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第 4 回（2014 年度）社会思想史学会研究奨励賞の公示

　受賞論文（『社会思想史研究』第 38 号掲載順）

　　金慧

　　　「カント哲学における言論の自由」

　　寺尾範野

　　　「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」

〈選考経過〉

　2014 年 9 月刊行の『社会思想史研究』第 38 号の公募論文には 14 篇の応募があっ

たが、最終審査を経て掲載に至ったのは 8 篇であった。このうち上記の 2 篇につい

ては、査読段階でも高い評価が与えられていたが、審査報告での問題点の指摘を受け、

これに真摯に対応したリライトの結果、論旨はより一層拡充されている。

　金論文は、カントの認識論と法哲学・政治哲学を通奏する「言論の自由」の諸相を、

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」として詳細かつ総合的に論究し、ホッブズの抵

抗権否認論とも対比しつつ、その「民主主義的な性格」を解明している。

　寺尾論文は、通説的な「社会学的忘却」論と正面から向き合い、博捜した史料に

基づき、19 世紀における「社会的なもの」の思想的系譜を追った後、ホブハウス、ウェッ

ブ夫妻、ボサンケの思想と行動を具体的に分析して、初期イギリス社会学が「福祉

国家の社会思想」の形成に積極的に関与していたことを説得的に論証している。

　いずれも研究史を的確に把握した上で、原典の精確で斬新な読解を踏まえて、堅

実に論証を展開している完成度の高い論文であり、専門分野を超えて幅広く読まれ

るに値するという点で、学会に対する研究成果の貢献度も著しいというのが、審議

にあたった編集委員会の一致した見解であった。

　以上の報告に基づき、2014 年 10 月 24 日の幹事会は、金慧・寺尾範野の両会員に

第 4 回社会思想史学会研究奨励賞を授与することを決定した。

　両会員の今後の更なる研鑽に期待します。

 2014 年 10 月 25 日　

 社会思想史学会　
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R
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
や
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
以
降
、
文
芸
批
評
は
、
個
別
的
な
利
害
関
心
に
と
ら
わ

れ
な
い
文
学
・
芸
術
・
哲
学
に
つ
い
て
の
「
公
開
」
か
つ
「
対
等
」
な
討
論
を
通
じ
て
、
近
代
社
会
を
批
判
す
る
「
人
間
的
な
上
告
裁
判

所
」
を
構
築
し
、
政
治
的
な
公
共
圏
の
成
立
に
寄
与
し
て
き
た
。
だ
が
、
L
・
ボ
ル
タ
ン
ス
キ
ー
や
E
・
シ
ャ
ペ
ロ
は
、
文
芸
批
評
が
二

十
世
紀
後
半
に
そ
の
社
会
的
な
批
判
と
し
て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
喪
失
し
、「
資
本
主
義
の
新
た
な
精
神
」
を
裏
書
き
す
る
だ
け
の
営
為

に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
す
る
。
社
会
思
想
史
に
お
け
る
批
評
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
何
で
あ
り
う
る
の
か
。
本
特
集

は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
で
二
〇
一
四
年
秋
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
社
会
思
想
と
し
て
の
批
評
―
―
そ
の
可
能
性
／
不
可

能
性
を
め
ぐ
っ
て
」
を
も
と
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
論
文
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
か
ら
の
ま
な
ざ
し
―
―
エ
ド
ワ
ー
ド
・
W
・
サ
イ
ー
ド
と
批
評
の
可
能
性
」
に
お
い
て
上
村
忠
男
氏
は
、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
時
代
に
お
い
て
状
況
へ
の
批
判
的
介
入
を
試
み
た
「
比
較
文
学
者
」
サ
イ
ー
ド
の
「
治エ

ク
ス
ト
ラ
テ
リ
ト
ー
リ
ア
ル

外
法
権
＝
脱
領
域
」
な
知
識

人
と
い
う
立
ち
位
置
を
検
討
し
て
い
る
。
A
・
R
・
ジ
ャ
ー
ン
モ
ハ
メ
ド
は
、
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」
―
―
共
同
墓
地
、

市
場
、
監
獄
な
ど
の
、
あ
る
文
化
の
内
部
に
見
い
だ
さ
れ
る
他
の
す
べ
て
の
実
在
す
る
場
所
を
表
象
す
る
と
同
時
に
異
議
申
し
立
て
を
お

こ
な
い
、
と
き
に
は
転
倒
し
て
し
ま
う
「
異
他
な
る
反
場
所
」
―
―
に
み
ず
か
ら
を
定
位
し
、
出
自
の
文
化
と
現
在
帰
属
し
て
い
る
文
化

の
双
方
を
相
互
批
判
的
に
照
ら
し
出
す
「
鏡

ス
ペ
キ
ュ
ラ
ー
・
ボ
ー
ダ
ー
・
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル

の
よ
う
な
境
界
知
識
人
」
と
し
て
サ
イ
ー
ド
を
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
上
村
氏
は
ジ
ャ
ー
ン

モ
ハ
メ
ド
の
解
釈
を
更
に
敷
衍
し
つ
つ
、
サ
イ
ー
ド
が
、
J
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
、
G
・
ヴ
ィ
ー
コ
、
E
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
T
・
ア
ド
ル

ノ
、
C
・
L
・
R
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
ら
と
同
じ
く
、
あ
く
ま
で
も
世
界
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
つ
ね
に
マ
ー
ジ
ナ
ル
に
し

て
「
ア
ウ
ト
・
オ
ブ
・
プ
レ
イ
ス
」
な
「
故
国
喪
失
者
」
と
し
て
言
説
空
間
の
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
に
身
を
置
く
こ
と
で
開
示
さ
れ
る
批
評
の

可
能
性
を
模
索
し
続
け
た
思
想
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

第
二
論
文
「
美
的
情
動
批
判
―
―
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
再
考
」
に
お
い
て
宮
﨑
裕
助
氏
は
、
ド
・
マ
ン
の
美

学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
を
手
が
か
り
に
、
文
芸
批
評
の
基
盤
た
る
「
美
的
な
も
の
」
の
両
義
性
を
検
討
し
て
い
る
。
ド
・
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

カ
ン
ト
美
学
の
核
心
た
る
「
主
観
的
（
個
別
的
）
な
も
の
」
と
「
普
遍
的
な
も
の
」
と
の
矛
盾
の
「
露
呈
0

0

」
と
「
解
決
0

0

」
と
い
う
「
美
的

な
も
の
」
の
経
験
の
両
義
性
を
、
シ
ラ
ー
は
「
個
の
自
由
」
と
「
全
体
の
秩
序
」
を
調
和
さ
せ
る
「
美
的
教
育
」
な
い
し
「
美
的
国
家
」

と
い
う
（
あ
る
意
味
で
全
体
主
義
的
な
）
構
想
へ
と
矮
小
化
し
て
し
ま
っ
た
（「
カ
ン
ト
の
シ
ラ
ー
化
」）。
こ
の
よ
う
に
「
美
的
な
も
の
」
の

統
合
的
な
力
を
専
ら
全
体
性
に
資
す
る
も
の
と
捉
え
る
「
意
識
」
を
ド
・
マ
ン
は
「
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
び
、
こ
の
「
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
」
を
克
服
す
る
可
能
性
を
、「
現
象
の
全
体
化
を
つ
か
さ
ど
る
目
的
論
的
な
判
断
」
を
「
無
効
化
」
す
る
不
可
視
の
「
も
の
」
の
存



在
を
露
わ
に
す
る
「
カ
ン
ト
の
唯
物
論
」
に
求
め
て
い
る
。「
美
的
な
も
の
」
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
「
全
面
的
な
支
配
」
の
進
行
と
、「
唯

物
論
」
に
よ
る
そ
の
「
中
断
」
の
試
み
。
宮
﨑
氏
に
よ
れ
ば
、「
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
よ
る
わ
れ
わ
れ
の
生
の
「
全
体
化
」
は
現
代

に
お
い
て
は
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（
見
せ
物
）
の
経
験
」
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
・

マ
ン
が
行
な
っ
た
「
唯
物
論
」
的
な
「
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
の
継
続
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」

の
全
面
的
支
配
に
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
三
論
文
「
芸
術
批
評
の
概
念
に
関
す
る
小
論
」
に
お
い
て
三
島
憲
一
会
員
は
、
現
代
の
消
費
文
化
の
中
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
挑
発

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
M
・
ジ
ェ
イ
の
懐
疑
に
応
答
す
る
か
た
ち
で
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
批
評
の

特
質
を
論
じ
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
以
来
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
は
「
日
常
生
活
が
盲
目
の
伝
統
に
依
拠
し
て
い
る
事
態
」
を
踏
ま
え
、「
日

常
生
活
の
受
動
的
直
観
」
に
逆
ら
う
こ
と
を
試
み
て
き
た
が
、
他
方
で
そ
れ
は
「
思
考
」
に
よ
る
「
脱
中
心
化
し
た
主
観
性
に
お
け
る
自

己
経
験
」
の
客
観
化
を
通
じ
て
日
常
生
活
の
革
新
を
も
た
ら
す
試
み
で
も
あ
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
「
老
化
」
と
し
て
危
惧
さ
れ
て
い
る
現

状
は
、
い
わ
ば
「
日
常
の
受
動
的
直
観
」
を
打
破
す
る
新
し
い
感
性
的
経
験
が
市
民
社
会
に
定
着
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
批
評
は
、
こ
の
定
着
の
過
程
に
お
い
て
「
新
聞
・
雑
誌
な
ど
を
通
じ
て
一
般
の
人
々
に
作
品
を
選
別
し
、
解
釈
を
媒
介
す
る
役

割
」
と
、「
新
た
な
芸
術
理
解
」
を
通
じ
て
「
芸
術
そ
の
も
の
の
革
新
に
寄
与
」
し
「
芸
術
の
内
容
や
方
法
を
芸
術
家
と
一
緒
に
作
り
上

げ
て
行
く
役
割
」
と
い
う
二
重
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
な
批
評
家
と
し
て
、
三
島
会
員
は
W
・
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
を
挙
げ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
批
評
と
は
、
作
品
の
「
判
定
」
で
は
な
く
、「
作
品
に
内
在
し
、
そ
の
作
品
の
形
式
に
刻

印
さ
れ
て
い
る
反
省
」
を
展
開
す
る
こ
と
を
通
じ
て
作
品
を
「
完
成
」
す
る
と
と
も
に
、
作
品
を
絶
対
的
な
芸
術
の
イ
デ
ア
が
織
り
な
す

作
品
の
連
続
体
の
中
で
「
解
体
」
し
「
救
済
」
す
る
と
い
う
点
で
、「
日
常
の
受
動
的
直
観
」
に
逆
ら
う
営
為
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
二
十
世
紀
以
降
の
批
評
を
展
望
し
つ
つ
、
三
島
会
員
は
そ
こ
か
ら
四
つ
の
潮
流
―
―
①
「
日
常
の

受
動
的
直
観
」
か
ら
の
離
脱
を
「
現
実
か
ら
の
思
想
的
逃
避
」
と
批
判
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
②
「
受
動
的
直
観
」
の

中
に
無
批
判
に
安
住
し
、
そ
こ
か
ら
一
歩
も
外
に
出
よ
う
と
し
な
い
市
民
社
会
派
の
没
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
③
伝
統
を
破
壊
し
た
上
で
不
可
視

の
「
原
初
」
を
探
求
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
純
正
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
④
捏
造
さ
れ
た
伝
統
へ
の
復
帰
を
説
く
日
本
文
化
論
者
の
純
正
日
本
主

義
―
―
を
剔
抉
し
、「
反
面
教
師
」と
し
て
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
試
み
を
発
展
的
に
継
承
し
た
数
少
な
い「
実

際
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
す
ぐ
れ
た
批
判
と
批
評
」
の
一
例
と
し
て
、「
壮
大
な
文
学
的
ゲ
ル
ニ
カ
」
と
呼
ば
れ
る
A
・
ク
ル
ー
ゲ
の
『
感

情
の
年
代
記
』
の
解
読
を
試
み
て
い
る
。 

（
小
田
川
大
典
）
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ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
活
躍
し
て
い
る
批
評
家
に
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
R
・

ジ
ャ
ン
モ
ハ
メ
ド
（A

bdul R
. JanM

oham
ed, 1945– 

）
と
い
う
批
評
家

が
い
る
。
長
ら
く
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
イ
校
で
教
え
な
が

ら
、『
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』Cultural C

ritique

と
い
う
雑

誌
を
主
宰
し
て
い
た
。
現
在
は
ア
ト
ラ
ン
タ
の
エ
モ
リ
大
学
で
ア
フ
リ

カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
文
学
研
究
科
のA

ugust B
aldw

in Longstreet 

C
hair

を
つ
と
め
て
い
る
。
主
要
な
著
作
に
『
マ
ニ
教
的
美
学
―
―
植

民
地
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
文
学
の
政
治
』 M

anichean A
esthetics: T

he 

Politics of Literature in C
olonial A

frica 

（
一
九
八
三
年
）
と
『
死
に

拘
束
さ
れ
た
主
体
―
―
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ト
の
死
の
考
古
学
』 T

he 

D
eath-B

ound-Subject: R
ichard W

right’s A
rchaeology of D

eath

（
二

〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。

　

こ
の
批
評
家
が
一
九
九
二
年
、
マ
イ
ケ
ル
・
ス
プ
リ
ン
カ
ー
の
編
集

に
な
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
『
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
』
に

寄
せ
た
「
世
界
を
も
つ
こ
と
な
く
世
界
的
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
、
家

郷
な
き
境
涯
を
家
郷
と
し
て
生
き
る
こ
と
―
―
ス
ペ
キ
ュ
ラ
ー
・
ボ
ー

ダ
ー
・
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
の
定
義
に
む
け
て
」
と
い
う
論
考

）
1
（

の
な

か
で
、
今
日
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
時
代
に
お
け
る
世
界
文
化
の
動
向

全
体
の
な
か
に
あ
っ
て
そ
の
役
割
が
と
み
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
か
に
み

え
る
存
在
に
、「
ボ
ー
ダ
ー
・
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
」
、
つ
ま
り
は
「
境

界
知
識
人
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
自
分

が
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
文
化
と
そ
こ
に
入
り
こ
ん
だ
文
化
と
を
ひ
と
つ

の
新
し
い
形
態
の
文
化
へ
と
折
衷
的
に
統
合
し
て
い
こ
う
と
す
る
シ
ン

　

特
集　

社
会
思
想
と
し
て
の
批
評　

〈
論
文
〉

ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
か
ら
の
ま
な
ざ
し

【
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
と
批
評
の
可
能
性
】

上
村
忠
男
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ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
な
タ
イ
プ
の
知
識
人
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
双
方
の
文
化

を
相
互
批
判
的
に
照
ら
し
出
す
「
鏡
」
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
ス
ペ
キ
ュ

ラ
ー
な
タ
イ
プ
の
知
識
人
で
あ
る
。

　

ジ
ャ
ン
モ
ハ
メ
ド
の
論
考
は
、
な
か
で
も
後
者
の
ス
ペ
キ
ュ
ラ
ー
な

タ
イ
プ
の
知
識
人
に
つ
い
て
、
そ
の
代
表
的
な
存
在
と
目
さ
れ
る
エ
ド

ワ
ー
ド
・
W
・
サ
イ
ー
ド
の
場
合
に
即
し
て
定
義
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
た

も
の
で
あ
る
が
、
論
考
の
最
後
で
著
者
が
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
ス
ペ
キ
ュ
ラ
ー
な
タ
イ
プ
の
境
界
知
識
人
が
今
日
の

言
説
空
間
全
体
の
な
か
に
あ
っ
て
占
め
て
い
る
場
所
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
ー
コ
ー
が
一
九
六
七
年
三
月
十
四
日
チ
ュ
ニ
ス
の
建
築
研
究
サ
ー
ク

ル
で
お
こ
な
っ
た
講
演
「
異
他
な
る
空
間
に
つ
い
て

）
2
（

」
に
お
い
て
「
ヘ

テ
ロ
ト
ピ
ア
」
（hétérotopie

）
と
規
定
し
て
い
る
場
所
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」
と
い
う
の
は
、
ユ
ー
ト
ピ

ア
と
は
異
な
っ
て
、
み
ず
か
ら
も
実
在
す
る
ひ
と
つ
の
場
所
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
も
実
在
す
る
ひ
と
つ
の
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
ひ
と
つ

の
文
化
の
内
部
に
見
い
だ
さ
れ
る
他
の
す
べ
て
の
実
在
す
る
場
所
を
表

象
す
る
と
同
時
に
異
議
申
し
立
て
を
お
こ
な
い
、
と
き
に
は
転
倒
も
し

て
し
ま
う
、
異
他
な
る
「
反
場
所
」（contre-em

placem
ents

）
。
フ
ー
コ
ー

に
よ
る
と
、
そ
れ
が
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
共
同
墓

地
、
公
園
、
市
場
、
図
書
館
、
監
獄
、
等
々
。
あ
る
い
は
ま
た
植
民
地
。

し
か
し
、
も
し
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」
と
い
う
の
が
そ
の
よ
う
な
性
格
を

も
っ
た
場
所
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
今
日
の
ポ
ス

ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
時
代
に
お
け
る
言
説
空
間
全
体
の
な
か
に
あ
っ
て
と
り

わ
け
ス
ペ
キ
ュ
ラ
ー
な
タ
イ
プ
の
境
界
知
識
人
が
占
め
て
い
る
場
所
で

も
あ
ろ
う
、
と
ジ
ャ
ン
モ
ハ
メ
ド
は
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
と
ら
え
方
で
あ
る
と
お
も
う
。
本
報
告

で
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
モ
ハ
メ
ド
の
と
ら
え
方
を
水
先
案
内
人
に
し
て
、

言
説
の
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」
に
み
ず
か
ら
の
立
ち
位
置
を
さ
だ
め
た
と

こ
ろ
か
ら
の
「
境
界
知
識
人
」
サ
イ
ー
ド
に
よ
る
状
況
へ
の
批
判
的
介

入
の
軌
跡
を
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
た
ど
り
直
し
て
み
た
い
。
そ

こ
か
ら
は
現
代
に
お
け
る
批
評
の
可
能
性
に
つ
い
て
な
に
ほ
ど
か
の
示

唆
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
期
待
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
フ
ー
コ
ー
は
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」
と
い
う
言
葉
を
講
演

「
異
他
な
る
空
間
に
つ
い
て
」
に
先
立
っ
て
一
九
六
六
年
に
公
刊
さ
れ

た
『
言
葉
と
物
―
―
人
文
科
学
の
考
古
学
』
の
序
文
で
も
使
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
同
書
の
日
本
語
訳
者
（
渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
）
は
「
混

在
郷
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
が
っ
て
い
る

）
3
（

。
同
書
で
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」

と
い
う
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
フ
ー
コ
ー

は
ボ
ル
ヘ
ス
が
『
続
・
審
理
』（
一
九
五
二
年
）
所
収
の
エ
ッ
セ
イ
「
ジ
ョ

ン
・
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
の
分
析
言
語
」
で
引
用
し
て
い
る
「
シ
ナ
の
あ
る

百
科
事
典
」
の
分
類
表
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
「
お

び
た
だ
し
い
数
の
可
能
な
秩
序
の
も
ろ
も
ろ
の
断
片
を
法
則
も
幾
何
学

も
な
い
エ
テ
ロ
ク
リ
ッ
ト
（hétéroclite

）
な
も
の
〔
不
規
則
な
も
の
〕

の
次
元
で
き
ら
め
か
せ
る
混
乱
」
を
見
て
と
る
と
と
も
に
、
そ
こ
で
は
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「
物
は
じ
つ
に
多
様
な
座
に
『
横
た
え
ら
れ
』
『
置
か
れ
』
『
配
列
さ
れ

て
い
る
』
の
で
、
そ
れ
ら
の
物
を
収
容
し
う
る
ひ
と
つ
の
空
間
を
見
い

だ
す
こ
と
も
、
物
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
あ
る
共
通
の
場
所

0

0

0

0

0

を
規
定
す
る
こ

と
も
、
ひ
と
し
く
不
可
能
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

）
4
（

。
「
混
在
郷
」

と
い
う
訳
語
は
こ
の
フ
ー
コ
ー
の
説
明
か
ら
ひ
ね
り
出
さ
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
チ
ュ
ニ
ス
で
の
講
演

「
異
他
な
る
空
間
に
つ
い
て
」
に
登
場
す
る
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」
に
は
「
混

在
郷
」
と
い
う
意
味
合
い
は
な
い
。
そ
し
て
、
わ
た
し
が
注
目
し
た
い

の
は
、
そ
の
講
演
で
フ
ー
コ
ー
が
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」
と
い
う
語
に
こ

め
て
い
る
〈
反
〉
の
機
能
の
ほ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
フ
ー
コ
ー
自
身
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」

は
多
く
の
場
合
、
批
評
主
体
の
立
ち
位
置
で
は
な
く
、
対
象
の
位
置
す

る
あ
る
特
異
な
場
所
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
姜
尚
中
は

吉
見
俊
哉
と
の
共
著
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
遠
近
法
―
―
新
し
い
公
共
空

間
を
求
め
て
』
（
二
〇
〇
一
年
）
の
な
か
で
「
沖
縄
は
、
二
十
世
紀
の
日

本
の
な
か
で
近
世
の
対
馬
や
『
蝦
夷
地
』
あ
る
い
は
居
留
地
と
同
じ
よ

う
な
、
国
民
の
空
間
を
『
異
化
』
す
る
特
異
な
場
所
で
あ
り
続
け
て
き

た
。
沖
縄
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
均
質
な
空
間
の
『
非
連
続
性
』

が
照
射
さ
れ
る
『
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
』
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

）
5
（

。
ま

た
『
ホ
モ
・
モ
ー
ベ
ン
ス
―
―
旅
す
る
社
会
学
』
（
一
九
九
七
年
）
で
注

目
を
集
め
た
新
原
道
信
も
、
西
成
彦
・
原
毅
彦
編
『
複
数
の
沖
縄
―
―

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
か
ら
希
望
へ
』
（
二
〇
〇
三
年
）
に
寄
せ
た
論
考
を
「
ヘ

テ
ロ
ト
ピ
ア
の
沖
縄
」
と
題
し
て
い
る

）
6
（

。
し
か
し
、
わ
た
し
が
「
ヘ
テ

ロ
ト
ピ
ア
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
状
況

へ
の
批
判
的
介
入
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
知
識
人
が
み
ず
か
ら
を
定
位
す

べ
き
場
所
の
こ
と
を
指
し
て
い
る

）
7
（

。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

さ
て
、
サ
イ
ー
ド
で
あ
る
が
、
言
説
空
間
の
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
に
身
を

置
い
て
み
ず
か
ら
を
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
的
主
体
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す

る
彼
の
姿
勢
は
、
す
で
に
一
九
七
五
年
の
著
作
『
始
ま
り
―
―
意
図
と

方
法
』
に
お
い
て
も
明
瞭
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

実
際
に
も
、
サ
イ
ー
ド
は
同
書
の
第
一
章
で
現
代
の
批
評
家
が
置
か

れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
の
診
断
を
お
こ
な
っ
て
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら

に
ホ
ー
ム
レ
ス
な
放
浪
者
の
境
遇
に
見
立
て
て
み
せ
て
い
る
。

　

今
日
で
は
、
文
学
批
評
を
書
く
と
き
、
自
分
が
あ
る
ひ
と
つ
の
伝

統
の
な
か
で
書
い
て
い
る
と
想
像
す
る
の
は
、
も
は
や
容
認
し
が
た

い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
ど
の
批
評
家
も
い
ま

で
は
革
命
家
に
な
っ
て
従
来
正カ

ノ

ン典
と
目
さ
れ
て
き
た
も
の
を
破
壊
し
、

自
分
の
正カ

ノ

ン典
で
も
っ
て
置
き
換
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

は
な
い
。
よ
り
よ
い
イ
メ
ー
ジ
は
放
浪
者
（w

anderer

）
の
そ
れ
で

あ
る
。
今
日
の
批
評
家
は
、
自
分
の
素
材
を
求
め
て
場
所
か
ら
場
所

へ
と
移
り
歩
い
て
い
き
な
が
ら
、
本
質
的
に
家
郷
と
家
郷
の
あ
い
だ

0

0

0
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に
あ
る
人
間
（a m

an essentially betw
een hom

es

）
に
と
ど
ま
り
つ

づ
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
、
あ
る
場
所
か
ら
と
ら
れ
た
も
の

は
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
の
習
慣
的
な
あ
り
方
に
違
反
す
る
に
い
た

る
。
そ
こ
に
は
不
断
の
転
位
が
み
ら
れ
る
の
だ

）
8
（

。

　

「
放
浪
者
」
。「
本
質
的
に
家
郷
と
家
郷
の
あ
い
だ

0

0

0

に
あ
る
人
間
」
。「
不

断
の
転
位
」
。
―
―
サ
イ
ー
ド
が
注
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
の
文
学
と
言
語
革
命

に
か
ん
す
る
論
考
『
エ
ク
ス
ト
ラ
テ
リ
ト
ー
リ
ア
ル
』
（
一
九
七
一
年
）

か
ら
と
っ
て
こ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
描

き
出
さ
れ
て
い
る
ホ
ー
ム
レ
ス
で
エ
ク
ス
ト
ラ
テ
リ
ト
ー
リ
ア
ル
な

〈
あ
い
だ
〉
的
存
在
と
し
て
の
批
評
家
と
い
う
の
が
、
言
説
空
間
の
ヘ

テ
ロ
ト
ピ
ア
に
身
を
置
い
て
み
ず
か
ら
を
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
的
主
体
と
し

て
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
サ
イ
ー
ド
自
身
の
自
己
像
を
重
ね
合
わ
せ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
容
易
に
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も

う
。

　

ち
な
み
に
、
「
エ
ク
ス
ト
ラ
テ
リ
ト
ー
リ
ア
ル
」
と
い
う
の
は
、
一

般
的
に
は
「
治
外
法
権
」
を
指
す
の
に
用
い
ら
れ
る
法
律
用
語
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
ス
タ
イ
ナ
ー
の
同
書
の
日
本
語
訳
を
手
が
け
た
由
良

君
美
は
「
脱
領
域
」
と
い
う
絶
妙
な
訳
語
を
あ
て
が
っ
て
い
る

）
9
（

。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

つ
い
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
七
八
年
の
著
作
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
』
で
の
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
ロ
マ
ン
ス
語
文
献
学
者
エ
ー
リ
ヒ
・

ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
へ
の
言
及
で
あ
る
。

　

ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
伝
統
に
か
ん
す
る
記
念
碑

的
大
著
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
（
一
九
四
六
年
）
を
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
迫
害
を

逃
れ
て
亡
命
し
た
ト
ル
コ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
書
き
あ
げ
た
。
こ
の

と
き
の
体
験
を
反
映
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
彼
は
晩
年
の
エ
ッ
セ
イ
「
世

界
文
学
の
文
献
学
」
（
一
九
五
二
年
）
の
結
び
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　

わ
た
し
た
ち
の
文
献
学
の
故
郷
は
地
球
で
あ
る
。
も
は
や
ネ
ー

シ
ョ
ン
で
は
あ
り
え
な
い
。
た
し
か
に
、
文
献
学
者
が
受
け
継
ぐ
最

も
貴
重
で
欠
か
せ
な
い
も
の
は
、
依
然
と
し
て
、
彼
自
身
の
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
文
化
と
言
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
れ
か
ら
切
離
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

有
効
な
も
の
と
な
る

）
10
（

。

　

そ
し
て
、
こ
う
述
べ
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
流
離
の
境
涯
を
む
し
ろ

自
己
修
練
の
か
け
が
え
の
な
い
場
と
と
ら
え
て
い
た
、
国
民
国
家
誕
生

以
前
の
中
世
的
精
神
へ
の
回
帰
を
求
め
て
、
十
二
世
紀
の
哲
学
者
、
サ

ン
＝

ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ
ー
の
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
〔
学
習
論
〕
』

（
三
・
二
〇
）
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
引
い
て
い
る
。
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徳
の
大
い
な
る
原
理
は
、
修
練
を
受
け
た
精
神
が
、
ま
ず
は
目
に

見
え
る
移
ろ
い
や
す
い
も
の
が
姿
を
変
え
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
少
し

ず
つ
学
び
と
り
、
つ
い
で
そ
れ
ら
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
土
地
が
快
い
と
い
う
者
は

未
熟
な
初
心
者
で
あ
る
。
ど
の
土
地
も
自
分
の
故
郷
で
あ
る
と
い
う

者
は
す
で
に
強
い
。
し
か
し
、
世
界
全
体
が
異
郷
で
あ
る
と
い
う
者

こ
そ
は
熟
達
者
で
あ
る

）
11
（

。

　

サ
イ
ー
ド
は
、
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
な
か
で
、
こ
の
「
世
界

文
学
の
文
献
学
」
の
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
う
ち
に
《
自
分
の
属
す
る
文

化
や
文
学
と
は
異
な
っ
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
文
化
や
文
学
の
な
か
に
分
け

入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
人
文
主
義
的
伝
統
》
の
精
神
の
ひ
と
つ
の
模
範

的
な
姿
を
見
て
と
る

）
12
（

。
と
と
も
に
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
引
い
て
い
る

サ
ン
＝

ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ
ー
の
言
葉
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て

み
せ
る
。

　

ひ
と
は
、
自
分
の
文
化
的
故
郷
を
離
れ
れ
ば
離
れ
る
だ
け
、
こ
と

が
ら
の
真
の
姿
を
と
ら
え
る
の
に
必
要
な
精
神
的
な
距
離
と
寛
容
性

を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
自
分
の
文
化
的
故
郷
を
、
そ

し
て
同
時
に
世
界
全
体
を
、
い
っ
そ
う
容
易
に
判
断
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
ま
た
、
自
分
自
身
を
も
、
異
文
化
を
も
、
そ
の
同
じ
親
近
感

と
距
離
感
の
組
み
合
わ
せ
で
も
っ
て
、
い
っ
そ
う
容
易
に
査
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

）
13
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
一
方
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
を
お
こ
な
う
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ス
ト
た
ち
の
場
合
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
の
疎
外
感
が
自
分
た

ち
の
文
化
の
よ
り
よ
い
理
解
の
た
め
に
必
要
な
〈
距
離
化
〉
の
契
機
と

は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
た
い
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の

優
越
性
の
感
覚
を
ひ
た
す
ら
強
化
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し

て
い
る

）
14
（

。
こ
れ
も
、
言
説
空
間
の
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
に
身
を
置
い
た
〈
境

界
知
識
人
〉
サ
イ
ー
ド
な
ら
で
は
の
発
言
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ

ろ
う
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
サ
イ
ー
ド
は
比
較
文
学
の
研
究
者
と
し
て
の
道
を

歩
み
は
じ
め
て
ま
も
な
い
一
九
六
九
年
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
世
界

文
学
の
文
献
学
」
を
み
ず
か
ら
英
訳
し
て
『
セ
ン
テ
ン
ニ
ア
ル
・
レ

ヴ
ュ
ー
』
誌
に
発
表
し
て
い
る

）
15
（

。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

と
こ
ろ
で
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
晩
年
の
エ
ッ
セ
イ
「
世
界
文
学
の
文

献
学
」
は
、
ゲ
ー
テ
が
夢
見
た
よ
う
な
〈
世
界
文
学
〉
と
そ
れ
に
つ
い

て
の
文
献
学
的
研
究
の
時
代
が
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る

こ
と
を
も
、
そ
の
二
十
世
紀
に
お
け
る
第
一
人
者
自
身
の
口
を
と
お
し

て
告
げ
知
ら
せ
て
い
た
。
実
際
に
も
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
エ
ッ
セ
イ
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は
、
の
っ
け
か
ら
「
〈
世
界
文
学
〉
と
い
う
言
葉
は
、
ゲ
ー
テ
の
考
え

方
に
な
ら
っ
て
そ
れ
を
現
在
的
な
こ
と
が
ら
と
将
来
に
期
待
す
べ
き
こ

と
が
ら
と
に
関
連
さ
せ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
な
お
も
も
ち
う

る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
ま
や
問
わ
れ
る
べ
き
時
で
あ
る
」
と
書
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
〈
世
界
文
学
〉
と
は
た
ん
に
共
通
の
も
の
、

人
間
的
な
も
の
一
般
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
て
、
多
様
で
個
性
的
な

も
の
の
相
互
的
な
関
係
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
共

通
の
も
の
、
人
間
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

〈
世
界
文
学
〉
の
故
郷
で
あ
る
地
球
は
ま
す
ま
す
小
さ
く
な
り
、
多
様

性
が
消
失
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
地
球
上
の
人
々
の
生
活
は
お
し
な
べ
て

画
一
化
の
傾
向
を
強
め
つ
つ
あ
る
こ
と
、
か
く
て
は
〈
世
界
文
学
〉
の

文
献
学
の
発
生
母
胎
で
あ
っ
た
「
歴
史
―
―
遠
近
法
的
な
感
覚
」

（historisch-perspektivische Sinn

）
が
も
は
や
さ
し
た
る
実
践
的
意

味
を
も
ち
え
な
い
よ
う
な
世
界
が
成
立
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
指
摘
へ
と

進
ん
で
い
る

）
16
（

。

　

し
か
し
、
サ
イ
ー
ド
が
一
九
九
三
年
の
著
作
『
文
化
と
帝
国
主
義
』

で
突
き
放
す
よ
う
に
診
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
こ
に
吐
露

さ
れ
て
い
る
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

こ
の
文
献
学
者
の
体
現
し
て
い
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
人

文
主
義
」
の
限
界
を
証
し
立
て
た
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
っ
た
。
そ
し

て
サ
イ
ー
ド
自
身
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
人
文
主
義
」

の
時
代
が
同
時
に
そ
れ
の
随
伴
し
て
い
た
「
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

自
体
を
掘
り
崩
し
て
い
く
「
帝
国
主
義
的
植
民
地
支
配
」
の
時
代
で
も

あ
っ
て
、
そ
の
な
か
か
ら
「
重
な
り
あ
う
領
土
、
絡
ま
り
あ
う
歴
史
」

（overlapping territories, intertw
ined histories

）
を
特
徴
と
す
る
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
現
在
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
は
む
し
ろ
、

文
学
や
さ
ら
に
は
文
化
一
般
を
ホ
ミ
＝

バ
ー
バ
の
い
う
意
味
で
の
「
混

血
的
／
雑
種
的
」
（hybrid

）
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
ほ
う
が
理
に

適
っ
て
い
る
こ
と
に
読
者
の
注
意
を
う
な
が
す
。
そ
の
う
え
で
、
―
―

ゲ
ー
テ
の
〈
世
界
文
学
〉
の
構
想
や
そ
れ
を
文
献
学
的
研
究
の
場
へ
と

引
き
取
っ
て
き
た
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
い
た
る
ま
で
の
比
較
文
学
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
―
―
個
々
の
国
民
的
＝
民
族
的
文
学
が
そ
の
独
自

の
個
性
な
る
も
の
を
発
揮
し
つ
つ
奏
で
る
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
と
し
て
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
無
調
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」
（atonal ensem

ble

）
と
し

て
あ
る
よ
う
な
〈
新
し
い
世
界
文
学
〉
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
の

で
あ
る

）
17
（

。

　

そ
こ
で
は
、
「
放
浪
」
よ
り
も
強
い
語
調
の
「
亡
命
」
と
い
う
言
い

回
し
を
意
図
的
に
選
び
と
っ
た
う
え
で
、
「
重
な
り
あ
う
領
土
、
絡
ま

り
あ
う
歴
史
」
を
特
徴
と
す
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
現
在
に
あ
っ
て

「
亡
命
」
体
験
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て

も
い
る
。

　

〔
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
現
在
に
あ
っ
て
は
〕
亡
命
（exile

）
は
、
生

ま
れ
育
っ
た
土
地
を
奪
わ
れ
て
国
外
に
追
放
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
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去
ら
れ
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
不
幸
な
者
た
ち
の
運
命
で
あ
る

ど
こ
ろ
か
、
な
に
か
規ノ

ル

ム範
に
近
い
も
の
に
変
化
す
る
。
そ
れ
は
、
た

と
え
そ
れ
の
も
た
ら
す
喪
失
と
悲
し
み
が
ど
れ
ほ
ど
多
大
な
も
の
で

あ
ろ
う
と
も
、
正カ

ノ

ン典
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
古
典
的
な
文
学
研
究
の

閉
域
に
挑
戦
し
て
、
境
界
を
横
断
し
、
新
し
い
領
土
の
地
図
作
成
を

敢
行
し
よ
う
と
す
る
経
験
の
こ
と
な
の
だ

）
18
（

。

　

こ
こ
か
ら
は
、
言
説
空
間
の
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
に
身
を
置
い
た
サ
イ
ー

ド
の
ス
ペ
キ
ュ
ラ
ー
な
境
界
知
識
人
と
し
て
の
自
覚
が
十
分
な
成
熟
の

域
に
達
し
て
い
る
の
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
境
界
知
識
人
サ
イ
ー
ド
の
面
目
が
最
も
よ
く

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
『
文
化
と
帝
国
主
義
』
が
公
刊
さ
れ
た
の
と

同
じ
一
九
九
三
年
に
彼
が
B 

B 

C
で
お
こ
な
っ
た
リ
ー
ス
講
演
を
も
と

に
ま
と
め
ら
れ
た
著
作
『
知
識
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
』
（
一
九
九
四

年
）
19
（

）
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

　

サ
イ
ー
ド
が
リ
ー
ス
講
演
を
お
こ
な
っ
た
当
時
、
一
方
で
は
ポ
ー
ル
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
『
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
ズ
』
（
一
九
八
九
年
）
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
底
意
地
の
悪
い
知
識
人
批
判
が
横
行
し
て
お
り
、
そ
の

一
方
で
、
か
つ
て
の
進
歩
的
文
化
人
や
左
翼
系
知
識
人
の
側
に
は
韜
晦

の
み
が
目
立
つ
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
サ
イ
ー

ド
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
揶
揄
の
対
象
と
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
＝

ポ
ー
ル
・

サ
ル
ト
ル
や
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
の
例
を
あ
え
て
引
き
合
い
に

出
し
な
が
ら
、
権
力
に
た
い
し
て
臆
す
る
こ
と
な
く
真
実
を
語
る
こ
と

こ
そ
が
知
識
人
た
る
も
の
の
使
命
で
あ
る
と
言
い
放
っ
て
い
る
。
こ
の

サ
イ
ー
ド
の
剛
直
な
物
言
い
に
わ
た
し
は
深
く
共
鳴
し
た
記
憶
が
あ
る
。

　

し
か
し
ま
た
共
鳴
し
た
の
は
、
こ
の
剛
直
な
物
言
い
だ
け
が
理
由
で

は
な
か
っ
た
。
リ
ー
ス
講
演
に
お
い
て
サ
イ
ー
ド
が
力
強
く
描
き
出
し

て
み
せ
て
い
る
知
識
人
の
あ
る
べ
き
像
に
は
、
サ
ル
ト
ル
型
の
反
体
制

的
知
識
人
像
と
深
く
呼
応
し
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
れ
を
超
え
る
独
特
の

ス
タ
ン
ス
が
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
言

説
空
間
の
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
に
身
を
置
い
た
ス
ペ
キ
ュ
ラ
ー
な
境
界
知
識

人
に
特
有
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
わ
た
し
が
共
鳴
し
た
最
大
の
理
由
は

こ
の
点
に
あ
っ
た
。

　

サ
イ
ー
ド
は
述
べ
て
い
る
。
知
識
人
た
る
も
の
の
本
来
の
使
命
は
、

強
大
な
権
力
を
前
に
し
て
満
足
に
み
ず
か
ら
を
レ
プ
リ
ゼ
ン
ト
（
表
象
）

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
社
会
的
ま
た
は
民
族
的
な
弱
者
に
代

わ
っ
て
、
そ
の
者
た
ち
の
意
見
や
思
想
を
レ
プ
リ
ゼ
ン
ト
（
代
弁
）
す

る
こ
と
に
あ
る
、
と

）
20
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム

シ
の
定
義
に
あ
る
「
有
機
的
知
識
人
」
（intellettuale organico

）
の
よ

う
に
、
み
ず
か
ら
支
配
階
級
た
ら
ん
と
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
を
展
開

す
る
社
会
階
級
の
知
的
前
衛
な
い
し
尖
兵
た
れ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
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そ
も
そ
も
、
サ
イ
ー
ド
の
視
野
の
う
ち
に
あ
る
社
会
的
ま
た
は
民
族
的

な
弱
者
と
い
う
の
は
、
グ
ラ
ム
シ
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
見
地
か
ら
は
、

永
遠
に
被
支
配
的
地
位
に
と
ど
ま
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
た
存
在
で
し

か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
グ
ラ
ム
シ
に
よ
っ
て
来
た
る
べ
き
革
命

の
前
衛
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
「
有
機
的
知
識
人
」
は
、
い
ま
や
、

み
ず
か
ら
を
シ
ス
テ
ム
社
会
に
組
織
し
と
げ
た
資
本
主
義
の
も
と
に

あ
っ
て
の
専テ

ク

ノ

ク

ラ

ー

ト

門
技
術
者
と
し
て
、
む
し
ろ
体
制
補
完
的
な
役
割
を
演
じ

る
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
サ
イ
ー
ド
の
診
断
で
あ
る

）
21
（

。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
こ
れ
ら
今
日
の
知
識
産
業
に
た
ず

さ
わ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
「
有
機
的
知
識
人
」
の
問
題

性
を
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
に
、
サ
イ
ー
ド
は
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
バ
ン
ダ
が

一
九
二
七
年
の
著
作
『
知
識
人
の
裏
切
り
』
に
お
い
て
提
示
し
た
普
遍

的
か
つ
超
越
的
な
価
値
に
奉
仕
す
る
「
聖
職
者
＝
知
識
人
」
（clerc

）

像
を
あ
え
て
対
置
し
て
み
せ
て
い
る
。
バ
ン
ダ
の
議
論
に
は
、
そ
れ
が

権
力
を
超
越
し
た
普
遍
性
の
原
則
に
の
っ
と
っ
て
真
実
を
語
る
こ
と
を

も
っ
て
知
識
人
の
使
命
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
い
ま
も
な
お

傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
サ
イ
ー
ド
は
み
る
の
で
あ
る

）
22
（

。

　

し
か
し
ま
た
サ
イ
ー
ド
に
よ
る
と
、
そ
の
普
遍
性
へ
の
超
越
は
、
だ

ん
じ
て
神
々
へ
の
帰
依
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
知
識
人
た

る
も
の
は
、
徹
底
し
て
セ
キ
ュ
ラ
ー
な
存
在
、
人
間
た
ち
が
み
ず
か
ら

つ
く
り
出
し
た
歴
史
的
か
つ
社
会
的
な
世
界
の
住
人
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
の
は
、
一
九
七
五
年
の
『
始
ま
り
』
以
来
、
サ
イ
ー
ド
が

一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た

）
23
（

。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
世

界
内
的
で
セ
キ
ュ
ラ
ー
な
知
識
人
の
と
る
べ
き
方
法
は
そ
れ
自
体
セ

キ
ュ
ラ
ー
な
方
法
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
神
々
は
「
つ
ね
に
失

敗
す
る
神
々
」
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
と
サ
イ
ー
ド
は
警
告
す
る
の
で
あ

る
）
24
（

。

　

で
は
一
体
全
体
、
ど
こ
へ
の
超
越
な
の
か
。
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
に
し

て
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
存
在
、
あ
る
い
は
〈
亡
命
者
〉
の
位
置
す
る
場
所
へ

の
超
越
。
こ
れ
が
サ
イ
ー
ド
の
答
え
で
あ
る
。

　

「
知
的
亡
命
―
―
故
国
喪
失
者
と
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
」
と
題
さ
れ

た
第
三
章
を
見
て
み
よ
う
。

　

「
亡
命
は
数
多
く
あ
る
運
命
の
う
ち
で
も
最
も
悲
し
い
運
命
の
ひ
と

つ
で
あ
る
」
。
サ
イ
ー
ド
は
そ
の
章
を
こ
の
よ
う
に
語
り
出
し
な
が
ら
、

た
だ
ち
に
言
葉
を
接
い
で
、
現
代
世
界
に
お
い
て
故
国
喪
失
者
た
ち
の

大
部
分
に
と
っ
て
の
真
の
困
難
は
た
ん
に
故
国
か
ら
離
れ
て
生
活
す
る

こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
自
分
が

故
国
を
喪
失
し
た
境
遇
に
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
と
も
に
、

今
日
で
は
交
通
が
発
達
し
て
い
る
た
め
、
故
国
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
に
は

な
い
こ
と
を
も
思
い
起
こ
さ
せ
る
多
く
の
こ
と
ど
も
が
あ
り
、
そ
れ
ら

と
い
っ
し
ょ
に
生
活
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
る

と
述
べ
て
い
る

）
25
（

。

　

そ
の
う
え
で
、
サ
イ
ー
ド
は
本
題
の
「
知
的
亡
命
」
（intellectual 

exile

）
の
問
題
に
入
っ
て
、
こ
こ
で
の
主
た
る
関
心
は
同
じ
故
国
を
喪
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失
し
た
知
識
人
の
う
ち
で
も
新
し
い
環
境
に
う
ま
く
適
応
し
て
成
功
を

お
さ
め
て
い
る
知
識
人
で
は
な
く
、
「
故
国
を
喪
失
し
た
た
め
、
適
応

で
き
な
い
で
い
る
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
い
え
ば
適
応
し

よ
う
と
は
せ
ず
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
な

く
、
主
流
の
外
に
抵
抗
者
と
し
て
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
ほ
う
を
好
ん
で

い
る
知
識
人
」
で
あ
る
と
こ
と
わ
る

）
26
（

。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
知
識
人

の
代
表
例
と
し
て
、
ナ
チ
ス
政
権
下
で
イ
ギ
リ
ス
を
経
由
し
て
米
国
に

亡
命
し
た
体
験
を
も
つ
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
哲
学
者
の
テ
オ
ド
ー
ル
・

ア
ド
ル
ノ
と
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
に
生
ま
れ
、
汎
ア
フ
リ
カ
主
義
を
説
く

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
米
国
へ
と
転
々
と
居
所
を
移

し
た
の
ち
、
最
後
に
は
米
国
政
府
か
ら
強
制
退
去
を
言
い
渡
さ
れ
て
故

国
に
帰
還
し
た
C
・
L
・
R
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
名
を
挙
げ
、
「
わ
た
し

た
ち
に
は
、
彼
ら
の
よ
う
な
亡
命
者
の
運
命
は
真
似
し
よ
う
に
も
真
似

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

続
け
て
い
る
。

　

た
と
え
実
際
に
移
民
や
故
国
喪
失
者
で
な
く
と
も
、
自
分
の
こ
と

を
移
民
や
故
国
喪
失
者
と
思
い
な
す
こ
と
は
で
き
る
し
、
か
ず
か
ず

の
障
害
に
も
め
げ
る
こ
と
な
く
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
て
探
究
す
る

こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
を
自
己
の
も
と
に
収
斂
さ
せ
よ

う
と
す
る
も
ろ
も
ろ
の
権
威
か
ら
離
れ
去
っ
て
、
周
辺
へ
と
お
も
む

く
こ
と
は
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
慣
習
的
な
も
の
や
心
地
よ
い
も
の

を
乗
り
こ
え
て
旅
を
し
た
こ
と
の
な
い
者
に
は
通
常
見
え
な
い
で
い

る
も
の
が
、
か
な
ら
ず
や
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る

）
27
（

。

　

こ
れ
は
サ
イ
ー
ド
自
身
が
ひ
と
り
の
亡
命
者
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

と
い
う
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
一
九
六
七
年
の
第
三
次

中
東
戦
争
（
六
日
戦
争
）
以
来
三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
幻
の
故
国
パ
レ

ス
テ
ィ
ナ
の
解
放
の
た
め
に
闘
い
つ
づ
け
る
な
か
で
つ
か
み
と
っ
た
ス

タ
ン
ス
な
の
だ
ろ
う
が
、
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
ス
タ
ン
ス
と
い
う
ほ

か
な
い
。
し
か
も
、
言
説
空
間
の
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
に
身
を
置
い
た
と
こ

ろ
か
ら
の
ま
な
ざ
し
が
開
示
し
う
る
批
評
の
可
能
性
を
模
索
し
よ
う
と

し
て
い
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
う
え
な
く
啓
発
的
な
ス
タ
ン

ス
で
も
あ
る
。

　

な
お
、
サ
イ
ー
ド
は
一
九
九
一
年
、
五
十
五
歳
の
と
き
に
白
血
病
と

診
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
自
分
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
綴
っ
て

き
た
メ
モ
ワ
ー
ル
が
、
一
九
九
九
年
に
『
ア
ウ
ト
・
オ
ヴ
・
プ
レ
イ
ス
』

と
題
し
て
本
に
な
っ
た
。“out of place ”

と
い
う
の
は
「
本
来
い
る

べ
き
場
所
か
ら
外
れ
た
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
実
際
に
も
、メ
モ
ワ
ー

ル
の
最
後
は
「
人
生
の
な
か
で
か
く
も
多
く
の
不
協
和
音
を
奏
で
て
い

る
う
ち
に
、
わ
た
し
は
、
本
来
い
る
べ
き
場
所
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か

ら
外
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
ほ
う
を
好
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と

結
ば
れ
て
い
る

）
28
（

。
こ
の
「
ア
ウ
ト
・
オ
ヴ
・
プ
レ
イ
ス
」
と
い
う
言
葉

も
言
説
空
間
の
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
に
身
を
置
い
て
み
ず
か
ら
を
ヘ
テ
ロ
ト
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ピ
ア
的
主
体
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
し
て
き
た
ス
ペ
キ
ュ
ラ
ー
な
境
界

知
識
人
サ
イ
ー
ド
の
ス
タ
ン
ス
を
表
現
す
る
の
に
ま
た
と
な
い
言
葉
で

あ
る
と
お
も
う
。

後　

記

　

本
報
告
で
は
時
間
の
制
約
が
あ
っ
て
言
及
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た

が
、
サ
イ
ー
ド
が
十
八
世
紀
ナ
ポ
リ
の
哲
学
者
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・

ヴ
ィ
ー
コ
に
こ
と
の
ほ
か
親
近
感
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
、
少
な
く
と

も
サ
イ
ー
ド
の
読
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

実
際
に
も
、
サ
イ
ー
ド
は
す
で
に
一
九
七
五
年
の
著
作
『
始
ま
り
』

で
も
、
ま
ず
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
「
学
説
は
そ
れ
の
あ
つ
か
う
素
材
が
始
ま

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ヴ
ィ
ー
コ

の
『
新
し
い
学
』
（
一
七
四
四
年
）
の
公
理
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
全
体

で
六
章
か
ら
な
る
本
文
の
う
ち
の
最
終
第
六
章
「
結
び
―
―
彼
の
著
作

と
こ
の
著
作
に
お
け
る
ヴ
ィ
ー
コ
」
に
お
い
て
、
ヴ
ィ
ー
コ
に
つ
い
て

の
じ
つ
に
斬
新
か
つ
啓
発
的
な
読
解
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る

）
29
（

。
ま
た

B 

B 

C
で
放
送
さ
れ
た
『
知
識
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
』
に
か
ん
す
る

一
九
九
三
年
の
リ
ー
ス
講
演
に
は
、
「
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
わ
た
し
の

ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
て
す
で
に
ひ
さ
し
い
十
八
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
、

ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ
」
と
い
う
一
句
も
登
場
す
る

）
30
（

。

　

し
か
し
、
本
報
告
と
の
関
連
で
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
の
は
、
『
世
界
・
テ
ク
ス
ト
・
批
評
家
』
の
序

論
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
で
の
ヴ
ィ
ー
コ
へ
の
言
及
で

あ
る
。

　

そ
こ
で
は
、
サ
イ
ー
ド
は
ま
ず
、
亡
命
地
、
そ
れ
も
イ
ス
タ
ン
ブ
ー

ル
と
い
う
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
／
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
究
極
的
な

疎
外
と
対
立

）
31
（

」
を
表
現
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
オ
リ
エ
ン
ト
と
イ

ス
ラ
ー
ム
の
地
に
あ
っ
て
、
『
ミ
メ
ー
シ
ス
―
―
西
欧
文
学
に
お
け
る

現
実
描
写
』
と
い
う
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
具
体
的
に
し
て
批
判
的
な
再
発

見
）
32
（

」
の
記
念
碑
的
大
著
を
も
の
し
た
ロ
マ
ン
ス
語
文
献
学
者
ア
ウ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
う
ち
に
「
み
ず
か
ら
の
生
ま
れ
育
っ
た
文
化
と
の
フ
ィ
リ
エ

イ
シ
ョ
ン
（filiation 

自
然
的
継
承
関
係
・
血
縁
関
係
）
と
、
亡
命
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
が
た
め
の
、
批
判
的
意
識
と
学
者
的
仕
事
を
つ
う
じ
て
の

そ
れ
と
の
ア
フ
ィ
リ
エ
ン
シ
ョ
ン
（affiliation 

人
為
的
継
承
関
係
・
養
子

縁
組
関
係
）
と
の
、
ひ
と
つ
の
典
型
的
事
例

）
33
（

」
を
見
て
と
っ
た
う
え
で
、

し
か
し
ま
た
、
そ
の
フ
ィ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
と
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
の

い
ず
れ
も
が
現
代
世
界
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
危
険
な
誘
惑
と
し
て
作
用

し
て
い
る
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

現
代
の
批
判
的
な
意
識
は
批
判
的
な
注
意
を
払
う
に
値
す
る
二
つ

の
相
互
に
関
連
し
あ
っ
た
恐
る
べ
き
権
力
の
し
か
け
て
く
る
誘
惑
の

う
ち
に
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
批
評
家
た
ち
が
フ
ィ
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
に

（
生
ま
れ
、
国
籍
、
職
業
に
よ
っ
て
）
そ
こ
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
文
化
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で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
に
（
社
会
的
な

ら
び
に
政
治
的
な
確
信
、
経
済
的
な
ら
び
に
歴
史
的
な
環
境
、
自
発
的
な

努
力
と
み
ず
か
ら
意
志
し
て
な
さ
れ
た
決
断
に
よ
っ
て
）
獲
得
さ
れ
る
方

法
ま
た
は
体
系
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
力
の
両
方
と
も
が
長
期
間
に

わ
た
っ
て
圧
力
を
か
け
て
き
た
結
果
と
し
て
現
代
の
状
況
は
つ
く
り

出
さ
れ
て
い
る
の
だ

）
34
（

。

　

そ
し
て
、
こ
う
指
摘
し
た
の
ち
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
と

も
に
ヴ
ィ
ー
コ
の
名
を
挙
げ
、
自
分
が
つ
ね
づ
ね
両
人
に
格
別
の
関
心

を
寄
せ
て
い
る
理
由
を
説
明
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
ヴ
ィ
ー
コ
や
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
よ
う
な
十
八
世
紀
の
人

物
に
わ
た
し
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
彼
ら
の
時
代
も
ま
た
文
化
と

体
系
の
両
面
に
お
い
て
時
代
の
要
求
を
彼
ら
に
む
り
や
り
突
き
つ
け

て
い
る
と
い
う
認
識
を
彼
ら
が
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
分
た
ち
の
お
こ
な
う
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
圧
力
に
抗
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
彼
ら
の
仕
事
の
す
べ
て
と

な
っ
た
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
は
あ
く
ま
で
も
世
界
の
う
ち

に
あ
っ
て
〔
世
界
内
的
存
在
と
し
て
〕
活
動
し
て
い
る
著
述
家
で
あ
り
、

物
質
的
に
は
彼
ら
の
時
代
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
っ
た
が

）
35
（

。

　

こ
こ
か
ら
も
、
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
的
批
評
主
体
と
し
て
の
サ
イ
ー
ド
の

自
己
認
識
の
あ
り
よ
う
と
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
ヴ
ィ
ー
コ
が
ど
の
よ

う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
、
そ
の
片
鱗
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ち
な
み
に
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
著
作
の
う
ち
、
イ
タ
リ
ア
語
で
書
か
れ
た

『
自
伝
』
と
『
新
し
い
学
』
一
七
四
四
年
版
、
そ
れ
に
ラ
テ
ン
語
で
お

こ
な
わ
れ
た
一
七
〇
八
年
の
ナ
ポ
リ
大
学
に
お
け
る
開
講
講
演
『
わ
れ

ら
の
時
代
の
学
問
方
法
に
つ
い
て
』
に
は
す
で
に
当
時
、
英
訳
が
出
て

い
た
。
そ
し
て
サ
イ
ー
ド
は
そ
れ
ら
の
英
訳
を
参
照
す
る
よ
う
読
者
に

指
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
サ
イ
ー
ド
自
身
は
原
著
に
も
目
を
通
し
て

い
て
、
原
著
と
英
訳
と
の
異
同
に
か
ん
す
る
確
認
作
業
を
怠
っ
て
は
い

な
い
。

　

ま
た
、
サ
イ
ー
ド
が
比
較
文
学
研
究
の
道
に
進
む
に
あ
た
っ
て
少
な

か
ら
ぬ
影
響
を
あ
た
え
た
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
、
『
新
し
い
学
』
の
ド

イ
ツ
語
訳
を
手
が
け
て
い
る
ほ
か
、
ヴ
ィ
ー
コ
に
つ
い
て
の
論
考
も
何

本
か
書
い
て
い
る
。
サ
イ
ー
ド
が
ヴ
ィ
ー
コ
に
関
心
を
寄
せ
る
に
い

た
っ
た
の
も
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
に
接
し
た
の
が
そ
も

そ
も
の
機
縁
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

 

（
う
え
む
ら
・
た
だ
お
／
学
問
論
・
思
想
史
専
攻
）

　

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
十
月
二
十
五
日
に
明
治
大
学
で
開
催
さ
れ
た
社
会

思
想
史
学
会
第
三
九
回
大
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
社
会
思
想
と
し

て
の
批
評
」
で
お
こ
な
っ
た
報
告
に
少
し
ば
か
り
加
筆
・
修
正
を
ほ
ど
こ

し
た
も
の
で
あ
る
。



21　●　〈論文〉ヘテロトピアからのまなざし――上村忠男

注（
1
） Jan

M
oh

am
ed

, A
b

d
u

l R
., “W

orld
lin

ess-w
ith

ou
t-W

orld
, 

H
om

elessness-as-H
om

e: Tow
ard a D

efinition of the Specular 
B

order Intellectual, ” in: M
ichael Sprinker ed., E

dw
ard Said. A

 

C
ritical R

eader 

（C
am

bridge, M
ass. and O

xford: B
lackw

ell, 
1992

）, pp. 96-120. 

同
論
考
に
は
崎
山
政
毅
に
よ
る
日
本
語
訳
が
あ
る

（
『
み
す
ず
』
一
九
九
六
年
二
月
号
、
三
月
号
）
。

（
2
） Foucault, M

ichel, “D
es espaces autres ” 

（1967

）, A
rchitecture, 

M
ouvem

ent, C
ontinuité, n

o 5 

（octobre 1984

）, pp. 46-49; Id., D
its 

et écrits, t. IV
 

（Paris: G
allim

ard, 1994

）, pp. 752-62

〔
工
藤
晋
訳
「
他

者
の
場
所
―
―
混
在
郷
に
つ
い
て
」『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
』

Ⅹ
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
二
七
六
―
八
八
頁
〕
―
―
こ
の
講
演
原

稿
に
つ
い
て
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
フ
ー
コ
ー
は
一
九
八
四
年
に
死
去

す
る
直
前
ま
で
公
刊
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
ジ
ャ
ン
モ
ハ
メ

ド
が
参
照
し
て
い
る
の
は
、
同
論
文
の
英
訳
、M

ichel Foucault, “O
f 

O
ther Spaces, ” D

iacritics, 16, 1 

（Spring 1986
）, pp. 22-27

で
あ
る
。

ち
な
み
に
、M

ichel Foucault, Les corps utopique, Les hétérotopies 

（Paris: N
ouvelles E

ditions Lignes, 2002

） 〔
佐
藤
嘉
幸
訳
『
ユ
ー
ト

ピ
ア
的
身
体
／
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
』
水
声
社
、
二
〇
一
三
年
〕
に
は
、
フ
ー
コ
ー

が
ラ
ジ
オ
局
「
フ
ラ
ン
ス
・
キ
ュ
ル
チ
ュ
ー
ル
」
で
一
九
六
六
年
十
二
月

二
十
一
日
に
お
こ
な
っ
た
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
」
と
題
す
る
講
演
の
記
録
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
趣
旨
そ
の
も
の
は
一
九
六
七
年
三
月
十
四
日
に
チ
ュ

ニ
ス
の
建
築
サ
ー
ク
ル
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、

表
現
に
は
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

（
3
） Cf. F

oucault, M
ichel, P

réface à: Les m
ots et les choses. U

ne 

archéologie des sciences hum
aines 

（Paris: G
allim

ard, 1966

）, pp. 
9-10. 

〔
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
言
葉
と
物
―
―
人
文
科
学
の
考
古
学
』

渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
、
一
六
頁
〕

（
4
） Ibid., p. 9. 

〔
渡
辺
・
佐
々
木
訳
、
一
六
頁
〕

（
5
） 

姜
尚
中
・
吉
見
俊
哉
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
遠
近
法
―
―
新
し
い
公
共
空
間

を
求
め
て
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
八
二
頁
。

（
6
） 

新
原
道
信
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
の
沖
縄
」
西
成
彦
・
原
毅
彦
編
『
複
数
の
沖

縄
―
―
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
か
ら
希
望
へ
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
四
〇

八
―
三
〇
頁
。

（
7
） こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
村
忠
男
『
知
の
棘
―
―
歴
史
が
書
き
か
え
ら
れ

る
時
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
「
〈
沖
縄
〉
と
ヘ
テ

ロ
ト
ピ
ア
の
思
考
」
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
） Said, E

dw
ard W

., B
eginnings: Intention and M

ethod 

（N
ew

 York: 
B

asic B
ooks, 1975

）, p. 8. 

〔
山
形
和
美
・
小
林
昌
夫
訳
『
始
ま
り
の
現

象
―
―
意
図
と
方
法
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
二
年
、
九
頁
〕

（
9
） 

ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
『
脱
領
域
の
知
性
―
―
文
学
言
語
革
命
論
集
』

（
由
良
君
美
ほ
か
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
二
年
）
を
見
ら
れ
た
い
。

（
10
） Auerbach, E

rich, “Philologie der W
eltliteratur ”

（1952

）, in: Id., 
G

esam
m

elte A
ufsätze zur rom

anischen P
hilologie 

（B
ern und 

M
ünchen: Francke, 1967

）, p. 310. 

〔
高
木
昌
史
・
岡
部
仁
・
松
田
治

訳
『
世
界
文
学
の
文
献
学
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
、
四
一
六
―
一

七
頁
〕

（
11
） 

サ
ン
＝

ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ
ー
著
、
五
百
旗
頭
博
治
・
荒
井
洋
一
訳

「
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
（
学
習
論
）
―
―
読
解
の
研
究
に
つ
い
て
」
上
智

大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
『
中
世
思
想
原
典
集
成
』
第
九
巻
「
サ
ン
＝

ヴ
ィ

ク
ト
ル
学
派
」
（
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
12
） Said, E

dw
ard W

.,  O
rientalism

 

（N
ew

 York: V
intage B

ooks, 
1979

）, p. 259. 

〔
板
垣
雄
三
・
杉
田
英
明
監
修
、
今
沢
紀
子
訳
『
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
』
下
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
年
、
一
三
八
頁
〕

（
13
） Ibid., p. 259. 

〔
今
沢
訳
、
一
三
八
―
三
九
頁
〕
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（
14
） Ibid., p. 260. 

〔
今
沢
訳
、
一
四
〇
頁
〕

（
15
） Cf. E

rich A
uerbach, “Philology and W

eltliteratur, ” translated 
by M

aire and E
dw

ard Said,  T
he C

entennial R
eview

, Vol. X
III, 

N
o. 1 

（W
inter 1969

）, pp. 1-17.
（
16
） Auerbach, G

esam
m

elte cit., pp. 301-02. 

〔
高
木
ほ
か
訳
、
四
〇
五
―

〇
六
頁
〕

（
17
） Said, E

dw
ard W

., C
ulture and Im

perialism
 

（N
ew

 York: K
nopf, 

1993

）, p. 316-18. 

〔
大
橋
洋
一
訳
『
文
化
と
帝
国
主
義　

2
』
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇
一
年
、
二
一
一
―
一
六
頁
―
―
た
だ
し
、
同
訳
書
で
は
、“atonal 

ensem
ble ” 

が
「
調
性
的
な
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」
と
誤
訳
さ
れ
て
い
る
〕

（
18
） Ibid., p. 317. 

〔
大
橋
訳
、
二
一
三
―
一
四
頁
〕

（
19
） Said, E

dw
ard W

., R
epresentations of the Intellectual: T

he 1993 

R
eith Lectures 

（London: V
intage, 1994

）. 

〔
大
橋
洋
一
訳
『
知
識
人
と

は
何
か
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
〕

（
20
） Cf. ibid., pp. 9, 17, 84. 

〔
大
橋
訳
、
三
三
、
四
九
、
一
七
二
―
七
三
頁
〕

（
21
） Cf. ibid., pp. 3-4, 7. 

〔
大
橋
訳
、
二
三
―
二
四
、
三
〇
頁
〕

（
22
） Cf. ibid., pp. 4-7. 

〔
大
橋
訳
、
二
五
―
二
九
頁
〕

（
23
） と
り
わ
け
一
九
八
三
年
の
批
評
論
集
『
世
界
・
テ
ク
ス
ト
・
批
評
家
』
の

序
論
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
を
見
ら
れ
た
い
。
そ
こ
で
は

知
識
人
の
い
と
な
む
批
評
活
動
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
性
格
づ
け
が
な

さ
れ
て
い
る
。
「
要
す
る
に
、
批
評
は
つ
ね
に
状
況
の
も
と
に
置
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
何
ご
と
に
も
懐
疑
的
で
あ
り
、ど
こ
ま
で
も
セ
キ
ュ

ラ
ー
〔
世
俗
的
・
非
宗
教
的
〕
で
あ
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あ
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一　

批
評
と
（
し
て
の
）
政
治
の
問
い

　

な
ぜ
批
評
が
政
治
の
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
批
評
と
政
治
に
い

か
な
る
関
係
が
あ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
批
評
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
政
治

の
問
題
に
こ
と
さ
ら
関
連
づ
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

批
評
の
範
型
が
ま
ず
も
っ
て
文
芸

0

0

批
評
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
な
わ

ち
、
そ
の
特
権
的
な
対
象
が
文
学
や
芸
術
作
品
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ

れ
が
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
美
的
な
も
の
や
趣
味
の
領
域
で
あ
り
、
個

人
的
で
主
観
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
批
評
が
好
ん
で

取
り
組
む
の
は
、
公
的
な
事
柄
で
あ
る
は
ず
の
政
治
の
問
題
で
あ
る
ど

こ
ろ
か
、
最
も
私
的
で
個
別
的
な
事
柄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
反
対
に
、

政
治
の
問
題
は
、
批
評
が
関
わ
る
よ
う
な
趣
味
や
審
美
的
な
事
柄
で
は

な
く
、
誰
も
が
納
得
し
共
有
で
き
る
公
共
性
に
存
し
て
い
る
の
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
批
評
と
は
、
本
来
政
治
と
の
関
連
で

持
ち
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
往
々
に
し
て
最
も
非
政
治
的
な

も
の
の
謂
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
治
を
め
ぐ
る
決
定
に
は
常
識
（
コ

モ
ン
・
セ
ン
ス
）
が
あ
れ
ば
充
分
で
あ
っ
て
特
別
な
批
評
的
判
断
は
不
要
、

少
な
く
と
も
不
要
に
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

こ
う
し
た
反
問
は
、
社
会
思
想
や
政
治
理
論
を
一
個
の
学
問
と
し
て

研
究
し
よ
う
と
す
る
者
―
―
と
り
わ
け
「
社
会
思
想
史
学
会
」
の
よ
う

な
場
で
―
―
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
陰
に
陽
に
頭
を
も
た
げ
て
く
る
疑

問
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
文
芸
批
評
家
が
な
ん
ら

か
の
政
治
的
な
事
象
を
、
自
ら
の
立
場
か
ら
批
評
の
対
象
と
し
て
論
ず

　

特
集　

社
会
思
想
と
し
て
の
批
評　

〈
論
文
〉

美
的
情
動
批
判

【
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
再
考
】

宮
﨑
裕
助
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る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
議
論
は
、
学
問
的
に
は
信
頼
の
置
け
な
い
も
の
、

怪
し
げ
な
も
の
と
映
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
批
評
家
た
ち
が
政
治
的
な
事
象
を
め
ぐ
っ
て
発

言
し
た
り
問
い
を
投
げ
か
け
た
り
す
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
職
業
的
な

政
治
学
者
以
上
に
真
実
味
を
帯
び
て
お
り
、
社
会
に
対
し
て
影
響
力
を

も
っ
て
き
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
（
戦
後
日
本
に
限
っ
て
も
、
た
と

え
ば
小
林
秀
雄
、
吉
本
隆
明
、
柄
谷
行
人
と
い
っ
た
書
き
手
が
思
い
浮
か
ぶ
）
。

批
評
と
政
治
の
あ
い
だ
の
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
緊
張
関
係
、
相
容
れ
な

さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
批
評
家
た
ち
の
政
治
的
な
洞
察
に
目
を
見
張
る

べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
ん
に
個
人
的
な
直
感
や
文
才

に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
ま
た
ま
時
代
に
恵
ま
れ
た

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
産
物
と
し
て
済
ま
せ
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
批
評
（criticism

）
は
た
ん
に

個
人
の
力
量
に
還
元
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
批
判
（K

ritik

）
と
い

う
内
在
的
な
原
理
に
お
い
て
、
ま
さ
に
政
治
の
問
い
に
と
っ
て
避
け
て

は
通
れ
な
い
契
機
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
批
評
と
政
治

と
い
う
二
つ
の
問
題
は
た
ん
に
相
容
れ
な
い
の
で
な
く
、
ま
さ
に
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
追
究
す
べ
き
問
題
領
域
を
両
者
は
相
互
に
形
成
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
両
者
が
切
り
結
ぶ
そ
の
領
域
と
は
い
っ

た
い
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
下
で
は
本
特
集
の
「
社
会
思
想
と
し
て
の
批
評
」
と
い
う
テ
ー
マ

の
も
と
、
批
評
と
政
治
と
い
う
古
く
て
新
し
い
関
係
の
問
い
を
あ
ら
た

め
て
取
り
上
げ
る
た
め
に
、
ベ
ル
ギ
ー
出
身
の
文
芸
批
評
家
ポ
ー
ル
・

ド
・
マ
ン
（Paul de M

an, 1919-1983

）
の
仕
事
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

ド
・
マ
ン
は
、
戦
禍
を
逃
れ
て
戦
後
ま
も
な
く
渡
米
し
た
の
ち
、
フ
ラ

ン
ス
語
で
文
芸
批
評
の
活
動
は
続
け
な
が
ら
も
、
一
九
七
〇
年
イ
ェ
ー

ル
大
学
に
赴
任
し
て
以
降
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
脱
構
築
批

評
の
領
袖
と
し
て
よ
う
や
く
人
々
に
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
ド
・
マ
ン
の
探
究
し
た
批
評
、
あ
る
い
は
ド
・
マ
ン
が

実
際
に
試
み
た
批
評
が
い
か
な
る
点
で
社
会
思
想
や
政
治
理
論
に
関
係

し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
外
面
的
に
指
摘
し
う
る
点
を
確
認
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。

　

ド
・
マ
ン
の
主
著
は
大
ま
か
に
い
っ
て
三
冊
、
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る

一
九
七
一
年
の
『
盲
目
と
洞
察
』
、
七
九
年
の
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
』
、
そ
し
て
七
〇
年
代
末
か
ら
八
三
年
の
死
ま
で
の
間
に
執
筆
さ
れ
、

死
後
九
六
年
に
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
た
『
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
が
あ

る
）
1
（

。
最
初
の
書
物
は
、
同
時
代
の
批
評
家
た
ち
に
論
争
を
し
か
け
た
い

わ
ば
メ
タ
批
評
的
な
書
物
だ
が
、
残
る
二
冊
の
書
物
は
は
っ
き
り
と
古

典
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
社
会
思
想
と
の
明
確
な
関
連
が
あ
る
の
は
『
読

む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
で
は
ル
ソ
ー
読
解
、
そ
し
て
『
美
学
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
』
で
は
、
主
に
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
解
釈
と
受
容
を

め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

前
者
の
ル
ソ
ー
読
解
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
ド
・
マ
ン

論
が
あ
る
。
デ
リ
ダ
か
ら
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
、
最
近
で
は
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
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バ
リ
バ
ー
ル
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
に
い
た
る
ま
で
ル
ソ
ー
読
解

を
中
心
と
し
て
ド
・
マ
ン
の
仕
事
を
論
じ
て
お
り
、
ま
た
ル
ソ
ー
に
関

連
し
て
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
と
の
比
較
対
照
を
検
討
し
て
い
る
マ
イ
ケ

ル
・
ス
プ
リ
ン
カ
ー
の
仕
事
な
ど
が
あ
る

）
2
（

。
そ
う
し
た
点
で
は
、
と
く

に
ド
・
マ
ン
の
ル
ソ
ー
論
は
、
政
治
を
扱
う
理
論
家
に
と
っ
て
こ
れ
ま

で
相
当
の
注
意
を
惹
き
付
け
て
き
た
。
し
か
し
「
批
評
＝

批
判
（K

ritik

）
」

に
か
ん
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
ル
ソ
ー
よ
り
も
カ
ン
ト
、
そ
れ
も

『
純
粋
理
性
批
判
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
な
く
、
美
や
自
然
の

問
題
を
扱
っ
て
い
る
『
判
断
力
批
判
』
の
カ
ン
ト
で
あ
る
。

　

ド
・
マ
ン
は
晩
年
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
、
テ
ク
ス
ト
読
解
を
通
じ
た

「
純
粋
な
言
語
分
析
か
ら
、
す
で
に
し
て
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

な
性
質
を
も
っ
て
い
る
問
題
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
た
の
は

ル
ソ
ー
の
研
究
を
通
し
て
で
あ
る
」
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
自
ら
の
課

題
を
語
っ
て
い
た
。

い
ま
の
私
は
（
…
）
明
確
に
政
治
的
な
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
困
難
さ
に

取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
神
学
と
宗
教
の

言
説
に
関
連
し
た
問
題
へ
と
つ
ね
に
立
ち
返
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
私

に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
二
人
の
主
要
な
読
者
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
と
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
並
置
し
て
み
る
こ
と
が
、
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
同

時
に
、
あ
る
意
味
で
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
思
え
る

の
で
す
。
第
一
に
、
準
備
段
階
と
し
て
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
カ
ン
ト
に

立
ち
返
る
よ
う
に
努
め
ま
し
た

）
3
（

。

　

ド
・
マ
ン
の
ル
ソ
ー
研
究
の
要
点
が
、
テ
ク
ス
ト
上
に
字
義
通
り
に

現
れ
る
言
語
の
修
辞
的
効
果
を
分
析
す
る
こ
と
に
存
し
て
お
り
、
そ
う

し
た
分
析
が
と
り
も
な
お
さ
ず
法
そ
の
も
の
の
問
題
、
な
い
し
は
立
法

の
問
題
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
点
に
こ
そ
、
政
治
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
問
題
へ
の
端
緒
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
―
―
こ
れ
が
『
読
む
こ
と
の
ア

レ
ゴ
リ
ー
』
で
の
ド
・
マ
ン
の
理
路
で
あ
る
。
し
か
し
ド
・
マ
ン
の
想

定
し
て
い
る
「
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
質
を
も
つ
問
題
」
と
は

そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ド
・
マ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は
、
こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
並
置
を
通
じ
た

宗
教
批
判
に
向
か
う
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
計
画
は
、
結
局

ド
・
マ
ン
の
死
に
よ
っ
て
か
な
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
は
っ

き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
ド
・
マ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
出
発
点
が

カ
ン
ト
美
学
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
問

題
へ
と
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
晩
年
の
ド
・
マ
ン
は
カ
ン
ト
の
『
判
断

力
批
判
』
を
起
点
と
し
て
、
そ
こ
に
ル
ソ
ー
研
究
を
経
由
し
て
見
出
さ

れ
た
問
い
の
場
を
新
た
に
切
り
拓
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
問
題
領
野
こ

そ
、
「
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
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二　
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
両
義
性

　

も
う
一
度
は
じ
め
の
問
い
か
け
に
戻
ろ
う
。
な
ぜ
批
評
が
政
治
の
問

題
に
な
る
の
か
。
ま
ず
基
本
的
な
事
柄
を
確
認
す
る
。
ご
く
大
づ
か
み

に
い
っ
て
、
批
評
家
の
仕
事
と
は
、
ま
だ
評
価
の
定
ま
っ
て
い
な
い
新

し
い
作
品
、
表
現
、
現
象
等
々
が
登
場
し
た
と
き
に
、
そ
の
善
し
悪
し
、

重
要
性
の
如
何
を
判
断
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
広
く
人
々
に
訴
え

る
言
語
へ
と
語
り
直
す
こ
と
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
最
初
の
判
断

0

0

、
つ
ま
り
、
な
に
か
未
知
の
も
の
、
い
ま
だ
特
異

で
一
回
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
―
―
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
な
も

の
―
―
に
対
し
て
、
私
た
ち
が
す
で
に
共
有
し
て
い
る
共
通
の
尺
度
に

照
ら
し
て
受
け
入
れ
た
り
斥
け
た
り
す
る
こ
と
、
の
み
な
ら
ず
、
そ
う

し
た
尺
度
を
書
き
換
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
さ
ら
な
る
一
般
性
や
普
遍

性
を
見
出
し
た
り
新
た
な
規
則
や
法
を
打
ち
立
て
た
り
す
る
こ
と
、
そ

う
し
た
こ
と
が
批
評
家
の
仕
事
の
核
心
を
な
す
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
判
断
の
裏
づ
け
は
一
般
に
は
、
長
年
に
わ
た
る

経
験
だ
と
か
、
専
門
的
に
訓
練
さ
れ
た
知
識
だ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
れ
ば
新
し
い
こ

と
に
直
面
す
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
あ
る
意
味
で
こ
う
し
た
判

断
は
、
誰
も
が
常
日
頃
か
ら
し
て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
し
問
題
な
の
は
、

本
当
に
新
し
い
も
の
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
は
そ
う
し
た
経
験
や
知

識
が
役
に
立
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
さ
に
新
し
い
と
い
う
そ
の
定

義
に
よ
っ
て
そ
れ
は
経
験
や
知
識
を
容
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
な
い

の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
本
当
の

意
味
で
判
断
が
必
要
に
な
る
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
対
象
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
で
は
ど
う
す
る
か
。

　

ほ
か
な
ら
ぬ
批
評
家
の
特
権
と
し
て
発
揮
さ
れ
る
能
力
が
あ
る
と
し

た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
対
象
に
こ
そ
向
け
ら
れ
る
べ
き
判
断

の
力
で
あ
る
。
こ
の
判
断
力
の
謎
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
実
の
と

こ
ろ
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
が
批
判
哲
学
の
最
終
段
階
に
お
い
て

打
ち
出
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
断
力
こ
そ
「
反
省
的
判
断
力
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
規
定
的
判
断
力
と
は
異
な
り
、
カ
ン
ト
に

よ
れ
ば
「
た
だ
特
殊
な
も
の
の
み
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
判
断
力
が
こ

の
も
の
の
た
め
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
序

論
・
第
Ⅳ
節
）
そ
の
よ
う
な
判
断
力
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
批
評
に
と
っ
て
必
要
な
能
力
は
、
反
省
的
判
断
力
で
あ

る
。
批
評
の
由
来
を
な
すK

ritik

の
語
源
が
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
分
け
る
」

を
意
味
す
るkrinein

に
あ
り
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
で
「
判
断
」
を
意

味
す
るU

rteil

の
原
義
が
「
根
源
的
な
分
割
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

批
評
と
は
判
断
の
問
題
だ
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
自
明
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
批
評
と
判
断
の
問
題
が
、
重
要
な
意
味
で
、

政
治
に
関
わ
る
も
の
と
な
る
に
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
媒

介
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
直
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感
的
な
情
動
の
経
験
な
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
反
省
的
判
断
力
の
原
理

を
解
明
す
る
特
権
的
な
経
験
を
、
こ
の
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
が
、
カ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
ド
・
マ
ン
の
提
起
す
る
「
美
学
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
（A

esthetic Ideology

）
」
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
要

す
る
に
、
批
評
が
政
治
の
問
い
に
な
る
の
は
こ
の
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク

な
も
の
」
の
経
験
を
介
し
て
な
の
だ
。
で
は
な
ぜ
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク

な
も
の
」
が
政
治
的
に
な
る
の
か
、
そ
も
そ
も
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な

も
の
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
ア

イ
ス
テ
ー
シ
ス
（αἴσθησις

：
感
覚
、
感
情
、
知
覚
）
」
に
由
来
す
る
言
葉

で
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
は
「
感
じ
る
こ
と
」
そ
の
も
の
に

意
味
の
重
点
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」

は
「
情
感
的
な
も
の
」
と
訳
せ
る
し
、
他
に
も
「
感
性
的
」
「
審
美
的
」

「
美
学
的
」
「
耽
美
的
」
な
ど
、
広
義
の
感
覚
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

訳
語
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
、
実
の
と
こ
ろ
翻
訳
困
難
な
言
葉
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
」
が
通
常
は
「
美
学
」
と
訳

さ
れ
る
よ
う
に
、
批
評
が
扱
う
特
権
的
な
対
象
が
、
文
学
で
あ
っ
た
り

美
術
や
芸
術
作
品
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
点
は
み
や
す
い
道
理
で
あ

る
。
つ
ま
り
批
評
的
判
断
は
、
伝
統
的
に
は
「
美
学
」
が
扱
っ
て
き
た

領
域
に
自
ら
の
特
権
的
な
対
象
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ

の
こ
と
が
政
治
の
問
い
と
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
こ
に
こ
そ
、
美

学
と
政
治
と
い
う
問
題
含
み
の
ト
ポ
ス
が
開
か
れ
る
の
だ
が
、
ド
・
マ

ン
が
切
り
込
ん
で
ゆ
く
の
は
ま
さ
に
そ
こ
な
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
に
戻
ろ
う
。
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ

ク
な
も
の
」
の
経
験
は
「
一
切
の
関
心
を
欠
い
た
快
」
（
第
二
節
）
と

定
義
さ
れ
て
い
た
。
ご
く
ご
く
素
朴
な
例
と
し
て
「
こ
の
花
は
美
し
い
」

と
い
う
判
断
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
「
こ
の
花
」
は
な
ん
ら
か
の

種
類
に
属
す
る
花
だ
か
ら

0

0

、
た
と
え
ば
「
桜
」
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
か0

ら0

美
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
た
ま
た
ま
私
が
気
に
入
っ
て
い
る

花
だ
か
ら
美
し
い
わ
け
で
も
、
ま
し
て
や
他
人
が
美
し
い
と
言
っ
て
い

る
花
だ
か
ら
美
し
い
わ
け
で
も
な
い
。

　

美
を
美
と
し
て
感
じ
る
判
断
は
、
ど
こ
ま
で
も
不
偏
に
し
て
無
私
な

主
観
が
、
こ
の
花
に
、
一
回
的
な
い
ま

0

0

・
こ
こ

0

0

に
お
い
て
直
接
に
対
峙

す
る
こ
と
で
し
か
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
か
な
る
予
備
知
識
も
先

入
見
も
排
し
、
た
だ
そ
の
も
の
を
美
し
い
と
感
ず
る
さ
い
の
「
関
心
な

き
快
」
こ
そ
が
、
美
を
美
た
ら
し
め
る
根
拠
に
な
る
、
そ
う
カ
ン
ト
は

言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
没
関
心
性
に
お
い
て
美
を
美
と
し
て
感
じ
、
ひ
と
つ
の

判
断
と
し
て
呈
示
し
う
る
能
力
が
「
趣
味
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
趣

味
の
問
題
」
と
言
え
ば
、
通
常
の
意
味
合
い
で
は
個
人
的
な
好
み
の
問

題
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
議
論
し
て
も
無
駄
と
し
て
斥
け
る
べ
き
も
の

と
い
っ
た
含
み
す
ら
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
場
合
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

趣
味
判
断
は
た
ん
に
恣
意
的
で
私
的
な
判
断
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
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く
、
万
人
に
そ
う
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
普
遍
性
を
そ
な
え
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
美
は
、
美
と
い
う
名
に
値
す
る
も

の
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
美
は
、
個
人
の
好
き
嫌
い
に
か
か
わ
ら
ず

共
有
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
美
は
そ
の
経
験
が
伝
達
可

能
な
判
断
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
た
だ
の
好
き
嫌
い
で
は
な
く
、
美
と

呼
ぶ
に
値
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
が
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
に
与
え
た
最
も
重
要
な
規

定
は
、
こ
の
よ
う
に
美
を
美
と
み
な
す
判
断
が
、
ま
さ
に
よ
る
べ
な
き
、

一
回
的
で
主
観
的
な
判
断
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
万
人
の
共
有
す
る
普
遍
的

な
賛
同
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
論
理
的
に

言
え
ば
、
主
観
的
か
つ
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し

主
観
的
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
普
遍
的
な
妥
当
性
を
要
求
で
き
る

と
い
う
こ
と
、
こ
の
「
主
観
的
な
普
遍
妥
当
性
」
（
第
八
節
）
の
要
求

こ
そ
、
ま
さ
に
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
判
断
の
み
が
発
揮
し

う
る
能
力
な
の
だ
と
カ
ン
ト
は
喝
破
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
感
覚
は
、
直
観
の
形
式
に
導
か
れ
た
事
物
の
認
識
に
必
要
な
経

験
的
知
覚
で
も
な
け
れ
ば
、
た
ん
に
既
存
の
概
念
に
即
し
て
善
悪
を
判

断
す
る
正
義
感
や
他
者
へ
の
共
感
で
あ
る
よ
う
な
道
徳
感
情
で
も
な
い

と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
」
と
い
う

こ
の
美
的
情
動
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
徹
頭
徹
尾
主
観
的
な
も

の
、
一
回
的
な
も
の
、
特
異
な
個
物
に
関
わ
る
感
覚
な
の
だ
が
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
普
遍
性
を
要
求
し
う
る
と
い
う
点
で
、
あ
た
か
も

0

0

0

0

矛
盾
や

逆
説
を
解
消
で
き
る
か
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

力
が
想
定
さ
れ
た
感
覚
で
あ
り
、
矛

盾
を
露
呈
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
矛
盾
を
解
決
で
き
る
も
の
と
し
て
見
出

さ
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
両
義
性
を
も
つ
特
異
な
感
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

三　

美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題

1
「
人
間
の
美
的
教
育
」
？

　

「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
こ
の
両
義
性
こ
そ
、
ド
・
マ
ン
が

着
眼
す
る
カ
ン
ト
美
学
の
要
点
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
そ
美
学
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
い
う
立
論
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
な
ぜ
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

な
の
か
。
こ
れ
を
問
う
こ
と
を
通
じ
て
、
な
ぜ
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な

も
の
」
が
政
治
の
問
題
に
な
る
の
か
、
な
ぜ
批
評
の
課
題
が
政
治
的
た

り
う
る
の
か
と
い
っ
た
当
初
の
問
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
と
同
時
代
に
、
カ
ン
ト
が
切
り
開
い
た
こ
の
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ

ク
な
も
の
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
射
程
を
見
抜
き
、
ま
さ
に
政
治
の
問
い

へ
と
押
し
上
げ
た
の
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
（Johann 

C
hristoph Friedrich von Schiller, 1759-1805

）
で
あ
っ
た
。
『
判
断
力

批
判
』
公
刊
の
三
年
後
、
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
が
社
会
や
社

交
に
と
っ
て
も
つ
意
味
を
シ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
こ

れ
は
ド
・
マ
ン
が
『
ロ
マ
ン
主
義
の
修
辞
学

）
4
（

』
で
引
用
し
て
い
る
一
節
で
あ
る

こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
）
。
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私
は
、
美
し
い
社
会
の
理
想
と
し
て
、
多
く
の
複
雑
な
タ
ー
ン
で
形

づ
く
ら
れ
な
が
ら
、
巧
み
に
踊
ら
れ
た
英
国
式
ダ
ン
ス
以
上
に
ふ
さ

わ
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
知
り
ま
せ
ん
。
バ
ル
コ
ニ
ー
の
観
客
は
、
交
錯

す
る
無
限
に
多
様
な
動
き
を
目
に
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
動
き
は
、

決
定
的
に
、
し
か
し
気
ま
ま
に
方
向
を
変
え
な
が
ら
、
け
っ
し
て
互

い
に
衝
突
す
る
こ
と
が
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す
。
す
べ
て
が
こ
の
よ
う
に
整
え

ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
各
々
の
踊
り
手
は
、
他
の
人
が
来
る
と
き
に

は
も
う
そ
の
場
を
空
け
渡
し
て
い
て
い
ま
す
。
す
べ
て
が
互
い
に
と

て
も
巧
み
に
、
し
か
し
わ
ざ
と
ら
し
く
な
く
適
合
し
て
い
る
た
め
に
、

誰
も
が
思
う
が
ま
ま
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
に
、
け
っ
し
て

他
の
人
を
遮
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
ダ
ン
ス
は
、
個
人

的
に
主
張
さ
れ
る
自
己
自
身
の
自
由
と
、
尊
重
さ
れ
た
他
者
の
自
由

と
の
、
完
全
な
象
徴
な
の
で
す
。

 

（
一
七
九
三
年
二
月
二
十
三
日
ケ
ル
ナ
ー
宛
書
簡

）
5
（

）

　

こ
こ
で
は
、
先
に
述
べ
た
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
孕
む
両

義
性
、
す
な
わ
ち
、
純
粋
な
主
観
性
（
個
別
性
）
と
普
遍
的
な
妥
当
性

要
求
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
が
、
社
会
に
お
け
る
個
人
と
全
体
の
対
立
へ

と
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
文
字
通
り
社
交

0

0

ダ
ン
ス
の
実

現
す
る
「
美
」
が
、
そ
う
し
た
対
立
を
ひ
と
つ
の
調
和
へ
と
も
た
ら
す

と
い
う
社
会
的

0

0

0

理
想
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
に
は
個
人
が

思
い
思
い
に
追
求
す
る
自
由
、
他
方
に
は
一
社
会
が
法
の
名
の
も
と
に

個
人
に
要
求
す
る
服
従
―
―
ど
ん
な
社
会
で
も
そ
の
成
立
構
造
を
問
う

て
い
く
と
必
ず
直
面
す
る
、
こ
う
し
た
自
由
と
支
配
、
自
律
と
他
律
と

の
古
典
的
な
対
立
が
、
美
と
い
う
情
動
の
経
験
を
介
し
て
、
ひ
と
つ
の

調
和
的
秩
序
へ
と
総
合
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
ダ
ン
ス
と
い
う
、
高

度
な
訓
練
が
必
要
と
さ
れ
る
身
体
の
動
き
は
、
洗
練
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る

ほ
ど
技
巧
性
は
退
き
、
あ
た
か
も
自
然
が
織
り
な
す
無
垢
な
戯
れ
の
よ

う
に
、
優
美
さ
を
帯
び
始
め
る
。
か
く
し
て
シ
ラ
ー
は
、
こ
の
優
美
さ

の
う
ち
に
、
た
ん
な
る
個
々
人
の
身
体
の
総
和
以
上
の
も
の
と
し
て
、

個
の
自
由
と
全
体
の
秩
序
と
を
両
立
可
能
に
す
る
調
和
―
―
美
し
い
社

会
の
理
想
―
―
の
モ
デ
ル
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　

同
時
期
に
シ
ラ
ー
が
著
し
た
一
連
の
有
名
な
書
簡
に
『
人
間
の
美
的

教
育
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
五
年
）
が
あ
る
。
い
ま
引
用
し
た
一
節
の
社

交
ダ
ン
ス
の
く
だ
り
は
、
ま
さ
に
そ
こ
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
「
美
的

国
家
」
の
理
想
を
分
か
り
や
す
く
述
べ
た
も
の
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
シ
ラ
ー
は
こ
う
し
た
美
的
国
家
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た

調
和
の
根
拠
を
、
個
人
の
内
面
に
置
き
、
ゲ
ー
テ
で
あ
れ
ば
「
麗
し
き

魂
」
と
述
べ
た
よ
う
な
、
心
の
涵
養
の
必
要
性
を
説
い
た
。
そ
れ
が
「
人

間
の
美
的
教
育
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
で
も
「
情
操
教
育
」

と
い
う
名
の
も
と
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

　

情
を
操
る
と
記
し
て
「
情
操
教
育
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
子

ど
も
た
ち
の
感
性
や
情
緒
を
豊
か
に
す
る
と
称
し
つ
つ
、
ま
さ
に
美
を
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美
と
し
て
共
有
で
き
る
感
覚
―
―
い
わ
ゆ
る
「
共
通
感
覚
」
―
―
を
育

も
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
。
先
の
言
葉
で
い
え
ば
、
自
由
と
支
配
の
実

践
が
両
立
可
能
に
な
る
よ
う
、
共
同
体
を
形
成
す
る
基
盤
と
し
て
子
ど

も
た
ち
を
感
性
の
水
準
か
ら
育
成
し
よ
う
と
す
る
企
て
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
カ
ン
ト
＝

シ
ラ
ー
の
体
系
的
な
枠
組
み
か
ら
考
え
て
、
こ
の
感

性
的
な
基
盤
は
、
ひ
と
つ
の
民
族
な
い
し
国
家
に
と
っ
て
、
理
論
的
な

認
識
に
も
道
徳
的
な
規
矩
に
も
先
立
つ
、
人
間
同
士
の
交
流
可
能
性
そ

の
も
の
を
形
成
す
る
よ
う
な
、
最
も
根
本
的
な
共
同
体
的
実
践
な
の
で

あ
り
、
こ
れ
は
い
ま
も
な
お
要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。
要
す
る
に
、

美
へ
の
感
受
性
を
育
て
る
こ
と
が
、
道
徳
の
教
化
に
役
立
つ
の
で
あ
り
、

自
己
を
律
し
て
社
会
活
動
を
営
む
、
あ
り
う
べ
き
人
格
そ
の
も
の
の
陶

冶
を
可
能
に
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
が
も
つ
政
治
的
な
射
程
は

明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
多
か
れ
少
な

か
れ
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
や
共
同
体
が
基
礎
に
据
え
る
べ
き
、
社
会
統
合

の
原
理
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

晩
年
の
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
に
お
い
て
力
説
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
『
判
断
力
批
判
』
は
そ
の
見
か
け
に
反
し
、
美
学
の
書
と
い

う
よ
り
、
政
治
的
判
断
力
の
書
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
「
文
化
の
危

機
」
お
よ
び
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
参
照
）
。
と
い
う
の
も
「
エ
ス

テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
主
観
的
判
断
は
、
普
遍
的
妥
当
性

を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
市
民
同
士
が
そ
れ
を
共
有
す
る

べ
く
討
議
し
う
る
公
共
的
な
場
を
切
り
開
く
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
で
「
エ

ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
感
受
性
は
、
市
民
が
自
ら
自
律
的
に
判
断

し
討
議
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
試
金
石
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
、
市
民
が
共
有
す
べ
き
共
通
感
覚
の
形
成
を
促
進
し
、
共
同

体
の
統
合
の
た
め
の
礎
石
と
な
る
の
で
あ
る
。

2　

政
治
の
美
学
化

　

シ
ラ
ー
に
由
来
す
る
「
美
的
教
育
」
な
い
し
「
美
的
国
家
」
論
は
、

し
か
し
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
ひ
と
つ
の
帰
結
を
招
来
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
作
用
を
い
っ
そ
う

直
接
に
国
家
形
成
に
役
立
て
る
べ
く
、
国
家
そ
の
も
の
を
芸
術
作
品
と

み
な
し
、
政
治
家
を
そ
の
よ
う
な
作
品
を
創
造
す
る
芸
術
家
と
見
立
て

る
企
図
へ
と
道
を
開
い
た
の
で
あ
っ
た
。

芸
術
と
は
感
情
の
表
現
で
あ
る
。
芸
術
家
が
芸
術
家
で
な
い
者
と
区

別
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
自
分
の
感
じ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る

0

0

0

0

こ
と

も
で
き
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
芸
術
家
は
多
種
多
様
な

形
態
に
お
い
て
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
者
は
イ
メ
ー
ジ
に

よ
っ
て
。
ま
た
あ
る
者
は
音
に
よ
っ
て
。
さ
ら
に
別
の
者
は
大
理
石

に
よ
っ
て
―
―
あ
る
い
は
ま
た
別
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
な
形
態
に

お
い
て
。
政
治
家
は
ま
た
ひ
と
り
の
芸
術
家
で
も
あ
る
。
彼
に
と
っ

て
の
人
民
は
、
彫
刻
家
に
と
っ
て
の
石
と
同
じ
関
係
に
あ
る
。
指
導
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者
と
大
衆
が
互
い
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
問
題
に
属
し
て
い
る
と
い
う

関
係
は
、
色
彩
が
画
家
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
と
い
う
関
係
と
ほ
と

ん
ど
違
わ
な
い
。
政
治
と
は
、
絵
画
が
色
彩
の
造
形
芸
術
で
あ
る
の

と
同
様
に
、
国
家
の
造
形
芸
術
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
民
な
き
政

治
や
人
民
に
抗
す
る
政
治
は
無
意
味
で
あ
る
。
大
衆
を
ひ
と
つ
の
人

民
へ
と
、
そ
し
て
人
民
を
ひ
と
つ
の
国
家
へ
と
変
形
す
る
こ
と
―
―

こ
れ
は
最
深
の
意
味
で
、
つ
ね
に
真
の
政
治
的
な
課
題
で
あ
り
続
け

て
き
た

）
6
（

。

　

ド
・
マ
ン
は
、
こ
の
一
節
を
「
カ
ン
ト
の
シ
ラ
ー
化
」
と
も
呼
ぶ
べ

き
事
態
の
現
代
版
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
が
「
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
の
天
才
」
と
呼
ば
れ
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
宣
伝
相
ヨ
ー
ゼ
フ
・

ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
小
説
（
「
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
」
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
議
論
の
経
緯
に
と
っ
て
け
っ

し
て
偶
然
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ナ
チ
ス
こ
そ
、
ア
ー
リ
ア
民
族

と
い
う
神
話
的
形
象
を
大
が
か
り
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
上
演
す
る

「
祭
典
」
に
よ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
統
一

感
を
高
揚
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
美
的
政
治
の
演
出
を
最
大
限
活
用
す
る

こ
と
を
通
じ
て
国
家
建
設
を
企
て
た
か
ら
だ
。

　

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
美
的
政
治
に
あ
っ
て
は
、
か
つ
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
が
「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
」
の
末
尾
で
批
判
し
て
い

た
よ
う
に
、
国
民
は
自
ら
の
命
運
を
握
る
戦
争
と
い
う
現
実
を
、
美
的

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
上
演
と
し
て
享
受
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
、

国
民
に
と
っ
て
必
要
な
政
治
的
判
断
の
諸
局
面
が
、
美
的
な
仮
象
に

よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ

を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
政
治
の
美
学
化
」
と
呼
び
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
「
政
治
の
美
学
化
」
を
推
し
進
め
て
い
る
の
だ
」
と

す
れ
ば
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
は
「
芸
術
の
政
治
化
」

を
も
っ
て
応
答
す
る
の
だ
」
。

　

本
稿
の
枠
組
か
ら
す
れ
ば
、
批
評
家
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
の
言
葉
は
、

あ
ら
ゆ
る
批
評
家
が
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
掲
げ
て
よ
い
根
本
的
な
命
法
を

言
い
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
ド
・
マ
ン

に
即
し
て
再
検
討
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
感
受
性
の
涵
養
が
、
市

