
』
の
モ
ル
ソ
フ
夫
人
の
よ
う
に
、
十
九
世
紀

前
半
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
が
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
死
生
観
に
抗
う
こ
と

な
く
生
き
、
死
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
世
紀
中
葉
の
『
ボ
ヴ
ァ

リ
ー
夫
人
』
の
エ
ン
マ
の
臨
終
は
際
立
っ
て
い
る
。
も
っ
ぱ
ら
「
臨
床
医

学
的
」
な
視
点
か
ら
描
か
れ
る
死
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
彼

女
の
魂
の
救
済
に
「
宗
教
」
が
無
力
だ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
エ
ン
マ
が
聖
な
る
品
々
や
そ
の
宗
教
的
環
境
で
育
む
感
情
は
、
特
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三　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
に
挑
戦
す
る
「
姦
通
」

　

十
九
世
紀
の
小
説
で
ヒ
ロ
イ
ン
の
花
形
は
、
「
姦
通
の
女
」
で
あ
る
。

こ
れ
が
本
書
の
主
題
に
な
る
の
は
次
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
妻
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
に
付
随
す
る
犯
罪
」
で
あ
る
姦
通
罪
は
、
家
父

長
の
権
力
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
脅
か
す
社
会
へ
の
悪
と
み
な
さ
れ
た
点
、

ま
た
「
神
の
裁
き
」
を
免
れ
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
と
観
念
さ
れ
た
点
に
お

い
て
で
あ
る
。
宗
教
vs.
法
律
と
い
う
構
図
の
な
か
で
、
宗
教
文
化
の
持
続

と
変
容
を
描
い
た
の
は
姦
通
小
説
だ
っ
た
。

　

こ
の
点
で
、
分
水
嶺
に
あ
る
の
は
や
は
り
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
で
あ

る
。
エ
ン
マ
は
み
ず
か
ら
砒
素
を
口
に
す
る
が
、
そ
の
理
由
が
語
り
手
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
ヒ

ロ
イ
ン
が
命
を
賭
し
「
殉
教
者
」
と
な
っ
て
神
へ
の
信
仰
の
証
し
と
は
し

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
意
気
地
の
な
い
凡
庸
な
夫
に
愛

想
を
尽
か
す
彼
女
は
「
ほ
と
ん
ど
男
」
な
の
だ
。
こ
の
「
両
性
具
有
」
の

主
人
公
と
「
父
権
／
夫
権
」
を
行
使
し
な
い
夫
シ
ャ
ル
ル
の
物
語
に
よ
っ

て
、
「
ロ
マ
ン
派
が
創
造
し
た
恋
の
神
話
」
は
見
事
に
脱
神
話
化
さ
れ
る
。

こ
こ
で
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
文
学
は
、
道
徳
秩
序
に
対
し
て
「
秩
序
破
壊
的

（subversif

）
」
で
あ
る
と
著
者
は
言
う
。
そ
の
理
由
は
、
同
書
が
姦
通
を

テ
ー
マ
に
し
た
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
さ
ば
く
道
徳
が

そ
こ
に
は
不
在
だ
か
ら
だ
。
評
者
が
思
う
に
、
こ
こ
は
本
書
の
な
か
で
も

特
に
ス
リ
リ
ン
グ
な
個
所
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
が
前
提
と
す
る
秩
序
像
に
お
い
て
脅
か

方
で
、
国
家
に
よ
る
宗
教
の
管
理
統
制
な
い
し
利
用
を
前
提
に
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
婚
姻
を
め
ぐ
っ
て
教
会
に
対
す
る
役
所
の
優
位
を
明
確
に
し
た
。

ま
た
、
「
コ
ン
グ
レ
ガ
シ
オ
ン
（
修
道
会
）
」
の
統
廃
合
を
す
す
め
て
合
法

化
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
に
隆
盛
す
る
「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
」
を
統

制
下
に
置
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
同
体
制
を
法
制
度
化
す
る
民
法
典
の
編
纂
と
い
う
大
事
業
が
、

宗
教
大
臣
ポ
ル
タ
リ
ス
に
ま
か
さ
れ
た
こ
と
も
象
徴
的
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ

オ
ン
法
典
と
呼
ば
れ
る
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
民

コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル

法
典
」
は
な
に
よ
り
、「
宗
教
」

に
依
拠
せ
ず
に
国
民
を
統
一
す
る
規
範
た
ろ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
著
者
が

着
目
す
る
の
は
、
民
法
典
に
国
民
の
「
唯
一
の
道
徳
」
が
書
き
込
ま
れ
た

こ
と
で
あ
る
（
二
一
八
頁
）
。
実
際
、
そ
れ
は
独
自
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基

づ
く
秩
序
像
を
前
提
に
し
て
い
た
。
男
性
の
優
位
、
強
力
な
「
父
権
」
を

基
盤
と
す
る
家
族
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
道
徳
秩
序
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

離
婚
（
後
に
禁
止
）
あ
る
い
は
不
貞
行
為
に
関
す
る
条
文
で
の
男
女
差
別

は
明
確
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
本
書
が
同
時
に
注
目
す
る
の
は
、
当
時
の
エ
リ
ー
ト
が
属
し
た

と
い
う
法
学
部
出
身
の
作
家
た
ち
が
民
法
典
に
精
通
し
、
小
説
の
題
材
に

し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
ペ
ー
ル
・
ゴ
リ

オ
』
は
、
民
法
典
を
下
敷
き
に
し
た
「
家
父
長
小
説
」
と
し
て
構
想
さ
れ
、

そ
の
崩
壊
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
秩
序
に
疑
問
を
持
た
な
い
庶

民
の
描
写
を
通
じ
て
、
こ
の
「
道
徳
」
が
国
民
に
浸
透
し
て
い
る
様
子
を

物
語
る
。
こ
う
し
て
民
法
典
が
い
か
に
「
文

イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

化
受
容
」
さ
れ
た
か
を
描

け
た
の
は
小
説
だ
っ
た
、
そ
う
著
者
は
主
張
す
る
。
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な
伝
承
と
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
語
ら
れ
、
「
国
民
的
な
文
化
遺
産
の
な
か
で

相
対
化
さ
れ
」
る
（
四
七
一
頁
）
。
二
点
目
、
同
書
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
に

挑
戦
す
る
と
い
う
よ
り
ず
ら
す
よ
う
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
新
た
な
次

元
を
導
入
す
る
。
語
り
手
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
産
ん
だ
男
ら
し
さ
の

美
学
」
を
放
棄
す
る
道
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
で
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の

規
範
と
そ
の
違
反
を
新
た
な
問
題
次
元
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で

あ
る
（
四
八
三
～
四
頁
）
。

　

た
だ
、
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
著
者
は
、
新
た
な
次
元
の
人
間

心
理
を
明
晰
な

0

0

0

言
語
に
移
し
か
え
た
の
で
は
な
い
。
「
そ
こ
に
は
当
事
者

で
さ
え
意
識
化
で
き
ぬ
事
象
の
堆
積
が
あ
る
は
ず
」
で
、
「
重
要
な
の
は
、

次
の
点
だ
」
と
著
者
、
工
藤
氏
は
言
う
。
「
プ
ル
ー
ス
ト
は
「
サ
ロ
ン
の

文
学
」
の
時
空
間
を
、
小
説
の
構
造
そ
の
も
の
に
導
入
す
る
と
い
う
野
心

を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
（
五
一
九
頁
）
。
つ
ま
り
、
「
男
性
の
学
識

の
た
め
の
「
書
か
れ
た
言
葉
」
」
と
は
異
な
る
、
音
楽
的
で
甘
や
か
な
言

葉
が
語
ら
れ
る
（
旧
体
制
期
の
）「
希
有
な
文
学
空
間
」
を
小
説
中
で
再
現

し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
著
者
は
プ
ル
ー
ス
ト
と
と
も
に
、
近
代
の
（
男
性

中
心
の
）
道
徳
秩
序
を
超
え
う
る
文
化
を
、
近
代
以
前
に
見
い
だ
し
て
い
る
。

　

最
後
に
本
書
は
、
現
在
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
会
員
の
「
ム
ス

リ
ム
女
性
」
、
ア
シ
ア
・
ジ
ェ
バ
ー
ル
に
そ
の
文
化
の
継
承
・
展
開
を
仮

託
し
て
結
ば
れ
る
。
彼
女
は
、
名
も
な
い
女
た
ち
の
記
憶
に
寄
り
そ
い
な

が
ら
声
な
き
声
を
紡
ぎ
語
り
直
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
宗
教
文
化
」
を
浮

上
さ
せ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
「
文
明
」
と
は
異
な
る
〈
「
文
化
」
と
し
て

の
宗
教
〉
、
つ
ま
り
宗
教
を
多
面
的
に
語
り
合
う
文
化
（
知
の
交
歓
？
）
の

新
た
な
可
能
性
に
あ
る
種
の
希
望
を
つ
な
い
で
い
る
。

さ
れ
る
の
は
、
女
性
の
権
利
だ
け
で
は
な
い
。
シ
ャ
ル
ル
の
よ
う
に
、「
男

ら
し
い
男
、
夫
ら
し
い
夫
、
父
親
ら
し
い
父
親
に
な
れ
な
い
男
性
」
に
と
っ

て
、
家
父
長
的
な
社
会
は
生
き
に
く
い
（
四
一
七
～
八
頁
）
。
た
だ
、
世
紀

末
に
力
を
持
ち
は
じ
め
る
「
小
市
民
や
労
働
者
階
級
」
に
は
、
こ
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
秩
序
は
馴
染
ま
な
い
。
そ
う
な
っ
た
と
き
、
同
秩
序
へ
の
挑
戦
と

し
て
の
姦
通
小
説
の
時
代
は
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

四　

政
教
分
離
法
と
プ
ル
ー
ス
ト
―
―
失
わ
れ
た
宗
教
文
化
を
求
め
て

　

一
九
〇
五
年
に
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
政ラ

イ

シ

テ

教
分
離
法
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の

立
ち
上
げ
た
「
公
認
宗
教
体
制
」
の
廃
止
を
宣
言
し
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

こ
の
と
き
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
「
宗
教
」
が
決
定
的
な
か
た

ち
で
切
り
離
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
伝
統
宗
教
は
早
く
も
「
脱
私
事
化
」

（
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
）
の
戦
略
を
練
り
は
じ
め
、
「
宗
教
的
な
も
の
」
は
衰
退
で

は
な
く
変
質
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
な
現
象
の
重
心
は
文
化

の
領
域
に
大
き
く
シ
フ
ト
し
た
。
こ
の
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
飛
躍
的

に
拡
充
さ
れ
た
文
学
部
卒
業
の
中
等
教
育
の
教
師
や
、
「
半
聖
職
者
集
団
」

（
四
四
八
頁
）
を
形
成
す
る
大
学
教
授
が
、
聖
職
者
に
代
わ
っ
て
共
和
国
の

建
設
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
「
ラ
イ
シ
テ
時
代
」
を
先
取
り
し
た
作
家
は
、
プ
ル
ー
ス
ト

で
あ
る
と
い
う
。
本
書
で
扱
わ
れ
る
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
多
様

な
論
点
を
、
思
い
き
っ
て
二
つ
に
絞
っ
て
み
よ
う
。
一
点
目
、
同
書
は

旧ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム

体

制

期
に
さ
か
の
ぼ
る
「
文
化
遺
産
」
の
小
説
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
十
九
世
紀
に
公
認
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
、
異
教
的
・
神
話
的
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書
評　

『
グ
レ
ア
ム
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
思
想
世
界 

 
 

―
―
来
た
る
べ
き
共
同
体
論
の
構
想

』

（
平
石 

耕
著
、
未
來
社
、
二
〇
一
三
年
）

姫
野
順
一

一

　

本
書
は
イ
ギ
リ
ス
の
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
ロ
ン
ド
ン
大

学
経
済
学
政
治
学
学
校
（
L 

S 

E
）
に
お
け
る
政
治
学
者
で
あ
り
、
実
践

　

以
上
、
本
書
の
豊
か
な
叙
述
を
簡
単
に
整
理
し
て
し
ま
っ
た
が
、
大
き

な
問
い
を
二
つ
投
げ
か
け
て
結
び
に
代
え
た
い
。
一
つ
は
、
タ
イ
ト
ル
に

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
掲
げ
ら
れ
る
が
、
本
書
の
中
心
は
フ
ラ
ン
ス
の
文
学

と
社
会
秩
序
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
ど

う
考
え
る
べ
き
か
。
も
う
一
つ
は
、
本
書
の
な
か
で
使
い
分
け
が
緩
や
か

な
面
も
あ
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
（
宗
教
性
）
と
「
宗
教
」
を
ど
う
区
別

す
べ
き
か
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
は
既
成
宗
教
に
代
わ
る
「
世
俗
宗
教

（civil religion

）
」
が
隆
盛
し
た
時
代
だ
が
、
こ
の
「
宗
教
的
な
も
の
」
の

両
義
的
側
面
（
「
唯
一
の
道
徳
」
に
回
収
さ
れ
な
い
宗
教
性
、
そ
の
社
会
統
合
の

機
能
）
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
、
等
々
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
問
い
は

思
想
史
研
究
者
が
受
け
と
め
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

確
か
に
、
宗
教
を
テ
ー
マ
に
し
て
学
際
的
な
知
＝
文
化
の
地
平
を
求
め

る
本
書
は
、
今
日
専
門
化
し
た
文
学
、
い
わ
ば
「
「
純
・
文
学
的
」
な
も
の
」

（
一
三
七
頁
）
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
批
判
の
矛
先
は
「
文
学
」

の
研
究
に
携
わ
る
者
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

 

（
た
か
や
ま
・
ゆ
う
じ
／
政
治
思
想
史
）
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位
置
づ
け
直
す
こ
と
に
あ
る
。
領
域
横
断
的
な
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
「
思
想
世

界
」
を
動
態
と
し
て
分
析
す
る
視
角
は
、
多
面
性
の
な
か
に
一
貫
性
と
発

展
性
を
み
る
こ
と
に
見
定
め
ら
れ
て
い
る
。

二

　

そ
の
論
証
は
、
前
半
の
初
期
お
よ
び
中
期
ウ
ォ
ー
ラ
ス
が
取
り
組
ん
だ

「
諸
問
題
に
お
け
る
共
同
体
論
の
枠
組
み
」
の
生
成
過
程
と
、
後
半
の
「
来

た
る
べ
き
共
同
体
論
の
構
想
」
の
体
系
的
な
検
討
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
前
半
第
一
章
の
「
初
期
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
社
会
主
義
論
」
は
、
フ
ェ
ビ

ア
ン
時
代
の
講
演
、
論
説
が
検
討
対
象
と
さ
れ
、
ウ
ォ
ー
ラ
ス
が
取
り
組

ん
だ
「
貧
困
」
の
内
容
と
、
そ
の
「
問
題
解
決
の
枠
組
み
」
の
生
成
が
主

題
と
な
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
ウ
ォ
ー
ラ
ス
ら
の
社
会
主
義
に
よ

る
「
貧
困
除
去
」
の
差
異
性
で
あ
る
。
そ
の
場
合
経
済
・
政
治
・
倫
理
の

関
係
づ
け
が
問
題
と
な
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ス
は
「
貧
困
の
原
因
」
を
経
済
で

あ
る
と
考
え
た
が
、
「
貧
困
除
去
」
の
手
段
は
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
革
命

や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
産
条
件
の
優
劣

に
よ
っ
て
土
地
、
資
本
、
労
働
に
不
可
避
的
に
発
生
す
る
不
公
正
な
三
つ

の
レ
ン
ト
の
政
治
的
な
再
分
配
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
政
治
の
あ
り
方
を

制
約
す
る
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
由
来
の
「
善
く
生
き
る
」
と
い
う
倫
理

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
財
産
権
に
よ
ら
な
い
「
共
通
の
目
的
の
た
め
に
共
同

体
に
よ
る
熟
考
」
と
い
う
「
政
治
と
倫
理
の
結
合
」
に
問
題
解
決
が
委
ね

ら
れ
る
。
こ
の
「
富
の
再
分
配
」
を
実
現
す
る
政
治
的
強
制
は
、
「
民
主

制
の
も
と
で
の
市
民
の
公
共
精
神
（
目
的
倫
理
）
」
と
「
人
間
性
そ
の
も
の

的
な
政
治
家
で
も
あ
り
、
行
動
論
的
政
治
学
に
影
響
を
与
え
て
現
代
政
治

学
の
祖
と
さ
れ
る
グ
レ
ア
ム
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
思
想
世
界
を
、「
巨
大
社
会
」

に
立
ち
向
う
「
来
た
る
べ
き
共
同
体
論
」
の
構
想
者
と
し
て
総
合
的
に
解

明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
新
進
気
鋭
の
若
手
研
究
者
に
よ
る
骨
太

で
挑
戦
的
な
処
女
作
で
あ
る
。
分
析
の
論
理
と
構
成
は
明
晰
で
あ
り
、
ア
ー

カ
イ
バ
ル
な
仕
事
の
奥
は
深
く
、
国
際
的
な
研
究
水
準
を
踏
ま
え
た
う
え

で
更
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　

「
思
想
世
界
」
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
経
済
・
倫
理
・
政
治
の
領
域
横
断

的
な
思
想
を
実
践
と
絡
め
て
吟
味
し
て
再
定
位
し
、
改
め
て
「
政
治
思
想

の
歴
史
的
な
型
」
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
方
法
へ
の
挑
戦
的
意
図
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
「
来
た
る
べ
き
共
同
体
論
の
構
想
」

は
そ
の
具
体
的
な
主
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
主
義
（
自
由
放
任
主
義
）

が
通
用
し
な
く
な
っ
た
「
産
業
化
・
組
織
化
・
非
人
格
化
の
も
た
ら
し
た

新
た
な
諸
問
題
」
と
い
う
新
時
代
の
最
重
要
問
題
へ
の
応
答
で
あ
り
、「
個

人
に
お
け
る
利
他
的
・
社
会
的
な
思
考
・
判
断
の
涵
養
を
通
じ
た
共
同
体

の
再
構
築
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

本
書
の
ね
ら
い
は
、
田
口
富
久
治
、
松
下
圭
一
と
い
っ
た
政
治
研
究
者

が
先
鞭
を
つ
け
、
杉
田
敦
が
深
化
し
た
「
巨
大
社
会
」
の
解
釈
を
形
成
史

に
沿
っ
て
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
由
主
義
と
社
会
主
義
の
ゆ
ら
ぎ

を
解
明
し
た
名
古
忠
行
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ベ
ン
サ
ム
や
福
音
主
義
の

影
響
を
明
ら
か
に
し
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ナ
ー
、
倫
理
的
共
同
体
を
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
テ
レ
ン
ス
・
ク
ォ
ル
タ
ー
、
「
歴
史
的
ウ
ォ
ー
ラ
ス
」

を
掘
り
起
こ
し
た
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
夫
妻
や
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
等
の
研

究
を
批
判
的
に
継
承
し
、
「
来
た
る
べ
き
共
同
体
論
の
構
想
」
の
な
か
に
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の
改
善
（
教
育
・
芸
術
）
」
に
よ
り
果
た
さ
れ
る
。
こ
こ
で
描
き
出
さ
れ
る

の
は
「
共
通
の
目
的
を
も
っ
た
有
機
体
」
と
い
う
「
共
同
体
観
念
」
で
あ

り
、
こ
れ
は
ウ
ォ
ー
ラ
ス
に
と
っ
て
「
人
民
の
代
表
」
（
シ
ョ
ウ
）
や
、「
個

人
を
超
え
る
社
会
有
機
体
」
（
ウ
ェ
ッ
ブ
）
と
は
異
な
る
「
社
会
民
主
的
単

位
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
教
区
か
ら
国
民
ま
で
ま
だ
幅
の
広
が
り
が

あ
っ
た
「
共
同
体
観
念
」
の
具
体
的
姿
を
探
る
の
が
次
章
の
課
題
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
著
者
は
「
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
英
国
史
研
究
に
お
け
る
歴
史
認
識
」

を
探
求
す
る
。
経
済
的
決
定
論
や
歴
史
必
然
論
に
違
和
感
を
覚
え
る

ウ
ォ
ー
ラ
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
く
歴
史
を
動
か
す
理
念
に
注
目
す
る
。

講
義
シ
ラ
バ
ス
分
析
の
な
か
か
ら
抽
出
す
る
の
は
、
福
祉
の
歴
史
的
変
遷
、

福
祉
の
提
供
機
関
、
政
治
形
態
、
民
主
過
程
へ
の
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
言
説
で

あ
る
。
こ
こ
で
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
歴
史
認
識
は
、
不
可
避
的
な
産
業
化
・
都

市
化
に
よ
り
古
い
共
同
体
は
衰
退
し
、
教
区
は
新
し
い
行
政
組
織
に
転
換

し
て
い
る
と
い
う
変
化
の
事
実
で
あ
り
、
公
的
利
益
を
代
表
す
る
カ
ウ
ン

テ
ィ
の
学
務
委
員
会
や
、
公
務
員
と
い
う
専
門
家
が
巨
大
な
領
域
を
占
め

る
現
代
国
民
国
家
の
「
行
政
・
統
治
組
織
」
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ス
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
組
織
は
国
民
的
運
動
に
支
え

ら
れ
て
初
め
て
民
主
的
に
機
能
す
る
。
「
民
主
化
の
歴
史
」
は
ウ
ォ
ー
ラ

ス
に
と
っ
て
「
問
題
解
決
」
に
作
為
的
な
対
処
を
可
能
と
す
る
歴
史
的
な

経
験
で
あ
り
、
著
者
は
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
『
フ
ラ
ン
シ
ス
・
プ
レ
イ
ス
伝
』

（
一
八
九
八
）
で
展
開
さ
れ
る
改
革
運
動
の
ブ
レ
ー
ン
に
内
在
す
る
「
改
革

の
精
神
」
（
政
治
の
原
理
・
理
性
の
信
頼
）
を
民
主
制
の
動
因
と
し
て
抉
り

出
す
。

　

第
三
章
の
「
世
紀
転
換
点
に
お
け
る
ウ
ォ
ー
ラ
ス
と
フ
ェ
ビ
ア
ン
」
は
、

世
紀
転
換
期
の
ボ
ー
ア
戦
争
・
教
育
制
度
改
革
・
関
税
改
革
を
め
ぐ
る
フ
ェ

ビ
ア
ン
内
部
の
論
争
の
検
討
で
あ
る
。
こ
こ
で
解
明
さ
れ
て
い
る
の
は
第

一
、
二
章
で
抽
出
さ
れ
た
共
同
体
認
識
の
境
界
で
あ
る
。
一
方
で
宗
教
教

育
に
お
い
て
反
対
す
る
見
方
を
一
度
は
受
け
入
れ
て
か
ら
選
択
す
る
と
い

う
反
省
的
な
「
意
識
的
管
理
と
公
的
利
益
」
と
い
う
「
協
同
体
観
念
」
の

境
界
で
あ
り
、
他
方
で
非
白
人
へ
の
配
慮
や
自
由
貿
易
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
「
国
境
を
超
え
る
共
同
体
」
の
境
界
で
あ
る
。
フ
ェ
ビ
ア
ン
多
数
派
の

「
自
国
中
心
主
義
」
の
考
え
は
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
離
反
を
促
す
も
の
で
あ
り
、

大
英
帝
国
を
超
え
た
「
世
界
の
一
体
化
」
と
い
う
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
境
界
は
、

「
国
際
主
義
の
成
長
を
通
じ
た
民
族
性
の
維
持
」
（
ウ
ェ
ッ
ブ
）
と
も
「
未

成
年
の
人
種
の
保
護
」
（
ホ
ブ
ス
ン
の
ア
フ
リ
カ
へ
の
態
度
）
と
も
異
な
る

独
自
世
界
に
お
け
る
「
共
同
体
の
境
界
」
で
あ
る
。

三

　

第
四
章
「
『
巨
大
社
会
』
の
た
め
の
政
治
思
想
の
構
想
」
は
、
ウ
ォ
ー

ラ
ス
に
お
け
る
「
来
た
る
べ
き
共
同
体
の
構
想
」
の
本
格
的
な
検
討
で
あ

る
。
成
熟
し
た
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
「
共
同
体
論
」
が
開
陳
さ
れ
る
主
著
『
政

治
に
お
け
る
人
間
性
』
（
一
九
〇
八
）
お
よ
び
『
巨
大
社
会
』
（
一
九
一
四
）

に
焦
点
が
あ
た
る
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
的
な
合
理
的
人
間
の
調
和
し
た
社

会
が
変
容
し
た
、
二
十
世
紀
の
産
業
化
・
都
市
化
・
高
度
な
組
織
化
が
進

む
、
「
巨
大
社
会
」
に
お
け
る
「
貧
困
と
人
間
疎
外
」
を
脱
却
す
る
共
同

体
論
の
吟
味
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
の

現
実
環
境
と
疑
似
環
境
の
概
念
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
「
来
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想
的
な
思
考
・
判
断
」
と
は
情
緒
と
論
証
が
想
像
に
向
か
う
準
備
・
潜
伏
・

解
明
・
立
証
の
プ
ロ
セ
ス
と
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
に
情
緒
が
介
在
し
、
本

能
的
な
推
論
で
あ
る
暗
示
か
ら
連
想
へ
と
「
不
偏
の
思
考
」
が
弁
証
法
的

に
発
展
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ス
に
お
い
て
本
能
は
「
行
為
を

意
欲
す
る
人
間
」
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ス
を
積
極
的
自
由
主

義
と
評
価
す
る
所
以
で
あ
る
。

四

　

以
上
の
よ
う
な
豊
富
な
内
容
を
も
つ
本
書
の
意
義
は
、
第
一
に
、
断
片

的
で
あ
っ
た
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
巨
大
社
会
の
内
容
が
叙
述
の
歴
史
と
論
理
に

沿
っ
て
総
合
的
に
描
き
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
言
語
分
析
の

知
性
史
」
（
ス
キ
ナ
ー
）
に
留
ま
ら
ず
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
マ
ッ
プ
（
フ
リ
ー

デ
ン
）
に
ま
で
分
析
を
広
げ
な
が
ら
、
い
わ
ば
「
新
し
い
制
度
の
知
性
史
」

と
も
呼
ぶ
べ
き
方
法
で
「
共
同
体
（
制
度
）
の
型
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

の
描
出
に
成
功
し
て
い
る
。
第
二
に
、
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
「
巨
大
社
会
」
の

人
間
疎
外
を
克
服
す
る
た
め
の
制
度
的
条
件
を
「
専
門
家
・
公
務
員
・
職

能
集
団
」
お
よ
び
世
界
連
邦
と
い
う
具
体
的
な
政
治
制
度
の
「
行
政
・
統

治
組
織
」
ま
で
絞
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
制
度
改
革
の
比

較
優
位
の
検
討
に
資
す
る
。
第
三
に
、
疑
似
環
境
と
現
実
環
境
の
概
念
に

依
拠
し
な
が
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
人
間
と
環
境
」
の
問

題
射
程
と
重
な
る
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
「
環
境
と
人
間
性
」
と
い
う
生
政
治
領

域
を
照
ら
し
だ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
生
命
と
意
識
が
相
互
作
用
す

る
協
同
的
な
人
間
（
偏
差
を
も
つ
人
間
性
の
協
同
）
」
と
「
政
治
的
協
同
体

た
る
べ
き
共
同
体
」
を
「
不
可
逆
な
現
実
環
境
」
と
「
作
為
が
可
能
と
な

る
疑
似
環
境
」
の
二
重
性
で
把
握
す
る
。
著
者
が
理
解
す
る
疑
似
環
境
に

お
け
る
作
為
の
担
い
手
は
、
国
内
的
協
働
と
世
界
的
協
働
で
あ
る
。
国
内

的
協
働
と
は
均
質
的
な
通
常
類
型
と
遺
伝
的
偏
差
を
も
つ
個
人
が
「
目
的

に
沿
っ
て
能
力
を
自
発
的
に
発
揮
す
る
」
相
互
関
係
で
あ
る
。
国
内
的
協

働
は
一
定
の
政
治
的
条
件
の
も
と
で
「
善
き
生
」
を
実
現
す
る
。
こ
こ
で

ウ
ォ
ー
ラ
ス
に
お
い
て
「
個
の
権
利
」
は
否
定
さ
れ
、
自
然
や
財
産
は
権

利
で
は
な
く
機
能
と
み
な
さ
れ
、
「
自
由
な
判
断
」
で
は
な
く
社
会
的
な

公
益
を
実
現
す
る
「
正
し
い
判
断
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ス

に
と
っ
て
重
要
な
の
は
現
実
の
「
問
題
解
決
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
機

能
に
造
詣
の
深
い
「
専
門
家
」
が
重
視
さ
れ
、
「
代
議
制
・
公
務
員
制
度
・

職
能
集
団
」
と
い
っ
た
政
治
的
な
社
会
的
組
織
が
問
題
解
決
の
主
体
と
み

な
さ
れ
る
。
世
界
的
協
働
は
、
国
民
国
家
の
枠
を
超
え
た
世
界
的
な
公
益

を
実
現
す
る
実
効
的
な
世
界
の
相
互
関
係
組
織
と
し
て
析
出
さ
れ
る
。
こ

れ
は
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
国
際
機
関
と
も
、
ホ
ブ
ス
ン
の
世
界
政
府
と
も
異

な
る
「
世
界
連
邦
の
構
想
」
と
見
定
め
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
人
び
と
の
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
る
「
同
意
」
は
「
協
働
」
に

埋
没
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
関
し
て

著
者
は
「
社
会
的
動
機
」
を
分
析
し
た
最
晩
年
の
著
作
『
思
考
の
技
術
』

（
一
九
二
六
）
と
『
社
会
的
判
断
』
（
一
九
三
四
）
に
お
け
る
「
思
考
・
判
断

の
問
題
」
に
注
目
す
る
。
宗
教
的
独
断
、
先
験
的
・
普
遍
法
則
、
機
械
的

思
考
、
超
越
的
な
科
学
の
欺
瞞
に
対
し
て
ウ
ォ
ー
ラ
ス
が
対
置
し
た
の
は

「
想
像
力
を
伴
っ
た
知
性
の
発
達
」
で
あ
る
。
著
者
の
整
理
に
よ
れ
ば

ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
社
会
的
判
断
は
「
理
性
と
情
緒
の
相
互
作
用
」で
あ
り
、「
理
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主
化
（
国
民
運
動
と
専
門
家
支
配
）
が
「
来
た
る
べ
き
共
同
体
」
の
社
会
的

公
益
を
実
効
的
（
＝
機
能
的
）
に
実
現
し
、
人
び
と
は
そ
こ
で
能
動
的
な

協
働
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
公
益
の
判

定
者
は
組
織
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
能
力
を
発
揮
で
き
な
い
弱

者
」
は
無
視
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
優
生
学
を
支
持
す
る
ウ
ォ
ー
ラ
ス

の
立
場
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
後
の
第
三
は
、
新
自
由
主
義
研

究
へ
の
貢
献
と
期
待
で
あ
る
。
本
書
は
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ

り
、
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
主
張
を
明
晰
に
す
る
た
め
に
ウ
ェ
ッ
ブ
や
シ
ョ
ウ
等

フ
ェ
ビ
ア
ン
や
、
ホ
ブ
ス
ン
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
と
い
っ
た
新
自
由
主
義
者
と

の
差
異
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
独
自
性
は
解
明
さ

れ
て
い
る
が
、
時
代
の
課
題
に
迫
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
マ
ッ
プ
」
は
バ

ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
。
今
後
の
思
想
史
研
究
と
し
て
第
二
次
大
戦
後
と

の
思
想
比
較
も
興
味
深
い
が
、
同
時
代
の
グ
リ
ー
ン
主
義
者
や
自
由
帝
国

主
義
者
、
社
会
帝
国
主
義
者
と
比
較
を
試
み
る
た
め
に
も
、
各
思
想
家
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
言
説
）
要
素
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
よ
う
な
比
較
基
準
の

拡
張
・
充
実
を
望
み
た
い
。

 

（
ひ
め
の
・
じ
ゅ
ん
い
ち
／
イ
ギ
リ
ス
経
済
思
想
史
）

association

の
意
識
的
生
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
大
衆
の
暴
走
制
御
と

い
う
現
代
的
な
政
治
課
題
に
も
通
じ
て
い
る
。

五

　

見
て
き
た
よ
う
に
、ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
「
来
た
る
べ
き
共
同
体
論
の
構
想
」

は
、
市
場
の
優
位
を
主
張
す
る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
中
央
集
権
的
な

官
僚
制
福
祉
国
家
と
は
一
線
を
画
し
、
国
家
の
介
入
と
個
人
の
自
由
を
両

立
さ
せ
よ
う
と
し
た
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
や
ホ
ブ
ス
ン
ら
と
同
様
の
新
自
由
主
義

（
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
の

三
点
を
問
題
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
経
済
と
政
治
と
の
関
わ
り

に
お
け
る
時
間
に
つ
い
て
で
あ
り
、
第
二
は
組
織
と
自
由
に
つ
い
て
、
第

三
は
新
自
由
主
義
の
研
究
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

本
書
の
研
究
に
よ
り
ウ
ォ
ー
ラ
ス
に
固
有
の
「
新
自
由
主
義
の
型
」
が

析
出
さ
れ
た
と
考
え
る
が
、
そ
の
場
合
不
平
等
を
生
み
だ
す
経
済
（
市
場

メ
カ
ニ
ズ
ム
）
の
政
治
的
組
織
に
よ
る
制
御
は
短
期
と
長
期
を
ど
の
よ
う

に
区
別
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ォ
ー
ラ
ス
は
技
術
的
な
生
産
力
、
つ
ま

り
長
期
発
展
に
つ
い
て
は
楽
天
的
（
歴
史
の
終
焉
？
）
で
あ
り
、
経
済
介

入
に
つ
い
て
は
ハ
イ
エ
ク
が
批
判
し
た
「
情
動
を
制
御
」
す
る
理
性
主
義
・

設
計
主
義
の
立
場
に
立
つ
。
「
巨
大
社
会
」
の
非
人
間
性
に
立
ち
向
か
う

長
期
の
行
政
・
統
治
組
織
の
所
得
再
分
配
機
能
と
短
期
の
市
場
制
御
の
機

能
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
問
題

に
つ
な
が
る
。
第
二
の
組
織
と
個
人
の
自
由
の
問
題
は
第
一
の
問
題
に
も

絡
む
。
個
人
の
権
利
と
財
産
権
に
依
拠
せ
ず
「
偏
差
を
持
つ
個
人
」
の
民
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は
直
接
、
間
接
に
交
流
が
あ
っ
た
多
く
の
人
々
の
名
前
を
見
出
す
。
故
人

も
含
め
て
で
あ
る
。
私
は
こ
の
人
々
の
努
力
と
献
身
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

そ
の
成
果
が
、
ド
イ
ツ
語
で
西
洋
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
、
私
の
ば
あ
い

は
、
ニ
ッ
ポ
ン
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
た
め
に
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
々

の
方
々
の
た
め
に
だ
が
、
素
直
に
喜
び
を
感
ず
る
。
と
は
い
え
、
そ
う
い

う
感
傷
的
な
こ
と
は
こ
こ
で
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
著
作
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
っ
て
も
、

こ
の
学
会
に
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
日
本
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究

に
あ
る
程
度
の
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ご
く
簡
単
な
構

成
と
論
述
の
流
れ
を
ま
ず
最
初
に
語
る
。
筋
じ
た
い
は
、
そ
れ
で
概
ね
わ

か
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。
そ
の
あ
と
で
、
コ
メ
ン
ト
を
通
し
て

さ
ら
に
若
干
の
個
々
の
内
容
に
触
れ
る
。
序
論
で
問
題
関
心
が
語
ら
れ
て

い
る
。
第
六
章
の
結
語
で
も
全
体
の
再
要
約
と
と
も
に
、
そ
れ
が
説
明
さ

れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
日
本
の
学
問
へ
の
影
響
へ
の
着
目
を
も
と
に
、

日
本
の
社
会
科
学
者
の
多
く
が
自
己
の
近
代
の
歴
史
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
読

解
を
通
し
て
解
釈
し
て
き
た
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
連
動
し
て
、

典
型
的
に
日
本
的
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
像
の
解
明
へ
の
問
い
、
日
本
の
ウ
ェ
ー

バ
ー
研
究
を
手
段
と
し
て
日
本
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
何
を
学
べ
る
か
と
い

う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
。

　

第
一
章
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
に
お
け
る
日
本
の
取
り
扱
い
が
簡
単
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
は
、
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
二
五
年
の
間
の

ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
の
あ
け
ぼ
の
論
で
あ
る
。
社
会
学
史
に
つ
い
て
も
少
し

言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
主
に
国
民
経
済
学
者
た
ち
に
お
け
る
資

本
主
義
論
や
社
会
的
、
経
済
的
発
展
論
、
社
会
科
学
方
法
論
な
ど
に
か
か

　

書
評　

『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
日
本 

 
 

―
―
受
容
史
の
研
究1905-1995

』

（
Ｗ
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ン
ト
カ
ー
著
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
）

廳　

茂

　

こ
の
著
作
は
、
一
九
九
八
年
に
上
梓
さ
れ
た
独
語
版
の
翻
訳
で
あ
る
。

書
評
子
は
、
社
会
学
の
歴
史
が
専
門
で
は
あ
る
が
、
と
く
に
ウ
ェ
ー
バ
ー

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
来
ウ
ェ
ー
バ
ー
業
界
内
の
誰
か
が
書
評
し
た

方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
意
識
的
に
外
の
人
を
、
と
い
う
の
が
編
集
部

の
狙
い
な
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
業
界
外
の
は
ず
の
私
で
す
ら
、
こ
こ
に
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わ
っ
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
名
の
登
場
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
は
、
一

九
二
六
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
間
の
、
業
績
の
発
見
の
時
代
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
当
然
に
三
木
や
尾
高
（
朝
）
、
羽
仁
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
だ
が
、
当
時
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
レ
ー
デ
ラ
ー
、
ジ
ン
ガ
ー
、レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
た
ち
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
に
か
か
わ
っ
て
の
動
静
が
論
議
さ
れ

て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
影
響
の
増
大
と
日
本
資
本
主
義
論
争
に
か
か
わ
っ

て
の
、
な
ら
び
に
軍
国
主
義
化
で
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
の
様
態
が
語
ら
れ

て
い
る
。
著
者
は
軍
国
主
義
の
も
と
で
の
受
容
を
「
『
求
道
者
』
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
」
と
い
う
節
題
に
ま
と
め
て
い
る
。
価
値
判
断
自
由
、
東
洋
社

会
の
構
造
、
宗
教
と
経
済
倫
理
な
ど
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
ト
ピ
ッ
ク
が
論
述

さ
れ
て
い
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
の
摂
取
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
四
章
は
、
戦
後
の
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
五
年
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研

究
で
あ
る
。
著
者
の
行
論
は
偶
然
の
結
果
な
の
だ
ろ
う
か
、
ほ
ぼ
二
〇
年

単
位
で
時
代
を
区
切
る
形
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
と
く
に
論

究
さ
れ
て
い
る
の
は
、
市
民
社
会
の
形
成
、
マ
ル
ク
ス
と
の
補
完
的
結
合
、

資
本
主
義
の
発
生
、
官
僚
制
、
家
父
長
制
な
ど
の
論
題
を
め
ぐ
る
大
塚
、

丸
山
、
川
島
な
ど
の
近
代
主
義
者
ウ
ェ
ー
バ
ー
像
で
あ
り
、
さ
ら
に
ア
メ

リ
カ
の
影
響
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
と
の
絡
み
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
機
能
的
等
価
物
論
、
な
ど
で
あ
る
。
大
塚
た
ち
に
つ
い

て
の
議
論
は
、
丁
寧
な
も
の
で
あ
る
。
戦
後
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の

影
響
に
つ
い
て
は
、
近
代
化
や
合
理
化
、
官
僚
制
を
め
ぐ
る
論
争
が
中
心

に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
締
め
く
く
り
と
し
て
一
九
六
四
年
の

ウ
ェ
ー
バ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
第
五
章
は
、
一

九
七
〇
年
代
以
降
か
ら
一
九
九
〇
年
代
中
盤
ま
で
だ
が
、こ
の
章
は
「
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
表
題
化
さ
れ
て
い
る
。
国
際
的
な

ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
動
向
と
、
安
藤
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
紀
行
論
、ウ
ェ
ー
バ
ー

の
「
古
典
」
化
論
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
は
旧
来
の
進
歩
オ
プ

テ
ィ
ミ
ズ
ム
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
像
に
対
す
る
近
代
の
危
機
論
者
ウ
ェ
ー
バ
ー

像
の
台
頭
の
事
例
と
し
て
山
之
内
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
と
の
関
係

論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
六
章
は
、す
で
に
言
及
し
て
い
る
結
語
で
あ
る
。

　

歴
史
家
ら
し
い
史
料
へ
の
訓
練
さ
れ
た
几
帳
面
さ
を
も
っ
た
ま
じ
め
な

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
労
力
も
含
め
て
敬
意
に
値
す
る
。

訳
文
も
読
み
や
す
い
。
さ
て
、
そ
の
う
え
で
だ
が
。

　

一
点
、
わ
か
ら
な
い
問
題
が
あ
っ
た
。
表
題
の
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
日
本
』
で
あ
る
。
原
題
は
逆
で
、
『
日
本
に
お
け
る
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
』
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
名
を
通
し
て
日
本

全
体
が
語
れ
る
と
い
う
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
突
出
し
た
特
権
性
の
含
意

が
は
る
か
に
強
く
な
る
。
た
し
か
に
、
問
題
関
心
を
み
る
か
ぎ
り
、
そ
の

狙
い
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
の
」
日
本
と
い
え
る

ほ
ど
に
、
そ
れ
を
圧
倒
的
に
甚
大
な
も
の
と
と
る
の
が
結
局
は
著
者
の
結

論
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
テ
ク
ス
ト
内
容
は
、
も
う
少
し
慎
重

な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
れ
に

つ
い
て
訳
者
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
。

　

こ
の
作
品
は
、
発
生
的
に
は
大
塚
、
丸
山
、
川
島
た
ち
か
ら
安
藤
、
内

田
、
住
谷
た
ち
ぐ
ら
い
ま
で
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
黄
金
時
代
を
担
っ
た

人
々
へ
の
関
心
と
読
解
が
先
に
あ
り
、
後
か
ら
そ
れ
を
前
と
後
ろ
に
広
げ

た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
誰
に
と
っ
て
も
、
事
実
上
は
そ
う
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
そ
の
発
生
的
順
位
の
痕
跡
が
、
テ
ク
ス
ト
に
色
濃
く
残
っ
て
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や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
枠
組
み
は
、
特
定
の
際
立
っ
た
個
々
人
と
い
う
焦

点
か
ら
、
社
会
科
学
、
人
文
諸
学
全
体
に
拡
大
す
る
の
で
む
ろ
ん
む
つ
か

し
く
な
る
が
、
著
者
は
作
用
史
の
拠
点
で
あ
っ
た
国
民
経
済
学
に
加
え
て
、

社
会
学
、
哲
学
、
東
洋
社
会
論
な
ど
に
も
適
宜
言
及
し
て
お
り
、
配
慮
の

周
到
さ
を
示
し
て
い
る
。
戦
間
期
に
日
本
に
滞
在
し
た
独
人
学
者
の

ウ
ェ
ー
バ
ー
論
を
め
ぐ
る
論
述
は
、
と
り
わ
け
流
れ
が
よ
い
。
な
に
ゆ
え

に
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
と
い
う
存
在
が
私
た
ち
に
と
り
か
く
も
身
近
で
共
有
財

で
あ
る
の
か
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
私
が
青
年
時
代
初
め
て
読

ん
だ
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
の
本
格
的
論
文
の
一
つ
は
、
大
塚
た
ち
の
も

の
で
は
な
く
、
レ
ー
デ
ラ
ー
の
理
解
社
会
学
論
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
不
思

議
な
事
情
も
得
心
が
い
く
。
哲
学
的
、
人
格
論
的
ウ
ェ
ー
バ
ー
読
解
が
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
論
の
回
路
に
お
い
て
語
ら
れ
た
求
道
者
論
に

集
約
さ
れ
そ
れ
が
戦
後
も
続
く
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
私
は
必
ず
し
も
納

得
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
戦
前
の
ネ
オ
・
カ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
研

究
か
ら
、
戦
後
の
実
存
や
主
体
を
め
ぐ
る
哲
学
思
想
の
様
々
の
動
向
、
こ

れ
ら
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ま
だ
検
討
の
余
地

が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

後
へ
の
進
展
、
つ
ま
り
一
九
七
〇
年
以
降
の
議
論
を
追
う
こ
と
は
、
む

つ
か
し
い
。
私
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
章
題
は
必
ず
し
も
適
切
な
も
の

で
は
な
い
よ
う
に
思
え
た
。
ア
メ
リ
カ
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
社
会
科
学

に
か
か
わ
っ
て
の
大
学
と
研
究
者
の
数
と
制
度
の
変
容
も
あ
る
。
社
会
科

学
と
い
う
言
葉
が
、
頻
繁
に
で
て
く
る
が
、
社
会
科
学
者
全
体
の
中
で

ウ
ェ
ー
バ
ー
を
直
接
に
論
じ
て
い
る
人
々
は
ご
く
一
部
の
割
合
に
過
ぎ
な

い
だ
ろ
う
。
経
済
学
も
社
会
学
も
、
戦
前
と
戦
後
で
は
、
制
度
的
前
提
が

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
か
ら
の
視
線
は
、
同
時
に
特
定
の
内
へ
の
共
感
的

視
線
と
も
な
っ
て
い
る
。
今
日
こ
の
世
代
へ
の
批
判
的
総
括
が
は
じ
ま
っ

て
い
る
。
い
わ
ば
、
内
が
内
自
身
を
異
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
外
か
ら
の
内
へ
の
共
感
的
視
線
は
、
典
型
的
に
日
本
的
な
ウ
ェ
ー
バ
ー

像
な
る
も
の
の
解
明
に
は
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
典
型

的
に
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち
得
た
よ
う
な
権
威
構
造
と
説
明
力
の
信
憑

性
が
存
立
し
得
た
（
と
し
て
）
一
時
期
に
お
い
て
で
あ
る
。
後
者
の
視
線

か
ら
は
、
前
者
は
甘
い
と
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
こ

の
近
代
主
義
者
た
ち
に
お
け
る
西
洋
と
日
本
の
社
会
像
の
一
面
性
や
、
彼

ら
自
身
抜
き
が
た
く
も
っ
て
い
た
非
近
代
主
義
的
な
側
面
の
照
射
の
不
十

分
さ
、
こ
の
近
代
主
義
へ
の
対
抗
言
説
が
「
教
条
的
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と

し
て
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
な
ど
に
批
判
が
向
け

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
外
か
ら
事
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た

ば
あ
い
と
り
あ
え
ず
研
究
の
第
一
段
階
と
し
て
不
可
避
の
こ
と
で
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
著
者
は
西
洋
の
歴
史
家
な
の
で
、
と
り
わ
け
大
塚
な
ど
を
事

例
に
彼
の
西
洋
と
日
本
の
社
会
像
、
中
産
階
層
論
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
論
、
共
同
体
論
、
マ
ル
ク
ス
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
問
題
、
西
洋
経
済
史
論

な
ど
と
西
洋
の
側
の
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
諸
問
題
を
め
ぐ
る
経
済
史
的
、

社
会
史
的
所
見
の
進
展
と
を
細
か
く
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
を

援
用
す
る
こ
と
で
見
え
た
こ
と

0

0

0

0

0

と
逆
に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
詳
細
な
比
較
思
想
史
が
可
能
な
立
場
に
い
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者
の
こ

の
重
大
な
ア
ド
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
ジ
に
期
待
し
た
い
。

　

大
塚
た
ち
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
を
前
に
辿
る
こ
と
は
、
後
に
進
む
よ
り

も
よ
り
無
難
か
も
し
れ
な
い
。
事
態
が
盛
り
上
が
っ
て
い
く
さ
ま
は
追
い
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ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
「
転
換
」
を
示
唆
す
る
。
論
述
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い

う
章
の
表
題
と
は
幸
い
に
も
少
し
ず
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の

「
転
換
」
の
実
質
を
細
か
く
描
く
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
し
、

七
〇
年
代
前
に
そ
の
契
機
を
辿
り
な
お
し
て
も
っ
と
伏
線
を
張
っ
て
お
く

こ
と
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

研
究
の
言
語
的
孤
立
に
は
、
利
点
、
欠
点
の
両
面
が
あ
っ
た
。
私
達
は
、

西
洋
と
い
う
多
分
に
理
想
化
さ
れ
た
他
者
を
熱
心
に
観
察
し
つ
つ
、
西
洋

の
こ
と
ば
で
自
己
を
語
り
つ
つ
も
自
ら
を
閉
鎖
し
姿
を
隠
し
得
た
。
自
分

は
特
殊
で
あ
り
本
場
で
は
な
い
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
き
つ
つ
。

逆
に
あ
る
と
き
に
は
、
本
場
以
上
に
本
場
で
あ
る
と
ひ
そ
か
な
自
負
を
抱

き
つ
つ
。
本
書
は
、
今
日
に
お
け
る
こ
の
視
線
の
構
図
の
不
可
能
性
を
よ

く
示
し
て
い
る
。
本
書
が
「
日
本
的
」
な
る
も
の
を
探
そ
う
と
試
み
て
い

る
だ
け
に
、
そ
れ
が
ま
さ
に
破
壊
し
て
い
る
当
の
も
の
を
求
め
る
と
い
う

パ
ラ
ド
ク
ス
が
露
出
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
内
と
外
が
区
別
し
が
た

く
交
錯
し
、
国
民
文
化
の
位
相
に
お
い
て
で
は
な
く
内
と
外
が
グ
ロ
ー
バ

ル
な
水
準
で
部
族
主
義
的
に
次
々
に
立
ち
上
げ
ら
れ
て
は
壊
さ
れ
て
い
く

時
代
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
、
こ
の
著
作
は
個
々
の
内
容
的
論
点
と

は
別
に
、
こ
の
現
代
に
特
有
の
解
釈
学
的
状
況
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。

そ
の
な
か
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
経
済
倫
理
論
、
合
理
化
論
、
西
洋
と
ア
ジ

ア
の
対
比
論
、
こ
れ
ら
日
本
の
研
究
者
が
こ
だ
わ
り
続
け
た
論
点
は
、
ア

ジ
ア
諸
国
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
論
に
お
い
て
部
分
的
な
変
奏
の
波
紋
を
幾
重
に

も
広
げ
つ
つ
も
、
し
か
し
は
た
し
て
ア
ク
チ
ャ
ル
と
し
て
残
り
続
け
る
の

だ
ろ
う
か
。
著
者
の
一
層
の
見
解
を
待
ち
た
い
。

 

（
ち
ょ
う
・
し
げ
る
／
社
会
学
史
・
社
会
学
説
）

ま
っ
た
く
異
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
に
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、

ポ
ス
ト
構
造
主
義
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
興
隆
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
等
々
が
重
な
り
は
じ
め
る
。
と
り
わ
け
七

〇
年
代
以
降
、
私
達
は
眼
前
の
状
況
を
部
分
的
近
代
や
不
完
全
な
近
代
な

る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
も
ま
た
ま
ぎ
れ
も
な
く
近
代
で
あ
る
と
確
信
し

は
じ
め
る
。
停
滞
と
進
歩
の
二
極
構
図
論
が
説
得
力
を
失
う
。
近
代
は
一

つ
で
は
な
い
。
合
理
化
の
進
展
よ
り
は
、
近
代
の
非
合
理
性
の
方
に
目
が

向
き
始
め
る
。
非
合
理
的
は
伝
統
的
と
同
義
で
は
な
い
。
若
い
研
究
者
は
、

エ
ー
ト
ス
論
云
々
に
、
ひ
そ
か
に
辟
易
す
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
も
そ
の

渦
中
に
あ
っ
た
。
著
者
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
「
持
続
的
関
心
」
を
い
う
。

だ
が
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
な
る
も
の
は
、
も
っ
と
細
か
く
分
節
化
さ
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
。
知
名
性
の
古
典
的
定
着
、
大
塚
世
代
の
直
接
の
継
承
者
た
ち

の
動
向
、
専
門
化
の
進
展
、
折
原
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
解
読
の

精
密
化
、
マ
ル
ク
ス
に
く
わ
え
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
や
ハ
バ
ー
マ
ス
、
ル
ー
マ

ン
、
フ
ー
コ
ー
な
ど
の
対
比
項
の
多
種
化
、
い
や
主
軸
そ
の
も
の
の
完
全

な
シ
フ
ト
な
ど
、
総
じ
て
研
究
の
成
熟
な
る
も
の
は
専
門
化
で
あ
り
、
多

様
化
で
あ
る
が
同
時
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
論
者
に
遠
慮
し
て
小
声
で
い
う
と
拡

散
と
衰
退
で
も
あ
る
ば
あ
い
が
多
い
。
大
塚
世
代
と
そ
の
継
承
に
依
拠
し

た
視
点
は
、
こ
の
ば
あ
い
不
都
合
と
な
る
。
こ
の
混
沌
と
し
た
社
会
理
論

の
様
々
の
動
向
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
論
の
上
で
交
叉
す
る
事
態
を
捉
え
に
く
く

な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
難
点
か
ら
、
こ
の
著
作
は
逃
れ
得
て
い
な
い
と

思
う
。
と
は
い
え
、
著
者
は
賢
明
な
人
物
で
あ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
内

か
ら
の
大
塚
へ
の
距
離
、
ニ
ー
チ
ェ
と
の
関
係
へ
の
関
心
、
そ
し
て
ウ
ェ
ー

バ
ー
業
界
外
か
ら
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
批
判
な
ど
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
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し
、
新
た
な
政
府
樹
立
を
め
ざ
し
た
と
す
る
。
双
方
相
譲
ら
ず
は
げ
し
く

対
立
し
、
B
国
内
は
内
乱
状
態
と
な
り
、
各
地
で
武
力
衝
突
も
発
生
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
A
国
は
B
国
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
ス
タ

ン
ス
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

あ
る
人
は
、
こ
れ
ま
で
認
め
て
き
た
政
権
を
あ
く
ま
で
正
統
と
し
て
支

持
し
、
事
態
の
収
拾
を
は
か
る
こ
と
を
唱
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と

は
逆
に
、
反
政
府
側
を
支
援
し
、
B
国
の
民
主
化
を
お
し
す
す
め
る
べ
き

だ
と
説
く
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
内
政
不
干
渉
の
立
場
か
ら
、

ど
ち
ら
に
も
距
離
を
お
き
、
自
国
民
の
安
全
確
保
に
と
ど
め
、
事
態
を
見

守
る
と
い
う
考
え
も
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
は
、
仲
裁
者
と
し
て
双
方
へ
積

極
的
に
働
き
か
け
、
妥
協
点
を
さ
ぐ
る
方
法
も
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
信
条
、
価
値
観
に
よ
り
、
当
然
な
が
ら
導
き
だ
さ
れ
る
対

応
も
異
な
っ
て
く
る
。
今
日
の
世
界
で
も
往
々
に
し
て
起
こ
る
こ
う
し
た

ケ
ー
ス
に
、
正
し
い
答
え
は
な
い
だ
ろ
う
。
今
か
ら
一
世
紀
前
の
日
本
と

中
国
も
、
こ
の
A
国
と
B
国
の
関
係
に
類
似
し
た
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え

る
。

　

一
九
一
一
年
十
月
十
日
の
武
昌
起
義
か
ら
中
華
民
国
の
成
立
、
そ
の
後

の
南
北
対
立
へ
と
い
た
る
一
九
一
〇
年
代
の
中
国
の
歴
史
は
一
般
に
、
清

朝
を
打
倒
し
た
辛
亥
革
命
（
第
一
革
命
）
、
宋
教
仁
を
暗
殺
す
る
な
ど
し
た

臨
時
大
総
統
の
袁
世
凱
に
反
発
し
、
国
民
党
派
が
軍
事
蜂
起
し
た
第
二
革

命
、
さ
ら
に
帝
制
復
活
を
企
て
た
袁
世
凱
に
対
し
、
雲
南
で
組
織
さ
れ
た

護
国
軍
が
反
乱
を
お
こ
し
た
護
国
戦
争
（
第
三
革
命
）
へ
と
つ
づ
く
革
命

史
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
方
側
の
視
点
か
ら
、
反
動
と
さ

れ
る
袁
世
凱
に
対
抗
す
る
形
で
描
か
れ
、
日
本
人
の
関
与
も
、
孫
文
を
は

　