民
の
政
治
的
判
断
力
の
自
律
性
を
培
い
、
人
々
の
道
徳
性
を
高
め
る
は

ず
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
」
は
、

人
々
の
判
断
を
惑
わ
せ
、
麻
痺
さ
せ
る
も
の
へ
と
反
転
さ
せ
ら
れ
て
し

ま
う
。
政
治
の
核
心
に
お
い
て
根
本
的
な
役
割
を
果
た
す
は
ず
の
「
エ

ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
（aesthetic

）
」
が
、
そ
の
効
果
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

「
麻

酔
＝

没
美
的
な
（anesthetic

）
」
状
態
を
招
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

政
治
の
美
学
化
と
は
、
政
治
的
判
断
の
麻
痺
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
い
っ
た
い
な
ぜ
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ド
・
マ
ン
の
カ
ン
ト
読
解
、
と
り
わ
け
そ
こ
か
ら
「
美
学
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
」
と
し
て
問
い
質
し
て
い
る
議
論
が
解
明
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
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こ
の
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
「
エ

ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
第
三
の
批
判
と
し
て
、

認
識
原
理
と
実
践
原
理
―
―
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批
判
』

―
―
の
最
終
的
な
綜
合
を
達
成
す
べ
き
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
点
で
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
は
カ
ン
ト
の
哲
学
体
系
を
統

合
す
る
全
体
化
作
用
を
担
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
の
美
的
国
家

論
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
社
会
統
合
の
原
理
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

美
と
政
治
、
芸
術
と
国
家
と
の
結
合
に
お
い
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
全
体

主
義
体
制
に
ま
で
い
た
る
帰
結
（
政
治
の
美
学
化
）
を
招
い
た
の
だ
っ
た
。

　

す
で
に
カ
ン
ト
に
即
し
て
み
た
よ
う
に
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」

の
働
き
そ
の
も
の
は
、
矛
盾
の
露
呈
と
解
消
と
い
う
点
で
あ
く
ま
で
両

義
的
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
か
ら
シ
ラ
ー
に
い

た
る
理
路
の
問
題
点
は
、
な
に
よ
り
も
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」

の
両
義
性
を
、
社
会
の
統
合
原
理
と
し
て
構
成
的
に
の
み
捉
え
た
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
力
を
統
合
作

用
へ
と
還
元
し
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
安
定
性
を
恒
久
化
す
る
よ
う
な

意
識
を
ド
・
マ
ン
は
「
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
そ
の
も
の
に
内

在
す
る
批
判
的
な
力
を
捉
え
損
な
う
こ
と
で
、
結
果
的
に
「
エ
ス
テ

テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
自
体
を
「
没
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
／
麻
痺
的

な
も
の
」
へ
と
反
転
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。

3　

カ
ン
ト
美
学
の
内
在
批
判

　

は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
判
断
力
批
判
』

が
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
本
質
的
な
矛

盾
―
―
主
観
性
と
普
遍
性
の
分
裂
―
―
を
、
け
っ
し
て
文
字
通
り
解
決

し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
あ
た
か
も
こ
の
矛
盾
を
解
消

し
う
る
か
の
よ
う
に
、
当
の
矛
盾
の
う
ち
に
「
美
」
を
判
定
す
る
美
的

判
断
力
が
、
こ
の
矛
盾
を
無
に
し
た
り
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
（
揚
棄
）
し

た
り
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ド
・
マ
ン
が
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の

は
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
こ
の
矛
盾
が
ど
こ
ま
で
も
解
消
不
可
能
な
ア
ポ

リ
ア
と
し
て
残
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
エ
ス
テ

テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
根
本
的
な

0

0

0

0

両
義
性
を
証
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
、
一
方
で
体
系
の
全
体
化
を
も
た
ら
す
統
合
原
理
と
し
て

働
く
と
同
時
に
、
他
方
で
そ
の
可
能
性
に
ど
こ
ま
で
も
留
保
を
付
す
批

判
の
根
拠
と
も
な
る
の
だ
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ド
・
マ
ン
が
美
学
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
問
題
化
す
る
な
か
で
注
目
し
て
い
た
『
判
断
力
批
判
』

の
一
節
を
読
ん
で
み
た
い
。

大
洋
の
眺
め
も
〔
そ
れ
を
崇
高
と
見
る
と
き
に
は
〕
私
た
ち
が
あ
ら
ゆ

る
知
識
（
だ
が
知
識
は
直
接
的
な
直
観
の
う
ち
に
は
含
ま
れ
て
い
な

い
）
で
豊
か
に
さ
れ
て
そ
れ
を
思
考
す
る

0

0

0

0

よ
う
な
具
合
に
眺
め
て
は

な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
洋
を
水
棲
動
物
が
い
る
広
大
な
領
域
で



33　●　〈論文〉美的情動批判――宮﨑裕助

あ
る
と
か
、
陸
地
の
た
め
に
大
気
を
雲
で
満
た
す
水
蒸
気
を
貯
え
た

大
貯
水
池
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
諸
大
陸
を
互
い
に
分
離

さ
せ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
陸
間
の
き
わ
め
て
重
要
な
交
通
を

可
能
に
す
る
要
素
で
あ
る
と
か
思
考
す
る
よ
う
な
具
合
に
眺
め
て
は

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
は
た
だ
目
的
論
的
な
諸
判
断
を
与

え
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ひ
と
は
詩
人
が
す

る
よ
う
に
、
大
洋
を
た
ん
に
、
実
際
に
眼
の
眺
め
の
示
す
が
ま
ま
に
、

た
と
え
ば
静
か
な
大
洋
を
見
る
と
き
に
は
、
大
空
に
よ
っ
て
限
ら
れ

て
い
る
だ
け
の
明
る
い
水
鏡
と
し
て
、
荒
れ
て
い
る
と
き
は
、
す
べ

て
を
呑
み
込
も
う
と
脅
し
て
い
る
深
淵
と
し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

崇
高
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
「
美
的
反
省
的
判
断
の
解
明
に
か
ん
す
る
一
般
的
註

）
7
（

」
）

　

カ
ン
ト
は
、
広
大
な
海
原
を
「
崇
高
」
と
み
な
す
場
合
に
、
こ
の
大

洋
を
眺
め
る
純
粋
に
美
的
な
視
覚
を
「
詩
人
が
そ
う
す
る
よ
う
に
（w

ie 

die D
ichter es tun

）
」
そ
れ
を
「
実
際
に
眼
の
眺
め
（A

ugenschein
）

が
示
す
が
ま
ま
に
」
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
詩

人
」
の
視
覚
は
、
ま
さ
に
純
粋
に
美
的
＝

情
感
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

現
象
的
に
規
定
可
能
な
「
対
象
」
―
―
「
水
棲
動
物
が
い
る
広
大
な
領

域
」
や
「
大
貯
水
池
」
と
い
っ
た
目
的
論
的
判
断
の
対
象
―
―
を
括
弧

入
れ
し
、
そ
の
規
定
性
を
宙
づ
り
に
し
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
詩
人
の

視
覚
と
し
て
与
え
ら
れ
た
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
は
、
現
象
の

全
体
化
を
つ
か
さ
ど
る
目
的
論
的
な
判
断
を
無
効
化
す
る
よ
う
に
作
用

す
る
。
そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
、
現
象
と
し
て
有
意
義
な
何
も
の
も
視
て

い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
眼
差
し
は
、
そ
の
よ
う
な
視
覚
の
現
象
性
そ

の
も
の
が
不
可
能
に
な
る
と
同
時
に
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
よ
う
な
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
不
可
視
の
「
も
の
」
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

詩
人
と
は
、
そ
う
し
た
不
可
視
の
「
も
の
」を
純
粋
に
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ

ク
な
」
仕
方
で
眼
に
映
り
込
む
が
ま
ま
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
権
的

な
存
在
で
あ
る
。
詩
人
が
そ
う
呼
ん
だ
「
水
鏡
」
や
「
深
淵
」
は
、
概

念
や
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
規
定
可
能
な
現
象
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の

よ
う
な
「
も
の
」
を
示
唆
す
べ
く
付
け
ら
れ
た
仮
名
に
す
ぎ
な
い
。
ド
・

マ
ン
は
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
ア
ポ
リ
ア
を
強
調
す
べ
く
、

不
可
視
の
も
の
を
こ
そ
視
る
、
こ
う
し
た
純
粋
に
美
的
な
視
覚
を
、
物0

質
的
な

0

0

0

視
覚
と
呼
び
、
そ
こ
に
カ
ン
ト
の
唯
物
論
を
指
摘
し
た
の
で

あ
っ
た
（
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
現
象
性
と
物
質
性
」AI 80ff

／
一
四
六
頁
以
下
）
。

　

ま
と
め
よ
う
。
一
方
で
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
は
全
体
化
を

も
た
ら
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
源
泉
で
あ
り
、
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
こ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
安
定
性
を
恒
久
化
す
る
こ
と
（
美
学
化
）
に
存
し
て

い
る
。
し
か
し
他
方
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
核
心
に
解
消
不

可
能
な
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
「
物
質
性
」
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
つ
ね
に
不
安
定
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か

ぎ
り
で
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
自
体
が
、
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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に
対
す
る
抵
抗
の
場
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な

も
の
」
は
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
条
件
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
批
判

自
体
の
根
拠
で
も
あ
る
の
だ
。
ド
・
マ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

超
越
論
哲
学
の
批
判
力
は
そ
う
し
た
哲
学
の
企
図
そ
の
も
の
を
解

除
し
、
そ
こ
で
私
た
ち
の
手
に
残
さ
れ
る
の
は
た
し
か
に
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
は
な
く
て
（
…
）
ひ
と
つ
の
唯
物
論
な
の
だ
が
、
カ
ン
ト
の

後
継
者
た
ち
は
ま
だ
そ
れ
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
こ
と
が
な
い
。

こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
る
の
は
、
哲
学
的
な
精
力
や
合
理
的
な
力
の

不
足
の
た
め
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
力
の
強
さ
や
一
貫
性
の

結
果
な
の
で
あ
る
。 

（A
I 89

／
一
一
五
頁
）

　

た
し
か
に
『
判
断
力
批
判
』
は
（
批
判
の
完
遂
に
よ
っ
て
）「
エ
ス
テ

テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
に
宿
る
根
本
的
な
両
義
性
を
解
消
す
る
こ
と
で
こ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
基
礎
づ
け
に
成
功
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と

言
っ
て
こ
れ
は
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
批
判
に
（
そ
の
不
完

全
さ
ゆ
え
に
）
失
敗
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、『
判

断
力
批
判
』
は
、
真
に
批
判
的
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク

な
も
の
」
の
批
判
的
な
基
礎
づ
け
を
完
璧
に
達
成
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

ま
さ
に
そ
の
批
判
の
一
貫
し
た
力
に
よ
っ
て
当
の
基
礎
づ
け
の
企
図
を

か
え
っ
て
自
ら
破
壊
す
る
に
ま
で
い
た
る
、
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内

在
批
判
の
書
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

四　

美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
在

　

繰
り
返
せ
ば
、
カ
ン
ト
が
切
り
開
い
た
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」

へ
の
問
い
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
美
を
判
断
す
る
さ
い
の
よ
う
な
純

粋
に
主
観
的
な
感
情
が
、
あ
る
逆
説
的
な
仕
方
で
普
遍
性
へ
と
通
じ
て

お
り
、
万
人
に
通
用
す
べ
き
普
遍
的
な
妥
当
性
を
要
求
し
う
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

前
節
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
方
で
こ
の
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク

な
も
の
」
の
普
遍
化
作
用
が
、
あ
る
共
同
体
の
統
合
原
理
へ
と
固
定
化

さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
は
当
の
普
遍
性
を
一
共
同
体
の
全
体
性
と
取
り
違

え
る
と
い
う
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か

し
他
方
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
普
遍
性
要
求
が
、
そ
も
そ
も

ど
こ
ま
で
も
一
回
的
で
特
異
な
経
験
と
し
て
の
主
観
的
判
断
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
可
能
に
な
る
か
ぎ
り
で
、
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
は
、

そ
れ
自
体
が
全
体
化
作
用
に
対
す
る
批
判
的
な
力
を
内
包
し
て
い
る
。

　

コ
ー
ネ
ル
大
学
で
ド
・
マ
ン
に
学
ん
だ
ガ
ヤ
ト
リ
・
C
・
ス
ピ
ヴ
ァ

ク
は
、
二
〇
一
二
年
に
出
た
大
著
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
美

的
教
育
』
の
な
か
で
、
ま
さ
に
『
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
問
い
を
引

き
継
ぐ
か
た
ち
で
問
い
を
立
て
て
い
る
。

　

「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
た
ろ
う
と
す
る
凄
ま
じ
い
渇
望
の
な
か
に
あ
っ
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て
は
、
人
文
学
や
質
的
社
会
科
学
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
「
比
較
的

な
」
も
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
認
識
論
的
な
駆
動
力
を
も
た
な
い
。

そ
れ
ら
は
ま
す
ま
す
オ
ペ
ラ
に
似
た
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
社
会

に
お
い
て
周
辺
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
資
金
援

助
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
相
対
的
に
魅
力
的
な
シ
ン
ク
タ
ン
ク

と
、
単
一
言
語
を
用
い
た
「
学
際
的
な
研
究
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
風
土
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
美
的
教
育
に
訴
え
よ
う
と
し
て
も
、

一
部
の
下
品
な
聴
衆
し
か
期
待
で
き
な
い

）
8
（

。

　

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
古
典
的
な
美
的
教
育
の
有
効
性
が
失
わ
れ
た
か
に

み
え
る
現
在
、
旧
来
の
人
文
主
義
的
な
遺
産
を
解
除
（undo

）
し
、
い

か
に
あ
ら
た
め
て
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
契
機
が
も
つ
批
判

力
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
か
を
問
い
直
し
て
い
る
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
こ

れ
を
い
か
に
し
て
「
シ
ラ
ー
を
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
」
か
と
い
う
問
い

へ
と
言
い
換
え
て
、
体
系
的
な
探
究
と
い
う
よ
り
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文

脈
で
こ
の
問
い
を
変
奏
し
つ
つ
展
開
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
ド
・
マ

ン
以
後
」
と
も
い
う
べ
き
こ
う
し
た
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
問
題
設
定
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
も

）
9
（

、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
議
論
と
は
別
に
、
ド
・
マ
ン
の
『
美

学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
問
い
を
、
現
代
の
私
た
ち
が
捉
え
直
す
場
合
に
、

ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
う
る
の
か
、
私
た
ち
な
り
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
か
ら
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
与
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
は
、
カ
ン

ト
に
お
い
て
も
ド
・
マ
ン
に
お
い
て
も
視
覚
を
通
じ
て
受
け
と
る
情
動

の
経
験
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
現
代
に
あ
っ
て
私
た
ち
の
情

動
を
動
員
す
る
視
覚
的
な
経
験
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ

ア
を
介
し
た
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
経
験
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、
ギ
ー
・
ド
ゥ
ボ
ー
ル
の
古
典
的
著
作
『
ス

ペ
ク
タ
ク
ル
の
社
会
』
（
一
九
六
七
年

）
10
（

）
を
参
照
し
よ
う
。
ド
ゥ
ボ
ー
ル

ら
の
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ニ
ス
ト
が
批
判
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
人
々
に

よ
っ
て
現
実
に
生
き
ら
れ
た
社
会
関
係
が
、
大
量
消
費
社
会
に
お
け
る

商
品
の
論
理
、
す
な
わ
ち
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
商
品
を
広
告
し

欲
望
を
か
き
立
て
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（
見
世
物
）
の
う
ち
に
疎
外
さ
れ

て
い
る
と
い
う
資
本
主
義
的
な
支
配
の
論
理
で
あ
っ
た
。

　

後
年
ド
ゥ
ボ
ー
ル
が
『
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
社
会
に
つ
い
て
の
注
解
』

（
一
九
八
八
年
）
に
お
い
て
さ
ら
に
展
開
し
た
よ
う
に
、
現
代
の
ス
ペ
ク

タ
ク
ル
は
、
全
体
主
義
国
家
の
時
代
に
お
け
る
「
集
中
し
た
形
態
」
を

と
る
の
で
な
け
れ
ば
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費
社
会
を
謳
歌
し
た
時
代

の
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
「
拡
散
し
た
形
態
」
を
と
る
の
で
も
な
い
。
い
ま

や
そ
れ
ら
が
複
合
的
に
統
合
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
生
の
現
実

に
対
し
て
こ
の
「
統
合
さ
れ
た
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

）
11
（

」
は
す
み
ず
み
ま
で
浸

透
し
始
め
る
の
だ
。
ド
ゥ
ボ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
い
ま
や
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

に
媒
介
さ
れ
な
い
よ
う
な
「
生
の
現
実
」
は
も
は
や
存
在
せ
ず
、
そ
れ

は
人
間
の
身
体
を
直
接
に
捉
え
、
知
覚
の
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
書
き

換
え
る
に
ま
で
至
っ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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ド
・
マ
ン
の
高
弟
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
メ
デ
ィ

ア
を
介
し
た
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
を
上
演
し
て
私
た

ち
の
視
覚
を
惹
き
付
け
る
こ
と
で
、
私
た
ち
の
根
本
的
に
有
限
で
脆
弱

な
生
の
不
安
を
一
時
的
に
抑
制
す
る
作
用
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
見
入
る
者
た
ち
は
、
視
線
の
対
象
と
し

て
ス
ク
リ
ー
ン
の
内
側
に
映
し
出
さ
れ
る
事
件
に
驚
愕
し
恐
怖
し
つ
つ

も
、
見
る
者
の
存
在
そ
の
も
の
は
ス
ク
リ
ー
ン
の
外
に
置
か
れ
て
い
る

こ
と
で
、
そ
こ
に
見
入
る
者
同
士
の
相
互
的
な
同
一
化
、
い
わ
ば
想
像

上
の
連
帯
感
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
自
ら
の
生
の
不
安

を
つ
か
の
ま
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

）
12
（

。

　

こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
と
は
、
典
型
的
に
は
テ
レ
ビ
で

あ
り
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
の
は
連
日
流
れ
て
来
る
世
界
中
の

ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
。
政
治
的
な
情
動
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
、

つ
ね
に
こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
よ
っ
て
私
た
ち
の

「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
経
験
は
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
が
私
た
ち
の
生
の
現
実
を
覆
っ
て
い
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
情
動
も
そ
う
し
た
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
介
し
て

間
接
的
に
し
か
経
験
さ
れ
な
い
の
だ
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
し
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
、
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
外
で
経
験
し
て
い
る
日
々
の
現
実
も

ま
た
、
ス
ク
リ
ー
ン
を
眼
差
す
視
覚
と
同
一
化
し
た
経
験
を
通
し
て
し

か
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
ひ
と
ま
ず
「
疎
外
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
こ
の
全
面

的
な
疎
外
に
あ
っ
て
は
、
本
来
的
な
生
が
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
依
存
し
て

い
る
こ
と
で
、
当
の
「
本
来
性
」
自
体
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
さ
え
い

る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化
は
、
別
様
に
あ
り

え
た
か
も
し
れ
な
い
現
実
を
呑
み
込
み
、
現
実
の
意
味
づ
け
そ
の
も
の

を
付
与
し
な
が
ら
進
行
し
て
い
る
の
だ
。

　

原
理
的
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化

の
作
用
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化
が
、
人
々
が
欲

し
て
い
な
が
ら
不
可
視
で
あ
っ
た
も
の
を
可
視
化
す
る
と
い
う
（
マ
イ

ナ
ス
か
ら
プ
ラ
ス
へ
の
）
反
転
の
働
き
に
依
存
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
よ

う
な
可
視
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
こ
の
可
視
化
が
い
わ
ば
反
作
用
と

し
て
備
給
す
る
の
は
、
ま
さ
に
不
可
視
の
も
の
が
存
続
し
続
け
る
こ
と

へ
の
欲
望
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
、
た
と
え
ば
敵
（
テ
ロ
リ
ス
ト
）
は
ま
さ
に
そ
れ
を
抹

殺
し
よ
う
と
す
る
眼
差
し
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
見
出
さ
れ
、
さ
ら
に
は

実
の
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
眼
差
し
が
自
ら
つ
く
り
出
し
て
も
い
る
の
で

あ
る
。
近
年
で
は
、
そ
う
し
た
「
不
可
視
の
敵
」
が
肥
大
化
す
る
神
経

症
的
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
、
エ
ボ
ラ
出
血
熱
の
よ
う
な
ウ
イ
ル
ス
感
染

の
騒
動
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
原
発
事
故
の
余
波
で
生
じ
た

放
射
能
汚
染
の
よ
う
な
現
象
に
も
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
（
残
留
放
射

線
量
の
測
定
が
精
緻
化
し
そ
の
危
険
性
が
遍
在
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
ぶ
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ん
汚
染
除
去
や
健
康
被
害
を
め
ぐ
る
諦
念
や
忘
却
も
ま
た
並
行
し
て
進
む
の
だ

―
―
騒
ぎ
す
ぎ
だ
、
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
）
。
あ
る

い
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
担
い
手
た
ち
が
自
ら
の
情
動
が
駆
り
立
て

ら
れ
て
い
る
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
現
実
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
生
身

の
人
々
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
た
き
わ
め
て
抽
象
的
で
観
念
的
な
「
在
日
」
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て

で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

私
た
ち
の
日
常
の
現
実
は
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
知
覚
の
回
路
に
お

い
て
も
、
解
釈
枠
に
お
い
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
う
し
た
ス
ペ
ク

タ
ク
ル
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
た
情
動
の
渦
に
席
捲
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
外
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
先
に
引
用
し
た
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
一

文
に
戻
る
な
ら
、
彼
女
が
美
的
教
育
の
可
能
性
に
悲
観
的
で
あ
る
の
も

無
理
は
な
い
。
し
か
し
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な

も
の
」
の
内
在
批
判
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ド
・
マ
ン
の
美
学
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
論
の
意
義
が
確
認
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
立
論
は
こ
の
点
に
注
意
を
向
け
て
い
な
い
が
、
要
す

る
に
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
外
は
な
い
以
上
、
ま
さ
に
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ

ク
な
も
の
」
の
場
合
と
同
様
、
い
ま
や
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
そ
の
も
の
の
う

ち
に
い
わ
ば
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
全
面
化
に
対
す
る
抵
抗
要
素
、
ド
・
マ

ン
風
に
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
物
質
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
出
し
う
る
は

ず
で
あ
り
、
ま
た
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別
の
文
脈
に
お
い
て

で
あ
る
が
、
か
つ
て
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
ド
ゥ
ボ
ー
ル
の
『
注
解
』
に
寄
せ

た
文
章
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
は
、
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
自
体
に
抗
し
て
用
い
る
べ
き
な
に
が
し
か
の
肯
定
的
な
可
能
性
が

含
ま
れ
て
も
い
る

）
13
（

」
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
可
能
性
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と

も
そ
れ
を
探
る
た
め
の
第
一
の
条
件
は
、
私
た
ち
の
生
の
現
実
を
覆
う

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化
を
な
ん
と
か
や
り
過
ご
し
つ
つ
も
、
い
わ
ば
そ
の
下

部
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ジ
ュ

デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
―
―
彼
女
も
ド
・
マ
ン
の
学
生
の
一
人
だ
―
―
は
、

世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
悲
惨
な
出
来
事
に
さ
い
し
て
恐
れ
、
哀
し
み
、
同

情
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
さ
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
他
の
さ

ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
介
し
た
「
悲
嘆
可
能
性

（grievability

）
」
の
枠
組
が
一
種
の
下
部
構
造
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
そ
こ
に
は
そ

の
枠
組
に
は
入
ら
な
い
、
悲
嘆
可
能
性
の
対
象
で
す
ら
な
い
人
々
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
は
そ
の
相
互
依
存

関
係
を
分
析
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
戦
争
が
強
い
る
情
動
の
条
件
を
解

き
ほ
ぐ
す
可
能
性
を
見
て
い
る
。
本
稿
の
枠
内
で
は
も
は
や
こ
う
し
た

論
点
を
展
開
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
文
章
を
引
用
す

る
こ
と
で
、
さ
ら
に
追
究
す
べ
き
方
向
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

　

戦
争
は
、
諸
感
覚
に
作
用
す
る
こ
と
で
そ
の
慣
行
を
維
持
し
、
世

界
を
選
択
的
に
感
知
す
る
よ
う
に
諸
感
覚
を
つ
く
り
あ
げ
、
特
定
の
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イ
メ
ー
ジ
や
音
に
応
え
る
情
動
を
鈍
ら
せ
、
他
の
イ
メ
ー
ジ
や
音
に

対
し
て
は
情
動
に
満
ち
た
応
答
を
活
性
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
戦
争
は
感
覚
の
民
主
主
義
（a sensate dem

ocracy

）
を
蝕
み
、

私
た
ち
が
何
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
制
限
し
、
暴
力
の
ひ
と

つ
の
表
現
を
前
に
し
た
と
き
に
は
シ
ョ
ッ
ク
と
憤
り
を
、
他
の
表
現

を
前
に
し
た
と
き
に
は
独
善
的
な
冷
淡
さ
を
感
じ
る
よ
う
、
私
た
ち

を
仕
向
け
る
の
だ
。
（
…
）
重
要
な
の
は
、
戦
争
を
理
解
す
る
た
め

の
解
釈
の
マ
ト
リ
ク
ス
、
支
配
的
な
解
釈
―
―
情
動
に
作
用
す
る
だ

け
で
な
く
、
情
動
そ
れ
自
体
の
か
た
ち
を
と
り
、
情
動
と
し
て
の
効

果
を
も
つ
よ
う
な
解
釈
―
―
に
疑
義
を
差
し
挟
み
、
そ
れ
に
対
抗
す

る
よ
う
な
解
釈
の
マ
ト
リ
ク
ス
を
提
供
し
、
応
答
性
の
諸
条
件
を
問

い
質
す
こ
と
で
あ
る

）
14
（

。

結　

論

　

最
後
に
強
調
し
て
お
き
た
い
点
を
要
約
し
、
結
論
に
代
え
よ
う
。
ま

ず
も
っ
て
カ
ン
ト
が
練
り
上
げ
た
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
」
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、

「
美
」
を
契
機
と
し
つ
つ
も
、
日
常
の
た
だ
な
か
で
私
た
ち
が
直
面
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
一
回
的
な
情
動
の
経
験
に
は
―
―
い
わ
ば
ど
れ
ほ
ど
瑣

細
で
個
人
的
な
、
自
覚
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
密
か
な
情
動
の
う
ち
に
さ

え
―
―
普
遍
的
な
妥
当
性
を
要
請
す
る
、
い
く
ば
く
か
の
伝
達
可
能
性

が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
追
究
さ
れ
る
べ
き
伝

達
可
能
性
と
し
て
の
普
遍
性
は
、
け
っ
し
て
一
共
同
体
の
う
ち
で
実
現

し
う
る
よ
う
な
全
体
性
と
等
置
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
情
動
の
伝
達
可

能
性
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
経
験
を
け
っ
し
て
所
与
の
社

会
的
枠
組
や
概
念
的
な
形
式
へ
と
回
収
し
て
押
し
殺
す
こ
と
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
に
特
有
の
情
動
と
し
て
新
た
に
発
見
し
、
新
た
な
表
出
の
様
式

の
な
か
で
肯
定
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
う
し
た
情
動
の
経
験
を
各
々
の
一
回
性
に
お
い
て
引
き
受
け
る
こ
と

に
よ
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
媒
介
を
通
し
て
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化
さ
れ
た
経
験

の
た
だ
な
か
で
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
全
面
的
支
配
を
中
断
す
る
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ド
・
マ
ン
は
あ
く
ま
で
繊
細
な
テ
ク
ス
ト
読
解
の
手
つ
き
に
よ
っ
て
、

そ
う
し
た
一
回
的
な
情
動
の
契
機
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化
し
た
情
動
を
中

断
す
る
批
判
的
契
機
と
な
る
、
言
語
や
修
辞
の
物
質
的
条
件
―
―
い
わ

ば
「
情
動
の
下
部
構
造
」
―
―
を
分
析
し
続
け
た
。
「
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
・

ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
び
う
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
読
解
に
よ
っ

て
ド
・
マ
ン
は
カ
ン
ト
の
唯
物
論

0

0

0

0

0

0

0

を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

と
り
も
な
お
さ
ず
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
自
身
の
唯
物
論
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
う
し
た
美
的
情
動
批
判
を
通
じ
て
「
一
回
的
ゆ
え
の
普
遍
的

な
連
帯
」
と
も
い
う
べ
き
、
政
治
的
情
動
な
い
し
情
動
の
政
治
の
可
能

性
が
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
か
。

も
は
や
一
般
化
し
う
る
回
答
は
な
い
。
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
特
定
の
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時
代
、
社
会
、
場
所
等
々
の
具
体
的
な
条
件
に
関
し
て
、
そ
の
よ
う
な

問
い
か
け
が
再
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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niversity of M

innesota 
Press, 1983

）
／
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
盲
目
と
洞
察
―
―
現
代
批
評
の
修

辞
学
に
お
け
る
試
論
』
宮
﨑
裕
助
・
木
内
久
美
子
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
一
二
年

（
初
版
か
ら
の
翻
訳
）
。Allegories of R

eading: Figural Language in 

R
ou

sseau
, N

ietzsche, R
ilke, an

d P
rou

st 

（N
ew

 H
aven: Y

ale 
U

niversity Press, 1979

）
／
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
―
―
ル
ソ
ー
、

ニ
ー
チ
ェ
、
リ
ル
ケ
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
比
喩
的
言
語
』
土
田
知
則
訳
、

岩

波

書

店
、

二

〇

一

三

年
。A

esthetic Ideology 

（M
inneapolis: 

U
niversity of M

innesota Press, 1996

）
／
『
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

上
野
成
利
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
三
年
。
以
下
、
『
美
学

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
はA
I

と
略
記
し
、
参
照
頁
は
括
弧
内
に
（A

I

原
著
頁

ア
ラ
ビ
ア
数
字
／
邦
訳
頁
漢
数
字
）
の
要
領
で
示
す
。

（
2
） Cf. Jacques D

errida, M
ém

oires

―pour P
aul de M

an 

（P
aris: 

G
alilée, 1988

）; “Le ruban de m
achine à écrire 

（Lim
ited Ink II

）” 
in Papier M

achine 

（Paris: G
alilée, 2001

）, pp. 33-147

／
「
タ
イ
プ

ラ
イ
タ
ー
の
リ
ボ
ン
―
―
有
限
責
任
会
社
Ⅱ
」『
パ
ピ
エ
・
マ
シ
ン
』
上
巻
、

中
山
元
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
五
五
―
二
八
六
頁
。

F
red

eric Jam
eso

n
, “Im

m
an

en
ce an

d
 N

o
m

in
alism

 in 
Postm

odern T
heoretical D

iscourse: Part 2. D
econstruction 

and N
om

inalism
” in Postm

odernism
, or, T

he C
ultural Logic of Late 

C
apitalism

 

（N
ew

 York and London: Verso, 1991

）, pp. 217-259; 
E

rnesto Laclau, “T
he Politics of R

hetoric ” in M
aterial E

vents: 

P
aul de M

an and the A
fterlife of T

heory, eds. T
om

 C
ohen, 

B
arb

ara C
oh

en
, J. H

illis M
iller, A

n
d

rzej W
arm

in
sk

i 

（M
inneapolis: U

niversity of M
innesota Press, 2001

）, pp. 229-
253 

［

短

縮

改

訂

版

と

し

て

ラ

ク

ラ

ウ

の

著

書 T
he R

hetorical 

Foundations of Society 

（N
ew

 York and London: Verso, 2014

）, pp. 
79-99 

に
も
収
録
］; E

tienne B
alibar, “Lovence in R

ousseau ’s Julie 
ou la N

ouvelle H
éloïse” in T

he Political A
rchive of Paul de M

an: 

Property, Sovereignty, and the T
heotropic, ed. M

artin M
cQ

uillan 

（E
dinburgh: E

dinburgh U
niversity P

ress, 2012

）, pp. 13-24; 
M

ichael Sprinker, “Politics and Language: Paul de M
an and 

Perm
anence of Ideology ” in Im

aginary R
elations: A

esthetics and 

Ideology in the T
heory of H

istorical M
aterialism

 

（N
ew

 York and 
London: Verso, 1987

）, pp. 237-266. 

な
お
関
連
す
る
拙
論
と
し
て
「
法

の
テ
ク
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
の
法
―
―
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
に
お
け
る
ル

ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
の
キ
ア
ス
ム
読
解
」
『
現
代
思
想
』
第
四
〇
巻
・

第
一
三
号
（
二
〇
一
二
年
十
月
）
青
土
社
、
一
九
〇
―
二
〇
六
頁
、
お
よ

び
「
弁
解
機
械
作
動
中
―
―
ル
ソ
ー
の
「
盗
ま
れ
た
リ
ボ
ン
」
を
め
ぐ
る

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
」『
思
想
』
第
一
〇
七
一
号
（
二

〇
一
三
年
七
月
）
岩
波
書
店
、
一
〇
一
―
一
二
七
頁
。

（
3
） Paul de M

an, T
he R

esistance to T
heory 

（M
inneapolis: U

niversity 
of M

innesona Press, 1986

）, p. 121

／
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
理
論

へ
の
抵
抗
』
大
河
内
昌
・
富
山
太
佳
夫
訳
、
国
文
社
、
一
九
九
二
年
、
二

三
九
頁
。

（
4
） Paul de M

an, T
he R

hetoric of R
om

anticism
 

（N
ew

 York: C
olum

bia 
U

niversity Press, 1984

）, pp. 263f

／
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
ロ
マ
ン

主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
山
形
和
美
・
岩
坪
友
子
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
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一
九
九
八
年
、
三
一
三
―
四
頁
。

（
5
） Friedrich Schiller, K

allias oder über die Schönheit / Ü
ber A

nm
ut 

und W
ürde, ed. K

laus L. B
erghahn 

（Stuttgart: R
eclam

, 1971

）, 
pp. 54f

／
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ラ
ー
『
美
学
芸
術
論
集
』
石
原

辰
二
訳
、
冨
山
房
、
一
九
七
七
年
、
六
八
―
六
九
頁
。

（
6
） Joseph

 G
oeb

b
els, M

icha
el, E

in
 deu

tsches S
chicksa

l in 

T
agebuchblättern 

（M
unich: F. E

ber, 1933

）, p. 21; 

「
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
―

―
日
記
が
語
る
あ
る
ド
イ
ツ
的
運
命
」
池
田
浩
士
編
訳
『
ド
イ
ツ
・
ナ
チ

ズ
ム
文
学
集
成
1
―
―
ド
イ
ツ
の
運
命
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
二
六

―
七
頁
。
引
用
し
た
訳
文
は
こ
こ
で
は
ド
・
マ
ン
の
引
用
す
る
英
訳
か
ら

翻
訳
し
た
（C

f. A
I 154f

／
二
八
四
頁
）
。

（
7
） Im

m
anuel K

ant, K
ritik der U

rteilskraft 

（1790

）, ed. H
einer F. 

K
lem

m
e 

（H
am

burg: Felix M
einer, 2009

）, p. 141

／

イ

マ

ヌ

エ

ル
・
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
上
巻
、
宇
都
宮
芳
明
訳
、
以
文
社
、
一
九

九
四
年
、
二
三
九
―
二
四
〇
頁
。

（
8
） Gayatri C

hakravorty Spivak, A
n A

esthetic E
ducation in the E

ra of 

G
lobalization 

（C
am

bridge, M
ass.: H

arvard U
niversity Press, 

2012

）, p. 26. 

訳
文
は
、
上
村
忠
男
氏
の
論
文
（
後
註
参
照
）
に
引
か
れ

た
も
の
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
9
） 

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
議
論
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
さ
れ
た
い
。
上
村
忠
男
「
シ

ラ
ー
を
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
―
―
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
時
代
に
お
け
る
美
的
教
育
」
上
／
下
篇
、『
み
す
ず
』
第
六
二
六
号
（
二

〇
一
四
年
五
月
）
六
―
二
〇
頁
／
同
・
第
六
二
七
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

一
四
―
二
五
頁
。

（
10
） Guy D

ebord, La Société du spectacle 

（Paris: G
allim

ard, 1992

）
／

ギ
ー
・
ド
ゥ
ボ
ー
ル
『
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
社
会
』
木
下
誠
訳
、
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
。

（
11
） Guy D

ebord, C
om

m
entaires sur la société du spectacle 

（Paris: 

G
allim

ard, 1992

）, p. 21

／
ギ
ー
・
ド
ゥ
ボ
ー
ル
『
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の

社
会
に
つ
い
て
の
注
解
』
木
下
誠
訳
、
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
九
頁
。

（
12
） Sam

uel W
eber, T

heatricality as M
edium

 

（N
ew

 York: Fordham
 

U
niversity Press, 2004

）, pp. 331ff

／
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

『
破
壊
と
拡
散
』
野
内
聡
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
〇
五
年
、
三
〇
頁
以
下
。

（
13
） 

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
人
権
の
彼
方
に
―
―
政
治
哲
学
ノ
ー
ト
』

高
桑
和
巳
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
六
頁
。

（
14
） Judith B

utler, Fram
es of W

ar: W
hen Is Life G

rievable? 

（N
ew

 York 
and London: Verso, 2010

）, pp. 51-2

／
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
戦

争
の
枠
組
―
―
生
は
い
つ
嘆
き
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
』
清
水
晶
子
訳
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
七
〇
―
七
一
頁
（
な
お
本
書
は
、
二
〇
一
〇

年
の
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
が
出
た
さ
い
に
二
一
頁
に
わ
た
る
長
文
の
前
書

き
―
―
戦
争
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
イ
メ
ー
ジ
や
視
覚
に
つ
い
て
の
問
い
や
、

パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
へ
の
さ
ら
な
る
考
察
が
含
ま
れ
重
要
で
あ
る
―
―
が
追

補
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
の
初
版
を
底
本
と
し
て
い
る
邦
訳
書
に
は

収
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
参
照
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
）
。



41　●　〈論文〉芸術批評の概念に関する小論――三島憲一

　

考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
す
で
に
、
い
っ
さ
い
の
特

殊
な
内
容
以
前
に
、
否
定
な
の
だ
。
思
考
に
押
し
付
け
ら
れ
て
く

る
い
っ
さ
い
の
も
の
に
対
す
る
抵
抗
な
の
だ
。
…
…
考
え
る
と
い

う
概
念
に
受
動
的
な
直
観
（passivistische Anschauung

）
の
反
対
物

と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
艱
難
は
、
そ
れ
だ
け
で
否
定
的
な
も
の
な

の
だ
。
い
っ
さ
い
の
直
接
的
な
も
の
に
服
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

無
理
難
題
に
逆
ら
う
こ
と
な
の
だ
。 

 
 

ア
ド
ル
ノ
『
否
定
弁
証
法

）
1
（

』

1　

問
題
設
定

　

「
不
協
和
音
と
苦
悩
を
秘
め
た
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
も
、
そ
れ
を
見
る

と
き
に
よ
い
投
資
か
ど
う
か
と
考
え
る
文
化
消
費
者
ど
も
の
い
よ
い
よ

も
っ
て
貪
欲
な
大
群
の
主
食
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
と
い
う
の
も
、
実
際
に
ま
だ
こ
の
語
が
使
え
る
と
し
て
も
、
祝
わ
れ

て
も
恐
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
現
代
文
化
生
活
の
栄
光
あ
る
装
飾
と
な

り
果
て
た

）
2
（

」
。

　

右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
名
著
『
弁
証
法
的
想
像
力
』
の
冒

頭
の
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
で
あ
る
。
社
会
思
想
に
と
っ
て
芸
術
論
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
そ
の
本
が
、
世
紀
転
換

期
か
ら
両
大
戦
間
の
時
代
に
生
ま
れ
た
現
代
芸
術
の
そ
の
後
の
運
命
を

多
少
と
も
自
嘲
的
に
暗
示
し
た
文
章
で
は
じ
め
て
い
る
の
は
な
に
を
意

味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
諦
念
の
隠
し
味
も
聞
き
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
論
で
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
こ
の
よ
う
な
運
命
を
念
頭

　

特
集　

社
会
思
想
と
し
て
の
批
評　

〈
論
文
〉

芸
術
批
評
の
概
念
に
関
す
る
小
論

三
島
憲
一
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に
置
き
つ
つ
、
そ
う
し
た
芸
術
を
語
る
言
語
、
つ
ま
り
批
評
の
言
語
の

現
在
に
お
け
る
あ
り
よ
う
を
論
じ
て
み
た
い
。
特
に
、
過
去
の
記
憶
と

反
芻
に
あ
た
っ
て
の
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
ク
ル
ー
ゲ
に
至
る
批
評
の
言

語
と
文
学
の
言
語
の
融
合
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
最
も

非
現
代
的
な
言
語
と
し
て
「
反
面
教
師
」
的
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
正

統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
さ
ら
に
は
市
民
社
会
派
と
日
本

文
化
論
者
で
あ
る
。

2　

挑
発
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
浸
透

　

か
つ
て
は
善
良
な
市
民
の
首
を
か
し
げ
さ
せ
た
作
品
群
が
、
現
在
で

は
言
祝
が
れ
な
が
ら
、
構
造
的
汚
職
の
中
心
に
位
置
す
る
銀
行
の
重
役

室
を
飾
っ
て
い
る
―
―
。
現
代
芸
術
は
も
は
や
公
共
圏
に
お
い
て
、
か

つ
て
の
よ
う
な
感
性
を
揺
さ
ぶ
る
機
能
を
持
た
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
衝
撃
力
を
失
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
作

品
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
取
り
引
き
さ
れ
、
私
物
化
さ
れ
る
か
、
ル
ネ

サ
ン
ス
絵
画
と
同
じ
に
高
額
の
保
険
を
つ
け
て
博
物
館
で
祭
壇
化
さ
れ

て
い
る
。
私
的
な
所
有
欲
の
満
足
か
、
お
な
じ
く
私
的
な
内
面
の
慰
謝

に
終
始
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
は
、

近
代
に
お
い
て
自
立
し
た
芸
術
が
持
つ
日
常
生
活
か
ら
の
疎
隔
へ
の
挑

戦
だ
っ
た
。
博
物
館
的
自
律
性
を
打
ち
破
る
と
い
う
当
初
の
挑
発
的
な

綱
領
と
は
う
ら
は
ら
に
、
公
的
機
能
を
失
い
、
私
的
享
楽
の
対
象
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
博
物
館
の
陳
列
品
を
運
河
に
流
せ
」と
は
、

芸
術
論
の
タ
リ
バ
ー
ン
で
あ
る
未
来
派
の
宣
言
だ
っ
た
の
だ
が
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
じ
ま
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
至
る
モ
ダ
ン

芸
術
の
衝
撃
力
は
、
美
的
習
慣
へ
の
挑
発
に
、
こ
れ
ま
で
タ
ブ
ー
視
さ

れ
て
い
た
も
の
の
陵
辱
に
あ
っ
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
を
「
外
界
に
焦
点
を
合
わ
す
こ
と
な
く
脱
中
心
化
し
た
主
観
性
に

お
け
る
自
己
経
験
の
客
観
化
」
と
形
容
す
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
こ
の

自
己
経
験
の
内
容
を
「
日
常
の
空
間
・
時
間
構
造
か
ら
の
離
脱
」
「
知

覚
上
や
合
目
的
的
な
行
動
が
準
拠
す
る
習
慣
的
約
束
か
ら
の
離
反
」「
冒

涜
と
衝
撃
の
弁
証
法
」
と
い
う
よ
う
に
解
述
す
る

）
3
（

。
こ
の
三
つ
の
性
格

づ
け
の
そ
れ
ぞ
れ
は
外
界
（
例
え
ば
レ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
の
脱
出
と
抽
象
絵

画
の
成
立
）
、
社
会
的
交
流
の
世
界
（
例
え
ば
既
成
の
文
学
的
語
り
の
放
棄
）
、

そ
し
て
内
面
の
世
界
（
例
え
ば
性
的
タ
ブ
ー
の
挑
発
的
解
体
）
に
相
応
し

て
い
る
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
モ
ダ
ン
芸
術
は
「
反
社
会
的
」
で

あ
り
、
現
実
原
則
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
通
常
の
文
明
生
活
へ

の
反
逆
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
い
た
る
「
デ
カ
ダ
ン
ス
は
、
野
蛮
な
も
の
、
野

性
的
な
も
の
、
原
初
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
直
接
に
自
己
の
あ
り
方
を

認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
歴
史
と
い
う
連
続
的
な
も
の
を
吹
き
飛
ば
そ

う
と
す
る
、
こ
う
し
た
ア
ナ
ー
キ
ー
な
も
く
ろ
み
を
見
る
と
、
美
的
意

識
に
は
、
反
抗
的
転
覆
の
力
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
美
の
意
識

は
、
伝
統
に
よ
る
規
範
化
の
作
業
に
反
抗
し
、
い
っ
さ
い
の
規
範
的
な
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も
の
に
対
す
る
反
乱
の
経
験
を
栄
養
源
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
道
徳
的

な
善
と
か
実
際
上
の
有
効
性
と
い
っ
た
も
の
を
骨
抜
き
に
し
、
秘
儀
と

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
弁
証
法
を
た
え
ず
演
じ
続
け
る
。
つ
ま
り
、
冒
涜
行

為
を
す
る
時
の
恐
怖
が
持
つ
魅
力
の
と
り
こ
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
同

時
に
、
そ
う
し
た
冒
涜
の
結
果
が
あ
ま
り
に
月
並
み
で
あ
る
の
を
見
る

と
、
そ
こ
か
ら
ま
た
逃
げ
出
し
て
行
く

）
4
（

」
。
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
処

女
陵
辱
の
冒
涜
と
美
の
結
合
を
歌
い
上
げ
た
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
で
あ
り
、

ア
フ
リ
カ
の
民
俗
芸
術
の
仮
面
を
か
ぶ
せ
ら
れ
、
「
女
」
と
い
う
類
に

一
般
化
さ
れ
、
自
然
と
化
し
た
裸
の
女
性
の
姿
を
記
述
す
る
ミ
シ
ェ
ル
・

レ
リ
ス
の
文
章
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
こ
こ
に
「
人
類
学
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
と
芸
術
に
お
け
る
エ
キ
ゾ
シ
ズ
ム
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」

の
結
合
が
も
た
ら
す
冒
涜
の
快
楽
の
極
致
を
見
て
い
る

）
5
（

。

　

そ
れ
は
ま
た
、
「
日
常
生
活
が
盲
目
の
伝
統
に
依
拠
し
て
い
る
事

態
）
6
（

」
へ
の
反
乱
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
九
世
紀
の
市
民
社
会
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
で
見
れ
ば
、
教
養
市
民
層
の
生
活
の
欺
瞞
へ
の
挑
発
で

あ
っ
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
万
国
博
覧
会
の
批
評
で
「
現
代
の
ヴ
ィ
ン

ケ
ル
マ
ン
流
」
を
、
つ
ま
り
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
美
術
理
解
を
罵
っ
て
中

国
芸
術
の
展
示
を
賞
賛
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
反
乱
で
あ
っ
た

）
7
（

。

そ
の
点
で
は
マ
ル
ク
ス
が
市
民
社
会
の
教
養
人
た
ち
の
夫
婦
関
係
の
欺

瞞
を
罵
倒
す
る
の
と
同
じ
だ
っ
た
。
『
共
産
党
宣
言
』
に
は
こ
う
記
さ

れ
て
い
る
。
「
わ
れ
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
ち
は
、
…
…
自
分
た
ち
の
妻

を
互
い
に
誘
惑
し
あ
う
こ
と
を
、
こ
の
上
な
い
楽
し
み
と
し
て
い
る

）
8
（

」
。

　

ジ
ェ
イ
が
先
の
引
用
で
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
反
抗
的
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
の
風
化
で
あ
る
。
「
反
抗
的
転
覆
の
力
」
を
認
め
た
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
も
、
「
だ
が
美
的
モ
デ
ル
ネ
の
こ
う
し
た
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
、

こ
の
と
こ
ろ
す
っ
か
り
老
化
し
て
い
る

）
9
（

」
と
、
一
九
八
〇
年
代
の
冒
頭

に
認
め
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
早
く
に
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
関
し

て
「
新
音
楽
の
老
化
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
。
衝
撃
的
だ
っ
た
新
し

い
記
譜
法
も
、
馴
れ
の
な
か
で
惰
性
化
し
た
消
費
に
妥
協
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
が

ま
っ
た
く
意
味
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ル
カ
ー
チ
が
愚
か

に
も
要
求
し
た
よ
う
に
、
日
常
の
「
受
動
的
な
直
観
」
（
モ
ッ
ト
ー
に
引

い
た
ア
ド
ル
ノ
の
言
葉
）
で
読
め
る
古
典
的
大
小
説
の
レ
ア
リ
ズ
ム
世
界

に
戻
れ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

）
10
（

。
む
し
ろ
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸

術
は
、
い
わ
ば
「
思
い
上
が
り
」
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
も
実
り
豊
か
な

挫
折
を
遂
げ
た
の
で
あ
り
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
は
日
常
生
活
に

定
着
し
た
の
だ
。
「
老
化
」
は
「
思
い
上
が
り
」
を
通
じ
て
の
あ
る
程

度
の
「
成
功
」
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

　

「
思
い
上
が
り
」
は
、
モ
ダ
ン
の
時
代
に
お
け
る
社
会
的
・
文
化
的

な
分
化
（D

ifferenzierung

）
を
芸
術
の
名
に
お
い
て
解
消
・
止
揚
し

う
る
と
し
た
誤
算
で
あ
る
。
客
観
的
世
界
に
関
す
る
知
と
そ
の
諸
制
度

（
科
学
と
そ
の
た
め
の
研
究
組
織
）
、
社
会
的
世
界
に
関
す
る
規
範
的
知
の

精
密
化
と
そ
の
諸
制
度
（
政
治
や
法
曹
の
組
織
）
、
内
面
的
経
験
の
複
雑

化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
（
芸
術
と
芸
術
批
評
）
、
こ
う
し
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た
分
化
を
破
壊
し
、
一
気
に
生
活
を
革
新
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
例
え

ば
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
も
く
ろ
み
だ
っ
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
ド
イ

ツ
の
歴
史
的
破
局
と
の
関
連
か
ら
だ
ろ
う
が
、
特
に
言
及
し
て
い
な
い

が
、
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
や
ド
イ
ツ
青
年
運
動
も
そ
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
共
有
し
て
い
た
。
最
近
で
は
「
誰
も
が
芸
術
家
で
あ
る
」
と
論

じ
、
最
終
的
に
は
通
念
と
し
て
の
芸
術
を
拒
否
し
て
環
境
運
動
に
飛
び

込
ん
だ
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ボ
イ
ス
な
ど
も
そ
の
延
長
で
あ
る

）
11
（

。
だ
が
、
こ
れ

は
「
思
い
上
が
り
」で
あ
っ
て
、
挫
折
す
る
し
か
な
い
も
の
だ
っ
た
。
「
合

理
化
し
た
日
常
生
活
を
、
そ
れ
に
と
も
な
う
硬
直
し
た
文
化
の
貧
困
か

ら
救
う
た
め
に
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
文
化
的
領
域
―
―
こ
こ
で
は
芸
術

の
領
域
―
―
を
無
理
矢
理
に
開
け
放
ち
、
専
門
化
し
た
知
識
の
ひ
と
つ

で
あ
る
も
の
に
す
べ
て
を
接
合
し
よ
う
と
し
て
も
、
ど
だ
い
無
理

）
12
（

」
と

い
う
の
が
誤
算
の
理
由
で
あ
る
。
「
ニ
ー
チ
ェ
や
バ
ク
ー
ニ
ン
や
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
が
彼
ら
の
実
際
の
生
活
に
お
い
て
表
現
し
て
い
る
反
抗
的
な

力
を
一
般
化
す
る
だ
け
で
は
駄
目
な
の
で
あ
る

）
13
（

」
。

　

複
雑
化
し
た
近
代
社
会
を
一
つ
の
原
理
で
整
序
し
よ
う
と
い
う
欲
望

の
挫
折
は
、
す
べ
て
を
国
家
行
政
の
計
画
に
還
元
す
る
現
実
の
社
会
主

義
と
そ
の
「
教
条
主
義
」
や
「
道
徳
的
厳
格
主
義

）
14
（

」
に
つ
い
て
も
言
え

る
し
、
生
活
の
い
っ
さ
い
を
理
論
理
性
に
よ
っ
て
再
建
し
よ
う
と
す
る

論
理
至
上
主
義
（
例
え
ば
ウ
ィ
ー
ン
学
派
か
ら
ロ
レ
ン
ツ
ェ
ン
）
に
つ
い

て
も
言
え
る
。
官
僚
社
会
主
義
に
お
け
る
恐
怖
の
支
配
と
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
と
は
、
左
右
を
分
け
な
が
ら
表
裏
一
体
な
の
だ
。
多
く
の
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ト
が
芸
術
と
政
治
（
共
産
主
義
）
の
あ
い
だ
で
揺
れ
動
き
、

ど
ち
ら
か
へ
の
決
断
は
偶
発
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の

た
め
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
こ
の
「
挫
折
」
は
実
り
豊
か
な
知
的
・
文
化
的
遺
産
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
が
も
し
も
書
か
れ
な
か
っ
た
ら
、

ニ
ー
チ
ェ
の
批
評
的
散
文
が
、
一
時
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お
け
る

よ
う
に
禁
書
で
あ
っ
た
ら
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
作
品
を
、
逆
説
的

に
も
美
術
館
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
…
…
と
考
え
る
だ
け

で
明
ら
か
だ
。
そ
の
止
揚
が
目
指
さ
れ
た
社
会
的
・
文
化
的
な
分
化
が

よ
り
反
省
的
な
次
元
で
、
―
―
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
自
己
満
足
を
解
毒

し
て
―
―
新
た
に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
的
進
展
で
あ
る
。

　

芸
術
上
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
お
ご
り
に
よ
る
豊
か
な
挫
折
の
な
か
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
「
思
い
上
が
り
」

の
ゆ
え
に
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
感
性
を
鋭
敏
か
つ
豊
か
に
し
て
い
る
。

例
え
ば
絵
画
芸
術
で
エ
ゴ
ン
・
シ
ー
レ
と
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
と
ピ
カ
ソ

に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ツ
・
マ
ル
ク
と
キ
ル
ヒ
ナ
ー
と
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル

ン
ス
ト
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
と
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー

コ
ン
と
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
方

法
意
識
な
が
ら
、
共
通
す
る
「
脱
出
」
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
線
と
色

と
形
態
と
、
通
常
な
ら
ざ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
そ
の
コ
ン
ビ
ネ
ー

シ
ョ
ン
は
、
ま
た
こ
の
世
な
ら
ぬ
情
熱
の
美
化
と
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た

人
物
像
は
、
商
品
化
と
そ
れ
へ
の
抵
抗
は
、
カ
フ
ェ
ー
で
あ
れ
、
応
接
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間
で
あ
れ
、
下
宿
の
壁
に
貼
ら
れ
た
コ
ピ
ー
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
か

た
ち
で
日
常
の
感
性
の
流
動
化
と
さ
ら
な
る
生
産
を
生
み
出
し
て
い
る
。

日
曜
画
家
の
多
く
が
描
く
印
象
派
の
猿
真
似
作
品
と
比
べ
れ
ば
、
差
は

あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　

日
常
化
と
言
え
ば
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
運
動
は
そ
の
エ
ン
ジ
ン
だ
っ
た
。

例
え
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
宣
言
さ
れ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
ド
イ

ツ
国
民
劇
場
の
壁
に
は
「
こ
の
建
物
に
お
い
て
ド
イ
ツ
国
民
は
そ
の
国

民
議
会
を
通
じ
て
一
九
一
九
年
八
月
十
一
日
、
自
ら
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル

憲
法
を
与
え
た
」
と
ボ
ー
ル
ド
書
体
の
ブ
ロ
ン
ズ
の
板
が
貼
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
見
事
な
デ
ザ
イ
ン
は
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
総
帥
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

グ
ロ
ピ
ウ
ス
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
知
的
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
の
融
合
の
可
能
性
。
そ
の
点
で
は
ボ
イ
ス
が
、
社
会
的
分
化

を
超
え
て
環
境
意
識
に
寄
与
し
た
こ
と
も
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
生
み
出
し
た
家
具
は
、
た
と
え
I 
K 
E 

A
化
し
て

は
い
て
も
、
や
は
り
日
常
生
活
の
革
新
を
も
た
ら
し
た
。
「
形
態
は
機

能
に
服
す
る
」
「
装
飾
は
犯
罪
だ
」
と
言
っ
た
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
以

降
の
新
し
い
建
築
言
語
も
、
二
十
世
紀
が
戦
争
と
強
制
収
容
所
の
世
紀

だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
理
性
は
別
の
側
面
も
示
し

て
い
た
。
す
で
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
「
経
験
と
貧
困
」

で
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
名
と
と
も
に
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
を
「
最
良
の

頭
脳
」
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
、
彼
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
「
わ
た

し
は
最
も
モ
ダ
ン
な
経
験
を
し
て
い
る
人
々
の
た
め
に
の
み
書
く
。
ロ

コ
コ
や
ル
ネ
サ
ン
ス
へ
の
憧
れ
に
耽
る
人
々
の
た
め
に
は
書
か
な
い

）
15
（

」
。

「
日
常
の
受
動
的
直
観
」
を
打
ち
破
る
新
し
い
感
性
経
験
と
は
、
そ
れ

自
身
が
「
抵
抗
」
で
あ
る
「
思
考
」
（
ア
ド
ル
ノ
）
に
よ
る
ひ
と
つ
の
構

築
（K

onstruktion

）
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
芸
術
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

共
通
の
ク
レ
ド
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
こ
う
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
巨
匠
た
ち
の
、
自
由
奔
放
な
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
（
依
然
と
し
て
マ
ッ
チ
ョ
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ

が
）
、
現
代
で
は
日
常
化
・
庶
民
化
を
見
せ
て
い
る
。
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

反
抗
は
人
々
の
間
に
浸
透
し
た
」
と
よ
く
言
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
数
十
年
の
厭
戦
気
分
、
そ
の

自
覚
化
さ
れ
た
形
態
の
平
和
主
義
と
も
む
す
び
つ
い
て
い
た
。
破
壊
力

や
反
抗
的
気
分
は
消
失
し
た
が
、
「
老
化
」
は
定
着
で
も
あ
っ
た
。

　

批
評
の
言
語
は
、
こ
の
過
程
で
、
二
重
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

そ
れ
は
一
方
で
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
以
来
、
ま
た
ド
イ
ツ
で
は
ア
ル
フ

レ
ー
ト
・
ケ
ル
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
と
お
り
、
専
門
家
に
よ
る
作
品
と

一
般
公
衆
（
読
者
、
鑑
賞
者
、
音
楽
の
聴
取
者
、
や
が
て
は
映
画
鑑
賞
者
な
ど
）

と
の
媒
介
で
あ
る
。
専
門
知
に
依
拠
し
な
が
ら
新
聞
・
雑
誌
な
ど
を
通

じ
て
一
般
の
人
々
に
作
品
を
選
別
し
、
解
釈
を
媒
介
す
る
役
割
で
あ
る
。

他
方
で
は
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
以
来
、
新
た
な
芸
術
理

解
を
通
じ
て
、
芸
術
そ
の
も
の
の
革
新
に
寄
与
す
る
役
割
で
あ
る
。
あ

る
い
は
芸
術
の
内
容
や
方
法
を
芸
術
家
と
一
緒
に
作
り
上
げ
て
行
く
役

割
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ロ
マ
ン
派
が
い
か
に
孤
独
を
語
ろ
う
と
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も
、
著
者
の
絶
対
的
個
人
主
義
は
消
失
し
、
芸
術
は
事
実
上
、
共
同
作

品
と
な
る
。
そ
し
て
受
容
の
地
平
の
な
か
で
の
共
同
解
釈
と
な
る
。
カ

ン
ト
は
芸
術
美
と
自
然
美
に
つ
い
て
の
客
観
的
判
断
を
生
み
出
す
間
主

観
的
条
件
に
つ
い
て
語
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、
芸
術
を
め
ぐ
る
批
評
の
言

語
は
、
お
の
ず
か
ら
受
容
美
学
的
な
芸
術
理
解
と
不
可
分
と
な
る
。
批

評
も
知
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
一
環
と
な
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
仕
事
こ
そ
は
、
彼
が
、
生
活
の
た
め
に
書
い
た
無
数
の
書
評

に
よ
っ
て
作
品
と
一
般
読
者
の
媒
介
を
果
た
す
と
と
も
に
、
そ
の
カ
フ

カ
論
、
ク
ラ
ウ
ス
論
、
プ
ル
ー
ス
ト
論
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
論
、
そ

し
て
複
製
芸
術
論
に
よ
っ
て
、
芸
術
自
身
の
自
己
理
解
、
芸
術
の
共
同

作
品
化
に
寄
与
す
る
、
こ
の
二
重
の
役
割
を
見
事
に
体
現
し
て
い
る
。

し
ば
ら
く
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
批
評
概
念
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

3　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
芸
術
批
評
の
概
念

　

『
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
お
け
る
批
評
の
概
念
』
こ
そ
は
、
モ
ダ

ン
の
時
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
批
評
の
役
割
を
理
論
化
し
た
論
述
で
あ

る
。
反
省
的
芸
術
作
品
で
あ
る
小
説
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
リ
ベ
ラ
ル
な

自
己
限
定
」
と
定
義
す
る
。
作
品
の
中
で
「
リ
ベ
ラ
ル
に
」
表
現
さ
れ

る
反
省
が
、
そ
し
て
そ
の
「
傾
向
」
が
、
作
品
自
身
を
乗
り
越
え
て
、

や
が
て
作
品
の
自
己
解
体
を
引
き
起
こ
す
手
段
と
し
て
の
批
評
へ
と
転

成
す
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
論
じ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
リ
ベ
ラ
ル
な
」
は

そ
の
原
意
に
も
と
づ
い
て
、
「
意
志
的
に
よ
く
考
え
て
選
択
さ
れ
た
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
の
表
現
の
無
限
な
可
能
性
（
「
空
が
曇
っ
て

い
る
」
と
書
く
か
「
ど
ん
よ
り
と
し
た
空
」
と
書
く
か
。
三
百
頁
で
や
め
る
か
、

あ
と
一
頁
最
後
に
後
日
談
を
つ
け
加
え
て
変
え
る
か
）
と
、
そ
の
中
か
ら
選

別
さ
れ
て
書
き
記
さ
れ
た
作
品
の
文
章
に
は
批
判
的
反
省
が
同
道
し
て

い
る
。
批
評
は
、
そ
の
反
省
を
、
作
品
を
越
え
て
展
開
す
る
こ
と
だ
、

と
い
う
の
だ
。
「
反
省
は
、
作
品
の
叙
述
形
式
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
お
り
、

批
判
・
批
評
に
お
い
て
展
開
さ
れ
、
最
終
的
に
は
、
法
則
に
し
た
が
っ

た
、
も
ろ
も
ろ
の
形
式
の
連
鎖
で
あ
る
連
続
体
の
う
ち
に
お
い
て
、
自

己
充
実
に
達
す
る
」
（I

・1, 8

）
16
（8

）
。
「
連
続
体
」
と
い
う
の
は
、
ギ
リ
シ

ア
悲
劇
、
ソ
ネ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
能
の
謡
曲
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
、
そ

れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
形
式
や
成
立
の
歴
史
的
事

情
と
は
別
に
、
言
語
の
連
続
体
を
作
っ
て
い
る
と
す
る
発
想
で
あ
る
。

冒
頭
の
ア
ド
ル
ノ
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
受
動
的
な
直
観
に
反
し
た
」

発
想
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
文
学
好
き
な
ら
、
そ
の
ど
れ
も
読
む
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
奇
抜
な
発
想
で
は
な
い
。
「
作
品
の
内
在
的

傾
向
お
よ
び
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
内
在
的
批
評
の
基
準
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
作
品
に

0

0

0

内
在
し

0

0

0

、
そ
の
作
品
の
形
式
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
反
省
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

だ
が
こ
の
反
省
は
真
実
の
と
こ
ろ
、
評
価
の
基
準
と
い
う
よ
り
も
、
ま

ず
な
に
よ
り
も
、
第
一
義
的
に
見
て
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
批
評
の
基

盤
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
作
品
の
で
き
を
判
断
す
る
と
い
っ
た
態
度

の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
批
評
の
重
点
は
、
個
々
の
作
品
の
評
価
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よ
り
も
、
そ
の
作
品
と
い
っ
さ
い
の
他
の
作
品
と
の
〔
例
え
ば
ペ
ト
ラ

ル
カ
の
ソ
ネ
ッ
ト
と
近
松
の
テ
ク
ス
ト
と
の
〕
、
そ
し
て
最
後
に
は
芸

術
の
イ
デ
ー
［
存
在
す
る
い
っ
さ
い
の
作
品
の
総
体
が
提
示
す
る
絶
対

的
な
あ
り
か
た
］
と
の
関
係
の
叙
述
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
そ
れ

0

0

ゆ
え
批
評
と
は

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
今
日
の
見
解
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
ま
っ
た
く
相
反
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
中
心
的
意
図
に
お
い
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
判
定

0

0

（B
eurteilung

）
で
は
な
く

0

0

0

0

、
一
方
で
作
品
の
完
成

0

0

0

0

0

0

0

0

（Vollendung

）
で0

あ
り

0

0

、
補
充

0

0

（E
rgänzung

）
で
あ
り

0

0

0

、
体
系
化

0

0

0

（System
atisierung

）

で
あ
り
、
他
方
で
絶
対
的
な
も
の
の
う
ち
へ
の
作
品
の
解
体

（A
uflösung

）
な
の
で
あ
る
。

0

0

0

0

0

0

…
…
作
品
の
批
評
と
は
…
…
作
品
の
反

省
で
あ
っ
て
、
作
品
に
の
み
内
在
し
て
い
る
反
省
の
芽
を
展
開
態
へ
と

も
た
ら
し
う
る
の
で
あ
る
」
（I

・1, 77f.

）
。

　

批
評
と
は
作
品
の
完
成
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
イ
デ
ア
の
絶
対

性
と
の
つ
な
が
り
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ロ
マ
ン
主
義
の
中
心

で
あ
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
表
現
す
る
の
も
、
ま
さ
に

そ
う
し
た
批
評
を
通
じ
て
作
品
が
救
済
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
批
評
は

作
品
作
成
と
そ
の
救
済
の
過
程
で
の
共
同
化
の
メ
デ
ィ
ア
な
の
だ
。

　

こ
の
点
は
別
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
の
で

）
17
（

、
略
述
に
と
ど
め
た
が
、
こ

う
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
経
て
自

己
の
仕
事
に
至
る
近
代
批
評
の
役
割
を
い
わ
ば
総
括
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

作
品
が
相
互
に
独
立
に
存
在
し
な
が
ら
、
ま
た
芸
術
の
イ
デ
ア
の
う

ち
で
隣
り
合
っ
て
連
続
体
を
な
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
ギ
リ
シ
ア
悲

劇
は
ソ
ネ
ッ
ト
と
関
連
し
て
い
る
」
「
作
品
を
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る

反
省
の
力
で
自
己
燃
焼
さ
せ
る
」
―
―
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
ア
ド
ル
ノ
の

表
現
の
と
お
り
、
通
常
の
「
受
動
的
な
直
観
」
に
反
す
る
、
現
実
否
定

の
メ
シ
ア
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
。
「
ロ
マ
ン
主
義
の
中
心
で
あ
る
メ

シ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
こ
の
論
を
書
い
て
い
る
頃
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
友
人
の

エ
ル
ン
ス
ト
・
シ
ェ
ー
ン
に
書
き
送
っ
て
い
る
（
一
九
一
九
年
四
月
七
日
）
。

の
ち
に
瞥
見
す
る
よ
う
に
、
こ
の
批
評
概
念
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
ゲ
ー

テ
の
親
和
力
論
』
に
実
現
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
見
る
ク
ル
ー
ゲ
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
も
。

4　

ア
ン
チ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
な
い
し
没
モ
ダ
ニ
ズ
ム 

 

　
　
　

―
―
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
と
市
民
社
会
派
―
―

　

だ
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
と
り
あ
え
ず
は
日
常
生
活
の
受
動
的
な
直

観
に
逆
ら
う
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
保
守
的
教
養
層
か
ら
の
批
判
は
不

可
避
だ
っ
た
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
が
好
ん
で
引
い
た
ロ
ー
ト
レ
ア
モ

ン
の
「
解
剖
台
の
上
で
の
、
ミ
シ
ン
と
雨
傘
と
の
偶
発
的
な
出
会
い
」

は
、
彼
ら
か
ら
見
れ
ば
ナ
ン
セ
ン
ス
へ
の
自
己
満
足
で
あ
り
、
教
養
俗

物
の
応
接
間
に
は
ミ
レ
ー
の
「
晩
鐘
」
の
コ
ピ
ー
の
方
が
ピ
カ
ソ
の
「
ア

ヴ
ァ
イ
ニ
ョ
ン
館
」
よ
り
、
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
。
表
現
主
義
は
ゲ
ッ

ベ
ル
ス
か
ら
見
れ
ば
「
退
廃
芸
術
」
で
あ
っ
た

）
18
（

。
ナ
チ
ス
は
、
そ
う
し

た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
拒
否
運
動
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム

は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
市
民
社
会
論
者
に
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
西
欧
思
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想
批
判
に
も
共
通
す
る
。
そ
し
て
多
く
の
反
転
日
本
主
義
者
に
も
。
こ

の
点
を
少
し
検
討
し
た
い
。

　

正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
成
果
を
無
視
す
る
こ
と

に
生
き
甲
斐
を
求
め
て
い
た
よ
う
だ
。
劇
作
家
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー

が
自
伝
『
戦
闘
な
き
戦
争

）
19
（

』
で
深
く
軽
蔑
的
に
記
述
し
て
い
る
数
少
な

い
一
人
で
あ
る
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ク
レ
ラ
は
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
通

称
旧
東
ド
イ
ツ
）
の
文
化
統
制
の
主
流
に
い
た
人
物
だ
が
、
亡
命
中
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
親
和
力
論
』
に
つ
い
て
「
ゲ
ー
テ
の
基
本
的
態
度
を

ロ
マ
ン
主
義
的
に
解
釈
し
、
ゲ
ー
テ
の
人
生
に
お
け
る
〈
ア
ル
カ
イ
ッ

ク
な
審
級
の
力
〉
、
そ
の
形
而
上
学
的
な
不
安
こ
そ
彼
の
偉
大
さ
の
本

来
の
源
泉
で
あ
る
と
解
き
明
か
す
試
み
」
で
し
か
な
い
と
批
判
し
、
こ

れ
は
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
栄
誉
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
述
べ
て
い

る
そ
う
だ

）
20
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
一
緒
に
す
る
と
は
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
粗
雑
さ
が
浮
き
出
て
い
る
好
例
だ
。
社
会
主
義
リ
ア

リ
ズ
ム
を
後
に
表
明
す
る
ク
レ
ラ
か
ら
見
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
表
現
主
義
論

争
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
決
し
て
立
場
を
表
明
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
ク

レ
ラ
が
支
持
す
る
ル
カ
ー
チ
ら
の
見
解
に
深
く
懐
疑
的
だ
っ
た
。
ル

カ
ー
チ
は
表
現
主
義
を
、
「
問
題
を
現
実
そ
の
も
の
の
変
転
（
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
革
命
）
か
ら
現
実
に
つ
い
て
の
観
念
の

0

0

0

0

0

0

0

0

変
転
へ
と
ず
ら
し
て
し
ま

う
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
、
現
実
か
ら
の
思
想
的
逃
避

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ

る
」
と
糾
弾
す
る
。
「
帝
国
主
義
社
会
の
神
話
化
さ
れ
た
似
姿
」
が
「
せ

い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
」
ゆ
き
つ
く
「
ロ
マ
ン
主
義
的
反
対

）
21
（

」
で
し
か
な
い

と
荒
っ
ぽ
い
。
こ
う
し
た
形
容
は
、
表
現
主
義
の
哲
学
版
で
あ
る
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
も
、
ロ
マ
ン
主
義
的
反
対
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
も
あ
て
は
ま
る

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
日
常
の
（
受
動
的
な
）
直
観
に
沿
っ
た
レ
ア
リ

ズ
ム
以
外
受
け
入
れ
な
い
の
が
ル
カ
ー
チ
で
あ
り
、
ク
レ
ラ
で
あ
る
。

　

戦
後
の
旧
東
側
の
体
制
は
、
ナ
チ
の
先
祖
と
い
う
嫌
疑
が
か
け
ら
れ

た
ニ
ー
チ
ェ
ば
か
り
で
な
く
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
や
前
衛
音
楽

に
か
た
く
な
に
身
を
閉
ざ
し
て
い
た
。
ア
ド
ル
ノ
の
『
否
定
弁
証
法
』

に
は
そ
の
事
態
へ
の
揶
揄
的
な
表
現
が
多
々
あ
る
。
「
東
側
の
諸
国
は
、

口
先
で
は
文
化
に
つ
い
て
の
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
な
が
ら
、
実
は
文

化
を
撤
廃
し
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
の
支
配
の
手
段
と
し
て
利
用
し
、
悪

趣
味
な
贋
い
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
…
…
西
側
で
は
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
語
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
許
さ
れ
て
い
る

）
22
（

」
。
反
省
的
に
な
っ

た
啓
蒙
の
な
か
で
は
、
個
と
全
体
の
融
和
が
実
現
し
な
い
こ
と
へ
の
反

省
こ
そ
が
、
理
性
を
放
棄
し
な
い
啓
蒙
の
自
己
批
判
の
出
発
点
だ
っ
た
。

「
現
代
の
デ
ィ
ア
マ
ー
ト
に
お
い
て
は
労
働
倫
理
と
共
同
倫
理
が
絶
対

化
さ
れ
、
レ
ア
ル
な
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
の
主
体
の
欲
望
の
い
か
な

る
充
足
も
犠
牲
に
さ
れ
て
い
る

）
23
（

」
。
弁
証
法
的
唯
物
論
に
お
け
る
共
同

体
や
社
会
の
独
裁
は
、
三
〇
年
代
以
降
の
左
右
の
独
裁
を
経
験
し
た
者

に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

）
24
（

。
芸
術
は
「
崩
落
の
し
る
し
」
（
ア
ド
ル
ノ
）

な
の
だ
。
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そ
の
点
は
日
本
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
左
翼
の
歴
史
家
や
経
済
学
者
に
お

い
て
も
、
変
わ
り
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
と

の
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
の
深
い
距
離
が
、
そ
の
架
橋
し
よ
う
の
な
い

裂
け
目
が
、
い
や
、
正
確
に
言
え
ば
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い

こ
と
が
彼
ら
の
、
情
緒
的
な
戦
後
民
主
主
義
理
解
と
癒
着
し
た
単
細
胞

的
な
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
共
通
し
て
い
る
。
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
反

抗
は
人
々
の
間
に
浸
透
し
た
」
と
言
わ
れ
る
現
象
に
、
例
え
ば
遠
山
茂

樹
た
ち
は
、
論
争
で
有
名
に
な
っ
た
『
昭
和
史
』
で
強
い
嫌
悪
感
を
示

す
。
治
安
維
持
法
後
の
昭
和
の
初
め
の
世
相
を
彼
ら
は
こ
う
軽
蔑
的
に

描
く
。
「
他
方
資
本
主
義
の
ゆ
き
づ
ま
り
が
生
み
出
す
頽
廃
と
享
楽
の

気
風
が
都
会
を
中
心
に
ひ
ろ
ま
り
は
じ
め
て
い
た
。
カ
フ
ェ
ー
、
ダ
ン

ス
、
レ
ビ
ュ
ー
、
「
銀
ブ
ラ
」
、
「
モ
ガ
」
（
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
）
、
「
モ
ボ
」

（
モ
ダ
ン
・
ボ
ー
イ
）
、
こ
う
し
た
風
俗
は
、
と
く
に
こ
の
時
期
か
ら
顕

著
に
な
っ
た
」
。
こ
れ
で
は
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
を
か
け
た
女
性
通
行
人

に
「
贅
沢
は
敵
だ
」
と
注
意
し
た
翼
賛
道
徳
の
信
奉
者
た
ち
と
変
わ
ら

な
い
。
銀
座
の
都
会
の
自
由
こ
そ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
日
常
文
化
的
実
現
な

の
に
。
あ
る
い
は
最
近
で
も
、
マ
ル
ク
ス
を
信
奉
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
長
島
誠
一
は
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
の
示
唆
に
富
む
論
稿
の
冒
頭
部

で
、
古
典
的
道
徳
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。
現
代
で
は
「
国
家
（
金
融
寡

頭
支
配
）
の
統
治
能
力
の
弱
化
と
、
人
間
そ
の
も
の
の
規
律
や
道
徳
や

文
化
が
弛
緩
し
…
…

）
25
（

」
。
「
人
間
そ
の
も
の
」
と
い
う
表
現
も
マ
ル
ク
ス

読
解
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
は
自
明
で
あ
っ
た
実
質

道
徳
の
無
意
味
さ
へ
の
反
省
が
欠
如
し
て
い
る
。
俳
優
座
の
チ
ェ
ー
ホ

フ
が
戦
後
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
芸
術
派
に
評
価
で
き
る
ぎ
り
ぎ
り
で
あ
り
、

ベ
ケ
ッ
ト
も
、
テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
。
こ

こ
に
は
平
和
運
動
的
な
政
治
批
判
・
資
本
主
義
批
判
は
あ
っ
て
も
、
芸

術
や
美
と
か
か
わ
る
批
判
の
言
語
、
批
評
の
言
語
、
反
省
的
な
距
離
の

言
語
は
な
い

）
26
（

。

　

実
は
こ
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
の
無
縁
さ
は
、
市
民
社
会
論
の
論

客
た
ち
に
も
、
あ
る
程
度
う
か
が
え
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
社
会
の
華

で
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
古
典
派
を
経
て
、
ロ
マ
ン
派
に
い
た
る
「
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
」
は
、
い
さ
さ
か
の
ス
ノ
ビ
ズ
ム
な
し
と
は
い
え
な
い
彼
ら
の

教
養
の
柱
だ
っ
た
し
、
教
養
財
と
し
て
の
そ
の
時
代
の
文
学
も
知
的
食

餌
で
あ
っ
た
。
読
書
を
通
じ
て
の
教
養
に
よ
る
人
格
の
形
成
が
歌
わ
れ

た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
不
可
能
性
こ
そ
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
は
じ
ま
り
だ
っ
た
の
に
。
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー

に
と
っ
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
思
考
の
出
発
点
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
が
、

そ
れ
は
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
や
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
や
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
が
記
念

の
土
地
名
で
あ
る
大
塚
・
松
田
ら
の
市
民
社
会
派
に
は
な
い
も
の
ね
だ

り
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
内
田
芳
明
も
『
風
景
の
発
見
』
を
論
じ
る
が
、

『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
の
自
然
描
写
を
論
じ
る
と
こ
ろ
で
止
ま
っ

て
い
る
。
こ
の
小
説
の
テ
ク
ス
ト
に
潜
む
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
の
政
治
的
起

爆
力
や
プ
レ
・
ロ
マ
ン
主
義
を
論
じ
る
こ
と
は
な
く
、
西
欧
的
合
理
性
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と
ド
イ
ツ
的
非
合
理
性
の
衝
突
と
い
う
グ
ン
ド
ル
フ
的
議
論
に
終
始
し

て
い
る
。
そ
の
他
の
市
民
社
会
論
者
も
「
崩
落
の
し
る
し
」
と
し
て
の

芸
術
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
「
爆
発
的
な
反
伝
統
主
義
」
（
ア
ド
ル
ノ
）
は
無

縁
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
基
本
法
の
産

み
の
親
の
一
人
で
あ
る
国
法
学
者
・
政
治
学
者
で
社
会
民
主
党
の
大
物

党
員
だ
っ
た
カ
ル
ロ
ー
・
シ
ュ
ミ
ー
ト
（
戦
後
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
お
よ
び

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
も
務
め
た
）
は
、
今
日
ま
で
乗
り
越
え
ら
れ

て
い
な
い
『
悪
の
華
』
の
ド
イ
ツ
語
へ
の
名
訳
で
も
有
名
な
の
だ
が
。

日
本
の
市
民
社
会
派
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
始
め
る
政
治
学
教
説
に

デ
カ
ダ
ン
ス
は
無
縁
だ
っ
た
ろ
う
。

　

せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
文
学
は
「
い
か
に
生
き
る
か
」
を
問
う
青
春
の

悩
み
の
表
現
で
あ
り
、
自
己
と
の
つ
き
あ
い
方
の
訓
練
で
あ
る
―
―
こ

う
し
た
暗
黙
の
前
提
に
た
つ
姜
尚
中
の
「
悩
む
力
」
は
、
彼
の
市
民
社

会
派
批
判
（
市
民
社
会
論
に
潜
む
暗
黙
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
）
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
化
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う

な
点
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
め
ざ
す
批
評
の
言

語
の
余
地
は
な
い
。
作
品
の
言
語
の
「
リ
ベ
ラ
ル
な
自
己
規
定
」
そ
の

も
の
を
分
析
し
、
展
開
さ
せ
る
の
が
批
評
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
市
民
社
会
論
の
没

モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
望
ま
ざ
る
副
産
物
で
あ
っ
た
。

彼
ら
の
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
没
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
全
体
性
に
ふ
く
れ
あ

が
っ
て
し
ま
っ
た
理
性
の
矛
盾
に
反
省
が
届
か
な
か
っ
た
だ
け
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
芸
術
を
語
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
に
は
歴

然
た
る
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
遍
在
し
て
い
る
。

5　

純
正
ア
ン
チ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
純
正
日
本
主
義 

 

　
　
　

―
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
芸
術
論
と
日
本
主
義
者
―
―

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
芸
術
作
品
の
起
源
』
の
中
心
的
記
述
は
、
荒
涼
た

る
谷
間
に
建
つ
ギ
リ
シ
ア
神
殿
に
つ
い
て
の
文
章
で
あ
る
。
「
そ
こ
に

建
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
開
示
し
、
そ
の
世
界
を
大
地
へ
と

引
き
戻
す
神
殿
。
こ
の
よ
う
に
し
て
大
地
は
は
じ
め
て
故
郷
の
土
地
と

な
る

）
27
（

」
［
U 

K 

32
］
。

　

こ
の
論
文
を
論
じ
る
多
く
の
解
説
に
は
、
農
夫
の
靴
を
描
い
た
ゴ
ッ

ホ
の
絵
に
関
す
る
部
分
を
引
き
合
い
に
出
す
向
き
が
多
い
が
、
こ
の
部

分
は
あ
く
ま
で
「
道
具
」
の
分
析
と
し
て
の
前
座
部
分
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
「
農
夫
の
老
婆
」
の
畑
仕
事
に
根
を
張
っ
た
（
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

見
る
）
靴
、
雪
ま
じ
り
の
寒
風
の
夕
方
に
あ
ぜ
道
を
伝
い
な
が
ら
家
路

を
急
い
だ
靴
、
春
の
種
ま
き
に
履
い
て
い
た
靴
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に

は
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
歴
史
的
空
間
、
民
族
に
与
え
ら
れ
、
民
族
が
切

り
開
い
た
空
間
、
デ
カ
ル
ト
的
で
な
い
空
間
へ
の
通
路
が
こ
じ
あ
け
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
こ
の
記
述
の
味
噌
だ
。

　

そ
こ
か
ら
、
風
景
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
る
、
あ
る
い
は
、
オ
リ
エ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
る
、
そ
の
意
味
で
、
世
界
を
開
示
す
る
古
代
ギ

リ
シ
ア
の
岩
山
の
斜
面
に
立
つ
神
殿
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
祝
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祭
が
行
わ
れ
、
悲
劇
が
上
演
さ
れ
、
捧
げ
も
の
が
な
さ
れ
、
英
雄
が
讃

え
ら
れ
る
神
殿
。
神
の
尊
厳
が
、
そ
の
輝
き
が
あ
た
り
を
照
ら
す
神
殿
、

戦
勝
と
屈
辱
が
、
誕
生
と
死
が
記
念
さ
れ
、
祝
福
と
呪
い
が
交
わ
さ
れ

て
来
た
神
殿
、
こ
こ
で
は
「
世
界
が
世
界
す
る
」
［
U 

K 

33
］
。
つ
ま
り
、

そ
の
つ
ど
の
新
た
な
時
代
が
切
り
開
か
れ
る
。
歴
史
的
空
間
と
芸
術
は
、

深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
芸
術
に
関
す
る
、
い
や
芸
術
と

歴
史
の
不
可
分
な
相
互
内
属
性
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
的
思
考

で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
単
数
の
「
神
」
が

「
神
々
」
（
こ
の
場
合
に
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
神
々
だ
ろ
う
）
に
な
っ
た
り
、

ま
た
「
神
」
に
戻
っ
た
り
し
て
い
て
、
そ
の
点
で
は
『
近
代
の
超
克
』

の
亀
井
勝
一
郎
や
林
房
雄
の
、
単
数
形
で
使
わ
れ
る
時
の
若
干
キ
リ
ス

ト
教
的
＝
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
的
な
匂
い
の
す
る
「
神
」
と
、
複
数
で

使
わ
れ
る
時
の
大
和
の
「
神
々
」
の
雰
囲
気
と
の
揺
れ
と
似
て
い
る
の

だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
芸
術
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
性

が
常
に
強
調
さ
れ
る
。
い
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
創
設
の
力
と
言
っ
た
方
が

い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
美
術
館
グ
リ
ュ
プ
ト
テ
ー
ク
の
「
エ
ギ

ナ
島
ア
フ
ァ
イ
ア
神
殿
の
諸
像
」
の
よ
う
に
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
移

動
は
、
芸
術
作
品
か
ら
そ
の
世
界
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
」
［
U 

K 

30
］

と
い
う
現
場
絶
対
論
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
例
え
ば
「
バ
ン
ベ
ル
ク

の
ド
ー
ム
」
［
U 

K 

30
］
を
観
光
で
見
物
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ

に
あ
る
ド
ー
ム
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
宗
教
的
共
同
体
の
場
を
奪
わ
れ

た
観
光
資
本
の
略
奪
の
対
象
で
し
か
な
い
、
と
さ
れ
る
。
教
養
市
民
的

な
芸
術
鑑
賞
（
観
光
も
そ
の
一
形
態
で
あ
る
）
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
唾
棄
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
芸
術
は
歴
史
を
創
建
す
る
（stiften

）

使
命
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
贈
与

（Schenkung

）
だ
と
い
う
の
だ
。
ゴ
ッ
ホ
の
絵
（
造
形
芸
術
）
、
ギ
リ
シ

ア
の
神
殿
（
建
築
）
を
論
じ
た
あ
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
テ
ク
ス
ト
（
詩
文
）

を
念
頭
に
置
い
た
言
葉
だ
。
「
芸
術
の
本
質
と
は
詩
文
と
し
て
の
凝
縮

（D
ichtung

）
で
あ
る
。
詩
文
の
本
質
と
は
し
か
し
、
真
理
の
創
建

（Stiften

）
で
あ
る
。
創
建
と
は
こ
こ
で
は
三
つ
の
意
味
で
解
し
た
い
。

つ
ま
り
、
贈
与
（Schenken

）
と
し
て
の
創
建
、
基
盤
創
設
（G

ründen

）

と
し
て
の
創
建
、
開
始
（A

nfangen

）
と
し
て
の
創
建
で
あ
る
。
だ
が
、

創
建
は
保
守
に
お
い
て
の
み
現
実
と
な
る
。
ど
ん
な
仕
方
の
創
建
に
も

そ
れ
な
り
の
仕
方
の
保
守
が
相
応
し
て
い
る
」
［
U 

K 

62
］
。

　

「
創
建
は
保
守
に
お
い
て
の
み
現
実
と
な
る
」
と
は
、
な
に
か
西
部

邁
か
西
尾
幹
二
の
文
章
み
た
い
だ
が
、「
芸
術
の
作
品
の
う
ち
に
お
い
て
、

存
在
者
の
真
理
が
自
ら
を
作
品
化
す
る
」
［
U 

K 

25
］
と
い
う
お
ま
じ

な
い
の
よ
う
な
文
章
の
最
終
的
解
述
の
部
分
で
あ
る
。

　

よ
う
す
る
に
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
靴
の
絵
な
ど
を
論

じ
る
と
、
芸
術
作
品
に
お
い
て
は
現
実
の
描
写
が
問
題
で
あ
る
か
の
よ

う
に
思
え
る
が
、
ま
っ
た
く
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
靴
の
絵
が
一

つ
の
民
族
の
世
界
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
明
ら
か
で

あ
る
。
一
層
明
ら
か
な
の
は
ギ
リ
シ
ア
の
神
殿
の
廃
墟
で
あ
る
。
神
殿
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は
な
に
か
を
模
写
・
描
写
し
た
も
の
で
は
な
い
。
荒
涼
た
る
風
景
の
中

で
民
族
が
そ
の
場
を
持
つ
天
と
地
の
せ
め
ぎ
合
い
の
証
左
な
の
だ
。
さ

ら
に
詩
文
の
テ
ク
ス
ト
を
見
れ
ば
芸
術
が
「
現
実
」
の
模
写
で
な
い
点

は
一
層
あ
き
ら
か
だ
、
と
い
う
の
だ
。
作
品
は
、
あ
る
民
族
の
世
界
を

切
り
開
き
、
民
族
を
土
地
に
根
づ
か
せ
る
。
そ
の
意
味
で
創
建stiften

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
で
に
一
定
の
根
づ
き
が
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
、
そ
こ
か
ら
飛
び
出
す
（U

rsprung

原
跳
躍
）
こ
と
に
よ
っ
て
可
能

と
な
る
の
だ
。
ま
さ
に
起
源
（U

rsprung

）
と
い
う
議
論
だ
。

　

た
し
か
に
、
「
ひ
ん
が
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
た
つ
見
え
て
か
へ
り

見
す
れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ
」
と
い
う
人
麻
呂
の
歌
は
、
大
和
の
地
で
の

天
皇
の
魂
の
継
承
を
う
た
い
、
民
族
と
風
景
の
結
合
の
「
創
建
」
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
は
大
和
民
族
の
歌
と
風
景
と
歴
史
の
開
始
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
こ
の
創
建
に
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
、
そ
れ
な
り
の
生

活
習
慣
の
定
着
が
、
馴
染
み
が
必
要
だ
。
そ
れ
を
自
覚
的
に
展
開
し
、

そ
の
後
の
民
族
の
歌
い
方
の
、
美
の
作
り
方
の
い
わ
ば
原
型
が
作
り
出

さ
れ
る
の
が
、
「
起
源
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
大
和
三
山
に
囲

ま
れ
た
土
地
に
根
づ
い
た
生
活
か
ら
、
日
本
全
体
に
広
が
る
民
族
が
誕

生
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ

）
28
（

。
そ
れ
は
「
飛
躍
」
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が

「
起
源
」
だ
と
い
う
の
だ
。
保
田
與
重
郎
と
西
田
幾
多
郎
の
『
哲
学
論

文
集
』
を
混
ぜ
こ
ぜ
に
し
た
よ
う
な
文
章
が
展
開
さ
れ
る
。

　

「
自
ら
を
作
品
へ
と
入
れ
こ
む
真
理
を
詩
人
が
構
想
す
る
、
そ
の
投

げ
か
け
〔E

ntw
urf

英
語
で
言
え
ばproject

〕
は
、
空
疎
な
場
に
、

あ
る
い
は
、
未
規
定
の
場
に
向
け
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
真
理
は

作
品
に
お
い
て
む
し
ろ
未
来
の
保
守
の
者
た
ち
に
向
け
て
、
つ
ま
り
歴

史
的
な
人
間
の
あ
り
方
へ
と
投
げ
か
け
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
投
げ
か
け

ら
れ
た
中
味
は
決
し
て
恣
意
的
に
無
理
な
要
求
な
の
で
は
な
い
。
真
に

詩
作
を
通
じ
て
の
投
げ
か
け
と
し
て
の
構
想
は
、
歴
史
的
存
在
と
し
て

の
現
存
在
〔
『
存
在
と
時
間
』
の
後
半
に
根
ざ
し
て
解
釈
す
る
と
「
歴

史
的
存
在
と
し
て
の
民
族
」
〕
が
す
で
に
投
げ
落
と
さ
れ
て
い
る
場
を

開
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
は
大
地
で
あ
り
、
歴
史
的
民
族
に

と
っ
て
は
そ
の
民
族
の
大
地
、
自
ら
を
閉
じ
る
〔
異
文
化
に
自
己
を
閉

ざ
す
〕
根
拠
な
の
だ
。
こ
の
根
拠
の
上
に
こ
の
民
族
は
や
す
ら
う
の
だ
。

そ
の
民
族
が
ま
だ
隠
さ
れ
た
形
で
は
あ
っ
て
も
本
来
あ
る
と
こ
ろ
の

い
っ
さ
い
と
と
も
に
や
す
ら
う
の
だ
」
［
U 

K 

62
］
。
万
葉
の
歌
人
た
ち

と
と
も
に
、
あ
る
い
は
人
麻
呂
の
歌
と
と
も
に
、
も
と
も
と
大
和
の
民

で
あ
っ
た
現
存
在
が
、
そ
の
本
来
の
可
能
性
の
い
っ
さ
い
を
宿
し
な
が

ら
大
和
の
民
に
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

す
で
に
一
九
一
五
年
、
ま
だ
学
生
だ
っ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
就
任
講
演
を
読
ん
で
友
人
の
シ
ョ
ー
レ
ム
に
書
い
て
い
る
。
「
〈
歴
史

的
時
間
の
問
題
〉
を
扱
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
文
、
こ
れ
は
、
人
が
こ

の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
か
の
、
精
密
な
証
左
だ
。

と
ん
で
も
な
い
論
文
だ
。
…
…
著
者
が
歴
史
的
時
間
に
つ
い
て
言
っ
て

い
る
こ
と
は
無
意
味
だ

）
29
（

」
。

　

こ
の
閉
鎖
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
主
義
に
は
「
批
評
」
「
批
判
」
の
概
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念
の
場
は
な
い
。
『
芸
術
作
品
の
起
源
』
で
は
、
近
代
に
お
け
る
趣
味

判
断
と
し
て
の
芸
術
批
評
、
つ
ま
り
、
芸
術
を
味
わ
う
た
め
の
教
養
主

義
と
そ
の
お
手
伝
い
の
芸
術
裁
判
官
〔K

unstrichter

趣
味
の
審
判
者
〕

の
役
に
は
な
ん
の
価
値
も
認
め
な
い
こ
と
が
な
ん
ど
も
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
。
ロ
マ
ン
派
に
お
け
る
芸
術
批
評
の
概
念
を
論
じ
た
先
の
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
議
論
、
つ
ま
り
作
品
に
つ
い
て
の
「
判
断
」
で
は
な
く
、
芸
術

批
評
と
は
、
作
品
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
る
「
反
省
」
の
「
完
成
」

で
あ
り
、「
解
体
」
で
あ
る
と
い
う
発
想
、
そ
の
意
味
で
は
ア
ル
カ
イ
ッ

ク
で
神
聖
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
脱
出
行
」（
ア
ド
ル
ノ
）
、

私
の
言
葉
で
言
え
ば
「
理
性
の
言
語
へ
の
組
み
替
え
」
と
い
う
発
想
も

無
縁
で
あ
ろ
う
。
作
品
と
そ
の
受
容
の
同
権
と
い
う
、
天
才
美
学
か
ら

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
移
行
も
も
ち
ろ
ん
、
考
え
ら
れ
て
す
ら
い
な
い
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
重
視
す
る
近
代
的
な
文
学
形
式
と
し
て
、
無
限
の
変

化
と
進
歩
を
遂
げ
続
け
る
「
小
説
」
の
話
は
ま
っ
た
く
出
て
来
な
い
。

ゴ
ッ
ホ
の
絵
の
農
耕
社
会
へ
の
還
元
、
岩
肌
の
斜
面
の
神
殿
、
そ
し
て

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
こ
と
ば
が
、
歴
史
の
創
建
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
日
常
生
活
が
盲
目
の
伝
統
に
依
拠
し
て
い
る

事
態
」
（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）
を
揺
さ
ぶ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
「
民
族

の
場
」
を
継
承
し
、
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
え
ず
別
の
可
能
性
が

存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
タ
ブ
ー
を
打
破
し
、

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
概
念
そ
の
も
の
の
融
解
を
め
ざ
す
ど
こ
ろ
か
、
ラ

ン
ボ
ー
と
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
を
「
酒
飲
み
の
ろ
く
で
な
し
」
と
形
容
し
て

い
た
と
言
わ
れ
る
哲
学
教
授
に
ふ
さ
わ
し
く
、
批
判
と
批
評
の
概
念
の

余
地
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
個
人
は
ラ
ブ
・
ア
フ
ェ
ア
ー
の
「
天
才
」

だ
っ
た
が
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
変
容
は
、
こ
う
し
た
議
論
を
避
け

つ
つ
存
在
に
思
い
を
馳
せ
る
哲
学
者
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
封
じ
込

め
ら
れ
る
こ
と
で
、
た
だ
の
小
市
民
的
身
勝
手
に
落
ち
込
む
。

　

こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
は
、
一
部
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
崇
拝
者
を

除
け
ば
、
と
っ
く
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
屑
カ
ゴ
に
消
え
た
よ
う
に
思
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
で
も
新
聞
か
ら
旅
行
会
社
の
宣
伝
ポ

ス
タ
ー
に
ま
で
氾
濫
す
る
「
日
本
の
美
」
「
日
本
人
の
ふ
る
さ
と
伊
勢

神
宮
」
な
ど
と
い
っ
た
表
現
こ
そ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
の
正
確
な

実
現
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
い
ま
な
お
「
受
動
的
直
観
」
を
支
え
る

自
明
性
が
文
化
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
日
常
的
ウ
ィ
ル
ス
と
し
て
生
き
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
ド
イ
ツ
の
美
」
と
い
う
表
現
が
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
（
少
な
く
と
も
、
ド
イ
ツ
語
で
は
大
笑
い
だ
）
、
と
い
う
問
い
を

立
て
て
み
れ
ば
、
ウ
ィ
ル
ス
繁
殖
の
地
は
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
民
族
の
文
化
や
伝
統
の
空
間
を
一
見
思
想
的
な
言
葉
で
言

祝
ぐ
の
が
、
西
谷
啓
治
に
始
ま
り
、
西
部
邁
や
西
尾
幹
二
に
い
た
る
ま

で
の
日
本
主
義
者
た
ち
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
彼
ら
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と

の
大
き
な
違
い
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ま
ず
企
図
し
た
の
は
、
西
欧
の
伝
統
の
脱
構
築
な
い

し
破
壊
の
試
み
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
思
想
史
を
西
欧
本
質
主
義
に
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ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
っ
た
に
は
ち
が
い
な
い
が
。
そ
れ
に
対
し
て
、

お
な
じ
よ
う
に
独
善
的
だ
が
、
日
本
文
化
論
者
た
ち
は
、
そ
う
し
た
ハ

イ
デ
ガ
ー
的
な
意
味
で
の
伝
統
破
壊
す
ら
行
わ
ず
、
日
本
の
伝
統
な
る

も
の
を
素
朴
か
つ
単
純
に
、
あ
ど
け
な
く
か
つ
無
邪
気
に
信
じ
て
い
る

と
こ
ろ
が
異
な
る
。
例
外
的
に
み
か
け
の
伝
統
の
破
壊
を
企
て
た
の
は
、

北
一
輝
と
三
島
由
紀
夫
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
明
治
以
降
の
天
皇
制
を
断

固
批
判
・
解
体
し
て
、
い
わ
ば
脱
構
築
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
似
て
、

不
在
の
、
あ
る
い
は
不
可
視
の
起
源
に
戻
ろ
う
と
し
た
。
だ
が
彼
ら
は

日
本
主
義
者
と
し
て
も
例
外
で
あ
り
、
大
多
数
は
、
伝
統
の
歌
を
音
痴

の
ま
ま
歌
い
続
け
る
。
例
え
ば
、
「
神
道
と
は
日
本
人
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
も
の