書
評　

『
中
華
民
国
の
誕
生
と
大
正
初
期
の
日
本
人
』

（
曽
田
三
郎
著
、
思
文
閣
、
二
〇
一
三
年
）

武
藤
秀
太
郎

　

あ
る
国
家
（
A
国
）
の
近
隣
に
、
地
勢
的
、
経
済
的
に
重
要
な
位
置
を

し
め
る
、
B
国
が
存
在
す
る
と
仮
定
す
る
。
B
国
に
は
、
A
国
の
一
般
人

も
、
商
売
な
ど
で
数
多
く
居
留
し
て
い
る
。
国
際
的
に
承
認
を
う
け
て
い

る
B
国
政
府
の
ト
ッ
プ
は
、
軍
部
出
身
者
で
、
と
き
に
非
合
法
な
形
で
議

会
を
お
さ
え
こ
む
な
ど
、
権
威
主
義
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
の
現
政
権
に
対
し
、
民
主
化
を
か
か
げ
た
勢
力
が
反
旗
を
ひ
る
が
え
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じ
め
と
し
た
「
革
命
勢
力
」
へ
の
支
援
に
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
て
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
書
は
、
「
一
九
一
一
年
か
ら
中
国
で
起
き

た
政
治
変
動
は
、
『
辛
亥
革
命
』
よ
り
は
、
『
中
華
民
国
の
誕
生
』
と
い
う

言
葉
で
表
現
す
る
ほ
う
が
よ
り
適
切
」
で
あ
り
、
「
革
命
の
支
援
に
活
躍

し
た
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
歴
史
学
や
政
治
・
法
律
学
な
ど
の
学
者
た
ち

も
中
国
問
題
に
心
を
砕
い
て
い
た
こ
と
」
を
指
摘
す
る
（
四
頁
）
。
本
書

の
い
う
「
中
華
民
国
の
誕
生
」
期
は
、
一
足
先
に
憲
法
を
制
定
し
た
日
本

で
も
、
第
一
次
護
憲
運
動
に
よ
り
第
三
次
桂
太
郎
内
閣
が
倒
れ
、
第
一
次

山
本
権
兵
衛
内
閣
が
成
立
し
た
大
正
政
変
、
お
よ
び
山
本
内
閣
が
シ
ー
メ

ン
ス
事
件
で
失
脚
し
た
後
、
第
二
次
大
隈
重
信
内
閣
、
寺
内
正
毅
内
閣
を

経
て
、
初
の
本
格
的
政
党
内
閣
で
あ
る
原
敬
内
閣
が
誕
生
す
る
な
ど
、
憲

政
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
日
本
の
学
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
は
、
こ
う
し
た
国
内
の
状
況
を
基
準
と
し
、
関
連
さ
せ
な
が
ら
中
国

問
題
を
論
じ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
著
者
で
あ
る
曽
田
三
郎
氏
は
、
二
〇
〇
九
年
に
『
立
憲
国
家
中

国
へ
の
始
動
―
―
明
治
憲
政
と
近
代
中
国
』
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
前

著
で
は
、
二
十
世
紀
初
頭
の
清
朝
末
期
か
ら
一
九
一
三
年
の
天
壇
憲
法
草

案
に
い
た
る
、
憲
法
を
基
礎
と
し
た
行
政
制
度
整
備
の
歴
史
、
お
よ
び
北

京
政
府
の
外
国
人
顧
問
と
な
っ
た
有
賀
長
雄
ら
に
よ
る
憲
法
起
草
へ
の
関

わ
り
が
考
察
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
書
は
、
中
華
民
国
の
建
国

開
始
か
ら
一
九
一
九
年
初
め
に
南
北
和
平
会
議
が
開
か
れ
た
こ
ろ
ま
で
を

研
究
対
象
と
し
、
前
著
で
除
外
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
中
華
民

国
臨
時
約
法
（
以
下
臨
時
約
法
）
、
お
よ
び
そ
の
作
成
に
寄
与
し
た
法
学
者

の
副
島
義
一
や
寺
尾
亨
の
分
析
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。

　

本
書
の
本
論
は
、
全
七
章
か
ら
な
り
、
序
論
と
結
論
が
別
に
付
さ
れ
て

い
る
。
ほ
ぼ
時
系
列
的
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
本
論
に
沿
っ
て
、
以
下
内

容
を
概
観
し
て
ゆ
き
た
い
。

　

第
一
章
で
は
、
臨
時
約
法
の
起
草
、
制
定
過
程
が
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。

一
九
一
一
年
三
月
に
公
布
さ
れ
た
臨
時
約
法
の
原
案
と
な
っ
た
の
は
、
臨

時
政
府
組
織
大
綱
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
大
中
華
民
国
臨
時
約
法
案
で

あ
っ
た
。
大
中
華
民
国
臨
時
約
法
案
で
は
、
大
総
統
制
が
と
ら
れ
、
内
閣

に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
他
方
、
副
島
と
寺
尾
が
起
草
に
関
与
し
た
と
さ

れ
る
法
務
院
の
中
華
民
国
臨
時
組
織
法
草
案
は
、
内
閣
制
を
採
用
し
て
い

た
。
こ
の
草
案
は
、
越
権
行
為
と
し
て
提
出
先
の
参
議
院
か
ら
返
還
さ
れ

て
し
ま
う
が
、
曽
田
氏
は
内
閣
制
に
ま
つ
わ
る
規
定
が
、
臨
時
約
法
へ
と

部
分
的
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
結
果
、
臨
時
約
法
は
、

大
総
統
制
と
内
閣
制
の
要
素
が
混
在
し
、
曖
昧
な
性
格
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
さ
れ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
臨
時
約
法
公
布
後
の
政
治
が
不
安
定
で
あ
っ
た
制
度
的

要
因
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
臨
時
約
法
は
、
国
務
総
理
の
設
置
を
も

り
こ
み
な
が
ら
、
そ
の
権
限
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
内
閣
に
関
す

る
規
定
が
な
か
っ
た
。
臨
時
大
総
統
の
国
務
員
任
命
に
参
議
院
の
同
意
が

必
要
と
す
る
臨
時
約
法
第
三
四
条
も
、
国
務
総
理
だ
け
で
な
く
国
務
員

個
々
に
適
用
さ
れ
、
議
会
が
強
大
な
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、
臨
時

約
法
で
は
、
行
政
府
に
よ
る
議
会
解
散
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

初
代
の
唐
紹
儀
内
閣
、
つ
ぎ
の
陸
徴
祥
内
閣
は
、
こ
う
し
た
臨
時
約
法
に

制
約
さ
れ
、
短
命
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
事
態
を
収
拾
し
よ
う

と
袁
世
凱
が
の
り
だ
す
状
況
が
発
生
し
た
。
日
本
の
言
論
界
で
も
当
時
、
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た
。
日
本
は
、
国
体
な
ど
に
関
わ
る
中
国
内
政
へ
の
関
与
を
強
め
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
本
の
動
き
を
報
じ
た
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
な

ど
の
記
事
は
、
中
国
の
新
聞
で
も
、
情
報
源
の
一
つ
と
し
て
大
い
に
利
用

さ
れ
て
い
た
。

　

第
五
章
は
、
袁
世
凱
の
死
後
、
中
国
政
府
が
直
面
し
た
第
一
次
世
界
大

戦
へ
の
参
戦
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
袁
世
凱
政
権
は
日
本
へ
の
配

慮
も
あ
り
、
欧
州
戦
争
に
対
し
中
立
を
保
っ
た
が
、
黎
元
洪
大
総
統
、
段

祺
瑞
国
務
総
理
の
体
制
と
な
る
と
、
連
合
国
側
へ
の
参
加
を
協
議
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
た
だ
、
回
復
さ
れ
た
臨
時
約
法
に
よ
れ
ば
、
他
国
へ
の
宣

戦
に
は
議
会
の
同
意
が
必
要
で
あ
っ
た
。
政
府
は
ま
ず
、
ド
イ
ツ
と
の
国

交
断
絶
に
つ
い
て
国
会
の
同
意
を
得
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
提
議
権
の
所

在
な
ど
を
め
ぐ
り
、
黎
元
洪
と
段
祺
瑞
の
間
に
あ
つ
れ
き
が
生
じ
た
。
対

独
断
交
が
国
会
で
承
認
さ
れ
た
後
も
、
宣
戦
案
の
審
議
が
停
滞
状
態
に
お

ち
い
っ
た
。
曽
田
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
、
第
一
、
二
章
で
ふ

れ
た
臨
時
約
法
の
曖
昧
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
中
国
の

「
民
党
」
に
期
待
を
寄
せ
た
吉
野
作
造
も
、
こ
の
臨
時
約
法
が
は
ら
ん
だ

問
題
に
思
い
が
お
よ
ん
で
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

第
六
章
で
は
、
参
戦
後
に
生
じ
た
南
北
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
の
政
治
動

向
、
お
よ
び
中
国
の
新
聞
報
道
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
参
戦
を
決
め

た
北
京
政
府
に
対
し
、
臨
時
約
法
に
も
と
づ
く
手
続
き
を
ふ
ん
で
な
い
と

反
発
す
る
形
で
、
広
東
軍
政
府
が
成
立
し
た
。
こ
こ
に
生
じ
た
南
北
間
の

対
立
は
、
日
本
の
対
中
国
政
策
や
言
論
か
ら
大
き
な
影
響
を
う
け
た
と
い

う
。
大
隈
内
閣
後
に
成
立
し
た
寺
内
内
閣
は
、
不
干
渉
政
策
を
か
か
げ
つ

つ
、
北
京
の
段
祺
瑞
を
支
援
す
る
「
援
段
政
策
」
を
と
っ
た
が
、
ゆ
き
づ

浮
田
和
民
の
よ
う
に
、
袁
世
凱
政
権
を
支
持
し
、
臨
時
約
法
の
問
題
点
を

指
摘
す
る
意
見
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
章
は
、
正
式
大
総
統
と
な
っ
た
袁
世
凱
の
も
と
で
起
草
さ
れ
、
一

九
一
四
年
五
月
に
公
布
さ
れ
た
新
約
法
（
中
華
民
国
約
法
）
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
る
。
臨
時
約
法
を
建
国
当
初
の
基
本
法
と
し
て
不
適
当
と
考
え

た
袁
世
凱
は
、
自
ら
の
臨
時
約
法
増
修
案
を
約
法
会
議
で
審
議
さ
せ
、
議

会
権
限
の
弱
い
、
統
治
権
を
大
総
統
に
集
中
し
た
新
約
法
を
制
定
し
た
。

さ
き
に
、
国
会
主
導
で
国
民
党
の
議
員
を
中
心
に
起
草
さ
れ
た
天
壇
憲
法

草
案
は
、
袁
世
凱
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
。
日
本
の
民
間
は
当
時
、
袁
世
凱

が
共
和
制
、
議
会
を
否
定
し
、
独
裁
体
制
化
を
は
か
っ
て
い
る
と
こ
ぞ
っ

て
非
難
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
曽
田
氏
は
、
「
新
約
法
第
九
章
『
制
定
憲

法
程
序
』
の
条
文
に
し
た
が
っ
て
、
参
政
院
を
中
心
に
憲
法
案
の
作
成
が

続
け
ら
れ
た
」
の
で
あ
り
、
「
袁
世
凱
と
い
う
人
物
の
人
格
や
道
義
性
を

問
題
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
新
約
法
は
立
憲
国
家
形
成
の
途
上
に
位
置
し
て

い
た
」
と
主
張
す
る
（
一
三
二
頁
）
。

　

第
四
章
で
は
、
袁
世
凱
の
帝
制
復
活
を
め
ぐ
る
日
本
に
お
け
る
官
民
の

対
応
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
首
相
の
大
隈
重
信
は
当
初
、
中
国
の
帝
制
復

活
に
つ
い
て
、
日
本
が
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
と
語
っ
て
い
た
。
だ
が

そ
の
後
、
内
閣
改
造
で
外
務
大
臣
が
加
藤
高
明
か
ら
石
井
菊
次
郎
に
代
わ

る
と
、
大
隈
内
閣
は
帝
制
復
活
を
試
み
た
袁
世
凱
に
対
し
、
そ
の
延
期
勧

告
を
二
度
に
わ
た
り
お
こ
な
っ
た
。
民
間
で
も
、
国
民
外
交
同
盟
会
が
中

心
と
な
り
、
帝
制
復
活
へ
の
反
対
運
動
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

護
国
軍
が
雲
南
で
蜂
起
し
、
独
立
の
動
き
が
西
南
諸
省
に
拡
大
し
て
ゆ
く

と
、
日
本
の
政
府
と
世
論
は
そ
れ
を
後
押
し
し
、
袁
世
凱
排
斥
へ
と
む
か
っ
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基
本
的
に
内
政
不
干
渉
の
立
場
を
と
っ
た
の
に
対
し
、
南
方
支
援
者
は
日

本
の
積
極
的
な
関
与
を
唱
え
、
ア
ジ
ア
主
義
的
な
傾
向
を
帯
び
て
い
た
と

い
う
指
摘
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
多
く
の
知
見
を
え
た
本
書
の
内
容

に
関
し
、
評
者
は
正
直
な
と
こ
ろ
、
ま
っ
た
く
の
門
外
漢
で
あ
る
が
、
最

後
に
一
つ
、
気
に
な
っ
た
点
を
述
べ
て
本
書
評
の
責
を
ふ
さ
ぎ
た
い
。

　

そ
れ
は
、
前
著
で
中
国
の
憲
政
導
入
を
考
え
る
上
で
重
要
と
さ
れ
た
中

央
と
地
方
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い

点
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
国
会
が
回
復
し
、
一
九
一
六
年
九
月

五
日
よ
り
開
か
れ
た
憲
法
会
議
で
は
、
「
省
制
」
に
つ
い
て
、
憲
法
に
記

載
す
べ
き
と
し
た
国
民
党
系
の
憲
政
商
榷
会
と
、
そ
れ
に
反
対
し
た
旧
進

歩
党
の
人
士
か
ら
な
る
憲
法
研
究
会
の
議
員
が
対
立
し
、
表
決
を
め
ぐ
り

暴
力
沙
汰
が
お
き
る
な
ど
、
中
央
と
地
方
の
あ
り
方
が
大
き
な
争
点
と

な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
憲
法
会
議
に
あ
わ
せ
、
李
大
釗
や
高
一
涵
が
創
刊

し
た
『
憲
法
公
言
』
で
も
、
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
の
規
定
が
論
じ
ら

れ
て
い
た
。
の
ち
の
連
省
自
治
運
動
を
考
え
る
上
で
も
、
こ
の
時
期
の
中

央
と
地
方
を
め
ぐ
る
論
議
は
重
要
で
あ
る
。
前
著
と
の
関
連
か
ら
も
、
本

書
で
天
壇
憲
法
草
案
以
降
に
お
け
る
中
央
‐
地
方
問
題
に
つ
い
て
の
具
体

的
な
分
析
が
あ
っ
た
方
が
、
よ
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
思
っ
た
次
第
で
あ

る
。

 

（
む
と
う
・
し
ゅ
う
た
ろ
う
／
東
ア
ジ
ア
思
想
史
）

ま
り
を
み
せ
、
の
ち
に
「
南
北
調
停
」
へ
と
方
針
を
変
更
し
た
。
『
大
公
報
』

や
『
申
報
』
な
ど
中
国
の
新
聞
は
、
こ
の
対
中
国
政
策
に
ま
つ
わ
る
日
本

人
の
論
議
を
逐
次
報
道
し
た
。
そ
れ
ら
の
記
事
の
中
に
は
、
日
本
が
自
国

の
政
治
と
安
易
に
重
ね
あ
わ
せ
、
中
国
の
「
官
僚
派
」
を
批
判
し
、
「
南

方
派
」
や
「
民
党
派
」
に
声
援
を
送
る
風
潮
が
あ
る
こ
と
を
難
じ
た
も
の

も
あ
っ
た
。

　

第
七
章
は
、
中
国
の
南
北
問
題
に
対
す
る
日
本
の
新
聞
、
お
よ
び
学
者

の
見
解
を
考
察
し
て
い
る
。
当
時
の
代
表
的
な
新
聞
の
一
つ
で
あ
っ
た
『
大

阪
朝
日
新
聞
』
は
、
南
方
を
支
援
し
た
大
隈
内
閣
を
評
価
す
る
一
方
、「
援

段
政
策
」を
と
っ
た
寺
内
内
閣
を
き
び
し
く
批
判
し
た
。『
大
阪
朝
日
新
聞
』

の
南
方
勢
力
支
持
は
明
確
で
、
寺
内
と
段
祺
瑞
を
と
も
に
反
動
と
み
な
す

な
ど
、
国
内
の
内
政
と
中
国
問
題
を
結
び
つ
け
た
論
調
を
展
開
し
た
。
ま

た
、
吉
野
作
造
も
、
南
方
勢
力
の
将
来
性
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
支
援
に

傾
い
て
い
た
。
総
じ
て
南
方
勢
力
に
軸
足
を
お
い
て
い
た
吉
野
で
あ
る
が
、

し
だ
い
に
南
北
妥
協
論
へ
と
接
近
し
、
臨
時
約
法
が
統
合
実
現
の
障
害
に

な
っ
て
い
る
と
認
識
す
る
に
い
た
っ
た
。
南
北
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
中
、

臨
時
約
法
の
欠
陥
は
、
日
本
の
議
会
や
新
聞
で
指
摘
さ
れ
、
そ
の
作
成
に

関
与
し
た
副
島
や
寺
尾
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
書
の
概
要
を
ご
く
お
お
ま
か
に
紹
介
し
た
が
、
は
じ
め
に
述

べ
た
よ
う
に
、
一
九
一
一
年
以
降
の
中
国
の
政
治
変
動
を
、
南
方
中
心
の

革
命
史
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
立
憲
国
家
確
立
を
め
ざ
し
た
南
北
の
せ
め
ぎ

あ
い
と
し
て
描
い
て
い
る
の
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
憲
政
を
す
す
め
て
ゆ

く
上
で
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
臨
時
約
法
に
お
け
る
規
定
の
曖

昧
さ
で
あ
っ
た
。
日
本
の
言
論
に
つ
い
て
、
北
京
政
府
を
支
持
す
る
側
が
、
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書
評　

『
崩
壊
の
経
験
―
―
現
代
ド
イ
ツ
政
治
思
想
講
義

』

（

山
宏
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）

川
合
全
弘

　

本
書
は
、
著
者
の
前
作
『
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
（
一
九

八
六
年
）
と
同
様
、
確
立
さ
れ
た
思
想
を
対
象
と
し
、
そ
の
歴
史
的
な
由

来
や
展
開
を
追
う
と
い
う
、
通
常
の
政
治
思
想
史
的
方
法
を
採
ら
ず
、
む

し
ろ
明
確
な
思
想
に
形
成
さ
れ
る
以
前
の
「
経
験
の
層
位
」
に
着
目
す
る

と
い
う
、
異
色
の
方
法
論
に
立
つ
政
治
思
想
研
究
で
あ
る
。
他
方
で
本
書

は
、
前
作
と
異
な
り
、
「
学
術
書
」
で
な
く
「
講
義
録
」
の
ス
タ
イ
ル
を

採
る
。
「
後
書
き
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
の
出
版
が
著
者
自

身
の
計
画
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
編
集
者
の
勧
め
に
よ
る
も
の
で
あ
る
旨

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
直
接
の
機
縁
が
そ
う
で
あ
っ
た

に
せ
よ
、
評
者
に
は
、
異
色
の
方
法
論
と
講
義
録
の
ス
タ
イ
ル
と
が
、
あ

た
か
も
そ
れ
が
必
然
で
あ
る
か
の
ご
と
く
調
和
し
て
い
る
、
と
感
ぜ
ら
れ

る
。
二
作
を
比
較
す
る
と
、
前
作
で
直
接
の
主
題
と
さ
れ
た
「
ワ
イ
マ
ー

0

0

0

0

ル
体
制
崩
壊

0

0

0

0

0

の
心
的
、
精
神
的
層
位
」
（
前
作
、
一
一
頁
、
傍
点
は
評
者
）
が
、

本
書
で
は
市
民
性
の
崩
壊

0

0

0

0

0

0

と
い
う
、
初
期
近
代
に
ま
で
遡
る
拡
大
さ
れ
た

枠
組
み
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
と
と
も
に
、
論
述
の
ス
タ
イ
ル
が
学
術
書

か
ら
講
義
録
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
変
更
の
意
味
は
、
単
に

学
術
書
の
難
解
な
内
容
を
一
般
読
者
向
け
に
平
易
に
説
く
こ
と
に
尽
き
な

い
よ
う
に
思
え
る
。
前
作
と
比
べ
て
本
書
は
た
し
か
に
読
み
易
い
。
し
か

し
卑
見
で
は
、
本
書
に
お
け
る
主
題
の
拡
大
と
ス
タ
イ
ル
の
変
更
と
は
、

む
し
ろ
著
者
独
自
の
方
法
論
が
つ
い
に
自
ら
に
相
応
し
い
形
を
得
た
こ
と

の
表
わ
れ
で
あ
り
、
読
み
易
さ
は
そ
の
効
果
で
も
あ
る
。
こ
の
直
観
を
手

掛
か
り
に
、
以
下
で
は
、
第
一
に
方
法
論
に
つ
い
て
や
や
立
ち
入
っ
て
考

察
し
、
第
二
に
「
崩
壊
の
経
験
」
お
よ
び
そ
れ
と
一
対
を
な
す
「
経
験
の

崩
壊
」
と
い
う
本
書
の
主
題
を
要
約
し
、
第
三
に
方
法
論
と
の
関
連
に
お

け
る
講
義
録
ス
タ
イ
ル
の
意
義
に
つ
い
て
推
測
し
、
最
後
に
愚
問
を
一
つ

述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

「
経
験
の
層
位
」
に
着
目
す
る
と
い
う
著
者
の
方
法
論
は
、
本
書
と
前

作
と
が
ひ
と
し
く
対
象
と
す
る
ワ
イ
マ
ー
ル
期
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
〈
政

治
的
な
も
の
〉
の
溶
解
と
拡
散
と
い
う
動
向
が
趨
勢
と
な
っ
た
、
と
い
う

時
代
認
識
に
基
づ
く
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
〈
政
治
的
な
も
の
〉
が
明
確
な
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方
法
論
的
特
徴
が
あ
る
。
著
者
は
、
①
に
関
し
て
主
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗

教
社
会
学
と
エ
リ
ア
ス
の
文
明
化
論
と
に
依
拠
し
、
②
に
関
し
て
ジ
ン
メ

ル
の
社
会
学
に
影
響
を
受
け
た
〈
一
九
二
〇
年
代
の
世
代
〉
の
知
識
人
た

ち
（
ル
カ
ー
チ
、
ブ
ロ
ッ
ホ
、
ア
ド
ル
ノ
、
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
）

の
社
会
文
化
史
的
方
法
を
援
用
す
る
。
本
書
に
お
け
る
社
会
文
化
史
的
方

法
は
、
決
定
論
的
に
硬
直
し
た
見
方
で
な
く
、
む
し
ろ
現
実
の
「
多
層
性
」

に
目
を
配
り
、
現
実
を
諸
層
が
互
い
に
条
件
論
的
に
規
定
し
合
う
微
妙
な

連
関
と
し
て
把
握
す
る
柔
軟
な
見
方
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
引
用
し
つ

つ
、
カ
ン
ト
に
見
ら
れ
る
「
初
期
近
代
人
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
意
識
」

と
当
時
の
貧
し
い
生
活
と
の
密
接
な
関
連
を
指
摘
す
る
、
次
の
味
わ
い
深

い
一
文
は
、
こ
の
柔
軟
性
を
示
す
好
例
か
と
思
わ
れ
る
。
「
初
期
近
代
人

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
意
識
は
、
…
…
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
自
然
に

よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
数
限
り
な
い
制
約
の
も
と
で

不
便
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
時

代
、
そ
の
限
り
で
民
衆
も
教
養
市
民
層
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
制
約
の
あ
る
貧
し
い
生
活

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

』

を
共
有
し
て
い
た
時
代

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…
…
の
産
物
で
あ
っ
た
」（
三
五
二
頁
、
傍
点
は
著
者
）
。

　

さ
て
初
期
近
代
に
成
立
し
た
こ
の
よ
う
な
古
典
的
市
民
性
の
崩
壊
と
い

う
事
態
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
ド
イ
ツ
に
お
い
て
人
び
と
に
ど
う
経
験
さ
れ

た
か
が
、
本
書
の
主
題
を
成
す
。
こ
の
「
崩
壊
の
経
験
」
と
い
う
主
題
は
、

本
書
に
お
い
て
巧
み
な
仕
方
で
た
だ
ち
に
「
経
験
の
崩
壊
」
へ
と
変
奏
さ

れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
市
民
性
の
崩
壊
」
と
い
う
包
括
的
な
出
来
事

が
「
経
験
の
層
位
」
に
お
い
て
「
市
民
的
な
経
験
能
力
の
崩
壊
」
と
し
て

捉
え
直
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
が
含
み
持
つ
否
定
的
な
面
（
「
経
験
の
貧
困

化
」
と
歴
史
意
識
の
消
失
）
と
肯
定
的
な
面
（
「
動
態
性
」
に
対
す
る
現
代
的

形
象
を
成
さ
な
い
ま
ま
、
制
度
化
さ
れ
た
政
治
の
領
域
を
超
え
て
諸
々
の

他
領
域
へ
と
拡
散
し
た
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
政
治
の
理
論
や
制
度
を
見
る

だ
け
で
は
、
な
ぜ
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
勢
力
を
成
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
含

め
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
政
治
の
実
態
は
見
え
て
こ
な
い
。
〈
政
治
的
な

も
の
〉
の
溶
解
と
拡
散
は
、
著
者
に
お
い
て
、
文
化
と
社
会
の
全
体
を
覆

う
よ
り
大
き
な
歴
史
的
動
向
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
判

断
か
ら
、
政
治
に
直
接
携
わ
る
人
間
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
家
か
ら
大
衆
に

至
る
あ
ら
ゆ
る
同
時
代
人
に
ま
で
対
象
を
広
げ
て
、
彼
ら
の
「
経
験
の
層

位
」
を
考
察
す
る
と
い
う
本
書
の
方
法
論
が
導
か
れ
る
。

　

ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
そ
の
「
経
験
」

の
内
容
を
、
著
者
は
「
市
民
性
の
崩
壊
」
と
呼
ぶ
。
「
市
民
性
」
と
は
、

人
間
性
に
つ
い
て
の
市
民
的
な
理
想
像
、
市
民
的
な
社
交
や
政
治
の
形
式
、

市
民
的
な
職
業
像
と
そ
の
身
分
的
、
階
級
的
利
害
な
ど
、
お
よ
そ
市
民
的

な
も
の
の
一
切
を
包
括
す
る
概
念
で
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
市
民
性
の
古

典
的
な
形
象
を
、
一
旦
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、

ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
に
お
い
て
芸
術
的
表
現
を
得
た
「
普
遍
的
人
類
の
理
想
」

（
本
書
、
二
二
〇
頁
）
に
ま
で
遡
っ
て
示
す
と
と
も
に
、
世
紀
転
換
期
以
降

に
お
け
る
そ
れ
の
崩
壊
の
経
験
を
数
多
く
の
証
言
を
通
じ
て
跡
付
け
る
。

そ
の
際
、
こ
の
よ
う
な
精
神
史
的
動
向
を
、
①
英
仏
と
の
対
比
を
通
じ
て

明
瞭
と
な
る
ド
イ
ツ
的
市
民
性
の
固
有
性
（
教
養
市
民
層
と
い
う
独
自
の
存

在
形
式
と
そ
の
市
民
理
念
の
反
西
欧
的
偏
向
）
に
即
し
て
比
較
文
化
史
的
に

把
握
す
る
と
と
も
に
、
②
資
本
主
義
の
高
度
化
に
伴
う
市
民
社
会
の
変
容

（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
新
旧
中
産
層
と
へ
の
市
民
層
の
分
解
、
「
市
民
」
の
消
滅
と