）
30
（

」と
論
じ
る
中
西
輝
政
は
、
西
尾
幹
二
と
と
も
に
明
確
に
「
〈
原

初
〉
へ
戻
る
よ
り
〈
伝
統
〉
に
つ
な
が
れ
」
と
叫
ぶ

）
31
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

「
伝
統
」
を
破
壊
し
、「
原
初
」
に
戻
る
、
そ
れ
も
存
在
し
な
か
っ
た
「
原

初
」
を
探
究
し
よ
う
と
し
た
。
偽
り
と
は
い
え
、
知
的
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム

に
お
い
て
は
筋
が
と
お
っ
て
い
た
。

　

逆
に
日
本
論
者
た
ち
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
蒔
い
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
議

論
を
悪
用
し
、
伝
来
の
道
徳
主
義
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
。
彼
ら
に
あ

る
の
は
、
伝
統
を
管
理
し
て
上
に
立
つ
者
か
ら
の
お
説
教
的
な
「
批
判
」

で
あ
る
。
若
者
の
「
道
徳
の
荒
廃
」
を
慨
嘆
し
、
そ
う
し
た
「
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
」
を
克
服
し
、
伝
統
へ
の
、
そ
の
実
体
的
道
徳
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

そ
の
不
可
能
性
を
正
確
に
見
て
い
た
伝
来
の
人
倫
性
へ
の
回
帰
を
説
く

だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
（
一
九
四
九
年
）
の
中
で
西

谷
啓
治
は
、
「
形
而
上
学
や
モ
ラ
ル
の
急
激
な
崩
壊
」
に
直
面
し
て
、

今
後
の
進
む
べ
き
道
を
「
我
々
の
西
洋
化
と
い
う
未
来
へ
の
方
向
で
あ

る
と
同
時
に
、
伝
統
へ
の
再
結
合
と
い
う
過
去
へ
の
方
向

）
32
（

」
と
規
定
す

る
。
西
部
も
道
徳
的
衰
退
へ
の
義
憤
を
抑
え
ら
れ
ず
、
解
決
策
を
「
伝

統
と
い
う
精
神
的
土
壌

）
33
（

」
へ
の
復
帰
に
求
め
る
。
大
橋
良
介
も
「
生
の

意
味
喪
失
や
倫
理
規
範
の
崩
壊

）
34
（

」
を
嘆
き
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
袋

小
路
に
陥
っ
た
と
彼
が
見
る
西
洋
か
ら
の
脱
出
を
、
日
本
の
伝
統
な
る

「
無
の
哲
学
」
に
求
め
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
不
可
視
の
ド
イ
ツ
を
、
存
在
し
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
を

呼
び
出
そ
う
と
し
た
が
、
日
本
文
化
絶
対
論
者
た
ち
は
、
学
校
教
育
で

習
い
、
日
常
生
活
で
語
り
継
が
れ
る
日
本
な
る
も
の
を
「
受
動
的
直
観
」

に
と
っ
ぷ
り
漬
か
り
な
が
ら
、
無
邪
気
に
擁
護
す
る
。
エ
ス
ノ
セ
ン
ト

リ
ズ
ム
丸
出
し
で
あ
り
、
夜
郎
自
大
の
極
致
で
あ
る
。
例
え
ば
西
尾
幹

二
は
、
冷
戦
崩
壊
後
の
世
界
に
沸
き
起
こ
っ
た
民
族
問
題
、
宗
教
問
題

を
指
摘
し
な
が
ら
、
「
人
間
が
集
団
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
、〝
地
球
は
一

つ
、
人
類
は
み
な
仲
間
〞
の
甘
い
世
界
市
民
意
識
に
、
日
本
の
一
部
の

新
聞
が
言
う
よ
う
に
満
足
し
、
そ
れ
で
全
て
こ
と
足
り
る
と
い
う
話
で

は
な
い

）
35
（

」
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
明
治
以
降
に
日
本
が
近
代
国
民
国
家

に
な
っ
た
と
す
る
一
般
に
流
布
し
て
い
る
見
方
を
糾
弾
す
る
。
「
日
本

は
太
古
以
来
の
島
国
と
し
て
の
、〝
自
然
発
生
的
な
〞
国
家
を
そ
の
ま

ま
延
長
さ
せ
て
近
代
国
家
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
す
な
わ
ち
、
日
本
は
「
国
民
国
家
」
に
な
る
前
に
国
家
だ
っ
た
の
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
36
（

」
。
逆
に
、
冷
戦
崩
壊
後
に
国
民
国
家
と
は
別
の

と
こ
ろ
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
や

紛
争
に
つ
い
て
、「
今
の
時
代
の
新
し
い
集
団
意
識
が
、
十
九
世
紀
の
「
国

民
国
家
」
で
は
な
く
、
人
種
、
宗
教
、
言
語
、
歴
史
、
文
化
の
地
縁
的

共
通
性
に
基
づ
く
再
編
成
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、
…
…
日

本
は
太
古
の
昔
か
ら
統
一
体
と
し
て
の
こ
の
有
機
的
な
理
想
に
す
で
に

あ
る
意
味
で
到
達
し
て
い
た

）
37
（

」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
十
九
世
紀
的
国

民
国
家
に
関
し
て
も
、「
太
古
以
来
」
日
本
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
や
っ

と
の
思
い
で
到
達
し
た
国
民
国
家
で
あ
り
続
け
た
と
と
も
に
、
さ
ら
に

は
、
冷
戦
崩
壊
後
に
国
民
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
別
に
求
め

ら
れ
る
、
局
地
的
な
「
有
機
体
的
な
理
想
」
も
す
で
に
「
大
昔
か
ら
」

得
て
い
た
特
別
な
存
在
と
な
る
。
少
し
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
今

は
そ
れ
を
問
う
場
で
は
な
い
。
「
暗
黙
の
伝
統
」
こ
そ
、
そ
れ
が
「
盲

目
の
伝
統
」
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
ぬ
う
ち
に
「
保
守
」
の
尊
重
す

る
べ
き
も
の
と
な
る
。
先
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
、「
人

が
そ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
か
」
を
も
っ
ぱ
ら
示

し
て
い
る
。

　

ま
た
小
林
秀
雄
や
三
島
由
紀
夫
は
、
十
九
世
紀
か
ら
世
紀
末
に
か
け

て
の
耽
美
主
義
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
日
本
文
化
絶
対

論
者
に
転
生
し
た
。
三
島
由
紀
夫
も
「
不
可
視
の
日
本
」
だ
け
で
筋
を

通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
の
出
発
は
、ラ
ン
ボ
ー
や
ダ
ヌ
ン
ツ
ィ

オ
へ
の
耽
溺
だ
っ
た
。
し
か
し
、
市
民
社
会
の
末
裔
の
、
つ
ま
り
、
ソ

レ
ル
の
言
う
市
民
社
会
の
第
四
世
代
の
「
教
養
あ
る
世
代

）
38
（

」
に
お
け
る
、

爛
熟
し
た
美
の
世
界
へ
の
思
い
が
、
そ
う
し
た
デ
カ
ダ
ン
ス
が
訣
別
し

た
は
ず
の
伝
統
の
美
、
そ
れ
も
日
本
美
へ
と
沈
潜
す
る
の
は
不
思
議
で

あ
る
。
異
文
化
に
お
け
る
デ
カ
ダ
ン
ス
へ
の
耽
溺
か
ら
、
自
文
化
内
部

の
捏
造
さ
れ
た
伝
統
へ
の
回
帰
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
古
き
ド
イ
ツ
中
世

の
騎
士
道
に
戻
れ
と
論
じ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
。『
日

本
文
化
論
』（
三
島
由
紀
夫
）
で
あ
れ
、「
無
常
と
い
ふ
こ
と
」（
小
林
秀
雄
）

で
あ
れ
、
伝
統
の
型
や
わ
び
や
さ
び
の
世
界
を
通
じ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
、
あ
る
い
は
「
鎌
倉
時
代
の
何
処
か
の
な
ま
女
房
」

に
つ
な
が
る
生
の
美
的
救
済
が
遠
望
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
化

純
粋
主
義
は
、
例
え
ば
三
島
由
紀
夫
の
次
の
言
葉
に
読
み
取
れ
る
。
「
昔

の
日
本
に
は
様
式
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
、
西
洋
に
も
様
式
と
い
ふ
も
の

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
文
化
が
全
生
活
を
す
み
ず
み
ま
で
お
ほ

ひ
つ
く
す
様
態
で
あ
り
、
…
…
文
化
と
は
生
活
の
す
み
ず
み
ま
で
潔
癖

に
様
式
で
お
ほ
ひ
つ
く
す
力
で
あ
る
か
ら
、
す
き
や
造
り
の
一
間
に
テ

レ
ビ
が
あ
つ
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い
の
で
あ
る
」
（
旧
仮
名
遣
い
で

あ
る
と
こ
ろ
が
象
徴
的
で
あ
る

）
39
（

）
。
「
す
き
や
造
り
」
は
、
こ
う
し
た
日
本

文
化
論
者
に
と
っ
て
「
日
本
的
な
も
の
」
の
象
徴
と
見
え
て
、
す
で
に

あ
の
歴
史
的
な
『
近
代
の
超
克
』
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
亀
井
勝
一
郎
は

こ
う
語
っ
て
い
る
。
「
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
一
隅
は
忽
ち
数
寄
屋
造
り
に

改
造
さ
れ
、
げ
て
も
の
の
食
器
で
、
ま
こ
と
に
日
本
的
な
料
理
を
喰
は

す
…
…
。
我
々
は
か
か
る
悲
劇
の
う
ち
に
生
き
て
い
た
の
だ

）
40
（

」
。
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や
み
く
も
の
自
己
肯
定
を
め
ざ
し
た
、
〈
無
理
し
た
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
〉

と
も
い
う
べ
き
こ
う
し
た
議
論
に
は
、
通
常
の
意
味
で
の
批
判
的
視
点

は
―
―
い
わ
ゆ
る
左
翼
へ
の
攻
撃
と
い
う
形
態
を
取
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
―
―
自
文
化
に
対
し
て
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
『
美

の
理
論
』
の
ア
ド
ル
ノ
の
次
の
言
葉
で
十
分
だ
。
「
本
質
的
に
伝
統
主

義
的
で
な
い
社
会
に
お
い
て
は
美
的
伝
統
な
る
も
の
は
、
ア
プ
リ
オ
リ

に
い
か
が
わ
し
い

）
41
（

」
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
作
り
上
げ
た
批
評
概
念
の
要
諦
は
、

「
日
常
生
活
が
盲
目
の
伝
統
に
依
拠
し
て
い
る
事
態
」（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）

か
ら
の
脱
出
で
あ
り
、
そ
の
際
に
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
神
話
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
理
性
に
向
け
て
書
き
換
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

こ
に
は
『
親
和
力
論
』
に
も
あ
る
と
お
り
、
新
し
い
啓
蒙
に
盲
従
す
る

事
態
か
ら
の
脱
出
も
志
向
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
小
説
『
親
和
力
』
の

冒
頭
で
先
祖
の
墓
を
潰
し
て
庭
園
を
造
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
、
す
べ
て

の
逡
巡
と
災
厄
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
死
ん
で
し
ま
っ

た
人
は
無
関
係
と
す
る
醒
め
た
意
識
、
啓
蒙
の
延
長
で
あ
る
道
具
的
意

識
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
親
和
力
論
』
の
最
後
で
指

摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
日
本
文
化
論
者
に
は
こ
う
し
た
啓
蒙
の
撤
回
で

は
な
い
啓
蒙
の
自
己
反
省
と
し
て
の
芸
術
批
評
は
無
縁
の
よ
う
だ
。

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸

術
の
挑
発
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
枯
渇
し
、
モ
デ
ル
ネ
は
老
化
し
、
資
本
の

自
己
増
殖
運
動
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
マ
ー

テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
の
（
そ
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
お
ず
お
ず
と
取
り
上
げ
た
）

問
題
意
識
を
受
け
、
そ
れ
に
そ
の
ま
ま
賛
成
は
し
な
い
ま
ま
に
、
そ
れ

で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
芸
術
を
語
る
批
評
の
言
語
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
て
み
た
。
そ
し
て
、

芸
術
の
市
民
社
会
的
な
自
律
性
へ
の
反
抗
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
モ

ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
自
己
増
長
、
近
代
の
分
化
を
無
視
す
る
と
い
う
自
己

増
長
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
逆
説
的
に
も
実
際
に
起
き
た
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
日
常
へ
の
浸
透
を
論
じ
て
み
た
。
そ
の
観
点
か
ら
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
に
み
た
芸
術
批
評
の
概
念
こ
そ
、
単
に
作
品
を

一
般
公
衆
に
選
別
・
紹
介
す
る
新
聞
の
学
芸
欄
の
批
評
以
上
の
、
見
方

に
よ
っ
て
は
受
容
美
学
的
と
も
言
え
る
、
芸
術
家
や
作
家
と
批
評
家
と

の
新
た
な
関
係
を
、
い
や
芸
術
の
、
そ
し
て
批
評
の
新
た
な
自
己
理
解

を
、
新
た
な
文
化
論
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
日

常
の
直
観
に
反
す
る
こ
と
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
特
性
で
あ
る
―
―
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
好
き
だ
っ
た
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
の
天
使
の
絵
は
、
日
常
の
天
使

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
が
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
無
縁
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
性
を
宿
し
て
い
る
の
は
、
日
常

の
直
観
か
ら
の
距
離
と
そ
の
反
伝
統
主
義
の
ゆ
え
で
も
あ
る
。

　

引
き
続
い
て
、
そ
う
し
た
突
破
口
と
無
縁
の
、
マ
ル
ク
ス
主
義
正
統

派
の
芸
術
理
解
に
お
け
る
芸
術
批
評
の
概
念
の
不
在
を
見
た
。
希
望
に

燃
え
て
い
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
う
つ
ろ
な
ま
な
ざ
し
で
つ
る
は
し
を
振
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る
う
労
働
者
を
描
い
た
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
よ
り
は
、
な
に
が
描
い

て
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
抽
象
絵
画
の
方
が
公
衆
を
引
き
つ
け
る
こ
と
で
、

東
側
の
文
化
は
「
世
界
人
民
」
か
ら
拒
否
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
く
市
民

社
会
派
の
芸
術
理
解
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
も
伝
統
の
枠
を
超
え
て
は

い
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
社
会
の
伝
統
を
仰
ぎ
見
る
の
と
、
そ

の
伝
統
の
奥
に
、
不
可
視
の
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
異
教
世
界
の
文
化
・
伝

統
を
新
た
に
幻
視
す
る
の
と
の
違
い
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
日
本
文
化
論

者
は
、
文
化
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
。
安
徳
天
皇
を
奉

ず
る
平
氏
と
同
じ
に
日
本
を
抱
き
続
け
る
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
は

ま
さ
に
彼
ら
か
ら
湧
き
出
る
ウ
ィ
ル
ス
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
啓
蒙
の
自
己
深
化
と
し
て
の
ロ
マ

ン
主
義
的
批
評
概
念
の
生
き
る
余
地
は
な
い
。
以
上
が
こ
れ
ま
で
の
簡

単
な
ま
と
め
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
批
評
と
は
か
く
あ
る
べ
き
だ
と
、
高
説
を
く
だ

せ
る
時
代
で
は
な
い
。
無
謬
の
ド
ク
ト
リ
ン
な
ど
な
い
こ
と
が
、
モ
ダ

ニ
ズ
ム
芸
術
と
そ
れ
に
伴
う
批
評
の
出
発
点
だ
っ
た
。
先
の
シ
ョ
ー
レ

ム
宛
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
筆
致
で
言
え
ば
、
「
人
が
ど
の
よ
う
な
批
評
を

し
て
は
な
ら
な
い
か
」
を
示
唆
す
る
の
が
、
批
判
と
抵
抗
の
あ
り
方
が

実
に
さ
ま
ざ
ま
に
な
っ
た
こ
と
を
逆
説
的
に
も
規
範
と
す
る
こ
の
時
代

の
数
少
な
い
可
能
性
だ
ろ
う
。
上
の
四
つ
の
思
潮
は
、
ま
さ
に
取
る
べ

き
で
な
い
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
可
能
な
の
は
、
実
際

に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
す
ぐ
れ
た
批
判
と
批
評
の
か
た
ち
を
提
示
す
る
こ

と
だ
ろ
う
。

6　

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ク
ル
ー
ゲ
の
仕
事 

 

　
　
　

―
―
『
感
情
の
年
代
記
』
―
―

　

そ
の
一
例
と
し
て
（
あ
く
ま
で
一
例
で
あ
る
）
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ク

ル
ー
ゲ
（
一
九
三
二
―
）
の
仕
事
を
最
後
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
彼

に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
相
互
交
換
と
融
合
、
批

判
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
合
流
、
批
判
に
お
け
る
映
像
な
ど
各
種
表
現
手
段

の
重
ね
合
わ
せ
と
そ
れ
に
伴
う
異
化
効
果
を
通
じ
て
の
新
た
な
問
い
の

立
て
方
（
「
語
る
と
は
問
う
こ
と
で
あ
る
」
と
ク
ル
ー
ゲ
は
述
べ
る
）
を
見

て
み
た
い
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
批
評
が
文
学
と
交
流
か
つ
合
流
す
る
と

い
う
か
た
ち
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
芸
術
批
評
の
概
念
に
潜
む
ひ
と
つ
の

方
向
が
実
現
し
て
い
る
。

　

一
九
六
六
年
の
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
映
画
祭
で
の
銀
獅
子
賞
な
ど
、
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
マ
ン
・
シ
ネ
マ
の
騎
手
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ク
ル
ー
ゲ
だ
が
、

次
第
に
映
画
よ
り
は
文
筆
に
向
か
っ
た
彼
が
、
独
自
の
文
章
空
間
を
作

り
上
げ
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
で
は
ド
イ
ツ
思
想
関
係
者
の
あ
い
だ
で

も
不
思
議
と
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
―
―
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
賞
を
は
じ
め
、

ド
イ
ツ
の
ほ
と
ん
ど
の
文
学
賞
を
総
な
め
に
し
、
そ
の
う
え
に
ア
ド
ル

ノ
賞
も
受
賞
し
て
い
る
の
だ
が
。
彼
の
文
章
空
間
（
彼
の
言
葉
で
言
え

ばE
rzählraum

）
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ア
ド
ル
ノ
を
、
そ
し
て
一
部
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
も
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ブ
レ
ヒ
ト
の
異
化
手
法
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も
取
り
入
れ
、
ア
ド
ル
ノ
の
紹
介
で
助
手
を
務
め
た
二
十
世
紀
映
画
の

最
高
峰
の
ひ
と
り
フ
リ
ッ
ツ
・
ラ
ン
グ
の
映
像
言
語
も
吸
収
し
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
う
し
た
先
行
の
試
み
の
ご
っ
た
煮
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
い

わ
ゆ
る
模
倣
や
継
承
で
な
い
換
骨
奪
胎
な
だ
け
に
、
見
た
目
に
は
、
つ

ま
り
日
常
の
直
観
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
も
ア
ド
ル
ノ
と
も
ブ
レ
ヒ
ト

と
も
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
し
か
し
よ
く
見
る
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言

葉
で
言
え
ば
、
彼
ら
の
作
品
を
「
燃
や
し
尽
く
し
た
核
」
が
見
え
て
く
る
。

　

そ
れ
ま
で
『
履
歴
書
』
や
『
戦
闘
描
写
』
な
ど
に
書
き
集
め
ら
れ
て

き
た
文
章
を
ま
と
め
て
二
〇
〇
四
年
に
『
感
情
の
年
代
記
』
と
い
う
標

題
で
出
版
さ
れ
た
二
巻
本
は
、
総
計
二
千
頁
を
上
回
る
巨
大
な
、
現
代

の
ま
さ
に
「
年
代
記
」
で
あ
る
。
本
職
は
（
「
本
職
」
と
い
う
表
現
が
許

さ
れ
る
な
ら
ば
だ
が
）
弁
護
士
で
、
ア
ド
ル
ノ
た
ち
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
大
学
社
会
研
究
所
の
顧
問
弁
護
士
の
任
に
長
い
こ
と
あ
っ
た
。
紛
争

当
事
者
の
あ
い
だ
に
「
平
和
を
作
るFrieden stiften
」
仕
事
だ
か
ら

法
律
家
の
道
と
文
筆
家
の
人
生
と
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
自
己
理
解
を

彼
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
表
明
し
て
い
る

）
42
（

。

　

十
三
歳
だ
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
に
、
故
郷
の
町
が
爆
撃
で
消

失
し
た
ク
ル
ー
ゲ
に
と
っ
て
、
し
か
も
十
数
メ
ー
ト
ル
先
で
爆
弾
が
破

裂
し
、
偶
然
に
無
傷
で
生
き
延
び
た
彼
に
と
っ
て
、
同
年
代
の
ギ
ュ
ン

タ
ー
・
グ
ラ
ス
な
ど
と
お
な
じ
く
、
や
は
り
現
代
ド
イ
ツ
史
の
い
く
つ

か
の
巨
大
な
で
き
ご
と
の
記
述
、
そ
れ
も
普
通
の
描
き
方
で
は
把
握
で

き
な
い
多
様
な
側
面
の
記
述
、
し
か
も
起
き
な
か
っ
た
が
起
き
て
い
て

も
お
か
し
く
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
た
記
述
、
そ
れ
も
徹
底
的
に
距
離

を
取
っ
た
記
述
こ
そ
最
大
の
課
題
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
文
学
と
批
判

が
融
合
し
て
い
る
の
だ
。

　

二
千
頁
に
、
ゆ
る
や
か
な
十
二
の
章
に
わ
た
っ
て
ち
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
千
を
上
回
る
短
い
文
章
（E

rzählraum

）
は
、
最
前
線
か
ら
の
実

際
の
報
告
文
書
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
人
が
一
九
四
三
年
の
ベ
ル
リ
ン
で

国
防
軍
の
幹
部
か
ら
個
人
的
に
「
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
は
も
う
だ
め

だ
。ド
イ
ツ
第
六
軍
は
囲
ま
れ
て
し
ま
っ
た
」と
聞
か
さ
れ
た
話
で
あ
っ

た
り
（
こ
の
幹
部
は
七
月
二
十
日
事
件
で
ヒ
ト
ラ
ー
の
隣
に
い
た
た
め
に
、

不
幸
に
も
爆
弾
の
破
片
に
直
撃
さ
れ
「
殉
職
」
し
た
実
在
の
人
物
）
、
ベ
ル
リ

ン
の
壁
が
開
く
頃
に
西
ド
イ
ツ
の
あ
る
州
都
の
教
育
委
員
会
に
転
勤
し

た
教
員
と
そ
の
娘
の
あ
い
だ
の
、
娘
の
元
カ
レ
を
め
ぐ
る
対
話
で
あ
っ

た
り
、
親
衛
隊
の
招
待
で
ク
リ
ミ
ア
半
島
に
視
察
に
行
っ
た
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
奇
妙
な
経
験
で
あ
っ
た
り
（
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
だ
が
現

地
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
対
話
の
相
手
は
実
在
し
た
親
衛
隊
の
大
物
で
ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
裁
判
で
有
罪
に
な
り
処
刑
さ
れ
て
い
る
）
、
終
戦
直
後
に
パ
キ
ス
タ

ン
と
イ
ン
ド
の
境
界
線
を
引
く
た
め
に
現
地
へ
出
張
し
た
ロ
ン
ド
ン
の

弁
護
士
シ
リ
ル
・
ラ
ド
ク
リ
フ
の
記
録
や
逸
話
で
あ
っ
た
り
（
半
分
は

記
録
文
書
、
半
分
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。も
っ
と
も
記
録
文
書
も
ク
ル
ー
ゲ
が
作
っ

た
部
分
と
「
本
物
」
と
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
）
、
ラ
ド
ク
リ
フ
が
学

ん
だ
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
日
常
生
活
で
あ
っ
た
り
、
ド
イ
ツ
統
一
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
や
文
書
記
録
で
あ
っ
た
り
と
、
実
に
多
様
で
あ



59　●　〈論文〉芸術批評の概念に関する小論――三島憲一

る
。
本
文
中
各
所
に
写
真
（
そ
れ
も
「
本
物
」
と
「
作
り
物
」
の
「
ま
ぜ

こ
ぜ
」
）
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
文
章
は
あ
く
ま
で
乾
い
て
お
り
、

即
物
的
な
記
述
に
終
始
し
て
い
る
。
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
ほ
と
ん
ど
実

存
的
な
で
き
ご
と
に
冷
や
や
か
な
距
離
を
置
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
を
扱
っ
た
最
初
の
断
片
は
「
例
え
ば
こ
れ
は
ひ

と
つ
の
知
ら
せ
だ
。
〈
男
の
子
は
泣
か
な
い
〉
。
こ
れ
は
現
実
感
覚

0

0

0

0

に
つ

い
て
の
ひ
と
つ
の
知
ら
せ
だ
」
と
い
う
た
っ
た
二
行
で
あ
る
。
「
現
実

感
覚
」
は
も
ち
ろ
ん
、
『
特
性
な
き
男
』
の
ム
ー
ジ
ル
に
由
来
す
る
。

ひ
と
つ
先
の
や
や
長
い
断
片
は
「
ガ
ル
ス
大
佐
は
、
ど
こ
か
で
や
ら
れ

て
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
た
七
十
台
の
戦
車
が
、
も
は
や
持
ち
こ
た
え

ら
れ
そ
う
も
な
く
な
っ
た
自
分
の
陣
地
か
ら
西
数
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
現

れ
た
と
き
に
泣
い
た
」
と
は
じ
ま
る
。
「
こ
れ
で
助
か
っ
た
」
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
「
男
の
子
は
泣
か
な
い
」
の
に
だ
。

　

そ
う
し
た
冷
た
い
、
し
か
し
迫
真
感
の
あ
る
文
章
や
写
真
は
、
本
人

が
先
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
でprim

itive diversity

と
名
付
け
て
い
る
。

ど
ん
な
激
戦
の
な
か
で
も
営
ま
れ
る
日
常
生
活
の
、
ど
ん
な
退
屈
な
日

常
生
活
の
な
か
に
も
、
起
き
る
、
と
き
に
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
世

界
で
起
き
る
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
瞬
間
の
、
そ
れ
ぞ
れ
い
わ
ば
生
の
素
材

の
こ
と
だ
。
先
の
元
カ
レ
を
め
ぐ
る
話
で
は
、
平
和
な
日
常
生
活
で
の

親
と
の
言
い
争
い
の
場
、
ひ
げ
を
剃
り
な
が
ら
カ
ミ
ソ
リ
を
振
り
回
し

つ
つ
小
言
を
い
う
熊
の
よ
う
に
毛
む
く
じ
ゃ
ら
で
大
き
い
父
親
を
見
て
、

一
瞬
そ
の
カ
ミ
ソ
リ
で
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
る
娘
の
恐

怖
。
別
に
な
ん
の
問
題
も
な
い
父
子
関
係
な
の
だ
が
。
こ
う
し
た

prim
itive diversity

を
統
括
し
て
眺
め
る
自
我
は
も
は
や
存
在
し
な

い
。
一
九
一
四
年
以
前
の
世
界
を
描
い
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
よ
う
な
古
典

的
な
小
説
は
不
可
能
で
あ
る
（
同
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
。
マ
ド
レ
ー
ヌ
の
味

覚
の
一
瞬
か
ら
「
失
わ
れ
た
時
間
」
を
求
め
る
代
わ
り
に
、
ス
タ
ー
リ

ン
グ
ラ
ー
ド
の
章
の
「
男
の
子
は
泣
か
な
い
」
の
前
に
置
か
れ
た
全
体

の
前
書
き
に
は
次
の
よ
う
な
、
即
物
的
な
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
以

下
の
テ
ク
ス
ト
を
読
者
は
、
流
れ
に
反
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
ベ

ル
リ
ン
共
和
国
の
現
在
か
ら
目
を
そ
ら
し
た
、
ボ
ツ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル

IN
A

K
T

U
E

LL

な
シ
ツ
コ
イZÄ

H

、
非
実
際
的
な
関
心
で
読
ま
ね
ば

な
ら
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
を
生
ん
だ
も
ろ
も
ろ
の
現
実
は
邪

悪
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
望
み
と
確
信
と
同
じ
に
、
ハ
ン
ゲ
ン
ジ

ツ
シ
ュ
ギ
テ
キ
ニA

N
T

IR
E

A
LIST

ISC
H

読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ

た
し
が
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
固
執
す
る
の
は
、
記
憶
の
不
在
は
非

現
実
的
で
あ
る
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
ト
が
理
由
で
あ
る
」
（
引
用
文
中
、
大

文
字
の
部
分
は
実
際
に
こ
の
よ
う
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
）
。

　

「
ボ
ツ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
の
は
、
過
去
か
ら
短
兵
急
に
現
在

の
民
主
主
義
社
会
へ
の
教
訓
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
偽
り
の
リ
ベ
ラ
ル

レ
フ
ト
へ
の
警
告
で
も
あ
る
。
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
社
会
は
空
襲
の
記
憶

と
ド
イ
ツ
の
殲
滅
戦
の
記
憶
を
加
害
者
で
あ
る
自
分
た
ち
の
文
学
か
ら

閉
め
出
し
て
し
ま
っ
た
。
ゼ
ー
バ
ル
ト
の
『
空
襲
と
文
学

）
43
（

』
は
空
襲
に

関
し
て
そ
の
こ
と
を
、
「
自
分
た
ち
も
被
害
者
だ
」
と
い
う
日
本
に
多
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く
あ
る
嘆
き
節
に
陥
る
こ
と
な
く
、
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
が
、
こ

の
ゼ
ー
バ
ル
ト
が
ク
ル
ー
ゲ
を
多
く
引
く
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
閉
め
出

さ
れ
た
と
い
っ
て
も
記
憶
は
存
在
し
、
作
用
し
つ
づ
け
て
い
る
。
ユ
ダ

ヤ
人
虐
殺
に
関
す
る
ベ
ル
リ
ン
共
和
国
の
「
指
示
さ
れ
た
記
憶
」
が
生

ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
碑
を
ク
ル
ー
ゲ
は
正
面
か
ら
批
判
は
し
な
い
が
、

そ
の
欺
瞞
性
を
か
す
か
に
暗
示
し
つ
づ
け
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド

の
ド
イ
ツ
兵
も
単
純
に
加
害
者
と
し
て
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

の
だ
。
そ
れ
を
加
藤
典
洋
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
記
録
／
記
憶
す
る

方
法
の
模
索
で
も
あ
る
。
む
し
ろ
悲
哀
は
語
ら
れ
る
「
単
語
」
の
な
か

に
「
文
字
」
の
な
か
に
あ
る
、
と
彼
は
語
る
―
―
ア
ド
ル
ノ
が
「
考
え

る
」
こ
と
の
う
ち
に
現
実
へ
の
抵
抗
を
見
た
よ
う
に
。

　

よ
く
「
壮
大
な
文
学
的
ゲ
ル
ニ
カ
」
と
言
わ
れ
る
こ
の
『
年
代
記
』

の
ど
の
断
片
も
、
「
損
壊
し
た
生
」
（
ア
ド
ル
ノ
）
か
ら
の
乾
い
た
報
告

で
あ
り
、
ク
ル
ー
ゲ
み
ず
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
「
啓
蒙
の
プ
ロ
セ
ス
の

自
己
反
省
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ど
の
断
片
に
も
、
過
去
は
実
際

に
起
き
た
よ
う
に
起
き
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

思
い
と
同
時
に
将
来
に
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
へ
の
不
安
が
潜
ん

で
い
る
。
例
え
ば
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
町
外
れ
で
、
マ
ン
ホ
ー

ル
下
の
通
路
の
奥
に
一
週
間
分
の
缶
詰
を
持
っ
て
潜
り
込
ん
だ
ド
イ
ツ

兵
の
話
が
出
て
く
る
。
赤
軍
が
通
り
過
ぎ
た
ら
、
地
上
に
出
て
、
西
の

ド
ン
河
の
方
へ
な
ん
と
か
逃
走
し
よ
う
と
い
う
目
論
見
で
あ
る
。
だ
が
、

赤
軍
が
排
気
口
か
ら
投
げ
込
ん
だ
手
榴
弾
の
破
片
で
右
足
に
大
怪
我
を

す
る
。
そ
れ
で
も
這
い
出
し
、
膝
ま
で
あ
る
軍
靴
の
上
か
ら
血
が
じ
ゃ

ぶ
じ
ゃ
ぶ
溢
れ
出
す
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
自
軍
と
合
流
す
べ
く
歩

み
だ
す
。
そ
の
シ
ー
ン
の
直
後
に
は
未
来
の
地
下
大
都
市
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
写
真
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
壮
大
な
シ
ス
テ
ム
と
化
し
、
地
下
に
大
都
市
を
生
み
出
す

よ
う
な
体
制
へ
の
恐
怖
と
不
安
で
あ
る
。
巨
大
な
戦
争
マ
シ
ー
ン
で
あ

る
ド
イ
ツ
第
六
軍
の
組
織
性
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド

郊
外
の
敗
残
兵
の
潜
り
込
ん
だ
マ
ン
ホ
ー
ル
と
未
来
の
地
下
都
市
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
並
列
が
生
み
出
す
異
化
効
果
。
本
書
の
別
の
箇
所
に
は

ア
ル
プ
ス
に
ト
ン
ネ
ル
運
河
を
造
り
、
北
海
か
ら
地
中
海
ま
で
の
舟
運

を
可
能
と
す
る
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
イ
メ
ー
ジ
写
真
も
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
地
下
都
市
の
写
真
に
は
ア
ド
ル
ノ
の
『
否
定
弁
証
法
』
か
ら
の

引
用
が
注
と
し
て
つ
い
て
い
る
。
「
シ
ス
テ
ム
と
は
精
神
と
な
っ
た
は

ら
わ
た
だ
。
怒
り
は
、
い
っ
さ
い
の
観
念
論
の
徴
し
だ
。
怒
り
は
カ
ン

ト
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
歪
め
る
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
が
装
う

高
等
な
品
格
の
光
背
に
反
論
を
加
え
る

）
44
（

」
。

　

ク
ル
ー
ゲ
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
は
、
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、
感
情
、

そ
れ
も
近
代
が
生
み
出
し
た
巨
大
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
最
下
層
に
い
る

ひ
と
り
ひ
と
り
の
感
情
、
ド
イ
ツ
語
で
言
う
「
カ
エ
ル
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
」
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
々
の
感
情
、
彼
ら
の
怒
り
や
不
安

で
あ
る
。
そ
れ
を
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
よ
う
に
壮
麗
な
文
章
に
塗
り
込

め
ず
に
、
事
務
的
に
描
か
れ
た
感
情
、
敗
残
兵
の
恐
怖
と
未
来
の
大
都
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市
へ
の
不
安
、
こ
う
し
た
感
情
こ
そ
最
大
の
敬
意
を
払
う
対
象
、
す
べ

て
が
他
の
よ
う
で
も
あ
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
現
実

主
義
の
基
盤
な
の
だ
、
と
彼
は
な
ん
ど
も
強
調
す
る
。
「
わ
た
し
は
感

情
と
そ
の
反
現
実
主
義
（A

ntirealism
us

）
に
最
大
の
敬
意
を
払
っ
て

い
ま
す
。
人
間
は
堪
え
難
い
も
の
に
遭
遇
す
る
と
皮
膚
に
お
で
き
が
で

き
ま
す
。
人
間
は
不
幸
に
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
を
す
る
の
で
す
。
人
間
の

中
の
こ
の
反
現
実
主
義
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
承
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。こ
れ
に
対
し
て
自
我
な
ど
と
い
う
も
の
は
案
山
子
同
然
な
の
で
す
」

（
先
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
。

　

感
情
と
は
反
現
実
主
義
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
。
感
情
は
非
道
な

現
実
へ
の
抗
議
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
現
実
以
外
の
も
の
へ
の

願
い
、
彼
方
へ
の
思
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
記
憶
も
そ
の
一

環
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
現
在
と
の
和
解
を
め
ざ
し
た
（
結
果
と
し
て
は
「
未

来
志
向
」
に
な
っ
て
し
ま
う
）
い
さ
さ
か
あ
や
し
げ
な
記
憶
の
文
化
を
越

え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　

「
ク
リ
ミ
ア
半
島
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
」
と
題
し
た
文
章
は
、こ
う
始
ま
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
機
甲
部
隊
が
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
入
り
口
の
ペ
レ
コ
プ
地

峡
を
急
襲
・
占
領
し
て
い
る
時
分
に
、
陸
軍
総
司
令
部
は
、
第
十
一
軍

に
大
学
教
授
た
ち
を
届
け
る
決
定
を
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
草
原
飛
行
場
を
飛
び
立
ち
、
ベ
ル
リ
ン
、
ク

ラ
カ
ウ
、
オ
デ
ッ
サ
と
乗
り
継
ぎ
、
シ
ン
フ
ェ
ロ
ポ
ー
ル
に
至
っ
た
。

す
べ
て
が
冷
静
な
段
取
り
だ
っ
た
」
。
三
日
前
に
国
防
軍
は
ク
リ
ミ
ア

を
占
領
し
、
今
は
山
に
逃
げ
た
敵
の
残
党
の
処
理
を
し
て
い
る
。
そ
こ

に
も
う
司
令
部
か
ら
派
遣
さ
れ
た
大
学
教
授
た
ち
が
到
着
す
る
。
だ
が
、

「
わ
れ
わ
れ
」と
は
い
っ
た
い
だ
れ
な
の
か
。
機
甲
部
隊
は
「
わ
れ
わ
れ
」

つ
ま
り
視
察
団
の
「
大
学
教
授
」
の
部
隊
で
は
な
い
は
ず
だ
…
…
。
戦

争
に
お
け
る
匿
名
の
「
わ
れ
わ
れ
」
が
こ
う
し
て
疑
念
視
さ
れ
る
。
次

に
「
す
べ
て
が
冷
静
な
段
取
り
」
。
巨
大
な
殺
戮
組
織
は
後
方
の
大
学

教
授
団
の
輸
送
で
も
、
秩
序
立
っ
て
い
る
。
殺
戮
集
団
を
動
か
す
冷
静

な
組
織
性
へ
の
情
熱
が
皮
肉
に
描
写
さ
れ
る
。
距
離
を
取
っ
た
異
化
効

果
の
文
体
で
あ
る
。

　

大
学
教
授
た
ち
を
送
り
込
ん
だ
の
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
移
動
時
代
に

ク
リ
ミ
ア
に
も
侵
入
し
た
と
さ
れ
る
東
ゴ
ー
ト
人
の
痕
跡
を
探
査
し
、

ド
イ
ツ
に
よ
る
占
領
を
正
当
化
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
あ
る
。

だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
そ
れ
以
上
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
へ
の

思
い
も
働
い
て
い
る
。
ク
リ
ミ
ア
の
古
代
名
タ
ウ
リ
カ
と
は
ま
さ
に
タ

ウ
リ
ス
の
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
の
い
た
と
こ
ろ
だ
。
彼
の
目
に
は
行
き
来

す
る
現
地
の
女
性
は
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
の
末
裔
に
見
え
る
―
―
そ
れ
が

い
か
に
馬
鹿
げ
た
幻
影
で
あ
る
か
は
文
体
が
暴
露
し
て
い
る
。

　

逆
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
処
刑
の
た
め
に
連
行
さ
れ
る
の
を
他
の
教

授
た
ち
と
見
物
し
て
い
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
ト
ラ
ッ
ク
で
連
れ
去
る
輸

送
と
処
刑
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
親
衛
隊
将
校
が
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
自
慢
す
る
会
話
が
出
て
く
る
。
そ
の
効
率
化
を
提
案
し
た
実
際

の
文
書
と
と
も
に
。
と
こ
ろ
が
、
見
物
し
て
い
る
と
、
一
人
の
老
婆
が
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ハ
イ
デ
ガ
ー
に
後
ろ
か
ら
近
づ
き
、
連
れ
て
い
た
小
さ
な
女
の
子
に
彼

の
手
を
握
ら
せ
た
と
思
っ
た
と
た
ん
に
群
衆
の
中
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
子
だ
け
で
も
命
が
助
か
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

映
画
に
あ
り
そ
う
な
シ
ー
ン
だ
。
や
が
て
こ
の
老
婆
も
捕
ま
っ
て
連
行

さ
れ
る
の
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
手
に
は
女
児
の
じ
っ
と
握
り
返
し
て

く
る
手
が
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。「
常
識
」
な
ら
ば
、
こ
の
子
を
親
衛
隊

に
引
き
渡
せ
ば
済
む
は
ず
な
の
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
な
ぜ
か
そ
う
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「H

alten heißt ursprünglich hüten

」（
維

持
す
る
、
つ
ま
り
子
供
の
手
を
握
り
続
け
る
こ
と
は
、
根
源
的
に
は
、
保
護
す

る
こ
と
）
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
。halten
もhüten

もursprünglich

も
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
独
特
の
電
位
で
光
ら
せ
な
が
ら
使
い
続
け
た
言
葉
だ
。

西
欧
形
而
上
学
の
破
壊
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
理
性
誕
生
以
前
の
「
根
源
」

の
世
界
に
思
い
を
馳
せ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
な
ぜ
か
こ
の
女
児
を
守
ろ

う
と
「
決
断
」
す
る
。

　

「
決
断
」
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
十
八
番
の
言
葉
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で

ク
ル
ー
ゲ
が
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
は
、
ゲ
ー
テ
の
小
説
『
親
和
力
』

の
一
シ
ー
ン
で
あ
り
、
そ
の
シ
ー
ン
に
つ
い
て
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ま
さ

に
「
芸
術
批
評
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
シ
ー
ン
と
は
以
下
の
よ
う
で
あ

る
。
あ
る
男
が
幼
い
時
か
ら
喧
嘩
ば
か
り
し
て
い
る
大
嫌
い
な
娘
が
い

る
。
そ
の
娘
が
気
の
染
ま
ぬ
人
と
の
結
婚
式
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
、
披

露
宴
が
催
さ
れ
て
い
る
船
の
デ
ッ
キ
か
ら
花
嫁
姿
の
ま
ま
川
に
飛
び
込

む
。
そ
の
と
き
に
、
ブ
リ
ッ
ジ
で
舵
を
握
っ
て
い
た
こ
の
男
は
、
自
分

が
本
当
は
そ
の
娘
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
く
。
「
決
断
の
一
瞬
」

が
到
来
す
る
。
彼
は
自
ら
も
彼
女
の
後
を
追
っ
て
川
に
飛
び
込
み
、
助

け
上
げ
、
ふ
た
り
は
結
婚
す
る
。
め
で
た
し
、
め
で
た
し
、
と
い
う
挿

入
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。
ゲ
ー
テ
は
交
叉
恋
愛
に
苦
し
み
な
が
ら
決

断
で
き
な
い
二
組
の
ペ
ア
へ
の
皮
肉
も
込
め
て
、
こ
の
挿
話
を
書
き
込

ん
で
い
る
よ
う
だ
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の
決
断
に
つ
い
て
「
男
の
子

は
、
娘
の
後
を
追
っ
て
河
に
飛
び
込
む
。
こ
れ
は
『
親
和
力
』
の
唯
一

の
幸
福
な
運
命G

eschick

だ
」
と
『
親
和
力
論
』
で
論
じ
て
い
る
。

　

ク
リ
ミ
ア
で
偶
然
預
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
女
児
を
、
ギ

リ
シ
ア
人
と
思
い
込
ん
で
守
り
き
る
決
断
を
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
決
断

と
、『
親
和
力
』
を
論
じ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
決
断
が
合
体
す
る

）
45
（

。
ク
ル
ー

ゲ
は
、
彼
の
読
者
に
は
あ
ま
り
に
自
明
な
関
連
だ
か
ら
な
の
か
、
典
拠

を
あ
げ
な
い
ま
ま
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
が
、
な

か
な
か
複
雑
な
手
続
き
で
、
そ
れ
な
り
に
知
識
が
な
い
と
読
め
な
い
文

章
だ
。
と
は
い
え
現
実
に
は
、
い
や
こ
の
物
語
の
な
か
で
の
現
実
で
は

「
渡
さ
れ
た
子
供
を
、
彼
の
獲
物
を
、
問
題
な
く
手
元
に
預
か
れ
る
場

所
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
彼
女
が
若
い
ギ
リ
シ
ア
人
の
娘
で
あ
る
と

絶
対
の
確
信
を
も
っ
て
い
る
。
心
か
ら
望
む
な
ら
ば
、
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ

エ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う

）
46
（

」
。

　

結
局
は
、
宿
舎
に
か
く
ま
っ
て
お
い
た
女
児
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
散
歩

か
ら
戻
っ
て
見
る
と
、
居
な
く
な
っ
て
い
た
。
親
衛
隊
が
見
つ
け
て
ユ

ダ
ヤ
人
と
し
て
連
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
う
仕
方
が
な
い
。
な
に
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ご
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
大
学

に
戻
り
、
日
常
の
講
義
と
演
習
に
復
帰
す
る
。

　

途
中
で
親
衛
隊
の
動
き
や
ド
イ
ツ
人
の
ク
リ
ミ
ア
移
住
を
め
ぐ
る
論

争
な
ど
が
は
さ
ま
れ
た
「
物
語
」
に
は
、
お
な
じ
く
注
が
い
く
つ
も
つ

い
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、
先
述
し
た
『
否
定
弁
証
法
』
か

ら
の
引
用
と
異
な
っ
て
典
拠
が
意
図
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
き

ら
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
も
し
く
は
ク
ル
ー
ゲ
の
偽
作
に
な
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
文
章
で
あ
る
。「
数
世
紀
来
讃
え
ら
れ
て
き
た
理
性
な
る
も
の
が
、

思
惟D

enken

の
執
拗
な
対
立
者
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
経
験

す
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
、
思
惟D

enken

な
る
も
の
は
は
じ
ま
る

）
47
（

」
。

　

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
現
実
に
起
き
た
こ
と
、
例
え
ば
ユ
ダ
ヤ
人
集
団

処
刑
。
そ
の
効
率
性
を
自
慢
す
る
親
衛
隊
将
校
、
あ
っ
て
も
お
か
し
く

な
か
っ
た
こ
と
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
人
の
先
祖
の
部
族
の
ひ
と
つ
と
さ
れ

る
東
ゴ
ー
ト
人
の
痕
跡
調
査
と
そ
れ
に
同
行
す
る
哲
学
教
授
（
ヤ
ウ
ス

は
実
際
に
「
先
祖
崇
拝
」
と
い
う
企
画
に
携
わ
っ
て
い
た
）
。
そ
し
て
あ
り

そ
う
に
も
な
い
が
、
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
く
も
な
い
、
一
時
的
な
心
情

的
決
断
の
結
果
と
し
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
し
く
な
い
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
行

動
、こ
う
し
た
要
素
の
織
物
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。コ
ラ
ー
ジ
ュ

と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
ギ
リ
シ
ア
と
ド
イ
ツ

の
一
体
性
へ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
狂
信
に
も
と
づ
い
て
ユ
ダ
ヤ
少
女
を
ギ

リ
シ
ア
人
と
思
い
込
む
錯
視
を
揶
揄
し
、
冷
た
く
突
き
放
す
態
度
で
描

か
れ
て
い
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
以
外
に
も
ユ
ダ

ヤ
人
女
性
も
含
め
て
数
多
く
あ
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ラ
ブ
・
ア
フ
ェ

ア
ー
へ
の
遠
い
皮
肉
も
意
図
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
時
に
、

『
親
和
力
』
の
挿
話
に
お
け
る
決
断
へ
の
希
望
と
と
も
に
。
つ
ま
り
ど

ん
な
立
場
の
人
間
も
抵
抗
へ
の
決
断
が
可
能
だ
っ
た
と
い
う
希
望
と
と

も
に
。
「
一
九
二
八
年
に
、
あ
る
女
性
教
師
が
同
僚
た
ち
と
な
に
か
は

じ
め
て
い
れ
ば
、
一
九
三
三
年
は
防
げ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
」
と

ひ
と
つ
の
物
語
を
例
に
し
な
が
ら
、
ク
ル
ー
ゲ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
答

え
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
実
際
に
起
き
た
歴
史
、
歴
史
家
が
因
果
の
系
列
で
説
明
す

る
歴
史
へ
の
、
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
無
数
の
挿
話
を
頼
り
と

し
た
反
抗
。
「
因
果
の
系
列
。
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
か
ら
は
じ
ま
っ
て
今
日
に

至
る
因
果
の
系
列
」
（
同
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
―
―
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
他

の
可
能
性
は
な
か
っ
た
、
仕
方
な
か
っ
た
」
「
不
可
避
だ
っ
た
」
の
前

提
に
も
と
づ
い
て
物
語
ら
れ
る
。
「
人
々
は
彼
ら
の
人
生
行
路
の
う
ち

で
い
わ
ば
カ
エ
ル
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
す
」
。
こ
の
不
可
避
性
の
見
か
け
を
ク
ル
ー
ゲ
は
多
く
の

人
々
の
行
動
か
ら
、
例
え
ば
、
も
う
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い

た
の
に
突
然
戻
っ
て
き
た
自
軍
の
戦
車
を
見
て
泣
く
、
男
の
子
は
泣
か

な
い
は
ず
な
の
に
泣
く
将
校
の
話
を
頼
り
に
問
題
視
す
る
の
だ
。
こ
の

間
の
事
情
を
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
は
「
接
続
法
二
式
（
仮
定
法
過
去
）

の
文
学
」
と
形
容
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

「
ク
ル
ー
ゲ
に
と
っ
て
は
、
人
間
が
引
き
起
こ
し
た
破
局
を
リ
ア
リ
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ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
く
努
力
で
は
十
分
で
な
い
。
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
リ

ア
リ
ズ
ム
は
彼
に
と
っ
て
は
、
現
実
の

0

0

0

破
局
的
結
末
は
な
に
か
不
可
避

0

0

0

の
も
の
だ
と
い
う
想
念
を
伴
っ
て
い
る
。
…
…
過
去
を
発
掘
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
過
去
の
経
験
か
ら
い
く
つ
か
の
出
口

0

0

（A
usw

egen

）
を
探
す

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
別
の
よ
う
に
も

な
っ
て
い
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
で
、
将
来
の

破
局
を
防
止
し
よ
う
と
い
う
の
だ

）
48
（

」
。
感
情
と
は
因
果
の
系
列
に
対
す

る
戦
い
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
歴
史
か
ら
学
ぶ
と
い
う
通
常

の
発
想
は
た
い
し
た
こ
と
を
も
た
ら
さ
な
い
、
と
い
う
前
提
が
あ
る
と

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
あ
っ
た
話
、
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な

か
っ
た
話
、
あ
り
得
な
い
話
を
練
り
合
わ
せ
語
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
新

た
な
問
い
」
を
探
し
、
立
て
る
こ
と
、
出
口
に
向
か
っ
て
立
て
る
こ
と

だ
と
い
う
の
だ
。
「
探
す
」
「
問
い
」
「
出
口
」
は
ク
ル
ー
ゲ
の
全
作
品

の
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
。

　

い
く
つ
も
の
物
語
か
ら
な
る
今
ひ
と
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
手
短
に
触
れ

て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
一
九
四
五
年
四
月
八
日
、
ク
ル
ー
ゲ
自
身
が
経

験
し
た
故
郷
の
町
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
へ
の
連
合
軍
の
猛
爆
撃
で
あ

る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
少
年
の
ク
ル
ー
ゲ
か
ら
十
数
メ
ー
ト
ル
の

と
こ
ろ
に
も
爆
弾
が
落
ち
た
そ
う
だ
。

　

当
日
は
日
曜
日
。
同
市
の
映
画
館
「
キ
ャ
ピ
ト
ー
ル
」
で
午
前
十
時
、

「
帰
郷
」
と
題
し
た
映
画
が
始
ま
ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
ス
ク
リ
ー
ン

右
の
二
階
席
か
ら
地
下
に
ま
で
最
初
の
爆
弾
が
貫
通
し
破
裂
す
る
。
散

乱
す
る
胴
体
や
手
足
。
映
写
係
の
シ
ュ
ラ
ー
ダ
ー
夫
人
は
―
―
映
画
館

の
オ
ー
ナ
ー
一
家
は
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
に
、
戦
争
も
大
詰
め
の
こ
の
時

期
に
休
暇
に
行
っ
て
い
る
―
―
、
地
下
の
洗
濯
室
の
煮
沸
釜
に
、
そ
う

し
た
人
間
の
破
片
を
大
急
ぎ
で
片
付
け
る
。
次
の
上
映
開
始
の
二
時
に

間
に
合
わ
せ
る
た
め
だ
。
爆
弾
が
落
ち
て
も
、
映
写
時
間
は
映
写
時
間
。

夜
は
郊
外
の
知
り
合
い
の
家
で
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
食
べ
な
が
ら
、
「
あ
あ
、

疲
れ
た
、
今
日
は
大
変
だ
っ
た
」
。
な
に
か
普
通
の
勤
務
日
が
終
っ
た

か
の
よ
う
に
。

　

同
じ
頃
に
市
中
心
部
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
結
婚
式
の
披
露
宴
が
始
ま

ろ
う
と
し
て
い
た
。
新
郎
は
ケ
ル
ン
の
豊
か
な
家
の
出
身
。
新
婦
は
こ

の
市
の
庶
民
の
娘
。
教
養
の
異
な
る
両
方
の
家
族
の
あ
い
だ
で
は
対
話

が
成
り
立
た
ず
、
気
ま
ず
い
雰
囲
気
が
流
れ
出
し
て
い
る
。
「
お
た
が

い
の
家
族
同
士
で
な
か
な
かD

u

で
し
ゃ
べ
り
あ
え
な
い
」
。
終
戦
の

一
ヶ
月
前
の
厳
し
い
日
々
で
も
社
会
的
格
差
は
作
用
し
て
い
る
。
そ
し

て
空
襲
警
報
。
全
員
地
下
室
へ
。「
十
二
分
後
に
は
全
員
瓦
礫
の
下
だ
っ

た
。
み
ん
な
す
ぐ
に
窒
息
し
た
な
ら
い
い
ん
だ
け
ど
、
と
翌
日
瓦
礫
の

山
を
探
し
ま
わ
っ
て
い
る
新
婦
の
兄
が
語
っ
た
」
。
兄
は
た
ま
た
ま
式

に
遅
れ
て
き
た
の
だ
が
、
こ
の
語
り
よ
う
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

同
じ
大
空
襲
の
夕
方
、
郊
外
で
町
の
写
真
屋
の
主
人
が
自
軍
の
兵
士

に
捕
ま
り
、
近
く
の
大
都
市
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
に
連
行
さ
れ
、
即
刻
処
刑

さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ス
パ
イ
だ
と
思
わ
れ
た
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も

ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
郊
外
に
は
、
丘
を
く
り
抜
い
た
地
下
の
兵
器
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工
場
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
強
制
労
働
者
が
大
量
に

働
い
て
い
た
。
兵
器
工
場
も
強
制
労
働
者
の
存
在
も
、
連
合
軍
に
知
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
。
軍
事
的
理
性
が
絶
対
に
優
先
だ
。
も
っ
と
も
、
空

襲
直
後
の
写
真
が
こ
の
章
に
付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
写
真
屋
の
お

か
げ
な
の
だ
が
。
こ
の
写
真
屋
も
職
業
意
識
か
ら
写
真
を
撮
り
に
出
か

け
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

　

ド
イ
ツ
諸
都
市
へ
の
空
襲
の
記
憶
の
抹
殺
を
論
じ
た
先
の
ゼ
ー
バ
ル

ト
は
、
ク
ル
ー
ゲ
の
こ
う
し
た
記
述
を
、
そ
こ
に
感
じ
取
れ
る
ド
イ
ツ

市
民
の
「
職
業
的
本
能
」
と
、
大
空
襲
で
も
発
動
さ
れ
る
勤
勉
な
日
常

の
恐
ろ
し
さ
も
含
め
て
「
真
生
な
記
録
が
持
つ
啓
蒙
の
力
」
と
形
容
し

て
い
る

）
49
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
他
の
す
べ
て
の
「
物
語
」
と
同
じ
に
こ
の
物
語
も
マ
ル

チ
・
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
で
き
て
い
る
。
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
映

画
が
「
帰
郷
」
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
に
は
、
加
害
者
と
被
害
者
の
取
り

替
え
に
対
す
る
ク
ル
ー
ゲ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・

フ
ォ
ン
・
モ
ル
ト
ケ
の
報
告
に
よ
れ
ば

）
50
（

、
こ
の
映
画
で
は
、
東
方
で
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
に
取
り
巻
か
れ
て
処
刑
さ
れ
る
ド
イ
ツ
人
た
ち
が
、
そ
し
て

生
き
残
っ
た
ド
イ
ツ
人
の
帝
国
へ
の
帰
郷
が
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
国
際
法
上
の
問
題
が
あ
る
都
市
空
襲
も
ド
イ
ツ
人
が
戦
争
を
始
め

た
か
ら
な
の
だ
、
と
い
う
視
線
は
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
広
島
・
長
崎

も
日
本
が
戦
争
を
始
め
な
け
れ
ば
、
起
き
な
か
っ
た
の
だ
。

　

ま
た
、
こ
の
空
襲
の
章
の
後
半
に
は
、
空
飛
ぶ
殺
人
工
場
と
し
て
の

空
襲
作
戦
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
料
、
イ
ギ
リ
ス
空
軍
の
司
令
官
の

写
真
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
空
襲
と
い
う
の
は
、
た
だ
爆
弾
を
落

と
す
の
で
な
く
、
周
到
に
計
画
さ
れ
た
作
戦
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。
最
初
の
爆
弾
は
道
路
下
の
水
道
管
を
破
壊
す
る
よ
う
に
作
ら

れ
て
い
る
。
消
火
不
能
に
す
る
た
め
。
次
に
は
家
屋
の
屋
根
か
ら
下
の

階
ま
で
貫
通
す
る
重
量
爆
弾
。
そ
れ
が
開
け
た
穴
に
焼
夷
弾
が
注
ぎ
込

ま
れ
る
手
順
。
「
空
飛
ぶ
要
塞
」
B 

17
の
編
隊
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の

図
式
。
そ
し
て
編
隊
指
令
機
と
各
機
と
の
交
信
記
録
。
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ

タ
ッ
ト
へ
の
飛
行
も
、
他
の
都
市
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け

て
突
然
進
路
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
巨
大
軍
事
組
織
が
放
つ
あ
る
種
の

魅
力
も
、
冷
た
く
描
き
き
ら
れ
て
い
る
。
先
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
故
郷
に

戻
る
ベ
ル
リ
ン
経
由
の
飛
行
機
が
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
郊
外
に
着
陸
し
た
と

き
に
「
巨
大
な
も
の
か
ら
卑
小
な
も
の
へ
落
ち
て
行
っ
た
」
（K

luge I, 

434

）
と
記
し
て
い
る

）
51
（

。
巨
大
な
も
のdas R

iesenhafte

は
、『
黒
ノ
ー

ト
』
に
も
よ
く
出
て
く
る
、
近
代
技
術
の
編
成
総
体
の
名
称
で
あ
る

）
52
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
「
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
が
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
性
に
責
任
を
持
つ
こ
と
な
の
で
す
」
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

の
言
葉
も
分
っ
て
く
る
。
彼
は
ア
ド
ル
ノ
に
「
君
、
小
説
な
ど
書
い
た
っ

て
も
う
意
味
な
い
よ
。
ど
う
せ
プ
ル
ー
ス
ト
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
だ
か
ら
」
と
い
く
ど
も
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は

「
モ
デ
ル
ネ
と
は
新
し
い
建
築
を
す
る
こ
と
だ
」
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の

言
葉
に
忠
実
に
、
複
数
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
通
じ
て
ま
だ
語
ら
れ
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て
い
な
い
こ
と
を
描
こ
う
と
す
る
の
だ
。
反
現
実
主
義
の
「
反
文
学
」

を
。
「
実
際
に
ア
ド
ル
ノ
も
、
も
し
も
文
学
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
し
て

な
に
か
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
文
学
を
も
っ
と

豊
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
わ
れ

わ
れ
は
文
学
の
生
の
素
材
に
ま
で
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
っ

と
シ
ン
プ
ル
な
条
件
で
生
の
素
材
に
接
近
し
な
が
ら
、
道
路
工
事
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
先
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
ク
ル
ー
ゲ
は
言
う
。

　

こ
う
し
た
断
片
を
並
べ
た
連
関
の
な
い
タ
ブ
ロ
ー
、
経
験
し
な
か
っ

た
が
経
験
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
実
際

の
経
験
に
も
と
づ
く
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
ゲ
ル
ニ
カ
的
な
集
積
は
、
二
十

世
紀
の
戦
争
と
平
和
に
つ
い
て
の
、
本
人
が
言
う
と
お
り
い
わ
ば
『
パ

サ
ー
ジ
ュ
論
』
な
の
だ
。
や
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
た
自
軍
の
戦
車
部
隊

が
戻
っ
て
き
て
泣
い
た
将
校
の
話
は
歴
史
の
網
の
目
か
ら
消
え
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
で
も
ま
さ
に
そ
の
泣
く
こ
と
が
現
代
の
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』

の
ひ
と
つ
の
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
バ
ロ
ッ
ク
論
の
前
書
き
で
論
じ
る
モ
ザ

イ
ク
石
な
の
だ
。
た
だ
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
十
九
世
紀
パ
リ
の
生
活
の

さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
化
し
、
そ
れ
ら
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
同

時
代
者
の
文
章
の
引
用
を
正
し
い
配
置
（
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
に
据

え
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
社
会
と
市
民
社
会
の
秘
密
を
解
き
明
か
せ
る

と
思
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ク
ル
ー
ゲ
は
、
「
わ
た
し
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
関
心
は
共
有
し
ま
す
が
、
彼
よ
り
も
ず
っ
と
懐
疑
的
か
つ
慎
重
で
す
」

と
語
る
。
一
九
四
〇
年
と
二
千
年
は
二
十
世
紀
の
そ
の
後
の
、
戦
後
も

続
く
グ
ロ
ー
バ
ル
な
い
く
つ
か
の
破
局
を
経
て
直
接
に
は
つ
な
が
ら
な

い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
評
価
す
る
な
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
よ
う
な
文
章
も

書
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

だ
が
、
ク
ル
ー
ゲ
の
仕
事
に
接
す
る
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
が
第
一
次
大
戦
直
後
の
博
士
論
文
『
ド

イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
に
お
け
る
批
評
の
概
念
』
の
直
接
の
延
長
に
位
置
す

る
こ
と
に
は
じ
め
て
気
が
つ
く
。
初
期
の
ド
イ
ツ
文
学
系
の
仕
事
と
後

期
の
パ
リ
の
仕
事
と
の
あ
い
だ
に
は
切
れ
目
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の

は
、
た
だ
の
日
常
の
直
観
で
あ
っ
て
、
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
は
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
初
期
以
来
の
批
評
概
念
の
実
践
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ク

ル
ー
ゲ
の
『
感
情
の
年
代
記
』
も
同
様
で
、
「
ポ
エ
ジ
ー
と
学
問
を
統

一
す
る
」
と
い
う
ロ
マ
ン
派
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
現
代
版
な
の
だ
。
「
ポ

エ
ジ
ー
と
学
問
を
統
一
で
き
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
必
要
と
す
る
知

的
自
己
意
識
を
、
市
民
的
人
間
の
知
性
の
力
を
あ
ら
た
に
作
り
う
る
は

ず
で
す
。
…
…
カ
ン
ト
は
あ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
建
築
す
る
人
間
な

の
だ
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
た
め
の
住
居
を
建
て
よ
う
と
し
て

い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
間
違
え
て
塔
を
建
て
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
喧
嘩
別
れ
に
な
り
、
言
葉
の
混
乱
が
生
じ
た
。
だ
か
ら
わ
れ
わ

れ
は
建
築
の
個
々
の
素
材
に
も
う
一
度
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
わ
た
し
の
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
」
（
先
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
。

　

あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
現
実
、
歴
史
の
方
向
転
換
に
な
っ
た
か
も
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し
れ
な
い
現
実
。
そ
れ
を
作
り
出
す
た
め
の
建
築
の
素
材
と
そ
の
破
片

の
集
積
、
こ
の
批
評
の
力
は
、
冒
頭
の
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
の
深
い

懐
疑
を
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
懐
疑
を
打
ち
破
る
。
古
典
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
作
品
は
銀
行
の
重
役
室
を
飾
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も

暴
力
に
よ
る
破
壊
に
遭
う
よ
り
は
は
る
か
に
ま
し
だ
が
、
そ
れ
以
上
に

モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
啓
蒙
の
プ
ロ
セ
ス
の
再
検
討
と
い
う
旗
印
の
も
と
に
継

続
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
の
が
、
簡
単
に
紹
介
し
た
ク
ル
ー
ゲ
の
仕

事
な
の
だ
。
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ボ
イ
ス
、
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
キ
ー
フ
ァ
ー
、
ゲ

ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
の
仕
事
な
ど
と
並
ん
で
、
芸
術
と
結
び
つ
い
た

批
評
、
無
限
に
進
行
し
、
無
限
に
多
様
な
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ロ
マ
ン
派

の
芸
術
批
評
の
概
念
に
見
た
「
作
品
の
芽
を
展
開
態
へ
と
も
た
ら
す
」

（I-1, 77f.

）
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
作
品
に
お
い
て
イ
デ
ー
と
の
関

係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
」
（I-1, 87

）
イ
ロ
ニ
ー
、
し
か
も
「
芸
術
の
超

越
論
的
な
秩
序
を
覆
う
カ
ー
テ
ン
を
吹
き
上
げ
る
嵐
」（I-1, 86

）
な
の
だ
。

そ
し
て
そ
の
際
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
技
術
者
の
手
仕
事
を
強
調
し
た
作
品

と
批
評
の
一
致
の
重
要
な
一
例
な
の
だ
。
ク
ル
ー
ゲ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

文
体
、
プ
ロ
ト
コ
ル
文
体
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
技
術
者
」
を
受
け
て

い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
仕
事
は
す
べ
て
日
常
の
直
観
に
反
し
た
作
業

で
あ
る
。
西
尾
幹
二
の
日
本
論
や
市
民
社
会
派
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
論
、
ま

た
「
悩
む
力
」
と
も
違
っ
て
、「
日
常
の
空
間
・
時
間
構
造
か
ら
の
離
脱
」

で
あ
り
、
「
知
覚
上
や
合
目
的
的
な
行
動
が
準
拠
す
る
習
慣
的
約
束
か

ら
の
離
反
」
（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
と

し
て
決
し
て
難
し
く
な
い
の
に
、
読
み
に
く
い
こ
と
お
び
た
だ
し
い
。

同
じ
戦
争
を
扱
っ
て
も
大
岡
昇
平
の
『
野
火
』
や
『
レ
イ
テ
戦
記
』
の

よ
う
に
、
読
者
が
こ
の
回
想
世
界
の
な
か
で
自
分
が
い
つ
ど
こ
に
い
る

か
迷
わ
な
い
で
済
む
作
品
は
、
内
容
の
重
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
ん
な

り
読
ん
で
行
け
る
。
ク
ル
ー
ゲ
の
場
合
は
、
読
み
な
が
ら
右
往
左
往
、

行
っ
た
り
来
た
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
複
雑
な
論
旨
の
論
文
を
読
む
の

と
同
じ
で
あ
る
。
作
品
を
読
む
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
作
業
と
同
じ
に

「
認
識
」
の
た
め
の
苦
労
な
の
だ
。
戦
争
を
扱
っ
て
も
、
ず
ら
ず
ら
っ

と
「
分
か
り
や
す
く
」
「
日
常
の
直
観
」
に
即
し
て
描
か
れ
た
、
日
本

兵
の
非
人
間
的
行
動
を
追
体
験
し
、
「
ひ
ど
い
話
だ
」
と
嘆
き
、
憤
る

こ
と
に
な
る
の
と
は
異
な
る
。
な
に
し
ろ
、
ア
ド
ル
ノ
の
『
否
定
弁
証

法
』
が
出
版
さ
れ
た
一
九
六
六
年
に
は
、
ラ
ジ
オ
や
新
聞
の
文
化
欄
で

ク
リ
ス
マ
ス
・
プ
レ
ゼ
ン
ト
用
の
推
薦
リ
ス
ト
に
、
こ
の
否
定
に
塗
込

め
た
哲
学
書
が
上
が
っ
て
い
た
と
い
う
読
書
世
界
で
あ
る

）
53
（

。
そ
し
て
、

ク
ル
ー
ゲ
の
作
品
群
も
ラ
ジ
オ
放
送
で
の
採
用
度
、
そ
の
ア
ク
セ
ス
数

や
本
の
再
版
数
な
ど
か
ら
見
て
、
そ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
よ
う
だ

）
54
（

。

　

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
の
冒
頭
の
文
章
は
、
古
典
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に

こ
そ
あ
る
程
度
は
あ
て
は
ま
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
二
十
世
紀
の
破
局

―
―
そ
し
て
破
局
は
も
ち
ろ
ん
、
ナ
チ
ス
や
日
本
の
戦
争
だ
け
で
は
な

い
―
―
を
論
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
の
な
か
で
、
芸
術
と
芸
術
批
評
は
、

例
え
ば
文
学
と
批
評
が
合
流
し
た
よ
う
な
ク
ル
ー
ゲ
の
手
法
の
な
か
で
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新
た
な
展
開
を
遂
げ
て
い
る
の
だ
。
批
評
は
、
過
去
の
小
さ
な
別
の
選

択
へ
の
想
像
力
で
あ
り
、
歴
史
の
不
可
避
性
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
で
あ
り
、

今
後
の
選
択
へ
の
恐
怖
に
満
た
さ
れ
た
問
い
の
探
索
な
の
だ
。

 

（
み
し
ま
・
け
ん
い
ち
／
現
代
ド
イ
ツ
哲
学
）

注（
1
） Adorno, T

heodor W
. N

egative D
ialektik, Frankfurt 1975

（stw

版
）, S. 30.

（
2
） 

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
『
弁
証
法
的
想
像
力
』
荒
川
幾
男
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
五
年
。
序
文 P. iii.

（
3
） 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
近
代
―
―
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
岩
波
現
代
文
庫
、

二
八
頁
。

（
4
） 

同
一
二
頁
。

（
5
） 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
近
代
の
哲
学
的
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
』
岩
波
書
店
、
一
九
九

〇
年
、
四
二
〇
頁
。

（
6
） 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
同
書
二
四
頁
。

（
7
） 

シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
「
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
、
美
術
」
。

当
該
個
所
で
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
流
の
古
典
主
義
者
と
、
地
域
や
出
自

に
頼
ら
ず
に
形
態
と
機
能
の
関
連
に
目
が
行
く
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
が
対
称

さ
れ
て
い
る
。
「
私
は
こ
こ
で
、
か
の
窺
い
知
る
べ
か
ら
ざ
る
御
方
の
目

か
ら
見
れ
ば
諸
国
民
は
平
等
な

0

0

0

有
用
性
を
も
つ
こ
と
、
諸
国
民
は
宇
宙
の

調
和
の
中
で
互
い
に
奇
蹟
的
な
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
合
う
の
で
あ
る
こ

と
を
断
言
す
る
以
外
の
事
を
な
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
…
…
い
っ
た

い
現
代
の
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
流
は
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
、
何
と
い
う
だ
ろ

う
か
。
…
…
中
国
の
産
物
、
奇
妙
で
、
異
様
で
、
形
態
は
捩
じ
れ
て
、
色

彩
は
強
烈
で
、
時
と
し
て
は
消
え
入
ら
ん
ば
か
り
に
繊
細
な
産
物
の
前
に

立
っ
た
な
ら
、
何
と
い
う
だ
ろ
う
か
？
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
普
遍
的
な
美
の

一
つ
の
見
本
な
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
批
評
家

な
り
、
観
覧
者
な
り
が
、
彼
自
身
の
中
で
、
神
秘
に
類
す
る
ひ
と
つ
の
変

化
を
な
し
と
げ
、
想
像
力
に
働
き
か
け
る
意
志
の
現
象
に
よ
っ
て
、
こ
の

異
色
な
る
開
花
を
生
み
出
し
た
環
境
に
参
入
す
る
す
べ
を
自
ら
学
ぶ
必
要

が
あ
る
。
こ
う
し
た
世コ

ス

モ

ポ

リ

チ

ス

ム

界
市
民
性
と
い
う
神
与
の
恵
み
を
、
―
―
十
全
に
、

享
け
て
い
る
人
は
少
な
い
。
…
…
彼
ら
は
、
形
態
と
機
能
の
間
に
損
す
る
、

驚
嘆
す
べ
き
、
不
滅
の
、
不
可
避
の
関
連
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
い
る

（
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集 

Ⅲ
』
阿
部
良
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
五
七
―
八
頁
）
。

（
8
） 『
マ
ル
ク
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

Ⅰ
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
、
三
六
九
頁
。

こ
の
文
章
は
「
妻
を
誘
惑
し
合
う
」
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
う
い
う
こ
と
を
嫌
悪
す
る
表
向
き
の
影
で
不
倫
ゲ
ー
ム
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
へ
の
、
つ
ま
り
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
的
な
二
重
道
徳
へ
の
批
判
で
あ

る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
古
典
主
義
そ
の
も
の
へ
の
批
判
で
は
な
く
、
古
典

主
義
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
他
の
美
を
排
除
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。

（
9
） 『
近
代
―
―
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
一
四
頁
。

（
10
） 「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
ゴ
ー
リ
キ
ー
に
い
た
る
ま
で
、
偉
大
な
文
学
作
品
は

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
だ
っ
た
」
（
ル
カ
ー
チ
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
限
界
」
『
表

現
主
義
論
争
』
池
田
浩
士
訳
、
れ
ん
が
書
房
新
社
、
四
四
二
頁
）
。
な
ん

と
愚
か
な
文
章
で
あ
る
こ
と
か
。
す
で
に
ブ
レ
ヒ
ト
が
ル
カ
ー
チ
風
の
一

刀
両
断
風
の
物
足
り
な
さ
を
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
同
書
の
ブ
レ

ヒ
ト
に
よ
る
表
現
主
義
論
争
の
ま
と
め
を
参
照
。

（
11
） 

ボ
イ
ス
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
稿
を
参
照
。
「
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ボ
イ
ス
―
―

ボ
イ
ス
あ
る
い
は
精
神
の
楽
譜
」
『
美
術
手
帖　

創
刊
五
〇
周
年
記
念　

特
集
二
〇
世
紀
美
術
の
巨
匠
』
美
術
出
版
社
、
一
九
九
八
年
一
月
、
一
四

二
―
一
五
三
頁
。

（
12
） 『
近
代
―
―
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
三
二
頁
。

（
13
） 
同
三
四
頁
。

（
14
） 
同
。
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（
15
） Benjam

in, W
alter, E

rfahrung und A
rm

ut. In: B
enjam

in, W
alter, 

G
esam

m
elte Schriften, B

and II-1, Frankfurt 1977, S. 216.

（
16
） 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
引
用
は
ズ
ー
ル
カ
ン
プ
版
の
全
集
の
巻
と
頁
を
記
す
。

（
17
） 
拙
著
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
―
―
破
壊
・
収
集
・
記
憶
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一

四
九
―
一
七
四
頁
。

（
18
） も
っ
と
も
ル
カ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
表
現
主
義
の
フ
ァ
シ
ズ

ム
的
性
格
を
見
抜
い
て
お
り
、
表
現
主
義
を
徹
底
的
に
吸
収
し
た
と
の
こ

と
だ
が
…
…
。
前
掲
書
三
九
頁
以
降
。
ル
カ
ー
チ
が
こ
う
書
い
た
一
九
三

三
年
の
段
階
で
一
九
三
七
年
の
「
退
廃
芸
術
展
」
で
の
退
廃
の
定
義
を
知

ら
な
か
っ
た
の
は
仕
方
な
い
が
。

（
19
） 

邦
訳
の
タ
イ
ト
ル
は
『
闘
い
な
き
戦
い
』
だ
が
、
こ
れ
で
は
原
語
の

K
rieg ohne Schlacht

の
意
味
が
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
の
で
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
し
て
み
た
。

（
20
） こ
れ
に
つ
い
て
は
、
グ
レ
ー
テ
ル
・
ア
ド
ル
ノ
に
宛
て
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

手
紙
（
一
九
三
八
年
七
月
二
十
日
）
及
び
編
者
の
注
参
照
。A

dorno, 
G

retel, B
enjam

in, W
alter, B

riefw
echsel 1930-40, F

rankfurt 
2005, S. 333.

（
21
） 

前
掲
『
表
現
主
義
論
争
』
所
収
の
「
表
現
主
義
の
偉
大
と
頽
落
」
一
七
頁
、

一
〇
頁
、
一
二
頁
。

（
22
） Adorno, T

h. W
. N

egative D
ialektik, S. 360.

（
23
） Adorno, T

h. W
. Philosophische Term

inologie, B
d. 2, Frankfurt 

1974 

（stw

）, S. 254.

（
24
） Adorno, T

h, W
. Philosophische Term

inologie, B
d. 2. Frankfurt 

1974, S. 254.

（
25
） 

長
島
誠
一
「
社
会
シ
ス
テ
ム
と
社
会
統
合
」
（
『
経
済
志
林
』
法
政
大
學
經

濟
學
部
學
會Vol 79, N

o. 1. S. 157

）
。

（
26
） 戦
後
の
「
道
徳
の
乱
れ
」
に
つ
い
て
は
多
く
の
著
者
が
こ
う
し
た
日
常
的

直
観
で
語
っ
て
い
る
。
本
当
は
実
質
道
徳
の
解
体
と
し
て
モ
デ
ル
ネ
へ
の

前
進
な
の
に
。
例
え
ば
土
井
健
郎
『
「
甘
え
」
の
構
造
』
弘
文
堂
、
一
九

七
一
年
、
九
三
頁
。
人
々
は
「
忠
孝
の
道
徳
を
投
げ
出
し
」
た
。

（
27
） Heidegger, M

artin, D
er U

rsprung des K
unstw

erkes. In: ders. 
H

olzw
ege, Frankfurt 1963. S. 32

な
お
、
今
後
本
論
か
ら
の
引
用
は

括
弧
内
の
略
号
と
数
字
で
表
す
。

（
28
） も
っ
と
も
人
麻
呂
の
こ
の
歌
を
、
天
皇
葬
儀
と
天
皇
位
継
承
の
と
き
の
歌

と
い
う
通
常
の
理
解
は
、
『
万
葉
集
』
そ
の
も
の
の
編
纂
の
作
為
性
を
見

て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
筆
写
は
ま
っ
た
く
の
素
人
で
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
沈
黙
す
る
よ
り
仕
方
な
い
が
、
二
十
世
紀
解
釈
学
の
自
由
を
駆
使

し
て
よ
け
れ
ば
、
「
彼
女
の
と
こ
ろ
で
一
夜
を
過
ご
し
て
、
家
で
待
っ
て

い
る
妻
が
起
き
る
前
に
急
い
で
帰
る
時
の
歌
」
と
い
う
、
「
大
和
民
族
」

固
有
の
風
景
と
恋
愛
の
結
合
（
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
に
い
た
る
結
合
）

の
「
創
建
」
の
歌
と
い
う
「
ふ
ざ
け
た
」
解
釈
も
全
く
不
可
能
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。

（
29
） Benjam

in, W
alter, B

riefe, hg. v. T
heodor W

. A
dorno A

rchiv, 
B

d. I, S. 344.

（
30
） 

中
西
輝
政
・
西
尾
幹
二
『
日
本
文
明
の
主
張
』
P 

H 

P
研
究
所
、
二
〇
〇

〇
年
二
一
五
頁
。

（
31
） 

同
書
二
二
二
頁
。

（
32
） 『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
（
創
文
社
版
）
、
一
九
七
二
年
、
一
五
頁
以
降
。

（
33
） 

西
部
邁
『
知
識
人
の
生
態
』
P 

H 

P
新
書
、
一
九
九
六
年
、
一
六
六
頁
以
下
。

（
34
） 

大
橋
良
介
『
日
本
的
な
も
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
』
新
潮
社
、
一
九

九
二
年
、
一
五
八
頁
。
倫
理
の
崩
壊
の
慨
嘆
は
、
男
性
支
配
社
会
の
エ
リ
ー

ト
の
特
徴
で
あ
る
。

（
35
） 

西
尾
幹
二
『
国
を
潰
し
て
な
る
も
の
か
』
徳
間
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
三

四
頁
。

（
36
） 
同
書
三
六
頁
。

（
37
） 
同
書
四
三
頁
。
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（
38
） ソ
レ
ル
『
暴
力
論
』
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
各
世
代
に
お
け
る
「
堕

落
」
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
巧
み
に
ま
と
め
て
い
る
。

Löw
ith, K

arl, Von H
egel zu N

ietzsche, H
am

burg 1955, S. 278-
281.

（
39
） 『
決
定
版　

三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
三
四
巻
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
、

二
八
九
頁
以
降
。
「
ひ
と
つ
の
文
化
が
全
生
活
を
す
み
ず
み
ま
で
お
ほ
ひ

つ
く
す
様
態
」
は
、
も
ち
ろ
ん
第
二
反
時
代
的
考
察
「
生
に
対
す
る
歴
史

の
利
害
」
の
ニ
ー
チ
ェ
の
表
現
を
承
け
て
い
る
。

（
40
） 

河
上
徹
太
郎
他
『
近
代
の
超
克
』
冨
山
房
、
一
九
七
九
年
、
一
四
頁
。

（
41
） Adorno, T

h. W
., Ä

sthetische T
heorie, Frankfurt, 1972, S. 38 

（
ア

ド
ル
ノ
『
美
の
理
論
』
）.

（
42
）  K

luge, A
lexander, C

hronik der G
efühle, 2 B

de, F
rankfurt 

2004, D
ie ZE

IT, Jg. 2003, N
r. 44.

（
43
） 

ゼ
ー
バ
ル
ト
『
空
襲
と
文
学
』
鈴
木
仁
子
訳
、
白
水
社
、
二
〇
〇
八
年
。

細
見
和
之
氏
が
本
書
の
解
説
の
最
後
に
日
本
の
問
題
に
短
か
く
で
は
あ
る

が
、
触
れ
て
い
る
。

（
44
） Negative D

ialektik, S. 34. 

ク
ル
ー
ゲ
の
注
は
「
歪
め
る
。
」
で
終
わ
っ

て
い
る
が
、
理
解
の
便
宜
上
か
ら
次
の
文
章
も
入
れ
て
お
い
た
。

（
45
） Die ZE

IT

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
た
し

は
も
っ
と
も
大
切
な
存
在
を
追
っ
て
河
に
飛
び
込
ん
で
、
結
婚
す
る
少
年

の
側
に
完
全
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
方
が
、
池
に
子
供
を
投
げ
込
ん
で
、

愛
し
合
う
者
同
士
が
あ
ち
ら
の
世
界
で
の
み
出
会
え
る
よ
う
な
こ
と
を
す

る
オ
テ
ィ
ー
リ
エ
よ
り
も
ず
っ
と
好
き
で
す
」
。
啓
蒙
さ
れ
た
世
界
で
の

「
遅
疑
逡
巡
と
無
為
に
よ
っ
て
陥
る
罪
」
（B

enjam
in, W

alter, I-1, S. 
139

）
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
―
―
破
壊
・
収
集
・
記
憶
』（
講

談
社
学
術
文
庫
）
二
二
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
46
） S. 427.

（
47
） S. 417.

（
48
） Eshel, A

m
ir. Futurity: C

ontem
porary Literature and the Q

uest 
fort he Past. T

he U
niversity of C

hicago Press. C
hicago and 

London. S. 65. 

さ
ま
ざ
ま
な
著
者
を
論
じ
た
本
書
の
第
三
章
は
ク
ル
ー

ゲ
を
扱
っ
て
い
る
。
本
論
は
こ
の
章
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
49
） 

六
〇
頁
。

（
50
） Esel, A

m
ir, a. a. O

., s. 57. 

ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ォ
ン
・
モ
ル
ト
ケ
は
、
ド
イ

ツ
の
過
去
を
扱
っ
た
文
学
や
映
画
を
研
究
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
ゲ
ル
マ

ニ
ス
ト
だ
が
、
あ
の
モ
ル
ト
ケ
家
の
末
裔
と
思
わ
れ
る
。
抵
抗
運
動
で
逮

捕
処
刑
さ
れ
た
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ヤ
ー
メ
ス
・
モ
ル
ト
ケ
伯
爵
の
妻
だ
っ
た

フ
ラ
イ
ヤ
・
モ
ル
ト
ケ
は
、
終
戦
直
前
ふ
た
り
の
息
子
と
ド
イ
ツ
を
離
れ
、

や
が
て
ア
メ
リ
カ
に
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
子
孫
が
ド
イ
ツ
の
過
去
を
論
じ

て
い
る
。
時
代
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
。
彼
に
も
ク
ル
ー
ゲ
論
が
あ
る
よ

う
だ
が
、
読
む
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。

（
51
） こ
の
箇
所
に
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
筆
に
な
る
と
お
ぼ
し
き
次
の
文
章
が
注
と

し
て
つ
い
て
い
る
。
「
近
代
の
基
本
的
動
き
は
、
世
界
を
ビ
ル
ト
と
し
て

征
服
す
る
こ
と
で
あ
る
」
「
近
代
は
人
間
を
あ
の
中
間
領
域
へ
、
つ
ま
り
、

そ
こ
で
彼
は
世
界
に
属
す
る
と
と
も
に
、
存
在
者
の
中
で
や
は
り
異
人
に

と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
中
間
領
域
へ
入
れ
込
む
」
（K

luge, I. 434

）
。

（
52
） 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
黒
ノ
ー
ト
』
に
お
け
る
「
巨
大
な
も
の
」
の
意
味
合
い

に
つ
い
て
は
、
『
み
す
ず
』
二
〇
一
四
年
七
月
号
の
拙
稿
参
照
。

（
53
） Dem

irovic, A
lex, D

er nonkonform
istische Intellektuelle, 

Frankfurt 1999, S. 661.

（
54
） 

例
え
ば
バ
イ
エ
ル
ン
放
送
で
あ
る
。 http://w

w
w

.br.de/radio/
bayern2/sendungen/hoerspiel-und-m

edienkunst/hoerspiel-
p

o
o

l/
ch

ro
n

ik
-d

er-g
efu

eh
le-U

n
h

eim
lich

k
eit-d

er-zeit-
Verschrottung-durch-A

rbeit100.htm
l

（
二
〇
一
五
年
五
月
十
日
最

終
確
認
）
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は
じ
め
に

　

〈
人
間
の
使
命B

estim
m

ung des M
enschen

〉
は
ド
イ
ツ
啓
蒙

思
想
に
お
け
る
主
要
な
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
に
人
間

の
存
在
理
由
な
い
し
は
存
在
目
的
の
こ
と
を
指
し
、
十
八
世
紀
後
半
に

は
「
何
の
た
め
に
人
間
に
は
理
性
が
備
わ
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問

い
と
と
も
に
、
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

　

〈
人
間
の
使
命
〉
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
ほ
と
ん

ど
の
論
者
の
間
で
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
善
の
実
現
で
あ
る
。
し
か

し
一
七
九
四
年
に
J
・
G
・
レ
ッ
ツ
ェ
が
指
摘
し
た
通
り
、
善
の
実
現

を
人
間
の
道
徳
性
の
実
現

0

0

0

0

0

0

に
み
る
か
、
そ
れ
と
も
幸
福
の
実
現

0

0

0

0

0

に
み
る

か
で
立
場
が
分
か
れ
て
い
た
（R

ätze, 1794

）
。
前
者
に
は
カ
ン
ト
と
そ

の
支
持
者
が
、
後
者
に
は
彼
ら
の
論
敵
が
対
応
す
る
が
、
レ
ッ
ツ
ェ
は

こ
の
対
立
そ
の
も
の
が
『
実
践
理
性
批
判
』
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

と
考
え
て
い
る
（ibid., S.6-7

）
。
こ
の
同
時
代
人
の
理
解
に
よ
れ
ば
、

カ
ン
ト
哲
学
は
〈
人
間
の
使
命
〉
論
争
の
中
に
位
置
を
も
つ
こ
と
に
な

る
。
こ
の
理
解
は
正
当
で
あ
り
、
ま
た
カ
ン
ト
自
身
の
意
図
に
適
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
中
澤
武
が
論
証
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
〈
人
間
の

使
命
〉
概
念
を
六
〇
年
代
か
ら
用
い
て
お
り
、
と
く
に
批
判
期
以
後
の

著
作
の
中
で
「
道
徳
的

0

0

0

宗
教
の
思
想
に
基
づ
く
倫
理
的
概
念
」
（
中
澤
、

二
〇
〇
四
、
七
四
頁
）
へ
と
理
念
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

〈
公
募
論
文
〉

カ
ン
ト
『
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
普
遍
史�

�
�

の
た
め
の
構
想
』
の
思
想
史
的
分
析　
　

【〈
人
間
の
使
命
〉
論
争
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
、
ガ
ル
ヴ
ェ
】

小
谷
英
生
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そ
し
て
、
や
は
り
中
澤
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
〈
人
間
の

使
命
〉
概
念
を
哲
学
的
に
彫
琢
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
実
現
の
問
題

も
併
せ
て
考
え
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
八
〇
年
代
以
降
断
続
的
に
続
く

カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
が
初
め
て
公
に
な
っ
た
の
は
一
七
八
四
年
十
一

月
に
ベ
ル
リ
ン
月
報
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
『
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け

る
普
遍
史
の
た
め
の
構
想
』
（
以
下
『
構
想
』
）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
言

う
歴
史
と
は
、
人
間
が
類
的
規
模
に
お
い
て
自
己
の
自
然
素
質
（
端
的

に
は
理
性
）
を
発
展
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
こ

の
プ
ロ
セ
ス
を
道
徳
性
の
実
現
に
あ
る
と
し
た
上
で
、
人
類
を
こ
の
道

徳
性
の
実
現
へ
と
促
す
外
的
条
件
が
「
自
然
の
意
図
」
や
「
摂
理
」
に

基
づ
き
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
く
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
外
的
条
件

と
は
、
理
性
的
存
在
者
に
ふ
さ
わ
し
い
市
民
社
会bürgerliche 

G
esellschaft

な
い
し
市
民
体
制bürgerliche Verfassung

、
つ
ま

り
公
法
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
「
人
類

が
人
間
性
に
お
け
る
そ
の
素
質
を
完
全
に
発
展
し
う
る
た
め
の
唯
一
の

状
態
」
（A

A
8, S. 27

）
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
市
民
社
会
が
あ
く

ま
で
も
道
徳
性
の
実
現
の
外
的

0

0

条
件
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
同
時
期
の
『
啓

蒙
と
は
何
か
』『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
以
下
『
基
礎
づ
け
』
）

で
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
、
道
徳
性
の
発
現
は
究
極
的
に
は
人
間
の
主
体

的
自
由
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。

　

『
構
想
』
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
を
精
読

し
意
義
づ
け
る
研
究
は
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
自
身
の
思
想
の
発
展
史
に

位
置
づ
け
る
研
究
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た

）
1
（

。
そ
こ
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
て
き
た
の
は
、
『
構
想
』
は
「
自
然
の
意
図
」
や
「
摂
理
」
を
歴
史

の
根
拠
と
み
な
し
て
い
る
点
で
運
命
論
的
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
に
基

礎
を
も
つ
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
と
は
相
い
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
「
摂
理
」
が
あ
く
ま
で
も
人
間
の
道
徳
化
の
外
的
条
件
に
関
わ

る
も
の
で
あ
り
、
内
的
条
件
は
人
間
の
自
由
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る

以
上
、
こ
こ
に
矛
盾
は
な
い
。
そ
も
そ
も
『
構
想
』
執
筆
直
前
の
一
七

八
三
年
に
発
表
さ
れ
た
「
シ
ュ
ル
ツ
書
評
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
運
命

論
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
か
ら
（A

A
8, S. 13

）
、
翌
年
に
発
表
さ
れ
た

『
構
想
』
が
運
命
論
を
採
用
し
た
と
考
え
る
の
は
不
自
然
な
解
釈
だ
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

さ
て
本
論
文
で
論
証
し
た
い
の
は
、
「
摂
理
」
と
自
由
が
両
立
し
、

ま
た
「
摂
理
」
の
目
的
が
市
民
社
会
設
立
で
あ
る
と
い
っ
た
『
構
想
』

の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
主
と
し
て
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
ガ
ル
ヴ
ェ
の
思
想

を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
彼
ら
の
概

念
や
理
論
枠
組
み
を
脱
構
築
し
つ
つ
道
徳
の
実
現
と
い
う
自
身
の
課
題

に
取
り
組
み
、
そ
れ
を
歴
史
哲
学
と
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
本
論

文
で
は
以
下
、
簡
単
な
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
後
で
（
第
一
節
）
、『
構

想
』
が
〈
人
間
の
使
命
〉
論
争
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
、

と
く
に
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ
ト
論
争
へ
の
応
答
で
あ
っ
た
こ
と

を
確
認
す
る
（
第
二
・
三
節
）
。
そ
し
て
『
構
想
』
の
諸
概
念
が
同
時
代
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の
代
表
的
な
幸
福
主
義
者
で
あ
っ
た
ガ
ル
ヴ
ェ
の
理
論
や
用
語
法
を
換

骨
奪
胎
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
、
『
構
想
』
に
お
い
て
カ

ン
ト
が
す
で
に
〈
人
間
の
使
命
〉
を
幸
福
の
実
現
に
み
る
立
場
に
反
対

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
（
第
四
・
五
節
）
。

一　
『
構
想
』
成
立
の
経
緯

　

『
構
想
』
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
一
七
八
四
年
二
月
十
一
日
付
の
『
ゴ
ー

タ
学
術
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
短
い
記
事
に
示
さ
れ
て
い
る
。

カ
ン
ト
教
授
の
お
気
に
入
り
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
人
類
の
究
極
目
的

は
も
っ
と
も
完
全
な
国
家
体
制
の
設
立
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
し
て
教
授
は
哲
学
的
な
歴
史
叙
述
家
が
こ
う
し
た
観
点
か
ら
人
類

の
歴
史
を
描
き
出
す
〔
…
〕
仕
事
を
す
る
の
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

 

（E
ttinger, 1784, S. 95

）

　

記
事
の
内
容
と
『
構
想
』
は
大
枠
で
一
致
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
八

四
年
二
月
ま
で
に
は
『
構
想
』
の
基
本
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
カ
ン
ト
の

念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
「
も
っ
と
も
完
全

な
国
家
体
制
の
設
立
」
を
目
的
と
す
る
歴
史
と
い
う
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア

を
、
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
一
七
六
〇
年
代
に

I
・
イ
ゼ
ー
リ
ン
の
『
人
類
の
歴
史
に
つ
い
て
』
や
A
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ

ン
の
『
市
民
社
会
の
歴
史
』
の
独
訳
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
未
開
状
態

か
ら
市
民
社
会
へ
の
進
歩
と
い
う
歴
史
観
は
カ
ン
ト
も
知
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
「
お
気
に
入
り
の
ア
イ
デ
ィ
ア
」

が
彼
ら
の
仕
事
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
類
の
歴
史
叙
述
と
い

う
仕
事
を
新
た
に
「
期
待
」
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は

す
で
に
手
元
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
て
み
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
イ
ゼ
ー
リ
ン
や
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
と
は
別
の

ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
経

験
・
観
察
に
基
づ
く
彼
ら
の
歴
史
叙
述
と
対
比
さ
れ
る
、
ア
プ
リ
オ
リ

な
理
念
に
基
づ
く
歴
史
の
構
想
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
前
者
の

立
場
で
仕
事
を
し
て
い
た
ヘ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
否
定
的
な
書

評
は
、
既
存
の
哲
学
的
歴
史
学
に
対
す
る
批
判
を
間
接
的
に
示
し
て
い

る
。
そ
の
一
例
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
主
張
の
次
の
よ
う
な
要
約
で
あ
る
。

人
間
は
理
性
の
た
め
に
使
命
を
も
ち
、
だ
か
ら
理
性
に
よ
っ
て
己
れ

の
四
肢
を
使
え
る
よ
う
〔
二
足
で
の
〕
直
立
姿
勢
が
可
能
に
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
直
立
姿
勢
に
よ
っ
て
〔
…
〕
理
性
を
手
に
入
れ
た

の
だ
。 

（A
A

8, S. 48

）

　

こ
の
発
言
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
主
張
と
は
反
対
の
こ

と
、
す
な
わ
ち
本
来
は
「
人
間
は
理
性
の
た
め
に
使
命
を
も
」
つ
と
考

え
た
方
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
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M
・
キ
ュ
ー
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
構
想
』
の
メ
イ
ン
タ
イ

ト

ル
『

普

遍

史

の

た

め

の

構

想Idee zu einer allgem
einen 

G
eschichte

』
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
人
類
史
の
哲
学
の
た
め
の
イ
デ
ー

ンIdeen zur Philosophie der G
eschichte der M

enschheit

』

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
（K

ühn, 2001=2007, S. 340

）
。
そ
し
て
こ

れ
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
イ
デ
ー
ン
は
真
の
イ
デ
ー
（
理
念
・
構
想
）
で
は

決
し
て
な
い
、
と
い
う
皮
肉
を
込
め
た
パ
ロ
デ
ィ
だ
っ
た
と
理
解
す
べ

き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
念
に
し
た
が
っ
て
歴
史
を
叙
述

す
る
こ
と
、
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
哲
学
的
な
歴
史
叙
述
家
に
「
期
待
」
し

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
念
こ
そ
が
「
摂

理
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
カ
ン
ト
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
本
論
文
の
立
場
で
あ
る
。
ま
ず
、
状

況
証
拠
と
し
て
、
『
構
想
』
執
筆
時
の
思
想
界
の
動
き
に
注
目
し
た
い
。

一
七
八
三
年
に
二
つ
の
重
要
な
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
M
・
メ
ン

デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
主
著
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
』
と
ガ
ル
ヴ
ェ
の
大
著
『
キ

ケ
ロ
の
義
務
論
に
対
す
る
哲
学
的
注
釈
と
論
考
』（
以
下
『
キ
ケ
ロ
論
』
）

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
す
ぐ
に
両
者
を
読
ん
で
い
る
。
そ
の
証
拠
に
、
八

三
年
八
月
十
六
日
付
の
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
宛
書
簡
の
中
で
、
『
イ
ェ

ル
サ
レ
ム
』
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
（A

A
10, 347

）
。
『
キ
ケ
ロ
論
』

も
ま
た
カ
ン
ト
が
真
剣
に
向
き
合
っ
た
著
作
で
あ
り
、
ハ
ー
マ
ン
に
よ

れ
ば
八
四
年
二
月
一
日
の
段
階
で
カ
ン
ト
は
反
駁
書
を
準
備
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
（K

ühn, 2001=2007, S. 320-32

）
2
（6

）
。
し
た
が
っ
て
両
者
の

思
想
が
「
お
気
に
入
り
の
ア
イ
デ
ィ
ア
」
を
吹
聴
し
て
い
た
時
期
の
カ

ン
ト
に
、
そ
し
て
『
構
想
』
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
が
N
・
ヒ
ン
ス
ケ
の
論
文
で
あ
る

（H
inske, 1994

）
。
こ
の
論
文
に
お
け
る
ヒ
ン
ス
ケ
の
仮
説
は
「
カ
ン

ト
は
自
ら
の
立
場
決
定
を
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
（
お
よ
び
ア
プ
ト
）

と
の
意
識
的
な
対
決
の
な
か
で
根
源
的
に
形
成
し
た
」
（ibid., S. 136

）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ン
ス
ケ
は
こ
れ
を
「
大
胆
な
テ
ー
ゼ
」（ibid., 

S. 146

）
と
呼
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ

ト
論
争
は
一
七
六
〇
年
代
の
も
の
で
あ
り
、
な
ぜ
カ
ン
ト
が
二
十
年
も

経
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
に
応
答
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
定
か
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
後
に
論
証
す
る
よ
う
に
ガ
ル
ヴ
ェ
と
の
対
決

も
無
視
し
え
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
の
対
決

か
ら
『
構
想
』
を
「
根
源
的
に
形
成
し
た
」
と
い
う
ヒ
ン
ス
ケ
の
テ
ー

ゼ
は
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ
ト
論
争
と
『
構
想
』
を
つ
な
げ

る
ヒ
ン
ス
ケ
の
仮
説
は
、
二
つ
の
理
由
で
擁
護
可
能
で
あ
る
。
第
一
に

出
版
事
情
で
あ
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ
ト
論
争
は
一
七
六
四

年
に
は
じ
め
て
公
開
さ
れ
（N

icolai, 1764, S. 5-60

）
、
七
一
年
に
ア
プ

ト
著
作
集
第
三
巻
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
し
て
ヒ
ン
ス
ケ
は
知
ら
な
か
っ
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た
よ
う
で
あ
る
が
（H

inske, 1995, S. 146

）
、
ア
プ
ト
の
著
作
集
第
三

巻
は
八
二
年
に
、
そ
れ
も
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
新
し
い
注
釈
付
き
で

再
版
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（A

bbt, 1782, S. 175-327

）
。
同
書
は
翌

年
す
ぐ
に
重
版
さ
れ
て
お
り
、
売
れ
行
き
は
好
調
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
時
期
的
に
は
、
『
構
想
』
の
カ
ン
ト
が
ア
プ
ト
著
作
集
を
手
に
取
り
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ
ト
論
争
に
改
め
て
注
目
し
た
と
し
て
も
不

思
議
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
実
際
に
カ
ン
ト
が
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ
ト
論
争
を

直
接
参
照
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
言
い
切
れ
る
決
定
的
な
証
拠
が
な

い
の
も
事
実
で
あ
る
。
書
簡
や
草
稿
・
メ
モ
書
き
も
含
め
、
カ
ン
ト
の

テ
キ
ス
ト
に
は
ア
プ
ト
の
名
前
が
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ヒ
ン
ス
ケ
の
仮
説
が
ま
っ
た
く
崩
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
〈
人
間
の
使
命
〉
に
関
す
る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
主

張
は
そ
も
そ
も
ア
プ
ト
と
の
論
争
を
通
じ
て
着
想
さ
れ
、
『
フ
ェ
ー
ド

ン
』
お
よ
び
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
』
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
ヒ
ン
ス
ケ
擁
護
の
二
つ
目
の
理
由
だ
が
、
た
と

え
カ
ン
ト
が
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ
ト
論
争
を
知
ら
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に

言
及
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
『
構
想
』
の
カ
ン
ト
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
い
か
な

る
主
張
に
挑
戦
し
た
の
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
〈
人
間
の
使
命
〉
は
来

世
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
以
下
、
論
争
を

追
い
な
が
ら
確
認
し
よ
う
。

二　
〈
人
間
の
使
命
〉を
め
ぐ
る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
主
張

　

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ
ト
論
争
は
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
『
人

間
の
使
命
』
（
以
下
『
使
命
』
）
の
第
七
版
が
一
七
六
三
年
に
出
版
さ
れ

た
こ
と
に
端
を
発
し
、
ア
プ
ト
の
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
批
判
論
文
『
人

間
の
使
命
に
つ
い
て
の
疑
念
』
（
以
下
『
疑
念
』
）
と
そ
れ
に
対
す
る
メ

ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
応
答
論
文
『
神
託
：
一
七
六
三
年
に
出
版
さ
れ
た

〈
人
間
の
使
命
〉
』
（
以
下
『
神
託
』
）
、
そ
れ
か
ら
い
く
つ
か
の
往
復
書
簡

の
中
で
展
開
さ
れ
た
。
た
だ
し
六
四
年
六
月
に
は
論
争
は
中
断
さ
れ
、

そ
の
二
年
後
に
は
ア
プ
ト
が
二
十
七
歳
で
夭
折
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

論
争
は
決
着
せ
ぬ
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
論
争
は
、
哲
学
史
に
重
要
な
貢
献
を
果
た
し

た
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
、
論
争
が
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
ベ
ル
リ
ン
・

ア
カ
デ
ミ
ー
懸
賞
論
文
（
六
三
年
）
か
ら
『
フ
ェ
ー
ド
ン
』
（
六
七
年
）

に
至
る
時
期
に
行
わ
れ
て
お
り
、
彼
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
か
ら
で
あ
る
。
『
フ
ェ
ー
ド
ン
』
は
ア
プ
ト
と
の
論
争
の
賜
物
で

あ
り
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
そ
の
「
序
文
」
で
論
争
の
経
緯
を
説
明
し

な
が
ら
、
同
書
を
ア
プ
ト
に
捧
げ
て
い
る
（M

endelssohn, 1768, 

Vorrede
）
。

　

第
二
に
、
論
争
が
ま
さ
に
〈
人
間
の
使
命
〉
と
い
う
同
時
代
の
主
題
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を
捉
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
十
八
世
紀
に
お
け
る
こ
の
主
題
の
重
要

性
に
つ
い
て
は
R
・
ブ
ラ
ン
ト
の
博
覧
強
記
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
通
り

で
あ
る
が
（B

randt, 2007, S. 77-102

）
、
そ
の
功
績
の
一
端
は
一
七
四

八
年
か
ら
九
四
年
ま
で
実
に
十
一
回
も
書
き
換
え
ら
れ
た
シ
ュ
パ
ル

デ
ィ
ン
グ
の
『
使
命
』
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
も
そ
も
な
ぜ
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
い
て
〈
人
間
の
使
命
〉

が
哲
学
的
に
重
要
な
問
題
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
逆
説

的
に
も
、
人
々
が
〈
人
間
の
使
命
〉
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
『
使
命
』
第
七
版
冒
頭
の
言
葉
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

私
は
見
る
、
私
が
こ
の
世
界
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
短
い
時
間

を
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
様
々
な
根
本
的
規
則
〔
…
〕
に
し
た
が
っ
て

過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
の
を
。
私
に
は
選
択
の
能
力
が
〔
…
〕
否
定

し
が
た
く
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
私
は
、
現
世
を
盲
目
に
歩

ん
で
は
な
ら
な
い
。
私
の
最
善
の
能
力
に
し
た
が
っ
て
、
ど
の
道
が

自
分
に
と
っ
て
も
っ
と
も
確
実
で
、
ふ
さ
わ
し
く
、
有
利
で
あ
る
か

を
予
め
発
見
す
る
よ
う
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（Spalding, 1763, S. 1f.

）

　

人
間
は
様
々
な
生
き
方
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
だ
か

ら
こ
そ
「
自
分
に
と
っ
て
も
っ
と
も
確
実
で
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
く
、

も
っ
と
も
有
利
」
な
生
き
方
を
、
言
い
か
え
れ
ば
〈
人
間
の
使
命
〉
に

ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
シ
ュ
パ
ル

デ
ィ
ン
グ
は
述
べ
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
〈
人
間
の
使
命
〉
が
重
要
と

な
っ
た
の
は
、
宗
教
の
権
威
が
失
墜
し
理
性
の
時
代
を
迎
え
、
諸
個
人

に
多
様
な
生
き
方
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
一
言
で

い
え
ば
自
由
の
代
償

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
〈
人
間
の
使
命
〉
の

探
究
は
、
き
わ
め
て
近
代
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

話
を
元
に
戻
そ
う
。
〈
人
間
の
使
命
〉
を
め
ぐ
る
論
点
は
、
大
き
く

分
け
て
三
つ
あ
っ
た
。
①
〈
人
間
の
使
命
〉
と
は
何
か
。
②
い
か
に
し

て
我
々
は
そ
れ
を
知
り
う
る
か
。
③
い
か
に
し
て
我
々
は
こ
の
〈
使
命
〉

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
い
は
さ
ら
に
、

人
間
が
他
の
被
造
物
と
ど
の
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
人
間

だ
け
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
な
〈
使
命
〉
と
は
何
か
、
さ
ら
に
は
現
世
に

お
け
る
人
間
の
生
が
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題

へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

右
の
三
つ
の
論
点
に
対
す
る
『
使
命
』
第
七
版
に
お
け
る
シ
ュ
パ
ル

デ
ィ
ン
グ
の
回
答
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
①
〈
人
間
の
使

命
〉
は
人
類
お
よ
び
私
自
身
の
幸
福
の
実
現
で
あ
り
、
自
己
の
完
全
性

へ
の
到
達
で
あ
る
。
こ
の
幸
福
は
感
性
の
満
足
で
は
な
く
精
神
の
そ
れ

で
あ
り
、
「
誠
実
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
誠
実
さ
の
中
で
幸
福
で
あ
る

こ
と
」
（Spalding, 1763, S. 56

）
で
あ
る
。
②
こ
の
こ
と
は
「
私
の
魂

の
よ
り
高
く
よ
り
高
貴
な
性
向
」
す
な
わ
ち
「
善
と
慈
愛
へ
の
傾
向
性
」

（ibid., S. 25
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
こ
の
〈
使
命
〉
を
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果
た
す
に
は
、
現
世
の
生
は
短
す
ぎ
、
ま
た
理
不
尽
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
〈
使
命
〉
は
来
世
に
よ
っ
て
完
遂
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
世
と
来

世
は
連
続
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
私
は
あ
る
別
の
生
の
た
め
に
創
ら
れ

て
い
る
。
現
在
の
時
間
は
私
の
持
続
の
始
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、

現
在
と
は
私
の
最
初
の
子
供
時
代
で
あ
り
、
そ
こ
で
私
は
永
遠
に
む
け

て
教
育
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（ibid., S. 51f.

）
。

　

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
ア
プ
ト
の
論
争
は
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
以

上
の
主
張
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
論
争
は
ア

プ
ト
の
『
疑
念
』
に
始
ま
る
。
ア
プ
ト
は
人
間
に
何
ら
か
の
〈
使
命
〉

が
あ
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
な
い
も
の
の
、
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
回

答
を
安
易
す
ぎ
る
と
し
て
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
シ
ュ

パ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
②
の
回
答
の
根
拠
と
し
た
善
へ
の
傾
向
性
は
、
高
い

教
育
を
受
け
た
人
間
に
し
か
備
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
著
作
は
全
体
と
し
て
、
教
育
を
受
け
熟
慮
す
る
人
間
の
モ
ノ

ロ
ー
グ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
〔
善
へ
の
傾
向
性
で
は
な
く
〕
外
的
対
象

を
通
じ
て
の
み
幸
不
幸
へ
と
使
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
大
多
数
の
人
間

が
、
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。 

（M
endelssohn, 1844, S. 292

）

　

ア
プ
ト
は
人
間
の
多
様
性
と
差
異
性
を
強
調
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
〈
人

間
の
使
命
〉
を
考
え
る
た
め
に
は
世
界
中
を
観
察
し
て
回
り
、
人
間
学

的
知
見
を
蒐
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ア
プ
ト
は
主
張
す
る
（ibid., 

S. 289

）
。
こ
れ
は
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
に
は
欠
け
て
い
た
視
点
で
あ
る
、

と
ア
プ
ト
は
批
難
す
る
。
先
程
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
ア
プ
ト
の

疑
念
は
「
教
育
を
受
け
熟
考
す
る
人
間
」
と
「
未
開
人
」
（ibid., S. 

289

）
と
の
差
異
を
無
視
し
、
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
、
暗
黙
の
裡
に

前
者
を
モ
デ
ル
と
し
て
〈
人
間
の
使
命
〉
を
考
え
た
こ
と
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
ア
プ
ト
は
言
う
。

〔
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
論
じ
た
〕
こ
れ
ら
の
こ
と
全
て
は
教
育
さ
れ

た
人
間
を
前
提
に
し
て
い
る
。
も
し
も
そ
う
し
た
人
間
が
思
考
に

よ
っ
て
発
見
し
た
事
柄
の
中
に
自
ら
の
使
命
を
認
め
た
と
す
れ
ば
、

同
様
の
事
柄
を
思
考
に
よ
っ
て
追
究
で
き
な
い
残
り
の
幾
千
も
の

人
々
は
、
ど
こ
に
彼
ら
の
使
命
を
探
せ
ば
よ
い
の
か
。 

 

 

（ibid., S. 295

）

　

『
人
間
に
つ
い
て
』
に
対
す
る
ア
プ
ト
の
疑
念
は
、
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ

ン
グ
が
認
め
た
現
世
と
来
世
の
連
続
性
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
発
想
は
た
し
か
に
現
世
の
短
さ
に
対
す
る
慰
め
に
は
な
る
が
、
証

明
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
、
と
（ibid., S. 300

）
。
こ
の
よ
う
に
ア
プ
ト

は
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
『
使
命
』
に
対
し
て
、
そ
の
問
題
設
定
で
は

な
く
回
答
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
た
だ
し
『
疑
念
』
と
い
う

タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
、
ア
プ
ト
は
批
判
に
終
始
し
て
お
り
、
〈
人
間

の
使
命
〉
を
彼
な
り
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
進
ん
で
い
な
い
。
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以
上
の
よ
う
な
ア
プ
ト
の
疑
念
に
対
し
て
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は

シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
擁
護
す
る
。
人
間
学
的
知
見
な
し
で
は
〈
人
間

の
使
命
〉
は
分
か
ら
な
い
と
ア
プ
ト
は
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で

あ
る
。
人
間
は
日
々
の
生
活
の
中
か
ら
〈
使
命
〉
を
理
解
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
言
う
。

現
世
に
お
け
る
汝
の
務
め
は
、
お
お
人
間
よ
！　

汝
に
知
ら
れ
て
い

な
い
の
か
？　

こ
の
途
方
も
な
い
宇
宙
を
神
の
意
図
が
満
た
し
て
い

る
の
に
。
〔
…
〕
人
間
の
強
情
、
人
間
の
盲
目
は
そ
れ
自
身
、
偉
大

な
調
和
へ
と
向
か
う
も
っ
と
も
驚
嘆
に
値
す
る
歩
み
を
通
じ
て
解
消

さ
れ
、
万
能
の
神
の
意
図
を
満
足
さ
せ
る
。
こ
れ
が
全
被
造
物
の
、

そ
し
て
汝
の
使
命
な
の
で
あ
る
。 

（ibid., S. 306f.

）

　

人
間
が
そ
の
歩
み
に
よ
っ
て
「
万
能
の
神
の
意
図
を
満
足
さ
せ
る
」

こ
と
、
そ
れ
が
〈
人
間
の
使
命
〉
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
〈
使
命
〉

で
あ
る
の
は
、
人
間
の
歩
み
が
「
神
の
意
図
」
に
沿
っ
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
自
発
的
・
自
覚
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
上
の
引
用
で
は
一
見
す
る
と
運
命
論
的
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
が
強
調
し
た
の
は
人
間
の
努
力
で
あ
っ
た
。

汝
は
訓
練
に
よ
っ
て
よ
り
完
成
さ
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
汝
の
生
は
、
汝
の
内
に
秘
め
ら
れ
た
諸
能

力
を
解
放
す
る
と
い
う
、
絶
え
ざ
る
努
力
で
あ
る
。
〔
…
〕
し
た
が
っ

て
現
世
に
お
け
る
人
間
の
固
有
の
使
命
と
は
〔
…
〕
、
神
の
意
志
に

0

0

0

0

0

則
っ
て
魂
の
諸
能
力
を
育
成
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。 

（ibid., S. 307

）

何
が
人
間
の
使
命
で
あ
る
の
か
。
答
え
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
理
性

的
認
識
の
状
態
に
お
い
て
神
の
意
志
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
、
そ
う
し

て
前
進
す
る
こ
と
、
よ
り
完
全
に
な
る
こ
と
、
最
後
に
こ
の
完
全
性

の
中
で
幸
福
で
あ
る
こ
と
。 

（ibid., S. 311

）

　

「
訓
練
」
や
「
絶
え
ざ
る
努
力
」
に
よ
っ
て
「
魂
の
諸
能
力
を
育
成

す
る
こ
と
」
、
そ
う
し
て
「
よ
り
完
全
に
」
な
り
「
幸
福
で
あ
る
こ
と
」
。

こ
れ
こ
そ
が
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
と
っ
て
の
〈
人
間
の
使
命
〉で
あ
っ

た
。
そ
し
て
現
世
の
短
い
時
間
で
「
魂
の
諸
能
力
」
を
発
展
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
た
め
、
現
世
と
来
世
に
お
け
る
魂
の
連
続
性
が
必
要
だ

と
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
も
考
え
る
（ibid., S. 307ff.

）
。

　

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
プ
ト
の
指
摘
し
た
諸
個
人
間
の

人
間
学
的
な
差
異
は
〈
人
間
の
使
命
〉
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
た
と
え
人
間
が
い
か
に
異
な
っ
た
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
こ
で
「
魂
の
諸
能
力
」
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
だ
か
ら

で
あ
る
（ibid., S. 307

）
。
ま
た
、「
普
遍
的
な
最
善
を
求
め
る
〔
人
間
〕

固
有
の
意
欲
」
（ibid., S. 312f.

）
が
「
未
開
人
」
に
認
め
ら
れ
な
い
と

し
て
も
、
そ
れ
は
彼
ら
が
そ
う
し
た
意
欲
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
は
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な
く
、
た
だ
「
未
開
状
態
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
阻
害
さ
れ
て
い
る
」（ibid., 

S. 313
）
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
シ
ュ

パ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
擁
護
し
つ
つ
、
①
〈
人
間
の
使
命
〉
は
自
己
の
完
全

性
と
幸
福
の
達
成
に
あ
り
、
②
そ
れ
は
我
々
の
自
然
性
向
や
固
有
の
意

欲
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
③
「
訓
練
」
と
「
絶
え
ざ
る
努
力
」
に
よ
っ
て
、

魂
の
不
死
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
と
考
え
た
。

　

書
簡
に
お
い
て
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
こ
の
反
論
に
ア
プ
ト
は
一

定
の
理
解
を
示
し
た
（ibid., S. 319

）
。
し
か
し
彼
は
さ
ら
に
次
の
よ
う

に
論
難
す
る
。
す
べ
て
の
人
間
が
同
じ
よ
う
に
理
性
を
使
い
こ
な
せ
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
特
定
の
目
的
に
向
け
て
の
理
性
使
用
を

〈
人
間
の
使
命
〉
と
み
な
す
や
否
や
、
そ
れ
を
果
た
す
能
力
の
な
い
人
々

が
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、と
。メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー

ン
は
翌
月
の
書
簡
の
中
で
こ
の
論
難
に
応
じ
て
い
る
。

ど
う
や
ら
あ
な
た
の
要
求
通
り
、
〔
人
類
〕
共
通
の
使
命
は
す
べ
て

の
個
人
に
同
程
度
与
え
ら
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
に

違
い
な
い
よ
う
で
す
。
〔
…
〕
し
か
し
神
の
意
図
は
各
々
の
個
人
同
様
、

全
体
に
も
及
ぶ
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
全
体
に
お
い
て
も
っ
と
も

完
全
に
満
足
さ
れ
る
の
で
す
。
個
人
に
お
い
て
は
た
だ
こ
の
全
体
を

考
慮
し
て
の
み
、
満
た
さ
れ
ま
す
。
個
人
に
お
い
て
神
の
意
図
が
同

様
の
完
全
性
で
も
っ
て
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
は
、
全
体
の
調

整
に
よ
っ
て
防
止
さ
れ
え
た
し
、
防
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
す
。 

（ibid., S. 323f.

）

　

こ
こ
で
メ
ン
デ
ル
ゾ
ー
ン
が
謂
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
〈
人
間
の

使
命
〉
は
ま
ず
全
体
に
お
い
て
実
現
し
な
い
か
ぎ
り
、
個
人
に
お
い
て

も
実
現
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
諸
個
人
間
の
差
異

は
最
終
的
に
は
問
題
に
な
ら
ず
、
ア
プ
ト
の
批
判
は
妥
当
し
な
い
、
と
。

　

こ
の
回
答
が
ア
プ
ト
を
納
得
さ
せ
る
に
十
分
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
こ
の
最
後
の
や
り
と
り
は
、
両
者
の
根
本
的
な
差
異
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
プ
ト
は
人
類
を
個
人
の
集
合
体
と
考
え

た
た
め
に
、
諸
個
人
間
の
差
異
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
だ
か
ら
諸
個
人
に
共
通
か
つ
同
程
度
に
与
え
ら
れ
、
ま
た
万
人
が

果
た
し
う
る
事
柄
の
み
に
〈
人
間
の
使
命
〉
を
認
め
た
。
こ
れ
に
対
し

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
個
と
全
体
の
位
相
差
を
想
定
し
、
か
つ
全
体
が

個
に
優
先
す
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
正
し
い
理
性
使
用
が
少
数
者
に
の

み
可
能
だ
と
し
て
も
、
彼
ら
が
〈
使
命
〉
実
現
に
貢
献
す
る
の
は
、
あ

く
ま
で
も
個
人
で
は
な
く
全
体
を
顧
み
た
場
合
に
か
ぎ
る
と
し
た
の
で

あ
る
。三　

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
か
ら
カ
ン
ト
の
『
構
想
』
へ

　

〈
人
間
の
使
命
〉
を
め
ぐ
る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ
ト
論
争
に

照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
、
『
構
想
』
の
カ
ン
ト
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
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に
近
い
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
と
く
に
歴
史
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
で

あ
る
カ
ン
ト
の
「
摂
理
」
概
念
は
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
「
神
の
意

図
」
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
詳
細
に
み
て
い
け
ば
、
両
者

の
間
に
は
い
く
つ
か
の
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
も
っ
と
も
大

き
な
相
違
点
だ
け
を
と
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

前
節
末
尾
で
確
認
し
た
通
り
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
個
と
全
体
の

位
相
差
を
想
定
し
、
全
体
に
お
い
て
〈
人
間
の
使
命
〉
が
果
た
さ
れ
る

と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
全
体
は
あ
く
ま
で
も
不
死
な
る
魂
を

前
提
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
来
世
も
含
め
た
全
体
で
あ
っ
た
。
現

世
に
お
け
る
人
類
の
前
進
に
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
む
し
ろ
否
定
的

で
あ
っ
た
。
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

人
間
は
前
進
を
続
け
る
。
し
か
し
人
類
は
つ
ね
に
定
ま
っ
た
枠
の
中

を
行
っ
た
り
来
た
り
し
、
全
体
と
し
て
は
ど
ん
な
時
代
も
大
体
同
じ

よ
う
な
倫
理
の
段
階
、
同
じ
よ
う
な
度
合
い
の
宗
教
と
無
宗
教
、
美

徳
と
悪
徳
、
幸
福
と
悲
惨
を
維
持
し
て
い
る
。 

 

 

（M
endelssohn, 1783, S. 47

）

　

人
間
は
現
世
を
超
え
て
前
進
す
る
が
、
現
世
に
留
ま
る
人
類
は
停
滞

し
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
人
類
の
進
歩
を
積
極
的
に
認
め
た
の

が
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
『
構
想
』
に
お
い
て
言
う
。

〔
長
く
生
き
る
〕
他
の
惑
星
の
住
人
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
諸
個
人
そ

れ
ぞ
れ
が
自
分
の
人
生
に
お
い
て
自
ら
の
使
命
を
完
全
に
果
た
す
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
に
あ
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
使

命
の
完
遂
は
人
類
に
お
い
て
の
み
期
待
さ
れ
う
る
。 

 

 

（A
A

8, S. 23A
nm

.

）

　

〈
人
間
の
使
命
〉
の
実
現
は
「
人
類
に
お
い
て
の
み
期
待
さ
れ
う
る
」
。

よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
人
類
の
歴
史

0

0

0

0

0

に
期
待
さ
れ
う
る
。

人
間
の
意
志
の
自
由
と
い
う
戯
れ
が
全
体
と
し
て

0

0

0

0

0

み
ら
れ
た
と
き
、

〔
…
〕
個
々
の
主
体
に
と
っ
て
は
錯
綜
し
、
不
規
則
に
み
え
る
や
り

方
で
あ
っ
て
も
、
人
間
の
意
志
の
自
由
と
い
う
根
源
的
な
素
質
の

ゆ
っ
く
り
と
し
た
、
し
か
し
恒
常
的
に
前
進
す
る
発
展
と
し
て
認
識

さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
歴
史
に
は
期
待
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

 

（A
A

8, S. 17

）

　

『
構
想
』
が
歴
史
哲
学
の
書
物
で
あ
る
以
上
、
歴
史
が
こ
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
の
は
当
然
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン

―

ア
プ
ト
論
争
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
こ
の
歴
史
概
念
の
導
入

こ
そ
が
新
し
い
論
点
で
あ
っ
た
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
シ
ュ
パ
ル

デ
ィ
ン
グ
と
と
も
に
、
〈
魂
の
諸
能
力
を
完
成
さ
せ
る
に
は
現
世
は
短

す
ぎ
る
〉
と
い
う
命
題
に
基
づ
き
、
現
世
と
来
世
の
連
続
性
や
来
世
で
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の
人
間
の
完
成
と
い
っ
た
主
張
を
導
き
出
し
た
。
『
構
想
』
の
カ
ン
ト

は
別
の
帰
結
を
提
示
す
る
。

し
か
し
理
性
は
そ
も
そ
も
本
能
の
よ
う
に
働
く
わ
け
で
は
な
い
。
分

別
の
あ
る
段
階
か
ら
別
の
段
階
へ
と
漸
次
的
に
上
昇
す
る
た
め
に
、

試
行
、
練
習
、
教
授
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ど
の

よ
う
に
し
て
自
己
の
全
自
然
素
質
を
完
璧
に
使
用
す
べ
き
か
を
学
ぶ

た
め
に
、
各
々
の
個
人
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
長
く
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
あ
る
い
は

0

0

0

0

も
し
も
自
然
が
（
実
際
に
そ
の
通
り
で
あ
る
よ

う
に
）
人
生
を
た
だ
短
く
設
定
し
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
は

お
そ
ら
く
果
て
し
な
い
生
殖
の
連
鎖
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
連
鎖
の
あ
る
世
代
は
別
の
あ
る
世
代
に
自
ら
の
啓
蒙
を
伝
承
し
、

私
た
ち
の
類
に
お
け
る
胚
は
、
つ
い
に
は
自
然
の
意
図
に
完
全
に
適

う
よ
う
な
発
展
段
階
に
ま
で
動
か
さ
れ
る
。

 

（A
A

8, S. 19

／
傍
点
引
用
者
）

　

傍
点
を
付
し
た
「
あ
る
い
は
」
ま
で
の
引
用
文
で
は
、〈
人
間
の
使
命
〉

と
現
世
の
生
の
短
さ
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

「
あ
る
い
は
」
以
降
で
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

現
世
に
お
け
る
自
然
素

質
の
完
全
な
発
展
が
可
能
で
あ
る
と
の
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
見
通
し
を
支
え
て
い
る
の
は
「
生
殖
の
連
鎖
」
つ
ま
り
人
類
の
長
期

的
存
続
で
あ
り
、
こ
の
「
連
鎖
」
を
通
じ
て
の
啓
蒙
の
「
伝
承
」
で
あ

る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
〈
人
間
の
使
命
〉
の
実
現
を
思
考
す
る
に
あ
た

り
、
来
世
か
ら
現
世
と
フ
ィ
ー
ル
ド
を
転
換
し
、
不
死
な
る
魂
に
代
わ
っ

て
人
類
の
歴
史
を
そ
の
主
体
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
「
神
の
意
志
」
に
よ
る
全
体
に
お
け
る
決
定
論
と
個
人

の
「
人
間
の
努
力
」
に
よ
る
能
力
発
展
を
両
立
さ
れ
た
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー

ン
の
主
張
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
カ
ン
ト
は
歴
史
概
念
の
導
入
に
よ
っ

て
〈
人
間
の
使
命
〉
の
実
現
主
体
を
同
定
し
た
。
だ
が
、
メ
ン
デ
ル
ス

ゾ
ー
ン
へ
の
応
答
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
歴
史
の
究
極
目

的
を
「
も
っ
と
も
完
全
な
国
家
体
制
の
設
立
」
に
求
め
た
理
由
は
定
か

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
こ
そ
が
カ
ン
ト
の
独
自
見
解
だ
と
し

た
ヒ
ン
ス
ケ
の
指
摘
は
、
一
見
す
る
と
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（H
inske, 1994, S. 154

）
。
じ
っ
さ
い
『
構
想
』
の
カ
ン
ト
が
「
市
民

社
会
」
「
国
家
連
合
」
「
世
界
市
民
」
と
い
っ
た
諸
概
念
を
用
い
た
理
由

を
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
―

ア
プ
ト
論
争
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
概
念
を
用
い
た
歴
史
の
構
想
は
、
ヒ
ン
ス
ケ
の
主

張
と
は
異
な
り
カ
ン
ト
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
か
っ
た
。
『
構
想
』
の

直
前
に
そ
れ
と
よ
く
似
た
歴
史
哲
学
を
展
開
し
た
思
想
家
が
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
ガ
ル
ヴ
ェ
で
あ
り
、
彼
が
一
七
八
三
年
に
公
刊
し
た
『
キ

ケ
ロ
論
』
で
あ
っ
た
。
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四　

ガ
ル
ヴ
ェ
『
キ
ケ
ロ
論
』
の
歴
史
哲
学

　

ガ
ル
ヴ
ェ
の
名
は
現
在
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
に
等
し
い
が
、
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
二
世
の
命
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
キ
ケ
ロ
『
義
務
に
つ
い
て
』

の
翻
訳
と
そ
の
コ
メ
ン
タ
ー
ル
で
あ
る
『
キ
ケ
ロ
論
』
は
、
刊
行
さ
れ

る
や
否
や
大
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
。
カ
ン
ト
も
ま
た
こ
の
著
作
の
熱

心
な
読
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
（
第
一

節
）
。

　

ガ
ル
ヴ
ェ
の
思
想
の
特
徴
を
一
言
で
い
え
ば
、
講
壇
哲
学
の
よ
う
に

原
理
原
則
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
個
別
の
現
実
の
経
験
・
観
察

か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
で
あ
る

）
3
（

。

管
見
の
か
ぎ
り
ガ
ル
ヴ
ェ
が
〈
人
間
の
使
命
〉
を
直
接
規
定
し
た
記
述

は
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
完
全
性
と
幸
福
へ
の
到
達
で
あ
っ
た
こ

と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
完
全
性
へ
の
到
達
の
た
め
に
は
個

人
よ
り
も
全
体
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
全
体
は
人
類
の
歴
史
に
他

な
ら
な
い
こ
と
を
、
す
で
に
彼
は
一
七
七
二
年
の
『
ア
ダ
ム
・
フ
ァ
ー

ガ
ソ
ン
の
道
徳
哲
学
の
諸
原
則
』
の
中
で
示
唆
し
て
い
る
。

フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
著
作
に
お
け
る
人
類
の
歴
史
に
関
す
る
部
分
に
は

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
道
徳
へ
の
重
要
な
手
引

き
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
個
々
の
人
間
が
完
全
に
な
り
う

る
か
を
探
究
す
る
前
に
、
ひ
と
は
ま
ず
全
人
類
を
そ
の
多
様
な
変
化

と
完
成
度
に
お
い
て
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（G
arve, 1772, S. 300

）

　

〈
人
間
の
使
命
〉
論
争
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
ガ
ル
ヴ
ェ
の

立
場
は
独
特
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
プ
ト
の
よ
う
に
経
験
観
察
に
基
づ

く
人
間
学
的
知
識
を
重
視
す
る
が
、
し
か
し
〈
人
間
の
使
命
〉
の
不
可

知
性
を
支
持
し
な
い
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
や
カ
ン
ト
の
よ
う
に
個
と

全
体
を
区
別
す
る
が
、
し
か
し
来
世
に
つ
い
て
は
無
関
心
で
あ
り
、
あ

く
ま
で
も
現
世
に
お
け
る
諸
個
人
の
幸
福
実
現
を
求
め
て
い
る

（G
arve, 1783a, S. 15f.

）
。

　

ま
た
、
ガ
ル
ヴ
ェ
は
人
間
の
努
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
社
会
構
造

に
考
察
の
重
点
を
置
い
て
い
る
。
商
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
人
々
が
意

志
に
反
し
て
非
道
徳
的
な
（
し
か
し
商
業
・
経
営
の
た
め
に
は
不
可
避
の
）

行
動
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
こ
そ
が
、
ガ
ル
ヴ
ェ
の
注
視
し
て
い

た
現
実
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
ふ
ま
え
た
『
キ
ケ

ロ
論
』
第
三
巻
は
、
商
業
・
政
治
・
道
徳
の
諸
原
則
が
軋
轢
を
生
み
つ

つ
密
接
に
関
連
す
る
時
代
状
況
を
分
析
し
た
壮
大
な
試
み
で
あ
る
。
彼

の
歴
史
哲
学
の
構
想
は
、
こ
の
第
三
巻
の
終
盤
に
登
場
す
る
。

　

ガ
ル
ヴ
ェ
は
言
う
。
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
古
代
ロ
ー
マ

の
よ
う
な
「
長
く
続
く
不
正
義
の
シ
ス
テ
ム
に
似
た
も
の
は
見
当
た
ら

な
い
」
（G

arve, 1783c, S. 182

）
。
そ
こ
に
は
相
対
的
に
正
義
が
実
現
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さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
勢
力
均
衡
が
あ
る
。
そ
し
て
、
な
る
ほ

ど
、
勢
力
均
衡
は
盤
石
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
〔
勢
力
均
衡
と
い
う
〕
事
実
そ
の
も
の
は
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
確
か
に
、
諸
々
の
〔
国
家
統

治
に
関
す
る
〕
原
則
が
だ
ん
だ
ん
と
純
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、

こ
の
事
実
の
う
え
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
人
々
の
〔
…
〕
目
論
見
に
あ
っ
て
は
、
理
性
が
制
限
を
設
け

る
前
に
、
ま
ず
は
摂
理
が
彼
ら
を
制
止
す
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。 

（ibid., S. 182

）

　

国
家
統
治
の
原
則
は
勢
力
均
衡
の
な
か
で
「
だ
ん
だ
ん
と
純
化
さ
れ

る
」
。
そ
の
理
由
は
、
理
性
が
人
々
の
目
論
見
に
道
徳
的
な
制
限
を
設

け
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、こ
う
し
た
目
論
見
を
「
摂
理
」

が
制
止
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
摂
理
」
の
作
用
は
具
体
的
に
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

最
初
に
、
〔
戦
争
と
い
う
〕
不
正
義
の
企
て
の
幸
福
な
結
果
を
阻
止
す

る
よ
う
な
乗
り
越
え
が
た
い
困
難
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
困
難
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
強
制
さ
れ
た
平
穏
が
も
た
ら
さ
れ

た
と
き
に
は
じ
め
て
、
人
間
精
神
は
そ
う
し
た
事
業
の
本
性
に
つ
い

て
の
熟
考
へ
と
至
り
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
確
信
に
到
達
す
る
。
そ

の
よ
う
に
普
遍
的
な
、
長
期
的
に
は
克
服
し
が
た
い
抵
抗
に
遭
う
よ

う
な
事
業
〔
＝
戦
争
や
略
奪
〕
を
み
ず
か
ら
進
ん
で
諦
め
る
こ
と
が
、

万
人
に
と
っ
て
、
強
大
な
者
に
と
っ
て
さ
え
幸
福
で
あ
る
、
と
。

 

（ibid., S. 182

）

　

「
摂
理
」
は
戦
争
が
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
を
「
阻
止
す
る
よ
う
な

乗
り
越
え
が
た
い
困
難
」
を
設
置
す
る
。
そ
の
た
め
人
々
は
戦
争
よ
り

も
「
な
ん
ら
か
の
強
制
さ
れ
た
平
穏
」
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、

そ
こ
で
は
じ
め
て
平
和
共
存
の
有
益
さ
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
「
摂
理
」
は
、
人
間
が
理
性
的
で
道
徳
的
に
な
る
た
め
の
外
的
条
件

を
整
備
す
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
う
し
た
理
解
と
は
正
反
対
の
「
摂
理
」
の
解
釈
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

摂
理
が
諸
国
家
の
土
地
、
気
候
、
地
理
的
位
置
の
間
に
、
そ
し
て
諸

国
民
の
国
民
性
の
間
に
さ
え
差
異
を
認
め
た
た
め
に
、
〔
経
済
的
な
〕

収
得
の
手
段
が
同
一
で
普
遍
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
差

異
だ
け
は
残
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
は
、
ま
さ
に
注
目
す
べ
き
結
果
が
示
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
〔
…
〕
隣
国
を
弱
体
化
さ
せ
る
た
め
に
時
折
お
こ
な
わ
れ
る
実

際
の
実
力
行
使
や
軍
事
攻
撃
な
し
に
は
、
自
然
的
利
点
を
欠
い
て
い

る
〔
…
〕
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
存
続
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
〔
と
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い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
〕
。 

（ibid., S. 186

）

　

「
摂
理
」
が
地
理
的
不
均
衡
を
設
定
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、「
摂
理
」

は
む
し
ろ
ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
自
然
状
態
の
継
続
を
指
示
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
そ
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
実
力
行
使
や
軍
事
行
動
」
は
、

ま
さ
に
「
摂
理
」
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

ガ
ル
ヴ
ェ
は
「
摂
理
」
の
こ
う
し
た
解
釈
に
反
対
し
、
よ
り
理
性
的

な
立
場
か
ら
「
摂
理
」
を
理
解
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
の
立
場
と

は
「
世
界
市
民W

eltbürger
」
の
立
場
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
見
解
に
、
〔
…
〕
世
界
市
民
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

第
一
に
、
事
物
の
本
性
は
変
え
ら
れ
な
い
。
つ
か
の
間
の
輝
き
は
永

続
的
な
福
利
の
状
態
で
は
な
い
。
〔
…
〕
第
二
に
、
変
え
ら
れ
う
る

も
の
、
高
め
ら
れ
う
る
も
の
、
少
な
く
と
も
改
善
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
は
〔
…
〕
、
人
間
本
性
、
性
格
、
精
神
、
民
族
の
活
動
で
あ
る
。

さ
て
、
私
に
は
次
の
こ
と
は
明
白
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る

国
民
の
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
状
態
は
、
友
愛
的
で
、
真
の
、

崇
高
な
こ
の
政
治
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
た
だ
他
の
国
民
の

福
利
の
み
を
鑑
み
、
あ
る
い
は
せ
め
て
そ
れ
ら
に
損
害
を
与
え
な
い

よ
う
に
〔
…
〕
自
己
の
管
理
区
域
を
気
遣
う
よ
う
な
政
治
で
あ
る
。

 

（ibid., S. 186f.

）

　

地
理
的
不
均
衡
を
理
由
と
し
て
他
国
の
弱
体
化
を
図
り
、
「
つ
か
の

間
の
輝
き
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
諸
国
家
の
政
策
を
「
世
界
市
民
」
は

是
と
し
な
い
。
彼
は
「
友
愛
的
で
、
真
の
、
崇
高
な
〔
…
〕
政
治
」
を

望
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
世
界
市
民
」
の
立
場
に
た
つ
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、「
摂
理
」
は
適
切
に
理
解
さ
れ
う
る
と
ガ
ル
ヴ
ェ

は
言
う
。

　

そ
し
て
「
世
界
市
民
」
の
立
場
か
ら
、
ガ
ル
ヴ
ェ
は
さ
ら
に
諸
国
家

の
「
統
合
」
（ibid., S. 198

）
と
い
う
未
来
に
つ
い
て
語
る
。
な
る
ほ
ど
、

ホ
ッ
ブ
ズ
が
論
じ
た
よ
う
に
、
諸
個
人
間
の
自
然
状
態
は
諸
個
人
の
結

合
（
国
家
設
立
）
に
よ
っ
て
緩
和
で
き
る
。
し
か
し
「
そ
の
よ
う
な
プ

ラ
ン
が
諸
国
家
の
場
合
で
も
可
能
か
と
い
え
ば
ま
っ
た
く
も
っ
て
疑
わ

し
い
し
、
多
く
の
理
由
が
そ
の
実
現
可
能
性
を
反
証
し
て
い
る
」
（ibid., 

S. 198

）
。
そ
れ
で
も
「
こ
の
プ
ラ
ン
が
諸
国
民
間
・
諸
国
家
間
の
係
争

を
〔
…
〕
戦
争
と
流
血
以
外
の
や
り
方
で
調
停
し
う
る
唯
一
の
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
争
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
」
（ibid., S. 198

）
。
じ
っ

さ
い
、こ
の
よ
う
な
不
可
能
に
み
え
る
プ
ラ
ン
の
実
現
も
ま
た
「
摂
理
」

に
適
っ
て
お
り
、
歴
史
の
中
で
達
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
戦
争
は
残
酷
な
も
の
か
ら
人
間
的
な
も
の
へ
と
変
遷
し
て
き
た
し
、

「
宗
教
に
よ
っ
て
、
習
俗
の
類
似
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
学
問
や
商
業
に

よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
住
民
た
ち
は
互
い
に
知
り
合
い
に
な
っ
た

が
た
め
に
、
い
ま
や
人
間
性
の
諸
権
利
が
彼
ら
全
員
に
広
が
ら
ざ
る
を

え
な
い
よ
う
な
関
係
へ
と
歩
み
を
進
め
た
」（ibid., S202

）
か
ら
で
あ
る
。
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以
上
、
や
や
駆
け
足
で
議
論
を
整
理
し
て
き
た
が
、
ポ
イ
ン
ト
を
整

理
し
よ
う
。
①
「
摂
理
」
は
人
間
が
平
和
共
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う

な
自
然
状
況
を
設
定
し
た
。
②
こ
の
平
和
共
存
は
最
終
的
に
は
諸
国
家

の
「
統
合
」
、
つ
ま
り
人
類
規
模
で
の
国
家
＝
市
民
社
会
の
設
立
で
あ
る
。

③
こ
の
よ
う
な
「
摂
理
」
の
理
解
は
「
世
界
市
民
」
の
立
場
か
ら
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
④
「
摂
理
」
の
実
現
は
人
類
の
歴
史
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
カ
ン
ト
の
『
構
想
』
の
基
本
的
な
主
張
と
一
致
し
て
い
る
。
し

か
も
カ
ン
ト
は
『
キ
ケ
ロ
論
』
を
熟
読
し
、
そ
の
反
駁
書
ま
で
準
備
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
主
張
を
偶
然
の
一
致
で
片
づ
け
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

五　

ガ
ル
ヴ
ェ
か
ら
カ
ン
ト
へ

　

ガ
ル
ヴ
ェ
と
カ
ン
ト
の
一
致
点
は
他
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
ガ
ル

ヴ
ェ
の
「
自
然
と
摂
理
の
痕
跡
を
追
究
し
政
治
家
に
自
由
意
志
で
従
う

よ
う
助
言
す
る
こ
の
哲
学
は
、
よ
り
正
し
い
哲
学
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？
」
（ibid., S. 207

）
と
い
う
見
解
は
、
カ
ン
ト
の
首
肯
す
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
後
に
『
永
遠
平
和
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
よ

う
に
、
カ
ン
ト
も
ま
た
「
摂
理
」
概
念
は
善
政
を
後
押
し
す
る
も
の
だ

と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（A

A
8, 360-369

）
。
し
か
し
も
し
も
カ
ン

ト
が
ガ
ル
ヴ
ェ
の
見
解
を
た
だ
繰
り
返
し
た
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、

一
体
何
が
批
判
さ
れ
、
何
が
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

両
者
の
も
っ
と
も
大
き
な
差
異
を
表
し
て
い
る
の
は
ガ
ル
ヴ
ェ
の
次

の
発
言
で
あ
る
。

選
ば
れ
た
偉
大
な
人
々
は
必
然
的
に
、
最
高
の
究
極
目
的
を
実
現
す

る
た
め
の
す
べ
て
の
手
段
を
ひ
と
し
く
善
と
考
え
、
あ
ら
ゆ
る
政
策

を
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
と
考
え
、
対
立
が
生
じ
る
や
い
な
や
他
の

諸
国
家
を
制
圧
し
侵
害
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
、
と
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。
彼
ら
の
共
和
国
は
彼
ら
に
と
っ
て
、
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。

 

（G
arve, 1783c, S. 202

）

　

「
摂
理
」
な
い
し
「
最
高
の
究
極
目
的
」
の
実
現
の
た
め
で
あ
れ
ば
「
他

の
諸
国
家
を
制
圧
し
侵
害
す
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
戦
争
も
許
さ
れ
る
。

『
永
遠
平
和
論
』
を
待
た
ず
と
も
、
こ
の
主
張
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
是

認
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
か
ら
み
れ
ば
こ
れ
は

怜
悧K

lugheit

に
基
づ
く
考
え
方
に
他
な
ら
な
い
。
怜
悧
と
は
、
幸

福
に
と
っ
て
の
適
切
な
（
合
理
的
な
）
手
段
を
善
と
規
定
す
る
よ
う
な

思
考
法
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
キ
ケ
ロ
論
』
全
体
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

ガ
ル
ヴ
ェ
の
思
想
は
怜
悧
／
幸
福
主
義
の
性
格
が
強
い
。
そ
れ
は
右
の

引
用
の
「
最
高
の
究
極
目
的
」
が
「
全
人
類
の
福
祉W

ohl

」
（ibid., S. 

201
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
怜
悧
／
幸
福
主
義
を
仮
言
命
法
の
原
理
に
過
ぎ
な
い
と

し
て
棄
却
し
、
真
の
道
徳
原
理
を
定
言
命
法
に
認
め
た
の
が
カ
ン
ト
の
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『
基
礎
づ
け
』
で
あ
っ
た
。
第
一
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
一
七
八
四
年
の

カ
ン
ト
は
『
キ
ケ
ロ
論
』
へ
の
反
駁
書
を
準
備
し
て
い
た
が
、
こ
の
反

駁
書
が
じ
っ
さ
い
に
公
刊
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
痕

跡
は
『
基
礎
づ
け
』
の
怜
悧
／
幸
福
主
義
批
判
に
、
そ
し
て
『
構
想
』

に
お
い
て
確
認
で
き
る
。
前
者
で
は
カ
ン
ト
は
ガ
ル
ヴ
ェ
を
い
わ
ば
全

否
定
し
た
が
、
後
者
で
は
ガ
ル
ヴ
ェ
の
理
論
・
概
念
枠
組
み
を
採
用
し

つ
つ
も
、
そ
の
幸
福
化

0

0

0

の
歴
史
を
道
徳
化

0

0

0

の
歴
史
に
転
換
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
学
問
技
芸
を
通
じ
て
か
な
り
の
程
度
ま
で
開
化
さ
れ
て
い

る
。
私
た
ち
は
多
種
多
様
な
社
交
的
な
礼
儀
正
し
さ
や
上
品
さ
が
重

荷
に
な
る
ほ
ど
文
明
化
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
が
も
う

0

0

0

0

0

0

道
徳
化
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
る
に
は
、
ま
だ
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
の
こ

と
が
不
足
し
て
い
る
。
〔
…
〕
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
国
々
が
虚
し
い
暴

力
的
な
領
土
拡
張
の
た
め
に
国
力
を
用
い
て
い
る
〔
…
〕
か
ぎ
り
、

何
も
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（A
A

8, S. 26

　

傍
点
引
用
者
）

　

こ
の
発
言
は
暗
示
的
に
で
は
あ
れ
、
「
も
っ
と
も
完
全
な
国
家
体
制

の
設
立
」
を
促
す
「
摂
理
」
に
従
い
「
虚
し
い
暴
力
的
な
領
土
拡
張
」

を
止
め
る
よ
う
政
治
家
に
助
言
し
て
い
る
も
の
と
受
け
止
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
繰
り
返
す
が
こ
の
点
で
は
カ
ン
ト
は
ガ
ル
ヴ
ェ
と
意
見
を
同

じ
く
す
る
が
、
し
か
し
目
的
は
も
は
や
幸
福
や
「
全
人
類
の
福
利
」
で

は
な
く
、
人
類
の
道
徳
化
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
よ
り
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
が
「
世
界
市
民
」
概
念

で
あ
る
。
『
キ
ケ
ロ
論
』
の
ガ
ル
ヴ
ェ
は
唐
突
に
「
世
界
市
民
」
と
い

う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
は
こ
の
語
が
出
て
く
る
直
前
の
「
熟

考
す
る
理
性
」
の
立
場
に
他
な
ら
な
い
。
ガ
ル
ヴ
ェ
は
言
う
。

熟
考
す
る
理
性
に
と
っ
て
次
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
国
の
耕
作
、
産
業
、
交
易
に
お
い
て
他
の
国
民
を
制
限
す
る
こ
と

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
が
自
己
の
固
有
の
仕
事
に
最
大
の
勤
勉
と
明

晰
さ
を
使
用
し
た
と
き
、
そ
し
て
そ
の
際
に
そ
う
し
た
国
民
の
も
と

で
の
交
換
が
無
制
限
で
相
互
的
で
あ
る
と
き
、
彼
ら
は
も
っ
と
も
幸

福
で
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
。 

（G
arve, 1783c, S. 185

）

　

つ
ま
り
ガ
ル
ヴ
ェ
に
と
っ
て
「
熟
考
す
る
理
性
」
＝
「
世
界
市
民
」

と
は
、
経
済
活
動
の
自
由
に
基
づ
く
物
質
的
繁
栄
こ
そ
が
万
人
の
幸
福

を
も
た
ら
す
と
考
え
る
政
治
経
済
学
的
な
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
カ
ン
ト
の
言
う
「
世
界
市
民
」
と
は
、
怜
悧
で
は
な
く
道
徳
原
理
に

基
づ
い
て
思
考
し
行
動
す
る
存
在
者
で
あ
る
。
寺
田
俊
郎
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
人
々
が
一
市
民
と
し
て
具
体
的
な
活
動
に
従
事
し
な
が
ら
も
、

そ
の
活
動
を
実
践
理
性
の
普
遍
的
な
目
的
に
適
っ
た
も
の
に
す
る
こ
と

が
、
す
な
わ
ち
道
徳
に
適
っ
た
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
世
界
市
民
的
な

立
場
か
ら
の
理
性
使
用
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
寺
田
、
二
〇
一
二
）
。

　

も
は
や
詳
し
く
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、『
構
想
』
の
中
で
語
ら
れ
る
「
関
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心
」
も
ま
た
経
済
的
な
関
心
で
は
な
く
、
道
徳
的
な
（
実
践
理
性
の
）「
関

心
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
と
関
連
の
深
い
「
世
界
市
民
的
見
地
」
も

ま
た
、
道
徳
性
の
実
現
を
究
極
の
原
理
と
し
て
歴
史
を
判
定
す
る
よ
う

な
視
点
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
子
孫
た
ち
は
〔
…
〕
彼
ら
に
関
心
の
あ

る
視
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
世
界
市
民
的
見
地
に
お
い
て
、
諸
民
族
と
諸

政
府
が
何
を
も
た
ら
し
、
何
を
損
な
っ
た
の
か
を
評
価
す
る
だ
ろ
う
」

（A
A

8, S. 31

）
と
い
う
カ
ン
ト
の
発
言
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

道
徳
に
基
づ
い
て
歴
史
を
構
想
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
『
構
想
』
に
お

け
る
カ
ン
ト
の
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
自
体
は
『
キ
ケ
ロ
論
』
と

の
対
比
な
し
で
も
い
え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
キ
ケ
ロ
論
』

を
媒
介
と
し
て
み
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
同
時
代
の
幸
福
主
義
の
巧
み
な

批
判
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
え
て
こ
な
い
。
『
構
想
』
に
お
け
る
カ
ン
ト

の
独
創
性
と
は
、
「
市
民
社
会
」
や
「
国
家
連
合
」
と
い
っ
た
諸
概
念

そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ガ
ル
ヴ
ェ
の
諸
概
念
を
用
い
な
が
ら
も

彼
の
怜
悧
／
幸
福
主
義
の
歴
史
哲
学
を
転
覆
し
、
自
身
の
道
徳
的
立
場

か
ら
再
編
成
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

『
啓
蒙
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
「
人
間
本
性
の
根
源
的
な
使
命
は
啓

蒙
の
前
進
に
あ
る
」
（A

A
8, S. 39

）
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
た
。
同
時

期
に
書
か
れ
た
『
構
想
』
も
ま
た
、
こ
の
命
題
を
共
有
し
て
い
る
。
た

し
か
に
『
構
想
』
は
〈
人
間
の
使
命
〉
を
明
示
的
に
扱
っ
た
テ
キ
ス
ト

で
は
な
い
。
こ
の
概
念
は
わ
ず
か
に
註
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
（A

A
8, S. 23A

nm
.

）
。
し
た
が
っ
て
『
構
想
』
だ
け
を
読
ん
で
み
て
も
、

〈
人
間
の
使
命
〉
論
争
と
の
つ
な
が
り
は
み
え
て
こ
な
い
。
し
か
し
カ

ン
ト
は
同
時
代
の
問
題
構
成
や
諸
概
念
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
論
争
に
関
与
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ

ン
ト
は
一
方
で
は
全
体
に
お
け
る
「
神
の
意
図
」
の
支
配
と
個
々
人
の

主
体
的
「
努
力
」
の
両
立
と
い
う
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
ア
イ
デ
ィ
ア

を
継
承
し
な
が
ら
、
こ
の
両
立
の
実
現
を
来
世
で
は
な
く
現
世
に
お
け

る
人
類
の
歴
史
へ
と
転
換
し
た
。
他
方
で
、
「
摂
理
」
の
究
極
目
的
を

人
類
規
模
で
の
市
民
社
会
の
設
立
に
見
出
し
た
ガ
ル
ヴ
ェ
の
ア
イ
デ
ィ

ア
を
継
承
し
な
が
ら
、
「
摂
理
」
の
目
的
を
人
類
の
幸
福
化
か
ら
道
徳

化
へ
と
転
換
し
た
。
ま
た
、
立
場
の
ま
っ
た
く
異
な
る
歴
史
哲
学
、
す

な
わ
ち
ヘ
ル
ダ
ー
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
タ
イ
ト
ル
の
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う

皮
肉
的
な
や
り
方
で
応
じ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
以
上
の
よ
う
な
戦
略
の
中
で
組
み
立
て
ら
れ
た
カ
ン
ト
の

『
構
想
』
は
、
い
か
な
る
思
想
史
的
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

〈
人
間
の
使
命
〉
論
争
を
ふ
ま
え
る
と
、
「
摂
理
」
は
啓
示
宗
教
的
な

概
念
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
〈
人
間
の
使
命
〉
論

争
そ
の
も
の
が
、
啓
示
宗
教
的
な
生
を
失
い
人
間
が
自
由
に
な
っ
た
こ

と
を
背
景
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
十
八
世
紀
末
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の
〈
人
間
の
使
命
〉
論
争
と
は
、
〈
使
命
〉
に
運
命
づ
け
ら
れ
た
か
つ

て
の
不
自
由
な
―
―
つ
ま
り
聖
書
と
教
会
の
教
え
に
盲
目
的
に
し
た
が

う
―
―
生
と
、
自
由
で
あ
る
が
〈
使
命
〉
な
き
―
―
つ
ま
り
究
極
的
に

は
無
意
味
な
―
―
生
の
狭
間
に
お
い
て
、
現
世
に
お
け
る
生
の
意
味
を

回
復
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
〈
使
命
〉
と
自
由
の
両

立
と
い
う
第
三
の
道
を
開
い
た
も
の
が
「
摂
理
」
概
念
で
あ
っ
た
。
た

し
か
に
、
ガ
ル
ヴ
ェ
と
カ
ン
ト
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
「
摂
理
」
概
念

は
個
人
を
慰
め
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
（G

arve, 1793c, S. 190; A
A

8, S. 

30

）
。
だ
が
、
個
人
の
善
き
行
い
は
、
そ
れ
が
幸
福
追
求
で
あ
ろ
う
と

定
言
命
法
に
基
づ
く
行
為
で
あ
ろ
う
と
、
世
界
全
体
を
善
く
す
る
と
い

う
想
定
な
し
に
は
客
観
的
価
値
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
「
摂
理
」
は
私
た
ち
の
実
践
を
正
当
化
す
る
た
め
に
必

要
な
概
念
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
歴
史
概
念
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
歴
史
概
念
も
ま
た

い
ま
述
べ
た
よ
う
な
〈
使
命
〉
を
め
ぐ
る
隘
路
の
中
で
、
来
世
で
は
な

く
現
世
に
希
望
を
見
出
す
た
め
に
導
入
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
理
性
主

義
と
進
歩
史
観
は
啓
蒙
思
想
の
楽
観
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
の
歴
史
概
念
は
宗
教
的
確
信
を
失
っ
た
人
間

の
生
の
苦
悩
を
解
消
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
構

想
』
は
、
実
践
的
な
歴
史
哲
学
の
構
想
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
、
カ
ン
ト
、
ガ
ル
ヴ
ェ
と
い
う
三
者
を
並
べ
て

み
た
と
き
、
カ
ン
ト
の
立
ち
位
置
の
独
特
さ
は
注
目
に
値
す
る
。
メ
ン

デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
独
断
的
形
而
上
学
の
伝
統
の
中
で
思
考
し
て
い
た
。

「
熟
考
す
る
理
性
」
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ガ
ル
ヴ
ェ
の
思

想
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
か
ら
の
影
響
が
強
い
。
つ
ま
り
カ
ン

ト
は
両
者
と
の
対
決
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
―
―
し
か
も
当
時
最
高
峰

の
―
―
伝
統
的
な
哲
学
と
輸
入
学
問
的
な
哲
学
の
双
方
を
相
手
取
っ
た

こ
と
に
な
る
。
『
構
想
』
の
テ
キ
ス
ト
戦
略
は
、
両
者
の
議
論
の
水
準

の
高
さ
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
そ
の
限
界
を
暗
に
指
摘
し
、
よ
り
適
切

な
仕
方
で
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
『
構
想
』
は
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
先
端
の
歴
史
哲
学
構

想
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
か
ら
み
る
と
奇
妙
な
概
念
と
ロ
ジ
ッ
ク

を
展
開
し
た
よ
う
に
み
え
る
『
構
想
』
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
文
脈
に

お
い
て
は
ひ
じ
ょ
う
に
洗
練
さ
れ
た
議
論
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
本
論
文
で
は
『
構
想
』
そ
の
も
の
の
分
析
に
は
立
ち
入
れ

な
か
っ
た
が
、
そ
の
思
想
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
意
義
に
つ
い
て
は
以

上
の
論
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 

（
こ
た
に
・
ひ
で
お
／
哲
学
・
倫
理
学
・
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

前
者
と
し
て
は
（R

orty and Schm
idt, 2009

）
（H

öffe, 2011

）
に
収

め
ら
れ
た
諸
論
文
を
、
後
者
と
し
て
は
（
牧
野
、
一
九
九
四
）
（
犬
竹
、

二
〇
一
〇
）
（K

leingeld, 1995

）
（Flikschuh, 2006

）
な
ど
を
そ
れ
ぞ

れ
参
照
せ
よ
。

（
2
） 

カ
ン
ト
が
ガ
ル
ヴ
ェ
を
軽
視
し
て
は
い
な
い
こ
と
、
と
く
に
彼
ら
の
個
人
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的
な
友
情
関
係
に
つ
い
て
は
（
小
谷
、
二
〇
一
四
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
） 

バ
ッ
ハ
マ
ン
＝

メ
デ
ィ
ッ
ク
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
通
俗
哲
学

全
般
に
み
ら
れ
る
（B

achm
ann-M

edick, 1989, S. 6f.

）
。
通
俗
哲
学
に

つ
い
て
は
（
小
谷
、
二
〇
一
五
）
も
参
照
の
こ
と
。
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五　

社
会
哲
学
の
領
野
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
、
一

八
九
―
二
一
九
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
カ
ン
ト
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
、
ガ
ル
ヴ
ェ
、
人
間
の
使
命
、

歴
史
哲
学
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は
じ
め
に
―
―
カ
ン
ト
と
十
八
世
紀
に
お
け
る
共
和
制
概
念
の
変
容

　

カ
ン
ト
の
政
治
思
想
は
、
し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
、
十
九
世

紀
に
な
っ
て
意
識
的
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
自
由
主
義
の
系
譜
の

な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

）
1
（

。
た
し
か
に
一
七
九
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
語
圏

の
自
由
主
義
は
一
八
四
〇
年
代
の
場
合
と
は
多
く
の
点
で
異
な
る
が
、

そ
れ
で
も
な
お
、
政
治
的
自
由
（
出
版
の
自
由
、
宗
教
的
寛
容
、
機
会
の

平
等
、
恣
意
的
な
逮
捕
拘
禁
か
ら
の
自
由
）
、
国
家
権
力
の
制
限
、
個
人
主

義
、
幸
福
主
義
の
拒
否
、
世
界
市
民
主
義
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
共
感

と
立
憲
君
主
制
の
支
持
と
い
っ
た
基
本
的
な
要
求
は
そ
の
先
進
性
に
お

い
て
注
目
に
値
す
る

）
2
（

。
こ
の
一
七
九
〇
年
代
の
自
由
主
義
の
内
部
で
、

君
主
制
と
貴
族
制
の
廃
止
と
幅
広
い
選
挙
権
を
主
張
す
る
左
派
の
ゲ
オ

ル
ク
・
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
（
一
七
五
四
―
九
四
年
）
の
立
場
と
も
、
人
民
の

参
加
を
排
除
し
て
立
憲
君
主
制
を
評
価
す
る
右
派
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
（
一
七
六
七
―
一
八
三
五
年
）
の
立
場
と
も
異
な
り
、

カ
ン
ト
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヤ
コ
ー
ビ
（
一
七
四
三
―

一
八
一
九
年
）
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
（
一
七
五
九
―
一
八
〇
五
年
）

と
と
も
に
制
限
さ
れ
た
選
挙
権
と
、
立
憲
君
主
制
お
よ
び
議
会
制
民
主

主
義
を
擁
護
す
る
穏
健
派
に
分
類
さ
れ
る

）
3
（

。
こ
の
よ
う
な
整
理
は
、
カ

ン
ト
の
政
治
思
想
の
概
略
的
特
徴
を
把
握
し
、
さ
ら
に
十
九
世
紀
に
確

立
さ
れ
る
自
由
主
義
と
の
関
連
を
理
解
す
る
う
え
で
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
自

由
主
義
が
い
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
自
由

〈
公
募
論
文
〉

民
主
政
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
カ
ン
ト
の
共
和
制
概
念

斎
藤
拓
也
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主
義
に
先
立
つ
自
由

）
4
（

」
を
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
も
と
に
考
察
す
る
に

あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

）
5
（

。
「
プ
ラ

0

0

ト
ン

0

0

の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
、
モ
ア

0

0

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
ハ
リ
ン
ト
ン

0

0

0

0

0

の
オ

シ
ア
ナ
、
ア
レ
ー

0

0

0

の
セ
ヴ
ェ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
」
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
「
専

制
的
共
和
国
」
（SF, 7: 92, A

nm
.

）
を
意
識
し
て
、
カ
ン
ト
自
身
は
あ

る
べ
き
政
治
社
会
を
「
公
共
体
（das gem

eine W
esen

）
」
（M

dS, 6: 

311

）
、す
な
わ
ち
「
広
義
の
共
和
国
（res publica latius sic dicta

）
」（M

dS, 

6: 311, 338

）
、
「
共
和
国
（R

epublik

）
」
（M

dS, 6: 341

）
、
「
共
和
制

（republikanische Verfassung
）
」
（SF, 7: 85, 88; ZeF, 8: 349

）
と
呼

ん
で
い
る
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、「
共
和
国
」
お
よ
び
「
共

和
制
」
は
カ
ン
ト
の
政
治
思
想
に
か
ん
す
る
先
行
研
究
で
必
ず
論
じ
ら

れ
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
漸
進
的
改
革
に
よ
っ
て
「
共
和

制
」
を
実
現
す
る
立
場
を
表
明
し

）
6
（

、
同
時
代
の
比
較
的
穏
健
な
改
革
主

義
者
た
ち
に
も

）
7
（

、
そ
れ
以
後
の
時
代
の
司
法
改
革
や
行
政
改
革
の
理
論

家
お
よ
び
実
務
家
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り

）
8
（

、

多
く
の
場
合
カ
ン
ト
の
政
治
思
想
は
後
の
時
代
の
初
期
自
由
主
義
と
い

う
観
点
か
ら
整
理
さ
れ
て
き
た

）
9
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の
政
治
思
想
に

は
自
由
主
義
の
特
徴
が
逆
投
影
さ
れ
、
「
共
和
制
」
概
念
の
民
主
主
義

的
含
意
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
。

　

他
方
で
、
「
共
和
制
」
の
も
つ
固
有
の
意
味
そ
の
も
の
が
変
容
を
遂

げ
て
、
把
握
し
づ
ら
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
古
典
古
代
の
都
市
国
家
以
来
、
近
世
お
よ
び
近
代
に
お
い
て
も
、

「
共
和
国
」
あ
る
い
は
「
共
和
政
」
は
自
律
し
た
政
治
的
共
同
体
と
し

て
高
い
評
価
を
受
け
、
共
和
主
義
思
想
の
伝
統
の
核
心
に
あ
り
続
け
て

き
た

）
10
（

。
た
だ
し
、
近
世
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
よ
う
な
都
市
共
和
国
は
例
外
的
で
あ
り
、
ブ
リ
テ

ン
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
共
和
国
が
前
提
と
し
て
き
た
都
市
国
家
の
規
模
を

は
る
か
に
超
え
る
巨
大
な
領
域
国
家
が
君
主
政
の
も
と
で
出
現
し
、
宗

教
戦
争
の
時
代
を
経
て
、
古
代
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
主
権
の
概

念
も
発
達
を
遂
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
・
理
論
的
状
況
の
変
化
は
、

十
八
世
紀
後
半
に
共
和
制
を
可
能
に
す
る
政
治
的
・
空
間
的
条
件
へ
の

省
察
を
促
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
古
代
と
は
異
な
る
条
件
で
共
和
制
を

実
現
す
る
理
論
的
枠
組
み
の
形
成
を
促
進
し
、
さ
ら
に
は
反
君
主
政
と

し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
共
和
主
義
の
内
部
で
君
主
政
の
理
解
と
位
置
づ

け
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る

）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
の
「
共
和
制
」
の
構
想
に
は

ど
の
よ
う
な
思
想
史
的
位
置
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
十
八
世
紀
の
政
治
思
想
の
文
脈
を
参
照
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト

の
共
和
制
の
原
理
と
基
本
的
構
造
を
特
徴
づ
け
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
人

民
主
権
の
理
念
の
意
味
を
主
権
論
の
系
譜
を
参
照
し
な
が
ら
確
認
す
る

（
第
一
節
）
。
次
に
、
人
民
主
権
の
理
念
を
政
治
社
会
の
基
礎
に
据
え
る

こ
と
で
必
要
と
な
っ
た
「
統
治
様
式
」
と
「
支
配
形
態
」
の
区
別
の
思
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想
史
的
経
緯
を
辿
り
（
第
二
節
）
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
こ
の
区
別
（
主
権

論
と
政
体
論
の
区
別
）
の
意
味
を
君
主
政
と
民
主
政
に
即
し
て
考
察
す

る
（
第
三
節
）
。
さ
ら
に
カ
ン
ト
が
共
和
制
を
特
徴
づ
け
る
さ
い
に
代

表
制
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
カ
ン
ト
の
共
和
制
が
民
主

政
か
ら
自
己
を
差
異
化
す
る
な
か
で
現
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
（
第
四
節
）
。

第
一
節　

主
権
論
の
系
譜
に
お
け
る
カ
ン
ト

　

カ
ン
ト
は
人
間
の
「
悪
意
（B

ösartigkeit

）
」
に
由
来
す
る
自
然
状

態
を
克
服
す
る
た
め
に
、
法
律
と
権
力
が
存
在
す
る
状
態
と
し
て
の
市

民
状
態
、
す
な
わ
ち
国
家
へ
移
行
す
る
必
然
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
（vgl. M

dS, 6: 31

）
12
（2

）
。
こ
の
よ
う
な
自
然
状
態
か
ら
市
民
状
態
へ

の
移
行
を
法
律
と
権
力
に
よ
る
「
秩
序
あ
る
自
由
（w

ohlgeordnete 

Freiheit

）
」
（
W
・
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
）
の
実
現
と
し
て
論
じ
る
カ
ン
ト
を
、

私
た
ち
は
十
六
世
紀
以
来
の
立
法
的
主
権
論
の
系
譜
（
ボ
ダ
ン
、
ホ
ッ

ブ
ズ
、
ル
ソ
ー
ら
）
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト

へ
の
影
響
が
大
き
い
と
見
ら
れ
る
ル
ソ
ー
に
注
目
し
て
議
論
を
始
め
た

い
。

　

ル
ソ
ー
は
歴
史
の
中
で
人
間
が
陥
る
戦
争
状
態
を
正
当
な
仕
方
で
克

服
し
う
る
唯
一
の
解
決
策
と
し
て
社
会
契
約
の
論
理
を
展
開
し
た
。
こ

の
と
き
、
ル
ソ
ー
は
社
会
契
約
に
よ
っ
て
人
民
の
力
を
合
成
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
成
立
す
る
国
家
の
主
権
を
他
な
ら
ぬ
人
民
の
意
志
、
す
な
わ

ち
「
一
般
意
志
」
に
見
出
し
、
そ
の
よ
う
な
国
家
を
支
え
る
個
人
を
立

法
す
る
「
市
民
（C

itoyen

）
」で
あ
る
と
同
時
に
法
に
従
う
「
臣
民
（Sujet

）
」

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
律
し
た
政
治
社
会
の
構
造
を
明
ら

か
に
し
た
と
言
え
る

）
13
（

。
カ
ン
ト
は
戦
争
状
態
に
終
止
符
を
打
っ
て
市
民

状
態
を
形
成
す
る
理
論
を
展
開
す
る
さ
い
に
、
ル
ソ
ー
と
同
様
に
人
民

の
意
志
に
主
権
を
見
出
し
、
そ
れ
を
正
当
な
政
治
社
会
の
条
件
と
見
な

し
て
い
る
。

　

カ
ン
ト
は
公
刊
さ
れ
た
著
作
の
中
で
、
ま
ず
『
理
論
と
実
践
』
（
一

七
九
三
年
）
に
お
い
て
政
治
社
会
（
国
家
）
の
基
本
的
原
理
を
「
自
由
」
、「
平

等
」
、
「
独
立
自
存
性
」
と
し
て
定
式
化
し
て
い
る
。
政
治
社
会
に
お
い

て
は
、
ま
ず
各
人
が
「
自
分
が
よ
い
と
思
う
や
り
方
で
」
幸
福
を
追
求

す
る
自
由
が
、
他
の
人
の
幸
福
追
求
の
自
由
と
両
立
し
う
る
よ
う
に
、

「
可
能
的
な
普
遍
的
法
則
」
す
な
わ
ち
公
的
な
法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（vgl. T

hP, 8: 290

）
。
こ
の
と
き
、
公
的
な
法

律
は
政
治
社
会
に
入
っ
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
、
す
な
わ
ち
被
治
者
に

平
等
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（vgl. T

hP, 8: 290

）
。

こ
の
自
由
と
平
等
の
原
理
は
、
経
済
的
に
独
立
自
存
し
て
い
る
人
々
の

手
に
よ
っ
て
、
「
公
的
な
意
志
」
に
も
と
づ
く
「
投
票
」
、
す
な
わ
ち
共

同
立
法
を
つ
う
じ
て
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
る
（vgl. T

hP, 8: 294-295

）
。

こ
う
し
て
、
自
由
の
た
め
に
、
人
々
が
立
法
者
で
あ
る
「
市
民

（Staatsbürger, citoyen

）
」
（T

hP, 8: 295

）
と
し
て
自
ら
の
意
志
に
も
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と
づ
い
て
法
律
を
制
定
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
被
治
者

（U
ntertan

）
」
と
し
て
の
自
分
自
身
に
強
制
を
課
す
政
治
社
会
の
体
制
、

「
市
民
的
体
制
（bürgerliche Verfassung

）
」
が
実
現
す
る
の
で
あ
る

（vgl. T
hP, 8: 290

）
。

　

カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
「
市
民
的
体
制
」
の
条
件
を
な
す
「
立
法
権

（die gesetzgebende G
ew

alt

）
」
と
し
て
の
「
主
権
（Souveränität

）
」

（M
dS, 6: 313

）
の
在
処
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

立
法
権
は
、
人
民
の
統
合
し
た
意
志
だ
け
に
帰
属
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
の
法
は
こ
の
立
法
権
か
ら
発
生
す
べ

き
な
の
だ
か
ら
、
立
法
権
は
み
ず
か
ら
定
め
た
法
律
に
よ
っ
て
、
だ

れ
に
対
し
て
も
け
っ
し
て
不
法
を
行
い
う
る

0

0

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
だ
れ
か
が
他
の
人
に
な
に
か
を
指

示
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
他
の
人

0

0

0

に
と
っ
て
不
法
で
あ
る
こ
と
は

大
い
に
あ
り
う
る
が
、
た
だ
当
人
が
自
分
自
身
に
関
し
て
決
定
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
〔
…
〕
。
だ
か

ら
こ
そ
、
〔
…
〕
た
だ
普
遍
的
に
統
合
し
た
人
民
の
意
志
だ
け
が
、

立
法
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

（M
dS, 6: 313

）

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
で
は
ル
ソ
ー
の
場
合
と
同
様
に

明
確
に
「
主
権
」
と
し
て
の
「
立
法
権
」
が
「
人
民
の
統
合
し
た
意
志
」

に
の
み
帰
属
し
う
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
性
質
上

譲
渡
も
分
割
も
で
き
な
い
主
権
（
立
法
権
）
は
国
家
元
首
（
君
主
）
か

ら
引
き
離
さ
れ
て
人
民
（
の
意
志
）
に
明
瞭
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
人
民

の
意
志
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
法
律
を
つ
う
じ
て
各
人
に
各
人
の
も
の

が
法
的
に
行
き
渡
る
配
分
的
正
義
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
の
政
治
思
想
は
人
民
主
権
論
の
系
譜
の
な
か

に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

カ
ン
ト
の
政
治
思
想
で
は
、
人
間
の
権
利
と
い
う
理
念
が
す
べ
て
の

政
治
体
制
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
「
人
間
の
自
然
権
と
合
致
し
た
憲

法
と
い
う
理
念
は
〔
…
〕
あ
ら
ゆ
る
国
家
形
態
の
場
合
に
も
そ
の
根
底

に
存
す
る
」
（SF, 7: 91

）
。
こ
の
理
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
「
法

律
に
服
従
す
る
人
々
は
同
時
に
統
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
立
法
的
で
も

あ
る
べ
き
で
あ
る
」（SF, 7: 91

）
と
い
う
人
民
主
権
の
基
本
思
想
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
人
間
の
権
利
の
保
障
と
い
う
目
的

が
自
由
主
義
的
な
抵
抗
権
の
論
拠
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
自
己
立
法
と

い
う
民
主
主
義
的
な
含
意
を
も
た
ら
し
て
い
る

）
14
（

。

　

イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
マ
ウ
ス
は
、
こ
の
「
立
法
者
と
法
の
名
宛
人
の
同

一
性

）
15
（

」
と
い
う
人
民
主
権
と
政
治
的
自
己
決
定
の
意
義
を
強
調
し
、
カ

ン
ト
の
「
市
民
的
体
制
」
に
手
続
き
的
正
義
の
原
理
を
見
出
し
て
い
る
。

マ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
法
的
に
平
等
な
市
民
に
よ
る
「
民
主
的
自
己
組
織

化
」
と
し
て
の
「
市
民
的
体
制
」
は
、
「
そ
の
規
範
的
な
平
等
原
理
に

も
と
づ
い
て
、
そ
れ
自
身
で
構
造
的
に
道
徳
的
で
あ
る
」
だ
け
で
は
な

い
）
16
（

。
市
民
に
よ
る
自
己
立
法
は
、
制
定
さ
れ
る
法
律
が
恣
意
的
な
も
の
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で
な
い
こ
と
を
「
内
容
的
な
法
決
定
に
先
行
す
る
法
制
定
の
手
続
き
そ

の
も
の
の
構
造
に
よ
っ
て
保
障
す
る
」
規
範
的
な
基
礎
づ
け
を
持
っ
て

い
る
の
で
あ
る

）
17
（

。

第
二
節　

正
し
い
統
治
と
は
何
か 

 
 

―
―
主
権
の
在
処
と
統
治
の
正
当
性
―
―　
　
　
　

　

た
だ
し
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
主
権
の
概
念
は
安
定
し
た
政
治
社
会
の

成
立
を
促
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
問
題
も
生
み
出
し
て
き
た
。

主
権
は
絶
対
的
で
あ
る
一
方
で
、
実
際
に
は
不
正
を
な
す
こ
と
も
、
誤

謬
を
犯
す
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
主
権
を
い
か

に
行
使
す
る
か
が
問
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

ま
ず
、
問
題
の
所
在
を
把
握
す
る
た
め
に
十
六
世
紀
の
ボ
ダ
ン
の
政

治
思
想
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ボ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
立

法
的
主
権
を
有
す
る
も
の
は
法
律
を
命
令
と
し
て
与
え
、
ま
た
（
慣
習

法
を
含
め
て
）
既
存
の
法
律
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
18
（

。
こ
の
と
き
、

法
律
は
主
権
者
の
意
志
と
い
う
法
的
形
式
の
妥
当
性
の
み
な
ら
ず
、
正

し
い
命
令
と
し
て
内
容
の
妥
当
性
も
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
法
律
の
内
容
の
妥
当
性
は
「
神
法
と
自
然
法
（loi divine et 

naturelle, lex divina et naturae

）
」
お
よ
び
そ
の
他
の
拘
束
に
し
た

が
っ
て
、
市
民
の
生
命
、
財
産
、
自
由
を
保
障
す
る
点
に
見
出
さ
れ
る

）
19
（

。

ボ
ダ
ン
に
お
い
て
は
国
家
体
制
の
安
定
性
、
効
率
性
と
い
う
観
点
か
ら

世
襲
君
主
政
に
優
位
性
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
主
権
者
は

主
権
行
使
に
お
い
て
一
定
の
枠
組
み
の
内
部
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の

中
で
統
治
の
正
し
さ
が
問
わ
れ
、「
正
当
な
」
統
治
と
「
不
当
な
」
（
「
専

制
的
」
お
よ
び
「
暴
君
的
」
）
統
治
が
峻
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

十
八
世
紀
の
共
和
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
絶
対
権
力
（
主
権
）

の
形
成
が
進
展
す
る
中
で
、
統
治
の
正
当
性
は
や
は
り
問
わ
れ
続
け
た
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
『
法
の
精
神
』
（
一
七
四
八
年
）
の
中
で
、
主
権
概

念
を
明
示
的
に
は
使
用
し
な
い
も
の
の
、
支
配
者
の
数
で
あ
る
「
本
性
」

と
政
体
を
動
か
す
情
念
で
あ
る
「
原
理
」
に
よ
っ
て
政
体
を
把
握
し
な

お
し
、
そ
の
結
果
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
政
治
学
』
で
用
い
た
六
政

体
で
は
な
く
、
共
和
政
、
君
主
政
、
専
制
政
と
い
う
三
分
類
を
提
示
し

て
い
る

）
20
（

。
こ
の
と
き
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
共
和
政
に
古
代
の
小
国
に

典
型
的
に
見
ら
れ
た
民
主
政
と
貴
族
政
を
含
め
、
そ
の
原
理
と
し
て
自

己
犠
牲
の
精
神
と
も
い
う
べ
き
政
治
的
徳
を
挙
げ
る
一
方
で
、
近
代
人

に
は
共
和
政
で
は
な
く
、
巨
大
な
領
土
を
も
ち
、
名
誉
を
原
理
と
す
る

君
主
政
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
る

）
21
（

。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、

君
主
政
に
お
い
て
も
支
配
は
法
律
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

の
か
ぎ
り
で
自
由
が
保
障
さ
れ
う
る
。
他
方
で
、
「
同
一
の
人
間
あ
る

い
は
同
一
の
役
職
者
団
体
に
お
い
て
立
法
権
力
と
執
行
権
力
と
が
結
合

さ
れ
て
い
る

）
22
（

」
政
治
体
制
こ
そ
が
自
由
を
欠
い
た
専
制
政
と
し
て
定
義

さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
、
君
主
政
が
法

に
よ
る
支
配
を
基
準
と
し
て
専
制
政
か
ら
区
別
さ
れ
、
そ
の
価
値
が
相
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対
的
に
高
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ル
ソ
ー
は
、
十
八
世
紀
の
専
制
批
判
の
系
譜
の
な
か
で
、
『
社
会
契

約
論
』
（
一
七
六
二
年
）
第
二
編
第
六
章
に
お
い
て
共
和
制
の
概
念
そ
の

も
の
を
拡
張
し
て
い
く
。
「
〔
…
〕
私
は
、
法
律
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た

国
家
を
、
そ
の
政
治
形
態
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
共
和
国

0

0

0

と
呼
ぶ
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
の
み
、
公
共
の
利
益
が
支
配
し
、
公

共
の
事
柄
が
軽
視
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
正
当
な
政
府
は
す
べ
て
共

和
制
的
で
あ
る

）
23
（

」
。
こ
の
概
念
の
拡
張
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
を
含
む
先
行
す
る
法
学
者
た
ち
と
は
異
な
り
、
ル
ソ
ー
が

「
主
権
」
を
「
政
体
」
か
ら
切
り
離
し
て
把
握
し
て
い
る
と
い
う
点
に

十
分
な
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る

）
24
（

。
た
し
か
に
政
体
論
だ
け
に
注
目
す

る
な
ら
ば
、
ル
ソ
ー
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
従
っ
て
民
主
政
と
小
規
模

国
家
、
貴
族
政
と
中
規
模
国
家
、
君
主
政
と
大
規
模
国
家
の
間
に
関
連

を
見
出
し
て
い
る

）
25
（

。
他
方
で
、
ル
ソ
ー
は
、
自
ら
の
主
張
を
展
開
す
る

に
あ
た
っ
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
思
し
き
「
あ
る
有
名
な
著
述
家
」
が

「
主
権
は
ど
こ
に
お
い
て
も
同
じ
も
の
で
あ
る

）
26
（

」
こ
と
、
つ
ま
り
、
い

か
な
る
政
体
に
お
い
て
も
主
権
が
人
民
の
意
志
（
一
般
意
志
）
に
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
見
落
と
し
た
と
批
判
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
、

そ
れ
ま
で
政
体
論
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
た
主
権
（
立
法
）
と
統
治

（
執
行
）
を
切
り
離
し
、
執
行
権
が
主
権
者
と
は
別
の
人
格
（
政
府
）
に

帰
属
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

）
27
（

。

　

こ
の
よ
う
な
区
別
を
し
た
う
え
で
、
ル
ソ
ー
は
「
共
和
主
義
的

（républicain

）
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
「
貴
族
政
ま
た
は
民
主
政
だ
け

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
広
く
一
般
意
志
―
―
つ
ま
り
法
―
―

に
よ
っ
て
導
か
れ
る
す
べ
て
の
政
府
を
意
味
し
て
い
る
。
正
当
な
政
府

で
あ
る
た
め
に
は
、
政
府
は
主
権
者
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
主
権

者
の
執
行
機
関
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
、
君
主
政
で
さ
え

共
和
主
義
的
で
あ
る

）
28
（

」
と
説
明
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
共
和
国
が
民
主

政
や
貴
族
政
だ
け
で
は
な
く
君
主
政
と
も
矛
盾
な
く
両
立
す
る
と
述
べ
、

共
和
国
に
お
い
て
人
民
主
権
の
も
と
で
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
政
体

（
支
配
形
態
）
が
成
立
し
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る

）
29
（

。

　

た
だ
し
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
人
民
主
権
の
共
和
国
が
真
の
意
味
で
共

和
国
で
あ
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
一
に
、
立
法
権
（
主
権
）
が
一
般
意
志
に
よ
っ
て
正
し
く
行
使

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
「
一
般
意
志
は
、
そ
れ

が
本
当
に
一
般
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
と
同
様
に

そ
の
対
象
に
お
い
て
も
一
般
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
30
（

」
。
つ
ま
り
、

一
般
意
志
は
人
民
一
般
に
帰
属
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
人
民
一

般
が
人
民
一
般
に
向
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
制
定
さ
れ
る
法
律
は
普
遍
的
で
正
当
な
も
の

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
律
を
個
別
的
な
事
例
に

適
用
す
る
執
行
の
権
力
は
、
そ
の
性
質
上
一
般
的
な
事
柄
に
か
か
わ
る

立
法
権
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
〔
…
〕
執
行
権
は
立
法
者

あ
る
い
は
主
権
者
と
し
て
の
一
般
者
に
は
属
し
え
な
い
こ
と
は
容
易
に
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わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
権
力
は
特
殊
的
な
行
為
か
ら
の
み
な
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
特
殊
的
な
行
為
は
法
の
規
定
す
る
範
囲
内
に
は
な

く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
法
以
外
の
も
の
に
な
り
え

な
い
主
権
者
の
権
限
の
範
囲
外
に
あ
る
。
〔
…
〕
こ
こ
に
、
国
家
に
お

い
て
政
府
が
存
在
す
る
理
由
が
あ
る

）
31
（

」
。
立
法
と
行
政
は
混
同
さ
れ
て

は
な
ら
ず
、
異
な
る
二
つ
の
機
関
に
よ
っ
て
担
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
立
法
権
と
執
行
権
が
置
か
れ
る
べ
き

協
力
関
係
が
重
要
で
あ
る
。
両
者
の
協
力
は
、
執
行
権
が
立
法
権
に
完

全
に
従
属
す
る
と
い
う
関
係
、
す
な
わ
ち
代
表
の
関
係
に
お
い
て
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
法
律
は
一
般
意
志
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な

い
か
ら
、
立
法
権
に
お
い
て
人
民
が
代
表
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
法
を
実
行
に
移
す
た
め
の
力
に
す
ぎ
な
い
執
行
権

に
お
い
て
は
、
人
民
は
代
表
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
代
表
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

）
32
（

」
。
特
殊
的
な
行
為
に
か
か
わ
る
執
行
権
者
、
あ
る
い
は
政

府
は
、
主
権
者
の
代
行
機
関
で
あ
り
、
一
般
的
な
法
律
を
個
別
的
な
対

象
に
即
し
て
執
行
す
る
べ
く
政
令
を
出
す
こ
と
が
そ
の
役
割
な
の
で
あ

る
。
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
統
治
は
、
こ
の
領
分
を
維
持
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
正
当
な
も
の
で
あ
り
う
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
条
件
に
鑑
み
て
、
ル
ソ
ー
が
政
体
と
し
て
の
民
主
政

に
特
別
な
困
難
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
法

律
を
つ
く
る
者
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
執
行
し
、
ま
た
解
釈
す
べ
き

か
と
い
う
こ
と
を
、
だ
れ
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
執
行

権
が
立
法
権
と
結
び
つ
い
て
い
る
政
体
以
上
に
よ
い
政
体
は
あ
り
え
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
政
府
を

あ
る
面
で
は
不
備
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
区

別
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
同
一
の
人
格
に
他

な
ら
な
い
統
治
者
と
主
権
者
と
が
、
い
わ
ば
政
府
の
な
い
政
府
を
形
成

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る

）
33
（

」
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
見
ら
れ
る

専
制
批
判
は
、
君
主
政
だ
け
で
は
な
く
民
主
政
を
も
射
程
に
入
れ
た
も

の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
ア
テ
ネ
を
例
に
あ
げ
て
、
民
主
政
の
も
と
で
は

一
般
意
志
が
個
別
的
な
対
象
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
一
般
性
を
容
易
に

失
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
「
ア
テ
ネ
の
人
民
が
、
そ
の

首
長
た
ち
を
任
命
あ
る
い
は
罷
免
し
、
あ
る
者
に
は
名
誉
を
与
え
、
他

の
者
に
は
刑
罰
を
科
し
、
ま
た
多
く
の
特
殊
な
政
令
に
よ
っ
て
政
府
の

あ
ら
ゆ
る
行
為
を
無
差
別
に
行
っ
た
と
き
、
人
民
は
も
は
や
厳
密
な
意

味
で
の
一
般
意
志
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
人
民
は
、
も
は
や
主
権
者

と
し
て
で
は
な
く
、
行
政
官
と
し
て
行
為
し
た
の
で
あ
る

）
34
（

」
。
そ
こ
で
、

ル
ソ
ー
は
「
も
し
も
神
々
か
ら
な
る
人
民
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
人

民
は
民
主
政
治
を
も
っ
て
統
治
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ほ
ど
完
璧
な
政
体

は
人
間
に
は
適
し
な
い

）
35
（

」
と
述
べ
、
そ
の
実
現
可
能
性
を
否
定
的
に
み

て
い
る
。
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第
三
節　

統
治
に
お
け
る
民
主
政
の
パ
ラ
ド
ク
ス 

 
 

―
―
統
治
様
式
と
支
配
形
態
―
―　
　
　
　

　

た
だ
し
、
そ
の
と
き
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
法
に
よ
る
支
配

の
観
点
か
ら
み
た
「
政
体
」
と
し
て
の
民
主
政
で
あ
っ
て
、
人
民
主
権

そ
の
も
の
で
は
な
い

）
36
（

。
ル
ソ
ー
の
議
論
で
は
人
民
主
権
が
執
行
（
政
府
）

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
立
法
の
原
理
と
し
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
民
主
主
義
を
論
じ
る
文
法
」
そ
の
も
の
が
書
き
換
え
ら
れ
て
お
り
、

専
制
を
批
判
す
る
観
点
か
ら
「
民
主
政
」
と
い
う
「
政
体
」
そ
の
も
の

は
否
定
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

ル
ソ
ー
は
民
主
政
を
実
現
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
古
代
の
先

例
か
ら
引
き
出
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は

ル
ソ
ー
と
同
様
の
観
点
か
ら
政
体
と
し
て
の
民
主
政
を
否
定
的
に
語
り
、

そ
れ
以
外
の
政
体
に
お
け
る
共
和
制
の
可
能
性
を
考
察
し
て
い
る
。

　

カ
ン
ト
は
、
主
権
が
人
民
全
体
の
意
志
に
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
う
え
で
、
「
市
民
的
体
制
」
に
お
け
る
立
法
と
統
治
の
問
題
を
考
察

す
る
た
め
に
、『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
（
一
七
九
五
年
）
の
な
か
で
「
統

治
様
式
（R

egierungsart

）
」
（ZeF, 8: 352

）
と
い
う
基
準
を
提
示
す
る
。

「
統
治
様
式
」
は
、
第
一
に
権
利
の
保
障
、
第
二
に
人
民
主
権
の
原
理

の
承
認
を
前
提
と
し
て
設
け
ら
れ
た
基
準
で
あ
り
、
「
市
民
的
体
制
」

に
お
い
て
権
利
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
、
立
法
権
か
ら
執
行
権
が
人
格

的
に
も
機
能
的
に
も
分
離
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
執
行
権
が

立
法
権
を
代
表
し
て
法
律
を
適
用
す
る
と
い
う
関
係
に
制
限
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
。
こ
の
分
離
と
代
表
が
「
統
治
様
式
」
に

見
出
さ
れ
る
体
制
は
「
共
和
制
的
（republikanisch

）
」
、
そ
う
で
な
い

体
制
は
「
専
制
的
（despotisch

）
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（vgl. ZeF, 8: 

352

）
。
そ
れ
ゆ
え
、こ
の
共
和
主
義
的
な
統
治
様
式
は
、「
代
表
制
度
（ein 

repräsentatives System

）
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
（vgl. ZeF, 8: 352

）
。

　

カ
ン
ト
は
、
こ
の
「
統
治
様
式
」
に
よ
っ
て
、
古
代
に
は
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
な
主
権
に
も
と
づ
く
共
和
制
の
定
義
を
遂
行
し
て
い

る
。
主
権
が
人
民
の
意
志
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
的
政

体
論
に
も
と
づ
く
「
支
配
形
態
（Form

 der B
eherrschung

）
」（ZeF, 8: 

352

）
と
い
う
区
分
も
ま
た
変
容
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
支
配
形
態
」
は
も
は
や
主
権
者

を
構
成
す
る
人
格
の
数
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
主
権
を
も
た

な
い
統
治
者
、
政
府
（
元
首
）
を
構
成
す
る
人
格
の
数
に
よ
っ
て
「
君

主
政
」
、
「
貴
族
政
」
、
「
民
主
政
」
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
（vgl. 

ZeF, 8: 352

）
。
立
法
権
（
主
権
）
は
人
民
の
意
志
に
存
し
、
執
行
権
は

理
論
的
に
は
君
主
、
貴
族
、
人
民
に
与
え
ら
れ
う
る
。
カ
ン
ト
の
政
体

論
は
、
ル
ソ
ー
の
場
合
と
同
様
に
（
人
民
）
主
権
論
と
区
別
さ
れ
た
う

え
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
民
に
と
っ
て
は
主
権
の
在
処
と
そ
の
行
使
の

区
分
を
明
ら
か
に
す
る
「
統
治
様
式
」
が
堅
持
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が

「
支
配
形
態
」
（
政
体
）
の
選
択
よ
り
も
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
で
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あ
る
（vgl. ZeF, 8: 353

）
。
執
行
権
が
適
切
に
行
使
さ
れ
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
統
治
者
が
公
的
な
意
志
に
も
と
づ
い
て
制
定

さ
れ
た
法
律
を
立
法
者
に
代
わ
っ
て
た
ん
に
適
用
す
る
場
合
に
限
ら
れ

る
。
い
ず
れ
の
政
体
も
、
政
府
（
元
首
）
の
役
割
が
執
行
権
力
の
行
使

に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
は
共
和
制
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
に

は
専
制
と
判
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
政
体
論
は
三
政
体

で
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に

共
和
制
と
専
制
と
い
う
統
治
の
正
当
性
の
区
別
を
含
め
た
六
政
体
か
ら

成
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

）
37
（

。

　

「
統
治
様
式
」
と
い
う
基
準
を
導
入
し
た
結
果
と
し
て
、
ル
ソ
ー
の

場
合
と
同
様
に
反
君
主
政
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
共
和
主
義
思
想
に

は
あ
り
え
な
か
っ
た
よ
う
な
共
和
制
と
し
て
の
「
君
主
政
」
と
い
う
政

体
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
分
類
に
お
け
る
誤
り
で
は
な

い
。
専
制
的
な
「
独
裁
者
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
君
主
」
は
、
法
を
適

用
す
る
権
力
を
も
つ
「
執
行
権
者
」
あ
る
い
は
「
元
首
」
と
い
う
一
つ

の
機
能
で
あ
り
、
「
君
主
」
に
あ
た
る
自
然
的
人
格
の
活
動
は
そ
の
よ

う
な
機
能
に
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
38
（

。
私
た
ち
は
カ
ン
ト
の
「
統
治

様
式
」
と
「
支
配
形
態
」
の
区
別
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
近
代
的
な
人

民
主
権
論
と
古
典
的
政
体
論
の
併
存
を
た
ん
な
る
混
乱
と
し
て
片
付
け

る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
十
八
世
紀
に
お
け
る
共
和
制
概
念
の
変
容
を

見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
支
配
形
態
と
し
て
の
「
民
主
政
」
に
お
い
て
は
、

全
員
が
立
法
者
で
あ
る
と
同
時
に
全
員
が
執
行
者
と
な
る
（
立
法
者
と

執
行
者
の
人
格
が
同
一
と
な
る
）
が
ゆ
え
に
正
し
い
「
統
治
様
式
」
の
実

現
は
困
難
を
極
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
支
配
形
態
と
し
て
の
民
主
政
体
は

（
ル
ソ
ー
の
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
）「
言
葉
の
本
来
の
意
味

に
お
い
て
必
然
的
に
専
制

0

0

で
あ
る
」
（vgl. ZeF, 8: 352

）
と
言
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
カ
ン
ト
は
民
主
政
を
否
定
的
に
見
て
い
る
と
し
て
も
、
人

民
主
権
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
立
法
者
と
執
行
者
が
一
致
す
る
特
定
の
形

態
の
「
民
主
政
」
と
区
別
す
る
た
め
に
、「
支
配
形
態
」
と
「
統
治
様
式
」

の
分
離
に
よ
っ
て
「
共
和
制
」
を
定
義
し
、
人
民
主
権
の
原
理
を
貫
徹

さ
せ
る
（vgl. ZeF, 8: 351-352

）
。
自
己
統
治
の
理
想
を
追
求
し
た
結
果
、

専
制
に
退
行
し
て
し
ま
う
と
い
う
古
代
の
民
主
政
が
は
ら
ん
で
い
た
パ

ラ
ド
ク
ス
を
回
避
す
る
政
治
体
制
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
共
和
制
を
提
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
節　

立
法
に
お
け
る
民
主
政
の
パ
ラ
ド
ク
ス 

 
 

―
―
代
議
制
と
し
て
の
共
和
制
―
―　
　
　
　

　

さ
ら
に
、
カ
ン
ト
が
ル
ソ
ー
に
お
い
て
十
分
に
明
ら
か
に
な
ら
な

か
っ
た
領
域
国
家
に
お
け
る
「
共
和
国
」
の
可
能
性
を
切
り
開
こ
う
と

し
て
い
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
て
お
き
た
い
。

　

主
権
が
人
民
に
あ
る
と
想
定
す
る
場
合
、
人
民
に
よ
る
立
法
は
、
も

う
ひ
と
つ
の
民
主
政
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
も
呼
び
う
る
問
題
を
生
み
出
し
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て
き
た
。
人
民
が
主
権
者
に
な
る
と
、
人
民
に
よ
る
直
接
的
な
立
法
は

困
難
な
行
為
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の

場
合
、
主
権
者
の
数
に
よ
る
分
類
で
は
君
主
政
、
貴
族
政
と
並
ん
で
民

主
政
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
信
約
を
結
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

が
設
立
さ
れ
る
さ
い
に
一
人
あ
る
い
は
一
部
の
人
々
の
合
議
体
が
主
権

者
に
な
る
ケ
ー
ス
は
説
明
さ
れ
て
も
、
人
民
全
体
が
主
権
者
と
な
る

ケ
ー
ス
が
具
体
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

）
39
（

。
ス
ピ
ノ
ザ
の

民
主
政
論
に
お
い
て
も
、
そ
の
制
度
に
か
ん
す
る
説
明
は
「
以
下
を
欠

く
」
と
い
う
空
白
の
ま
ま
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
一
般
意
志
は
代
表
さ

れ
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
立
法
す
る
人
民
集
会
が
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
特
殊
意
志
し
か
体
現
し
え
な
い
議
会
に
よ
っ
て
立
法
が

な
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
ル
ソ
ー
は

特
権
的
な
貴
族
た
ち
が
構
成
す
る
中
世
の
身
分
制
議
会
に
遡
っ
て
代
議

制
を
批
判
し
、
そ
の
延
長
線
上
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
代
議
制
も
断
罪
さ

れ
る

）
40
（

。
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
民
主
政
が
極
め
て
稀
な
空
間
的
条
件
の

も
と
で
の
み
実
現
可
能
な
政
体
で
あ
る
こ
と
を
ル
ソ
ー
が
意
識
し
て
い

た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る

）
41
（

。

　

十
八
世
紀
の
共
和
制
概
念
の
変
容
に
お
い
て
、
直
接
民
主
政
が
困
難

で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
は
も
ち
ろ
ん
ル
ソ
ー
だ
け
で
は
な
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
（
一
七
一
一
―
七
六
年
）
は
古
代
の
民
主
政
が
奴
隷
制
と
い
う

社
会
経
済
的
基
礎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
代
議
制
の
意

義
を
論
じ
、
共
和
政
が
都
市
国
家
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う

見
解
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
大
国
に
ふ
さ
わ
し
い
連
邦
共
和
国

の
構
想
を
提
示
し
て
い
る

）
42
（

。
さ
ら
に
、
十
八
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
連

合
王
国
の
動
揺
と
再
編
の
過
程
で
、
古
典
古
代
以
来
の
混
合
政
体
論
と

中
世
以
来
の
制
限
王
政
論
を
中
心
と
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な

政
治
的
自
己
了
解
に
変
化
の
兆
し
が
あ
ら
わ
れ
、
一
つ
の
国
民
を
議
会

が
代
表
す
る
と
い
う
擬
制
に
よ
っ
て
「
議
会
制
民
主
主
義
」
を
成
り
立

た
せ
よ
う
と
す
る
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
（
一
七
二
九
―
九
七
年
）
の
よ

う
な
思
想
家
が
登
場
し
て
い
る

）
43
（

。

　

こ
の
よ
う
な
十
八
世
紀
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
背
景
に
し
て
み
る
と
、

カ
ン
ト
の
人
民
主
権
の
共
和
国
の
構
想
に
お
い
て
も
立
法
に
お
け
る
民

主
政
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
検
討
に
値
す
る
と
思
わ

れ
る
。
カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
（
一
七
九
七
年
）
で
「
真
の
共

和
国
は
人
民
の
代
表
制
（ein repräsentatives System

 des Volks

）
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
ず
、
人
民
の
名
に
お
い
て
、
す
べ
て

の
国
家
市
民
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
、
自
分
た
ち
の
代
表
者
（
代
議
士
）

を
つ
う
じ
て
、
自
分
た
ち
の
権
利
を
守
る
の
で
あ
る
」
（M

dS, 6: 

341

）
と
述
べ
て
お
り
、こ
の
テ
ク
ス
ト
の
箇
所
を
根
拠
に
カ
ン
ト
が
「
代

議
制
民
主
主
義
」
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
ほ
ぼ

通
説
と
な
っ
て
い
る

）
44
（

。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
何
の
た
め
に
、
そ
し
て
何

を
根
拠
に
立
法
に
お
け
る
代
議
制
を
支
持
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
に
問
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
共
和
国
に
お
け
る
立
法
の
正
当
性
を
問

う
こ
と
で
も
あ
る
。
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ま
ず
、
同
時
代
の
十
八
世
紀
の
思
想
家
た
ち
と
同
様
に
、
カ
ン
ト
は

社
会
の
規
模
と
い
う
経
験
的
な
条
件
と
立
法
の
関
係
を
考
慮
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
『
人
間
愛
か
ら
嘘
を
つ

く
権
利
と
称
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
七
年
）
で
、
す
べ
て
の

経
験
的
諸
規
則
を
捨
象
し
た
「
法
の
形
而
上
学
」
か
ら
、
概
念
を
経
験

的
事
例
へ
と
適
用
す
る
「
政
治
の
原
則
」
を
引
き
出
す
さ
い
に
、
政
治

社
会
の
空
間
的
規
模
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
権
利
と
し
て
の
自
由
を

平
等
に
保
障
す
る
と
い
う
「
法
の
形
而
上
学
」
の
課
題
は
人
民
主
権
の

原
理
に
よ
っ
て
解
決
が
試
み
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
カ
ン
ト
は
人
民
主
権

の
原
理
を
「
非
常
に
大
き
な
社
会
」
、
す
な
わ
ち
巨
大
な
領
域
国
家
に

お

い

て

実

現

す

る

た

め

に
、
「

代

表

制
（ein repräsentatives 

System

）
」
を
執
行
の
「
代
表
制
」
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
立
法

に
お
け
る
代
議
制
（
議
会
制
）
の
意
味
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
（vgl. 