「
大
衆
」
の
登
場
）
と
関
連
付
け
て
把
握
す
る
点
に
、
本
書
の
い
ま
一
つ
の
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か
見
え
な
い
市
民
的
世
界
を
脱
却
し
て
世
界
を
新
し
く
始
め
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
歴
史
も
文
化
も
成
り
立
た
ち
え
な
い

荒
廃
の
世
界
を
招
来
す
る
か
も
し
れ
ぬ
、
そ
れ
自
体
両
義
的
な
可
能
性
を

孕
む
意
識
で
あ
る
。

　

本
書
の
大
半
は
、
「
経
験
の
崩
壊
」
の
こ
の
両
義
性
を
考
察
す
る
こ
と

に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現モ

デ
ル
ニ
テ

代
性
の
尖
鋭
な
自
覚
者
た
ち
（
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
、
ジ
ン
メ
ル
、
〈
一
九
二
〇
年
代
の
世
代
〉
の
知
識
人
た
ち
）
の
思
索

に
関
す
る
考
察
か
ら
、
一
連
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
（
印
象
主
義
、
表
現
主
義
、

ダ
ダ
イ
ズ
ム
）
に
現
れ
る
現モ

デ
ル
ニ
テ

代
性
意
識
の
解
読
を
経
て
、
こ
の
意
識
に
対

応
す
る
政
治
の
理
論
や
実
践
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
マ
ン
ハ
イ
ム
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
保
守
革
命
派
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
）
の
考
察
に
ま
で
及
ぶ
。
こ

れ
ら
の
考
察
に
際
し
て
著
者
の
共
感
は
、
お
そ
ら
く
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
や
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
ら
に
共
通
す
る
「
状
況
化
的
思
考
」
（
二
一
〇
頁
）
な
い
し
弁
証

法
的
思
考
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
経
験
の
崩
壊
」
か
ら
の

逆
戻
り
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
こ
の
崩
壊
状
況
に
徹
底
し
て

内
在
す
る
中
か
ら
建
設
的
な
方
向
を
見
出
そ
う
と
す
る
思
考
が
そ
れ
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
思
考
法
の
成
否
に
関
す
る
著
者
の
判
断
は
、

多
大
の
留
保
を
含
む
。
「
経
験
の
崩
壊
」
の
只
中
で
経
験
を
良
く
導
く
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

と0

の
逆
説
性
と
困
難
さ
と
を
、
著
者
が
自
覚
す
る
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
こ
の
自
覚
が
本
書
の
講
義
録
ス
タ
イ
ル
と
深
い
関
わ
り
を
有
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
の
議
論
は
全
て
評
者
の
推
測
に
基
づ
く
。
卑
見

で
は
、
「
経
験
の
崩
壊
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
現
代
的
状
況
に
対
す
る
著

者
の
実
践
的
な

0

0

0

0

立
場
は
、
現モ

デ
ル
ニ
テ

代
性
の
そ
れ
で
な
く
、
経
験
の
そ
れ
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
「
経
験
の
層
位
」
に
着
目
す
る
著
者
の
方
法
論
は
、
あ

な
知
覚
の
誕
生
）
と
の
両
方
に
お
い
て
、
「
崩
壊
の
経
験
」
の
行
方
が
追
究

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

「
経
験
の
崩
壊
」
の
否
定
面
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
生
活
の
中

で
遭
遇
す
る
様
々
な
出
来
事
を
自
ら
の
人
格
へ
と
統
合
す
る
能
力
が
人
間

か
ら
失
わ
れ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
人
生
が
瞬
間
的
で
断
片
的
な
事
象
の

偶
然
の
寄
せ
集
め
へ
と
砕
け
散
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
著
者
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
依
拠
し
て
、
市
民
的
な
経
験
能
力
の
原
型
を
工
場
労
働
以

前
に
お
け
る
職
人
の
手
仕
事
に
見
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
が
自
ら
の
「
身

体
の
リ
ズ
ム
」
に
合
わ
せ
て
道
具
を
用
い
る
こ
と
、
そ
し
て
対
象
に
働
き

か
け
つ
つ
対
象
を
理
解
す
る
持
続
的
で
蓄
積
的
な
形
式
に
お
い
て
働
く
こ

と
が
可
能
で
あ
っ
た
も
の
の
、
「
人
間
が
機
械
を
使
う
と
い
う
よ
り
、
機

械
が
人
間
を
調
教
す
る
」
（
二
〇
六
頁
）
高
度
資
本
主
義
の
時
代
に
は
、
時

間
の
極
限
的
な
短
縮
化
が
追
求
さ
れ
る
た
め
、
時
間
を
か
け
る
ほ
ど
に
技

が
練
ら
れ
、
人
間
が
熟
す
る
と
い
う
意
識
、
す
な
わ
ち
経
験
能
力
が
決
定

的
に
害

そ
こ
な

わ
れ
る
。

　

し
か
し
「
経
験
の
崩
壊
」
は
他
方
で
肯
定
面
を
も
併
せ
持
つ
。
そ
れ
は
、

言
わ
ば
生
活
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
人
間
の
知
覚
の
変
化
の
表
わ
れ
で

あ
る
か
ら
、
経
験
能
力
の
衰
弱
の
反
面
で
、
瞬
間
的
な
も
の
へ
の
鋭
敏
な

感
受
性
を
新
た
に
育
む
。
こ
う
し
て
「
経
験
の
崩
壊
」
と
と
も
に
生
ま
れ

る
現モ

デ
ル
ニ
テ

代
性
の
意
識
と
は
、「
経
験
が
成
り
立
ち
が
た
い
と
感
じ
る
意
識
」（
序

論
、
二
三
頁
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
『
一
時
的
な
も
の
、
移
ろ
い
や
す
い

も
の
、
偶
発
的
な
も
の
』
へ
の
感
受
性
」
（
一
四
六
頁
）
で
あ
り
、
よ
り
積

極
的
に
言
え
ば
「
『
す
べ
て
を
新
し
く
み
る
』
…
…
〈
始
ま
り
の
意
識
〉
」

（
一
七
八
頁
）
で
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
誰
の
目
に
も
虚
構
と
し
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自
ら
の
内
面
に
『
状
況
』
を
作
り
出
す
訓
練
（
こ
れ
こ
そ
が
教
育
の
要
諦
で

あ
る
）
に
お
い
て
学
問
の
果
た
す
役
割
も
無
視
で
き
な
い
」
（
二
一
一
頁
）
。

　

最
後
に
、
一
つ
蛇
足
を
加
え
た
い
。
な
ぜ
本
書
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
考
察

の
対
象
と
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
言

及
は
あ
る
も
の
の
、
ま
と
ま
っ
た
考
察
は
見
ら
れ
な
い
。
管
見
で
は
、
形

而
上
学
へ
の
根
本
的
な
批
判
を
敢
行
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
こ
そ
、
ワ
イ
マ
ー

ル
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
市
民
性
の
崩
壊
」
を
そ
の
哲
学
的
な
深
み
に
お

い
て
経
験
し
、
経
験
を
良
く
導
く
こ
と
の
困
難
さ
を
一
身
に
具
現
し
た
思

想
家
で
あ
る
。
本
書
は
、
往
々
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
る

シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ユ
ン
ガ
ー
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
「
経
験
の
層
位
」
へ
の
着

目
を
通
じ
て
、
普
通
な
ら
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
そ
れ
ぞ
れ
の
現
代
的
側
面

（
前
者
に
つ
い
て
は
「
真
剣
さ
の
世
界
」
の
強
調
の
背
後
に
見
え
隠
れ
す
る
「
興

味
深
い
世
界
」
へ
の
審
美
的
傾
倒
、
後
者
に
つ
い
て
は
極
度
に
尖
鋭
化
し
た
「
動

態
性
」
の
意
識
の
発
現
）
を
巧
み
に
浮
き
彫
り
に
す
る
。
ま
た
本
書
は
、
ア

レ
ン
ト
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
ア
ン
ダ
ー
ス
と
い
う
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
深
い

関
わ
り
を
持
っ
た
人
び
と
を
取
り
上
げ
て
も
い
る
。
本
書
に
登
場
す
る
知

識
人
は
主
な
者
だ
け
で
三
十
数
名
に
上
る
。
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
、
本
書

に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
不
在
に
は
な
お
さ
ら
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
お
け
る
「
社
会
科
学
へ
の
接
続
可
能
性
」
の
欠

如
（
四
九
一
頁
）
ゆ
え
な
の
か
、
あ
る
い
は
本
書
の
教
育
論
的
趣
旨
に
馴

染
ま
な
い
か
ら
な
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

（
か
わ
い
・
ま
さ
ひ
ろ
／
ド
イ
ツ
政
治
思
想
史
）

く
ま
で
経
験
を
良
く
導
こ
う
と
す
る
実
践
的
な
関
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

「
〈
崩
壊
〉
の
あ
と
―
―
お
わ
り
に
」
と
題
さ
れ
た
本
書
第
四
部
が
レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
と
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
古
典
的
な
教
養
論
と
経
験

論
と
へ
の
立
ち
戻
り
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
。
と
は

い
え
今
日
、
こ
の
経
験
は
も
は
や
初
期
近
代
に
お
い
て
あ
り
え
た
よ
う
な

「
調
和
の
経
験
」
で
な
く
、む
し
ろ
「
崩
壊
の
経
験
」
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

お
そ
ら
く
著
者
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
避
け
が
た
い
崩
壊
を
成
り
行
き
に

任
せ
る
の
で
な
く
、
「
状
況
化
的
思
考
」
を
通
じ
て
そ
れ
を
良
き
経
験
へ

と
止
揚
す
る

0

0

0

0

こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
の
困
難
さ
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
認
識

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
は
教
育
者
と
し
て
の
実
践
的
な
立
場
に
お
い
て

そ
れ
を
目
指
す
。
本
書
が
学
術
書
で
な
く
講
義
録
で
あ
る
こ
と
は
、
本
書

に
お
け
る
著
者
の
こ
の
立
場
選
択
に
基
づ
く
。
著
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
ワ

イ
マ
ー
ル
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
崩
壊
の
経
験
」
は
、
我
々
日
本
人
の
、

こ
と
に
西
暦
「
二
〇
〇
〇
年
前
後
」
に
お
け
る
日
本
社
会
の
大
変
化
（
五

四
〇
頁
）
を
肌
身
に
感
じ
た
若
い
世
代
の
経
験
で
も
あ
る
。
も
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
、
「
状
況
化
的
思
考
」
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
ら
の
思
考
法
の
特
徴

を
把
握
す
る
た
め
の
学
術
的
な
概
念
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
我
々
自
身
の

思
考
を
導
く
生
き
た
知
恵

0

0

0

0

0

と
し
て
も
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
著
者
に
と
っ

て
講
義
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
知
恵
を
触
発
す
る
教
育
的
実
践
で
あ
り
、

「
経
験
の
層
位
」
へ
の
着
目
か
ら
出
発
し
た
著
者
独
自
の
方
法
論
は
、
こ

こ
に
教
育
方
法
論
と
し
て
結
実
す
る
。
「
状
況
化
的
思
考
」
の
教
育
論
的

意
義
を
説
く
次
の
一
節
は
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
『
教
育
』
に
お
い
て
は
『
状
況
』
を
与
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
『
状
況
』

を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
…
…
。
あ
る
い
は
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書
評　

『
労
働
者
―
―
支
配
と
形
態

』

（
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ
ー
著
、
川
合
全
弘
訳
、
月
曜
社
、

二
〇
一
三
年
）

大
竹
弘
二

　

本
書
は
二
十
世
紀
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
作
家
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ
ー

の
主
著
で
あ
る
。
原
書
の
出
版
は
、
ナ
チ
ス
の
政
権
奪
取
が
数
カ
月
後
に

迫
っ
て
い
た
一
九
三
二
年
九
月
。
そ
れ
は
同
年
の
終
わ
り
に
は
第
三
版
が

刷
ら
れ
る
ほ
ど
注
目
を
集
め
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
末
期
の
危
機
の
時
代
を
象
徴

す
る
著
作
の
一
つ
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
本
自
体
が
当
時
の
世
論

や
政
治
状
況
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
こ
の
本
に
対
す
る
人
々
の
反
応
は
、
少
な
か
ら
ぬ
当
惑
を
含
む
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
右
翼
的
と
も
左
翼
的
と
も
受

け
取
れ
る
本
書
の
両
義
的
な
性
格
に
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
ユ
ン
ガ
ー
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
保
守
主
義
を
代
表
す
る
右

派
の
思
想
家
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
前
線
兵
士
た
ち
に
よ
る
戦
友

愛
の
経
験
が
刻
印
さ
れ
た
『
労
働
者
』
の
集
団
主
義
的
傾
向
は
、
ナ
チ
ス

の
全
体
主
義
国
家
を
予
示
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ユ
ン

ガ
ー
自
身
は
積
極
的
に
政
治
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
人
物
で
は
な
く
、
ナ
チ
ス

政
権
に
対
し
て
も
そ
の
当
初
か
ら
批
判
的
に
距
離
を
取
り
続
け
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ユ
ン
ガ
ー
に
「
ド
イ
ツ
・
フ
ァ

シ
ズ
ム
」
の
典
型
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
彼
の
思
想

が
ナ
チ
ス
と
親
和
的
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

し
か
し
他
方
、『
労
働
者
』
で
待
望
さ
れ
て
い
る
の
は
、
旧
来
の
「
市
民
」

に
代
わ
っ
て
「
労
働
者
」
が
主
役
と
な
り
、
「
労
働
計
画
」
が
支
配
す
る

新
た
な
時
代
の
到
来
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
、
社
会
主
義
的
な
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
構
想
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ユ
ン
ガ
ー
の
友
人
で
あ
っ

た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ニ
ー
キ
ッ
シ
ュ
は
『
労
働
者
』
に
自
ら
の
「
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
の
理
念
を
見
出
し
、
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
・
シ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
も
こ
の
本
に
は
ロ
シ
ア
革
命
の
過
大
評
価
が
見
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
左
翼
的
な
印
象
を
与
え
る
こ
の
本
の
外

観
ゆ
え
に
、ナ
チ
ス
の
機
関
誌
『
民

フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー

族
的
観
察
者
』
の
書
評
か
ら
も
、「
頭

部
銃
撃
」
と
い
っ
た
脅
し
を
含
む
攻
撃
的
な
反
発
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
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一
次
世
界
大
戦
の
「
物
量
戦
」
で
あ
っ
た
。
本
書
で
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
が

絶
え
ず
呼
び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
は
現

代
戦
の
戦
場
こ
そ
が
今
日
の
技
術
的
世
界
の
母
型
を
な
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
う
え
で
ユ
ン
ガ
ー
は
戦
場
の
風
景
を
、
現
代
の
都
市
と
大
衆
社

会
の
風
景
に
重
ね
合
わ
せ
る
。
今
日
の
都
市
に
見
ら
れ
る
の
は
「
物
量
戦

の
風
景
の
再
現
」
（
一
四
八
頁
）
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
都
市
に
お
け
る

機
械
の
運
動
や
速
度
を
増
し
て
い
く
交
通
は
、
戦
争
に
も
匹
敵
す
る
犠
牲

者
を
生
み
出
す
「
一
種
の
モ
ロ
ク
」
（
一
二
五
頁
）
と
し
て
、
死
と
危
険
を

人
々
の
身
近
な
も
の
に
し
て
い
る
、
と
。

　

こ
の
よ
う
に
一
種
の
戦
場
と
な
っ
て
い
る
現
代
の
都
市
生
活
に
お
い
て

は
、
旧
来
の
市
民
文
化
の
解
体
の
徴
候
が
至
る
所
に
見
出
さ
れ
る
。
ユ
ン

ガ
ー
が
挙
げ
る
の
は
、
「
人
格
」
や
「
個
性
」
と
い
っ
た
市
民
的
個
人
の

価
値
の
消
滅
で
あ
る
。
つ
ま
り
個
人
は
そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
失
い
、

「
代
替
可
能
」
（
一
九
〇
頁
）
な
存
在
へ
と
還
元
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
い
わ
ば

ユ
ン
ガ
ー
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
そ
う
変
わ
ら
ぬ
仕
方
で
、
大
衆
社
会
に
お
け

る
「
一
回
限
り
の
体
験
」
（
一
六
八
頁
ほ
か
）
の
喪
失
を
問
題
に
す
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
典
型
的
に
示
す
の
が
、
都
市
の
人
々
の
表
情
が
「
男
性
の

場
合
に
は
金
属
的
な
印
象
を
、
女
性
の
場
合
に
は
厚
化
粧
の
印
象
を
呼
び

起
こ
す
」
よ
う
な
「
仮
面
性
」
を
帯
び
る
と
い
う
観
相
学
的
な
変
化
で
あ

り
（
一
五
四
頁
）
、
か
つ
て
の
身
分
的
お
よ
び
市
民
的
衣
装
に
代
わ
る
「
制

服
」
の
役
割
の
拡
大
で
あ
り
、
演
劇
の
よ
う
な
「
個
人
」
で
は
な
く
、「
類

型
」を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
映
画
俳
優
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
一
七
一
頁
）
。

こ
う
し
て
個
性
や
一
回
性
が
消
滅
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
個
人
は
い
わ
ゆ

る
「
類
型
人
（
タ
イ
プ
）
」
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
本
書
を
執
筆
し
た
三
〇
年
代
初
め
の
頃
の
ユ
ン
ガ
ー
は
、
単
な

る
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
離
れ
、
旧
来
の
国
民
国
家
を
克

服
し
よ
う
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
思
考
へ
と
歩
み
を
進
め
て
い
た
。
彼
に

よ
れ
ば
、
今
日
の
世
界
は
「
帝
国
的
空
間
」
（
三
七
九
頁
）
へ
の
移
行
の
途

上
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
「
国
民
民
主
主
義
」
は
、
い

ま
や
「
全プ

ラ
ネ
タ
ー
リ
ッ
シ
ュ

地
球
的
な
」
規
模
を
も
っ
た
来
た
る
べ
き
「
労
働
国
家
」
に
向

け
て
転
回
し
つ
つ
あ
る
（
三
〇
六
頁
）
、
と
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
ユ
ン
ガ
ー

が
考
え
て
い
る
の
は
、
労
働
者
の
国
際
的
連
帯
と
い
っ
た
社
会
主
義
的
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
と
は
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。
本

書
で
言
わ
れ
る
「
労
働
者
」
と
は
特
定
の
社
会
階
級
の
こ
と
で
は
な
い
し
、

彼
の
期
待
す
る
「
革
命
」
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
共
産
主
義
革
命

で
は
な
い
。
近
代
の
市
民
社
会
や
そ
の
個
人
主
義
の
解
体
の
な
か
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
労
働
者
の
「
形

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

態
」
と
は
、
「
根

エ
レ
メ
ン
タ
ー
ル

源
的
な
も
の
」
と
の
関
係

を
持
っ
た
超
個
人
的
な
共
同
性
の
形
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
ユ
ン

ガ
ー
の
場
合
、
近
代
的
市
民
生
活
に
対
す
る
こ
う
し
た
反
発
は
、
十
九
世

紀
末
以
来
の
ド
イ
ツ
青
年
運
動
の
よ
う
な
古
代
世
界
へ
の
憧
憬
や
自
然
回

帰
と
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
近
代
の
技
術
時
代
を
強
く

肯
定
し
、
ま
さ
に
技
術
を
「
全
体
的
革
命
」
の
手
段
と
み
な
す
の
で
あ
る

（
二
一
三
頁
）
。「
技
術
は
労
働
者
の
形
態
が
世
界
を
動
員
す
る
方
法
で
あ
る
」

（
一
九
七
頁
ほ
か
）
と
い
う
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
『
労
働
者
』

は
彼
の
技
術
崇
拝
が
頂
点
に
達
し
た
著
作
な
の
で
あ
る
。

　

技
術
は
労
働
計
画
の
遂
行
を
可
能
に
す
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
は
旧
来

の
市
民
的
世
界
を
徹
底
的
に
破
壊
す
る
。
こ
の
技
術
発
展
の
破
壊
的
帰
結

を
顕
わ
に
し
た
の
が
、
ユ
ン
ガ
ー
自
身
が
前
線
兵
士
と
し
て
参
加
し
た
第
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ユ
ン
ガ
ー
は
こ
う
し
た
動
向
を
決
し
て
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
類
型
人
」
の
出
現
こ
そ
が
労
働
者
に

よ
る
新
時
代
へ
の
道
を
開
く
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
今
日
の
世
界
は
こ

れ
ま
で
の
価
値
が
す
べ
て
崩
壊
し
た
「
没
落
の
劇
」
の
様
相
を
呈
し
て
い

る
。
し
か
し
技
術
が
も
た
ら
す
こ
の
雑
然
と
し
た
「
作
業
場
風
景
」
は
、

単
な
る
荒
廃
で
は
な
く
、
来
た
る
べ
き
世
界
に
向
け
た
「
移
行
風
景
」
で

も
あ
る
（
二
一
七
頁
）
。
「
大
衆
と
機
械
の
時
代
は
、
台
頭
し
つ
つ
あ
る
帝

国
の
た
め
の
巨
大
な
工
廠
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
こ
の
帝
国
の
側
か
ら

見
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
没
落
も
、
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
、
準
備
と
し
て

映
じ
る
」
（
九
八
頁
）
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
技
術
に
よ
る
こ
う
し
た
「
砂
漠
化
」
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

極
致
と
み
な
し
た
が
、
ユ
ン
ガ
ー
に
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
荒
廃
こ
そ
が
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
来
た
る
べ
き
時
代
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
ユ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
の
破
局
は
、
同
時
期
に

出
版
さ
れ
た
エ
ー
リ
ヒ
・
レ
マ
ル
ク
の
『
西
部
戦
線
異
状
な
し
』
（
一
九

二
九
）
に
お
け
る
よ
う
な
単
な
る
喪
失
経
験
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

ユ
ン
ガ
ー
は
戦
場
と
い
う
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
の
只
中
で
、
同
時
に
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
な
次
元
が
開
示
さ
れ
る
の
を
見
て
取
る
か
ら
で
あ
る
。
物
量
戦
と
い

う
「
鋼
鉄
の
嵐
」
を
く
ぐ
り
抜
け
る
兵
士
た
ち
は
、
技
術
と
速
度
が
も
た

ら
す
新
時
代
を
自
ら
の
身
体
に
よ
っ
て
感
じ
取
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
暴
力
的
な
衝
撃
の
経
験
が
ユ
ン
ガ
ー
の
美
学
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム

を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
再
三
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
ツ
・
ボ
ー
ラ
ー
は
こ
れ
に
関
し
て
、
ユ
ン
ガ
ー
自

身
の
戦
場
体
験
よ
り
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
始
め
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸

術
、
お
よ
び
同
時
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
と
の
繋
が
り
を
強
調
し

て
い
る
（K
arl H

einz B
ohrer, D

ie Ä
sthetik des Schreckens, M

ünchen/

W
ien 1978

）
。
ま
た
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ハ
ー
フ
は
、
ユ
ン
ガ
ー
が
単
な
る
反

近
代
主
義
者
で
は
な
く
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
機
械
の
運
動
に
美
を
見
出
す

よ
う
な
技
術
崇
拝
と
結
び
つ
い
た
非
合
理
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
（
『
保
守
革
命
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
。
と
は

い
え
、
ユ
ン
ガ
ー
の
述
べ
る
シ
ョ
ッ
ク
経
験
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
「
政
治

の
美
学
化
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。

彼
は
技
術
が
も
た
ら
す
シ
ョ
ッ
ク
の
う
ち
に
、
人
間
の
新
た
な
知
覚
の
発

展
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ポ
ー
ル
・
ヴ
ィ
リ

リ
オ
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
ら
が
指
摘
し
て
以
来
、
近
年
特
に

注
目
さ
れ
て
い
る
ユ
ン
ガ
ー
の
「
メ
デ
ィ
ア
論
的
な
」
射
程
が
出
て
く
る

こ
と
に
な
る
。

　

す
で
に
『
鋼
鉄
の
嵐
の
中
で
』
（
一
九
二
〇
）
を
始
め
と
す
る
ユ
ン
ガ
ー

の
戦
争
著
作
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
兵
士
た
ち
が
戦
場
で
体
験
し
た

奇
妙
な
知
覚
変
化
が
証
言
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
三
〇
年
前
後
の
著
作
に

お
い
て
は
、
ま
さ
に
こ
れ
が
大
衆
社
会
の
メ
デ
ィ
ア
技
術
と
と
も
に
出
現

す
る
新
た
な
知
覚
の
可
能
性
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
労
働
者
』

で
は
、
こ
の
新
た
な
知
覚
、
つ
ま
り
新
し
い
仕
方
で
「
見
る
こ
と
」
こ
そ

が
、
革
命
を
実
現
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
「
労
働
者
の

形
態
」
を
「
目
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
で
あ
り
（
八
頁
）
、
「
形
態

を
見
る
こ
と
」
は
ま
さ
に
「
革
命
的
な
行
為
」
な
の
で
あ
る
（
五
〇
頁
）
。

　

こ
の
よ
う
に
新
し
い
仕
方
で
「
見
る
」
た
め
の
革
命
手
段
と
な
り
う
る

の
が
、
ユ
ン
ガ
ー
の
偏
愛
す
る
写
真
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
実
際
彼
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自
ら
の
身
体
の
破
壊
さ
え
も
客
観
的
に
受
け
止
め
る
機
械
化
さ
れ
た
人
間

た
ち
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

　

ユ
ン
ガ
ー
の
描
く
こ
の
知
覚
経
験
は
、
単
に
ト
ラ
ウ
マ
的
な
体
験
に
対

す
る
防
衛
機
制
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、ク
ラ
ウ
ス
・

テ
ー
ヴ
ェ
ラ
イ
ト
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
自
ら
の
男
性
的
な
身
体
の
統

合
を
身
体
の
機
械
化
に
よ
っ
て
守
ろ
う
と
す
る
男
性
妄
想
の
現
れ
（
『
男

た
ち
の
妄
想　

Ⅰ
・
Ⅱ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
／
二
〇
〇
四
年
）
、
あ

る
い
は
、
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ヒ
ュ
イ
ッ
セ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

シ
ョ
ッ
ク
を
美
学
化
す
る
こ
と
で
そ
の
衝
撃
を
弱
め
、
そ
こ
に
開
示
さ
れ

る
は
ず
の
無
根
拠
性
の
深
淵
と
の
対
決
を
回
避
す
る
結
局
は
「
非
モ
ダ
ニ

ズ
ム
的
な
」
逃
避
行
動
に
す
ぎ
な
い
の
か
（A

ndreas H
uyssen, T

w
ilight 

M
em

ories, R
outledge 1995

）
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は
、
速
度
と
暴
力
性
を
増

し
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
技
術
社
会
の
知
覚
変
容
を
理
解
す
る
た
め
の
新

た
な
視
座
を
提
供
し
て
い
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
が
二
十
世
紀

に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
現
代
の
知
覚

空
間
に
つ
い
て
の
重
要
な
一
証
言
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

ユ
ン
ガ
ー
の
こ
の
武
装
さ
れ
た
視
覚
は
、
植
物
や
昆
虫
、
そ
し
て
鉱
物

の
よ
う
な
無
機
物
の
観
察
に
傾
注
し
た
彼
の
自
然
研
究
の
眼
差
し
に
も
繋

が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
視
覚
を
通
じ
て
発
見
さ
れ
る
「
形
態
」

と
ゲ
ー
テ
の
「
原
現
象
」
の
概
念
と
の
関
係
な
ど
、
追
究
す
べ
き
テ
ー
マ

は
多
岐
の
領
域
に
広
が
っ
て
い
く
。
か
ね
て
か
ら
多
く
の
人
々
の
興
味
を

惹
き
つ
け
て
き
た
著
作
で
あ
り
な
が
ら
長
く
邦
訳
が
存
在
し
な
か
っ
た
本

書
が
よ
う
や
く
日
本
語
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
ユ
ン
ガ
ー
の
思
想
の
全

体
像
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
大
き
く
貢
献
し
、
な
お
手
つ
か
ず
の
部
分
が