M
enschenliebe, 8: 429

）
。

　

し
か
し
、
カ
ン
ト
は
社
会
の
規
模
と
い
う
経
験
的
な
観
点
か
ら
の
み

代
議
制
を
論
じ
た
の
で
は
な
く
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
意
識
か
ら
立
法

制
度
と
し
て
の
代
議
制
に
注
目
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
古

代
の
「
民
主
政
」
の
立
法
に
お
い
て
、
人
々
が
立
法
権
で
は
な
く
執
行

権
の
名
の
下
で
「
全
員
が
一
人
の
人
間
を
無
視
し
て
、
ま
た
場
合
に
よ
っ

て
は
そ
の
人
に
反
し
て
ま
で
（
つ
ま
り
そ
の
人
が
賛
同
し
て
い
な
い
の
に
）

決
議
で
き
る
、
し
た
が
っ
て
実
は
全
員
で
は
な
い
全
員
が
決
議
で
き
る
」

こ
と
を
問
題
に
し
て
い
た
（vgl. ZeF, 8: 352

）
。
こ
れ
は
専
制
の
事
例

で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
執
行
者
と
し
て
の
人
民
の
個
別
的
な
事
柄
に

か
ん
す
る
判
断
が
、
立
法
者
の
一
般
的
な
事
柄
に
か
ん
す
る
判
断
と
し

て
下
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
を
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は

人
民
主
権
に
お
け
る
立
法
の
正
当
性
が
そ
の
内
部
か
ら
侵
食
さ
れ
瓦
解

し
て
し
ま
う
「
普
遍
的
意
志
の
自
己
自
身
と
自
由
に
対
す
る
矛
盾
」

（ZeF, 8: 352

）
で
あ
り
、
こ
の
と
き
、
ル
ソ
ー
の
い
う
「
一
般
意
志
」

の
一
般
性
は
、
個
別
的
な
対
象
に
関
係
す
る
こ
と
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
人

民
の
直
接
的
立
法
で
は
な
く
、
代
議
士
た
ち
に
よ
る
議
会
で
の
間
接
的

立
法
を
支
持
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

）
45
（

。

　

そ
れ
で
は
、
代
議
制
は
何
を
根
拠
に
し
て
人
民
主
権
の
原
理
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
『
理
論
と
実
践
』
（
一
七
九
三
年
）

で
、
代
議
士
を
つ
う
じ
た
議
会
に
お
け
る
立
法
を
想
定
し
、
議
会
で
の

多
数
決
に
よ
る
法
制
定
も
「
普
遍
的
同
意
」
を
受
け
た
も
の
と
見
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
た
（vgl. T

hP, 8: 296

）
。

こ
の
と
き
、
お
そ
ら
く
代
議
士
た
ち
は
、
封
建
的
特
権
身
分
か
ら
で
は

な
く
、
財
産
を
も
ち
独
立
自
存
し
た
「
能
動
的
国
家
市
民
た
ち
」（M

dS, 

6: 314

）
か
ら
選
ば
れ
る
人
々
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
）
46
（

。
た
だ
し
、
議
会
に
お
い
て
法
律
の
制
定
と
廃
止
を
行
う
場
合
、
代

議
士
た
ち
は
、
財
産
を
持
た
ず
、
非
自
立
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
共
同
立

法
に
参
加
で
き
な
い
「
受
動
的
国
家
市
民
」
が
市
民
と
し
て
有
す
る
正

当
な
要
求
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
同
立
法
は
そ
の
社
会
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に
生
き
る
す
べ
て
の
人
々
の
「
普
遍
的
な
（
統
一
さ
れ
た
）
意
志
」
を

反
映
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
、
次
の

よ
う
な
国
家
設
立
の
「
根
源
的
契
約
（ursprünglicher K

ontrakt

）
」

の
理
念
に
示
さ
れ
る
。

一
人
一
人
す
べ
て
の
立
法
者
に
対
し
て
、
彼
が
法
を
制
定
す
る
に
あ

た
っ
て
、
そ
の
法
が
人
民
全
体
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
意
志
に
も
と
づ

い
て
生
じ
え0

た
か
の
よ
う
な
仕
方
で
制
定
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ

と
。 

（T
hP, 8: 297

）

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
国
家
を
創
設
す
る
契
約
は
人
々
に
よ
っ
て
実
際

に
締
結
さ
れ
た
特
定
の
内
容
を
も
つ
契
約
で
は
な
く
、
正
当
な
国
家
を

形
成
し
、
維
持
す
る
た
め
の
立
法
の
条
件
、
す
な
わ
ち
「
あ
ら
ゆ
る
公

法
の
正
当
性
の
試
金
石
」
（T

hP, 8: 297

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
根
源

的
契
約
」
は
積
極
的
に
正
当
な
立
法
の
内
容
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準

で
は
な
く
、
不
当
な
法
律
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
形
式
的
で
消
極
的

な
原
理
で
あ
る

）
47
（

。
こ
の
よ
う
な
「
根
源
的
契
約
」
の
理
念
を
尊
重
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
立
法
者
は
普
遍
的
な
妥
当
性
を
も
つ
法
律
を
制

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

根
源
的
契
約
と
い
う
立
法
の
基
準
を
明
ら
か
に
し
え
た
か
ら
こ
そ
、

カ
ン
ト
は
そ
れ
を
尊
重
す
る
立
法
が
な
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
議
会
に

よ
る
代
議
制
を
「
代
表
制
」
と
し
て
論
じ
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

カ
ン
ト
は
人
民
集
会
に
お
け
る
直
接
的
な
立
法
の
可
能
性
を
残
し
つ
つ

も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
立
法
の
制
度
を
備
え
た
政
治
体
制
を
「
共
和
制
」

と
し
て
定
式
化
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

）
48
（

。

む
す
び
に
か
え
て
―
―
古
代
の
民
主
政
か
ら
共
和
制
へ
、 

 
 

そ
し
て
共
和
制
の
可
能
性
の
条
件
へ　
　
　
　
　
　

　

カ
ン
ト
は
、
主
権
論
の
系
譜
の
中
で
人
民
主
権
の
可
能
性
を
追
求
す

る
と
同
時
に
、
人
民
主
権
の
立
場
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
立
法
と
統
治
の
正
当
化
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
「
共
和
制
」
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
議
論
は
、
人
民
主
権
論
の
枠
組

み
で
正
当
な
統
治
（
支
配
）
の
可
能
性
を
追
求
す
る
試
み
と
し
て
展
開

さ
れ
る
。
こ
の
試
み
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
は
専
制
的
な
君
主
政
を
回
避

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
民
主
権
の
原
理
を
維
持
し
つ
つ
も
、
専
制
的

な
民
主
政
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
制
度
を
備
え
た
「
共
和
制
」
の
概
念
を

彫
琢
し
て
い
く
。
こ
の
と
き
「
市
民
的
体
制
」
を
専
制
か
ら
差
異
化
す

る
た
め
に
カ
ン
ト
が
議
論
の
中
軸
に
位
置
づ
け
る
の
が
、
立
法
と
統
治

に
お
い
て
古
代
の
民
主
政
が
抱
え
込
ん
で
い
た
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。

民
主
政
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
統
治
の
代
表
制
（
立

法
と
執
行
の
分
離
）
と
立
法
の
代
表
制
（
代
議
制
）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
「
共
和
制
」
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
議
論
の

流
れ
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
う
え
で
、
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン

ト
の
共
和
制
論
が
も
ち
う
る
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
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ル
ソ
ー
と
同
じ
よ
う
に
人
民
主
権
の
原
理
を
採
用
し
、
そ
の
適
用
を

立
法
へ
と
厳
密
に
制
限
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
が
手
続
き
的
民
主
主
義

に
結
び
つ
く
政
治
思
想
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
本
稿
第
一
節
で
指
摘

し
た
と
お
り
で
あ
る
。
近
年
の
傾
向
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
政
治
思
想
を

自
由
主
義
で
は
な
く
共
和
主
義
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
意
義
は
人
民
主

権
論
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
人
民
主
権
の
原
理
に
依
拠
す
る
共

和
国
は
、
手
続
き
的
正
義
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
法
律
に

よ
っ
て
す
べ
て
の
市
民
に
平
等
に
権
利
を
保
障
す
る
試
み
と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
て
い
る

）
49
（

。
ま
た
、
特
に
自
由
と
平
等
の
権
利
を
保
障
す
る
共

和
国
の
制
度
に
着
目
し
て
、
「
カ
ン
ト
的
共
和
主
義
」
を
ネ
オ
・
ア
テ

ネ
的
な
（
政
治
的
徳
を
重
視
す
る
）
共
和
主
義
で
は
な
く
、
自
由
を
擁
護

す
る
制
度
を
重
視
す
る
ネ
オ
・
ロ
ー
マ
的
共
和
主
義
の
側
に
位
置
づ
け

よ
う
と
す
る
立
場
も
見
ら
れ
る

）
50
（

。
後
者
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
、
カ
ン

ト
の
共
和
制
こ
そ
が
立
法
、
執
行
、
司
法
の
三
権
の
分
立
に
よ
る
抑
制

と
均
衡
の
シ
ス
テ
ム
を
備
え
た
近
代
の
民
主
主
義
国
家
の
標
準
的
な
モ

デ
ル
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
代
表
制
の
思

想
の
根
底
に
主
権
論
が
あ
る
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
が
理
論
化
し
た
よ
う
な
諸
権
力
相
互
の
複
雑
な
抑
制
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
均
衡
を
生
み
出
す
（
ネ
オ
・
ロ
ー
マ
的
、
混
合
政
体

論
的
な
）
共
和
主
義
の
モ
デ
ル
に
カ
ン
ト
の
共
和
制
を
含
め
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
政
治
思
想
は
主
権
を
分
割
す
る

タ
イ
プ
の
思
想
の
系
譜
と
の
微
妙
な
理
論
的
緊
張
関
係
に
置
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
カ
ン
ト
の
共
和
制
を
、
手
続
き
的
正
義
の
原
理
に
も
と

づ
く
平
等
な
市
民
の
民
主
制
的
自
己
組
織
化
と
し
て
理
解
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
人
民
主
権
に
よ
る
い
か
な
る
決

定
に
も
従
っ
て
遅
滞
無
く
作
動
す
る
「
自
動
機
械
」
、「
民
主
主
義
的
オ
ー

ト
マ
テ
ィ
ズ
ム

）
51
（

」
の
国
家
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
理
解
す
る
試
み
に
も
一
定

の
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
カ
ン
ト
は
共
和
制
の
概
念
の

も
と
で
政
治
社
会
の
規
模
と
い
う
条
件
を
考
慮
し
、
立
法
に
お
け
る
民

主
政
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
回
避
す
る
方
途
と
し
て
法
律
の
制
定
（
お
よ
び

廃
止
）
を
担
う
議
会
に
注
目
し
、
「
根
源
的
契
約
」
の
理
念
に
よ
っ
て

代
表
制
と
し
て
の
代
議
制
を
根
拠
づ
け
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
民
が
立
法
的
主
権
を
（
間
接
的
に
で
あ
れ
）

行
使
す
る
さ
い
に
あ
ら
わ
れ
る
問
題
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
人
民
主
権
の
共
和
制
は
、
専
制
に
陥
ら
ず
に

正
当
な
政
治
体
制
で
あ
り
う
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
条
件
の
も

と
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
の
代
表
制
論
に
お
い
て
代
議
士
が
「
正
義
に
適
っ
て
い
る
か

ど
う
か
を
監
督
さ
れ
る
必
要
の
な
い
」
、
い
わ
ば
白
紙
委
任
を
受
け
た

理
性
的
な
立
法
者
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
ろ
う

）
52
（

。
第
一

に
、
人
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
代
議
士
は
、
人
民
自
身
と
同
様
に
、

現
実
に
は
不
可
謬
な
立
法
者
で
も
な
け
れ
ば
、
「
誤
謬
の
権
利

）
53
（

」
を
有

す
る
立
法
者
で
も
な
く
、
根
源
的
契
約
の
理
念
を
尊
重
す
る
思
考
様
式
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に
も
と
づ
い
て
立
法
を
行
う
こ
と
で
は
じ
め
て
人
民
の
正
当
な
代
表
で

あ
り
う
る
の
で
あ
る
（vgl. T

hP, 8: 29

）
54
（7

）
。
第
二
に
、
主
権
者
と
し
て

の
人
民
が
議
会
を
つ
う
じ
て
任
命
す
る
執
政
者
の
活
動
を
、
議
会
自
身

が
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（vgl. M

dS, 6: 317, 322

）
。
こ
れ
は
、

法
の
個
別
具
体
的
な
対
象
へ
の
適
用
と
執
行
と
い
う
狭
い
意
味
で
の
政

治
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
規
則
と
布
告
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
よ
り

広
い
意
味
で
の
統
治
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る

）
55
（

。
第
三
に
、
議
会
の
外
部

で
、
立
法
と
統
治
の
あ
り
方
を
吟
味
す
る
自
由
な
出
版
と
言
論
の
活
動

が
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
『
啓

蒙
と
は
何
か
』
（
一
七
八
四
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
つ

の
人
民
に
対
し
て
法
律
と
し
て
定
め
う
る
も
の
す
べ
て
の
試
金
石
は
、

人
民
が
本
当
に
そ
の
法
律
を
す
す
ん
で
自
ら
に
課
し
う
る
か
否
か
、
と

い
う
問
い
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
法
律
は
、
何
ら
か
の
秩
序
を
導
入

す
る
目
的
で
、
い
わ
ば
も
っ
と
優
れ
た
法
律
を
期
待
し
つ
つ
一
定
の
短

い
期
間
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
さ
い
同
時
に
、
市
民
の
誰
に
で
も
〔
…
〕

現
今
の
制
度
が
も
っ
て
い
る
欠
陥
に
つ
い
て
学
者
の
資
格
で
公
共
的
に
、

す
な
わ
ち
書
物
を
と
お
し
て
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
自
由
が
与
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
」
（W

A
, 8: 39

）
。
カ
ン
ト
の
場
合
、
「
人
民
が
本
当
に
そ

の
法
律
を
す
す
ん
で
自
ら
に
課
し
う
る
か
否
か
」
を
問
う
根
源
的
契
約

の
理
念
は
、
「
言
論
の
自
由
」
を
つ
う
じ
た
社
会
的
実
践
と
し
て
の
啓

蒙
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
立
法
に
お
け
る
誤
謬
の
解
明
を
促
進
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ル
ソ
ー
が
共
和
国
を
維
持
す
る
制
度
と
し
て
監

察
制
度
を
挙
げ
、
人
民
の
習
俗
を
管
理
す
る
必
要
性
を
論
じ
て
い
た
こ

と
と
鋭
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。

　

カ
ン
ト
の
政
治
思
想
に
お
い
て
、
人
民
主
権
は
国
家
の
目
的
で
は
な

い
。
国
家
の
目
的
は
市
民
に
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
の
政
治
的
体
制
と
し
て
人
民
主
権
の
共
和
制
が
必

要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
市
民
の
社
会
が
勃
興
し
つ
つ
あ
っ

た
十
八
世
紀
の
終
わ
り
に
新
し
い
「
共
和
制
」
概
念
を
提
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
新
し
い
時
代
に
相
応
し
い
規
範
的
な
国
家
体
制
を
示
し
な

が
ら
も
、
同
時
に
、
そ
れ
が
人
間
と
い
う
有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
も

と
で
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
、
近
代
の
社
会
が
直
面
し

う
る
困
難
を
解
明
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
根
源
的
契
約
」
の
理
念
は
、
そ
の
よ
う
な
困
難
に
向
き
合
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
社
会
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。

 

（
さ
い
と
う
・
た
く
や
／
政
治
思
想
史
）

注（
1
） Diethelm

 K
lippel, „Politische T

heorien in D
eutschland des 18. 

Jahrhunderts “, in: A
ufklärung als Prozeß, A

ufklärung, Jg. 2. H
. 2, 

hrsg. von R
udolf V

ierhaus, H
am

burg: M
einer, 1988, S. 78-79.

（
2
） Cf. F

rederick C
. B

eiser, E
n

lighten
m

en
t, R

evolu
tion

, an
d 

R
om

anticism
. T

he G
enesis of M

odern G
erm

an Political T
hought, 

1790-1800, C
am

bridge, M
assachusetts, London, E

ngland: 
H

arvard U
niversity Press, 1992, pp. 15-17 

（
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
C
・
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バ
イ
ザ
ー
『
啓
蒙
・
革
命
・
ロ
マ
ン
主
義
―
―
近
代
ド
イ
ツ
政
治
思
想
の

起
源 

一
七
九
〇
―
一
八
〇
〇
年
』
杉
田
孝
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二

〇
一
〇
年
、
二
六
―
二
九
頁
）.

（
3
） Cf. F. C

. B
eiser, E

nlightenm
ent, R

evolution, and R
om

anticism
, p. 

20 
（
邦
訳
、
三
三
―
三
四
頁
）.

（
4
） Quentin Skinner, L

iberty before L
iberalism

, C
am

bridge: 
C

am
bridge U

niversity Press, 1998, pp. 112-113 

（
ク
ェ
ン
テ
ィ

ン
・
ス
キ
ナ
ー
『
自
由
主
義
に
先
立
つ
自
由
』
梅
津
順
一
訳
、
聖
学
院
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
一
二
二
頁
）.

（
5
） 

カ
ン
ト
の
著
作
を
引
用
あ
る
い
は
参
照
す
る
際
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
略

記
し
た
原
題
とK

ants gesam
m

elte Schriften

（hrsg. von der K
gl. 

P
reuß. A

kad. der W
issenschaften und von der D

eutschen 
A

kadem
ie der W

issenschaften, B
erlin, 1900-

）
の
巻
数
お
よ
び
頁

番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
す
（
引
用
の
際
に
は
岩
波
書
店
版
カ
ン
ト
全

集
も
参
照
し
た
が
、
断
ら
ず
に
訳
語
を
変
更
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
）
。

W
A

: 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
』
）; T

hP: 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. E

in philosophischer E
ntw

urf 

von Im
m

anuel K
ant 

（1795

）（
遠
山
義
孝
訳
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」『
カ

ン
ト
全
集
14
』
）; M

dS: D
ie M

etaphysik der Sitten 

（1796

）
（
樽
井
正

義
・
池
尾
恭
一
訳
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
『
カ
ン
ト
全
集
11
』
）; 

M
enschenliebe: Ü

ber ein verm
eintes R

echt aus M
enschenliebe zu 

lügen 

（1797

）
（
谷
田
信
一
訳
「
人
間
愛
か
ら
嘘
を
つ
く
権
利
と
称
さ
れ

る
も
の
に
つ
い
て
」
『
カ
ン
ト
全
集
13
』
）; SF: D

er Streit der Fakultäten 

（1798

）
（
角
忍
訳
「
諸
学
部
の
争
い
」
『
カ
ン
ト
全
集
18
』
）.

（
6
） Vgl. R

einhard B
randt, „D

as E
rlaubnisgesetz, oder: Vernunft 

und G
eschichte in K

ants R
echtslehre “, in: R

einhard B
randt 

（H
rsg

.

）, R
echtsphilosophie der A

u
fklä

ru
n

g: S
ym

posiu
m

 

W
olfen

bü
ttel 1981, B

erlin: de G
ruyter, 1982, S. 233-285; 

W
olfgang K

ersting, W
ohlgeordnete F

reiheit: Im
m

anuel K
ants 

R
echts- und Staatsphilosophie, 3., erw

eiterte und bearbeitete 
A

uflage, Paderborn: m
entis, 2007, S. 325 

（
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ケ

ア
ス
テ
ィ
ン
グ
『
自
由
の
秩
序
―
―
カ
ン
ト
の
法
お
よ
び
国
家
の
哲
学
』

舟
場
保
之
・
寺
田
俊
郎
監
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
三
二

一
頁
）.

（
7
） Vgl. W

olfgang M
ager, „A

rt. R
epublik

“, in: G
eschichtliche 

G
rundbegriffe. H

istorisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache 

in D
eutschland, B

and 5, hrsg. von O
. B

runner, W
. C

onze und R
. 

K
oselleck, Stuttgart: K

lett-C
otta, 1984, S. 549-651, bes. S. 607-

618.

（
8
） Claudia Langer, R

eform
 nach Prinzipien: U

ntersuchungen zur 

politischen T
heorie Im

m
anuel K

ants, Stuttgart: K
lett-C

otta, 1986, 
S. 85-94; 124-133; 176-189.

（
9
） 「
カ
ン
ト
の
理
性
法
と
共
和
国
の
理
想
が
「
公
式
的
な
近
代
の
現
在
そ
の

も
の
」
と
一
致
す
る
一
方
で
、
共
和
主
義
的
改
革
と
い
う
カ
ン
ト
の
議
論
は
、

市
民
的
な
初
期
自
由
主
義
と
政
治
的
な
後
期
絶
対
主
義
の
革
命
を
阻
止
し

よ
う
と
す
る
連
合
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
の
精
神
的
＝
政
治
的
状
況

に
一
致
す
る
」
（W

. K
ersting, W

ohlgeordnete Freiheit, S. 340 

〔
邦
訳
、

三
三
一
頁
〕
）
。

（
10
） Vgl. W

. M
ager, „A

rt. R
epublik “, S. 549-651.

（
11
） 

森
政
稔
「
民
主
主
義
を
論
じ
る
文
法
に
つ
い
て
」
『
現
代
思
想
』
第
二
三

巻
第
一
二
号
、
青
土
社
、
一
九
九
五
年
、
一
五
四
―
一
七
九
頁
。
坂
本
達

哉
「
共
和
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
古
代
と
近
代
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
ま
で
」
、
佐
伯
啓
思
・
松
原
隆
一
郎
（
編
著
）
『
共
和
主
義
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ル
ネ
サ
ン
ス
―
現
代
西
欧
思
想
の
変
貌
』
N 

T 

T
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、

一
三
五
―
一
九
四
頁
。

（
12
） 

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
研
究
』
第
一
〇
号
、

二
〇
一
〇
年
、
三
〇
三
―
三
三
四
頁
参
照
。

（
13
） Cf. Jean-Jacques R

ousseau, D
u C

ontrat Social; ou, Principes du 

droit politique, in Œ
uvres com

plètes III, p. 362 

（
ジ
ャ
ン
＝

ジ
ャ
ッ

ク
・
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
作
田
啓
一
訳
、『
ル
ソ
ー
全
集　

第
五
巻
』

白
水
社
、
一
九
七
九
年
、
一
二
二
頁
）. 

ス
ピ
ノ
ザ
は
各
人
の
力
を
合
成
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
的
な
最
高
権
力
を
形
成
す
る
論
理
を
ホ
ッ
ブ
ズ
か

ら
汲
み
上
げ
つ
つ
も
、
代
表
人
格
の
問
題
点
を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
民

主
政
を
理
論
化
し
、
さ
ら
に
契
約
を
つ
う
じ
て
生
じ
る
権
利
と
義
務
の
関

係
が
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
人
に
自
然
権
の
保
持
者
で
あ
る
「
市
民

（civis

）
」
と
国
家
の
法
律
に
従
う
義
務
を
負
う
「
臣
民
（subditus

）
」
と

い
う
二
重
の
規
定
を
与
え
た
。
こ
の
点
で
、
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
論
は
ス

ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
と
深
い
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
る
。
柴
田
寿
子
『
ス
ピ

ノ
ザ
の
政
治
思
想
―
―
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
』
未
來

社
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
〇
―
六
一
頁
参
照
。

（
14
） Vgl. W

. K
ersting, W

ohlgeordnete Freiheit, S. 289 
（
邦
訳
、
二
八
五

頁
）.

（
15
） Vgl. Ingeborg M

aus, Zur A
ufklärung der D

em
okratietheorie: 

R
echts- und dem

okratietheoretische Ü
berlegungen im

 A
nschluß an 

K
ant, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 1992, S. 156 

（
イ
ン
ゲ
ボ
ル

ク
・
マ
ウ
ス
『
啓
蒙
の
民
主
制
理
論
―
―
カ
ン
ト
と
の
つ
な
が
り
で
』
浜

田
義
文
・
牧
野
英
二
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
、
一
三
三
頁
）.

（
16
） I. M

aus, Zur A
ufklärung der D

em
okratietheorie, S. 183-184 

（
邦
訳
、

一
五
七
頁
）.

（
17
） I. M

aus, Zur A
ufklärung der D

em
okratietheorie, S. 275-276 

（
邦
訳
、

二
四
一
頁
）.

（
18
） Cf. Jean B

odin, Les six livres de la république, livre prem
ier, 

ouvrage publié avec le concours du centre national des lettres, 
texte revu par C

hristiane Frém
ont, M

arie-D
om

inique C
ouzinet, 

H
enri R

ochais, corpus des œ
uvres de philosophie en langue 

française, Paris: Fayard, 1986, p. 306.

（
19
） 「
ボ
ダ
ン
の
独
創
性
は
主
権
論
と
正
し
い
統
治
論
の
区
別
を
明
確
に
す
る

と
同
時
に
、
両
方
が
揃
わ
な
け
れ
ば
一
つ
の
思
想
体
系
に
な
ら
な
い
こ
と

を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
」
（
清
末
尊
大
『
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
と
危
機

の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
』
木
鐸
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
八
八
頁
）
。

（
20
） Cf. C

harles-Louis de M
ontesquieu, D

e l’E
sprit des lois, in 

Œ
uvres com

plètes II, texte présenté et annoté par R
oger C

aillois, 
Paris: G

allim
ard, 1951, p. 239 

（
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
法
の
精
神
（
上
）
』

野
田
良
之
他
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
五
一
頁
）.

（
21
） Cf. M

ontesquieu, D
e l’E

sprit des lois, pp. 255-257 

（
邦
訳
、
七
六
―

七
九
頁
）.

（
22
） Cf. M

ontesquieu, D
e l’E

sprit des lois, p. 397 

（
邦
訳
、
二
九
一
頁
）.

（
23
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, pp. 379-380 

（
邦
訳
、
一
四
五
頁
）.

（
24
） Cf. R

obert D
erathé, Jean-Jacques R

ousseau et la science politique 

de son tem
p, seconde édition m

ise à jour, Paris: J. Vrin, 1974, pp. 
266-267 

（
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ラ
テ
『
ル
ソ
ー
と
そ
の
時
代
の
政
治
学
』
西
嶋

法
友
訳
、
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
二
四
八
―
二
四
九
頁
参
照
）.

（
25
） Cf. J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 415 

（
邦
訳
、
一
八
六
頁
）.

（
26
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 405 

（
邦
訳
、
一
七
五
頁
）.

（
27
） 

森
政
稔
「
民
主
主
義
を
論
じ
る
文
法
に
つ
い
て
」
、
一
六
五
頁
、
お
よ
び

坂
本
達
哉
「
共
和
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
古
代
と
近
代
」
、
一
六
八

頁
参
照
。

（
28
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 380 

（
邦
訳
、
一
四
五
頁
）.
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（
29
） こ
れ
は
「
共
和
制
を
反
君
主
政
と
同
一
視
す
る
十
七
・
十
八
世
紀
以
降
の

傾
向
を
考
え
る
と
、
異
例
と
も
言
え
る
主
張
」
で
あ
ろ
う
。
坂
本
達
哉
「
共

和
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
古
代
と
近
代
」
、
一
六
七
頁
参
照
。

（
30
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 373 

（
邦
訳
、
一
三
八
頁
）.

（
31
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 380 

（
邦
訳
、
一
四
五
頁
）.

（
32
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 430 

（
邦
訳
、
二
〇
四
頁
）.

（
33
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 404 

（
邦
訳
、
一
七
三
頁
）.

（
34
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 374 

（
邦
訳
、
一
三
八
頁
）.

（
35
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 406 

（
邦
訳
、
一
七
五
頁
）.

（
36
） 

森
政
稔
「
民
主
主
義
を
論
じ
る
文
法
に
つ
い
て
」
、
一
六
五
頁
参
照
。

（
37
） 

た
し
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
六
政
体
論
（
王
制
、
貴
族
制
、
国
制
、
お

よ
び
そ
の
堕
落
形
態
と
し
て
の
僣
主
制
、
寡
頭
制
、
民
主
制
）
を
三
政
体

論
（
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
主
制
）
へ
と
転
換
し
た
思
想
家
と
し
て
、
ジ
ャ

ン
・
ボ
ダ
ン
を
挙
げ
る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
ボ
ダ
ン
に
お
い
て
は
、

依
然
と
し
て
主
権
者
と
政
体
の
担
い
手
は
一
致
し
て
お
り
、
カ
ン
ト
が
こ

の
よ
う
な
発
想
に
そ
の
ま
ま
従
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

る
だ
ろ
う
。
W
・
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
カ
ン
ト
研
究
者

の
解
釈
に
さ
え
、
カ
ン
ト
の
主
権
論
と
政
体
論
の
区
別
に
か
ん
す
る
誤
解

が
見
受
け
ら
れ
る
。V
gl. W

. K
ersting, W

ohlgeordnete Freiheit, S. 
323-325 

（
邦
訳
、
三
二
〇
―
三
二
一
頁
）.

し
か
し
、
カ
ン
ト
が
主
権
論
に

お
い
て
ル
ソ
ー
に
極
め
て
近
い
立
場
を
取
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
38
） 

専
制
的
君
主
の
も
と
で
は
、
対
外
戦
争
は
君
主
の
私
的
な
意
志
に
も
と
づ

い
て
遂
行
さ
れ
、
被
治
者
は
君
主
の
物
件
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。
他
方
で
、

「
共
和
制
」
に
お
い
て
は
、
被
治
者
と
し
て
の
人
民
は
同
時
に
立
法
者
と

し
て
自
ら
に
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
自
ら
を
物
件
に
貶

め
て
戦
争
遂
行
の
手
段
と
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
論
理

に
も
と
づ
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
共
和
制
」
を
「
永
遠
平
和
へ
の
展
望
を
も

つ
体
制
」
（ZeF, 8: 351

）
と
位
置
づ
け
る
。

（
39
） Cf. T
hom

as H
obbes, L

eviathan, edited by R
ichard T

uck, 
C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity Press, 1996, pp. 129-138 

（
ト

マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
『
世
界
の
大
思
想
13　

ホ
ッ
ブ
ズ　

リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

水
田
洋
・
田
中
浩
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
六
年
、
一
二
三
―
一
三

二
頁
）.

（
40
） J.-J. R

ousseau, D
u C

ontrat Social, p. 430 

（
邦
訳
、
二
〇
三
頁
）.

（
41
） 

森
政
稔
「
ル
ソ
ー
と
空
間
の
政
治
学
」『
現
代
思
想
』
第
四
〇
巻
第
一
三
号
、

青
土
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
二
八
―
二
三
九
頁
。

（
42
） Cf. D

avid H
um

e, “Idea of a Perfect C
om

m
onw

ealth ”, in: T
heory 

of Politics: C
ontaining A

 T
reatise of H

um
an N

ature, B
ook III, Parts 

I and II and thirteen of the E
ssays, M

oral, Political, and Literary, 
edited by Frederick W

atkins, E
dinburgh: N

elson, 1951, pp. 
227-244 

（
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
「
完
全
な
共
和
国
に
つ
い
て
の
設

計
案
」
田
中
敏
弘
訳
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
［
完
訳
版
］
』
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
四
一
四
―
四
二
七
頁
）.

（
43
） 

宇
野
重
規
「
代
表
制
の
政
治
思
想
史
―
―
三
つ
の
危
機
を
中
心
に
」
『
社

會
科
學
研
究
』
第
五
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
頁
。
バ
ー
ク
は
、

ジ
ョ
ー
ジ
三
世
が
宮
廷
派
議
員
を
つ
う
じ
て
買
収
工
作
を
行
っ
た
こ
と
で

議
会
が
腐
敗
し
、
民
衆
の
声
が
反
映
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
批
判
す
る
。

こ
の
と
き
、
か
つ
て
地
方
地
主
の
議
員
た
ち
が
自
ら
の
特
権
を
根
拠
に
王

権
を
批
判
し
た
の
と
は
異
な
り
、
バ
ー
ク
は
「
議
会
が
被
治
者
と
政
府
の

間
の
中
間
的
存
在
」
で
あ
り
、
と
り
わ
け
下
院
が
政
府
に
対
す
る
抑
制
、
し

か
も
「
民
衆
の
た
め
の
抑
制
」
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

C
f. E

dm
und B

urke, “T
houghts on the C

ause of the Present 
D

iscontents ”, in T
he W

orks of the R
ight H

onourable E
dm

und 

B
urke in tw

elve volum
es, vol. 1, London: John C

. N
im

m
o, 1882, 

p. 492 

（
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
「
現
代
の
不
満
の
原
因
」『
エ
ド
マ
ン
ド
・

バ
ー
ク
著
作
集
1
』
中
野
好
之
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
二
四
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二
頁
）.

イ
ギ
リ
ス
の
国
制
に
お
い
て
議
会
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
、

そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
利
害
を
代
表
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
こ
の
観
点
か
ら
「
議
会
は
一
つ

0

0

の
利
害
、
つ
ま
り
全
成
員
の
利
害
を

代
表
す
る
一
つ

0

0

の
国
民
の
審
議

0

0

集
会
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
近
代
的
議

会
の
古
典
的
定
義
が
引
き
出
さ
れ
る
。Cf. E

dm
und B

urke, “Speeches 
at H

is A
rrival at B

ristol and at the C
onclusion of the Poll ”, in 

T
he W

orks of the R
ight H

onourable E
dm

und B
urke in tw

elve 

volum
es, vol. 2, London: John C

. N
im

m
o, 1882, pp. 81-98 

（
エ
ド

マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
「
ブ
リ
ス
ト
ル
到
着
な
ら
び
に
投
票
終
了
に
際
し
て
の

演
説
」
『
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
著
作
集
2
』
中
野
好
之
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
三
年
、
九
二
頁
）.
た
だ
し
、
バ
ー
ク
の
議
論
自
体
は
人
民
主
権
論

の
系
譜
に
お
い
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
バ
ー
ク
の
場
合
、
代

議
士
は
選
挙
区
の
命
令
的
委
任
を
受
け
る
存
在
で
は
な
く
、
地
域
に
由
来

す
る
特
殊
利
益
と
国
家
的
な
一
般
利
益
を
峻
別
し
つ
つ
、
有
権
者
か
ら
独

立
し
て
政
治
的
な
活
動
を
行
う
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
宇
野
重
規
「
代
表
制
の
政
治
思
想
史
」
、
一
六
頁
参
照
）
。

（
44
） Vgl. R

einhard B
randt, „D

ie politische Institution bei K
ant “, in: 

G
. G

öhler, K
. Lenk, H

. M
ünkler, M

. W
alther 

（H
g.

）, Politische 
Institutionen im

 gesellschaftlichen U
m

bruch. Ideengeschichtliche 

B
eiträ

ge zu
r T

heorie politischer In
stitu

tion
en, O

plad
en

: 
W

estdeutscher Verlag, 1990, S. 339; 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. 181.

（
45
） Cf. N

adia U
rbinati, R

epresentative D
em

ocracy: Principles and 

G
enealogy, C

hicago: U
niversity of C

hicago Press, 2006, p. 106; 
V

gl. auch A
lessandro P

inzani, “R
epresentation in K

ant ’s 
Political T

heory ”, in: B
. Sharon B

yrd, Joachim
 H

ruschka und 
Jan C

. Joerden 

（H
rsg.

）, Jahrbuch für R
echt und E

thik, B
d. 16, 

B
erlin: D

uncker &
 H

um
blot, 2008, S. 215.

（
46
） Vgl. R

. B
randt, „D

ie politische Institution bei K
ant “, S. 343. 

カ

ン
ト
は
財
産
の
有
無
を
基
準
に
投
票
権
（
参
政
権
）
を
有
す
る
「
能
動
的

国
家
市
民
」
と
、
そ
う
で
は
な
い
「
受
動
的
国
家
市
民
」
を
区
別
し
て
い

る
が
、
後
者
の
立
場
は
固
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（vgl. M

dS, 6: 315

）
。

（
47
） Vgl. W

. K
ersting, W

ohlgeordnete Freiheit, S. 275 

（
邦
訳
、
二
七
一

頁
）.

（
48
） 

カ
ン
ト
の
用
語
に
厳
密
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
民
主
政
」
は
カ
ン
ト
が

追
求
す
る
政
治
体
制
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（vgl. 

ZeF, 8: 351

）
。
十
八
世
紀
に
北
ア
メ
リ
カ
で
独
立
革
命
を
達
成
し
た
の
ち

に
、
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
の
著
者
た
ち
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や

ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
影
響
を
う
け
つ
つ
、
い
か
に
し
て
北
米
の
広
大
な
領
域
に

お
い
て
共
和
国
を
成
立
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
み
、
そ
の
解
決

の
た
め
に
連
邦
制
だ
け
で
は
な
く
、
身
分
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
三
権
分
立

の
統
治
機
構
、
さ
ら
に
立
法
権
に
か
ん
し
て
は
多
数
派
の
専
制
を
避
け
る

策
と
し
て
代
表
制
を
採
用
し
た
こ
と
は
つ
と
に
知
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

と
き
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
政
治
体
制
を
「
直
接
民
主
政
（pure D

em
ocracy

）
」
と
区
別

し
て
「
共
和
政
国
家
（R

epublic

）
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と

は
印
象
的
で
あ
る
。C

f. Jam
es M

adison, “T
he Federalist N

o. 10 ”, 
in H

am
ilton, M

adison and Jay, T
he F

ederalist w
ith Letters of 

“B
rutus”, edited by T

erence B
all, C

am
bridge: C

am
bridge 

U
niversity Press, 2003, pp. 40-46 

（
A
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
J
・
マ
デ
ィ

ソ
ン
、
J
・
ジ
ェ
イ
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
斎
藤
眞
・
中
野
勝
郎
訳
、

岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
五
二
―
六
五
頁
）.

カ
ン
ト
も
ま
た
、
新
し
い

政
治
体
制
を
古
代
の
民
主
政
か
ら
区
別
し
て
言
い
表
す
た
め
に
「
共
和
制
」

と
い
う
術
語
を
用
い
て
、
そ
れ
を
立
法
に
お
け
る
「
代
議
制
」
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
た
の
で
あ
る
。
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（
49
） Vgl. P

eter N
iesen, „Volk-von-T

eufeln-R
epublikanism

us. Zur 
F

rage nach
 den m

oralisch
en R

essourcen der liberalen 
D

em
okratie. “, in: D

ie Ö
ffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft 

der Ö
ffentlichkeit, h

rsg. von L
. W

ingert und K
. G

ünth
er, 

F
rankfurt am

 M
ain: Suh

rkam
p, 2001, S. 573-574; s. a. 

A
lessandro P

inzani, A
n den W

urzeln m
oderner D

em
okratie: 

B
ürger und Staat in der N

euzeit, B
erlin: A

kadem
ie Verlag, 2009, 

S. 242-248.

（
50
） Vgl. Philipp H

ölzing, R
epublikanism

us und K
osm

opolitism
us: E

ine 

ideengeschichtliche Studie, Frankfurt am
 M

ain: C
am

pus, 2011, S. 
14-15.

（
51
） Vgl. I. M

aus, Zur A
ufklärung der D

em
okratietheorie, S. 180-181 

（
邦
訳
、
一
五
四
―
一
五
五
頁
）.
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ウ
ス
は
カ

ン
ト
の
「
市
民
的
体
制
」
に
お
け
る
民
主
制
的
参
加
に
手
続
き
的
正
義
の
契

機
を
見
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
民
主
制
的
参
加
が
さ
ら
に
「
あ
ら
ゆ
る
参
加

者
の
徳
に
よ
ら
な
い
政
治
的
組
織
化
の
原
理
」
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。V

gl. I. M
aus, Zur A

ufklärung der D
em

okratietheorie, 
S. 180 

（
邦
訳
、
一
五
四
頁
）.

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
徳
が
不
要
で
あ

る
と
し
て
も
、
正
当
な
立
法
に
つ
い
て
の
判
断
を
誤
る
場
合
や
、
あ
る
い

は
誤
っ
た
判
断
に
も
と
づ
い
て
多
数
派
が
形
成
さ
れ
、
法
が
成
立
す
る
場

合
も
あ
る
。

（
52
） W
・
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
と
る
場
合
、
本

文
で
挙
げ
る
三
つ
の
条
件
を
問
う
よ
う
な
視
点
は
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

V
gl. W

. K
ersting, W

ohlgeordnete Freiheit, S. 352 

（
邦
訳
、
三
四
一

頁
）.

別
の
箇
所
で
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
は
立
法
者
の
「
論
理
的
な
不
可
謬
性
」

を
強
調
し
て
い
る
。V

gl. W
. K

ersting, W
ohlgeordnete Freiheit, S. 

318-319 

（
邦
訳
、
三
一
二
頁
）.

（
53
） 「
カ
ン
ト
は
、
た
ん
に
考
え
ら
れ
た
だ
け
の
「
観
念
的
」
一
般
化
と
民
主
的
手

続
き
に
よ
る
経
験
的
一
般
化
の
成
果
と
が
不
一
致
で
あ
る
場
合
に
備
え
て
、

人
民
の
誤
謬
へ
の
権
利
〔das R

echt des Volkes auf Irrtum

〕
を
根
拠

づ
け
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
マ
ウ
ス
の
説
明
は
、
経
験
的
一
般
化
に
お
け
る

誤
謬
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
点
で
は
理
解
で
き
る
も
の
の
、
カ
ン
ト
が
立

法
に
お
け
る
誤
謬
を
権
利
と
し
て
正
当
化
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
（I. M

aus, Zur A
ufklärung der D

em
okratietheorie, 

S. 157 

〔
邦
訳
、
一
三
四
頁
〕
）
。

（
54
） 

カ
ン
ト
は
む
し
ろ
議
会
の
内
外
で
代
議
士
た
ち
が
特
殊
意
志
と
利
己
心
に

も
と
づ
く
振
る
舞
い
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（vgl. M

dS, 
6: 319-320

）
。

（
55
） こ
う
し
た
統
治
の
諸
活
動
の
制
度
的
形
態
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
税
、

ポ
リ
ツ
ァ
イ
行
政
、
結
社
へ
の
査
察
、
貧
民
施
設
、
孤
児
施
設
、
教
会
制
度
、

そ
の
他
に
慈
善
基
金
や
篤
志
基
金
の
運
営
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（vgl. 

M
dS, 6: 318-337

）
。
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は
じ
め
に

　

私
的
所
有
を
め
ぐ
る
二
十
世
紀
末
以
降
の
問
題
状
況
は
、
や
や
錯
綜

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
資
本
主
義
と
共
産
主
義
と
い
う
マ
ク
ロ
な

経
済
体
制
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
二
十
世
紀
全
体
を
通
じ
て
占
め
て
い
た

支
配
的
地
位
か
ら
退
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
的
所
有
は
社
会
経
済
体
制

に
と
っ
て
揺
る
ぎ
え
な
い
前
提
に
な
っ
た
か
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ

の
一
方
で
、
知
的
所
有
権
、
生
命
倫
理
、
自
己
の
身
体
の
処
分
権
、
市

場
化
や
商
品
化
の
拡
大
と
そ
の
限
界
な
ど
、
所
有
を
め
ぐ
る
問
題
は
そ

の
外
延
を
き
わ
め
て
多
様
な
領
域
へ
と
拡
張
し
て
い
る

）
1
（

。
こ
れ
ら
の
事

情
に
よ
り
私
的
所
有
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
は
こ
の
数
十
年
で
大
き
く
変

容
し
た
。
し
か
し
よ
り
広
い
歴
史
的
視
点
か
ら
考
え
る
な
ら
、
「
私
的

所
有
（property, propriété

）
」
の
語
が
「
固
有
性
」
を
意
味
す
る
こ
と

か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
所
有
の
問
題
は
社
会
経
済
体
制
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
存
在
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
把
握

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意

味
で
所
有
へ
の
問
い
は
、
自
己
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
社
会
体
制

に
ま
で
連
な
る
包
括
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

本
稿
が
扱
う
ピ
エ
ー
ル
＝

ジ
ョ
ゼ
フ
・
プ
ル
ー
ド
ン
（Pierre-Joseph 

Proudhon, 1809-1865

）
の
所
有
論
は
、「
私
的
所
有
と
は
盗
み
で
あ
る
」

と
い
う
警
句
と
ほ
ぼ
つ
ね
に
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
の
警
句
は
彼
の
発
想
の
一
面
を
鋭
く
示
し
た
も
の
で
は
あ
れ
、
そ
の

射
程
を
十
分
に
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
彼
の
私
的
所
有

〈
公
募
論
文
〉

「
絶
対
」
か
ら
「
均
衡
」
へ

【
前
期
プ
ル
ー
ド
ン
に
お
け
る
私
的
所
有
批
判
の
論
理
】

金
山 

準
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論
は
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
論
理
の
批
判
的
探
究
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
り
、
結
果
と
し
て
の
不
平
等
に
対
す
る
単
純
な
糾
弾
と
は
異
な
る
。

ま
た
所
有
を
め
ぐ
る
彼
の
問
い
は
経
済
的
次
元
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

な
く
、
人
間
論
や
宗
教
論
な
ど
、
彼
の
思
想
全
体
に
及
ぶ
広
汎
な
射
程

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
を
再
構
成
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ

を
前
期
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
て
そ
の
意
義
を
測

定
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
主
な
対
象
は
『
日
曜
祝
祭
論
』

（
一
八
三
九
年
）
か
ら
『
経
済
的
矛
盾
の
体
系
、
あ
る
い
は
貧
困
の
哲
学
』

（
一
八
四
六
年
）
に
至
る
初
期
の
著
作
群
だ
が
、
そ
の
要
と
な
る
私
的
所

有
論
の
読
み
直
し
は
、
前
期
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
全
体
の
再
考
に
至
る

問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
本
稿
が
着
目
す
る
「
均
衡
」
の
ビ

ジ
ョ
ン
は
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
・
相
互
主
義
的
連
帯
・
双
務
契
約
の
連
鎖

に
よ
る
連
合
な
ど
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
秩
序
観
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
も

の
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
だ
ろ
う
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
所
有
論
は
お
も
に
経
済
理

論
あ
る
い
は
法
理
論
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た

）
2
（

。
だ
が
彼
の
所
有
論
は

一
つ
の
学
問
的
領
域
に
お
け
る
議
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
よ
り

は
、
存
在
論
・
哲
学
方
法
論
・
法
論
・
経
済
論
・
宗
教
論
な
ど
の
各
領

域
を
横
断
し
て
展
開
さ
れ
る
思
考
の
軸
な
い
し
視
角
と
い
う
べ
き
も
の

で
あ
り
、
経
済
理
論
や
法
理
論
と
し
て
の
み
そ
れ
を
評
価
す
る
こ
と
は
、

そ
の
意
義
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
私
的
所
有
批
判
の
論
理
を
再
構
成
し
（
第

一
節
）
、
そ
こ
で
取
り
出
さ
れ
た
「
絶
対
性
」
・
「
至
高
性
」
批
判
と
い

う
モ
チ
ー
フ
が
所
有
論
を
越
え
て
人
間
論
や
宗
教
論
と
し
て
広
く
展
開

さ
れ
る
こ
と
を
見
る
（
第
二
節
）
。
最
後
に
、
絶
対
的
支
配
者
た
り
え

な
い
不
調
和
で
分
裂
し
た
存
在
と
し
て
の
人
間
か
ら
な
る
「
均
衡
」
の

論
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
第
三
節
）
。

　

資
本
主
義
と
共
産
主
義
と
い
う
二
大
体
制
の
対
比
が
強
力
で
あ
っ
た

時
代
に
は
、
具
体
的
な
経
済
体
制
論
に
た
だ
ち
に
落
と
し
込
め
な
い
論

点
を
数
多
く
含
む
プ
ル
ー
ド
ン
の
所
有
論
は
、「
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
」や
「
プ

チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
越
え
て
正
当
に
評
価
さ
れ
る

こ
と
が
困
難
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
所
有
を
め
ぐ
る
論
点
が
拡
散
し
多
様
化

し
た
現
代
こ
そ
、
彼
の
必
ず
し
も
単
純
で
は
な
い
論
理
に
含
ま
れ
る

種
々
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
直
す
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一　

私
的
所
有
は
な
ぜ
批
判
さ
れ
る
の
か
？

1　

私
的
所
有
と
「
絶
対
性
」

　

プ
ル
ー
ド
ン
が
『
私
的
所
有
と
は
何
か
』
（
一
八
四
〇
年
）
を
著
し
た

七
月
王
政
期
、
政
治
家
や
思
想
家
に
と
っ
て
私
的
所
有
は
最
大
の
問
題

の
一
つ
で
あ
っ
た

）
3
（

。
一
方
で
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
貧
困
や
不
平
等

が
本
格
的
に
問
題
化
さ
れ
始
め
る
。
『
私
的
所
有
と
は
何
か
』
は
そ
の

傾
向
を
代
表
す
る
一
冊
と
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
本
書
の
み
な

ら
ず
P
・
ル
ル
ー
『
人
類
に
つ
い
て
』
や
L
・
ブ
ラ
ン
『
労
働
の
組
織
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化
』
も
期
を
同
じ
く
し
て
著
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
当
時
の

首
相
た
る
A
・
テ
ィ
エ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
、
私
的
所
有
は
「
神
が
世
界

を
文
明
化
し
、
人
間
を
砂
漠
か
ら
都
市
へ
、
残
虐
か
ら
甘
美
へ
、
野
蛮

か
ら
文
明
へ
と
導
い
た

）
4
（

」
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

プ
ル
ー
ド
ン
は
本
書
に
続
け
て
二
つ
の
著
作
を
私
的
所
有
論
と
し
て

記
し
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
『
（
第
一
・
第
二
・
第
三
）
メ
モ
ワ
ー
ル
』

と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
る
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
自
然

権
・
先
占
・
協
定
・
時
効
・
労
働
な
ど
、
所
有
を
正
当
化
す
る
た
め
の

論
拠
が
、
そ
こ
に
前
提
さ
れ
る
原
理
を
突
き
詰
め
る
な
ら
ば
ひ
と
し
く

平
等
に
至
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
私
的
所
有
の
問
題

を
ど
の
側
面
か
ら
検
討
し
よ
う
と
も
、
深
く
考
察
し
よ
う
と
す
れ
ば
た

だ
ち
に
平
等
に
達
す
る
」（Q

P 196, 

一
一
八

）
5
（

）
。
だ
が
所
有
は
そ
の
本
性

か
ら
し
て
不
平
等
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
意
味
で
私
的
所
有

は
自
ら
の
起
源
に
反
し
、
し
た
が
っ
て
「
不
可
能
」
で
あ
る
（Q

P 153-

154, 

六
五
―
六
六

）
6
（

）
。
条
件
の
平
等
が
幻
想
で
あ
り
不
可
能
だ
と
い
う
「
所

有
者
」
達
に
対
し
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て
は
私
的
所
有
こ
そ
が
「
矛

盾
、
妄
想
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
な
の
で
あ
る
（Q

P 242, 

一
七
三
）
。

　

以
上
の
プ
ル
ー
ド
ン
の
論
法
に
は
、
私
的
所
有
の
理
論
的
正
当
化
の

不
十
分
さ
の
指
摘
と
、
実
態
と
し
て
私
的
所
有
が
不
平
等
を
も
た
ら
す

機
制
へ
の
批
判
の
両
側
面
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
様
々
な
論

点
が
遡
上
に
乗
せ
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
労
働
起
源
論
に
つ
い
て
の
彼

の
よ
く
知
ら
れ
た
指
摘
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
労
働
が
私
的

所
有
の
根
拠
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
誰
が
生
み
出
し
た
も
の
で
も
な
い

土
地
が
な
ぜ
そ
の
対
象
と
な
る
の
か
（Q

P 193, 

一
一
五
）
。
も
し
労
働

が
物
に
対
す
る
所
有
権
を
与
え
る
な
ら
、
な
ぜ
労
働
に
よ
っ
て
物
を
得

る
権
利
は
普
遍
的
で
は
な
い
の
か
。
な
ぜ
労
働
者
は
、
自
ら
が
生
み
出

し
た
物
に
対
す
る
所
有
権
を
多
く
の
場
合
主
張
で
き
ず
、
他
方
で
不
労

所
得
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。
た
し
か
に
雇
用
さ
れ
た
労
働
者
に
は
対

価
と
し
て
賃
金
が
払
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
労
働
者
の
結
合
に
よ
り
生

じ
る
「
集
合
力
」
が
も
た
ら
し
た
成
果
は
社
会
的
資
産
と
な
る
べ
き
と

こ
ろ
を
、
私
的
所
有
の
体
制
の
も
と
で
は
す
べ
て
資
本
家
の
手
元
に
置

か
れ
て
い
る
（Q

P 215, 

一
四
一
）
。

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
不
労
所
得
へ
の
批
判
を
積
極
的
な
理
念
へ
と
転
換

さ
せ
る
な
ら
、
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
小
所
有
を
基
礎
と
す
る
「
プ
チ
・

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
の
共
和
国
、
と
い
う
一
つ
の
典
型
的
な
プ
ル
ー
ド
ン
観

で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
不
当
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ

は
彼
の
所
有
論
の
一
つ
の
側
面
で
し
か
な
い
。
む
し
ろ
本
稿
の
関
心
は
、

私
的
所
有
を
め
ぐ
っ
て
提
起
さ
れ
る
種
々
の
論
点
に
通
底
す
る
論
理
に

あ
る
。
そ
れ
は
私
的
所
有
が
想
定
す
る
人
間
像
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　

プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て
、
私
的
所
有
が
想
定
す
る
人
間
像
は
い
か
な

る
も
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
第
二
章
冒
頭
に
て
私
的
所
有
の
定
義
を
行

な
っ
て
い
る
。
ま
ず
参
照
さ
れ
る
の
は
ロ
ー
マ
法
に
よ
る
定
義
、
「
法

（droit

）
が
認
め
る
限
り
に
お
い
て
、
物
を
使
用
し
ま
た
濫
用
す
る

（abuser

）
権
利
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
九
三
年
の
権
利
宣
言
「
自
己
の
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財
産
、
自
己
の
所
得
、
自
己
の
労
働
お
よ
び
勤
労
の
成
果
を
享
受
し
、

ま
た
自
由
に
処
分
す
る
権
利
」と
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
第
五
四
四
条
「
所

有
権
は
、
法
令
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
使
用
で
な
い
限
り
、
も
っ
と
も

絶
対
的
な
仕
方
で
物
を
享
受
し
、
処
分
す
る
権
利
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

こ
の
二
者
は
「
物
に
対
す
る
絶
対
的
な
権
利
を
所
有
者
に
認
め
て
い
る
」

点
で
ロ
ー
マ
法
の
定
義
と
別
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
（Q
P 

156, 

七
〇
）
。

　

一
八
四
〇
年
の
私
的
所
有
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
出
発
点
を
こ

れ
ら
の
条
文
に
置
く
、
と
い
う
立
場
の
正
当
性
は
も
ち
ろ
ん
自
明
で
は

な
い
。
す
で
に
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
法
実
践
の
実
態
を
等
閑
視
し
て

条
文
の
定
義
を
無
条
件
に
採
用
す
る
こ
と
は
、
法
理
論
と
し
て
み
れ
ば

不
十
分
だ
ろ
う

）
7
（

。
だ
が
こ
れ
は
、
私
的
所
有
が
想
定
す
る
人
間
像
を
彼

が
問
題
化
す
る
た
め
の
必
要
な
単
純
化
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

上
の
定
義
で
プ
ル
ー
ド
ン
が
重
視
す
る
の
は
、
「
絶
対
（absolu

）
」

と
い
う
そ
の
特
性
で
あ
る
。
私
的
所
有
は
絶
対
的
権
利
で
あ
る
が
ゆ
え

に
批
判
さ
れ
る
。
平
等
の
希
求
と
い
う
表
面
的
構
図
か
ら
す
れ
ば
や
や

分
か
り
に
く
い
が
、
こ
の
絶
対
性
に
関
わ
る
問
題
は
プ
ル
ー
ド
ン
の
思

想
全
体
に
及
ぶ
広
い
射
程
を
有
し
て
お
り
、
本
稿
の
関
心
も
そ
の
点
に

あ
る
。

　

私
的
所
有
に
関
し
て
プ
ル
ー
ド
ン
が
問
題
に
す
る
絶
対
性
と
は
、
所

有
の
対
象
と
な
る
物
を
所
有
者
が
自
由
に
「
処
分
（disposer

）
」
あ
る

い
は
「
濫
用
（abuser

）
」
す
る
権
利
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で

の
「
絶
対
性
」
は
、
人
間
の
意
志
の
「
至
高
性
（souveraineté

）
」
と

も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
あ
た
か
も
「
神
が
宇
宙
と
、
そ
れ
が
含
む
す
べ

て
の
事
物
に
対
す
る
至
高
の
所
有
権
（dom

aine

）
を
も
つ
」
（Q

P 178, 

九
五
）
よ
う
に
、
人
は
自
身
の
私
的
所
有
に
対
し
て
恣
意
的
に
、
い
わ

ば
専
制
君
主
の
ご
と
く
ふ
る
ま
う
。
「
土
地
所
有
者
は
、
彼
の
作
物
を

立
ち
枯
れ
に
し
、
畑
に
塩
を
ま
き
、
砂
の
上
に
牛
の
乳
を
搾
り
、
葡
萄

畑
を
荒
れ
地
に
変
え
、
野
菜
畑
を
公
園
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（Q

P 

156, 

六
九
）
。

　

プ
ル
ー
ド
ン
は
こ
の
論
点
を
、
条
件
の
不
平
等
よ
り
も
根
底
的
な
も

の
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
私
的
所
有
を
認
め
つ
つ
そ
の
濫
用
の
除

去
を
訴
え
る
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
に
対
し
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て

は
濫
用
こ
そ
が
私
的
所
有
の
根
幹
で
あ
り
、
濫
用
の
除
去
と
は
私
的
所

有
の
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

条
件
の
不
平
等
が
私
的
所
有
の
属
性
の
一
つ
だ
と
し
て
も
、
そ
れ

が
私
的
所
有
の
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
私
的
所
有
を

心
地
よ
い
も
の

0

0

0

0

0

0

と
す
る
の
は
、
ど
こ
か
の
哲
学
者
が
言
っ
て
い
た
よ

う
に
、
自
ら
の
財
産
の
価
値
の
み
な
ら
ず
自
身
固
有
の
本
性
を
も
自

由
に
処
分
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
好
き
な
よ
う
に
活
用
し
、
そ
こ
に
立

て
こ
も
り
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
氏
が
言
う
よ
う
に
そ
こ
か
ら
人
を

締
め
出
す
能
力
、
つ
ま
り
は
そ
れ
ら
を
情
念
や
利
害
、
ま
た
気
ま
ぐ

れ
さ
え
も
が
示
唆
す
る
よ
う
な
仕
方
で
利
用
す
る
能
力
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
「
自
ら
の
家
と
領
地
に
お
い
て
、
葡
萄
と
イ
チ
ジ
ク
の
も

と
で
支
配
者
と
な
る
と
い
う
、
果
て
し
な
い
魅
力
」
こ
そ
が
、
物
質
的

な
利
益
よ
り
も
根
底
に
あ
る
（D

M
 111

）
。
不
労
所
得
や
そ
の
結
果
と

し
て
の
不
平
等
は
こ
の
濫
用
の
帰
結
と
し
て
重
要
で
は
あ
れ
、
私
的
所

有
の
本
質
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

　

私
的
所
有
が
も
つ
根
本
的
な
問
題
が
濫
用
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、

他
方
で
平
等
へ
の
訴
え
も
ま
た
、
単
に
平
等
を
重
要
な
価
値
や
規
範
と

し
て
立
て
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ

が
「
絶
対
的
な
事
実
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

　

財
の
平
等
を
説
く
際
、
私
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
り
そ
う
な
意

見
や
、
多
少
な
り
と
も
独
創
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
や
、
純
粋
な
想
像
力

の
働
き
に
よ
っ
て
私
の
脳
に
形
成
さ
れ
た
理
念
を
持
ち
出
し
て
い
る

の
で
は
決
し
て
な
い
。
い
か
な
る
た
め
ら
い
や
余
計
な
謙
遜
の
表
現
、

愚
か
し
い
疑
義
も
不
可
能
な
、
絶
対
的
事
実
を
立
て
て
い
る
の
だ
。

　

そ
れ
が
絶
対
的
事
実
と
言
え
る
の
は
、
「
私
が
用
い
て
い
る
論
理
的
・

形
而
上
学
的
手
続
き
の
確
か
さ
」
（D

M
 91

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
手
続
き
と
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
し
ば
し
ば
使
う
言
葉
を
用
い
れ
ば
、

「
科
学
（science

）
」
で
あ
る
。

　

科
学
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
か
か

る
「
絶
対
的
事
実
」
が
人
間
の
絶
対
性
と
対
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

絶
対
的
事
実
で
あ
る
は
ず
の
平
等
や
正
義
を
人
間
の
恣
意
に
よ
り
否
定

し
よ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
私
的
所
有
は
「
不
可
能
」
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
不
平
等
を
も
た
ら
す
私
的
所
有
と
平
等
と
し
て
の
正
義
と
い

う
対
立
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
所
有
論
に
お
い
て
も
っ
と
も
本
質
的
な
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
よ
り
基
底
的
な
の
は
、
人
間
の
意
志
や
実
定
法

を
越
え
て
存
在
す
る
何
ら
か
の
「
法
」
あ
る
い
は
「
事
実
」
と
、
そ
れ

を
攪
乱
せ
ん
と
す
る
人
間
の
、
と
り
わ
け
そ
の
意
志
の
「
至
高
性
」
の

対
立
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
経
済
の
次
元
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
見
て
い

る
の
は
私
的
所
有
と
近
代
経
済
の
間
の
懸
隔
で
あ
る
。
私
的
所
有
の
も

つ
恣
意
性
・
至
高
性
の
原
理
は
経
済
社
会
の
潜
在
力
と
必
ず
し
も
相
い

れ
ず
、
効
率
性
や
自
由
・
富
の
増
大
と
い
う
近
代
経
済
の
も
つ
力
を
む

し
ろ
阻
害
し
か
ね
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
的
所
有
は
不
平
等
の
進

行
・
投
機
化
・
不
労
所
得
・
独
占
な
ど
の
悪
を
生
む
こ
と
で
経
済
発
展

の
軛
と
な
り
か
ね
な
い
。
繰
り
返
す
な
ら
、
こ
れ
は
不
平
等
や
不
公
正

に
対
す
る
規
範
的
な
批
判
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
経
済
に
内
在
す
る

「
法
」
を
阻
害
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
経
済
と
は

か
な
り
の
程
度
ま
で
市
場
経
済
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
的
所
有
を
強
く
批
判
し
つ
つ
も
、
彼
は
市
場
に

対
し
て
は
必
ず
し
も
否
定
的
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
人
間
が
み
な
結
合
し
て
（associés

）
い
な
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い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
〔
…
〕
わ
れ
わ
れ
が
そ

う
あ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
と
き
で
も
、
事
物
の
力
、
消
費
の
必
要
、
生

産
の
法
則
、
交
換
の
数
学
的
原
理
が
わ
れ
わ
れ
を
結
合
さ
せ
る
。
こ
の

規
則
の
た
だ
一
つ
の
例
外
は
所
有
者
の
場
合
で
あ
る
」
（Q

P 305, 

二
五

一
）
。
組
織
化
を
計
画
す
る
ま
で
も
な
く
、
生
産
や
消
費
や
交
換
に
よ
っ

て
社
会
は
す
で
に
「
結
合
（association

）
」
へ
の
傾
向
を
有
し
て
お
り
、

市
場
社
会
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
の
傾
向
を
脅
か
す
の
が
私
的
所

有
で
あ
る
。
物
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
は
、「
物
の
多
様
な
側
面
の
析
出
」

を
妨
げ
る
こ
と
で
こ
の
傾
向
か
ら
切
り
離
し
、
相
互
作
用
の
多
様
化
を

制
限
す
る

）
8
（

。
そ
の
意
味
で
私
的
所
有
は
「
反
社
会
的
」
な
権
利
で
あ
る

（Q
P 164, 

七
九
）
。

　

よ
っ
て
彼
の
経
済
論
の
眼
目
は
、
経
済
社
会
の
現
実
か
ら
内
在
的
に
、

諸
力
の
均
衡
と
し
て
発
生
す
べ
き
制
度
の
追
求
と
な
る
。
こ
の
課
題
に

プ
ル
ー
ド
ン
は
、
政
治
経
済
学
（économ

ie politique
）
の
批
判
的
読

解
と
彼
自
身
の
社
会
経
済
学
（économ

ie sociale

）
の
構
築
を
も
っ
て

取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。
彼
の
経
済
学
そ
の
も
の
の
内
実
と
評
価
は
本

稿
の
範
囲
外
だ
が
、
「
数
学
的
原
理
」
と
し
て
の
秩
序
の
探
求
と
い
う

そ
の
根
幹
に
あ
る
発
想
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
あ
ら
た
め
て
検
討
す

る
。

　

こ
の
発
想
は
政
治
の
領
域
に
も
同
じ
よ
う
に
貫
か
れ
て
い
る
。
「
主

権
（
至
高
性
）
（souveraineté

）
」
が
意
志
に
よ
っ
て
法
を
制
定
す
る
権

力
で
あ
り
、
「
法
は
主
権
者
の
意
志
の
表
現
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
主
体
が
誰
で
あ
れ
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て
主
権
は
等
し
く
批
判

の
対
象
と
な
る
。
「
事
実
」
の
表
現
で
あ
る
べ
き
「
法
（loi

）
」
が
、
意

志
の
下
位
に
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
民
主
権
の
樹
立
も
こ
の
事
態

を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　

君
主
政
と
は
何
か
。
一
人
の
人
間
の
主
権
（
至
高
性
）
で
あ
る
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か
。
人
民
の
、
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
国
民

の
多
数
者
の
主
権
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
あ
い
か
わ
ら
ず
、
法
の
主

権
（la souveraineté de la loi

）
に
代
わ
る
人
間
の
主
権
、
理
性
の

主
権
に
代
わ
る
意
志
の
主
権
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
情
念
が
法
（droit

）

に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
…
〕
〔
君
主
政
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

へ
の
移
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
〕
結
局
の
と
こ
ろ
統
治
の
革
命
は
行
わ
れ

て
い
な
い
。
原
理
は
同
一
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
だ
。

 

（Q
P 147-150, 

五
八
―
六
一
）

　

支
配
者
の
数
に
関
わ
ら
ず
、
意
志
の
支
配
は
「
専
制
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
な
専
制
に
対
し
て
、
事
実
と
し
て
の
法
が
い
か
に
し

て
実
定
的
な
秩
序
と
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
は
、
彼
が

終
生
取
り
組
む
も
の
と
な
る

）
9
（

。
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
古
典
的
な
プ
ル
ー

ド
ン
研
究
が
「
社
会
権
」
論
の
嚆
矢
と
し
て
彼
の
思
想
を
検
討
し
た
と

き
問
わ
れ
て
い
た
の
も
ま
た
、
産
業
社
会
が
日
々
生
み
出
し
つ
つ
あ
る

現
実
・
事
実
を
「
法
権
利
（droit

）
」
が
い
か
に
表
現
す
る
か
と
い
う
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問
題
で
あ
っ
た

）
10
（

。
法
と
理
性
の
問
題
は
後
述
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
指

摘
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
は
理
性
（
と
り
わ
け
「
公
共
理
性
」
）

や
科
学
そ
の
も
の
の
問
い
直
し
に
向
か
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
十
分
な

理
性
を
有
す
る
少
数
者
が
法
を
発
見
し
て
社
会
に
課
す
、
と
い
う
エ

リ
ー
ト
支
配
―
―
そ
れ
は
む
し
ろ
プ
ル
ー
ド
ン
が
対
峙
し
て
い
た
七
月

王
政
と
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
る
折
衷
主
義
や
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
の

立
場
だ
ろ
う

）
11
（

―
―
と
は
根
本
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
次
の
言
明
が
な
さ
れ
る
。
「
一
七
八
九
年
と
一
八
三
〇
年

の
運
動
が
代
わ
る
代
わ
る
確
立
し
た
近
代
社
会
の
三
つ
の
根
本
原
理
と

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
人
間
の
意
志
の
主
権

0

0

0

0

0

0

0

0

（
至
高
性
）
、

端
的
に
い
え
ば
専
制

0

0

。
第
二
に
、
財
産
と
地
位
の
不
平
等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
第
三
に
、

私
的
所
有

0

0

0

0

。
そ
れ
は
〈
正
義
〉
よ
り
も
優
位
に
置
か
れ
、
主
権
者
・
貴

族
・
所
有
者
の
守
護
霊
と
し
て
つ
ね
に
万
人
に
よ
っ
て
引
き
合
い
に
出

さ
れ
る
」
（Q

P 151-152, 

六
三
）
。

2　

私
的
所
有
か
ら
占
有
へ

　

し
ば
し
ば
、
私
的
所
有
の
根
幹
は
物
に
対
す
る
自
由
な
処
分
の
権
利

（disponibilité

）
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
以
上
の
プ
ル
ー
ド
ン
の
批

判
は
ま
さ
に
そ
の
根
本
的
発
想
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
こ

の
批
判
の
意
義
は
大
き
い
。
そ
れ
で
は
、
自
由
な
処
分
の
権
利
、
言
い

換
え
れ
ば
人
間
の
恣
意
の
至
高
性
に
対
す
る
批
判
を
踏
ま
え
て
、
よ
り

積
極
的
に
ど
う
い
う
人
間
像
が
立
て
ら
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
私
的
所
有

に
代
え
て
プ
ル
ー
ド
ン
が
提
起
す
る
の
が
「
占
有
（possession

）
」
で

あ
る
。
彼
の
占
有
論
は
こ
れ
ま
で
、
不
労
所
得
の
批
判
に
よ
る
平
等
の

達
成
と
い
う
論
点
に
の
み
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

）
12
（

。
だ
が

そ
れ
よ
り
根
底
的
な
の
は
、
占
有
が
想
定
す
る
人
間
像
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　

占
有
論
の
発
想
は
、
私
的
所
有
は
自
己
の
人
格
の
自
由
に
発
す
る
、

と
い
う
カ
ン
ト
的
な
想
定
と
の
対
比
に
よ
っ
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー

や
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ザ
ン
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ク
ザ
ン
の
私
的
所
有

論
は
自
我
の
自
由
意
志
の
具
体
化
、
個
人
の
人
格
の
原
理
の
表
現
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
も
引
い
て
い
る
彼
の
『
道
徳
哲
学
講

義
』
（
一
八
四
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
人
格
の
聖
性
と
い
う
原
理
か
ら
は
、

第
一
に
内
的
行
為
の
自
由
が
帰
結
す
る
。
さ
ら
に
、

　

第
二
の
帰
結
―
―
神
聖
で
あ
る
私
の
自
由
は
、
外
部
で
作
用
す
る

た
め
に
、
身
体
と
よ
ば
れ
る
手
段
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
身

体
は
自
由
の
神
聖
性
を
分
か
ち
持
ち
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
身
も
不

可
侵
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
個
人
的
自
由
の
原
理
が
生
ま
れ
る
。

　

第
三
の
帰
結
―
―
私
の
自
由
は
、
外
部
で
作
用
す
る
た
め
に
、
舞

台
な
い
し
素
材
を
、
言
い
換
え
れ
ば
私
的
所
有
物
な
い
し
事
物
を
必

要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
物
な
い
し
私
的
所
有
物
は
、
必
然

的
に
私
の
人
格
の
不
可
侵
性
を
分
か
ち
持
っ
て
い
る

）
13
（

。
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人
間
が
人
間
た
る
根
拠
と
し
て
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
」
が
あ
り
、

そ
の
一
側
面
で
あ
る
自
由
な
意
志
が
私
的
所
有
を
基
礎
づ
け
る
。
そ
の

意
味
で
、
私
的
所
有
は
人
格
の
聖
性
が
事
物
世
界
に
具
体
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
人
間
は
私
的
所
有
を
通
じ
て
、
価
値
な
き
存
在
者
か
ら
な

る
事
物
世
界
に
形
式
を
与
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
に
人
格
の
刻
印

を
刻
み
、
事
物
に
人
間
的
価
値
の
一
部
分
を
伝
え
る

）
14
（

。

　

ク
ザ
ン
ら
の
私
的
所
有
論
に
対
す
る
プ
ル
ー
ド
ン
の
反
論
は
、
少
な

く
と
も
三
点
に
及
ぶ
。
第
一
に
、
も
し
人
格
が
神
聖
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
私
的
所
有
も
ま
た
神
聖
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
し
く
万
人

に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
は
そ
れ
と
程
遠
い
。
第
二
に
、

か
り
に
人
格
の
聖
性
を
認
め
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
論
理
必
然
的
に
私

的
所
有
を
導
出
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
ク
ザ
ン
ら
の
論
法

は
「
結
論
が
前
提
よ
り
も
多
く
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
三
段
論
法
」
で

あ
る
。
個
人
の
意
義
の
肯
定
は
共
同
体
を
否
定
す
る
し
、
盗
み
の
否
定

も
ま
た
「
内
的
感
情
（sens intim

e

）
」
か
ら
導
か
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、

物
の
絶
対
的
支
配
と
し
て
の
私
的
所
有
を
必
然
的
に
導
く
も
の
で
は
な

い
（D

M
 83-84

）
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
意
志
の
自
由
に
よ
る
自
己
支
配
の
拡
大
と
い
う
図

式
そ
れ
自
体
が
プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て
は
現
実
性
を
欠
く
。

　

人
間
は
自
分
の
能
力
の
所
有
者
で
さ
え
な
い
〔
…
〕
人
間
は
力
や

徳
性
、
能
力
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
生
き
、
知
り
、
愛
す
る
た
め

に
、
自
然
が
人
間
に
委
ね
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
そ
れ
ら
に
絶
対

的
な
所
有
権
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
用
益
権
者
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
。
そ
し
て
人
間
は
こ
の
用
益
権
を
た
だ
自
然
の
法
に
従
っ
て

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
〔
…
〕
人
間
は
決
し
て
自
分
自

身
の
支
配
者
で
は
な
い
の
に
、
自
分
の
も
の
で
は
な
い
も
の
の
主
人

で
あ
る
と
い
う
の
か
！　

人
間
に
自
然
の
物
を
利
用
さ
せ
よ
う
、
彼

は
そ
う
し
た
条
件
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
の

所
有
者
で
あ
る
と
い
う
思
い
上
が
り
は
捨
て
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（Q
P 172, 

八
九
）

　

ク
ザ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
事
物
世
界
へ
と
意
志
の
自
由
の
支
配
を

拡
大
し
て
い
く
。
そ
れ
は
人
間
的
価
値
の
事
物
世
界
へ
の
拡
大
で
あ
る

の
だ
が
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て
は
そ
こ
で
所
有
さ
れ
る
も
の
の
代
表

例
で
あ
る
自
己
の
身
体
す
ら
も
が
、
そ
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
。
身
体
が

自
己
の
も
と
に
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
自
ら
の
絶
対
的
支
配
に
服
す
る

こ
と
を
何
ら
意
味
し
な
い
。
そ
し
て
プ
ル
ー
ド
ン
が
私
的
所
有
に
対
し

て
占
有
を
擁
護
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ま
さ
に
こ
の
区
別
、
自
己
の

領
域
と
し
て
支
配
し
所
有
す
る
権
利
（dom

aine

）
と
、
使
用
や
用
益

あ
る
い
は
居
住
の
権
利
の
区
別
に
あ
っ
た
（Q

P345, 357

）
。

　

ロ
ー
マ
法
や
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
典
で
は
占
有
は
法
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
る
前
段
階
の
、
事
実
的
保
持
で
あ
る
が
（Q

P157, 

七
〇
）
、
プ
ル
ー
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ド
ン
の
用
語
法
に
お
い
て
そ
れ
は
私
的
所
有
の
よ
う
な
絶
対
性
を
も
た

な
い
用
益
の
権
利
で
あ
り
、
よ
り
上
位
の
「
法
」
に
よ
っ
て
相
対
化
な

い
し
制
限
さ
れ
た
所
有
形
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、
占
有
に
対
す
る
制
限
な
い
し
相
対
化
と
は
具
体
的
に
い
か
な

る
も
の
だ
ろ
う
か
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
プ
ル
ー
ド
ン
は
、
自
己
に
よ

る
身
体
支
配
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
私
的
所
有

の
ロ
ジ
ッ
ク
を
根
幹
か
ら
揺
る
が
す
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
自
己

支
配
の
否
定
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
プ
ル
ー
ド
ン
と
共
産
主
義
者
と
の
実

質
的
相
違
を
失
わ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

）
15
（

。

だ
が
そ
の
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。
人
間
が
、
自
ら
の
も
と
に
あ
る
（
自

ら
が
占
有
し
活
用
し
て
い
る
）
身
体
の
主
人
で
な
い
こ
と
は
、
言
い
換
え

れ
ば
身
体
に
対
す
る
自
由
な
処
分
権
を
持
た
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
に
対

す
る
他
者
の
介
入
を
許
す
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
私
的
所
有
と
占
有
の
間
の
も
っ
と
も
決
定
的
な
相
違
は
、

そ
れ
が
外
部
か
ら
の
介
入
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
保
護
さ
れ
て
い
る
か
、

と
い
う
点
に
は
な
い
。
自
身
の
も
と
に
あ
る
身
体
や
土
地
あ
る
い
は
他

の
財
に
対
し
て
、
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
絶
対
的
に
―
―
神
が
世
界
に
対
し

て
そ
う
す
る
よ
う
に
―
―
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点
が

重
要
で
あ
る
。
占
有
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
人
は
た
と
え
ば
自
身
の
身

体
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
者
で
は
あ
り
え
な
い
が
、
同
時
に
そ
の
身
体

は
誰
か
ら
も
暴
力
的
に
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

プ
ル
ー
ド
ン
に
は
物
へ
の
絶
対
的
支
配
が
人
間
ど
う
し
の
多
様
な
関
係

の
形
成
を
妨
げ
る
と
い
う
観
点
が
あ
る
。
そ
の
極
端
な
例
が
他
者
の
身

体
の
直
接
的
支
配
と
し
て
の
奴
隷
制
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
は
、
「
人

か
ら
思
考
・
意
志
・
人
格
を
奪
う
」
奴
隷
制
は
関
係
の
形
成
で
す
ら
な

く
、
「
殺
人
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（Q

P 131, 

三
九
）
。
こ
こ
で
考
え
ら

れ
て
い
る
の
は
、
絶
対
的
な
領
域
支
配
と
し
て
の
自
己
所
有
の
論
理
を

通
ら
ず
に
、
権
威
や
暴
力
に
よ
る
介
入
を
排
す
る
秩
序
の
可
能
性
で
あ

る
。
濫
用
の
除
去
と
不
可
侵
性
の
両
立
は
、
彼
が
終
生
追
い
続
け
る
問

題
と
な
る
だ
ろ
う

）
16
（

。

　

こ
の
論
理
と
共
産
主
義
の
相
違
は
明
確
で
あ
る
。
物
を
自
由
に
処
分

す
る
権
利
が
共
同
体
に
一
任
さ
れ
る
体
制
が
共
産
主
義
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
私
的
所
有
の
拡
大
で
し
か
な
い
。
プ
ル
ー
ド
ン
は
私
的
所
有
が

想
定
す
る
秩
序
像
を
、
絶
対
的
で
主
権
的
な
存
在
を
基
礎
と
す
る
と
い

う
点
で
国
家
主
義
に
な
ぞ
ら
え
る

）
17
（

。
共
産
主
義
も
同
様
の
論
理
で
否
定

さ
れ
る
。
「
あ
る
共
同
体
の
成
員
が
、
何
一
つ
自
分
自
身
固
有
の
も
の

を
も
た
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
共
同
体
が
所
有
者
な
の

で
あ
り
、
し
か
も
単
に
財
の
所
有
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、〔
成
員
の
〕

人
格
と
意
志
の
所
有
者
で
も
あ
る
」
（Q

P 326, 

二
七
六
）
。

　

だ
が
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
占
有
の
上
位
に
あ
っ
て
そ
れ
を

制
限
す
る
「
法
」
や
「
事
実
」
の
よ
り
具
体
的
な
内
実
が
明
ら
か
に
な

ら
な
い
か
ぎ
り
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
い
は
プ
ル
ー
ド
ン
の

思
想
総
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
『
メ
モ
ワ
ー
ル
』
の
段
階
で
結
論

的
な
記
述
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
言
う
意
味
で
の
法
と
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事
実
の
可
能
性
は
、
後
期
に
お
い
て
は
所
有
論
の
み
な
ら
ず
、
具
体
的

な
経
済
実
践
や
「
正
義
」
の
理
論
的
探
究
、
国
家
主
権
の
再
考
な
ど
多

様
な
論
点
か
ら
問
い
直
さ
れ
る
。
前
期
プ
ル
ー
ド
ン
の
著
作
で
重
要
な

の
は
、
そ
れ
ら
の
展
開
の
前
提
と
な
る
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、

右
の
よ
う
な
意
味
で
の
絶
対
性
・
恣
意
性
の
批
判
は
、
所
有
論
に
続
く

著
作
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
人
間
存
在
論
と
し
て
深
め
ら
れ
て
い
く
（
第

二
節
）
。
第
二
に
、
正
義
や
「
法
」
、
「
事
実
」
の
内
実
そ
の
も
の
の
叙

述
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
を
捉
え
る
べ
き
方
法
な
い
し
視
角
と
し
て
の

「
科
学
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
本
格
化
す
る
（
第
三
節
）
。

二　
「
絶
対
」
か
ら
「
均
衡
」
へ

　

自
己
の
恣
意
に
基
づ
く
自
由
な
処
分
可
能
性
に
よ
っ
て
世
界
を
一
様

に
塗
り
か
え
て
い
く
こ
と
へ
の
批
判
は
、
人
間
を
世
界
の
支
配
者
た
ら

し
め
る
こ
と
の
否
定
と
い
う
意
味
で
、
人
間
中
心
主
義
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
）
の
批
判
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
『
経
済

的
矛
盾
の
体
系
、
あ
る
い
は
貧
困
の
哲
学
』
（
一
八
四
六
年
、
以
下
『
矛

盾
の
体
系
』
）
を
め
ぐ
る
一
つ
の
重
要
な
文
脈
は
、
こ
の
種
の
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
と
の
対
決
で
あ
っ
た
。す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
の
「
無
神
論
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
。

　

一
八
四
四
年
か
ら
四
六
年
に
か
け
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
パ
リ
に
て
マ

ル
ク
ス
や
グ
リ
ュ
ン
ら
ド
イ
ツ
の
思
想
家
と
出
会
っ
て
い
る
。
プ
ル
ー

ド
ン
と
の
接
触
が
ド
イ
ツ
の
急
進
的
思
想
家
た
ち
に
と
っ
て
小
さ
か
ら

ぬ
関
心
事
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
が
『
私
的
所
有
と
は
何
か
』
の
成
功
に

よ
っ
て
あ
る
程
度
の
名
声
を
得
て
い
た
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ

の
社
会
主
義
が
苛
烈
な
宗
教
批
判
に
向
か
っ
た
の
に
対
し
、
十
九
世
紀

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
改
革
思
想
は
概
し
て
宗
教
に
親
和
的
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
は
革
命
期
の
宗
教
弾
圧
を
経
た
フ
ラ
ン
ス
と
、
同
種
の
政
治
革
命

を
い
ま
だ
経
験
し
て
い
な
い
ド
イ
ツ
と
い
う
状
況
の
相
違
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
こ
の
一
般
的
文
脈
の
中
で
も
、
仮
借
な
い
教
権
批
判
を

繰
り
返
し
、
無
神
論
に
か
な
り
の
程
度
近
づ
い
た
存
在
と
し
て
、
プ
ル
ー

ド
ン
は
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
者
に
と
り
特
別
の
意
義
が
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
四
三
年
に
彼
が
発
表
し
た
『
人
類
に
お
け
る
秩
序
の
創
造
』
は
フ

ラ
ン
ス
国
内
で
は
乏
し
い
反
響
し
か
得
な
か
っ
た
が
、
そ
の
宗
教
批
判

ゆ
え
に
む
し
ろ
グ
リ
ュ
ン
ら
ド
イ
ツ
の
思
想
家
が
高
く
評
価
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
プ
ル
ー
ド
ン
自
身
も
、
グ
リ
ュ
ン
か
ら
得
た
ド
イ
ツ
思
想
の

動
向
に
深
い
関
心
を
抱
い
た
。
と
く
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
は

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
、
そ
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

無
神
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
の
関
係
は
『
矛
盾
の
体
系
』
の
最
大
の
背

景
を
な
し
て
い
る
。

　

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
（
一
八
四
一
年
）
に
代
表
さ
れ
る
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
を
プ
ル
ー
ド
ン
の
理
解
に
沿
っ
て
確
認
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
「
人
類
」
と
い
う
理
念
に
よ
る
宗
教
（
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
）
の
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超
克
の
試
み
で
あ
っ
た
。
神
の
全
能
性
は
、
人
間
の
本
質
が
神
と
い
う

他
の
存
在
者
へ
と
外
化
＝
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の

で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
神
の
属
性
と
さ
れ
る
も
の
が
い
ず
れ

も
人
間
本
質
の
意
識
化
に
過
ぎ
な
い
と
分
析
し
た
う
え
で
、
神
の
理
念

を
否
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
神
に
仮
託
さ
れ
た
無
限
の
力
能
を
人
間
の

も
と
に
取
り
戻
す
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
企
図
は
、
分
裂
状

態
に
あ
る
人
間
が
人
類
と
し
て
の
連
帯
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ

そ
可
能
と
な
る
。
個
人
の
能
力
は
有
限
で
は
あ
れ
、
人
類
と
し
て
の
人

間
の
本
質
は
全
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
人
類
は
神
に
取
っ
て
代
わ

る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
取
っ
て
代
わ
り
、
人
間
が

人
間
に
と
っ
て
神
と
な
る
。
「
神
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
よ
れ
ば
人

類
そ
れ
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
個
人
と
し
て
の
自
己
が
、

ま
る
で
見
え
な
い
支
配
者
に
対
す
る
か
の
よ
う
に
隷
従
す
る
、
集
合
的

自
己
で
あ
る
」
（SC

E
 I 394

）
。
か
か
る
無
神
論
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と

の
対
峙
を
通
し
て
、
神
に
比
せ
ら
れ
る
所
有
的
個
人
の
批
判
と
し
て
提

起
さ
れ
た
占
有
的
人
間
像
が
あ
ら
た
め
て
深
め
ら
れ
て
い
く

）
18
（

。

　

プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て
人
間
と
は
、
「
多
極
的
で
不
調
和
な
存
在
で

あ
り
、
も
っ
と
も
高
い
徳
行
と
、
も
っ
と
も
恐
る
べ
き
罪
と
を
同
時
に

行
な
い
う
る
存
在
」
（SC

E
 I 367

）
で
あ
る
。
「
理
性
」
と
「
魂
」
の
内

部
で
絶
え
ず
行
わ
れ
る
「
戦
い
」
は
、
人
間
の
「
不
調
和
な
条
件
の
証
」

で
あ
る
。
「
彼
の
魂
の
本
質
は
対
立
す
る
引
力
間
の
た
え
ざ
る
妥
協
で

あ
り
、
彼
の
道
徳
は
バ
ラ
ン
ス
装
置
で
あ
り
、
一
言
で
い
え
ば
、
そ
し

て
そ
の
一
言
が
す
べ
て
を
表
し
て
い
る
の
だ
が
、
折
衷
で
あ
る
」
（SC

E
 

I 354

）
。
「
不
調
和
」
や
「
折
衷
」
と
い
う
性
格
の
強
調
は
、
人
間
の
自

然
な
善
性
を
強
調
し
が
ち
な
「
社
会
主
義
者
」
、
な
ら
び
に
エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
み
を
体
系
の
基
礎
と
す
る
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
と
い
う
両
者
か
ら

一
線
を
画
す
べ
く
提
示
さ
れ
て
い
る
。
人
は
本
質
的
に
悪
と
も
善
と
も

い
え
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
人
間
は
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
、
罪

人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
、
本
質
的
に
悪
を
成
す
者

0

0

0

0

0

（m
alfaisant

）

で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
完
全
に
作
ら
れ
た
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（m
alfait

）
で
あ
り
、
そ

の
宿
命
は
自
ら
の
う
ち
で
永
久
に
自
身
の
理
想
を
作
り
直
す
こ
と
で
あ

る
」
（SC

E
 I 372

）
。

　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
に
高
い
価
値
を
認
め
つ
つ
も
、
プ

ル
ー
ド
ン
は
「
無
限
」
・
「
不
動
」
・
「
自
然
発
生
的
」
存
在
と
し
て
の
神

の
理
念
は
、
「
反
省
」
に
よ
っ
て
手
さ
ぐ
り
で
漸
進
的
に
進
歩
す
る
不

調
和
な
存
在
た
る
人
間
の
対
極
に
あ
る
と
す
る
。
「
人
間
は
そ
の
構
成

の
混
沌
と
本
性
の
完
成
可
能
性
に
お
い
て
、
決
し
て
神
で
は
な
い
し
、

神
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
神
に
取
っ

て
代
わ
る
べ
く
提
起
さ
れ
た
人
類
の
理
念
も
同
様
に
否
定
さ
れ
る
。

　

人
間
に
お
い
て
、
感
情
は
千
の
異
な
っ
た
源
泉
か
ら
い
わ
ば
流
れ

出
す
。
感
情
は
矛
盾
し
、
混
乱
し
、
苦
し
め
合
う
。
さ
も
な
く
ば
感

情
は
感
じ
取
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
反
対
に
神
に
お
い
て
は
、

感
情
は
無
限
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
に
し
て
充
実
し
、
不
変
で
澄
み
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切
っ
て
お
り
、
嵐
を
超
越
し
て
い
る
。
神
は
幸
福
に
到
達
し
よ
う
と

し
て
、
〔
現
在
と
の
〕
対
比
に
苛
立
つ
必
要
が
な
い
の
だ
。
〔
…
〕
こ

う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
打
ち
続
く
対
立
や
衝
突
、
そ
し
て
内
面
の
戦

い
〔
内
戦
〕
（une guerre intestine

）
を
通
じ
て
の
み
生
き
、
感
じ
、

考
え
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
理
想
は
無
限
で
は
な
く
、
均
衡

で
あ
る
。
無
限
が
表
現
す
る
の
は
わ
れ
わ
れ
と
は
別
の
何
か
だ
。

 

（SC
E

 I 391

）

　

『
私
的
所
有
と
は
何
か
』
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
人
間
は
ゆ
る
ぎ

な
い
自
由
な
意
志
を
も
っ
た
支
配
者
と
し
て
自
己
を
拡
大
す
る
ど
こ
ろ

か
、
自
身
の
能
力
す
ら
を
も
自
由
に
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

の
よ
う
な
自
己
支
配
の
否
定
は
、『
矛
盾
の
体
系
』で
は
自
己
内
の
矛
盾
・

対
立
と
い
う
新
た
な
表
現
を
与
え
ら
れ
る
。
人
間
は
外
部
に
支
配
を
拡

大
す
る
以
前
に
、
そ
も
そ
も
そ
れ
自
身
が
分
裂
し
て
矛
盾
を
抱
え
た
存

在
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
が
目
指
す
べ
き
理
念
は
「
無

限
」
の
拡
大
や
支
配
で
は
な
く
、
そ
の
分
裂
し
た
感
情
や
能
力
の
「
均

衡
」
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
不
調
和
で
決
し
て
完
全
た
り
え
な
い
人
間
の
性
質
を
一

足
と
び
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
願
い
が
宗
教
の
起
源
に
あ
る
。
「
自
ら

の
諸
能
力
の
均
衡
を
見
い
だ
す
こ
と
に
絶
望
し
た
人
間
は
」
、
宗
教
に

よ
っ
て
「
い
わ
ば
自
ら
の
外
に
飛
び
出
し
、
無
限
の
う
ち
に
こ
の
至
高

の
調
和
を
求
め
る
。
こ
の
調
和
の
実
現
は
彼
に
と
っ
て
、
最
高
度
の
理

性
、
力
、
幸
福
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
条
件
を
否
定
す
る
意

味
で
、
宗
教
は
「
社
会
に
対
す
る
冒
涜
」
で
あ
る
（SC

E
 I 346

）
。

　

こ
こ
で
、
神
の
属
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
不
変
」
や
「
絶
対
」
は

ま
さ
に
私
的
所
有
が
想
定
す
る
人
間
の
特
性
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
確
認

し
て
お
こ
う
。
神
の
ご
と
き
人
間
が
物
を
絶
対
的
に
支
配
す
る
の
が
私

的
所
有
の
思
想
で
あ
っ
た
。
神
に
比
せ
ら
れ
る
絶
対
的
・
至
高
的
存
在

と
し
て
の
所
有
的
個
人
か
ら
な
る
秩
序
の
可
能
性
を
プ
ル
ー
ド
ン
は
否

定
す
る
。
他
方
、
あ
た
か
も
共
産
主
義
が
私
的
所
有
の
拡
大
で
あ
る
の

と
同
様
に
、
無
矛
盾
的
な
人
類
と
し
て
の
連
帯
は
絶
対
的
自
己
の
単
な

る
拡
大
で
し
か
な
い
。
小
さ
な
自
己
が
巨
大
な
（
「
無
限
」
の
）
自
己
へ

同
一
化
す
る
こ
と
で
自
ら
を
崇
拝
す
る
と
い
う
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
構
造

に
対
し
て
、
分
裂
し
た
諸
存
在
か
ら
な
る
均
衡
の
理
念
が
提
示
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
存
在
の
不
調
和
は
前
提
で
あ
り
、
そ
の
条
件
を
超
克
す
る
こ

と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
て
均
衡
の
理
念
は
、
彼
の
秩
序
観
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
な

る
。
そ
の
根
本
的
発
想
は
、
不
調
和
で
分
裂
し
矛
盾
し
た
存
在
を
前
提

に
、
そ
れ
ら
の
矛
盾
や
対
立
を
抹
消
す
る
こ
と
な
く
あ
る
仕
方
で
の
秩

序
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
均
衡
は

彼
独
自
の
社
会
科
学
の
方
法
論
を
通
じ
て
追
求
さ
れ
る
。
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三　
「
セ
リ
ー
」
と
「
均
衡
」

　

「
均
衡
（équilibre

）
」
は
彼
の
思
想
に
頻
出
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一

つ
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
に
お
い
て
も
つ
意
味

は
さ
ほ
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
、
や
や
皮
相
な
次
元
で
次
の
点

は
容
易
に
指
摘
し
う
る
。
一
般
に
、
均
衡
と
い
う
語
は
二
者
以
上
の
異

質
な
要
素
か
ら
な
る
あ
る
一
定
の
平
衡
状
態
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
し
て
、

異
質
な
要
素
が
そ
の
異
質
性
を
保
ち
つ
つ
秩
序
に
至
る
と
い
う
こ
の
イ

メ
ー
ジ
は
た
し
か
に
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
秩
序
観
を
漠
然
と
な
が
ら
表
し

て
い
る
。

　

た
だ
し
彼
の
均
衡
概
念
は
よ
り
具
体
的
に
規
定
さ
れ
た
内
実
を
持
っ

て
お
り
、
か
か
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
越
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
第
一
節
で
見
た
「
事
実
」
や
「
法
」
と
し
て
の
プ

ル
ー
ド
ン
の
秩
序
観
へ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
「
数
」
の
比
喩
で
あ
る
。
前

期
プ
ル
ー
ド
ン
は
、
自
身
の
秩
序
観
を
語
る
際
に
数
に
ま
つ
わ
る
語
彙

を
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
私
的
所
有
と
は
何
か
』
で
は
、

私
的
所
有
が
「
数
学
的
に
」
不
可
能
だ
と
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
。
ま

た
自
由
な
人
格
の
具
体
化
と
し
て
の
ク
ザ
ン
の
所
有
論
を
検
討
し
た
一

節
で
は
こ
う
言
わ
れ
る
。
ク
ザ
ン
が
私
的
所
有
の
基
礎
と
す
る
意
志
の

自
由
は
、
な
る
ほ
ど
「
無
限
な
領
域
」
に
お
い
て
は
自
分
自
身
の
内
的

な
限
界
に
し
か
出
会
わ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
「
有
限
な
領
域
で
は
そ
れ

ら
の
自
由
が
占
め
る
空
間
と
そ
れ
ら
の
自
由
の
数
と
の
数
学
的
関
係
に

よ
っ
て
こ
の
能
力
は
規
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
（Q

P 175-176, 

九
三
）
。
同

種
の
比
喩
は
、
彼
の
事
実
上
の
第
一
著
作
で
あ
る
『
日
曜
祝
祭
論
』
に

て
す
で
に
確
認
さ
れ
る
。
本
書
で
は
モ
ー
ゼ
を
頂
く
ユ
ダ
ヤ
共
同
体
が

特
権
的
な
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
六
日
間
の
労
働
と
そ
の

の
ち
に
得
ら
れ
る
一
日
の
安
息
と
い
う
制
度
は
「
事
物
の
数
的
な
均
衡
」

を
実
現
し
て
い
る
（C

D
 81-82

）
。

　

プ
ル
ー
ド
ン
が
数
学
に
つ
い
て
特
段
の
知
見
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
し
、
た
と
え
ば
フ
ー
リ
エ
の
叙
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
数
に
関
す
る

偏
執
的
な
描
写
が
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

数
に
託
さ
れ
た
秩
序
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
あ
る
多
数
の
要
素
を
何
ら
か
の

原
理
に
よ
っ
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
状
態
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
な

お
か
つ
そ
の
原
理
が
人
間
の
恣
意
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
数
と
い
う
原
理
へ
の
着
目
は
、
一
方
で
教
権
を
代
表
と
す
る
外
的

権
威
へ
の
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
そ
の
も
の
の
権
威
を
も
挫
く

も
の
で
あ
っ
た
。
「
神
の
恣
意
的
で
幻
想
的
な
観
念
」
に
よ
っ
て
「
理

性
と
意
識
」
が
抑
圧
さ
れ
て
い
た
旧
来
の
知
に
対
し
て
、
「
新
し
い
哲

学
は
方
法
を
逆
転
さ
せ
、
神
の
権
威
を
人
間
の
権
威
と
同
時
に
破
壊
す

る
」
（SC

E
 I 53

）
。
彼
の
言
う
「
新
し
い
哲
学
」
は
、
神
と
い
う
原
理

を
批
判
し
つ
つ
、
同
時
に
神
に
人
間
が
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
も
否
定

す
る
。
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こ
れ
ら
の
特
徴
は
私
的
所
有
論
ほ
か
で
示
さ
れ
た
「
正
義
」
と
も
軌

を
一
に
す
る
。
「
正
義
と
合
法
性
は
、
数
学
的
真
理
と
同
じ
く
ら
い
、

わ
れ
わ
れ
の
同
意
か
ら
独
立
し
た
二
つ
の
事
物
で
あ
る
」
（C

D
 45

）
。

　

数
が
世
界
を
統
治
す
る
。
こ
の
格
言
は
星
や
分
子
の
世
界
と
同
じ

く
、
道
徳
的
・
政
治
的
世
界
に
お
い
て
も
真
で
あ
る
。
法
の
基
本
原

理
は
代
数
学
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
立
法
と
統
治
は
、
分
類
し
て

諸
力
に
均
衡
を
も
た
ら
す
術
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
法
実
践
の

全
体
が
算
術
の
規
則
の
う
ち
に
あ
る
。 

（Q
P 242, 

一
七
四
）

　

こ
う
し
た
「
数
的
な
均
衡
」
・
「
数
学
的
関
係
」
と
し
て
社
会
秩
序
を

捉
え
る
視
点
は
、
現
存
社
会
や
同
時
代
の
論
者
に
対
す
る
批
判
を
基
調

と
す
る
私
的
所
有
の
『
メ
モ
ワ
ー
ル
』
よ
り
も
、
そ
れ
に
続
く
『
人
類

に
お
け
る
秩
序
の
創
造
』
（
一
八
四
三
年
、
以
下
『
秩
序
の
創
造
』
）
で
積

極
的
に
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
提
起
さ
れ
る
の
が
、
ま
さ
に
「
諸
々
の

力
を
分
類
し
均
衡
さ
せ
る
術
」
と
し
て
の
セ
リ
ー
論
で
あ
る
。

　

「
セ
リ
ー
〔
系
列
〕
（série

）
」
と
は
、
彼
が
『
秩
序
の
創
造
』
に
お
い

て
、
社
会
の
み
な
ら
ず
世
界
総
体
の
秩
序
を
探
究
す
る
た
め
の
方
法
論

と
し
て
提
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
が
提
起
さ
れ
る
背
景
に

は
少
な
く
と
も
三
つ
の
文
脈
が
あ
る
。
第
一
に
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル

の
弁
証
法

）
19
（

、
第
二
に
当
時
の
生
物
学
の
知
見
、
そ
し
て
第
三
に
、
フ
ー

リ
エ
の
セ
リ
ー
論
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
通
じ
て
プ
ル
ー
ド
ン
が
考
え
て
い
た
の
は
、
簡
単
に
い
え

ば
秩
序
を
等
質
的
・
一
元
的
な
も
の
で
は
な
く
複
雑
な
も
の
と
し
て
、

そ
の
複
雑
さ
が
も
た
ら
す
意
味
と
と
も
に
描
き
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

複
雑
さ
と
は
、
多
数
の
要
素
に
よ
り
「
構
成
さ
れ
た
（com

posé

）
」
こ

と
を
意
味
す
る

）
20
（

。
彼
自
身
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
セ
リ
ー
と
は 

「
何
ら
か

の
理
性
（raison

）
な
い
し
法
（loi

）
に
し
た
が
っ
て
配
置
さ
れ
た
要

素
か
ら
構
成
さ
れ
た
全
体
」（C

O
 274

）
で
あ
る
。
各
々
の
セ
リ
ー
に
は
、

「
観
点
（point de vue

）
」
、
「
素
材
（m

atière

）
」
な
い
し
「
構
成
単
位

（unité

）
」
、
そ
し
て
そ
れ
ら
構
成
単
位
を
節
合
す
る
「
理
性
（raison

）
」

な
い
し
「
関
係
（rappor

）
21
（t

）
」
（C

O
 234

）
と
い
う
三
つ
の
次
元
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
セ
リ
ー
概
念
を
も
ち
い
て
秩
序
を
描
写
す
る
こ
と
は
、

漠
然
た
る
総
体
を
構
成
単
位
へ
と
分
解
し
、
そ
の
う
え
で
、
あ
る
観
点

に
基
づ
い
て
構
成
単
位
間
に
存
在
す
る
関
係
を
見
い
だ
し
、
あ
ら
た
め

て
秩
序
を
再
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
。
多
数
性
へ
の
分
解
は
、
分
解
で

得
ら
れ
た
諸
要
素
に
よ
る
再
構
成
と
相
即
で
あ
る
。
「
セ
リ
ー
を
発
見

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
数
性
の
う
ち
に
統
一
を
、
分
化
の
う
ち
に
総

合
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る 

」
（C

O
 192

）
。

　

こ
の
セ
リ
ー
論
の
含
意
は
い
か
な
る
点
に
求
め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
方
法
論
的
に
は
こ
の
立
場
は
、
実
体
で
は
な
く
関
係
に
立
脚
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
「
孤
立
し
た
要
素
は
知
覚
不
可
能
で

あ
り
、
要
素
は
セ
リ
ー
に
よ
っ
て
し
か
理
解
で
き
な
い
。
同
じ
く
真
理

は
、
そ
の
真
理
が
属
す
る
理
念
の
秩
序
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
き
に
の
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み
現
れ
る

）
22
（

」
。
あ
る
要
素
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も

そ
れ
が
属
す
る
関
係
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、

あ
る
構
成
要
素
の
性
質
や
意
義
は
そ
れ
自
体
と
し
て
決
ま
る
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
が
置
か
れ
る
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
よ
っ

て
あ
る
関
係
の
も
と
で
悪
を
も
た
ら
す
か
に
見
え
る
構
成
要
素
も
、
別

の
関
係
の
も
と
で
は
ま
っ
た
く
違
う
帰
結
を
生
み
う
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
関
係
性
へ
の
着
目
は
す
で
に
コ
ン
ト
に
も
み
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
プ
ル
ー
ド
ン
独
自
の
論
点
で
は
な
い

）
23
（

。
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
は
、
複
雑
な
秩
序
に
お
い
て
は
新
た
な
関
係
・
組
み
合
わ

せ
を
生
み
出
す
「
観
点
」
が
無
限
に
多
様
で
あ
り
う
る
点
で
あ
る
。

　

い
か
な
る
側
面
か
ら
自
然
を
考
察
し
よ
う
と
も
、
自
然
は
セ
リ
ー

化
（sériation

）
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
事
物
は
わ
れ
わ
れ
の
目
に
、

観
点
と
同
じ
だ
け
の
様
々
に
異
な
っ
た
セ
リ
ー
を
差
し
出
す
。
わ
れ

わ
れ
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
採
用
す
る
よ
う
に
考
え
を
ま
と
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
か
と
い
っ
て
他
の
観
点
が
排
除
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
比
較
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（C
O

 234

）

　

あ
る
一
定
の
複
雑
さ
を
も
つ
総
体
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
既
存
の
も

の
と
は
別
の
仕
方
で
、
し
か
も
諸
要
素
の
自
由
な
運
動
を
抑
圧
し
た
り

制
限
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
節
合
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
よ
っ
て

プ
ル
ー
ド
ン
は
次
の
よ
う
に
秩
序
を
定
義
す
る
。
「
セ
リ
ー
化
さ
れ
た
、

あ
る
い
は
調
和
の
と
れ
た
配
置
す
べ
て
を
私
は
秩
序

0

0

と
呼
ぶ
。
秩
序
は

必
然
的
に
分
化
・
区
別
・
差
異
を
前
提
と
す
る
」
（C

O
 33

）
。
そ
れ
に

対
し
て
、
も
し
も
世
界
が
「
同
質
的
で
同
一
で
未
分
化
の
全
体
」
に
す

ぎ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
混
沌

0

0

（un chaos

）
」
と
呼
ば
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
（C

O
 41

）
。

　

し
か
も
、
セ
リ
ー
が
想
定
す
る
複
雑
さ
は
対
立
・
衝
突
す
ら
も
排
除

し
な
い
（
む
し
ろ
対
立
や
衝
突
は
プ
ル
ー
ド
ン
が
好
ん
で
言
及
す
る
関
係
の

様
相
で
あ
る
）
。
よ
っ
て
世
界
全
体
が
セ
リ
ー
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
想

定
は
、
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
対
立
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
含
意

を
も
も
つ

）
24
（

。

　

し
た
が
っ
て
セ
リ
ー
論
の
眼
目
は
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。
多
様
化
・

差
異
化
・
複
雑
化
、
そ
し
て
と
き
に
は
対
立
す
ら
も
が
積
極
的
に
推
奨

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
未
分
化
な
総
体
の
う

ち
に
区
別
と
分
化
が
現
れ
、
新
た
な
組
み
合
わ
せ
、
新
た
な
秩
序
が
可

能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
対
立
や
衝
突
は
た
と
え
現
状
で
「
不
都
合
」

や
「
悪
」
を
も
た
ら
す
か
に
見
え
て
も
、
そ
れ
ら
こ
そ
が
セ
リ
ー
の
完

成
や
均
衡
の
実
現
と
し
て
の
「
進
歩
」
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る

）
25
（

。
よ
っ

て
対
立
や
衝
突
は
秩
序
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
秩
序
の
条

件
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
同
質
性
こ
そ
が
混
沌
・
無
秩
序
で
あ

る
。
こ
の
発
想
か
ら
す
れ
ば
共
産
主
義
が
否
定
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
ろ

う
。
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一
八
四
三
年
段
階
の
プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て
、
秩
序
を
発
見
す
べ
き

科
学
の
モ
デ
ル
と
は
以
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
対
立
を
も
含
み

こ
ん
だ
世
界
の
複
雑
さ
と
多
様
さ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
セ
リ
ー
論
の
意

図
は
、
既
述
し
た
ド
イ
ツ
の
思
想
家
と
の
邂
逅
の
の
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的

弁
証
法
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
の

は
『
矛
盾
の
体
系
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
と
い

う
対
立
的
二
項
関
係
へ
の
関
心
が
前
景
に
せ
り
だ
し
、
セ
リ
ー
論
に
見

ら
れ
る
二
項
関
係
に
も
三
項
関
係
に
も
還
元
さ
れ
な
い
多
数
性
を
捉
え

る
視
角
は
む
し
ろ
後
退
し
て
し
ま
う
。
本
稿
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
弁
証

法
に
は
解
消
さ
れ
な
い
セ
リ
ー
論
独
自
の
意
義
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し

て
お
き
た
い
。

　

本
論
の
最
後
に
、
セ
リ
ー
の
概
念
を
プ
ル
ー
ド
ン
に
示
唆
し
た
フ
ー

リ
エ
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
私
的
所
有
や
家
族
関
係
な

ど
個
別
の
点
に
つ
い
て
プ
ル
ー
ド
ン
と
フ
ー
リ
エ
は
思
想
を
異
に
す
る

一
方
、
彼
は
「
セ
リ
ー
の
法
則
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
フ
ー
リ
エ
で
あ
っ

た
」
（C

O
 166

）
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
し
か
に
上
記
の
セ
リ
ー
論

の
発
想
は
、
フ
ー
リ
エ
と
も
非
常
に
近
い
点
を
も
っ
て
い
た

）
26
（

。
実
際
に

も
プ
ル
ー
ド
ン
は
植
字
工
と
し
て
フ
ー
リ
エ
『
産
業
的
協
同
社
会
的
新

世
界
』
（
一
八
二
九
年
）
の
校
正
に
携
わ
り
、
そ
の
結
果
「
丸
六
週
間
、

私
は
こ
の
奇
妙
な
天
才
の
と
り
こ
と
な
っ
た
」
（A

P 247

）
。

　

『
産
業
的
協
同
社
会
的
新
世
界
』
の
序
文
で
フ
ー
リ
エ
は
、
「
道
徳
」

を
も
っ
て
「
情
念
」
を
抑
制
し
よ
う
と
い
う
「
学
者
」
た
ち
の
論
理
を

批
判
し
て
言
う
。
「
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
衝
動
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

ら
に
一
人
一
人
身
を
任
せ
る
な
ら
わ
れ
わ
れ
を
悪
に
し
か
導
か
な
い
。

だ
が
家
族
や
孤
立
し
た
個
人
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
協
同
社
会
と
し
て

（sociétairem
ent

）
結
合
し
た
お
よ
そ
二
千
人
の
集
団
に
お
い
て
、
そ

れ
ら
の
働
き
を
計
算
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る

）
27
（

」
。
あ
る
一
定
の
関
係

の
も
と
に
置
く
こ
と
で
、
諸
情
念
を
抑
圧
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら

引
き
出
さ
れ
る
悪
だ
け
を
抹
消
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
構
成
要
素

（
こ
こ
で
は
衝
動
・
情
念
）
の
も
つ
意
義
は
あ
く
ま
で
関
係
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
既
存
の
関
係
で
は
悪
を
も
た
ら
す
情
念
も
、
あ

る
別
の
組
み
合
わ
せ
の
も
と
に
置
か
れ
る
こ
と
で
別
の
帰
結
を
も
た
ら

し
う
る
。
こ
れ
が
両
者
の
セ
リ
ー
論
の
根
本
的
な
発
想
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
他
方
で
、
両
者
の
相
違
も
ま
た
明
ら
か
だ
。
フ
ー
リ
エ
の
思
想

体
系
に
お
い
て
秩
序
は
す
で
に
完
成
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
言
う
「
調
和
」

に
は
理
論
的
に
進
歩
・
完
成
の
余
地
は
な
い
。
彼
が
思
想
の
モ
デ
ル
と

す
る
万
有
引
力
に
も
と
づ
く
天
体
運
動
の
ご
と
く
、
「
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
」

の
秩
序
は
不
動
で
あ
る
。
他
方
で
プ
ル
ー
ド
ン
の
均
衡
は
暫
定
的
で
不

安
定
な
も
の
で
し
か
な
く
、
つ
ね
に
再
検
討
の
余
地
を
残
す
。

　

事
物
の
現
実
に
お
い
て
は
、
〔
セ
リ
ー
を
律
す
る
〕
理
性
が
完
全
な

安
定
性
に
出
会
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
も
っ
と
も
平
ら
な
面
も
、

顕
微
鏡
で
見
る
な
ら
ば
、
穴
や
こ
ぶ
が
見
え
る
。
も
っ
と
も
ま
っ
す

ぐ
な
直
線
も
、
つ
ね
に
や
や
曲
が
っ
て
い
る
。〔
…
〕
い
か
な
る
セ
リ
ー
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も
混
乱
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
セ
リ
ー
の
完
成
は
人
間
も
自

然
も
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
理
論
が
前
提
す
る
、
前
提
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
想
で
あ
る
。 

（C
O

 192

）

　

「
顕
微
鏡
」
の
比
喩
は
示
唆
的
で
あ
る
。
新
た
な
「
観
点
」
の
登
場

に
応
じ
て
つ
ね
に
セ
リ
ー
は
異
な
る
様
相
・
異
な
る
節
合
の
あ
り
方
を

呈
す
る
。
科
学
は
「
つ
ね
に
新
た
な
研
究
の
領
野
を
残
し
、
た
え
ず
再

生
す
る
問
題
に
よ
っ
て
精
神
を
刺
激
す
る
」
。
こ
う
し
て
彼
は
フ
ー
リ

エ
主
義
の
非
歴
史
的
性
格
を
批
判
し
、
そ
れ
に
社
会
組
織
の
分
析
を
対

置
す
る
（C

O
 168, A

P 214-215, 220
）
。
セ
リ
ー
は
決
し
て
完
成
し
え
ず
、

セ
リ
ー
と
は
つ
ね
に
セ
リ
ー
化
の
運
動
で
あ
る

）
28
（

。

結　

論

　

本
稿
の
出
発
点
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
所
有
論
に
見
ら
れ
る
人
間
の
絶

対
性
・
至
高
性
の
批
判
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
方
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
論
に
見
ら
れ
る
無
限
の
自
己
拡
大
へ
の
批
判
に
つ
な
が
り
、
他
方
で

は
無
限
や
絶
対
に
代
わ
る
理
念
と
し
て
の
均
衡
、
さ
ら
に
は
そ
の
均
衡

を
発
見
す
べ
き
方
法
と
し
て
の
セ
リ
ー
論
に
至
る
。
こ
の
よ
う
に
所
有

論
に
着
目
す
る
こ
と
で
前
期
プ
ル
ー
ド
ン
の
主
要
な
論
点
を
再
構
成
し

た
こ
と
で
本
稿
の
目
的
は
果
た
さ
れ
た
が
、
た
だ
し
こ
こ
に
は
一
つ
の

問
題
が
残
っ
て
い
る
。
人
間
の
恣
意
を
越
え
る
絶
対
的
な
「
法
」
や
「
事

実
」
が
強
調
さ
れ
る
一
方
、
彼
の
セ
リ
ー
論
は
一
見
す
れ
ば
い
か
に
も

主
観
主
義
的
・
相
対
主
義
的
で
あ
る

）
29
（

。
こ
の
二
つ
の
点
は
充
分
に
首
尾

一
貫
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
前
期
思
想
の
再
構
成
と
い
う
本
稿

の
目
的
の
み
な
ら
ず
、
前
期
思
想
を
後
期
と
の
関
連
で
理
解
す
る
た
め

に
も
、
最
後
に
論
じ
て
お
く
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
絶
対
的
な
法
に
は
漸
近
的
に
し
か
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
た
め
の
方
法
が
セ
リ
ー
で
あ
る
と
い
う
整
理
が
可
能
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
そ
の
暫
定
的
な
秩
序
と
し
て
の
セ
リ
ー
を
可
能
に
す
る
の
が
「
観

点
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
観
点
」
は
、
個
人
の
恣
意
や
思
い
つ

き
と
は
異
な
る
仕
方
で
ど
の
よ
う
に
し
て
提
起
さ
れ
る
か
、
と
い
う
点

が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
が
も
っ
と
も
集
中
的
に
検
討
さ
れ
る
の
は
、
後
年
の
著
作
『
革

命
に
お
け
る
正
義
と
教
会
に
お
け
る
正
義
』
（
一
八
五
八
年
）
、
な
ら
び

に
そ
の
第
二
版
序
文
「
人
民
の
哲
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
（
一
八
六
〇
年
）

だ
ろ
う
。
こ
こ
で
行
わ
れ
る
の
は
、
秩
序
を
発
見
す
べ
き
「
理
性
」
、

と
り
わ
け
「
集
合
理
性
」
（
あ
る
い
は
「
公
共
理
性
」
）
の
問
い
直
し
で
あ

る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
所
有
論
・

セ
リ
ー
論
と
後
期
の
集
合
理
性
論
と
の
深
い
関
連
性
を
指
摘
す
る
に
と

ど
め
、
仔
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
そ
の
道
筋
を
素
描
す
る
な
ら
ば

）
30
（

、
彼

に
と
っ
て
法
を
発
見
す
べ
き
理
性
は
あ
る
資
質
を
備
え
た
少
数
者
が
独

占
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
秩
序
の
（
前
期
の
用
語
で
い
え
ば
「
観
点
」
の
）

発
見
は
そ
も
そ
も
個
人
の
独
創
で
は
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、
産
業
社
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会
の
現
実
を
「
反
省
」
に
よ
っ
て
と
ら
え
返
す
こ
と
で
な
さ
れ
る
。
そ

の
現
実
と
は
分
業
や
交
易
と
い
う
人
間
ど
う
し
の
関
係
で
あ
る
と
同
時

に
、
人
と
自
然
の
関
係
で
も
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
反
省
は
個
人
的
な

営
為
で
あ
る
以
上
に
、
集
合
理
性
の
醸
成
と
し
て
な
さ
れ
る
。
「
事
物

の
理
性
の
発
見
」
と
い
う
セ
リ
ー
論
の
主
題
を
「
哲
学
」
の
任
務
と
す

る
な
ら
、
い
ま
や
人
民
こ
そ
が
哲
学
の
主
体
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（JR

E
, 

I 189-190

）
。
か
か
る
人
民
の
集
合
理
性
こ
そ
が
、
私
的
所
有
権
の
体

制
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
産
業
社
会
の
現
実
（
「
事
実
」
）
を
う
か
び
あ
が

ら
せ
、
法
権
利
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。

 

（
か
ね
や
ま
・
じ
ゅ
ん
／
フ
ラ
ン
ス
政
治
・
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

所
有
が
導
く
問
い
の
広
が
り
を
示
す
邦
語
で
の
代
表
的
研
究
と
し
て
、
立

岩
真
也
『
私
的
所
有
論　

第
2
版
』
生
活
書
院
、
二
〇
一
三
年
が
あ
る
。

（
2
） 

プ
ル
ー
ド
ン
の
所
有
論
に
関
す
る
研
究
は
ベ
ル
ト
ー
の
も
の
を
嚆
矢
と
す

る
が
（A

im
é B

erthod, P.-J. Proudhon et la propriété: un socialism
e 

pour les paysans, Paris, V. G
iard &

 E
. B

rière, 1910

）
、
そ
の
後
の
研

究
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
重
要
な
も
の
と
し
て
以
下
が
あ
る
。A

ntonio 
Zanfarino, « La proprieta nel pensiero di Proudhon », Q

uaderni 

F
iorentini, 1976-77. C

hantal G
aillard, Proudhon et la propriété, 

Les travaux de l’A
telier Proudhon 1, Paris, E

H
E

SS, 1986. M
ikhaïl 

X
ifaras, « Y

 a-t-il une théorie de la propriété chez Pierre-Joseph 
Proudhon », C

orpus, n. 47, 2004. C
hantal G

aillard et T
hierry 

M
enuelle, «  P

ropriété », D
ictionnaire Proudhon, B

ruxelles, 
A

den, 2011. 

な
か
で
も
経
済
理
論
と
し
て
の
評
価
は
ベ
ル
ト
ー
が
、
法

理
論
と
し
て
の
評
価
は
ザ
ン
フ
ァ
リ
ー
ノ
、
ク
シ
フ
ァ
ラ
ス
が
行
っ
て
い

る
。

（
3
） Donald K

elly and B
onnie G

. Sm
ith, “W

hat w
as property? Legal 

dim
ensions of the social question in F

rance 

（1789-1848

）, ” 
Proceedings of the A

m
erican philosophical society, vol. 128, no. 3, 

1984, p. 200.

（
4
） Adolphe T

hiers, D
e la propriété, Paris, Paulin, Lheureux, et C

ie, 
1848, pp. 28f.

（
5
） 

マ
ル
セ
ル
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
版
全
集
（Œ

uvres com
plètes de P.-J. 

Proudhon, sous la direction de C
. B

ouglé et H
. M

oysset, Paris, 
M

. R
ivière, 1923-59

）
に
収
め
ら
れ
た
プ
ル
ー
ド
ン
の
著
作
か
ら
の
引

用
は
次
の
略
号
で
指
示
し
、
邦
訳
が
存
在
す
る
場
合
は
そ
の
頁
数
を
も
併

記
す
る
。

C
D

 – D
e la célébration du dim

anche

Q
P – Q

u’est-ce que la propriété

（
「
所
有
と
は
何
か
」
長
谷
川
進
訳
『
プ

ル
ー
ド
ン　

Ⅲ
』
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
）.

D
M

 – D
euxièm

e m
ém

oire sur la propriété

A
P – A

vertissem
ent aux propriétaires

C
O

 – C
réation de l’ordre dans l’hum

anité

SC
E

 – Systèm
e des contradictions économ

iques ou Philosophie de 

la m
isère

（
本
稿
の
執
筆
時
に
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一

四
年
一
〇
、
一
一
月
に
平
凡
社
よ
り
斉
藤
悦
則
訳
『
貧
困
の
哲
学
』

が
出
版
さ
れ
た
）

JR
E

 – Justice dans la révolution et dans l’église

（
6
） Berthod, ibid., pp. 49-52, G

aillard et M
enuelle, ibid., pp. 401f.

（
7
） Xifaras, ibid., p. 242.

（
8
） 
作
田
啓
一
「
プ
ル
ー
ド
ン
の
社
会
理
論
」
河
野
健
二
（
編
）
『
プ
ル
ー
ド

ン
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
四
三
頁
。
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（
9
） 

プ
ル
ー
ド
ン
の
法
思
想
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
体
系
的
な
検
討
と
し
て
、

以

下

を

参

照
。A

nne-Sophie C
ham

bost, Proudhon et la norm
e: 

pensée juridique d’un anarchiste, R
ennes: Presses universitaires 

R
ennes, 2004.

（
10
） Georges G

urvitch, L’idée du droit social, Paris, Sirey, 1932.

（
11
） Georges N

avet, «  R
aison », D

ictionnaire Proudhon, p. 417.

（
12
） 

た
と
え
ば
、
佐
藤
茂
行
『
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
』
木
鐸
社
、
一
九
七
五
年
、

六
三
頁
。

（
13
） Victor C

ousin, C
ours d’histoire de la philosophie m

orale, Œ
uvres 

de V
ictor C

ousin, tom
e 2, B

ruxelles, Société belge de librairie, 
1841, p. 388.

（
14
） 

村
松
正
隆
「
国
家
・
教
育
・
哲
学
の
三
位
一
体
―
―
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ク

ザ
ン
の
哲
学
を
め
ぐ
っ
て
」
『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究
』
第
五
号
、

二
〇
〇
〇
年
、
五
六
頁
。

（
15
） 

た
と
え
ば
、
中
西
洋
『
〈
自
由
・
平
等
〉
と
〈
友
愛
〉
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
四
年
、
一
二
二
、
一
三
九
頁
。

（
16
） 

遺
稿
『
所
有
の
理
論
』
の
中
心
的
な
問
い
も
こ
の
点
に
関
わ
る
（Proudhon, 

T
héorie de la propriété, 1866, Paris, Librairie internationale, p. 

190

）
。

（
17
） Georges G

urvitch, D
ialectique et sociologie, Paris, Flam

m
arion, 

1962, pp. 135f.

（
18
） 

以
上
は
あ
く
ま
で
プ
ル
ー
ド
ン
に
よ
る
把
握
で
あ
り
、
そ
れ
が
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
理
解
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
正
当
で
あ
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
本

稿
の
関
心
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
を
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
、
そ
れ
が
彼
の
思
想
を
い
か
に
発
展
さ
せ
た
か
に
あ
る
。

（
19
） 

プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
に
お
け
る
弁
証
法
の
意
義
に
つ
い
て
は
、G

eorges 
G

urvitch
, ibid., F

aw
zia T

obgui, « D
ialectique 

（Série

） », 
D

ictionnaire Proudhon.

（
20
） Célestin B

ouglé, La sociologie de P
roudhon, P

aris, A
rm

and 
C

olin, 1911, pp. 100f.

（
21
） raison

とrapport

は
と
も
に
「
比
率
」
な
い
し
「
割
合
」
と
訳
す
こ
と

も
可
能
で
あ
り
、
数
的
な
「
均
衡
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
こ
こ
で
も
明
ら
か

で
あ
る
。

（
22
） Proudhon, C

arnets I, Paris, M
. R

ivière, pp. 32f.

（
23
） Pierre M

acherey, É
tudes de philosophie « française » : de Sieyès à 

B
arni, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 330.

（
24
） Tobgui, « D

ialectique 

（Série

） », pp. 156f.

（
25
） Proudhon, C

arnets I, p. 39.

（
26
） 

フ
ー
リ
エ
と
プ
ル
ー
ド
ン
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。Jean-Paul 

T
hom

as, Proudhon, lecteur de F
ourier, Les T

ravaux de l’A
telier 

Proudhon 3, Paris, E
H

E
SS, 1986.

（
27
） Charles Fourier, Le N

ouveau m
onde industriel et sociétaire, Paris, 

B
ossange père, 1829, pp. 30-31

（
「
産
業
的
協
同
社
会
的
新
世
界
」
田

中
正
人
訳
『
世
界
の
名
著
42
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
、
四
六
九
頁
）.

（
28
） 

プ
ル
ー
ド
ン
の
秩
序
観
に
つ
い
て
、
邦
語
で
は
し
ば
し
ば
「
現
実
の
社
会
」

と
「
公
認
の
社
会
」
の
二
分
法
が
そ
の
本
質
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
そ

の
代
表
例
と
し
て
、
作
田
、
前
掲
論
文
）
。
こ
の
把
握
と
セ
リ
ー
論
の
重

要
な
相
違
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
現
実
の
社
会
と
は
「
生
き

た
社
会
で
あ
り
、
絶
対
的
で
不
変
の
法
に
従
っ
て
発
展
す
る
社
会
」
で
あ

る
一
方
、
私
的
所
有
を
中
心
と
す
る
公
認
の
社
会
は
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
る
「
束
の
間
の
腐
敗
し
た
か
さ
ぶ
た
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
る

（Proudhon, C
arnets II, p. 272

）
。
自
発
的
に
発
展
す
る
力
と
、
そ
の

発
展
を
妨
げ
つ
つ
そ
こ
に
寄
生
す
る
も
の
、
と
い
う
対
比
は
い
か
に
も
疎

外
論
的
で
あ
る
（
伊
多
波
宗
周
「
プ
ル
ー
ド
ン
思
想
の
展
開
に
お
け
る
二

月
革
命
期
の
実
践
的
思
考
の
意
義
に
つ
い
て
」
『
神
戸
夙
川
学
院
大
学
紀

要
』
第
三
号
、
二
〇
一
二
年
、
九
一
頁
）
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
秩
序
が
「
観
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点
」
に
応
じ
て
多
様
な
姿
を
見
せ
る
と
考
え
る
セ
リ
ー
論
と
は
明
ら
か
に

異
質
で
あ
る
。
第
二
に
こ
の
発
想
は
、
悪
や
矛
盾
の
剔
出
そ
れ
自
体
が
理

想
社
会
の
実
現
を
必
然
的
に
も
た
ら
す
と
い
う
、
四
八
年
前
後
の
プ
ル
ー

ド
ン
の
「
極
端
な
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
」（M

acherey, ibid., p. 348

）
に
依
っ

て
い
る
。
セ
リ
ー
論
に
お
い
て
社
会
進
歩
は
諸
要
素
の
新
た
な
組
み
合
わ

せ
を
試
行
錯
誤
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
楽
観
論
は

共
有
さ
れ
て
い
な
い
。

（
29
） Macherey, ibid., p. 334.

（
30
） こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
以
下
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

C
ham

bost, ibid., G
eorges N

avet, « R
aison », « Science », 

D
ictionnaire Proudhon.

キ
ー
ワ
ー
ド
：
プ
ル
ー
ド
ン
、
所
有
、
占
有
、
連
帯
、
人
類
、
フ
ー
リ
エ
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は
じ
め
に

　

マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
民
族
問
題
論
・
民
族
政
策
論
、
い
わ
ゆ
る
「
マ

ル
ク
ス
主
義
民
族
理
論
」
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
研
究
の

枠
組
み
や
民
族
問
題
一
般
へ
の
関
心
か
ら
こ
れ
ま
で
に
多
く
が
論
じ
ら

れ
、
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
、

レ
ン
ナ
ー
、
バ
ウ
ア
ー
な
ど
、
代
表
的
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
の
内
容

や
思
想
的
射
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た

）
1
（

。
そ
う
し
た
中
、
空
白
の
ま

ま
残
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
と
し
て
、
「
文
化
的
民
族
自
治
」
の
綱
領
を

掲
げ
て
レ
ー
ニ
ン
と
対
決
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
ブ
ン
ド
の
問
題
が
あ
る
。「
在

リ
ト
ア
ニ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ロ
シ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
総
同
盟
」

通
称
「
ブ
ン
ド
」
は
、
一
八
九
八
年
の
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
の
設

立
大
会
を
用
意
す
る
な
ど
、
ロ
シ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
民
族
問
題
を
め
ぐ
る
レ
ー
ニ
ン
の
最
初
の

論
考
が
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
の
組
織
体
制
を
め
ぐ
る
ブ
ン
ド
と
の

対
決
を
契
機
に
書
か
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る

）
2
（

。
そ
の
後
、
政
治
的
・

国
家
的
分
離
権
と
し
て
の
民
族
自
決
権
論
の
定
式
化
に
至
る
ま
で
、
ブ

ン
ド
の
問
題
は
、
レ
ー
ニ
ン
民
族
理
論
の
発
展
に
直
接
、
間
接
の
影
響

を
与
え
た
。

　

本
稿
は
、
民
族
問
題
を
め
ぐ
る
ブ
ン
ド
の
諸
論
考
を
読
み
解
き
、
ブ

ン
ド
と
レ
ー
ニ
ン
お
よ
び
そ
の
支
持
者
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
議
論
の

中
で
の
ブ
ン
ド
の
主
張
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
ブ
ン
ド
の
議
論
を
見
る
こ
と
は
、
民
族
と
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の

〈
公
募
論
文
〉

民
族
の
「
自
決
」
と
は
何
か

【
ユ
ダ
ヤ
人
「
ブ
ン
ド
」
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
】

西
村
木
綿
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関
係
に
つ
い
て
、
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
民
族
理
論
や
そ
の
研
究
が
看

過
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
側
面
に
新
た
な
光
を
当
て
る
も
の
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
扱
わ
れ
て
き
た
主
要
な
論
者
が
、
社
会
的
な
階

層
分
化
を
遂
げ
、
文
化
的
に
も
支
配
的
な
位
置
に
あ
っ
た
民
族
（
ド
イ

ツ
人
、
ロ
シ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
）
の
立
場
か
ら
―
―
あ
る
い
は
ス
タ
ー

リ
ン
の
よ
う
に
支
配
的
民
族
た
る
ロ
シ
ア
人
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
立
場

を
代
弁
し
て
―
―
民
族
の
問
題
を
論
じ
た
の
に
対
し
、
ブ
ン
ド
は
そ
の

い
ず
れ
の
民
族
に
比
し
て
も
社
会
的
・
文
化
的
に
非
支
配
的
な
立
場
か

ら
こ
れ
を
論
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ン
ド
の
提
起
に
は
、
支
配
的

民
族
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
議
論
を
相
対
化
す
る
契
機
が
含
ま
れ
て
い

る
。

　

ブ
ン
ド
が
投
げ
か
け
る
問
い
の
一
つ
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動

の
中
で
生
じ
た
民
族
的
な
関
心
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
民
族
的
な
関
心
と
は
、
あ
る
民
族
の
他
の
民
族

の
支
配
か
ら
の
政
治
的
・
社
会
的
な
解
放
や
、
民
族
語
・
民
族
文
化
へ

の
こ
だ
わ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
非
支
配
的
民
族
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が

示
す
民
族
的
な
関
心
は
、
支
配
的
民
族
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
か
ら
は
、

し
ば
し
ば
、
同
一
民
族
の
支
配
階
級
と
の
和
解
や
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
階
級
運
動
か
ら
の
離
反
と
し
て
、
つ
ま
り
は
、
階
級
の
立
場
に
立

つ
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
民
族
の
立
場
に
立
つ
民
族
主
義
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
）
へ
の
逸
脱
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
だ
が
、
階
級
が
未
分
化
な
、

あ
る
い
は
民
族
文
化
が
未
発
達
で
支
配
階
級
の
文
化
を
構
成
し
な
い
よ

う
な
非
支
配
的
民
族
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
民
族
の
解
放

は
下
層
階
級
集
団
の
社
会
的
解
放
と
、
民
族
語
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
民
族

文
化
の
発
展
は
そ
の
文
化
的
解
放
と
切
り
離
せ
な
い
形
で
結
び
つ
い
て

い
た
。
こ
の
立
場
の
相
違
は
、
民
族
文
化
へ
の
ブ
ン
ド
の
希
求
を
専
ら

「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
族
主
義
」
や
「
分
離
主
義
」
と
批
判
し
た
レ
ー
ニ
ン
と
、

民
族
文
化
へ
の
こ
だ
わ
り
を
階
級
運
動
の
不
可
欠
な
一
部
と
し
て
唱
え

続
け
た
ブ
ン
ド
と
の
、
噛
み
合
わ
な
い
議
論
の
中
に
表
れ
て
い
る
。
ブ

ン
ド
の
議
論
が
照
射
す
る
の
は
、
一
つ
に
は
、
非
支
配
的
民
族
の
マ
ル

ク
ス
主
義
運
動
に
お
け
る
階
級
運
動
と
民
族
運
動
と
の
不
可
分
な
結
び

つ
き
で
あ
る
。

　

ブ
ン
ド
の
議
論
が
光
を
当
て
る
も
う
一
つ
の
事
柄
は
、
第
一
・
第
二

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
綱
領
の
一
つ
を
な
し
、
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労

働
党
も
掲
げ
て
い
た
「
民
族
の
自
決
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

レ
ー
ニ
ン
は
、
一
九
一
三
年
に
こ
の
綱
領
を
「
政
治
的
自
決
と
言
う
意

味
、
す
な
わ
ち
、
分
離
し
て
独
立
国
家
を
形
成
す
る
権
利
と
い
う
意
味

以
外
に
解
釈
す
る
こ
と
は
断
じ
て
で
き
な
い

）
3
（

」
と
し
て
厳
密
に
定
義
づ

け
た
。
こ
の
レ
ー
ニ
ン
流
の
自
決
権
解
釈
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

多
民
族
国
家
の
解
体
と
十
月
革
命
の
成
功
後
、
そ
の
実
践
は
と
も
あ
れ
、

一
つ
の
民
族
に
は
一
つ
の
国
家
の
所
有
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
確
立
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
段
階
、
少
な
く
と
も

一
九
一
七
年
以
前
に
は
、
「
自
決
」
の
具
体
的
な
意
味
内
容
―
―
民
族

国
家
の
独
立
か
自
治
か
―
―
に
つ
い
て
は
一
義
的
な
共
通
理
解
が
あ
っ
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た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
様
々
な
解
釈
が
あ
り
得
た
。

　

レ
ー
ニ
ン
と
の
対
決
の
中
で
ブ
ン
ド
が
問
う
た
の
は
、こ
の
「
自
決
」

を
い
か
に
解
釈
し
、
ロ
シ
ア
の
民
族
運
動
の
中
で
渦
巻
い
て
い
た
民
族

の
希
求
を
い
か
に
調
和
的
に
実
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
自

決
権
を
政
治
的
・
国
家
的
分
離
の
権
利
と
し
て
定
式
化
す
る
際
、
レ
ー

ニ
ン
が
参
照
し
た
の
は
、
西
欧

0

0

に
お
け
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
生
成
を

民
族
国
家
形
成
に
至
る
歩
み
と
し
て
跡
づ
け
た
カ
ー
ル
・
カ
ウ
ツ
キ
ー

の
理
論
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
ブ
ン
ド
が
参
照
し
た
の
は
、
同

じ
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
理
論
の
中
で
も
、
西
欧
と
は
全
く
異
な
る
道
を
辿
っ

た
と
さ
れ
た
東
欧

0

0

の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
（
民
族
）
」
の
生
成
と
そ
の
運
動
（
民

族
運
動
）
の
活
性
化
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
っ
た

）
4
（

。
「
自
決
」
概
念
に

刻
印
さ
れ
た
西
欧
流
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
概
念
（
民
族
と
国
家
の
一
致
）

を
、
東
欧
の
非
支
配
的
民
族
の
民
族
運
動
の
実
状
（
そ
こ
で
は
「
ネ
イ
シ
ョ

ン
」
の
名
の
も
と
で
の
運
動
は
国
家
と
し
て
の
統
一
を
常
に
掲
げ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
）
に
照
ら
し
つ
つ
相
対
化
し
、
各
集
団
の
抱
く
民
族
的
な
関

心
の
衝
突
を
調
停
す
る
方
策
と
し
て
ブ
ン
ド
が
掲
げ
た
の
が
「
文
化
的

民
族
自
治
」
で
あ
っ
た
。
ブ
ン
ド
の
文
化
的
民
族
自
治
論
に
は
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
民
族
問
題
に
つ
い
て
の
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
ー
の
理
論
が
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

レ
ー
ニ
ン
が
自
決
権
論
を
定
式
化
す
る
の
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と

反
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
勢
力
の
対
立
が
修
復
不
可
能
な
ま
で
に
激
化
し
て

い
た
時
期
に
重
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
化
的
民
族
自
治
論
の
運
命
に

大
き
な
影
を
落
と
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
ブ
ン
ド
の
文
化
的

民
族
自
治
論
は
、
ブ
ン
ド
が
緊
密
な
協
力
関
係
を
保
っ
て
い
た
メ
ン

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
を
は
じ
め
と
す
る
反
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
勢
力
に
容
認
さ
れ
、

メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
カ
フ
カ
ー
ス
で
も
グ
ル

ジ
ア
人
社
会
民
主
主
義
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た

）
5
（

。
こ
う
し
た
背

景
の
も
と
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
よ
る
反
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
勢
力
へ
の

攻
撃
は
文
化
的
民
族
自
治
論
の
徹
底
し
た
批
判
と
排
除
へ
波
及
し
た
。

レ
ー
ニ
ン
は
ブ
ン
ド
と
文
化
的
民
族
自
治
論
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
族
主

義
」
や
「
分
離
主
義
」
と
し
て
重
ね
て
批
判
し
た

）
6
（

。
他
方
、
こ
の
争
い

の
中
で
書
か
れ
た
ス
タ
ー
リ
ン
の
著
書
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
民
族
問
題
』

（
一
九
一
三
年
）
は
、
民
族
に
文
化
的
権
利
し
か

0

0

与
え
な
い
文
化
的
民
族

自
治
に
対
し
、
政
治
的
権
利
を
も
含
む
包
括
的
な
権
限
を
民
族
に
与
え

る
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
自
決
権
論
の
急
進
性
を
強
調
し
た

）
7
（

。

　

ブ
ン
ド
と
文
化
的
民
族
自
治
論
、
そ
し
て
民
族
の
「
自
決
」
を
め
ぐ

る
議
論
を
レ
ー
ニ
ン
や
ス
タ
ー
リ
ン
の
論
考
を
通
じ
て
見
る
な
ら
ば
、

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
の
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
族
主
義
」
的
「
分
離
主

義
者
」
と
し
て
の
ブ
ン
ド
像
と
、
被
抑
圧
民
族
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
解
放

者
と
し
て
の
「
自
決
権
」
像
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
い
ず
れ

も
、
ブ
ン
ド
の
主
張
の
う
ち
に
反
映
さ
れ
た
、
東
欧
の
非
支
配
的
民
族

に
よ
る
民
族
運
動
・
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の
在
り
よ
う
と
そ
の
希
求
と

を
見
誤
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
ブ
ン
ド
の
論
考
を
読
み
解
く
こ
と

で
、
非
支
配
的
民
族
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
側
か
ら
の
民
族
を
め
ぐ
る
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議
論
と
提
起
を
見
て
い
き
た
い
。

一　
「
階
級
」
と
「
民
族
」
の
不
可
分
性 

 
 

―
―
ブ
ン
ド
の
民
族
的
な
関
心
を
ど
う
見
る
か
―
―　
　
　
　

　

ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
語
や
民
族
文
化
を
重
視
す
る
ブ
ン
ド
は
、
果
た
し

て
レ
ー
ニ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
階
級
運
動
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
か

ら
逸
脱
し
「
民
族
主
義
」
に
走
る
「
分
離
主
義
者
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
本
節
で
は
、
ブ
ン
ド
運
動
の
生
成
と
展
開
を
概
観
し
、
ブ
ン
ド
が

民
族
語
や
民
族
文
化
を
重
視
し
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る

）
8
（

。
そ
こ
か

ら
見
え
て
く
る
の
は
、
「
民
族
的
」
な
要
請
が
ま
さ
に
「
階
級
的
」
な

要
請
と
重
な
り
合
う
形
で
表
出
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ロ
シ
ア
・
ユ

ダ
ヤ
人
の
状
況
で
あ
る
。

　

「
在
リ
ト
ア
ニ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ロ
シ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
総

同
盟
」
通
称
ブ
ン
ド
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
西
部
「
ユ
ダ
ヤ
人
定
住
地
域
」

に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
口
の
中
心
地
の
一
つ
、
現
在
の
リ
ト
ア
ニ
ア
の
首

都
ヴ
ィ
リ
ニ
ュ
ス
で
一
八
九
七
年
に
結
成
し
た
。
そ
の
根
は
、
一
八
九

〇
年
代
よ
り
自
発
的
な
ス
ト
ラ
イ
キ
を
展
開
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
手
工

業
者
の
運
動
と
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
反
動
政
治
を
背
景
に
活
性

化
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
革
命
運
動
と
の
接
合
に
あ
る
。

後
者
は
マ
ス
キ
リ
ー
ム
（
ハ
ス
カ
ラ
ー
＝
ユ
ダ
ヤ
啓
蒙
主
義
の
支
持
者
）

の
家
庭
に
育
ち
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
の
寛
容
政
策
の
も
と
、
帝
立

の
教
育
施
設
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
社
会
へ
の
文
化
的
統
合
を
遂
げ
つ
つ

あ
っ
た
青
年
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
当
初
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
差
別
的
地
位

や
そ
れ
に
伴
う
社
会
的
苦
境
の
解
決
の
道
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
市
民
的
平
等

の
獲
得
や
ロ
シ
ア
社
会
へ
の
統
合
に
見
い
だ
し
、
自
ら
の
運
動
の
存
在

意
義
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
革
命
運
動
を
ロ
シ
ア
（
人
）
の
そ
れ
へ
接
続
す
る

こ
と
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
運
動
の
進
展
と
と
も
に
、
ブ
ン
ド
は
次
第

に
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
と
し
て
の
独
自
性
の
尊
重
や
、
民
族
的
権
利
の
主

張
を
も
掲
げ
る
民
族
運
動
と
し
て
の
性
格
を
示
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

一
九
〇
一
年
の
第
四
回
大
会
で
、
ブ
ン
ド
は
、
社
会
民
主
主
義
者
が
階

級
的
抑
圧
の
み
な
ら
ず
民
族
的
抑
圧
に
も
抗
す
べ
き
で
あ
る
と
決
議
し
、

民
族
的
抑
圧
を
除
去
す
る
方
策
と
し
て
、
ロ
シ
ア
が
「
各
々
の
民
族
が

そ
の
居
住
す
る
地
域
と
は
無
関
係
に
完
全
な
自
治
を
享
受
す
る
諸
民
族

の
連
邦
（a federatsion fun natsionen

）
」
国
家
に
改
組
さ
れ
る
べ
き

と
決
議
し
た
。
同
大
会
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
自
治
の
要
求
は
時
期

尚
早
と
し
つ
つ
、
「
民
族
（natsionalitet

）
と
い
う
語
が
ユ
ダ
ヤ
人
に

も
当
て
は
ま
る
」
こ
と
が
言
明
さ
れ
た

）
9
（

。
一
九
〇
五
年
の
第
六
回
大
会

で
、
ブ
ン
ド
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
含
む
諸
民
族
の
「
文
化
的
民
族
自
治
」
を

綱
領
に
採
択
し
た
。
こ
の
頃
よ
り
、
ブ
ン
ド
の
運
動
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人

の
民
族
語
の
権
利
と
文
化
的
自
治
の
獲
得
を
公
然
と
主
張
す
る
民
族
運

動
と
し
て
の
性
格
が
顕
著
と
な
る
。
一
九
〇
四
年
に
ブ
ン
ド
中
央
委
員

会
が
頒
布
し
た
ビ
ラ
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
は
「
従
属
さ
せ
ら
れ
た

民
族
（natsion
）
の
労
働
者
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
権
利
の
実
現
、

つ
ま
り
、
教
育
、
集
会
、
公
的
機
関
と
の
連
絡
に
お
け
る
母
語
使
用
の
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自
由
が
訴
え
ら
れ
た
と
い
う

）
10
（

。

　

ブ
ン
ド
は
な
ぜ
、
民
族
的
な
権
利
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
民
族
綱
領
の
採
択
に
い
た
る
ブ
ン
ド
の
民
族
意
識
の
発
展
の
背
景

は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
関
心
を
集
め
て
き
た
。
ブ
ン
ド
と
他
の
ユ
ダ

ヤ
人
・
非
ユ
ダ
ヤ
人
政
党
と
の
関
係
の
変
遷
に
着
目
し
た
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・

フ
ラ
ン
ケ
ル
は
、
民
族
綱
領
の
採
択
を
、
社
会
主
義
シ
オ
ニ
ズ
ム
な
ど

民
族
的
な
主
張
を
掲
げ
る
他
の
ユ
ダ
ヤ
人
政
治
運
動
が
伸
長
す
る
中
、

有
能
な
ユ
ダ
ヤ
人
青
年
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
党
指
導
部
の
政
治
的
な

状
況
判
断
に
よ
る
も
の
と
説
明
し
た

）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
、
ヨ
ア
フ
・
ペ
レ

ド
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
の
社
会
・
経
済
的
状
況
を
分
析
す
る
こ
と
で

民
族
綱
領
採
択
の
背
景
を
探
っ
て
い
る
。
ペ
レ
ド
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
労
働

者
が
労
働
市
場
で
同
胞
民
族
の
ユ
ダ
ヤ
人
雇
用
者
に
も
、
階
級
的
同
志

で
あ
る
異
民
族
労
働
者
か
ら
も
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
民
族
集
団

に
も
階
級
集
団
に
も
完
全
に
自
己
同
一
化
で
き
な
い
、
分
裂
し
た
「
民

族
―
階
級
意
識
」
を
有
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
民
族
綱
領
の
採
択
は
、

工
場
の
機
械
化
に
伴
う
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
の
排
除
が
深
刻
化
し
、
労
働

者
間
で
民
族
的
差
異
に
起
因
す
る
利
害
の
差
が
顕
在
化
し
て
い
た
こ
と

を
受
け
、
党
指
導
部
が
大
衆
の
民
族
意
識
の
ほ
う
に
訴
え
た
結
果
だ
と

ペ
レ
ド
は
述
べ
る

）
12
（

。

　

フ
ラ
ン
ケ
ル
と
ペ
レ
ド
の
分
析
は
、
い
ず
れ
も
、
民
族
綱
領
の
採
択

に
至
る
ブ
ン
ド
運
動
の
軌
跡
を
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
階
級
運
動
か

ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
運
動
へ
の
移
行
と
し
て
描
く
点
で
一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
、
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
・
ピ
ク
ハ
ン
は
、
階
級
意
識
の
発
生

が
社
会
経
済
的
な
対
立
の
み
な
ら
ず
、
文
化
や
感
情
に
関
わ
る
諸
条
件

に
よ
っ
て
も
促
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ピ
ク
ハ
ン
は
、
イ
デ
ィ
ッ

シ
ュ
文
化
の
発
展
が
世
紀
転
換
期
に
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

た
こ
と
に
触
れ
、
そ
れ
へ
の
支
持
が
と
り
わ
け
心
情
的
な
側
面
で
ユ
ダ

ヤ
人
労
働
者
の
結
束
を
強
め
た
と
述
べ
る

）
13
（

。

　

ピ
ク
ハ
ン
の
指
摘
は
、
「
階
級
」
と
「
民
族
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
な

異
質
性
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
主
義
民
族
理
論
を
論
じ
る
際
に
し
ば
し
ば

前
提
と
さ
れ
る
思
考
枠
組
み

）
14
（

に
再
考
を
促
す
点
で
重
要
で
あ
る
。
そ
の

重
要
性
は
、
ブ
ン
ド
の
民
族
的
な
要
求
を
、
東
欧
の
非
支
配
的
民
族
全

般
の
そ
れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
ミ
ロ
ス
ラ
フ
・
フ
ロ
ホ
に
よ
る
中
東
欧
の
民
族
運
動
の
比
較

研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
前
の
文
化
・
経
済
・
政
治
的
支
配
層

を
持
た
ず
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
異
に
す
る
集
団
を
上
位
に
置
い
た
中
東

欧
・
ロ
シ
ア
の
非
支
配
的
民
族
の
間
で
は
、
階
級
的
な
意
識
は
民
族
的

な
意
識
と
と
も
に
発
展
し
、
文
化
的
・
社
会
的
格
差
の
是
正
を
求
め
る

階
級
的
な
要
請
は
他
民
族
の
支
配
に
対
抗
す
る
民
族
的
な
主
張
と
し
て

表
出
さ
れ
た

）
15
（

。
ロ
シ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
場
合
、
彼
ら
は
確
か
に
大
資
本

家
か
ら
労
働
者
層
ま
で
の
階
級
分
化
を
遂
げ
て
い
た
が
、
文
化
的
な
側

面
に
着
目
す
れ
ば
、
「
階
級
運
動
」
た
る
ブ
ン
ド
の
運
動
が
民
族
語
や

民
族
文
化
、
具
体
的
に
は
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
や
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
文
化

を
重
視
す
る
「
民
族
運
動
」
の
性
格
を
同
時
に
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
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た
理
由
が
見
え
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
・
上
層
階
級
と
し
て
ロ
シ
ア

社
会
な
い
し
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
へ
進
出
す
る
に
は
ロ
シ
ア
語
や
ポ
ー
ラ

ン
ド
語
の
習
得
が
必
須
で
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
の
階
層
に
そ
れ
が
叶
う

わ
け
で
は
な
い
以
上
、
中
・
上
層
階
級
と
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
を
母
語
と

す
る
下
層
労
働
者
大
衆
の
間
に
は
、
民
族
的
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、

言
語
的
な
亀
裂
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る

）
16
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ユ
ダ
ヤ
人
労

働
者
の
母
語
（
民
族
語
）
た
る
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
が
用
い
ら
れ
る
場
の

拡
大
や
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
文
化
の
発
展
は
、
下
層
階
級
の
文
化
的
・
社

会
的
な
地
位
の
向
上
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
れ

ば
、
民
族
語
や
民
族
文
化
を
重
視
す
る
ブ
ン
ド
の
立
場
の
確
立
は
、「
階

級
」
運
動
か
ら
「
民
族
」
運
動
へ
の
転
換
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
ユ

ダ
ヤ
人
労
働
者
の
ま
さ
に
「
階
級
」
的
な
要
請
を
表
出
し
た
も
の
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
「
文
化
的
民
族
自
治
」
綱
領
の
理
論
的
基
礎
を
な
し

た
論
考
、
「
社
会
民
主
主
義
と
民
族
問
題
」
（
一
九
〇
四
年
）
に
お
け
る

ヴ
ラ
デ
ィ
ー
ミ
ル
・
メ
デ
ム
の
主
張
に
見
て
取
れ
る
。
メ
デ
ム
は
こ
こ

で
、
民
族
語
に
対
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
要
請
が
「
人
民
生
活
の

希
求
」
に
根
ざ
し
た
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
民
族
語

を
習
得
す
る
経
済
的
余
裕
や
物
的
環
境
に
恵
ま
れ
た
上
層
階
級
と
は
異

な
り
、
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
は
、
母
語
、
す
な
わ
ち
自
民
族
の
言
語

の
み
が
、
文
化
的
生
活
へ
の
唯
一
の
入
り
口
で
あ
り
、
社
会
的
意
識
を

発
展
さ
せ
、
教
養
を
深
め
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
だ
か
ら
だ

）
17
（

。
民
族
語

へ
の
希
求
は
、
レ
ー
ニ
ン
が
文
化
的
民
族
自
治
論
を
批
判
し
た
一
九
一

三
年
に
は
、
よ
り
広
く
、
民
族
文
化
全
体
へ
の
希
求
へ
と
拡
大
さ
れ
て

い
る
。
民
族
文
化
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
」
と
同
義
と
し
、
こ
れ
に
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
国
際
文
化
」
を
対
置
す
る
レ
ー
ニ
ン
に
、
ブ
ン

ド
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
民
族
文
化
は
こ
こ
で
、
労
働
者
層
が
知

識
や
思
想
を
受
容
す
る
の
に
不
可
欠
な
媒
体
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

国
際
的
な
思
想
は
、
そ
れ
が
労
働
者
の
つ
か
う
言
語
に
順
応
さ
せ

ら
れ
、
労
働
者
の
生
活
す
る
具
体
的
な
民
族
的
諸
条
件
に
順
応
さ
せ

ら
れ
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
ま
さ
に
労
働
者
階
級
に
身
近
な
も
の
と

な
り
う
る
。
労
働
者
は
、
自
ら
の
民
族
文
化
の
状
況
と
発
展
に
無
関

心
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
民
族
文
化
を
通
じ
て
、
し

か
も
こ
れ
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
労
働
者
は
「
民
主
主
義
と
世
界
労

働
運
動
の
国
際
的
文
化
」
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

か
ら
で
あ
る

）
18
（

。

　

ブ
ン
ド
が
示
す
民
族
的
な
関
心
は
、
こ
れ
が
社
会
主
義
運
動
に
遠
心

的
な
力
を
持
ち
込
む
こ
と
を
警
戒
す
る
レ
ー
ニ
ン
と
の
間
に
軋
轢
を
も

た
ら
し
た
。
両
者
の
最
初
の
対
立
は
、
設
立
大
会
直
後
の
一
斉
検
挙
に

よ
っ
て
有
名
無
実
化
し
て
い
た
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
の
再
建
に
際

し
、
党
の
組
織
体
制
が
問
題
と
な
っ
た
一
九
〇
三
年
に
起
こ
っ
た
。
ブ

ン
ド
は
同
党
が
「
ロ
シ
ア
国
家
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
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団
を
束
ね
る
連
合
的
な
社
会
主
義
政
党
」
で
あ
る
べ
き
と
の
認
識
を
示

し
、
ブ
ン
ド
が
ユ
ダ
ヤ
人
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
代
表
と
し
て
こ
の
党

に
「
連
合
的
な
一
部
」
と
し
て
参
入
す
べ
き
と
主
張
し
た

）
19
（

。
レ
ー
ニ
ン

は
連
合
制
が
運
動
の
分
裂
の
契
機
と
な
る
と
重
ね
て
批
判
し
た
が

）
20
（

、
ブ

ン
ド
の
主
張
は
逆
で
あ
っ
た
。
ブ
ン
ド
の
ヴ
ラ
デ
ィ
ー
ミ
ル
・
コ
ソ
フ

ス
キ
ー
は
、
論
考
「
自
治
か
連
合
か
」
（
一
九
〇
三
年
）
で
、
連
合
制
が

ロ
シ
ア
の
全
て
の
民
族
の
対
等
な
参
加
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
、
む
し

ろ
全
ロ
シ
ア
規
模
で
の
運
動
を
強
化
す
る
と
主
張
し
た
。
コ
ソ
フ
ス

キ
ー
は
、
ブ
ン
ド
が
こ
れ
ま
で
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
大
衆
の
間
に
―
―
イ

デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
に
よ
る
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
―
―
階
級
意
識
を

発
展
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
全
体
の
運
動
を
強
め
た
と
主
張
す

る
。
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
の
た
め
の
独
自
の
組
織
と
し
て
の
ブ
ン
ド
の
存

在
意
義
を
否
定
す
る
レ
ー
ニ
ン
の
見
解
を
、
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
「
革
命

同
化
主
義
」
と
呼
び
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。
「
革
命
同
化
主
義
」
者

は
ロ
シ
ア
の
革
命
の
成
否
を
数
に
し
て
最
大
の
ロ
シ
ア
人
労
働
者
の
運

動
の
成
否
と
結
び
つ
け
、
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
運
動
の
存
在
意
義
を
専
ら
ロ

シ
ア
人
の
労
働
運
動
に
貢
献
す
る
こ
と
に
見
い
だ
す
。
し
か
し
、
「
ロ

シ
ア
人
」
の
革
命
で
は
な
く
、
全
「
ロ
シ
ア
」
の
革
命
を
導
く
た
め
に

は
、
ロ
シ
ア
を
構
成
す
る
全
て
の
民
族
の
間
で
階
級
意
識
を
持
っ
た
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
育
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が

独
自
の
社
会
関
係
の
中
で
独
自
の
課
題
に
取
り
組
む
中
で
発
展
さ
せ
た

運
動
は
、
い
か
に
微
細
で
あ
れ
全
て
革
命
の
原
動
力
と
し
て
ロ
シ
ア
全

体
の
運
動
の
発
展
に
貢
献
す
る
。
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
よ
う
に
主
張

し
た

）
21
（

。二　

民
族
の
「
自
決
」
を
め
ぐ
っ
て
（
１
） 

 
 

―
―
カ
ウ
ツ
キ
ー
民
族
理
論
と
「
民
族
」
の
東
西
―
―　
　

　

民
族
語
や
民
族
文
化
を
階
級
運
動
の
発
展
に
不
可
欠
な
要
素
と
見
な

し
、
平
等
な
民
族
間
関
係
を
党
内
に
求
め
る
ブ
ン
ド
の
問
題
意
識
は
、

多
民
族
国
家
ロ
シ
ア
に
お
け
る
諸
民
族
の
調
和
的
な
関
係
の
模
索
に
連

な
っ
て
い
た
。
具
体
的
な
問
題
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
ロ

シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
が
綱
領
に
掲
げ
た
「
す
べ
て
の
民
族
の
自
決
」

の
解
釈
で
あ
っ
た
。
先
の
論
考
の
結
び
に
お
い
て
、
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
、

ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
の
綱
領
、
「
全
て
の
民
族
の
自
決
権
（the 

right of every nationality to self-determ
ination

）
」
を
「
抽
象
的
」

に
過
ぎ
る
と
難
じ
、
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
の
独
自
の
組
織
と
し
て
の
ブ
ン

ド
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
権
利
と
し
て
、
「
独
自
の
民
族
綱
領
を
持
つ
権

利
」
を
掲
げ
た

）
22
（

。

　

コ
ソ
フ
ス
キ
ー
が
「
抽
象
的
」
と
し
た
「
民
族
の
自
決
」
は
、
ロ
シ

ア
社
会
民
主
労
働
党
の
設
立
大
会
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
党
の
参
加
を
見

越
し
て
綱
領
に
付
け
加
え
ら
れ
た
項
目
で
あ
っ
た

）
23
（

。
し
か
し
そ
の
具
体

的
な
意
味
内
容
―
―
国
家
的
独
立
か
、
自
治
か
、
後
者
で
あ
れ
ば
い
か

な
る
形
の
自
治
か
―
―
に
つ
い
て
は
と
く
に
議
論
さ
れ
ず
、
不
明
瞭
な

ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
綱
領
の
曖
昧
さ
は
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
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た
一
八
九
六
年
の
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ロ
ン
ド
ン
大
会
で
の

決
議
「
全
て
の
民
族
の
自
決
権
の
承
認
」
に
も
遡
っ
て
指
摘
し
う
る
。

こ
の
決
議
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
独
立
の
是
非
を
め
ぐ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会

党
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
社
会
民
主
党
の
対
立
を
調
停
す
べ
く
妥
協
的
に

採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
緯
か
ら
、
具
体
的
な
意
味
内
容
に

踏
み
込
ん
だ
議
論
は
避
け
ら
れ
て
い
た

）
24
（

。
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
が
念
頭
に

置
か
れ
て
い
る
以
上
、
「
自
決
」
の
概
念
に
は
国
家
の
独
立
や
領
土
的

自
治
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
広

域
に
わ
た
っ
て
分
散
し
た
居
住
地
を
も
つ
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
的
権
利
は

ど
の
よ
う
に
保
証
さ
れ
う
る
の
か
。
こ
の
「
自
決
」
の
解
釈
は
民
族
問

題
を
め
ぐ
る
ブ
ン
ド
の
議
論
に
一
貫
す
る
主
題
を
な
し
た
。

　

一
九
〇
四
年
の
論
考
「
民
族
性
と
同
化

）
25
（

」
で
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
民
族

の
「
自
決
」
の
問
題
に
再
び
立
ち
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
論
考
は
、
ブ
ン

ド
の
連
合
党
構
想
批
判
の
中
で
レ
ー
ニ
ン
の
書
い
た
「
党
内
に
お
け
る

ブ
ン
ド
の
地
位
」
（
一
九
〇
三
年

）
26
（

）
へ
の
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
こ
こ
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
あ
る
集
団
を
「
民
族
」
た

ら
し
め
る
要
件
、
共
通
の
言
語
と
地
域
を
欠
く
た
め
に
個
別
の
民
族
で

は
な
い
と
断
じ
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
民
族
と
し
て
保
存
し
よ
う
と
す
る
ブ
ン

ド
の
試
み
が
歴
史
的
模
範
、
す
な
わ
ち
、
民
主
化
と
政
治
的
解
放
の
の

ち
、
周
辺
民
族
へ
の
同
化
を
遂
げ
た
西
欧
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
史
的
経
験
に

逆
ら
う
反
動
だ
と
批
判
し
た
。レ
ー
ニ
ン
は
こ
の
主
張
の
根
拠
を
、
カ
ー

ル
・
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
二
つ
の
論
考
、
「
キ
シ
ニ
ョ
フ
の
虐
殺
と
ユ
ダ
ヤ

人
問
題
」
（
一
九
〇
三
年

）
27
（

）
と
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
危
機
」
（
一
九
〇
四

年
）
28
（

）
か
ら
引
き
出
し
た
。
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
両
論
考
を
丹
念
に
検
討
し

レ
ー
ニ
ン
に
反
論
し
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
、
第
一
に
、
言
語
や
地
域

は
、
た
し
か
に
様
々
な
民
族
の
形
成
史
に
お
い
て
特
に
重
要
な
要
素
と

し
て
観
察
さ
れ
る
も
の
の
、
あ
る
集
団
が
民
族
で
あ
る
か
否
か
を
判
断

す
る
指
標
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
ロ
シ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
の

状
況
は
資
本
主
義
の
発
展
と
民
族
運
動
の
活
性
化
に
つ
い
て
の
カ
ウ
ツ

キ
ー
の
説
明
に
合
致
し
て
お
り
、
民
族
と
し
て
目
覚
め
た
ユ
ダ
ヤ
人
は

他
の
民
族
に
同
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
第
一
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
よ
り
重
要

な
点
と
し
て
「
自
決
」
の
問
題
に
連
な
る
第
二
の
点
を
見
て
い
き
た
い
。

コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
理
論
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
の
民
族

的
関
心
を
正
当
化
す
る
論
拠
の
ほ
か
、
漠
然
と
民
族
的
領
土
を
念
頭
に

置
い
て
唱
え
ら
れ
た
「
自
決
」
の
綱
領
を
批
判
す
る
契
機
を
も
見
い
だ

し
て
い
た
。
彼
が
着
目
し
た
の
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
示
し
た
西
欧
と
東

欧
に
お
け
る
民
族
（
ネ
イ
シ
ョ
ン
）
の
形
成
史
の
差
異
で
あ
る
。
ロ
シ

ア
の
民
族
問
題
に
関
し
「
自
決
」
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
西
欧
と
東
欧
で

異
な
る
形
を
と
り
発
展
し
た
民
族
の
在
り
よ
う
を
混
同
し
、
西
欧
の
「
ネ

イ
シ
ョ
ン
」
像
を
東
欧
に
無
批
判
に
当
て
は
め
る
も
の
だ
と
コ
ソ
フ
ス

キ
ー
は
批
判
す
る
。

　

コ
ソ
フ
ス
キ
ー
の
主
張
を
理
解
す
る
た
め
に
、こ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
の
カ
ウ
ツ
キ
ー
理
論
の
展
開
を
簡
単
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に
見
て
お
き
た
い
。

　

カ
ウ
ツ
キ
ー
は
彼
の
民
族
理
論
の
嚆
矢
と
な
る
「
近
代
の
ネ
イ
シ
ョ

ン
（D

ie m
oderne N

ationalität

）
」（
一
八
八
七
年
）
で
、
あ
る
地
域
の
住
民

の
全
て
の
階
級
を
包
摂
す
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
（N

ation, N
ationalität

）
」

と
い
う
社
会
集
団
の
生
成
と
、
そ
の
統
一
と
強
さ
を
求
め
る
「
ネ
イ
シ
ョ

ン
の
理
念
（nationale Idee

）
」
の
発
生
を
、
小
さ
な
自
給
的
経
済
体

の
分
立
を
打
破
し
、
集
権
化
さ
れ
た
よ
り
大
き
な
経
済
統
一
体
へ
、
さ

ら
に
は
一
つ
の
近
代
国
家
へ
と
束
ね
る
資
本
主
義
の
発
生
か
ら
説
明
し

た
）
29
（

。
そ
の
際
彼
は
、
巨
大
な
人
間
集
団
内
の
複
雑
な
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
と
す
る
「
言
語
」
の
機
能
に
着
目
し
、「
ネ
イ
シ
ョ

ン
」
が
必
然
的
に
特
定
の
言
語
・
文
化
的
刻
印
を
帯
び
る
背
景
を
説
明

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
言
う
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
は
、
資
本
主

義
社
会
に
お
け
る
一
つ
の
経
済
統
一
体
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
形
と

し
て
の
国
家
の
成
員
（
「
国
民
」
）
で
あ
り
、
言
語
・
文
化
的
特
質
を
共

有
し
た
「
民
族
」
で
も
あ
る
。
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
形
成
史
を
こ
れ
ら

全
て
が
一
致
し
て
い
く
過
程
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
こ

の
論
考
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
西
欧
型
の
国
民
＝
民
族
国
家
の
生
成
史
を

素
描
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
閉
じ
た
経
済
的
統
一
体
や
国
家
を

な
さ
な
い
東
欧
に
お
け
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
理
念
」
の
高
ま
り
を
論
じ

た
の
ち
の
論
考
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
危
機
」
で
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
「
ネ

イ
シ
ョ
ン
（N

ationen

）
の
形
成
が
西
欧
と
東
欧
で
ま
っ
た
く
異
な
る

経
過
を
辿
っ
た

）
30
（

」
と
述
べ
、
民
族
＝
国
民
国
家
の
形
成
へ
と
帰
着
す
る

西
欧
モ
デ
ル
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
史
を
相
対
化
し
て
い
る
。
い
わ
く
、

西
欧
で
は
、
文
化
的
に
均
質
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
（
民
族
）
の
基
盤
が
形
成

さ
れ
た
の
ち
に
国
民
国
家
＝
民
族
国
家
（N

ationalstaat

）
が
形
成
さ

れ
た
の
に
対
し
、
東
欧
の
多
民
族
国
家
は
、
文
化
的
に
均
質
な
一
つ
の

ネ
イ
シ
ョ
ン
の
基
盤
を
持
た
な
い
ま
ま
資
本
主
義
の
時
代
を
迎
え
た
。

こ
こ
で
は
資
本
主
義
が
引
き
起
こ
す
人
口
移
動
が
異
な
る
言
語
や
文
化

を
も
つ
諸
集
団
の
モ
ザ
イ
ク
状
の
混
住
状
態
を
さ
ら
に
深
め
て
い
る
。

他
方
、
近
代
社
会
の
発
展
は
こ
の
地
に
政
治
的
自
由
や
民
主
主
義
の
理

念
を
普
及
さ
せ
、
住
民
た
ち
の
間
に
民
族
的
抑
圧
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
外

的
抑
圧
へ
の
抵
抗
の
意
志
を
目
覚
め
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
出
版
と
学
校

教
育
の
普
及
は
「
民
族
語
（N

ationalsprache

）
」
の
確
立
と
浸
透
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
は
全
て
、
当
地
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
間
に
「
ネ

イ
シ
ョ
ン
」
へ
の
統
合
（nationale Zusam

m
enfassung

）
の
希
求
を

目
覚
め
さ
せ
て
い
る
（
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
諸
民
族
の
闘
争
と
国
法
」

〔
一
八
九
八
年

）
31
（

〕
）
。
か
く
し
て
東
欧
の
経
済
発
展
は
、
西
欧
と
は
異
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
を
領
域
的
に
閉
ざ
さ
れ
た
ネ
イ
シ
ョ
ン

（
民
族
＝
国
民
）
へ
と
統
合
す
る
の
で
な
く
、
逆
に
、
彼
ら
を
領
域
的
に

分
散
さ
せ
、
集
団
間
の
対
立
を
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
と
カ
ウ
ツ

キ
ー
は
分
析
し
た
。

　

レ
ー
ニ
ン
へ
の
反
論
の
中
で
、
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
こ

の
二
つ
の
論
文
（
「
国
法
」
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
危
機
」
）
を
丹
念
に
紹
介
し
、
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ロ
シ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
人
を
と
り
ま
く
状
況
が
こ
れ
ら
で
述
べ
ら
れ
た
「
ネ

イ
シ
ョ
ン
の
理
念
」
の
活
性
化
を
引
き
起
こ
す
条
件
に
合
致
し
て
い
る

と
述
べ
る
。
彼
が
特
に
重
視
す
る
の
は
、
い
ま
や
「
『
エ
ル
フ
ル
ト
綱
領
』

に
あ
る
よ
う
な
複
雑
な
学
問
的
概
念
を
表
現
で
き
る
ま
で
の
発
展
を
遂

げ
た
」
「
ジ
ャ
ル
ゴ
ン

）
32
（

」
、
す
な
わ
ち
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
に
よ
る
出
版
文

化
の
発
展
で
あ
る
。
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
、
労
働
運
動
が
非
合
法
の
イ

デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
出
版
物
を
通
じ
て
読
者
層
を
準
備
し
た
結
果
、
か
つ
て

は
ロ
シ
ア
語
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
書
い
た
同
化
知
識
人
す
ら
、
純
文
学

や
自
然
科
学
等
、
様
々
な
分
野
で
こ
ぞ
っ
て
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
で
の
出

版
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
「
目
覚
め
た
ユ
ダ
ヤ
人
大

衆
の
影
響
で
、
一
〇
年
の
あ
い
だ
に
民
族
文
化
が
目
覚
め
た
と
い
う
歴

史
〔
…
〕
は
、
資
本
主
義
が
眠
り
か
ら
揺
り
起
こ
し
た
人
民
大
衆
に
い

か
に
生
き
生
き
と
し
た
創
造
力
が
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
」
。
彼
ら
は

「
同
化
し
な
い
し
、
力
に
よ
る
同
化
の
試
み
に
全
力
で
抵
抗
す
る

）
33
（

」
。

　

コ
ソ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
語
と
民
族
文
化
の
権

利
を
求
め
る
ブ
ン
ド
の
主
張
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

近
代
社
会
の
発
展
傾
向
に
根
ざ
し
た
「
歴
史
的
に
最
高
度
に
正
当
な
も

の
）
34
（

」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
東
欧
に
お
け
る
民
族
の
形
成
が
民
族
国
家

形
成
へ
と
至
る
西
欧
の
そ
れ
と
異
な
る
道
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

ユ
ダ
ヤ
人
が
民
族
国
家
の
前
提
た
る
独
自
の
領
土
を
欠
く
こ
と
は
、
そ

の
民
族
的
希
求
を
無
化
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
、
ロ
シ

ア
の
民
族
運
動
は
、
当
時
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
例
に
限
ら
ず
、
西
欧
型
の
民

族
＝
国
民
国
家
と
し
て
の
独
立
を
必
ず
し
も
目
標
と
掲
げ
て
は
お
ら
ず
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
な
ど
少
数
の
例
を
除
き
、
そ
の
要
求
は
教
育
に
お
け
る

母
語
使
用
や
、
土
地
所
有
な
ど
の
社
会
的
機
会
の
均
等
化
と
い
っ
た
文

化
的
・
社
会
的
な
性
質
の
も
の
に
集
中
し
て
い
た
。
ま
た
、
政
治
的
な

要
求
に
つ
い
て
も
、
そ
の
最
大
要
求
は
多
く
の
場
合
、
行
政
の
分
権
化

を
通
じ
た
自
治
権
の
拡
大
に
留
ま
っ
て
い
た

）
35
（

。
こ
の
時
期
、
ア
ル
メ
ニ

ア
人
社
会
民
主
主
義
者
が
ザ
カ
フ
カ
ー
ス
の
住
民
の
複
雑
な
地
理
的
分

布
を
念
頭
に
政
治
的
自
治
の
要
求
を
放
棄
し
、
言
語
、
学
校
、
教
育
な

ど
の
文
化
的
自
治
を
提
起
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば

）
36
（

、
コ
ソ
フ

ス
キ
ー
が
「
自
決
」
の
問
題
を
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
の
民
族
運
動
の
全
般

的
状
況
に
照
ら
し
て
考
察
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

政
治
的
統
一
体
な
い
し
国
家
を
な
さ
な
い
、
あ
る
い
は
望
ま
な
い
民

族
の
運
動
の
活
性
化
は
、
国
家
の
占
有
と
不
可
分
な
形
で
理
解
さ
れ
る

従
来
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
概
念
を
揺
る
が
し
て
い
る
と
コ
ソ
フ
ス
キ
ー

は
考
え
た
。
彼
は
、
「
自
決
」
の
意
味
を
「
政
治
的
生
活
の
形
態
を
自

ら
決
め
る
権
利
」
だ
と
し
た
『
ザ
リ
ャ
ー
』
（
「
在
外
ロ
シ
ア
社
会
民
主
主

義
者
同
盟
」
の
機
関
紙
）
の
論
考
を
引
き
、こ
の
解
釈
が
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」

を
政
治
的
統
一
体
や
領
域
共
同
体
と
捉
え
る
、
「
西
欧

0

0

、
特
に
フ
ラ
ン

ス
の
歴
史
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
」
理
解
に
依
拠
し
た
も
の
だ
と
指
摘
す

る
。
こ
の
理
解
は
「
資
本
主
義
が
東
欧

0

0

の
人
民
（folk

）
を
硬
直
状
態

か
ら
引
き
離
し
た
今
日
ま
で
の
政
治
を
無
制
限
に
支
配
し
て
い
る

）
37
（

」
。

民
族
の
問
題
を
「
自
決
の
権
利
」
で
語
る
と
い
う
慣
習
は
、
東
欧
特
有
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の
状
況
へ
の
考
察
を
放
棄
し
、
西
欧
の
歴
史
を
普
遍
的
な
原
則
に
仕
立

て
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
指
摘
す
る

）
38
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
論
考
が
提
示

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
形
成
の
東
西
差
に
つ
い

て
の
省
察
を
深
め
、
西
欧
の
民
族
＝
国
民
国
家
モ
デ
ル
を
暗
に
想
定
し

た
「
自
決
」
の
綱
領
が
、
東
欧
の
民
族
問
題
の
性
質
を
見
極
め
る
妨
げ

に
こ
そ
な
れ
、
そ
の
解
決
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
だ
が
、

彼
自
身
は
ま
だ
、
国
家
的
独
立
と
結
び
つ
い
た
「
自
決
」
に
代
わ
る
対

案
を
示
し
て
は
い
な
い
。

　

こ
れ
に
関
し
、
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
の
論
考
と
並
ん
で
示
唆
的
な
の
は
、

ブ
ン
ド
の
機
関
紙
『
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
』
に
掲
載
さ
れ
た
カ
ウ
ツ
キ
ー

の
「
国
法
」
論
文
の
抄
訳
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
し
ば
し
ば
カ
ウ
ツ
キ
ー

論
考
の
原
文
に
は
な
い
紹
介
者
に
よ
る
付
け
加
え
が
見
ら
れ
る
が
、
中

で
も
次
の
箇
所
は
、
民
族
的
希
求
を
実
現
す
る
「
民
族
の
正
し
い
独
立
」

―
―
言
い
換
え
れ
ば
、
政
治
的
・
国
家
的
独
立
に
代
わ
る
、
民
族
の
し

か
る
べ
き
「
自
決
」
―
―
の
イ
メ
ー
ジ
が
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
点
で

興
味
深
い
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
民
族
の
自
由
を
欲
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
彼

ら
は
、
地
域
で
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
に
対
し
自
由
に
発
言
す
る

た
め
に
、
自
ら
の
言
語
が
統
治
の
言
語
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を

要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
彼
ら
は
ま
た
、
全
て
の
学
問

分
野
で
教
育
を
よ
り
受
け
や
す
く
す
る
た
め
、
全
て
の
学
問
を
自
身

の
言
語
で
学
べ
る
学
校
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
自
身
の
生
活
を
よ
り
正
し
く
よ
り
明
瞭
に
理
解
す
る
た
め

に
、
自
身
の
書
物
を
自
身
の
言
語
で
発
展
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
そ
の
た
め
に
彼
ら
が
必
要
と
す
る
の
は
、
地
域
の
独
立
で
は
決

し
て
な
く
、
諸
民
族
の
正
し
い
独
立
な
の
で
あ
る

）
39
（

。

　

こ
こ
で
提
起
さ
れ
る
「
民
族
の
正
し
い
独
立
」
と
は
、
他
の
民
族
の

言
語
を
強
要
さ
れ
ず
、
自
身
の
民
族
語
の
使
用
が
公
的
に
認
め
ら
れ
、

そ
の
言
語
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
他
の
民
族
と
平
等
な
社
会
進
出
が
可

能
と
な
る
状
況
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
民
族

が
特
定
の
地
域
を
持
っ
て
独
立
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
と
訳
者
は
提
起

し
て
い
る
。

三　

民
族
の
「
自
決
」
を
め
ぐ
っ
て
（
２
） 

 
 

―
―
ウ
ラ
デ
ィ
ー
ミ
ル
・
メ
デ
ム
と
レ
ン
ナ
ー
民
族
理
論
―
―　
　

　

政
治
的
独
立
と
結
び
つ
い
た
「
自
決
」
の
概
念
を
批
判
す
る
コ
ソ
フ

ス
キ
ー
の
問
題
意
識
を
共
有
し
、
上
に
述
べ
た
形
で
の
「
民
族
の
正
し

い
独
立
」を
実
現
す
る
具
体
的
な
手
段
を
提
起
し
た
の
が
、ウ
ラ
デ
ィ
ー

ミ
ル
・
メ
デ
ム
の
論
考
、「
社
会
民
主
主
義
と
民
族
問
題
」
（
一
九
〇
四
年
）

で
あ
る
。

　

メ
デ
ム
は
ま
ず
、
民
族
問
題
の
二
つ
の
類
型
を
区
別
す
る
こ
と
か
ら



社会思想史研究　No. 39　2015

●　142

議
論
を
は
じ
め
て
い
る
。
第
一
に
、
か
つ
て
独
立
し
た
政
治
組
織
を
持

ち
、
現
在
は
他
国
の
支
配
下
に
あ
る
民
族
の
政
治
的
・
国
家
的
独
立
を

め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
第
二
に
、
独
立
し
た
政
治
組
織
の
痕
跡
を
失
っ

た
い
く
つ
か
の
民
族
が
一
つ
の
国
家
内
で
経
済
的
・
政
治
的
に
相
互
に

依
存
し
て
存
在
し
、
政
治
的
独
立
の
志
向
を
も
は
や
放
棄
し
て
い
る
多

民
族
国
家
に
お
け
る
民
族
問
題
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
言
葉
の
真
の
意

味
で
の
民
族
問
題
は
後
者
の
類
型
で
し
か
な
い
と
彼
は
述
べ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
民
族
的
少
数
派
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
領
土
の
線
引
き
は
現
実

的
に
不
可
能
で
あ
り
、
結
果
、
独
立
を
果
た
し
た
民
族
国
家
（
事
実
上

の
多
民
族
国
家
）
の
中
で
は
、
同
じ
よ
う
に
民
族
対
立
が
繰
り
返
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
類
型
の
民
族
問
題
の
核
心
は
一
国
家
内
の
諸

民
族
の
平
和
的
共
存
を
可
能
と
す
る
秩
序
を
創
造
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
際
、
民
族
が
独
立
し
た
国
家
の
歴
史
や
固
有
の
領
土
を
持
つ
か
否

か
は
何
の
重
要
性
も
持
た
な
い
。
レ
ー
ニ
ン
ら
は
問
題
を
第
一
の
意
味

で
理
解
し
て
い
る
が
、
ブ
ン
ド
が
提
起
し
て
い
る
の
は
第
二
の
意
味
で

の
民
族
問
題
で
あ
る

）
40
（

。

　

多
民
族
国
家
に
お
け
る
諸
民
族
の
関
係
を
調
節
す
る
に
は
ど
の
よ
う

な
秩
序
が
必
要
か
。
メ
デ
ム
は
ロ
シ
ア
の
民
主
化
が
達
成
さ
れ
、
民
族

的
差
異
に
基
づ
く
様
々
な
法
的
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
の
ち
も
、
な
お
文

化
問
題
だ
け
は
民
族
間
の
対
立
の
火
種
と
し
て
残
る
と
見
通
す
。
す
べ

て
の
市
民
の
平
等
を
基
礎
と
す
る
民
主
主
義
国
家
で
は
、
性
別
、
出
自
、

民
族
帰
属
を
理
由
と
し
た
法
的
制
限
は
な
く
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
商
人
へ

の
制
限
は
商
人
一
般
へ
の
制
限
へ
、
ユ
ダ
ヤ
人
高
利
貸
し
へ
の
制
限
は

高
利
貸
し
一
般
へ
の
制
限
へ
と
形
を
変
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
人

間
集
団
間
の
闘
争
の
基
礎
は
民
族
的
な
も
の
か
ら
階
級
的
な
も
の
へ
移

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
全
民
族
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
全
民

族
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
の
間
で
純
粋
な
階
級
闘
争
が
起
こ
る
と
想
定

す
る
の
は
素
朴
に
過
ぎ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
民
族
間
の
争
い
を
続

け
る
で
あ
ろ
う
し
、
多
数
派
の
民
族
が
自
ら
の
利
益
に
合
う
よ
う
に
国

家
を
運
営
す
る
で
あ
ろ
う
。
民
主
主
義
国
家
で
は
特
定
の
民
族
を
法
的

に
抑
圧
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
人
々
が
特
定
の
民
族
の
一

員
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
生
活
の
領
域
、
す
な
わ
ち
、
学
校
教
育

や
、
言
語
、
学
問
、
芸
術
を
扱
う
施
設
の
運
営
と
い
っ
た
文
化
的
な
領

域
に
お
い
て
は
、
人
は
民
主
主
義
に
抵
触
す
る
こ
と
な
く
、
多
数
派
の

原
理
で
少
数
派
の
要
求
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
抵
抗
す

る
中
で
少
数
派
民
族
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
他
民
族
へ
の
憎
悪
を
煽
り
、

自
身
の
言
語
に
よ
る
教
育
や
文
化
を
切
望
す
る
社
会
民
主
主
義
陣
営
も

こ
の
対
立
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る

）
41
（

。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
が
第
二
回
大
会

で
採
択
し
た
「
母
語
で
教
育
を
受
け
る
権
利

）
42
（

」
も
空
文
に
終
わ
る
と
メ

デ
ム
は
述
べ
る
。
こ
の
権
利
が
個
々
人
の
意
志
に
よ
っ
て
叶
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
以
上
、
そ
の
実
現
に
は
相
当
の
法
的
根
拠
と
強
制
力
を

持
っ
た
機
関
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
全
国
家
的
な
機
関
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
運
営
を
め
ぐ
っ
て
は
上
に
見
た
通
り
の
民
族
間
の
闘
争
が
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繰
り
広
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
、
メ

デ
ム
は
、
文
化
に
関
わ
る
問
題
を
、
全
民
族
が
関
わ
る
国
家
や
地
方
当

局
の
管
轄
か
ら
取
り
除
き
、
民
族
自
身
の
決
定
に
委
ね
る
こ
と
を
提
起

す
る
。
各
々
の
民
族
は
、
自
身
の
文
化
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
法
人

格
を
も
っ
た
民
族
団
体
を
形
成
す
る
。
民
族
の
権
限
は
そ
こ
に
限
定
さ

れ
る
。
民
族
の
別
な
く
全
住
民
・
国
民
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

個
々
人
は
あ
る
民
族
の
代
表
と
し
て
で
は
な
く
、
地
方
団
体
や
国
家
に

属
す
る
一
住
民
・
一
国
民
と
し
て
こ
れ
に
取
り
組
む
。
民
族
団
体
は
特

定
の
地
域
を
基
盤
と
し
た
領
土
団
体
で
な
く
、
民
族
的
帰
属
を
同
じ
く

す
る
人
々
の
人
的
団
体
と
し
て
組
織
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
民
族
」

と
「
特
定
の
地
域
の
住
民
」
と
は
同
義
で
は
な
く
、
資
本
主
義
の
引
き

起
こ
す
人
口
移
動
に
よ
っ
て
民
族
は
特
定
の
領
土
か
ら
ま
す
ま
す
離
れ

て
い
く
か
ら
で
あ
る

）
43
（

。

　

メ
デ
ム
が
提
起
す
る
、
法
人
格
を
も
つ
民
族
の
組
織
化
、
そ
の
組
織

原
理
と
し
て
の
属
人
原
理
、
民
族
団
体
へ
の
文
化
行
政
へ
の
委
託
と

い
っ
た
論
点
は
、
い
ず
れ
も
、
「
国
家
と
民
族
」
（
一
八
九
九
年

）
44
（

）
、
「
国

家
を
め
ぐ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
諸
民
族
の
闘
争
」
（
一
九
〇
二
年

）
45
（

）
で
発
表

さ
れ
て
い
た
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
ー
の
民
族
理
論
の
提
起
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。
レ
ン
ナ
ー
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
地
域
的
な
民
族
自
治
に
基

づ
く
連
邦
国
家
へ
改
組
す
る
こ
と
を
唱
え
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主

労
働
党
の
ブ
リ
ュ
ン
民
族
綱
領
の
採
択
に
前
後
し
て
、
民
族
問
題
の
領

土
的
解
決
の
限
界
を
指
摘
し
、
属
人
的
自
治
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と

で
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
を
提
起
し
た
。

　

ブ
ン
ド
に
と
っ
て
レ
ン
ナ
ー
理
論
の
画
期
性
は
、
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
が

示
し
た
問
題
意
識
、
す
な
わ
ち
、
民
族
と
国
家
（
あ
る
い
は
政
治
的
・
領

域
的
統
一
体
）
と
の
一
体
性
へ
の
疑
念
―
―
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
こ
れ
を
歴0

史0

で
説
明
し
た
―
―
に
対
し
、
民
族
と
国
家
の
関
係
を
両
者
の
性
質

0

0

の

差
異
に
着
目
し
て
根
源
的
に
問
い
な
お
す
こ
と
で
一
つ
の
解
を
与
え
て

い
た
点
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
レ
ン
ナ
ー
は
、
文
化
的
・
精
神
的
共
同

体
で
あ
る
「
民
族
（N

ation

）
」
と
主
権
的
領
土
団
体
で
あ
る
「
国
家
」

と
が
本
来
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
民
族
と
国
家
の
一
致
を
求

め
る
「
民
族
性
原
理
（N

ationalitätenprinzip

）
」
の
主
張
を
行
き
過
ぎ

た
も
の
と
し
た
。
民
族
的
領
土
（
国
家
）
を
求
め
る
諸
民
族
の
闘
争
を

調
停
す
る
べ
く
、
レ
ン
ナ
ー
が
提
示
し
た
の
が
、
多
民
族
国
家
の
枠
組

み
を
前
提
に
、
属
人
原
理
に
基
づ
き
超
領
土
的
に
組
織
さ
れ
る
民
族
団

体
と
、
属
地
原
理
に
基
づ
き
組
織
さ
れ
る
地
域
団
体
と
の
間
で
国
家
の

機
能
を
分
担
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
っ
た
。
前
者
に
あ
て
が
わ
れ
る
の

は
専
ら
文
化
行
政
上
の
権
能
で
あ
る
。
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
の
示
し
た
民
族

の
「
自
決
」
と
い
う
一
般
原
則
へ
の
疑
念
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、

ブ
ン
ド
に
よ
る
レ
ン
ナ
ー
理
論
の
受
容
は
、
ま
と
ま
っ
た
居
住
地
を
持

た
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
東
欧
全

般
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
、
よ
り
普
遍
的
な
観
点
か
ら
国
家
と
民
族
の

関
係
を
問
い
な
お
す
こ
と
を
動
機
と
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

レ
ン
ナ
ー
民
族
理
論
の
集
大
成
を
な
す
一
九
一
八
年
の
著
作
が
、
ブ
ン
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ド
が
レ
ー
ニ
ン
と
の
論
争
の
中
で
ま
さ
に
問
題
と
し
た
「
諸
民
族
の
自

決
権
（Selbstbestim

m
ungsrecht der N

ationen

）
」
を
著
名
に
掲
げ
、

そ
の
語
の
意
味
を
、
脱
民
族
化
さ
れ
た
主
権
国
家
に
お
け
る
諸
民
族
の

限
定
的
な
「
自
治
」
と
し
て
提
起
し
た
こ
と
は
、
レ
ン
ナ
ー
と
ブ
ン
ド

の
問
題
意
識
の
共
鳴
を
図
ら
ず
も
示
し
て
い
る

）
46
（

。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
民
族
語
や
民
族
文
化
の
尊
重
を
掲
げ
、
レ
ー
ニ
ン
ら
主

要
な
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
対
峙
し
た
ブ
ン
ド
の
主
張
の
内
実

に
分
け
入
る
こ
と
を
試
み
た
。
ブ
ン
ド
は
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
や
イ

デ
ィ
ッ
シ
ュ
文
化
を
階
級
運
動
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
不
可
欠
な
要
素

と
し
て
重
視
し
て
い
た
。
民
族
文
化
の
発
展
を
求
め
る
民
族
運
動
と
し

て
の
ブ
ン
ド
の
性
格
は
、
階
級
運
動
と
し
て
の
立
場
と
矛
盾
す
る
も
の

で
は
な
く
、
両
者
は
切
り
離
せ
な
い
形
で
結
び
つ
い
て
い
た
。「
民
族
的
」

な
モ
メ
ン
ト
を
運
動
内
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
ブ
ン
ド
の
立
場
を
、

レ
ー
ニ
ン
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
族
主
義
」
や
「
分
離
主
義
」
と
批
判
し

た
が
、
ブ
ン
ド
の
主
眼
は
む
し
ろ
、
文
化
的
・
社
会
的
に
非
支
配
的
な

地
位
に
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
労
働
者
や
他
の
民
族
が
支
配
的
民
族
（
ロ
シ

ア
人
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
）
と
対
等
な
立
場
で
運
動
に
加
わ
る
基
盤
を
作
る

こ
と
で
、
「
全
ロ
シ
ア
」
規
模
で
の
運
動
を
強
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

ブ
ン
ド
の
問
題
意
識
は
、
社
会
主
義
運
動
内
の
民
族
間
関
係
に
留
ま

ら
ず
、
多
民
族
国
家
ロ
シ
ア
に
お
け
る
民
族
間
の
調
和
的
な
関
係
の
模

索
へ
と
連
な
っ
て
い
っ
た
。
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
と
メ
デ
ム
の
論
考
は
、
議

論
の
対
象
を
党
組
織
論
の
枠
組
み
を
越
え
た
民
族
問
題
一
般
へ
と
拡
大

し
、
東
欧
で
様
々
な
要
求
を
掲
げ
て
活
性
化
し
て
い
た
民
族
運
動
の
希

求
を
い
か
に
実
現
す
る
か
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
際
、

民
族
問
題
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
展
望
と
し
て
曖
昧
に
、
そ

れ
ゆ
え
、
民
族
国
家
形
成
に
つ
い
て
の
西
欧
の
歴
史
的
モ
デ
ル
を
刻
印

し
て
提
起
さ
れ
た
民
族
の
「
自
決
」
の
内
実
を
、
東
欧
の
事
情
に
照
ら

し
て
問
い
な
お
し
た
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
示
し
た
東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
形
成
と
民
族
運
動
に
つ
い
て
の
分
析
を
踏
み

台
に
、
レ
ン
ナ
ー
の
民
族
自
治
論
を
取
り
入
れ
る
中
で
ブ
ン
ド
が
唱
え

た
文
化
的
民
族
自
治
は
、
曖
昧
に
唱
え
ら
れ
た
民
族
の
「
自
決
」
に
一

つ
の
内
実
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

民
族
を
専
ら
文
化
的
な
次
元
で
捉
え
、
民
族
的
権
利
の
主
張
を
文
化

的
な
要
求
に
限
定
す
る
文
化
的
自
治
は
、
よ
り
広
範
な
権
利
を
求
め
る

民
族
運
動
に
は
支
持
さ
れ
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
属
人
的
自
治
の

発
想
は
、
諸
民
族
の
複
雑
な
人
口
分
布
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ロ

シ
ア
の
民
族
運
動
の
間
で
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
も
い
た
。
非
領

土
的
民
族
自
治
の
綱
領
は
、
ブ
ン
ド
に
続
き
、
ユ
ダ
ヤ
社
会
主
義
労
働

党
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
政
党
ダ
シ
ュ
ナ
ク
ツ
テ
ュ
ー
ン
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
人

社
会
主
義
政
党
フ
ロ
マ
ダ
、
グ
ル
ジ
ア
社
会
主
義
・
連
邦
主
義
政
党
サ

カ
ル
ト
ヴ
ェ
ロ
が
採
用
し
た

）
47
（

。
ま
た
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
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一
三
年
頃
に
は
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
や
グ
ル
ジ
ア
社
会
民
主
主
義
者
も
こ

れ
に
肯
定
的
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。
多
民
族
国
家
の
存
在
を
前
提
に
、

民
族
運
動
が
必
ず
し
も
国
家
の
独
立
を
自
明
の
目
標
と
し
て
い
な
か
っ

た
当
時
の
文
脈
で
、
ブ
ン
ド
の
文
化
的
民
族
自
治
論
は
、
民
族
と
国
家

の
関
係
の
一
つ
の
選
択
肢
で
あ
り
可
能
性
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景

に
照
ら
せ
ば
、
政
治
的
・
国
家
的
分
離
権
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ン
の
民
族

自
決
権
論
は
、
民
族
運
動
の
主
張
に
譲
歩
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
そ
の
主
張
の
内
実
を
捨
象
し
、
別
の
形
へ
と
方
向
づ
け
る
側
面

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

政
治
的
分
離
権
と
し
て
の
自
決
権
論
を
レ
ー
ニ
ン
が
確
立
す
る
一
九

一
三
年
以
降
、
民
族
問
題
に
か
ん
す
る
レ
ー
ニ
ン
と
ブ
ン
ド
と
の
論
争

に
は
新
た
な
進
展
は
見
ら
れ
な
い
。
前
者
に
対
し
後
者
の
側
か
ら
示
さ

れ
た
異
議
は
、
基
本
的
に
は
前
節
ま
で
に
見
た
コ
ソ
フ
ス
キ
ー
、
メ
デ

ム
の
主
張
を
繰
り
返
す
も
の
で
あ
り
、
議
論
は
平
行
線
を
辿
っ
て
い
る
。

両
者
の
立
場
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
さ
ら
に
懸
隔
を
深
め
て
い
っ

た
。
レ
ー
ニ
ン
の
自
決
権
論
は
、
大
戦
の
勃
発
と
帝
国
主
義
論
の
深
化

と
と
も
に
、
植
民
地
・
半
植
民
地
に
お
け
る
被
支
配
民
族
の
「
自
決
権
」

の
支
持
を
、
帝
国
主
義
を
転
覆
す
る
革
命
へ
の
梃
入
れ
と
み
な
す
展
望

へ
と
接
続
さ
れ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
提
示
し
た
西
欧
モ

デ
ル
の
民
族
国
家
形
成
史
に
依
拠
し
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

民
主
革
命
と
結
び
つ
い
て
生
じ
る
民
族
運
動
が
や
が
て
民
族
国
家
の
創

設
へ
と
向
か
う
と
展
望
し
て
、
自
身
の
自
決
権
論
の
正
当
性
を
裏
付
け

た
）
48
（

。
他
方
、
ブ
ン
ド
の
側
は
、
理
論
そ
の
も
の
の
深
化
は
見
ら
れ
な
い

が
、
ユ
ダ
ヤ
社
会
を
と
り
ま
く
状
況
や
そ
れ
へ
の
関
与
を
通
じ
て
、
文

化
自
治
へ
の
こ
だ
わ
り
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
大
戦

中
、
西
部
辺
境
地
域
か
ら
ロ
シ
ア
内
部
へ
の
ユ
ダ
ヤ
人
強
制
移
住
に
伴

う
混
乱
の
中
で
、
ブ
ン
ド
は
他
の
ユ
ダ
ヤ
人
組
織
と
協
力
し
つ
つ
戦
時

救
援
活
動
に
従
事
し
た
。
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
に
よ
る
教
育
活
動
も
こ
れ

に
含
ま
れ
た

）
49
（

。
こ
の
活
動
は
、
ソ
連
で
の
ブ
ン
ド
解
体
後
、
残
さ
れ
た

活
動
拠
点
と
な
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
第
二
共
和
国
に
引
継
が
れ
、
ブ
ン
ド

は
こ
の
地
で
な
お
文
化
的
民
族
自
治
を
追
求
し
た

）
50
（

。
だ
が
そ
れ
は
、
多

民
族
国
家
の
解
体
と
新
生
民
族
国
家
の
叢
生
と
と
も
に
レ
ー
ニ
ン
流
の

「
民
族
自
決
権
」
＝
一
民
族
一
国
家
原
理
が
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
確
立
し
て
い
く
時
代
の
中
で
は
困
難
な
道
程
で
あ
っ
た
。

 

（
に
し
む
ら
・
ゆ
う
／
近
現
代
ユ
ダ
ヤ
史
）

注（
1
） と
く
に
重
要
な
研
究
と
し
て
、
丸
山
敬
一
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
民
族
自
決

権
』
信
山
社
、
一
九
八
九
年
。
加
藤
一
夫
『
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
民
族
問

題
―
―
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
社

会
評
論
社
、
一
九
九
一
年
。
上
条
勇
『
民
族
と
民
族
問
題
の
社
会
思
想
史

―
―
オ
ッ
ト
ー
・
バ
ウ
ア
ー
民
族
理
論
の
再
評
価
』
梓
出
版
社
、
一
九
九

四
年
。
丸
山
敬
一
編
『
民
族
問
題
―
―
現
代
の
ア
ポ
リ
ア
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ

出
版
、
一
九
九
七
年
。
相
田
慎
一
『
言
語
と
し
て
の
民
族
―
―
カ
ウ
ツ
キ
ー

と
民
族
問
題
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
近
年
、
オ
ッ
ト
ー
・
バ

ウ
ア
ー
と
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
ー
の
代
表
作
の
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
全
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貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
民
族
理

論
研
究
の
一
つ
の
到
達
点
と
い
え
る
。
オ
ッ
ト
ー
・
バ
ウ
ア
ー
『
民
族
問

題
と
社
会
民
主
主
義
』
丸
山
敬
一
・
倉
田
稔
・
相
田
慎
一
・
上
条
勇
・
太

田
仁
樹
訳
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
ー
『
諸

民
族
の
自
決
権
―
―
特
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
の
適
用
』
太
田
仁
樹
訳
、
御

茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
。
ま
た
、
太
田
仁
樹
に
よ
る
一
連
の
レ
ン
ナ
ー

研
究
（
後
注
（
46
）
）
を
参
照
。

（
2
） 

太
田
仁
樹
「
世
界
シ
ス
テ
ム
と
民
族
問
題
―
―
レ
ー
ニ
ン
の
『
民
族
自
決

権
承
認
』
論
」
平
井
俊
彦
編
『
再
構
築
す
る
近
代
―
―
そ
の
矛
盾
と
運
動
』

全
国
日
本
学
士
会
、
一
九
九
八
年
、
一
〇
一
―
一
二
五
頁
。
同
「
レ
ー
ニ
ン
」
、

丸
山
編
前
掲
書
、
一
九
七
―
二
一
八
頁
。

（
3
） 「
民
族
問
題
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
」
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
十
九
巻
、
大
月

書
店
、
一
九
五
六
年
、
二
四
七
―
二
二
五
頁
、
引
用
は
二
四
七
頁
。

（
4
） 

カ
ウ
ツ
キ
ー
民
族
理
論
の
体
系
的
研
究
書
を
著
し
た
相
田
慎
一
は
、
カ
ウ

ツ
キ
ー
民
族
理
論
の
核
心
を
言
語
（
と
地
域
）
の
共
通
性
を
「
民
族
」
を

構
成
す
る
本
質
的
要
素
と
す
る
〈
民
族
＝
「
言
語
共
同
体
」
説
〉
に
見
い

だ
し
た
が
（
相
田
前
掲
書
）
、
本
論
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
理
論
に
つ
い
て

こ
れ
と
は
や
や
異
な
る
見
方
を
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
民
族
」
問
題
を

最
初
に
論
じ
た
論
考“D
ie m

oderne N
ationalität ”

（
一
八
八
七
年
）

に
お
い
て
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
問
題
と
し
た
の
は
、
言
語
や
文
化
な
ど
の
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
を
共
有
し
た
人
間
集
団
と
し
て
の
「
民
族
」
に
集
約
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
政
治
的
統
一
体
（
国
家
）
に
統
一
さ
れ
た
人
間
集
団
（
「
国

民
」
）
の
意
を
も
含
む
、
日
本
語
に
訳
し
が
た
い
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
理
論
の
核
心
は
、
近
代
固
有
の
社
会
単

位
と
し
て
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
の
生
成
（
西
欧
に
お
い
て
は
そ
れ
は
民
族

＝
国
民
国
家
の
形
成
と
重
な
る
）
と
、
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
し
て
の
統
一

を
求
め
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
理
念
（nationale Idee

）
」
の
活
性
化
（
こ

れ
は
一
つ
の
民
族
が
一
つ
の
国
家
を
な
さ
な
い
東
欧
で
は
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」

の
統
一
を
求
め
る
運
動
と
し
て
現
れ
、
西
欧
で
も
国
民
共
同
体
の
強
化
を

求
め
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
現
れ
た
）
を
歴
史
的

に
解
明
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
「
民
族
」
の
訳
語
に
収
ま
り
き
れ
な

い
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
概
念
の
二
義
性
は
、
こ
れ
以
降
の
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
論

考
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
筆
者
は
考
え
る
。

（
5
） Bertram

 D
. W

olfe, T
hree W

ho M
ade a R

evolution: A
 B

iographical 

H
istory of Lenin, T

rotsky, and Stalin 

（N
ew

 York: D
ial P

ress, 
1948

）, 581.