は
本
書
と
同
時
期
に
、
自
ら
の
視
覚
論
を
実
践
す
る
か
の
よ
う
な
多
く
の

写
真
集
の
編
集
・
解
説
に
関
わ
っ
て
い
た
。
ユ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
写
真
の

革
命
性
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
情
念
や
感
情
に
も
影
響
さ
れ
ず
に
、
従
来

の
人
間
の
視
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
隠
れ
た
現
実
を
可
視
化
で
き
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
視
覚
的
無
意
識
」
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
）
を
記
録

で
き
る
手
段
な
の
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
の
「
人
工
の
目
の
無
情
で
冷
酷
な
眼

差
し
」
（
一
六
二
頁
）
は
、
人
間
を
単
な
る
物
理
的
客
体
と
し
て
観
察
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
新
た
な
技
術
に
よ
っ
て
、
人
は
シ
ョ
ッ
ク
や

苦
痛
を
冷
静
な
仕
方
で
受
容
で
き
る
よ
う
訓
練
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
の
前
線
兵
士
を
見
舞
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ
と
同

じ
よ
う
な
知
覚
経
験
で
あ
る
。
ユ
ン
ガ
ー
は
先
の
戦
争
著
作
に
お
い
て
、

戦
闘
の
さ
中
に
自
分
の
身
体
が
す
で
に
死
ん
だ
物
質
と
な
っ
た
か
の
よ
う

な
超
現
実
的
な
感
覚
を
抱
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
の
陶

酔
で
は
な
く
、
あ
る
冷
静
さ
を
伴
っ
た
奇
妙
な
脱
自
的
経
験
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
兵
士
た
ち
は
死
の
危
険
の
な
か
に
あ
っ
て
、
シ
ョ
ッ
ク
や
苦
痛
に

対
す
る
意
識
の
武
装
を
習
得
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
自
己
保
存
本
能

の
限
界
を
超
え
て
」
、「
肉
体
を
純
然
た
る
道
具
と
し
て
扱
う
」
よ
う
な
、「
醒

め
た
、
金
属
的
と
も
言
う
べ
き
極
度
の
冷
淡
さ
」
を
身
に
付
け
る
（
一
四

一
頁
）
。
ユ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
の
意
義
は
、
自
ら
の
苦

痛
と
シ
ョ
ッ
ク
を
冷
徹
に
見
つ
め
る
こ
と
の
で
き
る
武
装
し
た
兵
士
―

労

働
者
を
生
み
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
大
都
市
の
群
衆
の
「
電
気
メ
ッ
キ

を
施
し
た
」
よ
う
な
「
金
属
的
な
」
相
貌
は
（
一
四
二
頁
）
、
い
ま
や
人
間

が
そ
の
よ
う
に
武
装
し
た
「
類
型
人
」
に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
徴
候

で
あ
る
。
技
術
は
破
壊
と
解
体
の
シ
ョ
ッ
ク
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
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『
か
た
ち
あ
る
生 

 
 

―
―
ア
ド
ル
ノ
と
批
判
理
論
の
ビ
オ
・
グ
ラ
フ
ィ
ー

』

（
入
谷
秀
一
著
、
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）

麻
生
博
之

　

本
書
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
第
一
世
代
を
代
表
す
る
一
人
Th
・

W
・
ア
ド
ル
ノ
、
ま
た
そ
の
第
三
世
代
の
旗
手
A
・
ホ
ネ
ッ
ト
の
思
考
を

お
も
な
対
象
と
し
て
、
著
者
が
こ
の
数
年
の
あ
い
だ
に
発
表
し
て
き
た
諸

論
考
を
ま
と
め
た
論
集
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
ひ
と
言
で
い
え
ば
、

ア
ド
ル
ノ
に
か
ん
し
て
は
と
り
わ
け
「
美
学
」
、
ホ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
「
承

多
い
日
本
の
ユ
ン
ガ
ー
研
究
の
本
格
的
な
端
緒
を
開
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
訳
文
は
独
特
の
概
念
や
晦
渋
な
文
章
が
平
易
に
訳
さ
れ
て
お
り
、
ユ

ン
ガ
ー
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
持
た
な
い
人
に
も
読
み
や
す
い
。
こ
の

難
解
な
著
作
の
翻
訳
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
訳
者
の
熱
意
と
労
力
に
深
い
敬

意
と
謝
意
を
表
し
た
い
。

 
（
お
お
た
け
・
こ
う
じ
／
近
現
代
ド
イ
ツ
政
治
思
想
）
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わ
け
、
広
義
で
の
「
伝
記
（
ビ
オ
・
グ
ラ
フ
ィ
ー
）
」
お
よ
び
「
自
伝
（
オ
ー

ト
・
ビ
オ
・
グ
ラ
フ
ィ
ー
）
」
と
い
う
言
説
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
、
そ
れ

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
社
会
的
・
政
治
的
な
要
因
や
、
そ
こ
に
孕
ま
れ
る

問
題
と
可
能
性
と
を
め
ぐ
る
強
い
問
題
関
心
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
の

前
提
と
し
て
の
、
「
生
（
ビ
オ
ス
）
」
な
い
し
「
生
活
史
（
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
）
」
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
で
あ
る
。
「
生
」
が
共

時
的
・
通
時
的
な
他
者
た
ち
と
の
関
わ
り
の
う
ち
で
不
可
避
的
に
ま
と
う

こ
と
に
な
る
「
か
た
ち
」
―
―
形
態
・
規
定
・
形
式
・
形
象
・
表
現
・
文

体
、
等
々
―
―
を
め
ぐ
る
問
い
へ
と
収
斂
す
る
こ
と
に
も
な
る
こ
れ
ら
の

論
点
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
あ
ら
た
め
て
言
及
し
た
い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、

各
論
考
を
原
型
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
内
容
に
つ
い
て
、
ご
く
か
い
つ

ま
ん
だ
か
た
ち
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
じ
め
の
二
つ
の
章
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
と
そ
の
思
想
形
成
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
先
行
者
―
―
こ
こ
で
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
―
―

と
の
関
係
が
考
察
さ
れ
る
。
第
一
章
「
全
体
性
の
幻
想
」
で
は
、
ア
ド
ル

ノ
に
と
っ
て
ワ
ー
グ
ナ
ー
が
、
（
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
）「
批
判
す

べ
き
社
会
的
対
象
」
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
あ
く
ま
で
「
肯
定
す
べ
き
美

的
形
象
」
で
も
あ
っ
た
こ
と
（
四
二
頁
）
が
、
い
く
つ
か
の
論
点
に
そ
く

し
て
論
証
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
「
生
の
肯
定
か
否
定
弁
証
法
か
」
で
問

題
と
な
る
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
対
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
微
妙
な
関
係
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
と
く
に
両
者
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
論
に
つ
い
て
の
分
析
を
媒
介
と

し
な
が
ら
、
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
が
、
「
非
同
一
的
な
も
の
の

比
類
な
き
代
弁
者
」
と
い
う
意
味
で
す
ぐ
れ
た
導
き
手
で
あ
っ
た
と
と
も

に
、
「
生
の
肯
定
」
を
強
く
打
ち
出
す
点
で
批
判
の
対
象
で
あ
り
続
け
た

認
論
」
を
中
心
に
、
近
年
の
研
究
動
向
に
も
積
極
的
に
目
配
り
を
し
な
が

ら
、
彼
ら
の
理
論
の
可
能
性
に
つ
い
て
批
判
的
な
し
か
た
で
探
り
出
そ
う

と
し
た
思
索
の
集
成
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
さ
し
あ
た
り
の
紹
介
の
し
か
た
は
、
や
は
り
粗
雑

に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
実
際
に
は

ず
っ
と
広
範
囲
に
及
ん
で
お
り
、
各
論
考
で
は
ご
く
多
様
な
論
点
が
と
り

扱
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
も
、
『
美

学
理
論
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
や
『
否
定
弁
証
法
』
、

さ
ら
に
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
等
に
も
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
ア

ド
ル
ノ
の
多
様
な
思
考
の
領
域
が
広
く
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
論
に
か
ん
し
て
も
、
近
年
の
そ
の
展
開
に
つ
い
て
跡

づ
け
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
環
境
倫
理
を
め
ぐ
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル

な
論
点
と
の
関
連
の
う
ち
に
そ
の
意
義
が
検
討
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
広
範

な
論
脈
に
お
い
て
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
生
命
操
作
技

術
の
進
展
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
学
上
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

と
ヨ
ナ
ス
の
思
考
に
そ
く
し
て
検
討
を
加
え
た
論
考
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
は
ご
く
多
様
な
論
点
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
論
集

と
い
う
そ
の
性
格
か
ら
し
て
も
、
全
体
を
通
じ
て
な
に
か
確
固
た
る
視
点

を
提
示
し
た
り
、
堅
固
な
立
論
を
試
み
た
り
し
よ
う
と
す
る
一
書
で
は
な

い
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書
に
は
、
全
体
を
ゆ
る
や
か
に
貫
く

い
く
つ
か
の
問
題
関
心
と
論
点
が
明
確
に
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
明
示
的
で
あ
る
の
は
、
本
書
の

タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、「
か
た
ち
あ
る
生
」
お
よ
び
「
ビ
オ
・

グ
ラ
フ
ィ
ー
」
と
い
う
事
が
ら
に
関
わ
る
論
点
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
と
り
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察
を
中
心
に
、
社
会
哲
学
・
倫
理
学
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
な
論
点
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
第
六
章
「
非
同
一

的
な
も
の
の
承
認
」
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
ア
ド
ル
ノ
批
判
を
ふ

ま
え
な
が
ら
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
論
に
つ
い
て
、「
ア
ド
ル
ノ
と
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
間
に
あ
る
方
法
論
的
な
対
立
そ
の
も
の
を
い
わ
ば
「
止
揚
す
る
」
」

（
二
一
七
頁
）
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
実
質
と
意

義
が
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
の
批
判
的
受
容
と
い
う
面
か
ら
整
理
さ
れ
る
。
続

く
二
つ
の
章
で
は
、
生
命
倫
理
学
と
環
境
倫
理
学
に
か
か
わ
る
論
点
に
つ

い
て
、
「
生
活
史
」
を
め
ぐ
る
一
種
の
時
間
論
的
な
視
点
か
ら
考
察
が
加

え
ら
れ
る
。
第
七
章
「
生
命
倫
理
の
時
間
論
」
で
は
、
生
殖
プ
ロ
セ
ス
へ

の
人
為
的
介
入
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
命
操
作
を
め
ぐ
り
、
そ
れ
を
批
判
す

る
た
め
の
視
座
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ヨ
ナ
ス
の
議
論
が
考
察
さ
れ
、

と
く
に
後
者
の
思
考
か
ら
導
出
し
う
る
よ
う
な
、
世
代
間
の
関
係
に
裏
打

ち
さ
れ
た
生
活
史
の
あ
り
方
、
い
わ
ば
「
非
対
称
的
な
も
の
同
士
の
時
間

的
な
つ
な
が
り
の
共
同
性
」
（
二
五
一
頁
）
を
め
ぐ
る
視
点
に
積
極
的
な
可

能
性
が
見
出
さ
れ
る
。
第
八
章
「
非
同
一
的
な
時
間
の
承
認
」
で
は
、「
環

境
」
を
「
多
様
な
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
重
層
的
に
交
錯
し
う
る
場
」（
二

七
五
頁
）
と
し
て
規
定
し
た
う
え
で
、
ホ
ネ
ッ
ト
が
『
物
象
化
』
で
導
入

し
た
承
認
概
念
に
依
拠
し
な
が
ら
、
「
質
的
に
異
な
っ
た
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト

リ
ー
を
有
す
る
も
の
同
士
の
相
互
承
認
」
（
同
）
を
模
索
す
る
視
座
を
環

境
倫
理
学
の
う
ち
に
導
入
す
べ
き
旨
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
九

章
「
制
度
の
道
徳
的
基
礎
づ
け
は
可
能
か
」
で
は
、
あ
ら
た
め
て
ホ
ネ
ッ

ト
の
承
認
論
そ
の
も
の
の
現
在
的
展
開
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
近
著
『
わ
れ
わ
れ
の
中
の
わ
た
し
』
所
収
の
論
文
「
イ

こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
「
ニ
ー
チ
ェ
を
模
倣
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
へ
の
ア
ド
ル
ノ

の
抵
抗
」
（
九
二
頁
）
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

続
く
三
つ
の
章
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
か
か

わ
る
い
く
つ
か
の
論
点
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
第
三
章
「
ア
ド
ル
ノ

の
「
自
然
史
」
に
つ
い
て
」
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
い
て
重
要
な

鍵
概
念
の
一
つ
と
な
る
「
自
然
史
」
の
概
念
を
立
ち
入
っ
て
分
析
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
的
思
考
、
と
く
に
そ
の
独
特
な
修
辞
的

文
体
の
狙
っ
て
い
る
も
の
が
、
「
移
ろ
い
や
す
さ
の
経
験
」
（
一
一
八
頁
）

へ
と
読
者
を
仕
向
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
第
四
章
「
知

識
人
の
住
ま
う
風
景
」
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
文
体
を
め
ぐ
る
さ
ら
な
る
考

察
が
、
一
種
の
「
知
識
人
論
」
の
分
析
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
具
体

的
に
は
、
サ
イ
ー
ド
に
よ
る
ア
ド
ル
ノ
へ
の
積
極
的
評
価
を
背
景
と
し
な

が
ら
、
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
の
書
『
本
来
性
と
い

う
隠
語
』
な
ど
の
分
析
を
通
じ
て
、
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
知
識
人
の
役
割

が
、
い
わ
ば
「
居
心
地
の
良
さ
」
と
格
闘
し
、
「
社
会
的
な
不
協
和
音
」

を
表
現
す
る
点
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
著
述
の
ス
タ

イ
ル
も
そ
れ
に
対
応
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
（
一
五
九
頁
）
が
示

さ
れ
る
。
そ
し
て
第
五
章
「
震
え
る
理
性
」
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
カ
ン
ト

論
と
美
学
と
が
考
察
の
対
象
に
な
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、
ア
ド
ル
ノ
の

多
岐
に
わ
た
る
カ
ン
ト
論
の
ひ
と
つ
の
核
心
が
、
美
学
を
め
ぐ
る
議
論
の

な
か
で
の
『
判
断
力
批
判
』
の
批
判
的
受
容
、
と
り
わ
け
そ
の
「
崇
高
」

論
の
組
み
か
え
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
『
美

学
理
論
』
の
射
程
を
探
り
出
す
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。

　

第
六
章
以
降
の
四
つ
の
章
で
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
論
に
か
ん
す
る
考
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（
通
常
そ
れ
ほ
ど
言
及
さ
れ
な
い
）
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
論
、
と
く
に
音
楽
論

に
か
ん
す
る
テ
ク
ス
ト
が
丹
念
に
読
み
解
か
れ
、
多
面
的
な
し
か
た
で
考

察
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
の
内
実
と
意
義
を
考

察
す
る
う
え
で
、
と
り
わ
け
そ
の
文
体
な
い
し
著
述
の
ス
タ
イ
ル
そ
の
も

の
が
焦
点
化
さ
れ
、
く
り
か
え
し
そ
の
意
味
や
効
果
が
検
討
さ
れ
て
い
る

こ
と
等
、
本
書
の
特
色
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
ま
た
ホ
ネ
ッ
ト
研
究

と
い
う
面
か
ら
し
て
も
、
そ
の
承
認
論
に
つ
い
て
、
比
較
的
早
い
時
期
の

思
考
か
ら
（
未
邦
訳
の
近
著
に
お
け
る
）
最
近
の
展
開
に
い
た
る
ま
で
広
く

分
析
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
理
解
を
深
め
る
う
え
で
有
益
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
環
境
倫
理
に
か
か
わ
る
論
点
へ
の
接
合
が
試
み
ら
れ
る
な
ど
、

そ
の
応
用
の
可
能
性
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
的
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
本
書
の
魅
力
と
な
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
研
究
に

か
か
わ
る
こ
れ
ら
の
点
だ
け
で
は
な
い
。
特
定
の
思
想
研
究
と
い
う
枠
を

超
え
て
、
本
書
に
は
興
味
深
い
点
が
さ
ま
ざ
ま
に
見
出
し
う
る
。
そ
れ
ら

の
な
か
で
も
お
そ
ら
く
す
ぐ
れ
て
刺
戟
的
で
あ
る
の
は
、
こ
の
評
で
先
に
、

本
書
全
体
を
貫
く
明
示
的
な
論
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
指
摘
し
て
お
い
た
点
、

つ
ま
り
「
伝
記
」
お
よ
び
「
自
伝
」
を
め
ぐ
る
問
題
設
定
と
分
析
で
あ
ろ

う
。
「
ひ
と
は
な
ぜ
伝
記
（B

iographie

）
を
書
く
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

な
ぜ
そ
れ
を
読
む
の
だ
ろ
う
か
」
（
三
四
七
頁
）
。
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
に

問
い
を
た
て
な
が
ら
、
筆
者
は
ま
ず
、
伝
記
や
自
伝
と
い
う
言
説
が
社
会

的
・
政
治
的
な
圧
力
の
も
と
で
、
あ
る
い
は
「
各
人
の
生
活
史
を
共
有
可

能
な
も
の
へ
と
範
疇
化
し
、
社
会
的
な
管
理
下
に
置
こ
う
と
す
る
生
政
治
」

（
三
一
三
頁
）
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
し
て
さ
ら
に
、

そ
の
前
提
と
し
て
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
一
貫
し
た
連
続
的
な
生
と
い
う
も

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
承
認
」
の
詳
細
な
読
解
を
通
じ
て
、
相
互
承
認
、

と
く
に
「
連
帯
」
と
し
て
の
そ
れ
と
諸
々
の
社
会
的
制
度
と
の
関
係
が
批

判
的
に
考
察
さ
れ
る
。

　

最
後
の
二
つ
の
章
で
は
、
広
義
で
の
「
伝
記
」
お
よ
び
「
自
伝
」
と
い

う
言
説
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
点
が
直
接
的
な
主
題
と
な
る
。
第
十
章
「
何

が
「
君
自
身
に
つ
い
て
物
語
れ
」
と
命
じ
る
の
か
」
で
は
、
一
方
で
、
自

ら
の
生
活
史
を
統
一
的
・
連
続
的
な
も
の
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
自

伝
の
あ
り
方
が
、
「
生
政
治
（
ビ
オ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
）
」
に
よ
っ
て
要
請
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
J
・
バ
ト
ラ
ー

の
思
考
も
ふ
ま
え
て
、
自
伝
が
始
原
的
に
は
他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
へ
の

呼
応
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
他
者
へ
の
呼
び
か
け
で
も
あ
る
こ
と
を
示

し
、
ア
ド
ル
ノ
や
サ
イ
ー
ド
ら
の
視
点
を
介
し
つ
つ
、
自
伝
の
可
能
性
に

つ
い
て
も
考
察
が
加
え
ら
れ
る
。
最
終
章
と
な
る
第
十
一
章
「
ア
ド
ル
ノ

と
は
誰
か
」
で
は
、
ふ
た
た
び
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
と
文
体
そ
の
も
の
に
焦

点
が
あ
て
ら
れ
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
け
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
論
の

う
ち
に
ア
ド
ル
ノ
自
身
の
一
種
の
自
画
像
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
芸
術
の

あ
り
方
を
め
ぐ
る
『
美
学
理
論
』
の
議
論
を
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
い
わ
ば
課

題
と
し
て
の
伝
記
の
可
能
性
が
考
察
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
各
章
の
ポ
イ
ン
ト
を
粗
描
し
た
か
ぎ
り
で
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
本
書
で
は
、
多
様
な
論
点
が
広
範
な
領
域
に
ま
た
が
る
か
た
ち
で
と

り
あ
げ
ら
れ
、
新
鮮
で
大
胆
な
問
題
提
起
が
各
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
自
体
、
す
で
に
大
き
な
魅
力
と
い
え
る
が
、
本
書
の
イ
ン

パ
ク
ト
は
む
ろ
ん
そ
の
こ
と
に
は
尽
き
な
い
。
た
と
え
ば
ア
ド
ル
ノ
研
究

に
か
か
わ
る
限
定
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
、
ご
く
初
期
の
も
の
も
含
め
て
、
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『
フ
ー
コ
ー
の
闘
争
―
―
〈
統
治
す
る
主
体
〉
の
誕
生

』

（
箱
田
徹
著
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）

重
田
園
江

　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
、
と
て
も
論
じ
に
く
い
思
想
家
だ
。
こ
の
こ

と
は
、
彼
が
書
き
遺
し
た
文
章
だ
け
で
な
く
、
評
伝
や
証
言
に
よ
っ
て
知

ら
れ
る
そ
の
生
涯
、
そ
し
て
記
録
さ
れ
た
発
言
や
活
動
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
思
索
の
跡
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
そ
れ
が
ど
う

し
よ
う
も
な
く
魅
力
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
に
つ
い
て
「
論
じ
る
」
と

い
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

の
が
幻
想
で
あ
り
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
、
く
り
か
え
し
批
判
的
に
論
及
す

る
。
し
か
し
他
方
で
、
筆
者
は
ま
た
、
共
時
的
に
も
通
時
的
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
他
者
た
ち
と
の
関
わ
り
の
う
ち
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
生
に
お
い
て
、

伝
記
・
自
伝
へ
の
欲
望
が
拭
い
が
た
く
存
在
す
る
こ
と
を
重
ね
て
主
張
し

な
が
ら
、
な
お
そ
の
意
義
と
可
能
性
を
―
―
い
わ
ば
「
個
人
の
生
活
史
が

抱
え
る
断
片
的
な
性
格
」
（
三
一
八
頁
）
を
露
呈
さ
せ
う
る
よ
う
な
も
の
と

し
て
―
―
探
ろ
う
と
す
る
。
伝
記
お
よ
び
自
伝
と
い
う
著
述
の
あ
り
方
を

め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
と
（
本
書
で
は
ひ
と
ま
ず
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク

ス
ト
を
中
心
に
し
て
な
さ
れ
た
）
分
析
は
お
そ
ら
く
、
こ
れ
か
ら
本
格
的
に

思
考
さ
れ
る
べ
き
、
生
と
言
説
を
め
ぐ
る
社
会
哲
学
的
な
問
題
領
域
を
拓

く
も
の
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
で
い
っ
た
ん
と
り
ま
と
め
ら

れ
た
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
思
想
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
と
と
も
に
、

そ
う
し
た
問
題
領
域
を
め
ぐ
る
徹
底
し
た
思
索
が
、
筆
者
に
よ
っ
て
今
後

さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

 

（
あ
そ
う
・
ひ
ろ
ゆ
き
／
哲
学
・
倫
理
学
）
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三
―
一
九
七
四
）
以
降
の
フ
ー
コ
ー
の
思
索
を
、
「
統
治
」
と
い
う
概
念
を

軸
に
解
読
す
る
。
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
二
年
の
『
刑
罰
の
理
論
と
制

度
』
以
降
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
の
テ
ー
マ
が
『
監
獄
の

誕
生
』
に
結
実
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の

フ
ー
コ
ー
の
思
索
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
像
を
再
構
成
す
べ
く
書
か
れ
た

著
書
だ
と
言
え
る
。

　

本
書
の
出
発
点
は
次
の
と
お
り
だ
。
フ
ー
コ
ー
が
権
力
に
つ
い
て
描
き

出
す
や
り
方
は
、
「
抵
抗
」
を
無
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
を

引
き
起
こ
し
て
き
た
。
徹
底
し
た
関
係
概
念
と
し
て
権
力
を
捉
え
る
こ
と

で
、
権
力
と
抵
抗
と
を
「
セ
ッ
ト
」
に
し
て
考
え
る
以
外
の
道
を
残
さ
な

い
フ
ー
コ
ー
か
ら
は
、
抵
抗
の
根
拠
づ
け
や
理
由
は
得
ら
れ
ず
、
抵
抗
が

つ
ね
に
権
力
へ
と
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
だ
。

　

も
う
一
つ
、
フ
ー
コ
ー
が
「
権
力
」
に
つ
い
て
精
力
的
に
書
き
、
発
言

し
た
あ
と
、
一
九
八
〇
年
代
に
突
如
と
し
て
古
代
哲
学
へ
と
回
帰
し
、「
自

己
へ
の
配
慮
」
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
経
緯
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
哲
学
者
は
年
を
取
る
と
古
代
帰
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
そ
れ
ま
で
の
近
代
に
つ
い
て
の
議
論
と
、
古
代
の
性
と
自
己
を
め
ぐ

る
省
察
と
は
、
ど
う
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
権
力
と
抵
抗
」
と
い
う
図
式
を
フ
ー
コ
ー
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。

ま
た
権
力
論
か
ら
「
自
己
へ
の
配
慮
」
へ
と
、
対
象
と
す
る
時
代
も
テ
ー

マ
も
が
ら
っ
と
変
わ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
い
っ
た
い
フ
ー
コ
ー
に
何
が

起
こ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
、
箱
田
氏
は
「
統
治
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
を
用
い
て
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
丁
寧
か
つ
的
確
な
フ
ー
コ
ー

の
引
用
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
、
本
書
で
の
詳
細
な
論
証
を
こ
こ
で
要
約
す

　

そ
れ
で
も
、
あ
る
時
期
、
あ
る
作
品
だ
け
を
切
り
取
っ
て
、
そ
こ
で
の

議
論
の
整
合
性
や
方
法
的
選
択
、
ま
た
そ
の
現
代
的
な
射
程
と
い
っ
た
事

柄
を
論
じ
る
な
ら
か
ろ
う
じ
て
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
諸
作
品
に
筋

道
を
つ
け
て
整
理
し
、
根
底
に
流
れ
る
一
貫
し
た
テ
ー
マ
の
う
ち
に
多
様

な
思
索
の
歩
み
を
収
め
よ
う
と
す
る
と
、
と
た
ん
に
そ
れ
が
不
可
能
に
近

い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
の
内
部
に
わ
け
入
り
、
そ
こ
で
主
張

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
忠
実
で
あ
る
と
す
る
と
、
著
作
間
の
つ
な
が
り
が
見

え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
逆
に
、
共
通
す
る
テ
ー
マ
や
鍵
概
念
に

よ
っ
て
整
理
を
試
み
る
と
、
今
度
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
品
を
き
わ
め
て

単
純
化
さ
れ
た
図
式
の
中
に
押
し
込
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作

で
な
さ
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
考
察
の
数
々
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
だ
。

　

フ
ー
コ
ー
に
つ
い
て
何
か
腰
を
据
え
て
書
こ
う
と
試
み
た
こ
と
が
あ
る

人
な
ら
誰
し
も
ぶ
つ
か
る
、
こ
の
壁
に
ど
う
対
処
し
た
ら
よ
い
の
か
。
私

自
身
ま
だ
そ
の
答
え
が
出
て
お
ら
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
う
い
っ
た
作
品
を

書
け
な
い
ま
ま
四
十
代
後
半
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
難
し
さ
に
対
し

て
、
本
書
で
箱
田
氏
は
最
善
の
応
じ
方
を
す
る
た
め
に
苦
闘
さ
れ
た
と
推

察
す
る
。
そ
し
て
本
書
は
、
ぎ
り
ぎ
り
の
バ
ラ
ン
ス
で
そ
の
試
み
を
成
功

さ
せ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
本
書
を
最
後
ま
で
読
ま
せ
、
書
物
に
と
っ

て
何
よ
り
重
要
な
「
読
者
に
つ
い
て
き
て
も
ら
え
る
」
作
品
に
し
た
の
だ

と
思
う
。

　

箱
田
氏
は
、
著
書
と
し
て
は
『
監
獄
の
誕
生
』
（
一
九
七
五
）
以
降
、
コ

レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
な
ら
『
精
神
医
学
の
権
力
』
（
一
九
七
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れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
明
確
に
把
握
さ
れ
た
統
治
概
念
を
駆
使
し
て
、
箱
田
氏
は

一
九
七
〇
年
代
後
半
に
フ
ー
コ
ー
が
展
開
し
た
「
司
牧
権
力
論
」
、
十
七

世
紀
以
降
の
国
家
と
政
治
を
主
題
と
す
る
近
代
の
「
統
治
性
」
の
議
論
、

さ
ら
に
は
フ
ー
コ
ー
が
イ
ラ
ン
革
命
の
ル
ポ
と
し
て
書
い
た
一
連
の
論
考
、

そ
し
て
八
〇
年
代
に
主
題
化
さ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の

「
自
己
へ
の
配
慮
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
つ
ね
に
、
導
く

者
と
導
か
れ
る
者
、
権
力
を
ふ
る
う
者
と
権
力
行
使
の
あ
り
方
を
変
え
よ

う
と
す
る
者
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
自
己
へ
の
配
慮
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
第
五
章
お
よ
び
終

章
で
、
一
九
八
〇
年
代
の
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
「
自
己
と
自
己
と
の
関
係
」

が
次
第
に
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ

こ
で
は
自
己
へ
の
配
慮
、
あ
る
い
は
自
己
関
係
そ
の
も
の
が
、
「
統
治
」

と
い
う
問
題
関
心
か
ら
直
接
出
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

の
は
、
人
は
他
者
に
働
き
か
け
、
あ
る
い
は
他
者
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
る

と
同
時
に
、
自
己
と
関
わ
り
、
自
己
を
ど
の
よ
う
に
統
治
す
る
か
を
考
え

な
が
ら
行
為
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
の
自
己
と
の
関
わ
り

と
い
う
テ
ー
マ
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
隠
れ
た

メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
り
つ
づ
け
た
と
い
う
フ
ー
コ
ー
の
見
解
が
、
彼
の
「
近

代
」
の
再
評
価
と
結
び
つ
く
と
こ
ろ
で
、
本
書
は
終
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
フ
ー
コ
ー
自
身
が
そ
の
死
に
よ
っ
て
思
索
を
中
断
し
た
地
点
だ
。

　

「
統
治
」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
フ
ー
コ
ー

を
捉
え
る
の
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
試
み
だ
と
思
う
。
と
い
う
よ
り
、
そ

れ
以
外
の
道
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
権
力
→
統
治
→

る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
で
も
あ
え
て
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

『
監
獄
の
誕
生
』
そ
し
て
『
知
へ
の
意
志
』
に
い
た
る
研
究
の
中
で
、
フ
ー

コ
ー
は
人
と
人
と
の
関
係
を
、
そ
れ
に
型
を
与
え
る
制
度
や
知
の
枠
組
み

な
ど
の
約
束
事
を
参
照
し
つ
つ
な
さ
れ
る
、
一
種
の
ゲ
ー
ム
と
し
て
捉
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
権
力
を
徹
底
し
た
関
係
概
念
と
し
て
捉
え
る

と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
な
る
と
当
事
者
は
、
誰
一
人
と
し
て
一
方
的
な
権

力
者
や
、
逆
に
権
力
の
犠
牲
者
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
権

力
の
関
係
と
は
、
互
い
が
互
い
の
意
図
や
参
照
す
る
ル
ー
ル
、
そ
し
て
動

員
で
き
る
資
源
を
読
み
合
い
な
が
ら
な
さ
れ
る
相
互
行
為
な
の
だ
か
ら
。

　

フ
ー
コ
ー
は
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
一
定
の
ル
ー
ル
の
下
で

の
こ
う
し
た
相
互
行
為
を
、
「
統
治
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
歴
史
的
に

理
解
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
成
果
を
ま
と
ま
っ
て
示
し
た
の
が
、
一
九

七
八
年
お
よ
び
一
九
七
九
年
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
（
『
安

全
・
領
土
・
人
口
』
と
『
生
政
治
の
誕
生
』
）
だ
。
箱
田
氏
は
、
こ
れ
ら
の
講

義
に
先
行
す
る
一
九
七
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
フ
ー
コ
ー
の
作
品
、
と
く
に

『
知
へ
の
意
志
』
に
お
け
る
「
エ
ロ
ス
の
技
法
」
へ
の
関
心
か
ら
、
フ
ー
コ
ー

は
徐
々
に
「
統
治
」
と
い
う
視
点
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

「
統
治
」
の
観
点
に
立
つ
な
ら
、
権
力
と
抵
抗
と
い
う
対
立
図
式
自
体

が
不
要
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
統
治
と
は
人
が
人
を
導
く
、
あ
る
い
は

人
の
ふ
る
ま
い
を
導
くconduire la conduite

こ
と
だ
か
ら
だ
。
そ
の

た
め
こ
こ
に
は
、
あ
る
人
が
あ
る
や
り
方
で
ふ
る
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
他

者
の
ふ
る
ま
い
を
導
き
、
同
時
に
導
か
れ
る
側
は
自
分
の
ふ
る
ま
い
を
通

じ
て
導
く
側
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
、
相
互
行
為
の
契
機
が
必
ず
含
ま
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自
己
統
治
へ
と
フ
ー
コ
ー
の
思
考
が
展
開
し
、
自
分
を
導
く
こ
と
が
主
体

形
成
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
八
〇
年
代
の
フ
ー
コ
ー
が
以
前
自

ら
が
論
じ
た
事
柄
を
見
直
し
、
位
置
づ
け
直
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
跡
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
監
獄
の
誕
生
』
で
は
「
主
体
＝
服
従
さ
せ

ら
れ
る
者
」
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
で
受
け
身
の
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
「
主
体
」
「
主
体
化
」
の
機
制
は
、
自
ら
の
生
を
作
り
上
げ
る
存
在

で
あ
る
「
自
己
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
捉
え
返
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と

も
含
め
て
、
フ
ー
コ
ー
の
思
想
展
開
と
以
前
の
立
場
の
修
正
と
を
一
望
に

収
め
る
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
本
書
は
、
こ
れ
か
ら
フ
ー
コ
ー
と
い
う
迷

宮
に
入
り
込
も
う
と
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
す
ぐ
れ
た
道
案
内
と
な

る
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
ね
ら
い
と
概
要
に
つ
い
て
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
こ
こ
か
ら

先
は
個
々
の
部
分
を
取
り
上
げ
て
、
い
く
つ
か
所
感
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
序
章
で
の
研
究
史
の
整
理
は
詳
細
か
つ
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
お

り
、
私
自
身
を
含
め
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
無
頓
着
な
フ
ー
コ
ー
研
究
者
が

多
い
中
、
と
て
も
よ
い
見
取
り
図
を
作
っ
て
く
れ
て
い
る
。
私
自
身
の
過

去
の
研
究
も
「
研
究
史
」
の
一
コ
マ
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
か
つ
て
親
し

ん
だ
研
究
者
や
研
究
書
の
名
前
を
久
々
に
目
に
し
た
た
め
か
、
二
〇
年
以

上
前
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
必
死

に
聴
き
取
っ
た
こ
ろ
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
た
。

　

年
寄
り
み
た
い
な
話
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。
「
汚
辱
に
塗
れ

た
人
々
の
生
」
は
私
も
大
好
き
な
作
品
で
、
こ
こ
で
フ
ー
コ
ー
が
描
く
世

界
を
起
点
に
、
ふ
る
ま
い
あ
い
と
し
て
の
統
治
に
つ
い
て
説
き
起
こ
し
て

い
く
の
は
、
魅
力
的
か
つ
説
得
的
だ
。
ま
た
、「
エ
ロ
ス
の
技
法
」
と
「
生

の
科
学
」
と
の
対
比
を
そ
の
後
の
フ
ー
コ
ー
の
思
索
に
つ
な
げ
て
い
く
と

い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
論
点
も
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
誌
に
発
表
さ
れ
た

元
の
論
文
よ
り
、
叙
述
が
こ
な
れ
て
全
体
の
議
論
に
と
け
込
ん
で
い
る
よ

う
に
感
じ
た
。
た
だ
、
「
エ
ロ
ス
の
技
法
」
に
つ
い
て
は
、
統
治
論
へ
の

つ
な
が
り
の
点
で
は
整
理
不
足
の
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
エ
ロ
ス
の

技
法
」
と
「
性
の
科
学
」
と
い
う
対
比
の
う
ち
に
は
、
知
と
権
力
、
導
き

と
「
対
抗
導
き
（contre-conduite

）
」
、
主
体
形
成
に
お
け
る
他
者
関
係

と
自
己
関
係
（
自
分
自
身
と
の
再
帰
的
な
関
係
）
と
い
っ
た
、
い
く
つ
か
の

対
立
軸
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
た
ま
ま
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の

あ
た
り
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
腑
分
け
作
業
は
今
後
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
「
司
牧
権
力
」
に
つ
い
て
は
、
フ
ー
コ
ー
が
こ
の
語
を
用
い
る
よ

う
に
な
っ
た
当
時
は
唐
突
に
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
の
ち
に
展
開
さ
れ

る
統
治
論
と
の
関
係
で
は
全
く
奇
異
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
連
続
的

に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
説
得
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

逆
に
、
近
代
の
統
治
の
話
は
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
る
の
が
難
し
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
司
牧
と
、
そ
れ
に
対
抗

す
る
反
司
牧
あ
る
い
は
反
統
治
の
話
は
、
八
〇
年
代
の
フ
ー
コ
ー
に
直
接

つ
な
が
る
も
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
代
の
「
国
家
」
と
「
政
治
」
を

め
ぐ
る
統
治
性
の
話
は
、
そ
の
枠
あ
る
い
は
流
れ
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い

も
の
の
よ
う
に
思
う
。
十
六
世
紀
の
国
家
理
性
論
か
ら
一
九
七
〇
年
代
の

新
自
由
主
義
に
い
た
る
「
近
代
国
家
の
系
譜
学
」
と
し
て
の
統
治
性
論
は
、

歴
史
研
究
・
思
想
史
研
究
と
し
て
あ
ま
り
に
も
豊
か
な
内
容
を
含
ん
で
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
含
意
や
射
程
に
は
未
解
明
の
部
分
が
多
す
ぎ

て
、
扱
い
が
と
て
も
難
し
い
か
ら
だ
。
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『
来
た
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー 

 
 

―
―
暴
力
と
排
除
に
抗
し
て

』

（
山
崎
望
、
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
一
二
年
）

高
橋
良
輔

一　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
衝
突
？

　

二
〇
一
四
年
三
月
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
部
ク
リ
ミ
ア
自
治
共
和
国
で
あ
る

住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
投
票
総
数
の
九
割
以
上
が
ロ
シ

　

第
五
章
か
ら
終
章
に
か
け
て
、
箱
田
氏
の
叙
述
が
最
も
冴
え
わ
た
っ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
た
と
え
ば
、「
啓
蒙
と
は
、
自
己
の
導
き
（
意
志
）

と
他
者
の
導
き
（
権
威
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
自
己
が
行
う
、
己
の
振

る
舞
い
の
あ
り
よ
う
の
問
題
化
（
既
存
の
関
係
の
変
更
）
な
の
だ
」
（
本
書

二
一
二
頁
）
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
遣
い
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
に
つ
い
て
、
深
く
長
く
考
え
て
い
な
け
れ
ば
、
決
し
て
出
て
こ
な
い

表
現
だ
と
思
う
。

　

フ
ー
コ
ー
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
ブ
ー
ム
が
去
っ
た
現
在
、
そ
れ
で
も
な

お
フ
ー
コ
ー
を
じ
っ
く
り
読
も
う
と
す
る
人
た
ち
の
中
に
、
静
か
な
知
的

誠
実
の
態
度
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に

勇
気
づ
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
箱
田
氏
の
フ
ー
コ
ー
に
向
か
う
真
摯
な
姿

勢
に
強
く
心
を
動
か
さ
れ
た
。
読
後
の
爽
快
感
は
こ
の
あ
た
り
に
由
来
す

る
も
の
だ
ろ
う
。

　

本
書
、
そ
し
て
こ
こ
数
年
の
間
に
日
本
語
で
出
版
さ
れ
た
、
若
い
著
者

た
ち
に
よ
る
フ
ー
コ
ー
論
に
よ
っ
て
、
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
フ
ー
コ
ー

読
解
の
新
し
い
潮
流
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
フ
ー

コ
ー
が
依
然
と
し
て
、
「
若
さ
」
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
思
想
家
で
あ

り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
、
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
好
著
で
あ
る
。

 

（
お
も
だ
・
そ
の
え
／
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
研
究
、
社
会
連
帯
の
思
想
史
）
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垂
直
的
な
競
合
が
あ
る
。

　

振
り
返
れ
ば
今
日
、
異
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
あ
い
だ
の
衝
突
は
そ
こ

か
し
こ
で
生
じ
て
い
る
。
選
挙
に
基
づ
く
代
議
制
と
街
頭
デ
モ
に
よ
る
直

接
制
の
摩
擦
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／
ロ
ー
カ
ル
の
異
な
る
空
間
に
基
盤
を
も
つ

代
議
制
の
あ
い
だ
の
緊
張
。
も
は
や
そ
れ
は
、
革
命
の
瞬
間
に
だ
け
現
れ

る
例
外
状
況
な
ど
で
は
な
い
。
例
え
ば
日
本
国
内
で
も
、
原
発
を
推
進
す

る
政
府
と
脱
原
発
を
掲
げ
る
デ
モ
、
沖
縄
の
基
地
問
題
を
め
ぐ
っ
て
政
府

と
県
議
会
の
あ
い
だ
に
激
し
い
衝
突
が
生
じ
て
い
る
。
山
崎
望
『
来
た
る

べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
、
こ
う
し
た
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
事
態
を
政
治
―

社
会
理
論
を
通
じ
て
理
解
す
る
た
め
の
示
唆
に
満
ち
て
い
る
。
以
下
で
は
、

そ
の
全
体
像
を
概
観
し
た
う
え
で
（
二
）
、
示
さ
れ
た
思
索
の
射
程
を
検

討
し
（
三
）
、
暗
示
さ
れ
つ
つ
も
書
か
れ
な
か
っ
た
来
た
る
べ
き
世
界
秩

0

0

0

0

0

0

0

0

序
像

0

0

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
よ
う
（
四
）
。

二　

同
時
代
診
断
と
処
方
箋

　

近
代
、
世
界
秩
序
、
そ
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
変
容
を
め
ぐ
り
広
大
な

領
野
を
横
断
す
る
同
書
の
全
体
像
は
、
ほ
ぼ
二
段
階
に
分
節
化
で
き
る
。

そ
れ
は
「
政
治
的
な
も
の
」
の
揺
ら
ぎ
を
分
析
す
る
一
～
五
章
と
、
新
た

な
政
体
構
成
論
を
探
求
す
る
六
～
八
章
で
あ
る
。
つ
ま
り
前
半
で
は
現
代

政
治
の
枠
組
み
に
つ
い
て
同
時
代
診
断
が
行
わ
れ
、
後
半
で
は
求
め
る
べ

き
処
方
箋
が
検
討
さ
れ
る
。

　

ま
ず
前
半
で
は
、
現
代
が
再
帰
的
近
代
化
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
、
二

つ
の
「
政
治
的
な
も
の
」
の
変
容
が
描
き
出
さ
れ
る
。
従
来
、
国
内
／
国

ア
連
邦
編
入
に
賛
成
、
翌
日
に
は
ク
リ
ミ
ア
最
高
会
議
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か

ら
の
独
立
と
ロ
シ
ア
へ
の
編
入
を
決
議
し
、
翌
々
日
に
は
ロ
シ
ア
連
邦
と

ク
リ
ミ
ア
の
あ
い
だ
で
連
邦
加
盟
の
条
約
調
印
が
行
わ
れ
る
。
親
ロ
シ
ア

派
の
前
大
統
領
を
亡
命
に
追
い
込
ん
で
い
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
暫
定
政
府
は
こ

れ
に
反
発
し
、
ク
リ
ミ
ア
の
み
の
住
民
投
票
は
憲
法
違
反
で
無
効
と
主
張
。

ま
た
欧
米
各
国
も
そ
れ
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
憲
法
と
国
際
法
に
違
反
す
る
と
の

声
明
を
発
表
し
た
が
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
住
民
投
票
を
合
法

と
み
な
し
、
ク
リ
ミ
ア
の
併
合
を
既
成
事
実
化
し
た
。

　

こ
の
事
件
は
、
ま
る
で
十
九
世
紀
型
の
大
国
政
治
、
か
つ
て
の
地
政
学

の
復
活
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
国
家
の
独
立
が
、
い
ま
も
大
国
の
権

力
政
治
と
国
際
社
会
の
「
承
認
を
め
ぐ
る
政
治
」
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と

を
思
い
起
こ
さ
せ
た
。
だ
が
そ
こ
に
は
、
現
代
特
有
の
も
う
一
つ
の
相
貌

が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
文
法
の
異
な
る
複
数
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
あ
い

だ
の
〝
衝
突
〞
で
も
あ
っ
た
。
暴
力
も
伴
う
街
頭
デ
モ
で
前
政
権
を
崩
壊

さ
せ
た
首
都
の
暫
定
政
府
と
、
憲
法
違
反
の
住
民
投
票
で
ロ
シ
ア
編
入
を

決
め
た
ク
リ
ミ
ア
最
高
会
議
。
い
っ
た
い
、
ど
ち
ら
に
民
主
的
な
正
統
性

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
意
味
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
政
変
は
選
挙
に
基
づ
く
代
議
制
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
デ
モ
を
通
じ
た
直
接
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
衝
突
か
ら
始
ま
っ
て

い
た
。
選
挙
に
基
づ
く
大
統
領
を
街
頭
の
デ
モ
が
追
放
し
た
と
き
、
そ
こ

に
は
文
法
の
異
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
あ
い
だ
の
水
平
的
競
合
が
生
じ
て

い
る
。
ま
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
暫
定
政
府
と
ク
リ
ミ
ア
最
高
会
議
の
対
立
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
代
議
制
vs
ロ
ー
カ
ル
な
代
議
制
の
衝
突
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
は
、
国
家
と
地
方
の
決
定
が
あ
か
ら
さ
ま
に
相
反
す
る
と
い
う
、
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国
民
国
家
な
ど
の
政
治
共
同
体
や
、
『
個
人
』
な
ど
の
主
体
が
、
自
己
完

結
性
、
閉
鎖
性
、
永
続
性
を
担
当
す
る
基
盤
を
喪
失
し
て
い
る
時
代
、
す

な
わ
ち
『
第
二
の
近
代
』
に
お
け
る
、
保
証
な
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
在
り

方
（
二
一
五
頁
）
」
で
あ
る
。
こ
の
た
め
「
来
た
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

は
、
同
一
性
と
非
同
一
性
を
動
態
と
し
て
捉
え
る
「
両
義
性
の
政
治
」
と

し
て
示
さ
れ
る
（
八
章
）
。
そ
れ
は
、
同
一
化
へ
の
包
摂
に
抵
抗
す
る
民

主
化
の
論
理
「
～
か
ら
の
自
由
」
と
同
一
化
を
促
進
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
論
理
「
～
へ
の
自
由
」
の
緊
張
関
係
を
認
め
、
そ
の
振
幅
を
受
け
容
れ

る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
（
終
章
）
。

三　

非
決
定
へ
の
決
定

　

こ
こ
に
展
開
さ
れ
た
思
索
は
広
大
だ
が
、
そ
の
第
一
の
特
徴
は
、
前
半

の
同
時
代
診
断
の
焦
点
が
も
は
や
主
権
国
家
に
は
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

時
空
間
の
様
式
が
〈
閉
鎖
性
＋
永
続
性
〉
か
ら
〈
開
放
性
＋
柔
軟
性
〉
へ

変
化
す
る
に
つ
れ
、
場
所
確
定
（O

rtung

）
と
秩
序
（O

rdnung

）
の
統

一
に
ノ
モ
ス
を
結
び
つ
け
る
政
治
的
構
想
（
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
は
困
難

に
な
る
。
そ
の
た
め
同
書
の
政
体
構
成
論
の
重
心
は
、
「
統
治
の
機
構
」

と
し
て
の
国
家
か
ら
「
統
治
の
文
法
」
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
と
移

行
し
て
い
く
。

　

ま
た
第
二
の
特
徴
は
、
後
半
で
提
示
さ
れ
る
処
方
箋
が
再
帰
的
近
代
化

に
対
応
し
た
動
態
性
を
も
つ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
他
者
へ
と
開
か

れ
た
『
政
治
的
な
も
の
』
の
形
成
で
あ
り
…
…
支
配
従
属
関
係
を
固
定
化

さ
せ
な
い
『
政
治
的
な
も
の
』
の
生
成
と
解
体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
担
保

際
、
公
／
私
の
境
界
線
の
も
と
に
あ
っ
た
「
政
治
的
な
も
の
Ⅰ
＝
政
治
の

存
立
空
間
」
が
揺
ら
ぐ
今
日
、
「
政
治
的
な
も
の
Ⅱ
＝
集
団
間
の
敵
対
性

の
契
機
」
の
強
度
・
形
態
・
連
続
性
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
（
一
～
二
章
）
。

一
方
で
政
治
的
な
も
の
Ⅱ
の
変
容
は
、
共
同
性
の
基
盤
で
あ
る
「
我
々
」

の
流
動
化
・
多
元
化
を
招
き
、
国
家
が
独
占
し
て
き
た
三
つ
の
権
力
（
殺

す
権
力
で
あ
る
主
権
、
人
々
の
生
に
介
入
す
る
生
権
力
、
主
体
の
存
在
を
承
認
す

る
権
力
）
を
不
安
定
化
す
る
（
三
章
）
。
他
方
、
政
治
的
な
も
の
Ⅰ
の
変
容
は
、

国
内
／
国
際
の
境
界
線
の
無
効
化
に
よ
り
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

や
帝
国
化
を
も
た
ら
し
、
ま
た
公
／
私
分
化
を
無
効
に
す
る
ポ
ス
ト
リ
ベ

ラ
ル
な
再
配
置
が
国
家
／
市
場
に
続
く
第
三
領
域
で
あ
る
市
民
社
会
や
親

密
圏
／
非
親
密
圏
の
境
界
を
越
え
る
「
共
」
を
前
景
化
す
る
（
四
章
）
。

そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
自
由
へ
の
チ
ャ
ン
ス
と
疎
外
へ
の
リ
ス
ク
、
我
々

か
ら
／
へ
の
自
由
、
敵
対
性
か
ら
／
へ
の
自
由
、
連
続
性
か
ら
／
へ
の
自

由
の
緊
張
関
係
を
も
た
ら
し
て
い
る
（
五
章
）
。

　

こ
の
同
時
代
診
断
を
受
け
て
後
半
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
ラ
デ
ィ

カ
ル
タ
ー
ン
に
処
方
箋
が
求
め
ら
れ
る
。
「
政
治
的
な
も
の
」
が
不
安
定

化
す
る
と
、
あ
る
人
々
は
排
除
に
基
づ
く
共
同
性
へ
と
逃
げ
込
み
（
再
帰

的
伝
統
化
）
、
ま
た
別
の
人
々
は
寄
る
辺
も
な
く
不
可
視
化
さ
れ
る
（
サ
バ

ル
タ
ン
化
）
。
同
書
は
、
こ
う
し
た
暴
力
と
排
除
へ
の
対
抗
可
能
性
を
現

代
の
四
つ
の
政
体
構
成
論
に
探
っ
て
い
く
（
六
章
）
。
す
な
わ
ち
、
リ
ベ

ラ
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
近
代
的
な
時
空
間
の
維
持
、
熟
議
民
主
主
義
は

そ
の
再
編
成
、
闘
技
民
主
主
義
は
む
し
ろ
脱
編
成
、
そ
し
て
絶
対
的
民
主

主
義
は
そ
の
無
効
化
を
志
向
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
な
も
の
を
「
再
埋
め

込
み
」
し
よ
う
と
し
て
き
た
（
七
章
）
。
だ
が
「
求
め
ら
れ
る
べ
き
構
想
は
、
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（
二
二
一
頁
）
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
来
た
る
べ
き
両
義
性

の
政
治
は
、
い
わ
ば
「
非
決
定
へ
の
決
定
」
の
か
た
ち
を
と
る
。
政
治
の

舞
台
と
配
役
が
不
断
に
流
転
す
る
世
界
で
暴
力
と
排
除
を
回
避
す
る
た
め

に
、
同
一
化
と
非
同
一
化
を
往
復
し
続
け
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
動
態
化
が
求
め
ら
れ
る
。

　

な
る
ほ
ど
こ
こ
に
示
さ
れ
た
政
治
観
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
固

に
結
晶
化
し
て
き
た
「
第
一
の
近
代
」
を
越
え
る
倫
理
的
射
程
を
も
つ
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
診
断
と
処
方
箋
に
い
く
つ
か
の
疑
問
が
浮
か

ぶ
こ
と
も
否
め
な
い
。
第
一
に
、
同
一
化
と
非
同
一
化
を
往
復
す
る
両
義

性
の
政
治
に
人
間
は
ど
こ
ま
で
耐
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
同
一
性
を
構
築

し
つ
つ
相
対
化
す
る
営
み
は
、「
シ
シ
フ
ォ
ス
の
岩
」
の
神
話
を
思
わ
せ
る
。

来
た
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
い
か
に
倫
理
的
で
あ
れ
、
人
々
が
安
定
を

求
め
て
自
己
の
再
帰
的
伝
統
化
や
他
者
の
サ
バ
ル
タ
ン
化
へ
と
傾
く
誘
惑

に
抗
せ
る
か
否
か
は
、
重
大
な
課
題
と
な
ろ
う
。

　

第
二
に
、
こ
う
し
た
懸
念
が
拭
え
な
い
の
は
、
両
義
性
の
政
治
が
い
か

な
る
政
体
構
成
と
世
界
秩
序
に
行
き
着
く
の
か
が
見
通
せ
な
い
た
め
で
あ

る
。
来
た
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
結
局
、
ど
の
よ
う
な
世
界
秩
序
を

も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
政
体
構
成
論
を
メ
タ
レ
ベ

ル
で
支
え
る
べ
き
エ
ー
ト
ス
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
単
に
秩
序
な
き
現
代

世
界
を
映
し
た
鏡
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
残
念
な
が
ら
同
書
の
結
論
で
も
、

途
上
で
示
さ
れ
た
四
つ
の
政
体
構
成
論
と
両
義
性
の
政
治
の
関
係
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
リ
ベ
ラ
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
熟
議
民
主
主

義
、
闘
技
民
主
主
義
、
絶
対
的
民
主
主
義
と
、
来
た
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
関
係
も
ま
た
、
非
決
定
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
。

四　

書
か
れ
ざ
る
世
界
秩
序
の
行
方

　

も
っ
と
も
、
こ
の
新
た
な
不
確
定
性
に
著
者
は
十
分
自
覚
的
で
あ
る
。

「
い
ず
れ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
政
体
構
成
論
も
、
そ
れ
が
秩
序
の
形

成
と
批
判
に
伴
う
暴
力
を
内
包
す
る
ゆ
え
に
、
ど
れ
か
一
つ
の
規
範
に
コ

ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
『
決
断
』
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
二
三
一
頁
）
」
。

重
要
な
こ
と
は
、
同
書
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
国
際
／
国
内
分
化
の
維
持

と
相
対
化
、
公
／
私
分
化
の
維
持
と
相
対
化
と
い
う
対
抗
軸
に
沿
っ
て
四

つ
の
政
体
構
成
論
を
配
置
す
る
と
、
リ
ベ
ラ
ル
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
主
権

国
家
シ
ス
テ
ム
、
熟
議
民
主
主
義
は
多
元
的
・
重
層
的
公
共
圏
、
闘
技
民

主
主
義
は
多
遍
的
な
広
域
圏
、
そ
し
て
絶
対
的
民
主
主
義
は
帝
国
／
反
帝

国
を
そ
れ
ぞ
れ
世
界
秩
序
像
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
な
る
点
で
あ
る

（
図
）
。

　

実
際
、
こ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
四
つ
の
世
界
秩
序
像
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文

法
の
異
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
立
脚
す
る
。
つ
ま
り
リ
ベ
ラ
ル
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
主
権
国
家
間
の
相
互
承
認
、
熟
議
民
主
主
義
は
重
層
化
さ
れ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
闘
技
民
主
主
義
は
集
団
間
の
異
議
申
し
立
て
、

そ
し
て
絶
対
的
民
主
主
義
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
そ

の
秩
序
の
基
盤
に
据
え
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
暗
示
さ
れ
つ
つ
も
描
か
れ
な
か
っ
た
「
来
た
る
べ
き
世
界

秩
序
」
は
、
お
そ
ら
く
異
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
立
脚
し
た
諸
政
体
の
多