（
6
） 「
労
働
者
階
級
と
民
族
問
題
」
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
十
九
巻
、
七
九
―
八

〇
頁
。
「
民
族
問
題
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
」
同
書
、
二
四
七
―
二
五
五
頁
。

「
『
文
化
的
民
族
自
治
』
に
つ
い
て
」
同
書
、
五
四
二
―
五
四
六
頁
。
「
ユ

ダ
ヤ
人
の
民
族
学
校
の
設
置
」
同
書
、
三
二
〇
―
三
二
一
頁
。
「
ふ
た
た

び
民
族
別
に
よ
る
学
校
事
業
の
分
割
に
つ
い
て
」
同
書
、
五
九
四
―
五
九

六
頁
。
「
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
の
民
族
綱
領
に
つ
い
て
」
同
書
、
五

八
三
―
五
九
〇
頁
。
「
民
族
問
題
に
つ
い
て
の
論
評
」
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』

第
二
〇
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
五
七
年
、
三
―
三
九
頁
。

（
7
） 

ス
タ
ー
リ
ン
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
民
族
問
題
』
平
沢
三
郎
他
訳
、
国
民
文

庫
社
、
一
九
五
三
年
。

（
8
） 

ロ
シ
ア
帝
政
期
の
ブ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、E

zra M
endelson,  C

lass 

Struggle in the Pale: T
he F

orm
ative Years of the Jew

ish W
orkers’ 

M
ovem

ent in T
sarist R

ussia 

（C
am

bridge: C
am

bridge U
niv. 

Press, 1970

）
、H

enry J. Tobias , T
he Jew

ish B
und in R

ussia: From
 

its O
rigins to 1905 

（C
alifornia: Stanford U

niv. Press, 1972

） 

が
古

典
的
な
研
究
で
あ
る
。
他
、
注
（
10
）
～
（
12
）
を
参
照
。Joshua D

. 
Zim

m
erm

an, Poles, Jew
s, and the Politics of N

ationality: T
he B

und 

and the Polish Socialist Party in Late T
sarist R

ussia, 1892–1914 
（M

adison, W
I: T

he U
niv. of W

isconsin Press, 2004

） 

は
、
こ
れ

ら
の
研
究
で
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
社
会
主
義
者
と
の
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関
係
に
光
を
当
て
、
ブ
ン
ド
と
民
族
問
題
と
の
関
わ
り
を
描
き
出
し
て
い

る
。

（
9
） “D

er firter kongres fun algem
eynen yidishn arbeter-bund in 

rusland un poyln, ” D
er Y

idisher A
rbeter 12 

（1901

）, 97–102, here 
99.

（
10
） Joshua D

. Zim
m

erm
an, “W

as the Jew
ish Labor B

und in C
zarist 

R
ussia a ‘N

ational M
ovem

ent ’? ”, Jew
ish Political Studies R

eview
 

15, N
o. 1/2 

（2003

）, 23–44, here 29.

（
11
） Jonathan Frankel, Prophecy and Politics: Socialism

, N
ationalism

 

and the R
ussian Jew

s, 1862–1917 

（N
ew

 York: C
olum

bia U
niv. 

Press, 1981

）.

（
12
） Yoav Peled, C

lass and E
thnicity in the Pale: T

he Political E
conom

y 

of the Jew
ish W

orkers’ N
ationalism

 in late Im
perial R

ussia 

（N
ew

 
York: St. M

artin ’s Press, 1989
）.

（
13
） Gertrud Pickhan, “G

egen den Strom
”: D

er A
llgem

eine Jüdische 

A
rbeiterbund “B

und” in Polen, 1918–1939 
（Stuttgart, M

ünchen: 
D

eutsche Verlags-A
nstalt, 2001

）; Idem
, “Y

iddishkayt and C
lass 

C
onsciousness: the B

und and its M
inority C

oncept, ” E
ast 

E
uropean Jew

ish A
ffairs 39, N

o. 2 

（2009

）, 249–63.

（
14
） 

丸
山
編
前
掲
書
、
ii
頁
、
一
九
七
頁
。

（
15
） M

iroslav H
roch, Social P

reconditions of N
ational R

evival in 

E
urope: A

 C
om

parative A
nalysis of the Social C

om
position of 

Patriotic G
roups am

ong the Sm
aller E

uropean N
ations, trans. by 

B
en Fow

kes 

（C
am

bridge: C
am

bridge U
niv. Press, 1985

）.

（
16
） 

イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
と
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
文
化
が
当
時
、
「
単
に
民
族
経
済
の

上
部
構
造
で
あ
り
得
な
い
だ
け
で
な
く
、
支
配
階
級
の
文
化
さ
え
構
成
し

な
か
っ
た
」
と
す
る
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
ソ
の
指
摘
は
こ
の
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。

エ
ン
ツ
ォ
・
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
ソ
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ユ
ダ
ヤ
問
題
―
―
あ
る

論
争
の
歴
史
（
一
八
四
三
―
一
九
四
三
）
』
宇
京
頼
三
訳
、
人
文
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
、
一
四
七
―
一
四
八
頁
。

（
17
） Vladm

ir M
edem

, “Sotsial-dem
okratie un di nationale frage ” In 

V
la

dm
ir m

edem
: T

su
m

 tsva
n

tsikstn
 yortsa

yt 

（N
ew

 Y
ork: 

A
m

erikaner reprezentants fun algem
eynem

 yidishn arbeter 
bund 

［“bund ”

］ in poyln, 1943

）, 173–219, here 190–2.

（
18
） 「
民
族
問
題
に
つ
い
て
の
論
評
」
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
二
〇
巻
、
九
―
三

九
頁
。
引
用
は
九
頁
。
こ
こ
で
の
ブ
ン
ド
の
主
張
に
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
バ

ウ
ア
ー
が
『
民
族
問
題
と
社
会
民
主
主
義
』
（
一
九
〇
七
年
）
で
提
示
し

た
「
民
族
的
統
覚
」
論
の
反
響
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
バ
ウ
ア
ー

は
本
書
で
、
個
人
が
新
た
な
思
想
を
受
容
す
る
際
に
不
可
欠
な
過
程
、
す

な
わ
ち
、
当
該
の
思
想
の
個
人
の
全
精
神
存
在
へ
の
編
入
、
加
工
、
適
応
、

統
覚
の
過
程
が
、
一
つ
の
民
族
に
よ
る
新
た
な
思
想
の
受
容
に
お
い
て
も

同
様
に
生
ず
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
一
民
族
が
他
の
民
族
か

ら
受
け
取
る
ど
ん
な
思
想
内
容
も
、
受
容
さ
れ
る
前
に
、
常
に
民
族
の
全

存
在
に
ま
ず
は
適
合
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
は
変
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
」
（
バ
ウ
ア
ー
前
掲
書
、
一
〇
一
頁
）
。

（
19
） Tobias, T

he Jew
ish B

und in R
ussia, 135.

（
20
） 「
ブ
ン
ド
の
声
明
に
か
ん
し
て
」
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
六
巻
、
大
月
書
店
、

一
九
五
四
年
、
三
二
七
―
三
三
四
頁
。
「
ユ
ダ
ヤ
人
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

に
『
独
自
の
党
』
が
必
要
か
」
同
書
、
三
三
四
―
三
九
五
頁
。
「
ロ
シ
ア

社
会
民
主
労
働
党
内
に
お
け
る
ブ
ン
ド
の
地
位
の
問
題
に
関
す
る
演
説
」

『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
七
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
五
四
年
、
五
〇
〇
―
五

〇
三
頁
。

（
21
） Avtonom

ye oder federatsye: vegen dem
 artikel gegen “bund” no. 36 

“Iskra” 

（London: A
lgem

eyner yidisher A
rbeyterbund, 1903

）, 
13–23.

（
22
） Avtonom

ye oder federatsye, 23–4. 

「
自
決
権
」
項
目
の
英
訳
に
つ
い
て
は
、
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N
eil H

arding, ed. M
arxism

 in R
ussia: K

ey D
ocum

ents, 1897–

1906, trans. by R
ichard Taylor 

（C
am

bridge, C
am

bridge U
niv. 

Press, 1983

）, 226

を
参
照
し
た
。

（
23
） Tobias, T

he Jew
ish B

und in R
ussia, 80.  

（
24
） 
伊
東
孝
之
「
東
欧
の
民
族
問
題
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
民
族
自
決
権
概
念
―

―
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
」
『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
第
十
八
号
、
一
九
七

三
年
、
五
三
―
九
六
頁
、
こ
こ
で
は
五
四
―
五
六
頁
。
こ
の
決
議
の
曖
昧

さ
は
議
事
録
の
表
記
の
ず
れ
に
も
見
ら
れ
る
。
E
・
H
・
カ
ー
に
よ
れ
ば
、

英
語
版
で
は
こ
の
項
目
は
「full autonom

y of all nationalities

」で
あ
る

が
、
ド
イ
ツ
語
版
で
は
「Selbstbestim

m
ungsrecht aller N

ationen

」

で
あ
っ
た
と
い
う
（
E
・
H
・
カ
ー
『
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
革
命
―
―
一
九

一
七
―
一
九
二
三
年
』
第
一
巻
、
原
田
三
郎
、
田
中
菊
次
、
服
部
文
男
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
五
〇
年
、
三
四
三
頁
）
。

（
25
） “N

atsionalitet un asim
ilatsye, ” D

er yidisher arbeter 15 

（Jul. 
1904

）, 25–37, 16 

（A
ug. 1904

）, 15–26.

（
26
） 「
党
内
に
お
け
る
ブ
ン
ド
の
地
位
」
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
七
巻
、
八
三
―

九
四
頁
。

（
27
） Karl K

autsky, “D
as M

assaker von K
isch

eneff und die 
Judenfrage, ” D

ie N
eue Zeit 21, Vol. 2 

（1903

）, 303–9.

（
28
） Karl K

autsky, “D
ie K

risis in Ö
sterreich, ” D

ie N
eue Zeit 22, Vol. 

1 

（1904

）, 39–46, 72–9.

（
29
） Karl K

autsky, “D
ie m

oderne N
ationalität, ” D

ie N
eue Zeit 5 

（1887

）, 392–405, 442–95. 

こ
こ
で
、N

ation

とN
ationalität

の
訳

語
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
相
田
慎
一
は
前
述
（
前
注
（4

）
）
の
著

書
で
カ
ウ
ツ
キ
ー
がN

ation

とN
ationalität

の
用
語
法
の
明
確
化
を
試

み
た
一
九
一
八
年
の
論
考“N

ation, N
ationalität, Volk “

を
全
訳
、
紹

介
し
て
い
る
（
相
田
前
掲
書
、
五
―
三
六
頁
）
。
こ
の
論
考
で
カ
ウ
ツ
キ
ー

はN
ation

を
国
家
の
構
成
員
、N

ationalität

を
共
通
の
言
語
か
ら
な
る

集
合
体
の
意
に
峻
別
し
て
用
い
る
べ
き
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
カ
ウ
ツ

キ
ー
自
身
が
述
べ
、
ま
た
相
田
も
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
以

前
の
論
考
で
はN

ation

とN
ationalität

は
一
般
的
に
も
カ
ウ
ツ
キ
ー
自

身
の
論
考
で
も
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
論
考 “D

ie 
m

oderne N
ationalität ” 

に
も
指
摘
し
う
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
論
考
で

用
い
ら
れ
て
い
るN

ation

、N
ationalität

に
「
国
民
」
と
「
民
族
」
の

二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
た
め
、
こ
れ
ら
に
「
ネ
イ

シ
ョ
ン
」
の
語
を
当
て
た
。

（
30
） Kautsky, “D

ie K
risis in Ö

sterreich, ” 42,

（
31
） Karl K

autsky, “D
er K

am
pf der N

ationalitäten und das 
Staatsrecht in Ö

sterreich, ” D
ie N

eue Zeit 16, Vol. 1 

（1898

）, 
516–24, 557–64.

（
32
） “N

atsionalitet un asim
ilatsye, ” D

er Y
idisher A

rbeter 15, 32.

（
33
） “N

atsionalitet un asim
ilatsye, ” D

er Y
idisher A

rbeter 15, 33.

（
34
） Kautsky, “D

er K
am

pf der N
ationalitäten, ” 517.

（
35
） Miroslav H

roch, “N
ational Self-D

eterm
ination from

 a H
istorical 

Perspective, ” In N
otions of N

ationalism
. ed, Sukm

ar Periw
al 

（B
udapest: C

entral E
uropean U

niv. P
ress, 1995

）, 65–82; 
A

ndreas K
appeler, R

ussland als V
ielvölkerreich: E

ntstehung, 

G
eschichte, Zerfall 

（M
ünchen: Verlag C

. H
. B

eck, 1992

）, 178–
202.

（
36
） 「
ア
ル
メ
ニ
ア
社
会
民
主
主
義
者
の
宣
言
に
つ
い
て
」
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』

第
六
巻
、
三
三
五
―
三
三
七
頁
。C

f. R
onald G

rigor Suny, Looking 
T

ow
ard A

rarat: A
rm

enia in M
odern H

istory 

（B
loom

ington, IN
: 

Indiana U
niv. Press, 1993

）, 91.
（
37
） “N

atsionalitet un asim
ilatsye, ” D

er Y
idisher A

rbeter 15, 35. 

強
調

は
原
文
の
ま
ま
。

（
38
） “N

atsionalitet un asim
ilatsye, ” D

er Y
idisher A

rbeter 15, 36.
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（
39
） “D

er kam
pf fun di natsionen in estraykh 

（fray nokh kautski

）, ” 
D

er yidisher A
rbeter 8 

（D
ec. 1899

）, 8–12, here 11.

（
40
） Medem

, “Sotsial-dem
okratie un di natsionale frage, ” 197–9.

（
41
） Medem

, “Sotsial-dem
okratie un di natsionale frage, ” 208–15.

（
42
） Harding, ed., M

arxism
 in R

ussia, 290. 

こ
の
項
目
に
か
ん
し
、
あ
ら

ゆ
る
少
数
民
族
の
「
文
化
の
発
展
の
完
全
な
自
由
を
保
障
す
る
制
度
」
を

提
案
し
た
メ
デ
ム
の
修
正
案
は
否
決
さ
れ
た
（N

ora Levin , W
hile the 

M
essiah T

arried: Jew
ish Socialist M

ovem
ent, 1871–1917 

［N
ew

 
York: Schocken B

ooks, 1977

］, 297–8

）
。

（
43
） Medem

, “Sotsial-dem
okratie un di natsionale frage, ” 202–19.

（
44
） Synopticus 

［K
arl R

enner
］, Staat und N

ation, Zur österreichischen 

N
ationalitätenfrage. S

taatsrechtliche U
ntersuchung über die 

m
öglichen

 P
rin

cipien
 ein

er L
ösu

n
g u

n
d die ju

ristischen 

Vorauszungen eines N
ationalitätengesetzes 

（W
ien: Josef D

ietl, 
1899

）（
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
ー
「
国
家
と
民
族
」〔
上
〕〔
下
〕
、
太
田
仁
樹
訳
、

『
岡
山
大
学
経
済
学
会
雑
誌
』
第
三
十
二
巻
第
二
号
、
一
七
三
―
一
九
六
頁
、

二
〇
〇
〇
年
、
第
三
十
二
巻
第
三
号
、
九
三
―
一
一
三
頁
、
二
〇
〇
〇
年
）.

（
45
） Rudolf Springer 

［K
arl R

enner

］, D
er K

am
pf der österreichischen 

N
ationen um

 den Staat. E
rster Teil. D

as nationale Problem
 als 

Verfassungs- und Verw
altungsfrage 

（W
ien, Leipzig: F

ranz 
D

euticke, 1902

）
（
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
ー
「
国
家
を
め
ぐ
る
オ
ー
ス
ト
リ

ア
諸
民
族
の
闘
争 

第
一
部
―
―
憲
法
・
行
政
問
題
と
し
て
の
民
族
的
問

題
」
〔
一
〕
〔
二
〕
〔
三
〕
、
太
田
仁
樹
訳
、
『
岡
山
大
学
経
済
学
会
雑
誌
』

第
三
七
巻
第
三
号
、
一
〇
七
―
一
三
六
頁
、
二
〇
〇
五
年
、
第
三
七
巻
第

四
号
、
三
七
―
四
九
頁
、
二
〇
〇
六
年
、
第
三
八
巻
第
一
号
、
七
七
―
九

七
頁
、
二
〇
〇
六
年
）.

（
46
） レ
ン
ナ
ー
民
族
理
論
に
つ
い
て
は
、
太
田
仁
樹
「
カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
ー
の

民
族
的
自
治
論
―
―
『
諸
民
族
の
自
決
権
』
を
中
心
に
」
『
経
済
学
史
学

会
年
報
』
第
四
六
巻
、
一
七
―
三
〇
頁
、
二
〇
〇
四
年
。
同
「
民
族
性
原

理
と
民
族
的
自
治
―
―
属
地
的
自
治
と
属
人
的
自
治
」
『
マ
ル
ク
ス
・
エ

ン
ゲ
ル
ス
・
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
』
第
五
〇
号
、
九
三
―
一
一
〇
頁
、
二

〇
〇
九
年
。

（
47
） Richard Pipes, T

he F
orm

ation oft he Soviet U
nion: C

om
m

unism
 

and N
ationalism

, 1917–1923 

［R
evised E

dtion

］ （C
am

bridge, 
M

A
: H

arvard U
niv. Press, 1972

）, 28, 31.

（
48
） 「
民
族
自
決
権
に
つ
い
て
」
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
二
〇
巻
、
四
二
一
―
四

八
九
頁
。
Cf. 

太
田
「
レ
ー
ニ
ン
」
、
二
一
〇
―
二
一
六
頁
。

（
49
） Kh 

［aym

］ Sh 

［loym
e

］ K
azdan, “In der tsayt fun der ershter 

velt-m
ilkhom

e 

（1914–1917

）” In D
i geshikhte fun bund vol. 3. 

eds., G
 

［regori

］ Aronson, S 

［ofie

］ D
ubnov-E

rlikh, Y
 

［akov

］ S. 
H

erts, E
 

［m
anuel

］ N
ovogrudski, K

h. Sh. K
azdan, E

 

［m
anuel

］ 
Shelrer 

（N
ew

 York: Farlag fun unzer tsayt, 1966

）, 31–52.

（
50
） 

ポ
ー
ラ
ン
ド
第
二
共
和
国
に
お
け
る
ブ
ン
ド
の
運
動
史
に
つ
い
て
は
、

Pickhan, “G
egen den Strom

” 

。
ソ
連
で
の
ブ
ン
ド
の
解
体
と
ブ
ン
ド

党
員
の
そ
の
後
に
つ
い
て
はZvi G

itelm
an, Jew

ish N
ationality and 

Soviet P
olitics: T

he Jew
ish Sections of the C

P
SU

, 1917–1930 

（Princeton: Princeton U
niv. Press, 1972

）
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
マ
ル
ク
ス
主
義
民
族
理
論
、
民
族
問
題
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
／

民
族
運
動
、
在
リ
ト
ア
ニ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ロ
シ
ア
・
ユ
ダ

ヤ
人
労
働
者
総
同
盟
「
ブ
ン
ド
」
、
文
化
的
民
族
自
治
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序

　

ド
イ
ツ
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
は
一
九
二
三
年
八
―
十
一
月
の
大
連

立
政
権
下
の
通
貨
改
革
を
経
て
、
一
九
二
四
年
頃
か
ら
い
わ
ゆ
る
相
対

的
安
定
期
に
入
る
が
、
そ
の
後
も
連
立
が
常
で
短
期
間
に
政
権
が
交
代

し
、
政
治
的
に
不
安
定
な
状
態
が
続
い
た
。
旧
来
の
復
古
的
勢
力
と
新

た
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
狭
間
で
、
そ
も
そ
も
民
主
主
義
的
な
共
和
国
の
存

立
が
い
か
に
維
持
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
政
府
の
政
策
が
ま
す
ま
す
社

会
全
体
の
あ
り
よ
う
を
規
定
す
る
状
況
で
、
連
立
政
権
の
枠
組
み
を
ど

う
編
成
す
る
か
は
、
党
派
を
超
え
て
重
要
な
争
点
と
な
っ
た
。
ま
た
社

会
的
に
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
下
で
人
間
的
な
生
存
権
を
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
保
障
す
る
か
は
、
共
和
国
の
「
内
容
」
に
関
わ
る
こ
と
が
ら

で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
流
福
祉
国
家
と
言
わ
れ
る
「
社

会
国
家
」
に
も
連
な
る
要
素
を
含
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
経
済
的
に
は
カ

ル
テ
ル
、
ト
ラ
ス
ト
な
ど
資
本
主
義
の
組
織
化
と
構
造
変
化
は
社
会
政

策
学
会
等
で
も
議
論
さ
れ
、
戦
後
の
共
同
決
定
に
至
る
よ
う
な
経
済
の

民
主
主
義
的
な
管
理
運
営
、
経
済
体
制
の
将
来
的
な
方
向
性
の
探
求
は
、

労
働
者
の
関
心
事
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
企
業
家
側
も
対
応
を
迫
ら
れ

る
問
題
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
は
こ
う
し
た
政
治
と
社
会
及
び
経
済
の
重
層
的
な
諸
問
題
に
つ

い
て
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
指
導
部
で
国
会
議
員
の
経
済
思
想
家
R
・

〈
公
募
論
文
〉

ヴ
ァ
イ
マ
ル
中
期
の
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の�

�

　
　
　
　

�

連
立
政
策
論
と
社
会
経
済
思
想

河
野
裕
康
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ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
（
一
八
七
七
―
一
九
四
一
年
）
が
い
か
な
る
議
論
を

展
開
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。
彼
は
自
ら
大
連
立
入
閣
の
経
験
を
踏
ま

え
て
連
立
政
策
の
意
義
と
問
題
点
を
論
じ
、
た
ん
に
共
和
国
の
擁
護
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
実
質
的
内
容
と
し
て
福
祉
と
社
会
生
活
の
向
上
を
図

る
「
社
会
的
共
和
国
」
を
積
極
的
に
提
起
し
た
。
一
九
二
七
年
キ
ー
ル

党
大
会
で
は
決
議
案
と
共
に
体
系
的
な
政
策
を
示
し
、
経
済
組
織
に
よ

り
市
場
規
制
さ
れ
た
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
論
を
独
自
に
展
開
し

た
。
そ
し
て
そ
の
「
階
層
的
」
構
造
を
民
主
化
す
べ
く
「
経
済
民
主
主

義
」
論
で
は
労
働
組
合
と
も
協
力
し
、
さ
ら
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
も
警
戒

し
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
民
主
主
義
の
根
本
的
意
義
を
説
い
た
。
彼
は
民

主
主
義
の
政
治
体
制
下
で
、
「
社
会
的
共
和
国
」
に
お
い
て
社
会
生
活

を
保
障
し
、
同
時
に
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
の
経
済
体
制
を
「
経

済
民
主
主
義
」
に
よ
り
変
革
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

彼
の
こ
の
よ
う
な
思
想
的
立
場
を
当
時
の
論
争
状
況
の
中
に
位
置
づ

け
て
具
体
的
に
詳
論
し
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
存
在
せ
ず
、
例
え
ば
彼
の

連
立
政
策
論
に
部
分
的
に
言
及
し
た
も
の
は
あ
る
が

）
1
（

、
大
連
立
も
含
め

て
包
括
的
に
追
究
し
た
論
考
は
な
か
っ
た
。
ま
た
「
社
会
的
共
和
国
」

論
で
は
「
社
会
国
家
」
概
念
の
「
先
取
り
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
が

）
2
（

、

資
料
的
裏
付
け
が
十
分
と
は
言
い
難
い
。
そ
し
て
キ
ー
ル
党
大
会
に
つ

い
て
も
、
主
に
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
論
を
し
か
も
概
し
て
「
現

代
資
本
主
義
論
」
の
問
題
関
心
か
ら
扱
う
も
の
が
多
く

）
3
（

、
彼
の
決
議
や

報
告
の
全
体
、
党
内
外
の
議
論
等
は
十
分
検
討
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て

連
立
政
策
こ
そ
が
む
し
ろ
論
争
の
焦
点
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
彼
の
「
社

会
的
共
和
国
」
論
が
こ
こ
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
確
に

示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
経
済
民
主
主
義
」

論
の
労
働
組
合
と
の
影
響
関
係
も
必
ず
し
も
究
明
さ
れ
て
お
ら
ず

）
4
（

、
さ

ら
に
書
簡
や
そ
の
他
の
会
合
な
ど
で
示
さ
れ
た
彼
の
考
え
方
は
未
解
明

の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
で
本
稿
は
、
一
九
二
三
年
大
連
立
の
崩
壊
か
ら
一
九

二
八
年
再
建
ま
で
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
歴
史
的
展
開
に
沿
い
、
ま
ず

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
一
九
二
三
年
大
連
立
論
と
以
後
の
連
立
問
題
へ

の
対
応
、
次
い
で
一
九
二
六
年
半
ば
か
ら
一
九
二
七
年
に
か
け
て
新
た

な
内
政
状
況
の
分
析
と
「
社
会
的
共
和
国
」
論
、
そ
し
て
一
九
二
七
年

五
月
キ
ー
ル
党
大
会
を
め
ぐ
る
党
内
外
の
論
争
、
さ
ら
に
「
経
済
民
主

主
義
」
の
定
式
化
に
お
け
る
労
働
組
合
と
の
連
携
、
最
後
に
一
九
二
八

年
六
月
の
大
連
立
再
樹
立
頃
ま
で
私
信
や
党
員
集
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

場
で
の
発
言
を
、
他
の
論
者
と
も
比
較
し
つ
つ
考
察
す
る
。
当
該
期
の

彼
の
思
想
展
開
に
つ
い
て
各
論
点
で
新
た
な
側
面
が
示
さ
れ
る
と
と
も

に
、
そ
の
背
後
に
は
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
彼
の
一
貫
し
た
民
主
主

義
擁
護
の
立
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

一　

大
連
立
崩
壊
後
の
対
応

　

一
九
二
三
年
八
月
に
G
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
（
人
民
党
）
大
連
立
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政
権
が
成
立
し
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
十
月
ま
で
第
一
次
内
閣
で
財

務
相
を
務
め

）
5
（

、
十
一
月
の
第
二
次
内
閣
崩
壊
後
、
十
二
月
十
三
日
に
ブ

レ
ス
ラ
ウ
社
会
民
主
党
党
員
集
会
で
反
対
派
の
多
い
中
、
以
下
の
よ
う

に
総
括
し
た

）
6
（

。
ド
イ
ツ
は
戦
後
世
界
市
場
の
崩
壊
と
恐
慌
状
況
で
、
当

面
は
低
賃
金
に
よ
る
競
争
力
維
持
で
最
悪
の
影
響
か
ら
免
れ
て
い
た
が
、

一
九
二
三
年
一
月
ル
ー
ル
占
領
後
に
同
地
域
へ
の
多
額
の
財
政
支
援
か

ら
、
債
務
の
激
増
と
中
央
銀
行
の
金
マ
ル
ク
喪
失
が
生
じ
、
「
紙
幣
印

刷
に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
租
税
政
策
」
（S. 1, Sp. 1

）
に
反
発
す
る
労

働
者
が
政
権
交
代
を
要
求
し
て
、
八
月
の
大
連
立
樹
立
に
至
っ
た
。
第

一
次
内
閣
は
議
会
外
の
労
働
者
の
立
場
が
ま
だ
強
か
っ
た
た
め
、
社
会

民
主
党
か
ら
の
強
い
支
持
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
組
織
が
強
く
闘
争
能

力
が
あ
れ
ば
議
会
で
も
強
く
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
連
立
政
策
は
自

ら
の
地
位
の
「
た
ん
な
る
防
衛
の
問
題

0

0

0

0

0

に
過
ぎ
な
い
」
（ibid.

）
。
何
よ

り
も
重
要
な
の
は
そ
の
時
々
の
「
力
関
係
」
で
あ
り
、
連
立
そ
れ
自
体

で
成
果
が
得
ら
れ
る
か
の
よ
う
な
「
他
の
あ
ら
ゆ
る
連
立
政
策
論
は
幻0

想0

で
あ
る
」
（ibid.

）
。

　

だ
が
九
月
の
受
動
的
抵
抗
の
放
棄
は
即
座
に
は
対
仏
和
解
を
達
成
し

え
ず
、
失
業
増
と
急
速
な
貨
幣
減
価
の
中
、
恐
慌
の
作
用
に
よ
り
労
働

者
の
立
場
は
弱
ま
っ
て
政
府
支
持
が
減
退
し
、
十
月
に
第
一
次
内
閣
は

崩
壊
し
た
と
彼
は
言
う
。
第
二
次
内
閣
は
企
業
家
及
び
全
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

右
派
の
強
化
を
背
景
に
、
非
常
事
態
布
告
を
ザ
ク
セ
ン
や
テ
ュ
ー
リ
ン

ゲ
ン
州
左
派
政
府
に
差
別
的
に
適
用
し
た
た
め
、
結
局
社
会
民
主
党
は

下
野
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
後
党
は
W
・
マ
ル
ク
ス
（
中
央
党
）

新
政
権
に
あ
ら
た
め
て
、
憲
法
の
枠
内
で
国
会
の
関
与
や
失
効
期
限
な

ど
限
定
条
件
を
付
け
た
授
権
法
を
認
め
た
が
、
さ
も
な
け
れ
ば
国
会
解

散
で
政
府
権
力
は
憲
法
第
四
十
八
条
の
超
法
規
的
な
大
統
領
非
常
大
権

に
よ
り
一
層
強
ま
り
、
ま
た
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
だ

ろ
う
。
今
や
「
戦
前
と
は
全
く
異
な
り
」
真
の
権
力
闘
争
の
時
代
に
入

り
、
党
は
新
選
挙
に
向
け
て
「
内
部
論
争
を
排
し
て
反
動
阻
止
闘
争
で

再
び
結
束
す
る
」
べ
き
で
あ
る
（S. 1, Sp. 2

）
。
こ
の
よ
う
に
ヒ
ル
フ
ァ

デ
ィ
ン
グ
は
大
連
立
の
実
践
的
経
験
を
も
と
に
、
そ
の
成
立
と
崩
壊
の

要
因
を
分
析
し
、
経
済
動
向
も
背
景
に
第
一
次
か
ら
第
二
次
内
閣
へ
労

働
者
側
の
政
治
的
弱
体
化
を
指
摘
し
た
。
彼
は
連
立
政
策
で
も
議
会
外

の
力
の
重
要
性
を
強
調
し
て
幻
想
を
戒
め
、
権
力
闘
争
が
実
際
に
政
策

を
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
後
に
こ
そ
、
党
の
結
束
の
必
要
性
を
訴

え
た
の
で
あ
る

）
7
（

。

　

そ
の
後
一
九
二
四
年
五
月
と
十
二
月
の
二
度
の
選
挙
を
経
て
、
一
九

二
五
年
一
月
十
五
日
に
戦
後
初
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
右
派
連
立
の
H
・
ル

タ
ー
政
権
が
誕
生
し
た
が

）
8
（

、
十
月
二
十
五
日
に
は
与
党
国
家
人
民
党
が

ロ
カ
ル
ノ
条
約
に
反
対
し
て
閣
外
離
脱
し
た
こ
と
で
、
連
立
問
題
が
浮

上
し
た

）
9
（

。
十
二
月
十
六
日
の
政
党
間
協
議
で
社
会
民
主
党
は
労
働
時
間

法
の
早
期
制
定
な
ど
を
提
起
し
た
も
の
の
、
受
け
入
れ
ら
れ
ず

）
10
（

、
ま
た

党
内
で
は
旧
大
連
立
時
に
人
民
党
に
よ
る
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
追
い
落

と
し
で
「
不
信
感
」
が
根
強
く
、
十
七
日
に
は
「
大
連
立
政
府
樹
立
に
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適
し
た
基
盤
を
見
い
だ
せ
な
い

0

0

」
と
の
決
議
を
公
表
し
た

）
11
（

。
ヒ
ル
フ
ァ

デ
ィ
ン
グ
も
一
九
二
六
年
一
月
八
日
に
K
・
カ
ウ
ツ
キ
ー
宛
の
手
紙
で
、

大
連
立
に
「
強
く
反
対

）
12
（

」
し
、
再
度
の
早
期
崩
壊
は
党
を
著
し
く
害
す

る
だ
ろ
う
と
記
し
た
。
た
だ
彼
は
別
の
機
会
に
は
、
「
お
そ
ら
く
四
月

に
は

）
13
（

」
と
入
閣
に
含
み
を
残
す
発
言
を
し
、
大
連
立
に
原
理
的
反
対
と

い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
月
十
一
日
に
彼
と
H
・
ミ
ュ
ラ
ー
ら
党

代
表
は
再
交
渉
に
臨
ん
だ
が
、
十
二
日
に
議
員
団
は
大
連
立
の
「
基
盤

0

0

は
な
い

0

0

0

」
と
決
議
し

）
14
（

、
結
局
二
十
日
に
は
第
二
次
ル
タ
ー
中
道
内
閣
が

発
足
し
た
。
こ
の
内
閣
は
五
月
十
二
日
に
復
古
的
な
国
旗
令
の
問
題
で

辞
任
し
、
そ
の
際
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
K
・
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
（
中

央
党
）
な
ら
大
連
立
以
前
で
も
「
現
国
家
形
態
が
維
持
さ
れ
る
」
た
め

党
は
「
支
持
す
る
」
と
し
て
、
個
人
的
に
「
組
閣
を
要
請
」
し
た

）
15
（

。
し

か
し
人
民
党
の
反
対
も
あ
っ
て
実
現
せ
ず
、
五
月
十
七
日
に
マ
ル
ク
ス

内
閣
が
同
じ
党
派
構
成
の
ま
ま
誕
生
し
た

）
16
（

。

二　
「
社
会
的
共
和
国
」
論

　

一
九
二
六
年
中
頃
に
は
内
政
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
。
六
月
末
に

国
家
人
民
党
の
W
・
ガ
イ
ル
と
人
民
党
の
K
・
ヤ
レ
ス
は
「
大
右
派
的

国
民
層
の
統
一
的
代
表

）
17
（

」
を
呼
び
か
け
た
の
に
対
し
て
、
七
月
二
十
日

に
中
央
党
の
J
・
ヴ
ィ
ル
ト
は
「
社
会
的
共
和
的
運
動
を
全
力
で
推
進

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る

0

0

」
決
意
を
表
明
し
、
そ
の
後
「
ド
イ
ツ
の
統
一
性
の
維
持
と
社
会

的
共
和
国
の
確
立
」
に
向
け
て
、
社
会
民
主
党
の
P
・
レ
ー
ベ
ら
と
連

携
し
た

）
18
（

。
ま
た
九
月
四
日
に
は
工
業
全
国
同
盟
会
員
集
会
で
報
告
者
の

褐
炭
鉱
主
P
・
ズ
ィ
ル
ヴ
ァ
ベ
ル
ク
は
「
全
面
的
に
国
家
を
肯
定
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

立
場

0

0

」
か
ら
、
「
労
働
者
と
の
誠
実
な
協
力
」
を
経
済
再
生
の
要
件
と

見
な
し
、
「
社
会
民
主
党
と
の
政
治
的
協
力
と
共
同
責
任
」
を
め
ざ
す

と
し
た

）
19
（

。

　

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
こ
う
し
た
状
況
を
「
政
治
的
問
題
」
（
一
九

二
六
年
）
で
以
下
の
よ
う
に
分
析
し
た
。
す
な
わ
ち
、
今
や
「
共
和
制

国
家
形
態
を
い
か
な
る
内
容
で
満
た
す
か
を
決
す
る
新
段
階

）
20
（

」
に
入
っ

た
。
ズ
ィ
ル
ヴ
ァ
ベ
ル
ク
の
融
和
的
な
演
説
の
背
景
に
は
、
戦
後
原
料

地
域
の
喪
失
や
恐
慌
な
ど
で
指
導
的
役
割
が
重
工
業
か
ら
電
機
や
化
学

工
業
等
に
移
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
特
に
化
学
工
業
は
賃
金
部
分
の
相
対

的
減
少
で
「
労
働
者
組
織
に
対
し
て
む
し
ろ
妥
協
的
」（S. 292

）
で
あ
る
。

ま
た
ド
イ
ツ
は
軍
事
力
を
削
が
れ
て
拡
張
の
道
を
国
際
的
利
益
共
同
体

に
求
め
、
し
か
も
国
際
信
用
に
依
存
し
て
お
り
、
か
く
し
て
産
業
界
は

「
協
調
外
交
の
継
続
と
内
政
の
安
定
的
発
展
」
（S. 293

）
を
望
む
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
ヴ
ィ
ル
ト
は
「
社
会
的
共
和
国
」
と
い
う
言
葉
を
語
る
だ
け
で

あ
り
、
自
ら
は
そ
の
中
心
的
政
策
と
し
て
「
教
育
特
権
の
廃
止

0

0

0

0

0

0

0

」
（S. 

295
）
を
考
え
る
。
知
識
あ
る
労
働
者
階
級
に
よ
っ
て
の
み
、
経
済
民

主
主
義
は
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
行
政
の
民
主
化
や
司
法
改
革
に

は
共
和
主
義
的
大
学
政
策
が
必
要
で
あ
り
、
学
問
文
化
へ
の
大
衆
の
参
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加
や
社
会
的
政
策
の
推
進
な
ど
は
「
統
一
的
国
家

0

0

0

0

0

」
（S. 297

）
の
任
務

と
な
る
。
さ
ら
に
「
民
主
主
義
的
自
治
の
創
出
」
（S. 299

）
は
、
「
社

会
的
共
和
国
」
の
重
要
課
題
で
あ
る
。
党
が
反
動
的
な
政
府
を
阻
止
し
、

自
ら
「
入
閣
の
重
責
」
（S. 302

）
を
担
え
る
よ
う
な
成
果
を
上
げ
う
る

か
否
か
は
、
中
央
党
な
ど
中
間
政
党
の
寄
与
に
も
か
か
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
産
業
界
の
協
調
的
態
度
が
戦
後
重

工
業
か
ら
電
機
や
化
学
工
業
へ
の
産
業
構
造
の
変
化
、
国
際
的
利
益
共

同
体
や
国
際
信
用
へ
の
依
存
に
起
因
す
る
こ
と
を
示
し
、
そ
し
て
「
社

会
的
共
和
国
」
に
向
け
て
教
育
特
権
の
廃
止
や
社
会
的
政
策
及
び
民
主

的
自
治
な
ど
を
説
き
、
中
間
政
党
の
協
力
の
必
要
性
も
確
認
し
た
。

　

彼
は
「
社
会
的
共
和
国
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
二
四
年
六
月

の
党
大
会
報
告
の
冊
子
『
社
会
的
共
和
国
の
た
め
に
』
で
標
題
に
使
っ

て
い
た

）
21
（

。
だ
が
本
文
中
に
は
そ
の
言
葉
は
見
当
た
ら
ず
、
か
ろ
う
じ
て

彼
の
決
議
案
で
、
闘
争
課
題
と
し
て
特
に
八
時
間
労
働
日
の
維
持
や
社

会
的
扶
助
の
強
化
な
ど
を
あ
げ
つ
つ
、
「
共
和
国
を
一
層
社
会
的
内
容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
満
た
す

0

0

0

0

」）
22
（

と
の
文
言
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
表
現

は
、
「
社
会
的
共
和
国
」
を
い
わ
ば
「
社
会
的
内
容
」
で
満
た
さ
れ
た

共
和
国
と
理
解
す
る
限
り
で
は
、
今
回
の
彼
の
問
題
提
起
と
類
似
し
て

お
り
、
つ
な
が
り
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
内
容
的
に
も
冊
子
で
「
共
同

決
定
権
」
の
た
め
の
「
文
化
的
向
上
」
や
、
「
統
一
的
国
家
」
の
確
立

な
ど
関
連
す
る
事
項
が
含
ま
れ
て
お
り

）
23
（

、
今
次
彼
は
特
に
経
済
民
主
主

義
と
も
結
び
つ
け
な
が
ら
教
育
特
権
の
廃
止
や
自
治
強
化
を
提
起
し
、

「
社
会
的
共
和
国
」
概
念
の
実
質
化
に
踏
み
出
し
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　

九
月
二
十
三
日
に
は
社
会
政
策
学
会
で
資
本
主
義
の
将
来
像
が
議
論

と
な
っ
た
。
B
・
ハ
ル
ム
ス
は
労
働
者
と
の
協
力
を
前
提
に
「
資
本
主

義
的
精
神
の
復
活
」
を
め
ざ
し
、
「
世
界
経
済
的
利
害
連
帯
」
の
理
性

的
認
識
を
訴
え
た

）
24
（

。
こ
れ
に
対
し
て
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
資
本
主

義
的
精
神
の
賛
美
に
も
保
守
的
な
自
給
経
済
論
に
も
「
同
意
で
き
な
い
」

（S. 111

）
と
退
け
た
。
平
時
経
済
へ
の
復
帰
で
再
び
資
本
主
義
の
均
衡

回
復
が
図
ら
れ
る
が
、
今
や
自
由
競
争
か
ら
「
階
層
的
に
組
織
さ
れ
た

0

0

0

0

0

経
済
」
（S. 112

）
へ
と
根
本
的
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
今
後
そ
れ
が
い

か
に
「
民
主
主
義
的
形
態
へ
転
換
さ
れ
る
」
（S. 115

）
の
か
と
い
う
課

題
が
生
ず
る
と
彼
は
論
じ
た
。
経
済
の
組
織
化
に
つ
い
て
は
彼
は
す
で

に
大
戦
中
か
ら
「
組
織
原
理
の
自
由
競
争
原
理
へ
の
勝
利
」
を
指
摘
し
、

「
戦
時
資
本
主
義
」
の
下
で
大
銀
行
支
配
と
資
本
集
中
、
地
代
及
び
資

産
増
に
対
し
て
、
全
戦
時
利
得
の
課
税
や
社
会
主
義
的
組
織
へ
の
転
換

を
提
起
し
て
い
た

）
25
（

。
戦
後
も
彼
は
特
に
相
対
的
安
定
期
以
後
組
織
化
を

論
じ
、
直
近
で
は
一
九
二
六
年
二
月
に
国
会
で
、
労
働
運
動
は
自
由
競

争
段
階
で
は
「
福
祉
国
家
」
を
求
め
て
き
た
が
、
今
や
「
金
融

0

0

と
産
業

0

0

の
大
独
占

0

0

が
国
民
の
経
済
的
運
命

0

0

0

0

0

を
規
定
す
る
階
層
的
に
組
織
さ
れ
た

資
本
主
義
」
に
お
い
て
、
「
経
済
の
民
主
主
義
的
管
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
を
推
進
す
る

よ
う
な
国
家
権
力
を
支
持
す
る
と
主
張
し
て
い
た

）
26
（

。
実
際
に
カ
ル
テ
ル

は
一
九
二
六
年
に
は
主
要
工
業
生
産
額
の
六
〇
％
、
ま
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
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ン
は
株
式
資
本
の
六
五
％
を
占
め
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
含
む
企
業
家
連

合
は
二
千
四
百
余
に
上
る
な
ど
組
織
化
の
広
が
り
を
示
し
て
い
た

）
27
（

。

　

一
九
二
六
年
十
一
月
頃
か
ら
政
権
問
題
が
ま
た
も
や
生
じ
た
。
八
日

に
国
会
で
社
会
民
主
党
の
失
業
者
支
援
動
議
が
国
家
人
民
党
の
倒
閣
思

惑
も
あ
っ
て
可
決
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
マ
ル
ク
ス
首
相
は
「
与
党
連

立
の
拡
大
」
を
探
る
べ
く
、
社
会
民
主
党
と
「
適
宜
連
絡
を
取
る
」
こ

と
に
し
た

）
28
（

。
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
状
況
が
極
め
て
不
安
定
で
あ
り
、

現
在
の
「
政
府
の
存
続
を
あ
ま
り
当
て
に
で
き
な
い

）
29
（

」
と
感
じ
た
。
十

一
日
に
党
議
員
団
会
議
で
彼
は
、
現
状
を
放
置
す
れ
ば
大
統
領
非
常
大

権
の
恐
れ
が
あ
る
と
警
戒
し
、
「
社
会
政
策
よ
り
も
重
要
な
意
義
を
持

つ
」
も
の
と
し
て
「
即
時
連
立
に
賛
成
す
る
」
と
主
張
し
た

）
30
（

。
十
二
月

初
旬
に
党
議
員
団
は
政
府
の
労
働
時
間
法
案
を
自
発
的
超
過
労
働
の

「
罰
則
免
除
」
な
ど
ゆ
え
「
全
く
不
十
分

0

0

0

0

0

」
と
批
判
し

）
31
（

、
ま
た
国
防
軍

の
ロ
シ
ア
で
の
「
非
合
法
な
」
軍
用
機
工
場
建
設
を
問
題
に
し
た

）
32
（

。
一

方
人
民
党
の
E
・
シ
ョ
ル
ツ
は
「
全
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
政
党
の
結
集
」
を
訴

え
、
亀
裂
を
深
め
た

）
33
（

。
今
や
人
民
党
が
再
び
決
定
権
を
握
っ
て
お
り
、「
国

会
で
理
性
的
解
決
に
達
す
る
の
は
至
難
で
あ
る

）
34
（

」
と
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン

グ
は
考
え
た
。
十
五
日
に
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
外
相
の
仲
介
も
あ
っ
て

行
わ
れ
た
「
大
連
立
形
成
」
の
協
議
に
は
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
も
参
加

し
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
「
過
去
の
非
難
よ
り
も
将
来
の
要
求
が
重
視
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
」と
柔
軟
姿
勢
を
示
し
た

）
35
（

。
し
か
し
党
議
員
団
は
ま
ず
「
政

府
の
辞
任

0

0

」
を
求
め
、
翌
日
政
府
側
の
拒
否
を
受
け
て
国
会
で
P
・
シ
ャ

イ
デ
マ
ン
は
国
防
軍
を
「
国
家
内
国
家

0

0

0

0

0

」
と
批
判
し
、
十
七
日
の
政
府

不
信
任
案
可
決
に
至
っ
た

）
36
（

。

　

一
九
二
七
年
一
月
初
め
に
マ
ル
ク
ス
は
社
会
民
主
党
に
対
し
て
、
中

道
内
閣
を
支
援
す
る
意
向
が
あ
る
の
か
尋
ね
た

）
37
（

。
十
八
日
の
党
議
員
団

会
議
で
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、「
中
央
党
労
働
者
の
覚
醒
」
ゆ
え
「
右

傾
化
は
生
じ
て
い
な
い
」
と
述
べ
、
あ
ら
た
め
て
「
大
統
領
の
一
層
の

自
立
化
」
を
恐
れ
た

）
38
（

。
翌
日
党
議
員
団
は
中
道
政
権
に
「
原
則
的
懸
念

0

0

0

0

0

は
な
い

0

0

0

」
と
し
な
が
ら
も
、
最
終
決
定
を
留
保
し
た

）
39
（

。
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ

ン
グ
に
よ
れ
ば
、
国
防
軍
問
題
で
組
閣
の
焦
点
O
・
ゲ
ス
ラ
ー
国
防
相

は
「
新
首
相
か
ら
の
示
唆
が
あ
れ
ば
喜
ん
で
去
る
」
つ
も
り
だ
っ
た
が

そ
れ
も
な
く
、
議
員
団
は
「
他
の
決
定
を
な
し
え
な
か
っ
た
」
と
い
う

）
40
（

。

党
派
抗
争
の
消
耗
で
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
再
び
「
活
動
半
減
状
態
」

に
陥
っ
た

）
41
（

。
結
局
二
十
日
に
マ
ル
ク
ス
は
大
統
領
か
ら
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

政
党
多
数
派
に
基
づ
く
政
府
樹
立
」
の
委
任
を
受
け
、
二
十
九
日
に
国

家
人
民
党
を
加
え
て
右
派
連
立
政
権
を
発
足
さ
せ
た

）
42
（

。

　

政
権
交
代
に
伴
っ
て
予
算
案
が
争
点
と
な
り

）
43
（

、
四
月
五
日
に
国
会
で

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
そ
の
特
徴
を
な
す
財
政
調
整
が
「
地
方
分
立

主
義

）
44
（

」
へ
の
逆
行
を
も
た
ら
す
と
批
判
し
た
。
そ
し
て
彼
は
教
育
や
衛

生
関
連
の
社
会
文
化
的
費
目
及
び
生
産
的
失
業
者
扶
助
の
削
減
、
物
税

軽
減
に
よ
る
州
と
自
治
体
の
社
会
的
支
出
の
制
限
、
家
賃
値
上
げ
収
益

の
住
宅
建
設
保
証
な
し
の
州
委
譲
、
過
大
な
国
防
費
と
軍
の
「
非
政
治

化
」
（S. 10485
）
の
遅
延
な
ど
、
「
社
会
的
反
動
へ
の
抗
議
と
し
て
予
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算
案
を
拒
否
す
る
」
（S. 10483

）
と
し
た
。
ま
た
経
済
政
策
で
は
、
小

麦
粉
に
続
く
全
畜
産
品
等
の
関
税
引
き
上
げ
意
図
は
、
労
働
者
か
ら
大

農
業
家
へ
の
購
買
力
の
移
転
に
過
ぎ
ず
、
「
組
織
さ
れ
た
経
済
」
の
下

で
「
関
税
障
壁
の
継
続
的
引
き
上
げ
に
よ
り
独
占
を
安
定
化
」
さ
せ
よ

う
と
す
る
の
は
、
「
利
潤
全
体
が
も
っ
ぱ
ら
少
数
の
大
資
本
家
の
独
占

利
潤
で
あ
る
」
と
見
な
す
か
ら
だ
と
彼
は
追
及
し
た
（S. 10484

）
。
今

や
共
和
国
の
「
内
容
」
が
問
わ
れ
、
「
真
の
福
祉
国
家
、
真
の
社
会
的

共
和
国
へ
の
持
続
的
発
展
」
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
（S. 10485

）
、
ま

さ
に
「
社
会
的
共
和
国
の
た
め
に
」
（S. 10486

）
有
権
者
の
決
断
が
求

め
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
彼
は
財
政
調
整
に
よ
る
地
方
分
立
主
義
や
社
会
文
化
的

支
出
の
削
減
、
関
税
に
よ
る
大
農
業
家
へ
の
所
得
移
転
と
「
組
織
さ
れ

た
経
済
」
で
の
独
占
保
護
な
ど
を
批
判
し
て
、
予
算
案
に
反
対
し
た
。

そ
し
て
彼
は
内
政
の
課
題
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
「
社
会
的
共
和
国
」

を
提
起
し
た
。
そ
の
際
共
和
国
の
「
内
容
」
を
問
い
、
「
社
会
的
共
和

国
の
た
め
に
」
呼
び
か
け
る
姿
勢
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
問
題
意
識
を

継
承
し
て
い
た
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
「
福
祉
国
家
」

を
も
並
記
し
、
自
由
競
争
段
階
か
ら
進
ん
で
「
真
の
」
発
展
形
態
と
し

て
、
「
社
会
的
共
和
国
」
を
雇
用
や
教
育
文
化
、
住
宅
な
ど
社
会
政
策

を
軸
に
広
く
社
会
生
活
全
体
の
向
上
を
図
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

翌
六
日
に
社
会
民
主
党
は
戦
後
初
め
て
予
算
案
に
反
対
し
た
が
、
結

局
可
決
さ
れ
た
（S. 10568

）
。

　

さ
ら
に
四
月
十
六
―
十
八
日
に
開
か
れ
た
社
会
民
主
主
義
学
術
関
係

者
連
盟
総
会
で
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
ド
イ
ツ
知
識
人
の
「
結
集

を
歓
迎
し
」
つ
つ

）
45
（

、
彼
ら
に
は
「
政
治
的
行
動
及
び
経
験
」
と
「
実
証

科
学
的
訓
練
が
欠
け
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
し
、
「
精
神
的
尊
大
さ

0

0

0

0

0

0

」

を
排
し
て
「
労
働
者
運
動
の
成
果
に
対
す
る
敬
意
」
を
求
め
た

）
46
（

。
そ
し

て
彼
は
、
E
・
レ
ー
デ
ラ
ー
が
帝
国
主
義
の
克
服
を
非
資
本
主
義
的
領

域
の
消
滅
な
ど
で
は
な
く
、
「
資
本
主
義
が
た
え
ず
新
た
に
生
み
激
化

さ
せ
る
社
会
的
緊
張
と
対
立
の
結
果
」
と
と
ら
え
た
こ
と
に
「
賛
同
」

し
（ibid.

）
、「
自
動
的
崩
壊
傾
向
論
は
非
科
学
的
で
あ
る
」
（S. 1, Sp. 3

）

と
退
け
て
、
戦
争
経
験
の
あ
る
労
働
者
は
「
帝
国
主
義
的
傾
向
を
阻
止

0

0

す
る
だ
ろ
う

0

0

0

0

0

」）
47
（

と
論
じ
た
。
ま
た
C
・
メ
ニ
ッ
ケ
が
「
社
会
主
義
の
倫

理
的
な
根
拠
づ
け
」
を
求
め
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン

グ
は
党
内
に
は
倫
理
的
社
会
主
義
者
に
も
「
居
場
所
が
あ
る
」と
し
、「
社

会
民
主
党
の
闘
争
は
全
人
民
の
人
間
性
と
倫
理
の
実
現
、
文
化
の
獲
得

で
あ
る
」
こ
と
を
再
確
認
し
た

）
48
（

。

三　

キ
ー
ル
党
大
会
を
め
ぐ
っ
て

　

一
九
二
七
年
五
月
二
十
二
―
二
十
七
日
に
社
会
民
主
党
キ
ー
ル
党
大

会
が
開
催
さ
れ
、
「
共
和
国
に
お
け
る
社
会
民
主
党
の
任
務
」
と
い
う

議
題
で
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
以
下
の
よ
う
な
決
議
案
を
提
出
し
た
。
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す
な
わ
ち
、
政
治
的
社
会
的
反
動
は
大
地
主
と
大
資
本
の
旧
支
配
の
再

生
を
試
み
、
同
時
に
資
本
集
積
に
よ
り
「
経
済
の
組
織
化

）
49
（

」
が
進
展
し

て
い
る
。
所
有
特
権
の
除
去
、
労
働
者
と
職
員
の
経
済
運
営
及
び
成
果

へ
の
参
加
拡
大
、
社
会
主
義
的
民
主
主
義
的
経
済
組
織
へ
の
転
換
の
促

進
は
、
労
働
運
動
の
直
接
的
課
題
と
な
る
。
共
和
制
擁
護
、
民
主
主
義

拡
充
、
「
経
済
民
主
主
義
の
獲
得
」
（ibid.

）
の
闘
争
は
全
勤
労
者
の
統

合
を
必
要
と
し
、
教
育
特
権
の
除
去
も
共
通
の
課
題
で
あ
る
。
「
国
家

権
力
獲
得
の
闘
争
は
自
治
体
、
州
及
び
国
で
最
大
限
の
権
力
的
地
位
の

獲
得
維
持
を
必
要
と
し
」
、
中
央
政
府
へ
の
参
加
は
固
定
的
な
原
則
で

は
な
く
、
党
の
力
が
「
所
与
の
状
況
下
で
労
働
者
運
動
の
た
め
の
特
定

の
目
的
を
達
成
し
、
反
動
の
危
険
性
を
阻
止
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
か

否
か
の
「
戦
術
の
問
題
」
で
あ
る
（ibid.

）
。

　

報
告
者
の
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
趣
旨
説
明
し
た
。
今

や
基
本
的
に
資
本
主
義
の
自
由
競
争
時
代
が
終
わ
り
、
「
組
織
さ
れ
た

0

0

0

0

0

経
済

0

0

」
）
50
（

へ
移
行
し
た
。
そ
の
特
徴
は
第
一
に
技
術
的
に
「
合
成
化
学

0

0

0

0

」

の
発
展
、
第
二
に
カ
ル
テ
ル
や
ト
ラ
ス
ト
な
ど
「
組
織
化

0

0

0

」
、
第
三
に

工
業
の
「
国
際
化

0

0

0

」
で
あ
る
（S. 166f.;

八
五
―
八
六
頁
）
。
そ
し
て
第

四
の
お
そ
ら
く
「
最
も
重
要
な
」
点
は
、
「
企
業
の
管
理
運
営
も
社
会

的
な
こ
と
が
ら
に
な
っ
て
い
る
」
（S. 168;

八
八
頁
）
こ
と
で
あ
り
、
公

的
な
合
理
化
支
援
も
な
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
「
資
本
家

0

0

0

に
よ
り
組
織

さ
れ
管
理
さ
れ
る
経
済
を
、
民
主
主
義
的
国
家

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
り
管
理
さ
れ
る
経

済
に
転
換
」
（S. 169;

八
九
頁
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
組
織
化
で
「
経
済

と
国
家
の
相
互
関
係
の
緊
密
化
」
が
進
み
、
国
家
の
貨
幣
市
場
支
配
や

租
税
政
策
、
通
商
政
策
な
ど
に
よ
り
パ
ン
や
肉
は
「
政
治
的
価
格

0

0

0

0

0

」
に

な
り
、
労
働
市
場
で
も
失
業
保
険
や
賃
金
協
約
及
び
仲
裁
制
度
等
か
ら

「
政
治
的
賃
金
規
制

0

0

0

0

0

0

0

」
が
生
じ
て
い
る
（ibid.;

九
〇
頁
）
。
労
働
運
動
は

社
会
政
策
を
超
え
て
、
経
済
政
策
や
経
済
の
管
理
運
営
で
も
国
家
介
入

を
求
め
る
。
経
済
民
主
主
義
は
「
経
済
的
私
利
の
社
会
的
利
害
へ
の
従

属
」
を
、
そ
し
て
経
営
民
主
主
義
は
「
個
人
の
能
力
に
応
じ
て
経
営
管

理
へ
の
上
昇
可
能
性
」
を
意
味
す
る
（S. 171;

九
三
頁
）
。
労
働
者
は
「
経0

済
的
に
も
所
有
特
権
を
除
去
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
（S. 172;

九
四
頁
）
よ
う
努
め
ね
ば

な
ら
な
い
。

　

彼
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
は
歴
史
的
に
た
え
ず
労
働
者
の
こ
と
と
し

て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
か
ら
闘
い
取
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
真
の
危

険
性
は
「
自
由
と
民
主
主
義
の
重
要
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
（S. 174;

九
八
頁
）
を
知
ら
な

い
労
働
者
が
い
る
こ
と
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
政
権
誕

生
の
よ
う
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
反
動
の
統
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
（S. 175;

九
九
頁
）
が
容
易

に
な
り
、
今
や
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
対
民
主
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
闘
争
に
転
化
し
た
」（ibid.;

一
〇
〇
頁
）
。
ま
た
「
共
和
国
の
社
会
的
内
容

0

0

0

0

0

」
（S. 176;

同
上
）
に
つ

い
て
は
、
労
働
者
の
地
位
向
上
や
経
済
の
管
理
に
は
多
く
の
知
識
と
技

術
が
必
要
で
あ
り
、
「
教
育
特
権
の
打
破

0

0

0

0

0

0

0

」
（S. 177;

一
〇
二
頁
）
は
文

化
活
動
拡
大
の
継
続
的
闘
争
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
「
統
一
的
国
家

0

0

0

0

0

」（ibid.;

一
〇
三
頁
）
の
要
求
と
共
に
、
自
治
体
及
び
州
行
政
へ
の
参
加
は
、
労

働
者
教
育
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
参
議
院
の
勢
力
構
成
に
と
っ
て
も
重
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要
で
あ
る
。
「
初
め
か
ら
政
府
責
任
を
決
し
て
負
わ
な
い
と
の
定
式
を

示
す
こ
と
は
、わ
れ
わ
れ
が
そ
も
そ
も
犯
し
う
る
最
大
の
誤
り
で
あ
り
」

（S. 181;
一
一
〇
頁
）
、
連
立
政
策
は
戦
術
問
題
と
し
て
「
自
由
な
行
動

0

0

0

0

0

可
能
性

0

0

0

」
（S. 182;

同
上
）
を
保
持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
防
問
題
で
は

国
防
軍
を
「
共
和
国
の
信
頼
で
き
る
道
具
」
（ibid.;

一
一
一
頁
）
に
し

つ
つ
、
何
よ
り
も
国
連
軍
縮
や
仲
裁
裁
判
、
国
家
主
権
制
限
の
国
際
法

に
よ
り
「
戦
争
を
不
可
能
に
す
る
」
（S. 183;

一
一
二
頁
）
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
彼
は
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
の
特
徴
を
総
括
し
、

と
り
わ
け
企
業
経
営
の
公
的
性
格
を
強
調
し
た
が
、
さ
ら
に
「
民
主
主

0

0

0

義
的
国
家

0

0

0

0

に
よ
り
管
理
さ
れ
る
経
済
」
に
向
け
て
、
政
治
と
経
済
の
緊

密
化
の
下
で
、
経
済
民
主
主
義
及
び
経
営
民
主
主
義
を
通
じ
て
経
済
で

の
所
有
特
権
の
除
去
を
追
求
し
た
。
そ
し
て
民
主
主
義
の
意
義
を
フ
ァ

シ
ズ
ム
に
対
し
て
力
説
し
、
ま
た
共
和
国
の
「
社
会
的
内
容
」
と
し
て

再
度
教
育
特
権
の
打
破
を
論
じ
、
連
立
政
策
で
は
戦
術
と
し
て
柔
軟
性

を
求
め
た

）
51
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
左
派
は
決
議
案
で
、
も
は
や
共
和
制
か
君
主
制
か
で

は
な
く
社
会
主
義
か
資
本
主
義
か
の
対
立
状
況
で
は
、「
連
立
に
代
わ
っ

0

0

0

0

0

0

て
野
党
的
立
場

0

0

0

0

0

0

」
）
52
（

を
要
求
し
た
。
討
論
で
T
・
ゼ
ン
ダ
ー
は
「
組
織
さ

れ
た
経
済
」
で
こ
そ
労
働
者
の
「
階
級
意
識
の
覚
醒
」
の
た
め
に
、「
野

党
的
立
場
で
も
建
設
的
活
動
を
す
る
」
よ
う
論
じ
（S. 186

）
、
ま
た

S
・
ア
ウ
フ
ホ
イ
ザ
ー
は
民
主
主
義
の
維
持
強
化
に
よ
る
社
会
主
義
成

熟
論
に
は
「
同
意
で
き
な
い
」
（S. 198

）
と
し
た
。
一
方
右
派
の
シ
ャ

イ
デ
マ
ン
は
極
右
の
大
行
進
を
目
に
し
て
「
共
和
国
の
た
め
の
闘
争
は

い
ぜ
ん
最
高
の
任
務
で
あ
る
」
（S. 191

）
と
反
論
し
、
そ
し
て
R
・
ブ

ラ
イ
ト
シ
ャ
イ
ト
も
「
中
央
党
内
の
労
働
者
大
衆
の
獲
得
を
考
慮
す
る
」

（S. 209

）
よ
う
説
い
た
。

　

こ
う
し
た
議
論
を
受
け
て
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
補

足
し
た
。
民
主
主
義
は
「
歴
史
的
伝
統
」
に
な
り
「
自
明
に
な
る
こ
と

が
力
の
源
泉
で
あ
り
」
（S. 218

）
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
勝
利
し
た
の
は
大

衆
が
政
治
的
伝
統
や
教
育
を
持
た
な
か
っ
た
場
所
で
あ
る
。
ま
た
中
央

党
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
全
体
の
「
縮
図
」
で
あ
り
、
勤
労
者
層
の
獲
得

を
望
む
な
ら
、
他
党
に
対
し
て
と
は
「
違
う
言
葉
遣
い
が
必
要
で
あ
る
」

（S. 219f.

）
。
そ
も
そ
も
連
立
政
策
は
決
し
て
階
級
闘
争
の
停
止
で
は
な

く
、
具
体
的
状
況
で
の
み
解
決
し
う
る
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
今
後
労

働
者
が
国
家
を
支
配
す
る
「
過
渡
期
で
も
民
主
主
義
は
政
治
形
態
で
あ

り
続
け
る
」
の
で
あ
り
、
「
社
会
的
内
容
」
は
社
会
主
義
的
に
転
換
さ

れ
る
（S. 222

）
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
中
央
党
へ
の
適
切
な
対
応
の
必
要

性
や
連
立
政
策
で
の
闘
争
継
続
を
論
じ
、
民
主
主
義
も
「
社
会
的
内
容
」

も
将
来
的
に
社
会
主
義
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
結
局
左

派
の
決
議
案
が
二
五
五
対
八
三
で
否
決
さ
れ
た
後
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン

グ
の
決
議
案
は
、
左
派
が
特
に
「
反
対
」
し
「
削
除
」
を
求
め
た
連
立

政
策
の
部
分
も
含
め
て
、
全
体
投
票
で
採
択
さ
れ
た
（S. 223f.

）
。
ま

さ
に
党
大
会
の
主
要
な
争
点
は
、
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
論
よ
り
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も
む
し
ろ
連
立
政
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

党
大
会
後
の
反
響
と
し
て
は
、
ま
ず
党
右
派
誌
は
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン

グ
の
民
主
主
義
に
よ
る
「
行
動
主
義
」
に
注
目
し
、
諸
階
級
の
存
続
で

「
連
立
政
策
は
不
可
避
だ
」
と
し
た

）
53
（

。
他
方
K
・
ヘ
ル
ツ
は
彼
の
左
派

批
判
を
「
誤
っ
た
布
陣
」
と
評
し
、
む
し
ろ
党
官
僚
の
「
民
族
主
義
的

0

0

0

0

0

政
策
推
進
の
伝
統
的
勢
力
」
を
問
題
視
し
た

）
54
（

。
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア

社
会
民
主
労
働
者
党
M
・
ア
ー
ド
ラ
ー
は
、
彼
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
国
家
の

「
見
せ
か
け
の
普
遍
性
を
真
に
受
け
」
て
、
「
勢
力
均
衡
の
や
む
な
き
結0

果0

で
あ
る
中
間
の
道
を
最
高
の
政
治
的
美
徳

0

0

と
称
え
」
て
い
る
と
批
判

し
た

）
55
（

。
一
方
共
産
党
は
彼
が
「
社
会
帝
国
主
義
の
精
神
的
父
」
と
し
て

資
本
主
義
崩
壊
を
否
定
し
、
個
別
経
営
と
経
済
全
体
の
組
織
化
を
混
同

す
る
「
手
品
」
を
行
っ
て
い
る
と
追
及
し
、
「
闘
争
が
一
層
大
規
模
で

破
滅
的
形
態
を
取
る
」
中
で
、
ロ
シ
ア
で
の
権
力
獲
得
と
同
じ
「
こ
の

道
を
行
く
」
と
し
た

）
56
（

。
こ
う
し
て
社
会
民
主
党
系
論
者
は
概
ね
「
組
織

さ
れ
た
資
本
主
義
」
と
民
主
主
義
を
前
提
に
論
じ
た
の
に
対
し
て
、
共

産
党
は
崩
壊
を
示
唆
し
て
ロ
シ
ア
の
方
法
を
提
起
し
た
。
ち
な
み
に
企

業
家
側
も
カ
ル
テ
ル
な
ど
「
組
織
的
活
動
の
自
由
」
を
求
め
、
「
徹
底

的
に
組
織
さ
れ
た

0

0

0

0

0

経
済
」
を
論
じ
て
、
「
ケ
イ
ン
ズ
が
本
国
よ
り
も
ド

イ
ツ
で
有
名
」
と
引
き
合
い
に
出
し
た

）
57
（

。

　

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
党
大
会
後
一
九
二
七
年
夏
か
ら
秋
に
「
ブ
ラ

ジ
ル
に
旅
行
中

）
58
（

」で
、こ
れ
ら
の
批
評
に
直
接
に
答
え
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
の
間
八
月
十
日
に
彼
は
生
誕
五
十
周
年
を
迎
え
、
党
中
央
機
関

紙
は
彼
の
『
金
融
資
本
論
』
（
一
九
一
〇
年
）
に
お
け
る
理
論
上
の
「
最

も
重
要
な
寄
与
」
や
、
「
経
済
財
政
政
策
分
野
で
の
識
見
と
経
験
」
ゆ

え
党
の
枠
を
超
え
た
名
声
及
び
専
門
委
員
委
嘱
な
ど
を
評
価
し
た

（ibid.

）
。
ま
た
リ
ベ
ラ
ル
紙
も
財
務
相
時
代
の
「
財
政
通
貨
健
全
化
で

の
大
き
な
功
績

0

0

0

0

0

」
、
党
下
野
後
も
「
内
政
外
交
の
多
領
域
に
わ
た
る
積0

極
的
協
力

0

0

0

0

」
、
国
会
及
び
党
大
会
で
の
「
社
会
民
主
党
政
策
方
針

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
明

確
な
提
起
」
な
ど
か
ら
、
彼
を
「
ド
イ
ツ
最
大
政
党
の
精
神
的
指
導
者

0

0

0

0

0

0

」

と
見
な
し
た

）
59
（

。

四　

経
済
民
主
主
義
論
で
の
労
働
組
合
と
の
連
携

　

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
十
月
三
日
に
首
相
に
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
「
帰
国

し
た
ば
か
り

）
60
（

」
と
報
告
し
、
活
動
を
再
開
し
た
。
ま
ず
十
月
二
十
七
日

に
国
会
予
算
委
員
会
で
彼
は
、
需
給
法
則
に
従
う
は
ず
の
「
価
格
の
規

制
を
人
々
が
政
府
と
中
央
銀
行
に
要
求
し
て
い
る
」
の
は
、
「
組
織
さ

れ
た
資
本
主
義
へ
の
移
行
」
を
示
す
も
の
だ
と
し
、
そ
の
際
発
券
銀
行

政
策
の
作
用
は
「
極
め
て
限
定
的
」
で
、
む
し
ろ
通
商
政
策
や
カ
ル
テ

ル
政
策
の
方
が
大
き
い
と
見
な
し
た

）
61
（

。
次
い
で
彼
は
十
一
月
前
半
の
党

宣
伝
週
間
で
、
「
組
織
な
し
に
は
資
本
主
義
経
済
の
転
換
過
程
は
達
成

さ
れ
え
な
い

）
62
（

」
と
論
じ
、
大
経
済
連
合
と
労
働
組
合
が
対
峙
す
る
「
組0

織
さ
れ
た
経
済

0

0

0

0

0

0

」
で
は
い
ぜ
ん
「
所
有
特
権
が
決
定
的
」
だ
と
は
い
え
、

議
会
で
は
得
票
に
応
じ
て
「
政
党
が
国
家
の
政
策
形
成
に
影
響
力
を
持
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つ
」
た
め
、
選
挙
闘
争
の
強
化
を
訴
え
た

）
63
（

。

　

さ
ら
に
彼
は
十
二
月
八
日
に
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
海
外
ク
ラ
ブ
で
講
演
し
、

経
済
動
向
の
特
徴
と
し
て
第
一
に
「
世
界
の
急
速
な
工
業
化

0

0

0

」
）
64
（

を
あ
げ
、

ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
新
興
国
の
急
成
長
と
共
に
、
国
際
的
分
業
の
変
化
に
よ

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
痛
み
を
指
摘
し
つ
つ
、
工
業
化
自
体
に
は
生
産
と
購

買
力
の
増
大
を
認
め
た
。
第
二
に
「
組
織
化

0

0

0

」
（S. 58

）
で
は
、
彼
は

そ
の
推
進
力
を
「
集
積
の
進
展
」
の
み
な
ら
ず
「
政
治
の
側
か
ら

0

0

0

0

0

0

」
特

に
労
働
者
の
影
響
力
の
拡
大
に
見
出
し
、
経
済
の
操
作
可
能
性
を
も
示

唆
し
た
（S. 60

）
。
第
三
は
「
経
済
の
国
際
化

0

0

0

の
増
大
」（ibid.

）
で
あ
り
、

組
織
化
と
国
際
化
で
先
導
的
な
ド
イ
ツ
は
外
資
導
入
に
よ
っ
て
で
も
競

争
力
維
持
の
必
要
が
あ
り
、
ま
た
内
政
で
は
効
率
的
な
統
一
的
管
理
と

自
治
の
原
理
に
基
づ
く
「
真
の
国
政
改
革

0

0

0

0

」
（S. 65

）
が
喫
緊
の
課
題

だ
と
彼
は
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
彼
が
特
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
見
聞
も
も
と
に

世
界
の
工
業
化
や
分
業
の
変
化
を
注
視
し
、
ま
た
組
織
化
が
た
ん
に
経

済
的
な
資
本
集
積
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
労
働
者
の
働
き
か
け
の
結

果
で
も
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
点
が
目
に
止
ま
る
。

　

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
ま
た
一
九
二
七
年
秋
か
ら
、
労
働
組
合
総
同

盟
の
要
請
で
経
済
民
主
主
義
の
定
式
化
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

労
働
組
合
紙
は
彼
の
「
社
会
に
よ
る

0

0

0

0

0

経
済
及
び
経
営
の
管
理
運
営
」
と

い
う
キ
ー
ル
報
告
に
「
賛
同
」
し
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
「
国
家
へ
の

0

0

0

0

影
響
力

0

0

0

」
を
求
め
た

）
65
（

。
労
働
組
合
は
す
で
に
一
九
一
九
年
大
会
で
、
企

業
家
と
の
「
労
働
共
同
体
の
設
立
に
よ
る
経
済
的
民
主
主
義
へ
の
道
」

を
決
議
し
、
ま
た
一
九
二
二
年
に
も
「
全
経
済
組
織
へ
の
労
働
者
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

同

権
的
参
加

0

0

」
を
要
求
し
て
い
た

）
66
（

。
そ
し
て
一
九
二
五
年
大
会
で
は
執
行

部
の
H
・
イ
ェ
ッ
ケ
ル
は
「
経
済
の
民
主
化
、
す
な
わ
ち
経
済
の
管
理

運
営
へ
の
労
働
者
の
参
入

）
67
（

」
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
P
・
ヘ
ル
ム

ベ
ル
ク
は
資
本
主
義
に
は
「
統
一
的
管
理
運
営
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な

い
」
た
め
、
そ
れ
は
「
全
く
不
可
能
だ
」
と
批
判
し
て
、「
根
本
的
再
編
」

を
要
求
し
（S. 199

）
、
結
局
決
議
は
両
論
併
記
の
形
と
な
っ
た
（S. 

38ff.

）
。

　

い
ぜ
ん
「
問
題
は
未
解
明
」
ゆ
え
、
T
・
ラ
イ
パ
ル
ト
議
長
ら
執
行

部
は
一
九
二
七
年
十
月
三
十
一
日
に
専
門
家
と
の
協
議
で
「
共
同
研
究

0

0

0

0

書0

の
発
行
」
を
決
定
し
、
以
後
「
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
や
［
…
］
タ
ル

ノ
ウ
ら
が
協
力
す
る
」
こ
と
に
な
っ
た

）
68
（

。
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
作
業

過
程
で
「
経
済
民
主
主
義
問
題
」
報
告
書
や
ラ
イ
パ
ル
ト
文
書
、
F
・

ナ
フ
タ
リ
の
「
作
業
計
画
区
分
」
、
会
議
案
内
と
「
出
席
要
請
」
、
「
経0

済
民
主
主
義

0

0

0

0

0

協
議
録
」
な
ど
の
送
付
を
受
け
た

）
69
（

。
協
議
を
主
宰
し
た
ラ

イ
パ
ル
ト
は
一
九
二
八
年
三
月
の
講
演
で
、
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

に
お
い
て
「
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
国
家
が
経
済
に
い
か
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
か
を
正
し
く
指
摘
し
た
」
と
評
価
し

）
70
（

、
「
経
済
の
管
理
運

営
は
す
で
に
存
在
し
」（S. 9

）
、
経
済
民
主
主
義
は
「
現
在
の
課
題

0

0

0

0

0

」（S. 

17

）
だ
と
論
じ
た
。
共
同
研
究
書
は
ナ
フ
タ
リ
編
で
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ

ン
グ
も
「
方
針
決
定
の
審
議
に
参
加
」
し
て
作
成
さ
れ
、
九
月
初
め
に

大
会
参
加
者
に
「
同
盟
執
行
部
の
贈
物
」
と
し
て
渡
さ
れ
た

）
71
（

。
同
書
は
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「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
（S. 11;

八
頁
）
へ
と
「
資
本
主
義
構
造
自

身
が
変
化
し
う
る
」
（S. 12;

一
〇
頁
）
こ
と
を
確
認
し
、
経
済
民
主
主

義
と
し
て
「
経
済
の
管
理
運
営
の
民
主
主
義
的
構
築
」
（S. 10;

七
頁
）

に
よ
る
社
会
主
義
実
現
を
提
起
し
、
「
労
働
者
の
共
同
決
定
権
」
（S. 

16;

一
六
頁
）
と
「
国
家
的
介
入
」
（S. 17;

一
八
頁
）
を
前
提
と
し
た
。

　

大
会
で
執
行
部
決
議
案
は
「
経
済
の
民
主
化
は
社
会
主
義
に
つ
な
が

る
）
72
（

」
と
し
、
「
組
織
さ
れ
た
独
占
資
本
主
義
」
に
対
し
て
「
資
本
所
有

に
基
づ
く
支
配
の
漸
次
的
廃
棄
と
、
指
導
的
経
済
組
織
の
公
共
組
織
へ

の
転
換
」
を
提
起
し
た
（S. 21
）
。
報
告
者
ナ
フ
タ
リ
は
「
資
本
主
義

0

0

0

0

自
身
が
組
織
要
素
を
自
由
経
済
制
度
に
組
み
入
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
こ
と
で
、
企
業

組
織
の
決
定
も
「
共
同
体
の
こ
と
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
認
識
さ
れ
、
経
済
の
民
主

化
へ
の
強
い
欲
求
が
生
ず
る
と
主
張
し
た
（S. 176f.

）
。
こ
れ
に
対
し

て
金
属
労
働
者
同
盟
S
・
ク
ラ
ウ
ス
は
、
経
済
民
主
主
義
は
「
最
終
目

的
を
完
全
に
放
棄
す
る
」（S. 207

）
こ
と
に
な
る
と
非
難
し
、「
ヒ
ル
フ
ァ

デ
ィ
ン
グ
が
唱
え
た
よ
う
な
国
家
支
援
に
よ
る
資
本
主
義
経
済
の
組
織

的
規
制
」
を
連
立
政
策
で
追
求
す
る
の
は
、
「
労
働
組
合
運
動
を
資
本

主
義
的
搾
取
支
配
者
の
政
策
に
縛
り
つ
け
る
」
も
の
だ
と
の
共
同
声
明

を
発
し
た

）
73
（

。
結
局
採
決
で
は
執
行
部
決
議
案
が
圧
倒
的
多
数
の
賛
成
を

得
た

）
74
（

。

　

こ
の
よ
う
に
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
労
働
組
合
と
の
共
同
研
究
で
方

針
決
定
に
寄
与
し
、
そ
の
際
彼
の
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
論
は
資

本
主
義
自
身
の
可
変
性
や
国
家
の
経
済
へ
の
影
響
力
、
企
業
組
織
の
決

定
の
社
会
性
な
ど
か
ら
、
経
済
の
管
理
運
営
の
存
在
を
前
提
に
経
済
民

主
主
義
の
要
求
を
基
礎
づ
け
、
さ
ら
に
社
会
主
義
へ
の
移
行
を
準
備
す

る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
。
彼
自
身
は
経
済
民
主
主
義
を
経
済
的
私
益

の
公
益
へ
の
従
属
と
広
く
規
定
し
、
政
治
と
同
様
に
経
済
で
も
所
有
特

権
の
廃
棄
に
よ
る
民
主
主
義
の
実
現
を
説
い
た
が
、
同
時
に
そ
れ
が
た

ん
に
共
同
決
定
の
み
な
ら
ず
、
教
育
特
権
の
打
破
な
ど
多
様
な
要
素
を

含
む
「
極
め
て
複
雑
な
問
題

）
75
（

」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
い
ず

れ
に
せ
よ
こ
こ
で
は
労
働
組
合
側
の
事
情
に
応
じ
て
、
特
に
焦
点
の
経

済
の
管
理
運
営
及
び
社
会
主
義
と
の
関
係
を
中
心
に
彼
の
考
え
が
受
容

さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
対
す
る
企
業
家
側
は
、
経
済
民
主
主
義

の
「
労
使
に
よ
る
経
済
の
管
理
運
営
の
主
役
交
代
」
は
す
で
に
「
進
行

中
の
展
開
」
で
あ
り
、
非
社
会
主
義
的
層
に
も
「
極
め
て
巧
妙
に
」
浸

透
す
る
た
め
、
「
危
険
性
の
認
識
を
促
し
、
阻
止
の
必
要
性
を
示
す
」

よ
う
訴
え
た

）
76
（

。

五　

大
連
立
の
再
建
ま
で

　

さ
て
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
こ
の
頃
民
主
主
義
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
連

立
問
題
、
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
な
ど
に
つ
い
て
、
私
信
等
で
も

見
解
を
披
瀝
し
て
い
た
。
ま
ず
彼
は
一
九
二
八
年
一
月
に
カ
ウ
ツ
キ
ー

宛
に
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
よ
る
各
国
党
の
統
一
を
前
提
と
す
る
「
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
統
一
」
と
い
う
「
全
く
誤
っ
た
合
言
葉
」
と
対
決
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し
、
労
働
者
に
と
っ
て
「
民
主
主
義
の
除
去
が
破
滅
的
で
あ
る
」
こ
と

を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
記
し
た

）
77
（

。
そ
し
て
彼
は
先
の
ア
ー
ド
ラ
ー
か

ら
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
「
歴
史
的
経
済
的
分
析
の
代
わ
り
に
、
概
念

演
繹
と
い
う
最
悪
の
十
八
世
紀
」
（ibid.

）
と
評
し
た
。

　

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
ま
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
労
働
者
党

K
・
レ
ン
ナ
ー
に
対
し
て
は
、
一
九
二
七
年
十
一
月
に
信
頼
筋
の
情
報

と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ス
ト
組
織
へ
の
イ
タ
リ
ア
か
ら
の

資
金
及
び
武
器
供
与
を
「
真
剣
に
受
け
止
め
る

）
78
（

」
よ
う
注
意
喚
起
し
、

レ
ン
ナ
ー
も
情
報
が
「
部
分
的
に
正
し
い

）
79
（

」
と
認
め
た
。
そ
し
て
一
九

二
八
年
二
月
初
め
に
は
レ
ン
ナ
ー
が
ベ
ル
リ
ン
で
目
に
し
た
「
運
動
全

体
を
通
じ
た
反
文
献
的
風
潮
」
に
「
不
快
感
」
を
示
し
た
の
に
対
し
て

）
80
（

、

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
返
信
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
「
知
識

人
の
影
響
は
ず
っ
と
少
な
く
」
、
自
ら
編
集
す
る
『
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』

誌
が
現
実
問
題
を
極
力
具
体
的
に
分
析
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
文
献
的
関
心
は
乏
し
い

）
81
（

」
。
そ
も
そ
も
「
根
本
的
誤
謬
は
、
資
本
主
義

を
固
定
的
に
と
ら
え
、
［
…
］
現
段
階
の
政
治
的
民
主
主
義
内
で
は
絶

対
主
義
国
家
や
自
由
主
義
支
配
時
代
と
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
の
を
忘

れ
る
こ
と
」
（B
l. 3

）
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」

と
い
う
新
事
実
の
分
析
が
課
題
で
あ
り
、
労
働
市
場
の
組
織
や
石
炭
及

び
カ
リ
統
制
、
カ
ル
テ
ル
立
法
な
ど
「
こ
れ
ら
は
す
べ
て
生
産
の
社
会

的
規
制
の
端
緒
を
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
規
制
を
超
え
る
」

（B
l. 4

）
。
ロ
シ
ア
の
困
難
は
「
国
家
社
会
主
義
的
」
だ
か
ら
で
は
な
く
、

高
生
産
費
ゆ
え
「
世
界
市
場
で
競
争
力
が
な
い
」
こ
と
に
あ
り
、
「
資

本
主
義
と
同
様
に
安
価
に
生
産
す
る
こ
と
は
、
一
国
で
の
社
会
主
義
の

条
件
で
あ
る
」
（B

l. 5

）
。
一
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
新
投
資
の
利
潤
で
債
務

を
返
済
し
、
自
力
で
蓄
積
需
要
充
足
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
自
分
自

身
は
「
原
則
的
に
自
由
貿
易
主
義
者
」
（B

l. 6

）
で
あ
り
、
保
護
関
税

政
策
は
生
産
性
の
減
少
と
国
際
分
業
の
歪
曲
を
も
た
ら
す
と
は
い
え
、

世
界
取
引
の
恒
常
的
拡
大
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
自
ら
の
雑
誌
編
集
の
努
力
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
文
献
的
関
心
が
乏
し
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

資
本
主
義
自
身
の
動
態
的
把
握
の
必
要
性
を
説
き
、
「
組
織
さ
れ
た
資

本
主
義
」
に
生
産
の
社
会
的
規
制
の
萌
芽
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
社
会

主
義
も
効
率
的
生
産
を
前
提
と
し
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
の
再
生
の

可
能
性
や
、
自
由
貿
易
の
方
向
性
を
示
唆
し
た
。
彼
は
ロ
シ
ア
に
つ
い

て
は
か
ね
て
よ
り
、
消
耗
し
た
固
定
資
本
の
更
新
時
に
「
重
大
な
危
機
」

に
直
面
す
る
と
考
え
、
外
交
政
策
の
転
換
で
英
米
の
信
用
を
求
め
ざ
る

を
え
な
い
可
能
性
が
高
い
と
予
想
し
て
い
た

）
82
（

。

　

レ
ン
ナ
ー
は
二
月
末
に
あ
ら
た
め
て
自
国
の
過
度
の
外
資
依
存
な
ど

「
危
機
的
状
況
」
で
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
組
織
が
ほ
ぼ
日
ご
と
に
強
ま
っ
て

い
る
」
と
伝
え

）
83
（

、
狭
小
な
経
済
領
域
ゆ
え
組
織
化
も
「
不
可
能
」（B

l. 3

）

で
あ
り
、
新
興
国
と
の
「
蓄
積
格
差
と
立
地
移
動
」
は
社
会
主
義
実
現

に
「
大
き
な
制
約
を
課
す
」
と
懸
念
し
た
（B

l. 4

）
。
こ
れ
に
対
し
て

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
三
月
十
二
日
に
彼
の
分
析
が
「
正
し
い
」
と
認
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め
つ
つ
も
、
今
後
欧
州
諸
国
も
新
興
国
か
ら
の
利
潤
流
入
で
再
び
「
新

開
発
に
参
加
す
る
だ
ろ
う
」
と
記
し
た

）
84
（

。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
「
ド
イ
ツ

の
よ
う
な
分
岐
し
た
社
会
」
を
持
た
ず
、
資
本
主
義
も
階
級
関
係
も
矮

小
な
ま
ま
二
大
政
党
下
で
連
立
問
題
を
論
ず
る
の
は
「
不
幸
」
で
あ
り
、

現
代
的
発
展
状
況
に
あ
る
「
政
党
の
政
策
を
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
規
定
し
よ

う
と
す
る
こ
と
ほ
ど
滑
稽
な
も
の
は
な
い
」
（B

l. 2

）
。

　

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
さ
ら
に
三
月
二
十
八
日
に
は
国
会
で
、
「
民

主
主
義
の
最
も
重
要
な
作
用
」
と
し
て
「
人
民
代
表
の
み
な
ら
ず
全
個

別
有
権
者
の
責
任
感
の
涵
養
」
を
あ
げ
、
「
民
主
主
義
は
専
制
政
治
や

絶
対
主
義
ほ
ど
容
易
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に
文
化
的
に
は
る
か

に
高
度
で
あ
る
」
と
論
じ
た

）
85
（

。
そ
し
て
自
由
の
信
奉
も
、
「
全
個
人
に

国
民
と
し
て
の
大
き
な
責
任
の
自
覚
を
要
求
す
る
」
（ibid.

）
困
難
な
課

題
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
。
ま
た
彼
は
四
月
十
一
日
に
党
選
挙
集
会
で

は
、
「
政
治
的
自
由
と
共
に
経
済
的
自
由
を
実
現
し
う
る
た
め
に
勢
力

の
拡
大
」
を
求
め
、
「
経
済
の
組
織
的
発
展
」
を
主
導
す
る
よ
う
訴
え

た
）
86
（

。
そ
も
そ
も
民
主
主
義
は
労
働
者
大
衆
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
る
場
合

に
の
み
、
国
家
権
力
の
助
け
で
経
済
の
形
成
に
影
響
力
を
行
使
す
る
手

段
で
あ
り
、
「
民
主
主
義
的
国
家
に
よ
る
所
有
特
権
の
統
制

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
（ibid.

）

も
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
民
主
主
義
の
価
値
は
政
治
的
自
由
に
あ

り
」
（ibid.

）
、
自
由
に
お
い
て
の
み
個
人
ひ
い
て
は
階
級
全
体
の
向
上

が
達
成
さ
れ
う
る
。
ロ
シ
ア
で
の
自
由
の
喪
失
は
、
労
働
者
の
生
活
改

善
に
よ
っ
て
は
あ
が
な
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
議
会
で
の
党
勢

拡
大
に
よ
る
経
済
の
組
織
的
発
展
を
求
め
つ
つ
、
特
に
民
主
主
義
と
自

由
の
意
義
を
再
確
認
し
た
。

　

五
月
二
十
日
に
国
会
選
挙
で
社
会
民
主
党
は
大
き
く
躍
進
し
、
ヒ
ル

フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
六
月
二
十
八
日
成
立
の
ミ
ュ
ラ
ー
大
連
立
政
権
に
財

務
相
と
し
て
再
入
閣
し
た
が

）
87
（

、
翌
一
九
二
九
年
五
月
の
党
大
会
で
連
立

政
策
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
。
入
閣
は
財
政
難
や
景
気
後
退

ゆ
え
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
は
当
初
か
ら
予
想
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、

右
派
連
合
の
除
去
の
た
め
に
も
「
必
須
の
状
況

）
88
（

」
に
あ
っ
た
。
だ
が
よ

り
根
本
的
に
は
、
当
時
も
今
も
「
わ
れ
わ
れ
に
政
府
へ
の
参
加
を
義
務

づ
け
る
永
続
的
利
害

0

0

0

0

0

」
は
、
第
一
に
「
民
主
主
義
の
維
持

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
る

（ibid.

）
。
革
命
後
に
自
ら
政
治
的
経
験
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
一
層
確
定

的
な
事
実
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
民
主
主
義
は
そ
も
そ
も

社
会
主
義
実
現
の
前
提
で
あ
り
」
（ibid.

）
、
労
働
者
が
民
主
主
義
の
中

で
の
み
獲
得
す
る
膨
大
な
経
験
の
蓄
積
な
し
に
は
、
社
会
主
義
が
突
然

フ
ァ
シ
ズ
ム
や
絶
対
主
義
か
ら
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
「
平
和
の
維
持
と
保
障
の
目
的
に
資
す

る
外
交
政
策
」
（ibid.