次
元
ゲ
ー
ム
へ
と
行
き
着
く
。
そ
れ
は
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
、
多
元
的
・
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ラ
シ
ー
の
衝
突
が
世
界
秩
序
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
な
る
な
か
、
同
書

は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
現
在
と
今
後
の
あ
る
べ
き
理
想
像
を
示
し
た
だ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
空
間
の
も
と
で
、
政
治

的
意
思
決
定
の
成
熟
時
間
が
収
縮
し
、
来
た
る
べ
き
正
統
性
が
い
っ
そ
う

確
定
し
難
く
な
っ
て
い
く
、
そ
う
し
た
世
界
秩
序
の
現
在
も
暗
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

 

（
た
か
は
し
・
り
ょ
う
す
け
／
政
治
理
論
・
国
際
関
係
論
）

重
層
的
公
共
圏
、
多
遍
的
広
域
圏
、
帝
国
―

反
帝
国
と
い
っ
た
、
異
な
る

文
法
で
編
成
さ
れ
た
政
治
空
間
の
ア
マ
ル
ガ
ム
（
合
金
）
で
あ
る
。
「
要

請
さ
れ
る
の
は
、
最
終
的
な
決
定
権
を
も
つ
ア
リ
ー
ナ
を
あ
ら
か
じ
め
決

定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
決
定
性
を
見
す
え
た
う
え
で
、
各
ア

リ
ー
ナ
間
の
緊
張
関
係
と
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
（
二
三
二

頁
）
」
。
そ
こ
で
は
、
同
一
性
と
非
同
一
性

を
宙
づ
り
に
す
る
両
義
性
の
政
治
が
、
来

た
る
べ
き
世
界
秩
序
の
構
成
条
件
と
し
て
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
そ
れ
自
体
の
多
元
性
を
生

み
だ
し
維
持
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
異
な
る
文
法
で
営
ま
れ
る
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
多
元
性
は
、
即
座
に
民
主

的
正
統
性
の
不
確
定
性
を
も
招
き
寄
せ
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
政
変
で
露
呈
し
た
よ
う
に
、

異
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
衝
突
す
る
と
き
、

民
主
的
正
統
性
の
所
在
は
決
定
不
可
能
と

な
る
。「
『
ど
こ
』
の
増
殖
は
多
様
な
ア
リ
ー

ナ
間
の
決
定
の
優
先
順
位
を
め
ぐ
る
問
題

を
招
来
す
る
が
、
ど
の
ア
リ
ー
ナ
で
の
決

定
が
優
先
さ
れ
る
の
か
は
、
ア
プ
リ
オ
リ

に
は
決
定
不
可
能
で
あ
る
（
二
三
二
頁
）
」
。

非
決
定
へ
の
決
定
は
、
い
わ
ば
正
統
性
の

所
在
を
も
動
態
化
し
て
し
ま
う
。
デ
モ
ク

①リベラルナショナリズム
　（主権国家システム）

②熟議民主主義
　（多元的・重層的公共圏）

③闘技民主主義
　（多遍的な広域圏）

国内／国際の分化の維持

公／私分化の
相対化

公／私分化の
維持

来たるべき世界秩序？

国内／国際の分化の相対化

④絶対的民主主義
　（帝国／反帝国）
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二
〇
一
三
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
）

【
著
書
】

安
藤
丈
将
『
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
と
市
民
社
会
―
―
「
六
〇
年
代
」
の
思
想
の

ゆ
く
え
』
世
界
思
想
社

石
崎
嘉
彦
『
政
治
哲
学
と
対
話
の
弁
証
法
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
と
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ

ウ
ス
』
晃
洋
書
房

市
田
良
彦
・
王
寺
賢
太
・
ほ
か
『
債
務
共
和
国
の
終
焉
―
―
わ
た
し
た
ち
は
い

つ
か
ら
奴
隷
に
な
っ
た
の
か
』
河
出
書
房
新
社

重
田
園
江
『
社
会
契
約
論
―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ル
ソ
ー
、
ロ
ー
ル
ズ
―
』

筑
摩
書
房

表
弘
一
郎
『
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
論
―
―
循
環
と
偶
然
性
』
白
澤
社

表
弘
一
郎
『
〈
共
生
〉
の
哲
学
―
―
リ
ス
ク
に
よ
る
排
除
と
安
心
の
罠
を
超
え
て
』

耕
文
社

山
宏
『
崩
壊
の
経
験
―
―
現
代
ド
イ
ツ
政
治
思
想
講
義
』
慶
應
義
塾
大
学
出

版
会

倉
田
稔
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ　

社
会
思
想　

小
樽
―
―
私
の
な
か
の
歴
史
』
成
文
社

倉
田
稔
『
倉
田
稔
の
作
品　

続
』
小
樽
社
会
史
国
際
研
究
所

黒
須
純
一
郎
『
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
研
究
―
―
『
犯
罪
と
刑
罰
』・『
公

共
経
済
学
』
と
啓
蒙
の
実
践
』
御
茶
の
水
書
房

小
峯
敦
・
ほ
か
編
著
『
創
設
期
の
厚
生
経
済
学
と
福
祉
国
家
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房

平
子
友
長
・
ほ
か
編
『
マ
ル
ク
ス
抜
粋
ノ
ー
ト
か
ら
マ
ル
ク
ス
を
読
む
―
―
Ｍ

Ｅ
Ｇ
Ａ
第
Ⅳ
部
門
の
編
集
と
所
収
ノ
ー
ト
の
研
究
』
桜
井
書
店

田
中
秀
夫
『
近
代
社
会
と
は
何
か
―
―
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
啓
蒙
』
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会

田
中
秀
夫
『
啓
蒙
の
射
程
と
思
想
家
の
旅
』
未
来
社

恒
木
健
太
郎
『
「
思
想
」
と
し
て
の
大
塚
史
学
―
―
戦
後
啓
蒙
と
日
本
現
代
史
』

新
泉
社

中
山
智
香
子
『
経
済
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
―
―
フ
リ
ー
ド
マ
ン
と
世
界
経
済
の
半
世

紀
』 

平
凡
社

根
津
朝
彦
『
戦
後
『
中
央
公
論
』
と
「
風
流
夢
譚
」
事
件
―
―
「
論
壇
」
・
編
集

者
の
思
想
史
』
日
本
経
済
評
論
社

野
原
慎
司
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
近
代
性
の
根
源
―
―
市
場
は
な
ぜ
見
出
さ
れ

た
の
か
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会

野
村
真
理
『
隣
人
が
敵
国
人
に
な
る
日
―
―
第
一
次
世
界
大
戦
と
東
中
欧
の
諸

民
族
』
人
文
書
院

箱
田
徹
『
フ
ー
コ
ー
の
闘
争
―
―
〈
統
治
す
る
主
体
〉
の
誕
生
』
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会

平
石
耕
『
グ
レ
ア
ム
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
の
思
想
世
界
―
―
来
た
る
べ
き
共
同
体
論

の
構
想
』
未
來
社

米
田
祐
介
ほ
か
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・
頸
城
野
郷
土
資
料
室
監
修
、
直
江
津
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
編
『
日
本
海
沿
い
の
町 

直
江
津
往
還
―
―
文
学
と
近
代
か
ら
み
た
頸

城
野
』
社
会
評
論
社
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松
元
雅
和
『
平
和
主
義
と
は
何
か
―
―
政
治
哲
学
で
考
え
る
戦
争
と
平
和
』
中

央
公
論
新
社

森
宣
雄
・
ほ
か
編
著
『
「
島
ぐ
る
み
闘
争
」
は
ど
う
準
備
さ
れ
た
か
―
―
沖
縄
が

目
指
す
〈
あ
ま
世
〉
へ
の
道
』
不
二
出
版

森
川
剛
光(M

orikaw
a, Takem

itsu) Japanizität aus dem
 G

eist der euro-

päischen R
om

antik. D
er interkulturelle Verm

ittler M
ori Ô

gai 

und die R
eorganisierung des japanischen 

‘Selbstbild

’  in der 

W
eltgesellschaft um

 1900, T
ranscript Verlag.

安
川
寿
之
輔
『
福
沢
諭
吉
の
教
育
論
と
女
性
論
』
高
文
研

【
翻
訳
】

ア
ー
レ
ン
ト(A

rendt, H
annah)

著
、
コ
ー
ン(K

ohn, Jerom
e)

、
フ
ェ
ル

ド
マ
ン(Feldm

an, R
on H

.)

編
、
山
田
正
行
・
矢
野
久
美
子
・
ほ
か
訳
『
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
―
―
ユ
ダ
ヤ
論
集
１
』
み
す
ず
書
房

ア
ー
レ
ン
ト(A

rendt, H
annah)

著
、
コ
ー
ン(K

ohn, Jerom
e)

、
フ
ェ
ル

ド
マ
ン(Feldm

an, R
on H

.)

編
、
齋
藤
純
一
・
山
田
正
行
・
金
慧
・
矢

野
久
美
子
・
ほ
か
訳
『
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
争
―
―
ユ
ダ
ヤ
論
集
２
』
み
す
ず

書
房

ウ
ェ
ー
バ
ー(W

eber, A
lfred)

、
中
道
寿
一
監
訳
、
篠
原
佑
美
・
ほ
か
訳
『
歴

史
よ
、
さ
ら
ば
―
―
戦
後
ド
イ
ツ
再
生
と
復
興
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史

観
と
の
訣
別
』
福
村
出
版

エ
ス
テ
ベ
ス(E

stéves, C
arlos)

、
タ
イ
ボ(Taibo, C

arlos)

共
編
、
大
津
真

作
訳
『
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
声
』
晃
洋
書
房

ギ
ャ
ス
テ
ィ
ル(G

astil, John)

、
レ
ヴ
ィ
ー
ン(Levine, Peter)

編
、 

井
上
弘

貴
・
ほ
か
監
訳
『
熟
議
民
主
主
義
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
現
代
人
文
社

コ
ン
ト(C

om
te, A

uguste)

、
杉
本
隆
司
訳
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ー
の
起
源
へ
』
白

水
社

コ
ン
ト(C

om
te, A

uguste)

、
杉
本
隆
司
訳
『
科
学
＝
宗
教
と
い
う
地
平
』
白

水
社

シ
ュ
ヴ
ェ
ン
ト
カ
ー(Schw

entker, W
olfgang)

、
野
口
雅
弘
・
鈴
木　

直
・

木
村
裕
之
・
ほ
か
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
日
本
―
―
受
容
史
の

研
究 1905-1995

』
み
す
ず
書
房

ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド(Schofield, Philip)

、
川
名
雄
一
郎
・
ほ
か
訳
『
ベ
ン
サ
ム

―
―
功
利
主
義
入
門
』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会

デ
ロ
ワ(D

éloye, Yves)

、
稲
永
祐
介
・
ほ
か
訳
『
国
民
国
家 

構
築
と
正
統
化

―
―
政
治
的
な
も
の
の
歴
史
社
会
学
の
た
め
に
』
吉
田
書
店

ネ
グ
リ(N

egri, A
ntonio)

、
ハ
ー
ト(H

ardt, M
ichael)

、
水
嶋
一
憲
・
ほ
か

訳
『
叛
逆
―
―
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
民
主
主
義
宣
言
』N

H
K

出
版

ピ
ピ
ン(Pippin R

obert B
.)

、
小
井
沼
広
嗣
・
ほ
か
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践
哲

学
―
―
人
倫
と
し
て
の
理
性
的
行
為
者
性
』
法
政
大
学
出
版
局

ブ
ラ
ン
シ
ョ(B

lanchot, M
aurice)

、
守
中
高
明
訳
『
他
処
か
ら
や
っ
て
来
た

声
―
―
デ
・
フ
ォ
レ
、
シ
ャ
ー
ル
、
ツ
ェ
ラ
ン
、
フ
ー
コ
ー
』
以
文
社

ポ
ー
コ
ッ
ク(Pocock, J. G

. A
.)

、
犬
塚 

元
監
訳
、
安
藤
裕
介
・
石
川
敬
史
・

片
山
文
雄
・
古
城
毅
・
ほ
か
訳
『
島
々
の
発
見
─
─
「
新
し
い
ブ
リ
テ
ン
史
」
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と
政
治
思
想
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

ラ
ン
ゲ(Linguet, Sim

on-N
icolas-H

enri)

、
大
津
真
作
訳
『
市
民
法
理
論
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
（R

ancière, Jacques

）
、
市
田
良
彦
・
箱
田
徹
・
ほ
か
訳
『
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
教
え
』
航
思
社

ユ
ン
ガ
ー(Jünger, E

rnst)

、
川
合
全
弘
訳
『
労
働
者
―
―
支
配
と
形
態
』
月

曜
社

　
　
　

〈
備
考
〉

　
　
　

 　

本
の
形
を
と
っ
て
い
る
会
員
の
仕
事
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　

 　

共
著
、
共
編
、
共
訳
に
つ
い
て
は
、
奥
付
に
会
員
の
名
前
が
記
さ
れ

て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　

寄
稿
論
文
、
分
担
執
筆
、
分
担
訳
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
。

　
　
　
　

非
会
員
の
共
著
者
、
共
編
者
、
共
訳
者
の
名
前
は
「
ほ
か
」
と
す
る
。
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conception between pre- and post- reunification. Finally, I present that the 
conception of Constitutional Patriotism can be understood as a 
reconstruction of Carl Schmitt’s concept of “the Political”. By comparing 
Habermas to Carl Schmitt in terms of the concept of “the Political”, I point 
out that Habermas understands the political process not simply as political 
will-formation but as both political opinion-formation and will-formation.

Keyword: Jürgen Habermas, Political Culture, Constitutional Patriotism, 
the Political
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The Generation of Political Culture grounded on 
Universality——How had the conception of Constitutional 
Patriotism Developed in the Thought of Jürgen Habermas?

 Shin-ichi TABATA

　　This paper’s purpose is to clarify the conception of Constitutional 
Patriotism in the thought of Jürgen Habermas. Its conception had 
developed among political events; civil disobedience, Historikerstreit, 
German reunification. However, previous studies tend to focus only on 
theoretical aspects by considering Habermas’s writings after 1990s; as a 
result, they do not refer to Habermas’s work in 1980s, which is the 
theoretical background on the conception of Constitutional Patriotism. This 
paper traces the development of this conception corresponding to political 
events. By tracing the development, I show what its conception is against 
so that I try to lay out its essence.
　　First, I present his conception of collective identity in ‘Können 
komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?’(1974) and 
give a perspective for further consideration. Second, I consider the concept 
of “Rationalization of Lifeworld” in The Theory of Communicative Action. This 
consideration clarifies that Lifeworld is the place where collective identity 
is rationally generated. Third, I explain the meaning of Civil Disobedience 
as a step forward to Constitutional Patriotism. Especially, I focus on the 
role of Political Culture which mediates between universality and 
individual.
　　For th, I analyze the conception of Constitutional Patriotism in 
Historikerstreit. This analysis demonstrates that its conception consists of 
trilaminar structures: universal moral norm, Political Culture, and ethical 
life. Fifth, I point out that this conception became theoretically 
sophisticated after German Reunification. It shows dif ferences in the 



社会思想史研究　No. 38　2014

●　280

included in the original consensus universalis (universal consensus) of the 
American Revolution.
　　Thirdly, in “Civil Disobedience”, she developed an argument that focus 
on the “beginning” of America, especially in relation to the discrimination 
seen against African Americans. In this text, she claimed that civil 
disobedience is based on the interconnected principle of mutual promise 
and common deliberation, as exhibited in the “beginning” of America. This 
can, furthermore, be seen in the American political tradition of associations 
organized upon dissent from unjust and invalid laws. She could therefore 
propose the idea in order to invite African Americans to the original 
consensus universalis, and to realize the political equality. However, because 

the “original crime” is still pertinent, she also argued that it is no wonder 
that African Americans doubt the invitation.
　　In conclusion, her argument for the “beginning” of America is involved 
in its own arbitrariness and violence. It does not avoid the various criticisms 
that highlight the discrimination against African Americans. This is 
because Arendt recognized that the “original crime” that occurred in the 
“beginning” of America had continued to remain pertinent for “Civil 

Disobedience”. She also recognized that any attempts to welcome African 
Americans into the original consensus universalis might not be trusted, 
especially considering that the rules of nonviolence for civil disobedience 
had thus far not been obeyed.

Keywords: Hannah Arendt, “beginning”, arbitrariness, violence, African 
Americans
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Hannah Arendt’s Argument on the American Revolution 
and Her Recognition on the Discrimination against African 

Americans: In Relation to Arbitrariness and Violence of 
“Beginning”

Kyohei KAWAI

　　Hannah Arendt’s concept of the “beginning” is related not only to the 
public (or “publicness”) but also to its own arbitrariness and violence. In 
order to overcome the arbitrariness and the violence of the “beginning” she 
presented an argument, focusing on the American Revolution as an 
example, in which the American forefathers succeeded in the foundation of 
freedom without violence. However, it has often been pointed out that her 
argument ignored the violence associated with the inherent discrimination 
that the foundation held against African Americans. Accordingly, this 
ar ticle focuses on what she considered the discriminator y violence, 
especially in relation to her conception of the “beginning” of the America, 
as outlined in her works, On Revolution, “Reflections on Little Rock” and 
“Civil Disobedience”.

　　Three considerations are drawn as a result. Firstly, it will be argued 
that Arendt thought the violence inherent in the discrimination of African 
Americans was an “original crime” exhibited in the “beginning” of the 
founding of America, as outlined in On Revolution and “Reflections on Little 
Rock”. After this, her thought became consistent in her writings.
　　Secondly, the “original crime” has its own origin in the arbitrariness of 
the “beginning”, as displayed in the “actions” of the American Founding 
Fathers. Arendt thought that the real “original crime” was actually slavery 
and an inequality of African Americans’ right to freedom in the political 
sphere, as perpetuated by legal enforcement. Moreover, in “Civil 
Disobedience”, she clearly claimed that African Americans had never been 
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aesthetics” in Heidelberger Ästhetik reconstructed the presentation of a 
problem. This is, so to say, not the attempt to expect the salvation by the 
artworks which exist already in this world, but the try to create the new 
meanings in this world. One reason for this shift is to be understood as a 
awareness about the limit of the passive attitude in Heidelberger Philosophie 

der Kunst against the nonsence in this empirical world, that was marked as 

a desire for salvation. Confirming the formation of an active attitude against 
the empirical reality, I conclude it as follows; the subjects of this active 
attitude in the concept of the phenomenology of aesthetics, who try to 
make the new meaning, is a prototype for the subject of “dialectical 
methode” in Geschichte und Klassenbewußtsein.

Keywords: Reification, Modern Rationalism, Phenomenology of Aesthetics, 
Dialectic
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Reification as a Rationalization and Aesthetic Experience as 
a Liberation: Development of Lukács’ Early Manuscripts on 

Aesthetics and Geschichte und Klassenbewußtsein

Yusuke AKIMOTO

　　A purpose of this article is to demonstrate a relation that young 
Lukács’ “Heidelberger Manuscripts on Aesthetics” (Heidelberger Philosophie 

der Kunst 1912-1914, Heidelberger Ästhetik 1916-1918) have for the formation 

of Geschichte und Klassenbewußtsein (1923) on thought. Since these 
Manuscripts were published firstly in 1974, it was not referred to the 
crucial point, whether the attempt of Lukács on systematical aesthetics is 
connected with his engagement to marxism. In order to avoid some 
interpretations to argue about only influences from other thoughts to 
Lukács’ aesthetics, for example from the “Philosophy of Life” or from new 
Kantianism, I traced a transformation of his behavior to the empirical 
reality and the mode of the empirical subject in each writings by young 
Lukács.
　　It is the concept of “misunderstanding” to show young Lukács’ view of 
the empirical reality plainly. All Forms to express the contents of the life or 
the experience cannot but be misunderstood by other persons essentially, 
because the Forms, for example action or word, are received independent 
of the intention of the persons who expressed it. According to Lukács, this 
misunderstanding is the principal element of the modern would where we 
live and communicate into one another, since the elementary togetherness 
is already destroyed by the reification of the social relationship. Therefore, 
it is a task for him to find a sphere of salvation outside the rationalized 
system. In Heidelberger Philosophie der Kunst, this Sphere was found in the 
world of the artworks.
　　As opposed to this longing for the artworks, “phenomenology of 
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twentieth century.
　　The paper then goes on to clarify the various ways in which these 
thinkers avoided “sociological individualism” – a version of which was still 
being strongly advocated by eugenics proponents both inside and outside 
of the Sociological Society – and associated structural or inter-personal 
views of society with their own welfare theories: while the Webbs 
developed the idea of a “national minimum” on the basis of their empirical 
research on trade unions, Bosanquet made his social philosophy of 
“recognition” the foundation of his theory of social work, and Hobhouse 

applied his sociological insights into the interaction among individuals, 
social institutions and the state to his pluralist welfare theory. The paper 
concludes that such combinations of sociological perspectives and welfare 
theories all contributed in their own unique ways to the formation of the 
“social thought” of the early British welfare state.

Keywords: the social, sociological individualism, early British sociology, 
British welfare state
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Early British Sociology and the Questions of “the Social”:  
 A Facet of the Intellectual History of the British Welfare State

Hanno TERAO

　　The purpose of this paper is to re-appraise the intellectual role British 
sociology played in the making of the welfare state in early twentieth 
century. In particular it addresses the fact that sociological perspectives at 
the turn of the century were deeply associated with questions of “the 
social”, i.e., questions concerning social problems, social ethics and the 
concept of society itself. By doing so it clarifies how early British sociology 
contributed to the development of various social welfare theories.
　　Historians have often identified an apparent lack of a structural 
perspective of society as a theoretical defect of early British sociology. The 
interpretation has been most influentially given by Talcott Parsons, who 
characterized the mainstream of modern British social thought as being 
based on what he termed “sociological individualism”. Parsons’ view was 
furthered by Noel Annan, who pointed to a strikingly moralistic tendency 
held by Victorian social reformers to focus on the enhancement of 
individual morality as a means of overcoming contemporar y social 
problems such as poverty, crimes and insanitary living conditions.
　　Against these commonly held views, this paper begins by identifying 
theoretical and methodological attempts by several Victorian political 
economists, such as Richard Jones and J.K. Ingram, to criticize the then 
dominant Ricardian classical economics as the crucial moments for the 
emergence of sociological perspectives in Britain. Their ambition to 
establish a comprehensive social science (or Comtean sociology) was 
inherited by several key turn-of-the-century social thinkers, such as L.T. 
Hobhouse, Beatrice and Sidney Webb and Bernard Bosanquet, who were 
all involved in the newly established Sociological Society in the early 
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countries. In this context, the paper argues that the basic premises of the 
evolutionary thought such as “continuity” or “sequence” would have helped 
to understand the hierarchical concatenation ---from family to state via tribe 
and local community― in a despotic social structure. In addition, the 
modern evolutionism provided an insight to make sure the importance of 
gradualism rather than a leap or a revolution in order to overcome their 
authoritarian regime. In this sense, the paper aims to demonstrate that 
Shumayyil has contributed significantly to the development of modern 
Arabic political thought.

Keywords: evolution, despotism, social organism, Islam
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A Critical Assessment of Despotism from a Viewpoint of 
Modern Evolutionary Theory in the Arab World :  

An Outlook of Shublī Shumayyil’s Ideas

Hiroki OKAZAKI

　　The purpose of this paper is to examine the relation between the 
concept of despotism, which was the main theme of Arab thinkers of the 
late 19th century, and the modern evolutionary approach, which was 
imported to the Arab world at the same time. The paper will then focus on 
the thought of Shublī Shumayyil (1850-1917), a Christian secularist, who 
had introduced the Darwinism to the Arab readers, while he shared a 
similar ideological basis with the Islamic reformists of his era.
　　Shumayyil, likewise other modern evolutionists, criticized the 
despotism from a viewpoint of “social organism theor y” by simply 
emphasizing an analogy between a human individual body and a social 
body. According to him, the despot does not appreciate the organism of 
society, therefore the society, which prevents the spontaneous will or 
natural healing by using coercive power, would not persist long. Indeed, 
because of his extremely reductionist approach, he was said to be a 
mechanical materialist or an anti-religious figure. Nevertheless, the Islamic 
liberal reformists, who were seeking a harmony of revelation and reason, 
appreciated Shumayyil’s political ideas; because they also believed that the 
evolutionism does not contradict with religion but even Quran teaches its 
verity. In fact, the two rival schools of thought, secularists and apologists, 
were caught by common ideologies such as Arab Renaissance, idealism 
and utilitarianism.
　　After all, while sharing the ideological basis, the modern Arab 
evolutionists and the Islamic reformists worked on an analysis of despotism 
that is considered as the main impediment to the progress of Oriental 
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ver y basis, it is the active relationship to means of production and 
“Individuality” that can develop. As recent works on Marx’s excerpt-

notebooks prove, it is impor tant that Mar x grasped possibilities of 
resistance in a non-capitalistic or pre-capitalistic society in his later years.

Keywords: Community, Private Property, Individual Property
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Reexamination of Marx’s Theory of “Original Property”: 
The Difference between “Private Property ” and “Individual 
Property” in ‘Forms which Precede Capitalist Production’

Soichiro SUMIDA

　　‘Forms which Precede Capitalist Production’ has been interpreted by 
many previous works, but most of them depended on “Historical 
Materialism” or “the Class-struggles View of History”. However, my 
opinion is that the main theme in this text is to grasp the destruction of the 
unity of producer and means of production in a capitalistic society. 
Therefore, the purpose of this paper is to reexamine the three forms of 
“Original Property” in ‘Forms which Precede Capitalist Production’ by 

grasping “logically” the notion of “Original Property” as a critique of 
modernity.
　　There are three points in this paper. Firstly, by paying careful attention 
to the “two” forms of “Original Property”, I will try to explain Marx’s notion 
of “Community” which means that members behave themselves each other 
as owners i.e. proprietors. Secondly, by emphasizing the opposition to a 
capitalistic society, I will tr y to examine the importance of original 
meanings of “Propertylessness” and “Private Property” in a non-capitalistic 
or pre-capitalistic society. Thirdly, with regard to the notion of “Individual 
Property” which has been hotly disputed, I will try to grasp the difference 
between “Private Property” and “Individual Property” by focusing the mode 
of exploitation of land and the form of community. In my humble opinion, 
this perspective must contribute to reconsider accurately the theory of “the 
Reestablishment of Individual Property” in ‘Capital’.
　　Marx’s theory of “Original Property” shows that a specific form of 
“Community” not binds a free individual but guarantees his or her “Original 

Property” in a non-capitalistic or pre-capitalistic society, and that, on the 
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legislation and legal equality. Finally, I address the question of what it 
means that freedom of speech is classified as one of civil liberties.

Keywords: Freedom of Speech, Kant, Public Use of Reason, Civil Liberties
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Freedom of Speech in Kant’s Philosophy

KIM Hae

　　In this article, I examine Kant’s idea of the freedom of speech (“die 
Freiheit der Feder”) in his philosophy. Although Kant has repeatedly 
shown the importance of the freedom of speech, it has not received much 
careful examination. I argue that Kant’s account of freedom of speech has 
two key aspects and at the same time they assume a common role. First, it 
indicates cognitive function developed in Kant’s theoretical philosophy. 
This function allows us to avoid falling into illusion or fallacy in the process 
of judgment. Second, in Kant’s political philosophy, it works as a measure 
to see to what extent the ideal of self-legislation and legal equality are 
realized.
　　While the theory of freedom of speech can thus be distinguished into 
two in Kant’s philosophy, they have a cognitive role in common, which is to 
avoid a fallacy and to accumulate knowledge in Kant’s political philosophy 
as well as Kant’s epistemology. Then, I examine the rationale by which the 
freedom of speech is classified as one of civil liberties in Kant’s political 
philosophy. I argue that as one of civil liberties, freedom of speech that is 
institutionally devoid of legislative power constitutes a precondition of 
making a judgment without constraint. Nevertheless these judgments are 
expected to improve laws and constitution as well.
　　The structure of this article is as follows. First, I offer a brief account 
of the freedom of speech in Kant’s philosophy. Second, I examine the 
cognitive role played by the freedom of speech in Kant’s theoretical 
philosophy. Third and fourth, I reconstruct Kant’s account of the freedom 
of speech in Kant’s political philosophy. In these two sections, I show that 
in the Kant’s political philosophy the purposes of the freedom of speech 
further can be divided into two parts, namely realizing the ideal of self-
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commercial society, demonstrating that in order to maintain and increase 
the wealth of their nation, rulers must obey the natural course of the 
society, i.e. adopt liberal arts of government.
　　The last section of the paper proves that while Kant’s use of the word 
“nature” shares these rhetorical effects on politics with Adam Smith, it 

differs from the latter in some respects. For Kant, juridical norms that the 
government should obey must be deduced not from experience but from 
pure reason. Furthermore, the rhetoric of nature in Kant’s historical essays 
aims at the realization of these norms, and is not only directed at 
liberalizing government but also reforming the Prussian monarchy into a 
republican constitution.

Keywords: intention of nature, universal history, governmental naturalism, 
Adam Smith, a natural course of things
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Criticism of Government and the Concept of Nature in 
Kant’s Historical Essays: from the Perspective of Hume 

and Smith

Sosuke AMITANI

　　This paper focuses on the political aspect of Kant’s historical essays. In 
Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Aim, he attempted to write a 

history in which the “intention of nature” leads human beings to establish 
perfect civil constitutions and world peace in the future. This universal 
history, however, not only describes the intention of nature but also 
promotes the very idea. In other words, the history is conceived to realize 
its thesis that an internally and externally perfect state constitution will be 
achieved by nature. This shows that Kant’s universal histor y is 
fundamentally political, an aspect to which little attention has so far been 
paid. This paper focuses on the rhetorical effects of the word “nature” in 
order to demonstrate the political aims of Kant’s history.
　　In the first section, the theoretical status of teleological nature in the 
historical essays is examined. While some interpreters have considered it 
as inconsistent with the critical philosophy, when nature in the history is 
seen as a regulative idea of reflective judgment, consistency becomes 
evident. Moreover, Kant’s universal history according to the intention of 
nature is planned to not only give a philosophical view of history, but also 
to have an influence on politics by stimulating the desires of rulers to be 
accorded fame by future generations.
　　Using the rhetoric of nature to influence the government, was common 
in the political economy in the 18th century. The second section of this 
paper surveys the rhetorical uses of the word “nature,” by comparing the 
works of David Hume and Adam Smith with those of Kant. Hume and 
Smith derived a general course of nature from empirical observations of 
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準
に
到
達
し
て
い
る
が
、

部
分
的
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
審
査
員
は
書
き
直
し
箇
所
と
そ
の

理
由
を
必
ず
あ
き
ら
か
に
す
る
。

Ｂ
の
下
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
る
が
、

論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
論
の
構
成
、
論
証
の
し
か
た
な

ど
に
つ
き
、
編
集
委
員
会
の
指
示
に
従
っ
て
大
幅
な
書
き
直
し
が
必
要
で

あ
る
。
審
査
員
は
書
き
直
し
箇
所
と
書
き
直
し
の
理
由
を
必
ず
あ
き
ら
か

に
す
る
。

Ｃ
：
内
容
的
に
み
て
、
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。

審
査
員
は
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

（
３
）
審
査
結
果
は
、
審
査
員
署
名
つ
き
の
書
面
に
記
し
、
封
書
に
て
依

頼
書
に
記
さ
れ
た
期
日
ま
で
に
下
記
連
絡
先
に
通
知
す
る
。
審
査
論
文
の

複
写
は
、
本
年
報
刊
行
時
ま
で
審
査
員
が
保
管
す
る
。

連
絡
先
：（
当
該
年
度
公
募
論
文
担
当
編
集
委
員
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
、

Fax
番
号
、E

-m
ail

ア
ド
レ
ス
）

（
４
）
当
該
論
文
掲
載
の
最
終
審
査
は
編
集
委
員
会
で
お
こ
な
う
。

　

公 

募 

論 

文 

審 

査 

規 

定

一
、
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
、

査
読
委
員
会
の
議
を
経
た
う
え
で
、
論
文
テ
ー
マ
・
内
容
を
考
慮
し

て
、
論
文
一
篇
に
つ
き
複
数
名
の
審
査
員
を
委
嘱
す
る
。
そ
の
さ
い

投
稿
者
と
審
査
員
の
関
係
に
お
い
て
公
平
を
欠
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、

慎
重
に
配
慮
す
る
。

２　

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
審
査
員
の
間
お
よ
び
審
査
員

相
互
間
は
匿
名
と
し
、
審
査
員
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事
後
に
も
編

集
委
員
会
お
よ
び
査
読
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

（
１
）
審
査
員
は
対
象
論
文
を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
熟
読
し
、
ま
た
年
報

既
刊
号
掲
載
の
関
連
・
周
辺
論
文
を
併
読
し
、
本
年
報
に
掲
載
可
能
か
ど

う
か
を
審
査
し
、
所
見
を
表
明
す
る
。
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四
、
投
稿
者
へ
の
審
査
結
果
通
知
お
よ
び
リ
ラ
イ
ト
要
請

（
１
）
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
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
、
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“　
　

”

な

ど
で
括
る
。
た
だ
し
、
長
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
前
後
を
一
行
空
け
て

段
落
全
体
を
一
字
下
げ
と
し
、
括
弧
は
用
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
一
行
目

は
さ
ら
に
一
字
下
げ
と
す
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
〇
〇
〇
円　
　

二
四
万
二
六
三
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
〇
―
四
八
〇
円　
　

一
九
六
〇
―
六
五
年

［
６
］
分
数
・
小
数
の
表
記
。

（
例
）　

三
分
の
一　
　

一
二
分
の
五　
　

五
二
・
三

［
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

５　

中
略
は
、
三
点
リ
ー
ダ
ー
二
文
字
分
を
亀
甲
括
弧
で
括
り
、
「
〔
…
…
〕
」

の
よ
う
に
記
す
。

■
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　

《　

》　

〝　
　

〞　

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
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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
。

［
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　

二　

三　

…
と
し
、
さ
ら
に
項
を

立
て
る
場
合
は
、
１　

２　

３　

…
と
す
る
。
そ
れ
以
上
の
細
分
は
避
け

る
こ
と
。
ま
た
、
節
の
見
出
し
を
「
は
じ
め
に
」
や
「
お
わ
り
に
」
等
と

す
る
場
合
に
は
、
数
字
は
不
要
と
す
る
。
な
お
、
節
や
項
を
設
け
た
場
合

は
、
そ
の
見
出
し
の
前
を
一
行
空
け
る
こ
と
。

２　

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
。
本
文
、
注
、
参
考
文
献
リ
ス
ト
の
間
も
一

行
空
け
る
こ
と
。

■
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
ッ
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
（
１
）
、
（
２
）
…
と
表
記
す
る

こ
と
。

（
例
）
「　
　

」
（
１
）　
　

『　
　

』
（
２
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す

で
に
多
く
の
分
析
が
あ
る
（
３
）
。

２　

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
／

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
書
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
書
の
場
合
］

（
例
）

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
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二
年
、
一
二
二
―
五
頁
。

丸
山
眞
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
眞
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
來
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
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
―
―
社
会
的
判
断

力
批
判
』
、
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、
、
五
六
七
頁
。

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ
ン
、
ジ
ャ

ン
＝

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
、,  .  :  

な
ど
の
前
に
は
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
ず

に
入
力
し
、,  .  :　

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
）

B
obbio, N

orberto, G
ram

sci and the concept of civil society, 
in C

hantal M
ouffe, ed., G

ram
sci and M

arxist T
heory, London:  

R
outledge 1979, p. 30.

W
ittig, M

onique, “T
he M

ark of G
ender, ” F

em
inist Issues,  

Vol. 5, N
o. 2, Fall 1985, p. 4.

H
obson, B

arbara

（1996

）: Frauenbew
egung für Staatsrechte. 

In: Fem
inistische Studien, 14. Jg., 2, S. 18.

H
aberm

as, Jürgen, G
renzen des N

eohistorism
us, in:  ders., 

D
ie nachholende R

evolution,Frankfurt am
 M

ain : Suhrkam
p , 

1990, S. 149.
 

（
以
上
）
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社
会
思
想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
規
定

一　

目
的
お
よ
び
名
称

１　

社
会
思
想
史
学
会
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
公
募
論
文
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
論
文
を
執
筆
し
た
研
究
者
に
対
し
て
、

そ
の
業
績
を
顕
彰
し
、
さ
ら
な
る
研
究
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
「
社
会
思

想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
」
を
授
与
す
る
。

二　

受
賞
資
格
者

１　

論
文
掲
載
時
点
で
修
士
号
取
得
後
十
五
年
未
満
の
会
員
に
限
る
。

２　

受
賞
は
一
回
限
り
と
す
る
。

三　

選
考
方
法

１　

受
賞
者
は
年
報
編
集
委
員
会
の
審
議
に
基
づ
き
、
幹
事
会
で
決
定
さ

れ
る
。

四　

賞
の
授
与
お
よ
び
公
表

１　

受
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
（
三
万
円
）
を
授
与
す
る
。

２　

社
会
思
想
史
学
会
全
国
大
会
総
会
で
受
賞
者
の
表
彰
を
お
こ
な
う
。

３　

受
賞
論
文
に
つ
い
て
は
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
そ
の
旨
を
明
記
す

る
。

五　

附
則

１　

本
規
定
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
三
五
号
（
二
〇
一
一
年
刊
行

予
定
）
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

２　

本
規
定
の
改
正
は
、
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
総
会
の
承
認
を
得
る
も

の
と
す
る
。



　
　

社
会
思
想
史
学
会
の
創
立
に
あ
た
っ
て

　

こ
の
た
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
お
い
て
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格
に
関
心
を
も
っ
て
い

る
も
の
が
あ
つ
ま
り
、
社
会
思
想
史
学
会
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

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

比
較
的
あ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
思
想
史
研
究
者
た
ち
は
、
既
成
の
各
学
問

分
野
で
訓
練
を
う
け
、
そ
こ
に
所
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
社
会
思
想
史
を
研
究
し

て
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
社
会
思
想
史
と
い
う
多
面
的
な
研
究
対
象
に
接
近
す
る
の
に
、
か
え
っ

て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
今
後
も
こ
の
接
近
方
法
を
持
続
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

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

さ
ら
に
効
果
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
意
図
し
て
い
る
あ
た
ら
し
い
学
会
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
既
成
諸
学
会
の
存
在
を

前
提
と
し
た
横
断
組
織
と
し
て
の
思
想
史
研
究
者
の
あ
つ
ま
り
で
あ
り
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格

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

も
ち
の
研
究
者
各
位
の
広
範
な
ご
参
加
を
期
待
し
ま
す
。 

（
一
九
七
六
年
）
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編
集
後
記

　

手
前
味
噌
め
き
ま
す
が
、
余
白
に
…
…
。

　

「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
語
の
考
案

者
と
さ
れ
る
ヨ
ハ
ン
・
ベ
ッ
ク
マ
ン
（
一

七
三
九
～
一
八
一
一
）
の
『
技
術
学
入
門
』

（A
nleitung zur Technologie, 1777

）

に
は
、《
ジ
ェ
ノ
ヴ
ェ
ー
ジ
師
の
『
市
民
経

済
の
講
義
』
》
の
一
節
が
イ
タ
リ
ア
語
の

ま
ま
エ
ピ
グ
ラ
ム
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

《
た
と
え
卑
し
く
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
技

芸
に
は
そ
の
諸
原
理
が
あ
り
、
そ
し
て
哲

学
者
に
し
か
気
づ
か
れ
な
い
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
も
卑
し
い
技
芸

の
理
論
も
科
学
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
》

　

ナ
ポ
リ
大
学
に
一
七
五
四
年
に
創
設
さ

れ
た
〈
最
初
の
経
済
学
教
授
〉
と
し
て
名

高
か
っ
た
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ジ
ェ
ノ
ヴ
ェ
ー

ジ
（
一
七
一
三
～
六
九
）
の
講
座
の
正
式

名
称
は
「
商
業
と
機
械
学
」
で
し
た
。
そ

こ
に
は
、
古
典
古
代
以
来
の
「
自
由
学
芸
」

の
伝
統
か
ら
は
蔑
ま
れ
て
き
た
〈
メ
カ
ニ

カ
ル
・
ア
ー
ツ
〉が
「
有
用
な
科
学
」と
な
り
、

〈
万
人
が
哲
学
者
〉と
な
る
新
時
代
へ
の
希

望
が
託
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
す
が
、

〈
統
治
技
法
と
し
て
の
国
家
理
性
〉を
更
新

し
た
だ
け
の
「
経
済
的
理
性
」（
フ
ー
コ
ー
）

に
は
、
今
尚
そ
う
し
た
啓
蒙
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
を
顧
み
る
遑
も
な
い
よ
う
で
す
。

　

本
号
の
特
集
「
社
会
思
想
と
し
て
の
科

学
」
は
、
昨
年
の
第
三
八
回
大
会
の
白
熱

し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
で
す
。
ご
多

忙
の
中
、
当
日
の
報
告
を
拡
充
・
敷
衍
し

た
論
考
を
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
パ
ネ
リ
ス

ト
の
皆
様
と
大
会
関
係
者
各
位
の
ご
尽
力

に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

公
募
論
文
に
は
十
四
本
の
応
募
が
あ
り
、

厳
正
な
審
査
を
経
て
八
本
が
掲
載
に
至
り

ま
し
た
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
書
評
が
十

二
本
に
留
ま
っ
た
の
が
些
か
残
念
で
す
。

　

ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
や
誌
面
構
成
に
つ
い
て

の
ご
意
見
、
ま
た
、
四
〇
号
と
い
う
節
目

に
向
け
て
の
ご
提
案
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

 

（
編
集
主
任　

奥
田 

敬
）





〒464―0814　名古屋市千種区不老町名大内　名古屋大学出版会 TEL052（781）5353/FAX052（781）0697
http://www.unp.or.jp 〈価格税別〉

社
会
思
想
の
歴
史 

坂
本
達
哉
著

マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
ま
で
　
自
由
と
公
共
を
め
ぐ
る
思
想
的
遺

産
を
読
み
解
き
、
現
代
社
会
を
よ
り
よ
く
考
え
る
。 

２
７
０
０
円

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
の
誕
生

将
基
面
貴
巳
著
　
聖
俗
の
間
か
ら
立
ち
上
が
る
新
た
な
思
考
の
展
開
を
明

快
に
描
き
だ
し
た
力
作
。
◆
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
◆ 

５
５
０
０
円

公
共
善
の
彼
方
に 

池
上
俊
一
著

後
期
中
世
シ
エ
ナ
の
社
会
　
公
共
善
の
理
想
の
み
な
ら
ず
人
々
の
社
会
的

絆
に
注
目
し
、
中
世
都
市
の
深
層
に
創
造
へ
の
力
を
探
る
。 

７
２
０
０
円

島
々
の
発
見

「
新
し
い
ブ
リ
テ
ン
史
」
と
政
治
思
想
　
主
権
と
歴
史
の
関
係
を
問
う
、

政
治
思
想
史
の
碩
学
に
よ
る
も
う
一
つ
の
代
表
作
。 

６
０
０
０
円

統
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
性
教
育

近
藤
孝
弘
編
　
国
家
の
動
揺
や
移
民
の
増
大
の
中
、
国
境
を
超
え
る
民
主

主
義
を
い
か
に
発
展
さ
せ
る
の
か
。
そ
の
現
実
に
迫
る
。 

５
４
０
０
円

イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
中
東
政
治

末
近
浩
太
著
　
レ
バ
ノ
ン
・
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
の
抵
抗
と
革
命
　
暴
力
と
平

和
、
過
激
と
穏
健―

真
実
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。 

６
６
０
０
円

日
本
型
排
外
主
義 

樋
口
直
人
著

在
特
会
・
外
国
人
参
政
権
・
東
ア
ジ
ア
地
政
学
　
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
生

み
出
し
た
憎
悪
の
根
源
に
社
会
学
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
。 

４
２
０
０
円

Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
著

犬
塚
　
元
監
訳
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経
済
の
未
来
　世
界
を
そ
の
幻
惑
か
ら
解
く
た
め
に

ジ
ャ
ン=

ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ 

著

　

 

森
元
庸
介 

訳

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

本
体
価
格 

三
〇
〇
〇
円
＋
税

今
日
の
金
融
危
機
に
象
徴
さ
れ
る
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
真
相
は
、〈
市
場
〉

万
能
主
義
と
い
う
神
話
に
基
づ
い
た
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
帰
結
で
あ
り
、
そ
の
〈
市
場

経
済
〉
が
政
治
の
位
置
を
簒
奪
し
て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
本
格
的
な
批
評
。

聖
な
る
も
の
の
刻
印
　科
学
的
合
理
性
は
な
ぜ
盲
目
な
の
か

ジ
ャ
ン=

ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ 

著
　西
谷
修
・
森
元
庸
介
・
渡
名
喜
庸
哲 

訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

本
体
価
格
三
二
〇
〇
円
＋
税

現
代
文
明
の
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
張
さ
れ
る
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
Ｉ
Ｔ
，
バ
イ
オ
・
ナ

ノ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
金
融
工
学
な
ど
が
、
発
展
途
上
国
を
巻
き
込
ん
で
資
源
開

発
・
乱
獲
に
拍
車
を
か
け
、
地
球
上
の
汚
染
を
深
刻
化
し
て
、
文
明
が
破
滅
の
淵

に
突
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
現
実
と
、
そ
れ
に
盲
目
な
学
問
へ
の
痛
烈
な
批
判
。

功
利
的
理
性
批
判
　民
主
主
義
・
贈
与
・
共
同
体

ア
ラ
ン
・
カ
イ
エ 

著

　藤
岡
俊
博 

訳 

　
　

       

本
体
価
格
二
八
〇
〇
円
＋
税

経
済
の
み
な
ら
ず
、
文
化
な
ど
無
意
識
の
内
奥
に
至
る
実
存
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
の

な
か
で
支
配
す
る
〈
計
算
〉
と
い
う
利
益
の
公
理
系
。
そ
の
〈
計
算
の
公
理
系
〉

の
支
配
に
抗
し
た
「
一
般
社
会
科
学
」
の
提
唱
と
、
そ
の
民
主
主
義
の
可
能
性
。

経
済
的
思
考
の
転
回

世
紀
転
換
期
の
統
治
と
科
学
を
め
ぐ
る
知
の
系
譜

桑
田 

学 
著 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

          

本
体
価
格
三
〇
〇
〇
円
＋
税

一
九
世
紀
の
〈
熱
学
思
想
〉
の
進
展
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
基
礎
と
す
る
自
然

認
識
に
抜
本
的
な
変
革
を
迫
っ
た
。
本
書
は
、
そ
の
影
響
を
真
正
面
か
ら
受
け
留

め
た
オ
ッ
ト
ー
・
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
経
済
思
想
を
詳
述
し
た
論
考
で
あ
る
。
同
時
代

の
Ｆ
・
ｖ
・
ハ
イ
エ
ク
と
の
論
争
を
通
じ
、
現
代
経
済
思
想
の
分
岐
の
原
点
を
描

い
た
貴
重
な
経
済
学
史
で
あ
る
と
同
時
に
、
市
場
原
理
主
義
で
は
な
く
、
資
源
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
含
め
た
人
間
の
生
存
条
件
に
適
う
経
済
学
へ
拓
く
今
日
的
な
視
座
。



純
粋
政
治
理
論〔
ソ
キ
エ
タ
ス
叢
書
４
〕

ひ
と
が
ひ
と
を
動
か
す
こ
と〈the m

oving of m
an by m

an

〉を
あ
ら
ゆ
る
政
治

の
原
形
質
と
と
ら
え
て
展
開
さ
れ
る「
政
治
の
生
理
学
」。

ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
ジ
ュ
ブ
ネ
ル
著
／
中
金
聡
・
関
口
佐
紀 

訳 

５
０
０
０
円

ル
ソ
ー
と
近
代
│
│
ル
ソ
ー
の
回
帰
・
ル
ソ
ー
へ
の
回
帰

ル
ソ
ー
生
誕
３
０
０
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
研
究
発
表
25
本
を
収
録
。

永
見
文
雄
・
三
浦
信
孝
・
川
出
良
枝 

編 

４
６
０
０
円

連
邦
主
義
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

│
│
思
想
・
運
動
・
制
度
構
想〔
シ
リ
ー
ズ
・
政
治
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
〕

連
邦
主
義
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
、
カ
ン
ト
か
ら
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
基
づ
き
共
に「
平
和
」を
希
求
し
支
え
る
構
造
・
理
念
と
捉
え
、可
能
性
を
探
る
。

千
葉
眞 

著 

３
３
０
０
円

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
挑
戦

│
│
そ
の
思
想
史
的
考
察〔
シ
リ
ー
ズ
・
政
治
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
〕

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
、
国
民
国
家
に
重
心
を
置
く
思
想
と
の
真
摯
な
対
話
を
試
み

る
中
で
、
国
民
国
家
を
超
え
る
秩
序
像
の
た
め
の
理
論
的
諸
問
題
を
整
理
。

古
賀
敬
太 

著 
３
８
０
０
円

ド
イ
ツ
政
治
哲
学
│
│
法
の
形
而
上
学

宗
教
改
革
か
ら
現
代
ま
で
の
ド
イ
ツ
政
治
哲
学
と
政
治
理
論
を
包
括
的
に
再
構
成
。

ク
リ
ス
・
ソ
ー
ン
ヒ
ル
著
／
永
井
健
晴
・
安
世
舟
・
安
章
浩 

訳 

１
２
０
０
０
円

エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ガ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
精
神
史

│
│
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
ネ
の
は
ざ
ま
で

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
よ
り
近
代
的
で
自
由
主
義
的
に
転
換
し
た
こ
と
を
論
証
。

川
﨑
修
敬 

著 

６
０
０
０
円

多
層
的
民
主
主
義
の
憲
法
理
論

│
│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
治
の
思
想
と
展
望

都
市
法
か
ら
国
家
法
を
経
て
、
欧
州
連
合
に
至
る
各
段
階
に
対
し
て
民
主
的
自
治

理
念
を
実
現
す
る
と
い
う
多
層
的
民
主
主
義
の
理
論
。

デ
ィ
ア
ン
・
シ
ェ
ー
フ
ォ
ル
ト
著
　
大
野
達
司 

訳 

８
８
０
０
円
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来
た
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

　
　
　―

―

暴
力
と
排
除
に
抗
し
て	

山
崎
　
望 

著
　
　
六
〇
〇
〇
円

21
世
紀
の
幕
開
け
と
と
も
に
揺
ら
ぎ
を
み
せ
は
じ
め
た
世
界
秩
序
は
、
い
ま

そ
の
原
理
を
根
底
か
ら
再
審
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
そ
の

再
構
築
に
い
か
に
寄
与
し
う
る
の
か
？
　
気
鋭
の
政
治
学
者
が
複
眼
的
な
視

点
か
ら
挑
む
、
現
代
の
ア
ポ
リ
ア	

Ａ
５
判
上
製
／
三
〇
四
頁

	

市
民
社
会
と
自
己
実
現

　
　
　	

広
岡 

守
穂 

著
　
　
二
五
〇
〇
円

市
民
社
会
と
は
、
す
べ
て
の
人
に
自
由
な
自
己
実
現
の
た
め
の
平
等
な
機
会

が
開
か
れ
て
い
る
社
会
で
あ
る
と
し
、
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
市
民
社

会
が
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
か
を
、
政
治
思
想
史
の
展
開
を
通
じ
て
市
民
社
会

思
想
の
発
展
か
ら
読
み
解
く	

四
六
判
上
製
／
三
二
〇
頁

	

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
自
己
実
現

　
　
　	

広
岡 

守
穂 

著
　
　
近
　
刊
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■
マ
ル
ク
ス
の
実
像
を
描
き
え
た
、
唯
一
の
伝
記
。

世
界
精
神
マ
ル
ク
ス

ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
タ
リ　

的
場
昭
弘
訳�

1818-1883�　

 

Ａ
５
上
製　

五
八
四
頁　

四
八
〇
〇
円

〝
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
〟

と
そ
の
問
題
性
を
予
見
し
て
い

た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
だ
け
だ
っ

た
。
そ
し
て
今
こ
そ
、
マ
ル
ク

ス
を
冷
静
に
、
真
剣
に
、
有
効

に
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

そ
の
比
類
な
き
精
神
は
、
ど
の

よ
う
に
生
ま
れ
、
今
も
持
続
し

て
い
る
の
か
。

■
『
資
本
論
』
に
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
〝
悶
え
〟
が
あ
っ
た
！

マ
ル
ク
ス
と
ハ
ム
レ
ッ
ト

新
し
く
『
資
本
論
』
を
読
む 

鈴
木
一
策 

四
六
上
製　

二
一
六
頁　

二
二
〇
〇
円

自
然
を
征
服
し
、
異
民
族
を
統
合

し
て
き
た
ロ
ー
マ
・
キ
リ
ス
ト
教

文
明
と
そ
の
根
底
に
伏
流
す
る
ケ

ル
ト
世
界
と
い
う
二
重
性
を
孕
ん

だ
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
。
そ
こ
に
激

し
く
共
振
す
る
マ
ル
ク
ス
を
、『
資

本
論
』
の
中
に
読
み
解
く
野
心
作
。

現
代
人
必
読
の
書
！

内
田
義
彦
の
世
界 

1913-1989

生
命
・
芸
術
そ
し
て
学
問 

『
資
本
論
の
世
界
』
『
経
済
学
の
生
誕
』
で
知
ら
れ
る
経
済
学
者
で

あ
り
、
学
問
は
一
人
一
人
が
「
生
き
る
」
こ
と
と
つ
な
が
る
、
と

砦
に
閉
じ
こ
も
る
学
界
を
解
放
し
た
、
稀
有
な
思
想
家
。 

 

生
誕
百
年
記
念
出
版
！ 

Ａ
５
判　

三
三
六
頁　

三
二
〇
〇
円

時
代
が
求
め
る
後
藤
新
平

自
治
／
公
共
／
世
界
認
識 

藤
原
書
店
編
集
部�

編

鶴
見
和
子
／
粕
谷
一
希
／
榊
原
英
資
／
緒
方
貞
子
／
橋
本
五
郎
／

川
勝
平
太
／
中
村
桂
子
／
苅
部
直
／
藤
森
照
信
／
李
登
輝
／
鈴
木

俊
一
／
養
老
孟
司
／
赤
坂
憲
雄
／
森
繁
久
彌
／
佐
藤
優
／
最
相
葉

月
／
辻
井
喬
／
鶴
見
俊
輔
ほ
か 

Ａ
５
判 

四
三
二
頁 

三
六
〇
〇
円

岡
田
英
弘
著
作
集 

（
全
８
巻
）

四
六
上
製　

各
四
〇
〇
～
五
五
〇
頁 

各
三
七
〇
〇
～
六
〇
〇
〇
円
程
度

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
壁
を
打
ち
破
り
、
前
人
未
踏
の
「
世
界
史
」
の
地
平

を
切
り
拓
い
た
歴
史
家
の
集
大
成
！ 

＊
白
抜
き
数
字
は
既
刊

好　評　既　刊

刊
行
中

1 

歴
史
と
は
何
か 

［
第
１
回
配
本
］

2 

世
界
史
と
は
何
か 

［
第
２
回
配
本
］

3 

日
本
と
は
何
か 

［
第
３
回
配
本
］

4 

シ
ナ
と
は
何
か 

［
第
４
回
配
本
］

5 

現
代
中
国
の
見
方

6 

中
華
の
拡
大

7 

歴
史
家
の
ま
な
ざ
し

8 

世
界
的
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
の
五
〇
年

粕
谷
一
希
随
想
集
（
全
３
巻
）

四
六
変
上
製　

各
平
均
四
〇
〇
頁
・
口
絵
二
頁 

各
三
二
〇
〇
円

時
代
と
切
り
結
ん
だ
名
編
集
者
の
珠
玉
の
文
章
群
を
精
選
！

Ⅰ 

忘
れ
え
ぬ
人
び
と 

◎
解
説 

新
保
祐
司

Ⅱ 
歴
史
散
策 

◎
解
説 

富
岡
幸
一
郎

Ⅲ 
編
集
者
と
し
て 

◎
解
説 

川
本
三
郎 

〈
９
月
下
旬
刊
〉

完 

結