）
で
あ
る
。
キ
ー
ル
で
述
べ
た
よ
う
に
連
立
政
府

は
闘
争
の
停
止
で
は
な
く
、
逆
に
「
各
参
加
者
に
最
大
の
要
求
を
課
す

闘
争
形
態
」
（S. 197

）
で
あ
り
、
今
後
も
永
続
的
利
害
の
た
め
困
難
な

闘
争
は
続
く
。
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以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
ま
ず
一
九
二
三

年
大
連
立
政
権
の
成
立
と
崩
壊
の
要
因
を
分
析
し
、
特
に
政
治
的
力
関

係
の
重
要
性
を
強
調
し
て
幻
想
を
戒
め
、
早
く
も
大
統
領
非
常
大
権
を

警
戒
し
て
い
た
。
一
九
二
五
年
末
―
二
六
年
初
め
に
彼
は
大
連
立
協
議

に
参
加
し
つ
つ
時
期
を
見
計
ら
い
、
五
月
の
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
構

想
支
持
も
共
和
制
維
持
の
観
点
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
九
二
六
年
後
半
に

は
彼
は
共
和
国
の
「
内
容
」
を
決
す
る
新
段
階
と
と
ら
え
、
「
社
会
的

共
和
国
」
論
で
は
経
済
民
主
主
義
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
教
育
特
権
の

廃
止
や
社
会
的
政
策
及
び
民
主
的
自
治
等
を
説
き
、
概
念
の
実
質
化
に

踏
み
出
し
た
と
言
え
る
。
翌
一
九
二
七
年
に
か
け
て
再
度
の
大
連
立
協

議
で
、
彼
は
権
力
問
題
を
重
視
し
て
即
時
連
立
に
賛
成
し
、
ま
た
中
道

政
権
案
に
理
解
を
示
す
も
か
な
わ
ず
、
そ
の
後
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
右
派
新
政

府
の
社
会
反
動
的
な
予
算
案
に
反
対
し
た
。
そ
し
て
彼
は
あ
ら
た
め
て

「
社
会
的
共
和
国
」
を
、
自
由
競
争
段
階
の
福
祉
国
家
か
ら
進
ん
で
「
真

の
」
発
展
形
態
と
し
て
、
戦
後
の
共
和
制
を
前
提
に
社
会
政
策
を
軸
に

広
く
社
会
生
活
全
体
の
向
上
を
図
る
も
の
と
し
て
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

　

五
月
の
キ
ー
ル
党
大
会
で
彼
は
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
の
特
徴

を
包
括
的
に
ま
と
め
、
組
織
化
の
み
な
ら
ず
企
業
経
営
の
公
的
性
格
を

「
最
も
重
要
な
」
要
素
と
し
て
指
摘
し
て
、
経
済
及
び
企
業
の
社
会
的

管
理
運
営
の
必
要
性
を
示
し
た
こ
と
が
ま
ず
確
認
さ
れ
る
。
彼
は
「
民

主
主
義
的
国
家
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
経
済
」
に
向
け
て
政
策
論
を
体
系

的
に
展
開
し
、
経
済
民
主
主
義
及
び
経
営
民
主
主
義
を
通
じ
て
経
済
で

の
所
有
特
権
の
除
去
を
追
求
し
た
。
同
時
に
彼
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
危
険

性
を
早
く
か
ら
認
識
し
て
民
主
主
義
を
強
く
擁
護
し
、
連
立
政
策
で
は

左
派
の
反
対
論
を
退
け
て
、
戦
術
と
し
て
の
柔
軟
性
を
求
め
、
闘
争
の

継
続
を
論
じ
た
。
そ
し
て
彼
は
民
主
主
義
も
共
和
国
の
「
社
会
的
内
容
」

も
、
将
来
的
に
社
会
主
義
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
こ
で

も
「
社
会
的
共
和
国
」
論
の
問
題
意
識
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
結
局
党
大
会
で
は
彼
の
決
議
案
の
採
択
に
よ
り
、
共
産
党

流
の
崩
壊
論
に
基
づ
く
ロ
シ
ア
の
道
と
は
異
な
り
、
「
組
織
さ
れ
た
資

本
主
義
」
の
現
状
認
識
を
ほ
ぼ
前
提
と
し
て
、
連
立
政
策
も
含
め
て
民

主
主
義
的
方
法
に
よ
る
変
革
の
方
向
性
が
定
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
そ
の
後
ブ
ラ
ジ
ル
旅
行
も
経
て
国
際
化
の
視

点
を
強
め
、
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
で
は
、
組
織
化
が
労
働
者
の

政
治
的
働
き
か
け
の
結
果
で
も
あ
る
と
し
て
主
体
的
要
因
を
重
視
し
、

た
ん
な
る
経
済
的
傾
向
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
し
た
点
が
目
を
引
く
。
そ

し
て
彼
は
経
済
民
主
主
義
で
労
働
組
合
に
協
力
し
、
自
ら
は
そ
れ
を
経

済
的
私
益
の
公
益
へ
の
従
属
と
広
く
規
定
し
つ
つ
所
有
特
権
の
打
破
を

め
ざ
し
た
が
、
労
働
組
合
側
で
は
特
に
経
済
の
管
理
運
営
の
民
主
化
と

社
会
主
義
へ
の
移
行
を
中
心
に
彼
の
考
え
が
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
さ
ら
に
彼
は
私
信
等
で
も
、
「
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
」
に
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生
産
の
社
会
的
規
制
の
萌
芽
を
認
め
た
。
他
方
社
会
主
義
も
、
効
率
的

生
産
に
よ
る
競
争
力
を
存
続
の
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
民

主
主
義
に
つ
い
て
は
、
自
由
と
同
様
に
全
個
人
の
責
任
感
を
必
要
と
し
、

文
化
的
に
高
度
で
困
難
な
課
題
だ
と
考
え
て
い
た
。
最
終
的
に
彼
は
大

連
立
再
建
後
に
、
民
主
主
義
擁
護
と
平
和
外
交
政
策
を
入
閣
へ
の
永
続

的
利
害
と
見
な
し
、
連
立
政
策
が
む
し
ろ
最
大
の
努
力
を
要
す
る
闘
争

形
態
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
強
調
し
た
。
総
じ
て
、
彼
は
そ
の
時
々
の

政
治
経
済
状
況
で
力
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら
、
社
会
改
革
に
向
け
て
主

体
的
意
識
の
強
化
と
幅
広
い
勢
力
の
結
集
を
追
求
し
た
が
、
そ
の
根
底

に
は
、
政
治
的
民
主
主
義
も
経
済
民
主
主
義
も
、
そ
し
て
ま
た
共
和
国

の
「
社
会
的
内
容
」
も
、
本
質
的
に
将
来
社
会
へ
引
き
継
が
れ
る
べ
き

も
の
と
の
彼
の
考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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問
題
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デ
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
イ
タ
リ
ア
の
思
想
家
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
（
一

八
九
一
―
一
九
三
七
年
）
の
常
識
（senso com

une

）
論
を
取
り
あ
げ
、

そ
れ
が
彼
の
『
獄
中
ノ
ー
ト

）
1
（

』
の
な
か
で
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
て
い

る
の
か
、
総
体
的
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
。

　

グ
ラ
ム
シ
の
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
は
、
い
く
つ
か
の
翻
訳
ノ
ー
ト
を
除

い
て
全
部
で
二
九
冊
か
ら
な
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
国
会
議
員
と
し
て
の
不

逮
捕
特
権
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
二
六
年
に
「
陰
謀
活
動
、

内
戦
の
扇
動
」
等
の
嫌
疑
で
逮
捕
さ
れ
る

）
2
（

。
長
い
獄
中
生
活
の
過
程
で

フ
ァ
シ
ス
ト
政
権
か
ら
執
筆
許
可
を
獲
得
し
、
一
九
二
九
年
に
『
獄
中

ノ
ー
ト
』
の
執
筆
を
は
じ
め
る
。
二
九
冊
の
ノ
ー
ト
の
な
か
で
は
、
哲

学
・
思
想
や
歴
史
、
政
治
、
経
済
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
文
学
、
演
劇
、

民
間
伝
承
、
民
話
・
民
謡
な
ど
の
主
題
が
、
独
自
の
視
点
か
ら
縦
横
無

尽
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
き
わ
め
て
多
様
な
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
て
お
り
、

原
語
の
イ
タ
リ
ア
語
で
二
千
頁
以
上
あ
る
『
獄
中
ノ
ー
ト
』（〝
校
訂
版
〞）

に
接
近
す
る
た
め
に
は
、
読
み
手
が
独
自
の
視
座
を
も
っ
て
臨
ま
な
け

れ
ば
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
と
い
う
迷
宮
の
な
か
で
迷
子
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
常
識
論

に
深
い
関
心
を
も
っ
て
き
た
。
本
論
作
成
の
際
は
、『
獄
中
ノ
ー
ト
』（〝
校

訂
版
〞）
の
末
尾
の
「
事
項
索
引
」
を
使
っ
て
、
「
常
識
」
の
関
係
個
所

〈
公
募
論
文
〉

グ
ラ
ム
シ
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
に
お
け
る�

�

　
　
　
　
　
　
　
　

常
識
論
の
位
相

尾
場
瀬
一
郎
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の
す
べ
て
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
グ
ラ
ム
シ
の
常
識
論
の
研
究
を

は
じ
め
た
当
初
よ
り
も
、
常
識
論
が
グ
ラ
ム
シ
思
想
の
な
か
で
も
っ
て

い
る
重
要
性
の
大
き
さ
を
改
め
て
確
信
さ
せ
ら
れ
た
。

　

「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
」
や
「
市
民
社
会
」
、
「
有
機
的
知
識
人
」
、
「
陣

地
戦
」
な
ど
の
概
念
は
、
日
本
で
も
欧
米
で
も
繰
り
か
え
し
取
り
あ
げ

ら
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
常
識
論
は
こ
れ
ま
で
、
取

り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
、
主
題
的
に

論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
皆
無
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
長
い
冷
戦
時
代
の

な
か
で
常
識
は
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
の
〝
強
い
概
念
群
〞
の
陰

に
隠
れ
た
〝
弱
い
概
念
群
〞
の
な
か
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

だ
が
し
か
し
、
近
年
、
欧
米
の
グ
ラ
ム
シ
研
究
者
の
な
か
で
、
グ
ラ

ム
シ
の
常
識
論
に
関
心
が
集
ま
り
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア

の
グ
イ
ー
ド
・
リ
グ
オ
ー
リ

）
3
（

や
フ
ァ
ビ
オ
・
フ
ロ
シ
ー
ニ

）
4
（

、
そ
れ
か
ら

ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
バ
ラ
ッ
タ

）
5
（

な
ど
は
、
グ
ラ
ム
シ
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
研
究

の
新
し
い
局
面
を
、
常
識
論
を
基
軸
に
し
て
拓
こ
う
と
格
闘
し
て
い
る
。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
『
グ
ラ
ム
シ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
の
著
者
で

あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
D
・
ト
ー
マ
ス

）
6
（

な
ど
が
、
グ
ラ
ム
シ
の
常
識
論
に
強

い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
論
者
に
お
い
て
も
、
常
識
論
は
言

及
・
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

筆
者
は
本
稿
全
体
を
通
し
て
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
し
え
た
と
考

え
て
い
る
。
①
グ
ラ
ム
シ
は
常
識
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
概
念
規
定
を

行
っ
て
い
る
の
か
②
常
識
は
科
学
・
哲
学
、
良
識
、
そ
れ
か
ら
宗
教
や

民
間
伝
承
と
い
か
な
る
相
関
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
③
常
識
が
具
え
て

い
る
積
極
的
・
建
設
的
側
面
と
否
定
的
・
消
極
的
側
面
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
④
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
常
識
論
は
い
か
な
る
位
置
を
占

め
て
い
る
の
か
、
そ
の
重
要
性
は
い
か
ほ
ど
の
も
の
な
の
か
で
あ
る
。

一　

す
べ
て
の
人
間
は
哲
学
者
で
あ
る

　

グ
ラ
ム
シ
は
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た

形
で
自
ら
の
哲
学
観
を
展
開
し
て
い
る
Ｑ
11
§
12
（
「
若
干
の
予
備
的
参

照
点
」
）
で
、
旧
来
の
哲
学
観
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
転
換
を
提
唱
し
て
い
る
。

よ
り
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
彼
は
哲
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
「
常

識
」
の
概
念
を
大
胆
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
い
哲
学
観
や
哲

学
者
の
概
念
の
転
覆
を
試
み
て
い
る
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
ま
ず
、
哲
学
と
は
「
専
門
の
学
者
や
職
業
的
・
体
系
的

哲
学
者
」
の
活
動
を
指
す
も
の
だ
と
い
う
世
間
に
広
ま
っ
て
い
る
先
入

見
を
「
破
壊
」（distruggere

）
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

哲
学
は
専
門
家
の
独
占
物
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
す
べ
て
の
人

間
は
『
哲
学
者
』
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

グ
ラ
ム
シ
が
「
職
業
的
・
体
系
的
哲
学
者
」
以
外
の
非
哲
学
者
、
つ

ま
り
一
般
市
民
を
も
「
哲
学
者
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
組
み
こ
も
う
と
し

た
の
は
一
体
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
だ
ろ
う
か
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
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そ
の
思
想
的
意
図
は
い
か
な
る
点
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
「
世
界
観
」
（concetto del 

m
ondo

）
を
所
有
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、「
世

界
観
」
を
何
ら
も
た
な
い
人
間
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ

の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
彼
は
、
「
世
界
観
」
を
構

成
す
る
主
要
素
を
以
下
の
三
つ
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、
「
言
語
活
動
」
（linguaggio

）
お
よ
び
言
語
活
動
に
お
け

る
「
観
念
と
概
念
の
総
体
」
（un insiem

e di nozioni e di concetti

）

で

あ

る
。

第

二

に
、
「

常

識

と

良

識

」
（senso com

une e buon 

senso

）
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
「
民
衆
宗
教
」
（religione popolare

）

や
「
信
念
の
体
系
」（sistem

a di credenze
）
、「
迷
信
」（superstizioni

）
、

「
意
見
」
（opinione

）
、
「
も
の
の
見
方
や
行
動
様
式
」
（m

odo di 

vedere e di operare

）
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
こ
れ
ら
諸
要
素
を
総
称

し
て
、
「
民
間
伝
承
」
（folclore

）
と
も
呼
ん
で
い
る
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
。

　

す
べ
て
の
人
間
は
言
語
活
動
、
常
識
や
良
識
、
民
衆
宗
教
や
民
間
伝

承
を
通
し
て
、
一
定
の
「
も
の
の
見
方
」
を
身
に
つ
け
、「
信
念
」
を
も
っ

て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
活
動
に
は
何
ら
か
の
意
味
で
「
世
界
観
」

が
関
与
し
て
い
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
「
す
べ
て
の

人
間
は
『
哲
学
者
』
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の

だ
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
。

　

以
上
の
よ
う
に
グ
ラ
ム
シ
は
、
哲
学
の
概
念
を
「
世
界
観
」
一
般
に

ま
で
拡
張
し
て
み
せ
た
。
そ
し
て
旧
来
の
哲
学
観
の
刷
新
に
よ
っ
て
、

「
体
系
的
哲
学
者
」
と
「
非
哲
学
者
」
と
の
区
別
を
廃
棄
し
よ
う
と
試

み
た
。
よ
り
詳
し
く
言
う
な
ら
ば
、
彼
は
知
識
人
の
「
高
級
哲
学
」
と

大
衆
の
「
『
粗
野
な
』
哲
学
」
と
を
、
そ
し
て
「
知
識
人
」
と
「
非
知

識
人
」
と
を
連
続
性
の
下
で
理
解
す
る
道
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
そ
の
意
図
は
一
体
い
か
な
る
点
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
思
想
的
意
図
は
何
よ
り
も
、
「
哲
学
」
を
職
業
哲
学
者
や
専
門

家
の
手
か
ら
民
衆
の
許
に
奪
還
し
、
大
衆
が
自
前
の
「
世
界
観
」
を
獲

得
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

グ
ラ
ム
シ
は
哲
学
者
と
大
衆
と
の
区
別
を
無
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
衆
の
な
か
に
、
非
哲
学
者
も
ま
た
「
哲
学
者
」
で
あ
り
、
歴
史
形
成

の
「
主
役
」
（protagonista

）
で
あ
る
と
い
う
自
己
意
識
を
育
も
う
と

し
た
の
で
あ
る
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
。
以
上
が
先
の
問
い
に
た
い
す
る
回
答

で
あ
る
が
、
こ
の
議
論
に
は
さ
ら
に
そ
の
先
が
あ
る
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
以
上
の
よ
う
に
知
識
人
の
哲
学
と
大
衆
の
哲
学
と
の
連

続
性
を
説
く
一
方
で
、
「
実
践
的
な
意
味
で
は
」
（praticam

ente

）
知

識
人
の
「
高
級
哲
学
」
と
大
衆
の
「
『
粗
野
な
』
哲
学
」
と
を
区
別
す

べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
。
彼
は
そ
の
際
、
世
界
観
を

二
つ
の
契
機
・
段
階
に
区
別
し
、
そ
の
基
準
を
「
批
判
と
自
覚
」
の
有

無
に
求
め
て
い
る
。

　

ま
ず
「
批
判
的
自
己
意
識
を
欠
い
た
」
契
機
で
あ
る
。
こ
れ
は
世
界

観
に
お
け
る
「
断
片
的
で
場
当
た
り
的
」
な
思
考
の
段
階
だ
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
粗
野
な
常
識
や
民
間
伝
承
、
迷
信
と
い
っ
た
世
界
観
を
、
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大
衆
が
無
自
覚
か
つ
無
批
判
に
、
環
境
か
ら
与
え
ら
れ
た
ま
ま
に
受
容

し
て
い
る
段
階
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
「
批
判
と
自
覚
の
契
機
」
で
あ

る
。
こ
ち
ら
は
民
衆
が
「
批
判
的
で
自
覚
的
な
世
界
観
」
を
獲
得
す
る

段
階
を
意
味
す
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
偏
狭
な
社
会
環
境
や
支
配

集
団
か
ら
一
方
的
に
世
界
観
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
段
階
を
脱
却
し
、

民
衆
が
自
ら
主
体
的
に
世
界
観
を
選
択
し
、
そ
れ
を
批
判
的
に
彫
琢
し

て
い
く
段
階
を
意
味
す
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
世
界
観
の
あ
り
方
を
、
以
上

二
つ
の
契
機
・
段
階
に
分
け
て
考
え
て
い
た
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
な
ぜ
、
一
方
で
専
門
家
の
「
体
系
的
哲
学
」
と
素
人
の

「
常
識
」
と
を
連
続
的
な
も
の
と
捉
え
な
が
ら
、
他
方
で
両
者
を
区
別

す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
が
、
大
衆
の
世
界
観

は
「
批
判
的
自
己
意
識
を
欠
い
た
」
段
階
か
ら
脱
却
し
、
「
よ
り
高
次

の
生
活
観
」
へ
と
移
行
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
。
彼

は
こ
の
点
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

実
践
の
哲
学
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
哲
学
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
実
践
の
哲
学
は
「
一
般
大
衆
」
を
彼
ら
の
常
識
と
い
う
原
始

的
哲
学
の
な
か
に
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
彼
ら

を
よ
り
高
次
の
生
活
観
に
導
こ
う
と
す
る
。 

（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）

　

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
大
衆
を
「
原
始
的
哲
学
」
、
つ
ま

り
常
識
に
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
、
長
き
に
わ
た
っ
て
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽

く
し
て
き
た
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
大
衆
を
「
批
判
的
自
己
意
識
を

欠
い
た
」
段
階
に
意
図
的
に
押
し
止
め
て
き
た
。
ま
た
、
グ
ラ
ム
シ
が

「
俗
界
の
教
皇
」
と
呼
ん
だ
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
常
識
に
関
し
て
曖
昧
な

態
度
を
と
っ
て
い
た
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
。
そ
れ
に
た
い
し
て
グ
ラ
ム
シ
が

唱
え
る
「
実
践
の
哲
学
」
は

）
7
（

、
大
衆
が
常
識
の
呪
縛
か
ら
解
か
れ
、
自

ら
「
批
判
的
自
己
意
識
」
を
獲
得
し
、
自
発
的
に
「
よ
り
高
次
の
生
活

観
」
へ
と
移
行
し
て
い
く
よ
う
、
理
論
的
な
指
導
を
行
う
役
割
を
担
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、「
批
判
的
自
己
意
識
を
欠
い
た
」
契
機
は
「
常
識
」

に
対
応
し
て
お
り
、「
批
判
と
自
覚
の
契
機
」
は
「
よ
り
高
次
の
生
活
観
」

に
相
応
し
て
い
る
。
グ
ラ
ム
シ
が
認
識
論
的
な
次
元
で
は
「
高
級
哲
学
」

と
「
常
識
」
と
の
連
続
性
を
説
き
な
が
ら
、
実
践
論
的
な
次
元
で
は
両

者
を
峻
別
し
た
意
図
は
、
大
衆
が
「
道
徳
的
・
政
治
的
受
動
性
の
状
態
」

を
克
服
し
て
、「
自
分
自
身
が
自
分
の
案
内
人
」
と
な
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

二　

常
識
、
哲
学
、
そ
し
て
民
間
伝
承

　

常
識
や
良
識
、
言
語
活
動
に
含
ま
れ
る
観
念
や
概
念
、
民
衆
宗
教
や

民
間
伝
承
と
い
っ
た
観
念
群
が
、
「
世
界
観
」
＝
広
義
の
哲
学
の
構
成

要
素
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
「
す
べ
て
の
人
間
は
『
哲
学
者
』

で
あ
る
」
と
い
う
グ
ラ
ム
シ
の
主
張
の
論
拠
と
な
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
ら
の
な
か
で
も
以
下
で
は
、
「
常
識
」
を
中
心
に
し
て
議
論
を
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展
開
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
グ
ラ
ム
シ
が
言
語
や
民
衆
宗
教
、
民
間

伝
承
の
社
会
的
機
能
を
軽
視
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
グ
ラ
ム
シ
が
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
で

哲
学
、
言
語
活
動
、
民
衆
宗
教
、
民
間
伝
承
等
に
言
及
す
る
場
合
、
つ

ね
に
「
常
識
」
を
軸
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼

が
諸
観
念
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
際
、
少
な
く
と
も
一
度
は
常
識

と
関
係
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
説
の
域
を
で
な
い
が
、
常

識
論
は
グ
ラ
ム
シ
思
想
の
座
標
軸
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

で
は
、
常
識
と
は
一
体
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
グ
ラ
ム

シ
は
常
識
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
定
義
を
下
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
常
識
は
科
学
や
良
識
、
宗
教
、
民
間
伝
承
と
い

か
な
る
関
係
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　

常
識
の
定
義
に
関
し
て
グ
ラ
ム
シ
は
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
を
与
え
て
い

る
が
、
以
下
で
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
の
主
要
な
定
義
を
い
く
つ
か

拾
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
大
体
、
つ
ぎ
の
六
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

常
識
と
は
、
①
「
世
界
観
」：「
人
民
大
衆
の
世
界
観
」
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）

で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
「
も
っ
と
も
普
及
し
た
生
活
観
お
よ
び
人
間
観
」

（
Ｑ
24
§
4
Ｃ
）
と
も
、「
普
及
し
た
生
活
観
お
よ
び
道
徳
」（
Ｑ
1
§
65
Ａ
）

と
も
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。
常
識
は
「
生
活
観
」
や
「
人
間
観
」
で

あ
る
と
同
時
に
、
「
道
徳
」
で
も
あ
る
。

　

②
「
哲
学
」：
常
識
＝
「
哲
学
」
で
あ
る
の
は
、
当
然
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
先
に
見
た
よ
う
に
グ
ラ
ム
シ
は
、
「
哲
学
」
を
構
成
す
る
要

素
の
ひ
と
つ
と
し
て
常
識
を
挙
げ
て
い
た
か
ら
だ
。
彼
は
常
識
を
「
原

始
的
哲
学
」
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
や
「
民
衆
の
『
粗
野
な
』
哲
学
」
（
Ｑ
11

§
12
Ｃ
）
、「
非
哲
学
者
の
哲
学
」
（
Ｑ
11
§
13
Ｃ
）
、「
普
通
の
人
の
哲
学
」

（
Ｑ
11
§
44
Ｃ
）
等
と
表
現
し
て
い
る
。
冠
さ
れ
て
い
る
「
原
始
的
」
や

「
民
衆
の
」
と
い
っ
た
形
容
詞
は
、
グ
ラ
ム
シ
が
「
『
粗
野
な
』
哲
学
」

と
「
高
級
哲
学
」
と
を
、
そ
し
て
「
非
哲
学
者
の
哲
学
」
と
「
専
門
家

の
哲
学
」
と
を
区
別
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

③
「
民
間
伝
承
」：
常
識
は
「
哲
学
の
民
間
伝
承
」
だ
と
か
、
哲
学

の
「
未
来
の
民
間
伝
承
」
（
と
も
に
Ｑ
24
§
4
Ｃ
）
だ
と
か
言
い
か
え
ら

れ
て
い
る
。
④
「
民
衆
信
念
」（credenze popolare

）：
グ
ラ
ム
シ
は
「
新

し
い
民
衆
信
念
、
つ
ま
り
新
し
い
常
識
、
し
た
が
っ
て
新
し
い
文
化
と

新
し
い
哲
学
」
（
Ｑ
11
§
13
Ｃ
）
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
常
識
は

「
民
衆
信
念
」
と
だ
け
で
は
な
く
、
「
文
化
」
の
概
念
と
も
交
錯
し
て
い

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
⑤
「
考
え
（idee

）
や
意
見
（opinione

）
の

バ
ラ
バ
ラ
な
総
体
」：
常
識
は
民
衆
の
「
考
え
や
意
見
」
か
ら
構
成
さ

れ
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
、
「
広
ま
っ
て
い
る
粗
野
な
意
見
」
で
も
あ
る
（
Ｑ

11
§
56
Ｃ
）
。
⑥
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」：「
民
衆
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
常
識
）
」

と
、
常
識
が
「
民
衆
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
直
截
に
等
置
さ
れ
て
い
る

（
Ｑ
16
§
27
Ｃ
）
。
常
識
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
一
種
で
も
あ
る
の
だ
。

　

そ
の
他
に
常
識
は
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
は
し
ば
し
ば
、
「
常

識
と
良
識
」
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
等
）
と
い
っ
た
形
で
、
「
良
識
」
と
対
に
し
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て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
常
識
と
良
識
と
が
き
わ
め

て
隣
接
・
重
複
し
た
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
両
者
を
め
ぐ
る

関
係
は
重
要
な
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
第
五
節
で
改
め
て
論
じ

た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
常
識
は
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
に

言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
分
類
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
常
識
と

は
何
よ
り
も
「
世
界
観
」
で
あ
り
「
観
念
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
「
生
活
観
」
お
よ
び
「
人
間
観
」
で
あ
り
、
「
道
徳
」
、

「
文
化
」
で
あ
り
、「
民
衆
信
念
」
、
一
種
の
「
民
間
伝
承
」
で
あ
り
、「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
常
識
の
概
念
が
、
「
哲
学
」

か
ら
「
道
徳
」
、
「
民
間
伝
承
」
ま
で
を
含
め
た
、
き
わ
め
て
広
い
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

常
識
概
念
の
多
義
性
・
重
層
性
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
つ
ぎ
に
「
知
」

の
諸
領
域
に
お
け
る
常
識
の
位
置
づ
け
を
見
て
お
き
た
い
。
グ
ラ
ム
シ

は
常
識
と
哲
学
・
科
学
・
経
済
学
、
そ
し
て
民
間
伝
承
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

常
識
は
固
定
的
か
つ
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
風
俗
に
浸
透
す
る

科
学
的
概
念
や
哲
学
的
見
解
に
よ
っ
て
豊
穣
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
た
え
ず
変
化
す
る
。
「
常
識
」
は
哲
学
の
民
間
伝
承
で
あ
り
、

つ
ね
に
そ
れ
は
民
間
伝
承
そ
の
も
の
（
し
た
が
っ
て
共
有
さ
れ
た
も
の

と
し
て
）
と
哲
学
、
科
学
、
経
済
学
と
の
中
間
に
位
置
す
る
。
常
識

は
未
来
の
民
間
伝
承
を
作
り
だ
す
。 

（
Ｑ
24
§
4
Ｃ
）

　

こ
の
一
節
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
知
の
領
域
は
三
層
か
ら

な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
第
二
に
、
常
識
は
〝
科
学
・
哲
学
―
常
識
―
民

間
伝
承
〞
と
い
う
よ
う
に
二
層
目
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
常
識
は
そ
れ
自
体
で
閉
じ
た
領
域
を
形
成
し
て
い
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
、
時
代
の
哲
学
は
「
諸
個

人
の
哲
学
全
部
と
〔
一
般
的
〕
風
潮
と
の
総
体
＋
科
学
的
見
解
＋
宗
教

＋
常
識
」
か
ら
な
る
と
述
べ
て
い
る
が
（
Ｑ
11
§
16
Ｃ
）
、
常
識
は
哲
学

（
「
体
系
的
哲
学
」
）
・
科
学
・
経
済
学
の
領
域
と
宗
教
・
民
間
伝
承
の
領

域
と
の
間
に
介
在
し
、
双
方
を
媒
介
す
る
蝶
番
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
で
常
識
の
領
域
に
た
い
し
て
は
、
哲
学
や
科
学
に
よ
っ
て
新
た

な
観
念
や
知
識
が
供
給
さ
れ
、
常
識
の
内
容
は
た
え
ず
豊
富
化
さ
れ
る

（
「
哲
学
の
民
間
伝
承
」
の
側
面
）
。
他
方
で
は
、
常
識
は
新
し
い
概
念
や

情
報
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
内
包
し
て
い
る
諸
観
念
や

知
識
の
い
く
つ
か
は
沈
殿
・
凝
固
し
て
、
民
間
伝
承
や
迷
信
に
転
化
す

る
（
「
未
来
の
民
間
伝
承
」
の
側
面
）
。
グ
ラ
ム
シ
が
常
識
を
「
哲
学
」
や
「
民

間
伝
承
」
と
等
置
し
え
た
の
も
、
常
識
が
そ
れ
以
外
の
知
的
領
域
に
開

か
れ
、
他
の
諸
領
域
と
相
互
に
転
化
し
合
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
か

ら
に
違
い
な
い
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
三
層
内
で
は
観
念
上
の
還
流

が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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常
識
は
一
方
で
哲
学
や
科
学
と
接
点
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
内
容
が

た
え
ず
更
新
さ
れ
る
と
い
う
〝
開
か
れ
た
側
面
〞
を
も
っ
て
い
る
。
し

か
し
他
方
で
は
、
常
識
の
な
か
に
は
非
合
理
な
観
念
や
伝
統
的
な
行
動

規
範
を
批
判
的
検
討
に
付
す
こ
と
な
く
沈
殿
さ
せ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
、〝
閉
じ
た
側
面
〞
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

常
識
の
ラ
ビ
リ
ン
ス

　

グ
ラ
ム
シ
の
概
念
規
定
の
特
徴
は
、
当
該
概
念
を
そ
れ
が
置
か
れ
て

い
る
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
一
義
的
に
定
義
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

他
の
諸
領
域
・
諸
概
念
と
交
錯
さ
せ
、
概
念
の
も
つ
多
義
性
や
両
義
性

を
生
か
し
な
が
ら
行
う
点
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
知
の

他
の
諸
領
域
に
属
す
る
観
念
群
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
な
が
ら
行
う
点

に
存
し
た
。

　

前
節
で
は
常
識
の
定
義
に
つ
い
て
見
た
の
で
、
本
節
で
は
よ
り
詳
し

く
常
識
の
論
理
的
特
性
に
迫
り
た
い
。
グ
ラ
ム
シ
が
常
識
に
つ
い
て

も
っ
と
も
多
く
言
及
し
て
い
る
ノ
ー
ト
の
ひ
と
つ
は
Ｑ
11
§
12
（
Ｃ
草

稿
）
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
こ
で
常
識
の
本
質
を
よ
り
深
い
と
こ
ろ
か
ら

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
常
識
を
哲
学
、
良
識
、
宗
教
と
関
係
づ
け
な

が
ら
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

常
識
、
宗
教
お
よ
び
哲
学
の
関
係
。
哲
学
は
知
的
秩
序
で
あ
り
、

そ
れ
は
宗
教
で
も
常
識
で
も
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
宗
教
と
常
識

は
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
宗
教
は
断
片
的

な
常
識
の
要
素
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
。
し
か
も
「
常
識
」
は
、

宗
教
と
同
じ
よ
う
に
集
合
名
詞
で
あ
る
。
常
識
は
歴
史
的
産
物
で
あ

り
、
歴
史
的
生
成
物
な
の
で
、
常
識
は
た
っ
た
一
つ
で
は
な
い
。

 

（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）

　

こ
の
一
節
に
は
大
変
重
要
な
指
摘
が
い
く
つ
か
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、

詳
し
く
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
哲
学
は
「
知
的
秩
序
」
を
具
え
て
い
る
が
、
常
識
は
宗
教

と
同
様
に
「
知
的
秩
序
」
を
具
え
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
常
識
の
主
要
構
成
要
素
は
「
宗
教
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

第
三
に
、
常
識
は
「
集
合
名
詞
」
で
あ
り
、
「
歴
史
的
生
成
物
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

先
に
三
点
目
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
カ
ト

リ
ッ
ク
が
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
彼
は
、
「
農
民

の
カ
ト
リ
ッ
ク
」
、
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
カ
ト
リ
ッ
ク
」
、
「
都
市
労

働
者
の
カ
ト
リ
ッ
ク
」
、
「
女
性
の
カ
ト
リ
ッ
ク
」
、
そ
し
て
「
知
識
人

の
カ
ト
リ
ッ
ク
」
を
挙
げ
て
い
る
（
Ｑ
11
§
13
Ｃ
）
。
も
し
そ
の
よ
う
に

言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
を
構
成
要
素
と
す
る
常
識
に
も
多
様
な
形

態
が
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
「
農
民
の
」
常
識
、「
小
ブ
ル
ジ
ョ
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ア
ジ
ー
の
」
常
識
、
「
都
市
労
働
者
の
」
常
識
、
「
女
性
の
」
常
識
、
そ

し
て
「
知
識
人
の
」
常
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際

グ
ラ
ム
シ
は
、
「
す
べ
て
の
社
会
階
層
は
自
ら
の
『
常
識
』
と
『
良
識
』

を
も
つ
」
と
述
べ
て
い
る
（
Ｑ
24
§
4
Ｃ
）
。

　

そ
れ
に
つ
づ
け
て
グ
ラ
ム
シ
は
、
常
識
は
「
固
定
的
で
（irrigidito

）

不
変
な
（im

m
obile

）
何
か
で
は
な
い
」
と
強
調
し
て
い
る
。
常
識
は
「
時

代
と
場
所
」
に
よ
っ
て
、き
わ
め
て
多
様
な
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
。「
唯

一
の
常
識
」
な
る
も
の
は
、
存
在
し
な
い
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
常

識
と
は
「
『
諸
常
識
』
」
（
《sensi com

uni

》
）
と
い
う
形
で
し
か
存
在
し

え
な
い
も
の
な
の
だ
。

　

つ
ぎ
に
一
点
目
に
つ
い
て
。
グ
ラ
ム
シ
は
こ
こ
で
は
単
に
「
知
的
秩

序
」
の
有
無
に
言
及
し
て
い
る
だ
け
だ
が
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
よ
り
具

体
的
に
、
常
識
は
論
理
的
観
点
か
ら
み
て
「
曖
昧
で
、
矛
盾
を
含
ん
だ
、

多
義
的
な
概
念
」
（
Ｑ
11
§
13
Ｃ
）
で
あ
り
、
「
断
片
的
で
、
矛
盾
し
て

お
り
、
首
尾
一
貫
し
な
い
」
大
衆
の
世
界
観
だ
と
述
べ
て
い
る
（
Ｑ
11

§
11
Ｃ
）
。
常
識
と
は
、
知
識
人
や
専
門
哲
学
者
の
世
界
観
が
具
え
て

い
る
、
「
首
尾
一
貫
性
」
や
「
体
系
性
」
、
「
統
一
性
」
、
「
等
質
性
」
を

欠
い
た
哲
学
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、な
ぜ
常
識
は
「
知
的
秩
序
」
や
「
首
尾
一
貫
性
」
を
欠
き
、「
矛

盾
」
に
満
ち
て
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
二
点
目
の
内
容

と
関
係
し
て
い
る
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
常
識
が
「
太
古
の
」
宗

教
的
観
念
や
「
最
新
の
」
科
学
的
観
念
を
混
在
さ
せ
て
い
る
点
、
さ
ら

に
常
識
が
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
の
「
奇
妙
な
結
合
」
を
許
容
し
て

い
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。
常
識
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
、
グ
ラ
ム
シ
は

以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

常
識
に
お
い
て
は
、
現
存
す
る
こ
れ
ら
多
様
な
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
よ

り
も
さ
ら
に
粗
野
で
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
諸
形
態
が
影
響
を
与
え
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
以
前
の
諸
宗
教
、
現
在
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
以

前
の
諸
形
態
、
民
衆
の
異
端
的
諸
運
動
、
過
去
の
宗
教
と
結
び
つ
い

て
い
る
科
学
的
な
偏
見
等
が
影
響
を
与
え
た
し
、
現
在
の
常
識
の
構

成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。 

（
Ｑ
11
§
13
Ｃ
）

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
常
識
の
主
な
構
成
要
素
は
、
太
古
の
諸
宗
教
、
カ

ト
リ
シ
ズ
ム
の
昔
日
の
観
念
、
民
衆
の
異
端
的
運
動
の
記
憶
、
は
る
か

昔
の
宗
教
的
観
念
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
科
学
的
偏
見
等
で
あ
る
。
こ
こ
で

特
徴
的
な
の
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
観
念
が
宗
教
に
由
来
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
、
常
識
は
「
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
的
、

神
人
同
形
説
的
、
人
間
中
心
主
義
的
」
な
観
念
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

と
批
判
し
て
い
る
（
Ｑ
11
§
13
Ｃ
）
。
そ
し
て
よ
り
具
体
的
に
、
「
常
識

に
と
っ
て
地
球
は
静
止
し
て
お
り
、
太
陽
は
天
空
全
体
と
と
も
に
地
球

の
周
り
を
回
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
『
真
実
』
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
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る
（
Ｑ
1
§
41
Ａ
）
。
こ
れ
ら
の
説
明
か
ら
も
、
常
識
を
構
成
す
る
も
の

が
、
科
学
的
批
判
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
沈
殿
・
堆
積
し
て

い
る
「
時
代
錯
誤
的
な
」
宗
教
的
観
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
見
て
き
た
説
明
を
常
識
は
た
え
ず
「
科
学
的
概
念
や
哲
学
的
見

解
に
よ
っ
て
豊
穣
化
さ
れ
る
」
と
い
う
前
節
の
主
張
と
関
連
づ
け
る
な

ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
常
識
が
断
片
的
で
統
一
性
を
も

た
な
い
理
由
の
二
つ
目
は
、
常
識
の
な
か
で
は
、
神
話
的
観
念
や
宗
教

的
迷
信
、
偏
見
も
、
革
新
的
な
哲
学
的
直
観
（
「
世
界
的
に
統
一
さ
れ
た

人
類
の
み
が
も
ち
う
る
よ
う
な
、
将
来
の
哲
学
の
直
観
」
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
も
、

理
論
的
に
整
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
無
秩
序
に
並
存
し
て
い
る
点
に
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
常
識
の
な
か
で
は
、
論
理
的
に
見
て
本
来
結
び
つ
く

こ
と
が
な
い
観
念
同
士
が
、
平
然
と
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

グ
ラ
ム
シ
が
常
識
と
は
「
新
し
い
も
の
に
た
い
す
る
み
す
ぼ
ら
し
い

保
守
主
義
者
で
反
動
主
義
者
」
に
他
な
ら
な
い
と
難
じ
、
く
り
返
し
批

判
を
加
え
た
の
も
、
古
い
宗
教
的
起
源
を
も
っ
た
常
識
の
構
成
要
素
が
、

地
下
水
脈
の
よ
う
に
常
識
の
底
流
を
な
し
、
半
永
久
的
に
大
衆
の
思
考
・

行
動
を
呪
縛
し
か
ね
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
常
識
の
領
域
内
部
に
は
、

そ
れ
ら
観
念
群
を
選
別
す
る
明
確
な
基
準
も
批
判
的
に
整
序
す
る
原
理

も
存
在
し
な
い
た
め
、
非
合
理
な
考
え
方
が
「
真
実
」
と
し
て
流
通
し

か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

四　

常
識
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

　

グ
ラ
ム
シ
は
常
識
の
「
知
的
無
秩
序
」
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
実

は
そ
れ
が
大
衆
の
日
常
生
活
や
実
践
の
場
に
お
い
て
積
極
的
な
面
を

も
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
彼
は
常
識
を
一
面
的
に
断
罪
す

る
の
で
は
な
く
、
常
識
に
た
い
し
て
弁
証
法
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

　

以
下
で
は
グ
ラ
ム
シ
が
常
識
の
い
か
な
る
側
面
を
評
価
し
た
の
か
、

そ
し
て
常
識
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
ど
の
辺
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
、

検
討
し
て
み
た
い
。

　

彼
は
常
識
が
も
つ
積
極
的
側
面
に
言
及
し
た
際
、
「
哲
学
的
」
と
い

う
表
現
お
よ
び
「
も
の
ご
と
を
哲
学
的
に
考
え
る
」
と
い
う
表
現
に
た

い
し
て
常
識
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
の
か
、
分
析
す

る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
「
民
衆
の
言
い
回
し
」
を

分
析
し
て
み
る
と
、
民
衆
が
「
哲
学
」
に
た
い
し
て
、
以
下
の
よ
う
に

理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
〔
民
衆
の
言
い
回
し
〕
が
そ
の
な
か
に
諦
観
と
忍
耐
へ
の
暗

黙
の
誘
導
を
含
ん
で
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
と
は
反
対
に
重
要

な
の
は
、
そ
れ
は
、
起
こ
っ
た
出
来
事
は
深
層
に
お
い
て
は
合
理
的

で
あ
り
、
本
能
的
か
つ
暴
力
的
な
衝
動
に
翻
弄
さ
れ
ず
、
自
分
の
合

理
的
な
力
を
集
中
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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を
認
識
し
、
判
断
す
る
た
め
の
反
省
へ
の
誘
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

 

（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）

　

さ
ら
に
彼
は
、
大
衆
作
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
哲
学
」
に
関
す
る

表
現
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
常
識
が
「
哲
学
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
と
主
張
し
て
い
る
。

　

「
哲
学
」
そ
し
て
「
哲
学
的
」
と
い
う
用
語
、
そ
れ
ら
は
き
わ
め

て
正
確
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

動
物
的
か
つ
原
初
的
な
情
動
を
、
自
己
の
行
動
に
意
識
的
な
方
向
づ

け
を
与
え
て
く
れ
る
必
然
性
の
概
念
へ
と
止
揚
す
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。 

（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）

　

民
衆
の
日
常
的
語
彙
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
作
家
の
表
現
を
分
析
し
て
み
る

と
、
常
識
に
と
っ
て
「
も
の
ご
と
を
哲
学
的
に
考
え
る
」
と
い
う
こ
と

は
、
現
状
に
た
い
す
る
「
諦
観
と
忍
従
へ
の
暗
黙
の
誘
導
」
を
意
味
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
哲
学
が
、
歴
史
的
合
理
性

に
た
い
す
る
信
頼
、
そ
し
て
そ
の
合
理
性
を
土
台
と
し
た
行
動
の
必
要

性
、
言
い
か
え
る
な
ら
ば
「
本
能
的
か
つ
暴
力
的
な
衝
動
」
か
ら
の
自

由
を
説
い
て
い
る
こ
と
を
、
常
識
は
正
し
く
把
握
し
て
い
る
。
常
識
に

と
っ
て
「
哲
学
」
と
は
何
よ
り
も
、
粗
野
な
衝
動
や
情
動
か
ら
の
自
由

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
常
識
に
と
っ
て
「
哲
学
」
と
は
、
恣
意
的
な

衝
動
や
情
動
に
た
い
し
て
「
意
識
的
な
方
向
づ
け
」
を
与
え
、
衝
動
・

情
動
を
「
必
然
性
の
概
念
」
の
な
か
に
止
揚
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
て

い
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
、
常
識
が
自
由
と
必
然
性
と
い
う
、
哲
学
の
根
本

問
題
を
き
わ
め
て
正
確
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。

　

以
上
は
常
識
の
認
識
論
的
側
面
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
関
す
る
評

価
で
あ
る
が
、
グ
ラ
ム
シ
は
日
常
生
活
に
お
け
る
常
識
の
実
践
的
側
面

に
つ
い
て
も
、
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
彼
は
「
常
識
と

良
識
」
と
題
さ
れ
た
一
節
の
な
か
で
、
以
下
の
よ
う
に
常
識
を
評
価
し

て
い
る
。

　

「
常
識
」
あ
る
い
は
「
良
識
」
と
こ
れ
ま
で
呼
び
習
わ
さ
れ
て
き

た
も
の
の
価
値
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
暗
黙

の
う
ち
に
で
は
あ
る
が
常
識
が
因
果
律
を
用
い
て
い
る
と
い
う
事
実

に
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
よ
り
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
常
識

が
一
連
の
判
断
に
お
い
て
的
確
な
、
単
純
か
つ
卑
近
な
原
因
を
確
定

し
、
屁
理
屈
や
、
形
而
上
学
的
で
見
か
け
だ
け
深
遠
な
、
エ
セ
科
学

的
難
解
さ
に
翻
弄
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
等
に
あ
る
。
〔
中
略
〕
実
際
、

常
識
の
な
か
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
経
験
的
か
つ
制
限
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
は
い
え
、
一
定
の
「
実
験
主
義
」
と
現
実
に
た
い
す
る
直

接
の
観
察
が
見
出
さ
れ
る
。 

（
Ｑ
10
§
48
Ｂ
）
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こ
の
一
節
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
常
識
が
因
果
律
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
点
。
第
二
は
、

常
識
は
正
確
な
原
因
確
定
を
行
う
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
。
第

三
は
、
因
果
律
の
適
応
お
よ
び
原
因
確
定
の
正
確
さ
か
ら
、
常
識
は
空

虚
な
形
而
上
学
的
議
論
や
エ
セ
科
学
的
説
明
に
は
簡
単
に
は
欺
か
れ
な

い
と
い
う
点
。
そ
し
て
第
四
は
、
常
識
に
よ
る
正
確
な
原
因
確
定
は
、

実
験
主
義
の
精
神
と
現
実
の
直
接
的
観
察
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
以
上
四
点
に
わ
た
る
指
摘
は
、
常
識
固
有
の
論
理

と
長
所
を
き
わ
め
て
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
主
要
な
個
所
で
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
等
）
、

常
識
は
民
衆
の
実
生
活
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

常
識
が
も
つ
的
確
な
因
果
帰
属
能
力
や
判
断
力
は
、
日
常
生
活
に
お
け

る
「
実
験
」
の
成
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
生
活
に
お
け
る
諸
事
象
に
た

い
す
る
「
観
察
」
の
深
化
か
ら
生
ま
れ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
常

識
が
内
包
し
て
い
る
観
念
や
概
念
、
判
断
基
準
等
は
、
事
物
と
の
直
接

的
か
つ
経
験
的
な
接
触
に
よ
っ
て
長
い
時
間
を
か
け
て
熟
成
さ
れ
た
も

の
な
の
だ
。

五　

常
識
と
良
識
・
常
識
対
良
識

　

で
は
、
総
体
的
に
見
て
グ
ラ
ム
シ
は
、
常
識
を
積
極
的
に
評
価
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
否
定
的
な
価
値
判
断
を
下
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
彼
は
「
良
識
」
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な

定
義
を
与
え
、
い
か
な
る
評
価
を
下
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
下
で
は
常
識
と
良
識
と
の
関
係
を
、
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
良

識
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
常
識
の
特
性
を
よ
り
よ
く
解

明
で
き
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
逆
に
、
グ
ラ
ム
シ
は
良
識
そ
の
も
の
に

つ
い
て
は
明
確
に
規
定
し
て
い
な
い
た
め
、
常
識
と
の
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
良
識
の
特
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
常
識
と
良
識
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
並
置
さ
れ
て
い
る

ケ
ー
ス
を
見
た
い
。
そ
の
あ
と
で
、
常
識
と
良
識
と
が
区
別
さ
れ
、
対

置
さ
せ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
検
討
し
た
い
。

　

以
下
は
、
常
識
と
良
識
と
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
一
節
で
あ

る
。

　

一
般
的
な
型
〔
の
雑
誌
〕
の
目
的
は
、
〔
常
識
と
良
識
を
〕
批
判
し
、

示
唆
し
、
執
拗
に
か
ら
か
い
、
鼓
舞
し
、
刷
新
し
よ
う
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
新
し
い
常
套
句
」
を
導
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
社
会
の
一
般
的
な
意
見
を
変
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
常
識
」
あ
る
い
は
「
良
識
」
の
領

域
に
属
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。 

（
Ｑ
24
§
4
Ｃ
）
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こ
こ
で
は
常
識
と
良
識
に
た
い
す
る
評
価
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
一
般
的
な
型
の
雑
誌
が
世
間
一
般
の
も
の
の
見
方
を
変
え

る
た
め
に
影
響
力
を
行
使
す
る
の
が
、
「
『
常
識
』
あ
る
い
は
『
良
識
』

の
領
域
」
に
お
い
て
だ
と
い
う
事
実
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
こ
の
点
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
て
、「
『
常
識
』
あ
る
い
は
（
o
）『
良
識
』
の
領
域
に
属
す
る
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
常
識
と
良
識
が
同
じ
領
域
に
属
す
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
常
識
＝
良
識
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
先
に
も
引
い
た
が
、「
す
べ
て
の
社
会
階
層
は
自
ら
の
『
常
識
』

と
（
e
）『
良
識
』
を
も
つ
」
（
Ｑ
24
§
4
Ｃ
）
な
ど
と
も
表
現
さ
れ
て

お
り
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
に
は
、
常
識
と
良
識
と
が
比
較
的
無

造
作
に
並
置
さ
れ
て
い
る
個
所
が
多
数
存
在
す
る
。

　

だ
が
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
グ
ラ
ム
シ
は
常
識
と
良
識
と
を
明
確
に

区
別
し
て
も
い
る
。
つ
ぎ
の
一
節
は
、
「
良
識
と
常
識

0

0

0

0

0

」
と
題
さ
れ
た
、

イ
タ
リ
ア
の
国
民
的
作
家
マ
ン
ゾ
ー
ニ
の
『
い
い
な
づ
け
』
に
関
す
る

覚
書
で
あ
る

）
8
（

。

　

マ
ン
ゾ
ー
ニ
は
常
識

0

0

と
良
識

0

0

と
を
区
別
し
て
い
た
（
『
い
い
な
づ
け
』
、

ペ
ス
ト
と
ペ
ス
ト
塗
り
に
つ
い
て
の
第
三
二
章
を
見
よ
）
。
ペ
ス
ト
塗
り

の
存
在
を
信
じ
な
い
人
も
幾
人
か
は
い
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
語

り
な
が
ら
も
、
広
ま
っ
て
い
る
粗
野
な
意
見
に
反
対
し
て
自
ら
の
意

見
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
『
こ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば

家
庭
内
の
秘
密
を
打
ち
明
け
た
よ
う
な
も
の
で
、
本
当
の
こ
と
を

こ
っ
そ
り
洩
ら
し
た
の
で
あ
る
。
良
識
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
こ
れ

で
わ
か
る
が
、
し
か
し
良
識
は
姿
を
隠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
良
識
が
世
間
の
常
識
な
る
も
の
を
惧
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
』

と
書
い
て
い
る
。 

（
Ｑ
11
§
56
Ｃ
）

　

こ
の
一
節
か
ら
は
、
グ
ラ
ム
シ
が
常
識
と
良
識
と
を
厳
密
に
区
別
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
常
識
に
た
い
し
て
は
否
定
的
な
価
値

判
断
を
下
し
、
良
識
に
た
い
し
て
は
積
極
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
こ

と
が
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
た
い
。
こ
こ
で
は
常
識
は
、
良

識
と
対
立
す
る
「
粗
野
な
意
見
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
良
識

は
、「
本
当
の
こ
と
」
を
告
げ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
加
え
て
良
識
は
、
「
粗
野
な
意
見
」
を
惧
れ
て
「
自
ら
の
意
見
」

の
表
明
を
憚
る
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
良
識
は
常
識
と
対

立
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
「
本
当
の
こ
と
」を
告
げ
よ
う
と
す
る
良
識
は
、

「
粗
野
な
意
見
」
と
の
間
に
つ
ね
に
緊
張
関
係
を
孕
み
、「
世
間
の
常
識
」

に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
〝
沈
黙
〞
を
強
い
ら
れ
る
の
だ
。

　

グ
ラ
ム
シ
が
常
識
と
良
識
と
を
以
上
の
よ
う
に
区
別
・
対
置
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
両
者
の
相
違
は
ど
の
よ
う
な
点
に

見
ら
れ
る
の
か
、
論
理
的
側
面
か
ら
さ
ら
に
検
討
を
加
え
た
い
。

　

第
四
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
常
識
の
な
か
に
は
「
『
実
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験
主
義
』
」
と
「
現
実
に
た
い
す
る
直
接
の
観
察
」
が
見
い
だ
さ
れ
る

点
を
評
価
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
常
識
が
実
生
活
に
お
け
る
「
実
験
」

や
「
観
察
」
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
正
確
な
表
象
能
力
や
的
確
な
実
践
感

覚
を
も
っ
て
い
る
点
を
買
っ
て
い
た
。
彼
は
以
上
の
よ
う
に
常
識
を
評

価
し
た
す
ぐ
あ
と
に
、
「
こ
れ
こ
そ
が
常
識
の
健
全
な
核
（nucleo 

sano

）
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
良
識
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
発

展
さ
せ
ら
れ
、
統
一
性
と
一
貫
性
を
付
与
さ
れ
る
べ
き
価
値
が
あ
る
」

と
書
い
て
い
る
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
。

　

グ
ラ
ム
シ
に
よ
れ
ば
良
識
と
は
何
よ
り
、
常
識
の
な
か
の
「
健
全
な

核
」
な
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
良
識
は
常
識
の
な
か
に
包

摂
さ
れ
て
い
る
、
常
識
の
な
か
の
積
極
的
側
面
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ

る
。
彼
が
一
方
で
常
識
と
良
識
を
並
置
し
（
「
常
識
と
良
識
」
）
、
他
方
で

常
識
と
良
識
と
を
対
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
（
「
常
識
と
対
立
す
る

『
良
識
』
」
）
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ラ

ム
シ
が
「
常
識
」
を
取
り
あ
げ
、
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で

は
、
常
識
の
な
か
の
「
健
全
な
核
」
、
つ
ま
り
「
良
識
」
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
さ
ら
に
、
常
識
と
良
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
よ
り
明
確

に
述
べ
て
い
る
。
「
哲
学
は
宗
教
お
よ
び
常
識
の
批
判
で
あ
り
、
克
服

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
常
識
と
対
立
す
る
『
良
識
』
と
一
致

す
る
」
、
と
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
グ
ラ
ム
シ
は
「
知
的
秩
序
」
の
有
無
を
基
準

に
常
識
と
哲
学
と
を
区
別
し
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
こ
こ
で
は
、
哲

学
と
良
識
と
を
等
置
し
て
い
る
（
「
知
的
秩
序
」
）
。
そ
し
て
、
常
識
と
宗

教
と
を
等
置
し
て
い
る
（
「
知
的
無
秩
序
」
）
。
こ
れ
ら
を
考
慮
に
入
れ
る

な
ら
ば
、
「
常
識
と
対
立
す
る
『
良
識
』
」
は
、
一
定
の
「
知
的
秩
序
」

を
具
え
た
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、

良
識
は
常
識
よ
り
も
「
統
一
性
と
一
貫
性
」
を
具
え
た
世
界
観
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
良
識
は
「
宗
教
お
よ
び
常
識
の
批
判
」
で
あ

る
と
同
時
に
、
宗
教
・
常
識
の
「
克
服
」
な
の
で
あ
る
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
大
衆
が
首
尾
一
貫
し
た
思
考
を
行
う
よ
う
に
な
る
こ
と

を
、
「
『
哲
学
的
』
出
来
事
」
（fatto 

《filosofico

》
）
と
表
現
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
政
治
的
出
来
事
」
（fatto politico

）
と
も
書
い
て
い
る
（
Ｑ
11

§
12
Ｃ
）
。
首
尾
一
貫
性
を
具
え
た
批
判
的
な
世
界
観
の
獲
得
は
、
大

衆
が
知
的
・
政
治
的
な
従
属
性
を
克
服
す
る
た
め
の
重
要
な
第
一
歩
な

の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
グ
ラ
ム
シ
は
、
常
識
と
対
比
し
な
が
ら
良
識
に
積
極

的
な
評
価
を
与
え
て
い
た
。
常
識
に
は
「
粗
野
な
」
（volgare

）
と
い

う
よ
う
な
否
定
的
な
形
容
詞
が
し
ば
し
ば
冠
さ
れ
て
い
る
が
、
良
識
に

は
そ
の
よ
う
な
否
定
的
な
修
飾
語
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
総
体
的
に
見

る
な
ら
ば
、
グ
ラ
ム
シ
が
良
識
に
た
い
し
て
は
積
極
的
評
価
を
与
え
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
常
識
に
た
い
し
て
は
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

で
は
、
常
識
は
ま
っ
た
く
の
否
定
の
対
象
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
捨
て
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さ
ら
れ
る
べ
き
、
無
価
値
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
グ
ラ
ム
シ
は
、

「
真
理
の
証
明
の
基
準
と
し
て
常
識
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
ナ
ン
セ
ン

ス
だ
」
と
述
べ
て
い
る
（
Ｑ
11
§
13
Ｃ
）
。
だ
が
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、

常
識
の
「
健
全
な
核
」
は
良
識
と
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
統
一

性
と
一
貫
性
」
を
付
与
さ
れ
、
彫
琢
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
秘
め
て
い
た
。

以
上
を
総
合
す
る
な
ら
ば
私
は
、
常
識
の
積
極
的
か
つ
合
理
的
核
心
は

「
よ
り
高
次
の
生
活
観
」
を
練
り
あ
げ
る
際
の
土
台
と
さ
れ
、
良
識
の

な
か
に
止
揚
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
グ
ラ
ム
シ
は
考
え
て
い
た
と
推
察

す
る
。
常
識
は
「
真
理
の
証
明
の
基
準
」
に
は
な
ら
な
い
が
、
「
真
理

の
要
素

）
9
（

」
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
常
識
は
そ
の
独
特
の
意
味
に
お
い
て
、
「
高

級
哲
学
」
お
よ
び
「
体
系
的
哲
学
」
の
構
成
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。

グ
ラ
ム
シ
は
「
す
べ
て
の
哲
学
的
潮
流
は
『
常
識
』
の
痕
跡

（sedim
entazione

）
を
留
め
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
Ｑ
24
§
4
Ｃ
）
。

そ
し
て
そ
の
例
と
し
て
、
カ
ン
ト
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学

を
挙
げ
て
い
る
。

　

Ｅ
・
カ
ン
ト
が
彼
の
哲
学
理
論
を
常
識
と
一
致
さ
せ
よ
う
と
骨
を

折
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
す
こ
と
。
同
様
の
態
度
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の

な
か
に
も
確
認
で
き
る
。
革
命
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
政
治
の
定
式
を

ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
原
理
に
翻
訳
し
よ
う
と
し
た
『
神
聖
家
族
』
の

な
か
の
マ
ル
ク
ス
の
主
張
を
思
い
だ
す
こ
と
。 

（
Ｑ
3
§
48
Ｂ
）

　

一
見
す
る
と
、
大
知
識
人
の
哲
学
と
常
識
と
は
無
関
係
に
見
え
る
。

そ
し
て
「
常
識
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
（
文
献
資
料
が
存
在
し
な
い
た
め

構
成
不
可
能
で
あ
る
）
が
欠
如
し
て
い
る
」
た
め
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
、
常
識

が
も
つ
歴
史
的
機
能
や
思
想
的
意
義
を
実
証
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
グ
ラ
ム
シ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
、

マ
ル
ク
ス
と
い
っ
た
大
知
識
人
た
ち
が
哲
学
を
構
想
す
る
際
、
彼
ら
は

自
ら
の
「
体
系
的
哲
学
」
と
「
常
識
」
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
努
力
し

て
い
る
。
言
い
方
を
か
え
る
な
ら
ば
、
大
知
識
人
た
ち
が
「
壮
大
な
哲

学
的
総
合
」
を
行
う
場
合
、
常
識
と
い
う
存
在
を
十
分
考
慮
に
入
れ
て

い
る
の
だ
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
グ
ラ
ム
シ
は
哲
学
の
概
念
を
拡
張
・
刷
新
し

た
。
そ
し
て
、
専
門
家
の
「
高
級
哲
学
」
と
大
衆
の
「
『
粗
野
な
』
哲
学
」

と
を
連
続
性
の
下
で
理
解
し
て
い
た
。
グ
ラ
ム
シ
は
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
、
カ
ン
ト
や
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
を
常
識
と
関
係
づ
け

な
が
ら
、
彼
ら
の
体
系
的
哲
学
を
「
常
識
の
進
歩
の
『
頂
点
』
」
あ
る

い
は
「
民
衆
の
常
識
の
『
頂
点
』
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
（
Ｑ
11
§
12
Ｃ
）
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
常
識
の
健
全
な
核
は
「
止
揚
さ
れ
た
鎖
の
環
」

の
ひ
と
つ
と
し
て
体
系
的
哲
学
の
な
か
に
融
解
し
、
哲
学
の
正
史
の
な

か
に
「
痕
跡
」
を
留
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
「
低
地
」（basso

）

の
声
は
た
し
か
に
、
「
天
」
（alto

）
に
届
い
て
い
る
の
だ
。
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六　
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
に
お
け
る
常
識
論
の
意
義

　

『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
常
識
論
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る

の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
簡
単
に
言
う
な
ら
ば
、
常
識
論
は
『
獄
中
ノ
ー
ト
』

に
お
い
て
い
か
ほ
ど
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
三

つ
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
グ
ラ
ム
シ
が
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
全
体
の
な
か
で
「
常
識
」
お

よ
び
「
良
識
」
に
つ
い
て
ど
の
程
度
言
及
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
言
い

か
え
る
な
ら
ば
、
「
常
識
」
お
よ
び
「
良
識
」
が
『
ノ
ー
ト
』
の
な
か

で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
回
数
で
あ
る
。こ
の
点
に
関
し
て
は
、
グ
イ
ー

ド
・
リ
グ
オ
ー
リ
が
作
成
し
た
表
が
た
い
へ
ん
役
に
た
つ

）
10
（

。

　

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
は
全
部
で
二
九
冊
か
ら

な
る
が
、
リ
グ
オ
ー
リ
の
表
に
よ
れ
ば
、
二
九
冊
の
ノ
ー
ト
の
な
か
で

「
常
識
」
あ
る
い
は
「
良
識
」
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
ノ
ー

ト
は
、
Ｑ
2
、
12
、
Ｑ
18
か
ら
Ｑ
22
ま
で
と
、
Ｑ
25
、
26
、
Ｑ
29
で
あ

る
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
Ｑ
1
、
3
、
4
、
5
、
6
、
7
、
8
、
9
、

10
、
11
、
13
、
14
、
15
、
16
、
17
、
23
、
24
、
27
、
Ｑ
28
で
、
何
ら
か

の
形
で
「
常
識
」
あ
る
い
は
「
良
識
」
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
「
常
識
」
あ
る
い
は
「
良
識
」
に
触
れ

て
い
な
い
ノ
ー
ト
は
、
二
九
冊
の
う
ち
一
〇
冊
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い

し
て
「
常
識
」
あ
る
い
は
「
良
識
」
の
い
ず
れ
か
に
触
れ
て
い
る
ノ
ー

ト
は
、
一
九
冊
で
あ
る
。
実
に
全
体
の
約
三
分
の
二
の
ノ
ー
ト
の
な
か

で
、
グ
ラ
ム
シ
は
「
常
識
」
あ
る
い
は
「
良
識
」
に
言
及
し
て
い
る
の

だ
。

　

そ
れ
か
ら
、
つ
ぎ
の
点
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
『
獄
中
ノ
ー
ト
』

の
Ｑ
8
と
Ｑ
10
、
Ｑ
11
は
、
「
常
識
」
と
「
良
識
」
に
言
及
し
て
い
る

回
数
が
も
っ
と
も
多
い
。
さ
ら
に
そ
の
な
か
で
も
完
成
度
の
高
い
Ｃ
草

稿
が
も
っ
と
も
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
の
が
Ｑ
11
で
あ
る
。
Ｑ
8
の
な

か
で
「
常
識
」
お
よ
び
「
良
識
」
に
言
及
し
て
い
る
§
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
Ａ
草
稿
で
あ
り
、
Ｑ
10
の
§
は
Ｃ
草
稿
と
Ｂ
草
稿
と
が
約
半
分
ず

つ
と
な
っ
て
い
る
。
Ｑ
8
お
よ
び
Ｑ
10
と
比
較
し
て
Ｑ
11
の
な
か
で
「
常

識
」
に
言
及
し
て
い
る
§
は
一
つ
の
§
だ
け
が
Ｂ
草
稿
で
あ
り
、
そ
の

他
は
す
べ
て
完
成
度
の
高
い
Ｃ
草
稿
で
あ
る
。
以
上
か
ら
「
常
識
」
お

よ
び
「
良
識
」
に
つ
い
て
も
っ
と
も
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
、

Ｑ
11
に
お
い
て
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

誤
解
を
懼
れ
ず
に
い
う
な
ら
ば
、
「
特
別
ノ
ー
ト
」
群
、
つ
ま
り
Ｑ

11
、
通
称
「
ブ
ハ
ー
リ
ン
・
ノ
ー
ト
」
や
Ｑ
10
「
ク
ロ
ー
チ
ェ
・
ノ
ー

ト
」
、
Ｑ
12
「
知
識
人
論
ノ
ー
ト
」
、
Ｑ
13
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
・
ノ
ー

ト
」
は
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
〝
華
〞
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
一
角
を

占
め
る
Ｑ
11
の
主
要
草
稿

）
11
（

が
と
り
わ
け
、
「
常
識
批
判
と
し
て
の
新
し

い
哲
学
概
念
」
の
展
開
に
充
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

）
12
（

。『
獄
中
ノ
ー
ト
』

の
な
か
の
も
っ
と
も
重
要
な
ノ
ー
ト
・
草
稿
で
頻
繁
に
言
及
さ
れ
、
集
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中
的
に
批
判
的
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
「
常
識
」
は
ま
さ
し
く
、『
獄

中
ノ
ー
ト
』
に
お
け
る
核
心
的
な
概
念
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
常
識
論
が
グ
ラ
ム
シ
の
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
き
わ

め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
『
獄

中
ノ
ー
ト
』
の
執
筆
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
『
ノ
ー
ト
』
執
筆

の
際
、
プ
ラ
ン
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
執
筆
の
過
程
で

数
回
に
わ
た
っ
て
練
り
な
お
し
て
い
る
。

　

プ
ラ
ン
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
が
、
「
Ｑ
1
プ
ラ
ン
」
（
一

九
二
九
年
）
お
よ
び
「
Ｑ
8
プ
ラ
ン
」
（
一
九
三
一
年
）
で
あ
る
。
「
Ｑ
8

プ
ラ
ン
」
が
そ
の
後
の
ノ
ー
ト
の
主
題
展
開
に
関
す
る
最
終
的
な
プ
ラ

ン
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
（
「
Ｑ
8
＝
最
終
プ
ラ
ン
」
説
）
、
今

日
で
も
議
論
が
分
か
れ
て
い
る

）
13
（

。
だ
が
、
「
Ｑ
8
プ
ラ
ン
」
が
最
終
プ

ラ
ン
で
あ
る
の
か
否
か
に
関
係
な
く
、
「
Ｑ
8
プ
ラ
ン
」
そ
の
も
の
が

重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
こ
で
は
「
Ｑ
1
プ
ラ

ン
）
14
（

」
と
「
Ｑ
8
プ
ラ
ン

）
15
（

」
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

グ
ラ
ム
シ
は
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
最
初
の
プ

ラ
ン
「
Ｑ
1
プ
ラ
ン
」
の
な
か
で
、
そ
の
後
検
討
す
べ
き
「
主
要
諸
論

題
」
（argom

enti principali

）
を
一
六
項
目
に
わ
た
っ
て
記
し
て
い
る
。

そ
れ
を
見
る
と
、
「
（
一
）
歴
史
と
歴
史
叙
述
と
の
理
論
」
、
「
（
二
）
一

八
七
〇
年
ま
で
の
イ
タ
リ
ア
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
発
展
」
、
「
（
三
）

イ
タ
リ
ア
知
識
人
諸
グ
ル
ー
プ
の
形
成
。
そ
の
展
開
、
態
度
」
、 

少
し

飛
ん
で
「
（
七
）
民
間
伝
承
の
概
念
」
、
「
（
八
）
獄
中
生
活
の
経
験
」
等

と
な
っ
て
い
る
。
常
識
は
「
（
一
三
）
常
識
」
と
、
十
三
番
目
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
に
は
「
（
七
を
参
照
せ
よ
）
」
、
つ
ま

り
「
（
七
）
民
間
伝
承
」
を
参
照
せ
よ
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、
二
つ
の
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
ず
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
執
筆
開
始
の
当
初
か
ら
、
常
識
論
は
そ
の

後
展
開
す
べ
き
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、

「
常
識
」
と
「
民
間
伝
承
」
と
が
、
関
連
の
深
い
テ
ー
マ
と
し
て
想
定

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

「
Ｑ
1
プ
ラ
ン
」
の
後
に
記
さ
れ
た
も
っ
と
も
詳
細
な
「
Ｑ
8
プ
ラ
ン
」

で
は
、「
主
要
な
試
論
」
（saggi principali

）
が
二
一
項
目
に
わ
た
っ
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
民
間
伝
承
と
常
識
」
（Folclore e 

senso com
une

）
と
、
「
民
間
伝
承
」
と
「
常
識
」
が
ひ
と
組
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
民
間
伝
承
と
常
識
」
の
項
目
は
、
二
一
項

目
の
な
か
の
三
番
目
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
グ
ラ
ム
シ
は
「
Ｑ
8
プ
ラ
ン
」
執
筆
時
に
は
、
民

間
伝
承
と
常
識
と
の
結
び
つ
き
が
「
Ｑ
1
プ
ラ
ン
」
執
筆
時
よ
り
も
緊

密
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、「
Ｑ

1
プ
ラ
ン
」
執
筆
時
点
に
は
「
常
識
」
の
項
目
は
十
三
番
目
に
挙
げ
ら

れ
て
い
た
が
、
「
Ｑ
8
プ
ラ
ン
」
で
は
三
番
目
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
「
Ｑ
1
プ
ラ
ン
」
か
ら
「
Ｑ
8
プ
ラ
ン
」
ま
で
の
執
筆
過
程
で
、

グ
ラ
ム
シ
が
常
識
論
の
も
つ
重
要
性
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
て
い
っ
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
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①
常
識
は
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
執
筆
の
当
初
か
ら
重
要
な
「
主
要
論
題
」

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
（
「
Ｑ
1
プ
ラ
ン
」
）
②
常
識
お
よ
び
良
識
は
、

『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
グ
ラ
ム
シ
が
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
形
で

自
ら
の
哲
学
観
を
展
開
し
て
い
る
ノ
ー
ト
の
ひ
と
つ
、
Ｑ
11
に
お
い
て

集
中
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
「
常
識
批
判
と
し
て
の
哲
学
の
新
し
い

概
念
」
）
③
常
識
と
良
識
に
関
し
て
は
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
の
ほ
ぼ
全
体

に
わ
た
っ
て
（
Ｑ
28
ま
で
）
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
以
上
を
通
し
て
、

常
識
論
が
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
に
お
い
て
も
つ
重
要
性
は
十
分
に
理
解
さ

れ
う
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
グ
ラ
ム
シ
の
常
識
論
に
関
す
る
研
究
の
な
か
で
も
、
今
後

も
っ
と
も
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
課
題
に
つ
い
て
一
つ
だ
け
挙
げ

て
お
き
た
い
。

　

二
〇
〇
九
年
に
『
グ
ラ
ム
シ
辞
典
』
が
刊
行
さ
れ
た

）
16
（

。
こ
の
『
グ
ラ

ム
シ
辞
典
』
の
な
か
に
は
、「
常
識

）
17
（

」
お
よ
び
「
良
識

）
18
（

」
の
項
目
も
あ
る
。

辞
典
は
、
こ
れ
だ
け
で
も
評
価
に
値
す
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、

常
識
や
良
識
は
グ
ラ
ム
シ
研
究
史
の
な
か
で
は
、
近
年
に
い
た
る
ま
で

ほ
と
ん
ど
本
格
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
解

説
者
は
「
常
識
」
、
「
良
識
」
の
概
念
と
も
に
、
グ
イ
ー
ド
・
リ
グ
オ
ー

リ
で
あ
る
。

　

こ
の
辞
典
の
末
尾
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
研
究
上
の
便
宜
と
し
て
、
参
照

す
べ
き
関
連
項
目
が
い
く
つ
か
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
項
目
を

頼
り
に
読
み
進
め
て
い
け
ば
、
当
該
概
念
の
理
解
が
深
ま
り
、
概
念
が

相
互
に
連
結
し
て
い
く
よ
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

「
常
識
」
に
関
す
る
説
明
の
末
尾
を
見
る
と
、
「
良
識
」
や
「
首
尾
一

貫
性
、
首
尾
一
貫
的
」
、「
世
界
観
」
、「
民
間
伝
承
」
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
、

「
マ
ン
ゾ
ー
ニ
」
、
「
素
朴
な
人
々
」
、
「
ソ
レ
ル
」
が
関
連
項
目
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
良
識
」
の
末
尾
を
見
る
と
、
「
世
界
観
」
や
「
哲

学
」
、「
実
践
の
哲
学
」
、「
ロ
リ
ア
主
義
、
ロ
リ
ア
主
義
者
」
、「
マ
ン
ゾ
ー

ニ
」
、
「
常
識
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
の
末
尾
の
ど
ち
ら

に
も
、
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
や
「
知
的
・
道
徳
的
改
革
」
等
の
項
目
は
見

当
た
ら
な
い
。
逆
に
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
の
説
明
の
末
尾
を
見
て
も
、「
実

践
の
哲
学
」
な
ど
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
常
識
」
も
「
良
識
」
も

挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　

つ
ま
り
『
グ
ラ
ム
シ
辞
典
』
の
な
か
で
は
、「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

）
19
（

」
と
「
常

識
」
・
「
良
識
」
と
の
概
念
上
の
連
絡
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
や
「
知
的
・
道
徳
的
改
革
」
に
関
す
る
問
題

と
常
識
論
と
を
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。

言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
や
「
知
的
・
道
徳
的
改
革
」

に
関
す
る
議
論
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
常
識
論
を
避
け
て
通
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。

　

実
際
、
リ
グ
オ
ー
リ
は
『
辞
典
』
の
「
常
識
」
の
一
節
の
な
か
で
、
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常
識
を
「
従
属
者
の
世
界
観
」
と
言
い
か
え
な
が
ら
、
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ

ク
な
挑
戦
を
遂
行
す
る
た
め
の
掛
け
金
は
、
変
革
さ
れ
る
か
、
あ
る
い

は
取
り
換
え
ら
れ
る
べ
き
従
属
者
の
世
界
観
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る

）
20
（

。

ま
た
、
「
『
常
識
』
と
『
良
識
』
」
と
い
う
報
告
の
な
か
で
は
、
よ
り
明

確
に
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

　

常
識
を
克
服
す
る
こ
と
な
し
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
存
在
し
な
い
。
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
は
―
―
推
察
で
き
る
よ
う
に
―
―
常
識
に
基
礎
を
置
く
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
、
常
識
が
克
服
さ
れ
る
限
り
で

し
か
存
在
し
な
い
の
だ

）
21
（

！

　

こ
れ
ら
の
主
張
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
リ
グ
オ
ー
リ
は
、
常
識

論
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
と
の
関
係
が
き
わ
め
て
密
接
な
も
の
で
あ
り
、
常

識
＝
「
従
属
者
の
世
界
観
」
の
変
革
・
克
服
と
従
属
集
団
に
よ
る
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
行
使
と
が
コ
イ
ン
の
裏
表
の
よ
う
に
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
こ

と
を
予
感
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
き
わ
め
て
高
く
評
価

す
べ
き
で
あ
る
。

　

だ
が
し
か
し
、
常
識
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
は
、

あ
く
ま
で
も
予
感
の
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
な
る
分

析
と
理
論
的
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
『
グ
ラ
ム
シ
辞
典
』
の

な
か
の
「
常
識
」
の
関
連
項
目
に
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

な
い
理
由
も
、
こ
の
辺
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
常
識
・
良

識
と
の
概
念
的
連
絡
の
解
明
は
今
後
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
解
読
の
重
要

な
鍵
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。

 

（
お
ば
せ
・
い
ち
ろ
う
／
社
会
思
想
史
・
グ
ラ
ム
シ
の
哲
学
思
想
研
究
）

注（
1
） Gram

sci, A
ntonio, Q

uaderni del carcere, a cura di Valentino 
G

erratana, Torino: E
inaudi 1975. 

以

下
、

Ｑ

は
「

ノ

ー

ト

」

（Q
uaderni

）
を
意
味
し
、
そ
の
後
の
数
字
は
ノ
ー
ト
番
号
を
示
す
。
§
は

「
セ
ク
シ
ョ
ン
」
を
意
味
し
、
そ
の
後
の
数
字
は
セ
ク
シ
ョ
ン
番
号
を
示
す
。

セ
ク
シ
ョ
ン
番
号
の
あ
と
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

Ａ
草
稿
＝
グ
ラ
ム
シ
が
一
旦
書
き
終
わ
り
、
そ
の
あ
と
で
抹
消
し
た
「
第

一
次
執
筆
」（
ジ
ェ
ル
ラ
タ
ー
ナ
）
を
指
す
。
Ｃ
草
稿
＝
「
第
一
次
執
筆
」

に
加
筆
し
、
再
編
し
な
お
し
た
「
第
二
次
執
筆
」
を
指
す
。
Ｂ
草
稿
＝
Ｃ

稿
と
違
い
、
加
筆
・
再
編
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
単
次
執
筆
」
を
指
す
。

（
2
） 

ジ
ウ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ィ
オ
ー
リ
『
グ
ラ
ム
シ
の
生
涯
』
藤
沢
道
郎
訳
、
平
凡
社
、

一
九
七
八
年
、
三
四
七
頁
。

（
3
） Liguori, G

uido, Senso com
une e buon senso, in: Sentieri 

gram
sciani, R

om
a: C

arocci 2006.

（
4
） Frosini, Fabio, Filosofia e senso com

m
une, in: G

ram
sci e la 

filosofia, R
om

a: C
arocci 2003.

（
5
） Baratta, G

iorgio, Senso C
om

une, in: A
ntonio G

ram
sci in 

contrappunto, R
om

a: C
arocci 2007, pp. 119

—143.

（
6
） Thom

as, Peter

・D
, T

he incoherence of senso com
m

une, in: 
T

H
E

 G
R

A
M

SC
IA

N
 M

O
M

E
N

T
, C

hicago: H
aym

arket B
ooks 

2010.
（
7
） 
ジ
ャ
ン
ニ
・
フ
ラ
ン
チ
ョ
ー
ニ
と
フ
ァ
ビ
オ
・
フ
ロ
シ
ー
ニ
は
復
刻
版

『

獄

中

ノ

ー

ト

』
（G

ram
sci, A

ntonio, Q
uaderni del carcere 15, 
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E
dizione anastatica dei m

anoscritti, T
reccani: L

’U
N

IO
N

E
 

SA
R

D
A

 2009.

）
の
「
序
文
・
解
説
」
の
な
か
で
、
「
哲
学
と
は
常
識
に

た
い
す
る
『
批
判
』
活
動
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
哲
学
は
常
識
に
た
い
し

て
首
尾
一
貫
性
を
付
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
主
張
し
て
い
る

（Ibid., 13.

）
。
ト
ー
マ
ス
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
、「
実
践
の
哲
学
の
中
心

課
題
は
、
所
与
の
常
識
を
良
識
へ
と
高
め
る
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
（O

p. cit., P. 374.

）
。
今
回
は
「
実
践
の
哲
学
」
に
つ
い
て
詳
論
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
実
践
の
哲
学
」
の
主
な
役
割
の
ひ
と
つ
が
常
識

を
良
識
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
述
べ
て
お
き
た

い
。

（
8
） 

マ
ン
ゾ
ー
ニ
『
い
い
な
づ
け
（
中
）
』
平
川
祐
弘
訳
、
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
〇
六
年
、
一
七
〇
頁
。

（
9
） Liguori, G

uido, « senso com
une » E

 « buon senso » N
E

I 
Q

U
A

D
E

R
N

I D
E

L C
A

R
C

E
R

E, R
E

LA
ZIO

N
E

 PE
R

 IL SE
M

IN
A

R
IO

 
SU

L LE
SSIC

O
 D

E
I Q

U
A

D
E

R
N

I D
E

LLA
 IG

S IT
A

LIA
-R

O
M

A

：

13 m
aggio 2005, p. 9.

（
10
） Liguori, O

p. sit., pp. 19-21.

（
11
） リ
グ
オ
ー
リ
の
表
に
よ
れ
ば
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
に
お
い
て
「
常
識
」
お

よ
び
「
良
識
」
へ
の
言
及
回
数
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
Ｑ
11
で
あ
る
。

Ｑ
11
の
な
か
で
も
っ
と
も
言
及
回
数
が
多
か
っ
た
草
稿
は
、
§
12
お
よ
び

§
13
で
あ
る
。
Ｑ
11
§
12
お
よ
び
§
13
の
欄
に
は
、
数
え
き
れ
な
い
の
か
、

「
多
数
引
用
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） Francioni e Frosini, O

p. cit., p. 11.

（
13
） 

松
田
博
『
グ
ラ
ム
シ
思
想
の
探
求
―
―
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
陣
地
戦
・
サ
バ
ル

タ
ン
』
新
泉
社
、
二
一
三
頁
お
よ
び
一
二
六
―
一
三
○
頁
を
見
よ
。

（
14
） 

グ
ラ
ム
シ
『
獄
中
ノ
ー
ト
Ⅰ
』
獄
中
ノ
ー
ト
翻
訳
委
員
会
訳
、
大
月
書
店
、

一
九
八
一
年
、
八
三
―
八
四
頁
。

（
15
） 「
Ｑ
8
プ
ラ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
松
田
、
同
書
、
二
一
〇
頁
。

（
16
） DIZ

IO
N

A
R

IO
 G

R
A

M
S

C
IA

N
O

 1926– 1937, a cura di G
uido 

Liguori e Pasquale Voza, R
om

a: C
arocci 2011.

（
17
） Ibid., pp. 759-761.

（
18
） Ibid., pp. 89-90.

（
19
） 

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
概
念
に
つ
い
て
は
、C

ospito, G
iuseppe, E

gem
onia, in 

Fabio Frosini e G
uido Liguori, ed., Le parole di G

ram
sci, R

om
a: 

C
arocci 2007, pp. 74-92. 

お
よ
び
松
田
、
前
掲
書
、
一
五
―
三
四
頁
を

見
よ
。

（
20
） Liguori, G

uido, Sentieri gram
sciani, R

om
a: C

arocci 2006, p. 79.

（
21
） Ibid., p. 82.

キ
ー
ワ
ー
ド
：
グ
ラ
ム
シ
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
、
常
識
、
良
識
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
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一　

問
題
の
所
在

　

カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
一
九
四
九
年
に
上
梓
し
た
『
歴
史
の
意

味
）
1
（

』
の
な
か
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
を
つ
ら
ぬ
く
歴
史
哲
学
と
歴
史

神
学
の
関
係
を
分
析
し
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
、
英
語
で
執
筆

さ
れ
た
同
著
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
か
ら
は
じ
め
て
マ
ル
ク
ス
、
ヘ
ー
ゲ

ル
ら
を
取
り
上
げ
、
最
後
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
オ
ロ
シ
ウ
ス
を
経

て
聖
書
に
至
る
ま
で
時
代
を
遡
り
、
次
の
主
張
を
証
明
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

　

〔
近
代
に
お
け
る
〕
歴
史
哲
学
は
、
〔
神
の
約
束
の
〕
成
就
へ
の
ヘ
ブ

ラ
イ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
結

局
は
そ
の
終
末
論
的
原
型
の
世
俗
化
（secularization

）
に
い
き
つ
く
。

 

（M
H

, 2

）

　

以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
主
張
を
「
世
俗
化
テ
ー
ゼ
」
と
呼
び
た
い
。

世
俗
化
テ
ー
ゼ
は
、
『
歴
史
の
意
味
』
が
ド
イ
ツ
語
訳
さ
れ
た
五
三
年

以
降
、
西
ド
イ
ツ
の
学
術
界
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
哲
学

ば
か
り
で
な
く
神
学
、
社
会
学
、
政
治
学
と
い
っ
た
多
分
野
の
研
究
者

を
引
き
つ
け
、
以
後
数
十
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
世
俗
化
論
争
の
引
金
を
引
い
た
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
世
俗
化
論
争
は
、
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
掲
げ
る
ポ
ス
ト
世

俗
化
論
に
照
ら
し
て
回
顧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

）
2
（

。
ポ
ス
ト
世
俗

〈
公
募
論
文
〉

世
俗
化
テ
ー
ゼ
と
政
治
神
学

【
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
と
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
対
決
】

遠
藤
健
樹
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化
論
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
世
俗
化
」
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
社
会
学

的
な
概
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
公
共
領
域
に
お
け
る
宗
教
の
影

響
力
の
低
下
や
、
宗
教
の
私
事
化
と
い
っ
た
、
従
来
の
社
会
学
的
通
説

の
是
非
を
俎
上
に
載
せ
る
。
か
つ
て
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
ら
の
取
り
組
ん
だ

「
世
俗
化
」
概
念
と
は
焦
点
や
内
実
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う

点
に
は
留
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
違
い
に
も
拘
ら

ず
回
顧
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
ポ
ス
ト
世
俗
化

論
が
「
宗
教
的
な
も
の
と
世
俗
的
な
も
の
」
あ
る
い
は
「
信
と
知
」
の

関
係
一
般
に
つ
い
て
、
い
ま
一
度
問
い
直
す
機
運
を
も
た
ら
し
た
た
め

で
あ
る
。
原
理
的
に
言
っ
て
、
宗
教
的
な
も
の
と
世
俗
的
な
も
の
は
宥

和
に
至
り
う
る
の
か
、
至
り
う
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
か
、

あ
る
い
は
ま
た
宥
和
な
ど
本
来
期
待
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
こ
う
し

た
問
い
と
絡
め
て
、
か
つ
て
の
論
争
を
振
り
返
る
こ
と
の
意
義
が
認
め

ら
れ
た
の
で
あ
る

）
3
（

。

　

本
稿
も
ま
た
同
じ
問
題
意
識
の
下
で
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
世
俗
化

テ
ー
ゼ
の
特
質
と
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
、
政
治
学
者
カ
ー

ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
執
筆
し
た
書
評
論
文
「
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
像
の

三
つ
の
可
能
性
」
（
以
下
、
「
三
つ
の
可
能
性
」
と
略
記

）
4
（

）
を
参
照
し
た
い
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
の
書
評
に
よ
っ
て
、
手
ず
か
ら
『
歴
史
の
意
味
』
を

ド
イ
ツ
語
圏
に
紹
介
し
、
か
つ
そ
れ
に
対
置
す
る
よ
う
に
し
て
自
分
自

身
の
終
末
論
的
主
張
を
開
陳
し
た

）
5
（

。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
世
俗
化
テ
ー
ゼ

ば
か
り
で
な
く
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
終
末
論
的
な
「
政
治
神
学
（Politische 

T
heologie

）
」
も
、
宗
教
的
な
も
の
と
世
俗
的
な
も
の
の
関
係
を
問
う

も
の
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
対
峙

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
所
期
の
目
的
は
よ
く
達
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
ま
ず
、
『
歴
史
の
意
味
』
と
「
三
つ
の
可
能
性
」
を
付
き

合
わ
せ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価

（
第
二
節
）
、
お
よ
び
否
定
的
な
評
価
（
第
三
節
）
の
そ
れ
ぞ
れ
を
整
理

す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
世
俗
化
テ
ー
ゼ
が
ど
の
論
点
に
お
い
て
政
治
神

学
と
重
な
り
合
い
、
ど
の
論
点
に
お
い
て
反
目
し
合
う
か
あ
ぶ
り
だ
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
最
終
的
に
は
世
俗

化
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
自
身
が
採
用
し
て
い

た
独
特
の
哲
学
的
立
場
も
な
に
が
し
か
明
ら
か
に
し
た
い
（
第
四
節
）
。

二　

世
俗
化
テ
ー
ゼ
の
受
容
に
よ
る
政
治
神
学
の
開
示

　

ま
ず
は
「
三
つ
の
可
能
性
」
の
前
半
（H

B
C

S, 161-162

）
か
ら
見
て

い
こ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
の
箇
所
で
『
歴
史
の
意
味
』
の
議
論
を
整

理
し
、
そ
れ
が
現
代
の
政
治
状
況
を
診
断
す
る
た
め
の
よ
き
指
標
に
な

る
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
現
代
の
政
治
状
況
は
「
大
―

計
画
（G

roß-

Planungen

）
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
概
念

に
つ
い
て
は
手
短
に
し
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
人0

為
的
な
歴
史
の
制
作

0

0

0

0

0

0

0

0

と
歴
史
哲
学
に
よ
る
そ
の
正
当
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
指
す
も
の
と
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見
て
よ
か
ろ
う
。
人
為
的
な
歴
史
の
制
作
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
採

用
し
た
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
官
僚
的
エ
リ
ー

ト
た
ち
が
己
自
身
と
己
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
大
衆
と
を
望
ま
し
い
か
た

ち
に
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
と
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
歴
史
哲
学
に
よ
る
正
当
化
と
は
、
計
画
に
則
っ

た
個
々
の
制
作
の
出
来
事
を
、
来
る
べ
き
未
来
を
準
備
す
る
も
の
と
し

て
意
味
付
け
、
正
当
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
（H

B
C

S, 161

）
。

　

大
―

計
画
概
念
に
含
ま
れ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
の
う
ち
、
人
為
的

な
歴
史
の
制
作
に
ま
つ
わ
る
要
素
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
主
張
の
な
か
に

ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
性
を
持
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
ち
ら
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
独
自
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
、

「
こ
ん
に
ち
実
際
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、〔
…
〕
〔
歴
史
に
対
す
る
〕

意
味
付
与
（Sinngebungen

）
、
あ
る
い
は
も
っ
と
言
う
な
ら
、
大
―

計

画
の
た
め
の
『
意
味
―

設
定
（Sinn-Setzungen

）
』
で
あ
る
」
（H

B
C

S, 

162

）
と
す
る
要
素
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
主
張
を
直
接
受
容
し
た
も

の
で
あ
る
。

　

『
歴
史
の
意
味
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

そ
も
そ
も
同
著
が
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
歴
史
的
出
来
事
に
有
意

義
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ

た
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
歴
史
的
出
来
事
に
お
け
る
有
意
義
性

を
説
明
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
目

的
論
的
な
性
格
を
持
っ
た
そ
れ
が
最
も
有
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

〔
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
〕
歴
史
が
有
意
義
な
も
の

と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
実
際
の
出
来
事
を
超
越
す
る
な
ん
ら
か
の
目

的
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史

は
時
間
の
な
か
で
の
運
動
な
の
だ
か
ら
、
目
的
と
は
終
着
点
（goal

）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
個
々
の
出
来
事
も
出
来
事
の
単
な
る
系
列
も
、

そ
の
ま
ま
で
は
有
意
義
な
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
な
出
来
事
に
関

し
て
あ
る
言
明
を
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
出
来
事
の
テ
ロ
ス

0

0

0

が
明
ら

か
に
な
る
場
合
に
の
み
可
能
と
い
う
こ
と
だ
。 

（M
H

, 5

）

　

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
具
的
存
在
者
に
つ
い
て
の
分
析

を
下
敷
き
に
し
て
、
な
に
か
が
有
意
義
で
あ
る
た
め
の
一
般
的
条
件
を
、

な
に
か
は
「
～
の
た
め
（W

ozu

）
」
に
あ
る
が
ゆ
え
に
有
意
義
で
あ
る
、

と
い
う
か
た
ち
で
目
的
論
的
に
定
式
化
し
た
。
た
と
え
ば
、
机
が
机
と

し
て
有
意
義
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
上
で
も
の
を
書
く
た
め
の
も

の
で
あ
る
か
ら
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
構
造
を
歴
史
に
当

て
は
め
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト

教
に
と
っ
て
の
歴
史
、
つ
ま
り
救
済
史
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事

は
、
歴
史
の
終
わ
り
に
あ
る
救
済
の
達
成
と
い
う
目
的
に
至
る
た
め
に

有
意
義
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
俗
化
テ
ー
ゼ
は
、
キ
リ
ス
ト

教
固
有
の
歴
史
に
関
す
る
目
的
論
的
モ
デ
ル
、
す
な
わ
ち
終
末
論
が
、

進
歩
を
奉
ず
る
近
代
の
歴
史
哲
学
へ
と
姿
を
変
え
た
こ
と
を
説
明
す
る
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も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
（M

H
, 5

）
6
（f.

）
。
だ
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
着

目
し
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
近
代
の
歴
史
哲
学
の
最
た
る
も
の
と
見
な
し

て
い
た
マ
ル
ク
ス
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
共
産
主
義
の
刻
印
を
帯
び
る

新
た
な
共
同
社
会
を
目
的
と
し
、
現
在
に
お
け
る
政
治
行
動
を
そ
の
前

史
と
し
て
有
意
義
な
も
の
と
捉
え
る
、
一
種
の
世
俗
化
さ
れ
た
「
史
的

メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
」
（M

H
, 42

）
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
倣
い
、
現
代
の
政
治
状
況
を
目
的

論
的
歴
史
哲
学
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
も
の
と
診
断
し
た
。
そ
の
上
、

世
俗
化
テ
ー
ゼ
を
も
受
容
し
、
目
的
論
的
歴
史
哲
学
に
お
け
る
「
啓
蒙

的
・
実
証
的
な
進
歩
へ
の
信
仰
は
、
世
俗
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ

ス
ト
教
に
過
ぎ
ず
、
進
歩
へ
の
信
仰
に
お
け
る
『
終
末
』
も
そ
こ
〔
ユ

ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
〕
か
ら
移
入
さ
れ
た
」
（H

B
C

S, 162

）
も
の
で
あ

る
と
認
め
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
世
俗
化
テ
ー
ゼ
が
、
世
俗
に
お
け

0

0

0

0

0

る
政
治
問
題
を
終
末
論
と
い
う
宗
教
的
な
文
脈
に
引
き
上
げ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

機
縁
と

な
り
え
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
歴
史
の
意
味
』
の
議

論
を
、
「
歴
史
哲
学
か
ら
歴
史
神
学
へ
、
最
終
的
に
は
終
末
論
へ
と
至

る
道
」
を
辿
る
も
の
と
整
理
し
、
た
だ
ち
に
そ
れ
を
「
本
来
の
事
態
へ

と
ひ
と
を
導
い
て
い
く
道
（ein W

eg der Initiierung

）
」
（H

B
C

S, 

162

）
と
呼
び
変
え
て
い
た
。
こ
のInitiierung

と
い
う
表
現
に
は
、

世
俗
的
な
次
元
に
お
い
て
垣
間
み
ら
れ
た
も
の
の
奥
義
を
、
宗
教
的
な

次
元
に
お
い
て
開
示
す
る
か
の
よ
う
な
響
き
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

実
際
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
三
つ
の
可
能
性
」
の
後
半
（H

B
C

S, 163-

166

）
に
な
る
と
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
か
ら
得
ら
れ
た
ヒ
ン
ト
を
も
と
に
、

自
分
独
自
の
政
治
神
学
的
終
末
観
を
開
陳
し
は
じ
め
た
。
こ
の
箇
所
で

は
、
書
評
論
文
の
タ
イ
ト
ル
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
三
種
類
の
キ
リ
ス
ト

教
的
な
歴
史
把
握
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
現
代
な
い
し
十
九

世
紀
の
出
来
事
を
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
の
並

行
性
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
も
の
（H

B
C

S, 136

）
。
第
二
は
、
「
テ

サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
に
お
け
る
謎
め
い
た
パ
ウ
ロ
の
文
言
で

あ
る
カ
テ
コ
ー
ン

0

0

0

0

0

（K
at-echon

）
」
（H

B
C

S, 164

）
に
関
わ
る
も
の
。

第
三
は
、
歴
史
の
一
回
性
を
強
調
す
る
「
マ
リ
ア
的
歴
史
像
」
（H

B
C

S, 

165

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

政
治
神
学
的
終
末
観
を
形
作
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

も
簡
便
な
説
明
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
全
貌
を
見
通
す
こ
と
は
容

易
で
な
い
。
と
は
い
え
、
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
「
カ
テ
コ
ー
ン
」
は

核
心
的
な
概
念
な
の
で
、
以
下
で
は
こ
れ
を
手
が
か
り
に
し
よ
う

）
7
（

。

　

R
・
グ
ロ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
え
る
政
治
神

学
的
終
末
論
の
原
型
は
、
三
八
年
の
『
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン

）
8
（

』
に
お
い
て
描

き
出
さ
れ
た
「
国
家
（Staat

）
」
の
崩
壊
過
程
に
求
め
ら
れ
る
。
国
家

と
は
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
宗
教
内
戦
を
停
止
さ
せ

る
べ
く
作
り
上
げ
ら
れ
た
具
体
的
な
秩
序
構
想
の
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
宗
教
内
戦
が
激
烈
な
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
複
数

の
信
仰
共
同
体
が
お
の
れ
の
護
持
す
る
「
真
理
（veritas

）
」
を
頼
ん

で
相
争
い
、
政
治
的
党
派
と
化
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
団
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の
政
治
単
位
化
を
抑
止
す
る
た
め
、
国
家
は
な
に
が
真
理
で
あ
る
か
を

問
題
と
せ
ず
、
お
の
れ
の
「
権
威
（auctoritas

）
」
の
み
に
依
拠
し
て

信
仰
告
白
の
内
容
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（L, 81ff.

）
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
と
き
同
時
に
、
ひ
と
り
の
人
間
に
あ
っ
て
は
外
面
的
な
信
仰
告
白

と
内
面
的
な
信
仰
の
分
裂
が
生
じ
て
し
ま
う
（L, 85

）
。
内
的
信
仰
に

は
国
家
の
強
制
が
及
ば
ず
、
私
的
領
域
に
お
い
て
あ
く
ま
で
真
理
を
追

い
求
め
る
の
で
、
時
代
を
経
る
と
と
も
に
そ
れ
は
外
面
を
御
す
る
国
家

を
徐
々
に
浸
食
し
て
い
く
。
私
的
信
仰
に
依
拠
す
る
間
接
権
力

（potestas indirecta

）
は
、
や
が
て
国
家
の
内
部
に
多
元
的
な
政
治
単

位
を
産
み
出
し
、
内
戦
の
危
機
を
再
び
増
大
さ
せ
る
に
至
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
（L, 116ff.

）
。

　

五
〇
年
の
『
大
地
の
ノ
モ
ス
』
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な

も
の
と
宗
教
的
な
も
の
の
弁
証
法
的
関
係
は
、
古
代
に
ま
で
遡
る
、
よ

り
射
程
の
広
い
終
末
論
的
展
望
の
下
で
語
り
な
お
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

教
団
の
政
治
化
に
よ
り
産
み
出
さ
れ
る
多
元
性
と
そ
れ
を
抑
止
す
る
こ

と
で
成
立
す
る
国
家
に
お
け
る
一
元
性
を
対
比
す
る
代
わ
り
に
、
「
政

治
的
お
よ
び
軍
事
的
な
権
力
所
有
者
を
古
代
後
期
的
・
東
方
的
・
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
的
に
神
化
す
る
こ
と
」
（N

E
, 30

）
、
「
カ
エ
サ
リ
ス
ム
」
（N

E
, 

32

）
、「
僭
主
」
（N

E
, 34

）
等
に
よ
り
成
立
す
る
多
元
性
と
、「
〔
教
皇
の
〕

権
威
（auctoritas

）
」
か
ら
委
任
を
受
け
た
「
〔
皇
帝
の
〕
権
力
（potestas

）
」

に
よ
り
成
立
す
る
一
元
的
な
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
の
対
比
が
な
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
権
威
の
委
任
を
受
け
た
権
力
こ
そ
、
「
具
体
的
な
王
政

な
い
し
は
帝
王
位
へ
、
す
な
わ
ち
一
定
の
キ
リ
ス
ト
教
の
国
お
よ
び
そ

の
人
民
を
支
配
す
る
こ
と
へ
付
け
加
わ
る
カ
テ
コ
ー
ン
の
機
能
」（N

E
, 

31

）
に
よ
っ
て
、
多
元
性
を
抑
止
す
る
働
き
を
持
つ
と
さ
れ
る

）
9
（

。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
カ
テ
コ
ー
ン
と
は
「
終
末
を
押
し
止
め
、

邪
悪
を
抑
止
す
る
力
」
（H

B
C

S, 164

）
を
指
す
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の

場
合
、
教
団
の
政
治
化
や
権
力
所
有
者
の
神
化
な
ど
が
終
末
へ
至
る
プ

ロ
セ
ス
を
加
速
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
押
し
と
ど
め
て
秩
序
を
維

持
し
よ
う
と
す
る
帝
王
位
や
十
七
世
紀
的
国
家
が
カ
テ
コ
ー
ン
の
（
あ

る
い
は
カ
テ
コ
ー
ン
に
類
す
る
）
機
能
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う

）
10
（

。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
最
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
は
、
あ
の
大
―

計

画
概
念
と
い
う
世
俗
の
政
治
問
題
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
独
自
の
政
治
神
学
的

終
末
観
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
「
三
つ
の
可
能
性
」
は
こ
の
点
を
詳
し
く
論
じ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
穴
埋
め
は
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
課
題
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
た
。

　

た
と
え
ば
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
（R

einhart K
oselleck

）
は
、

師
の
『
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
』
と
同
様
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
則
っ
て
、
初
期
近
代

に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
と
宗
教
的
な
も
の
の
弁
証
法
を
描
き
出
し
て

い
る
。
コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
間
接
権
力
に
よ
る
国
家
の
浸
食
は
十

八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン

の
よ
う
な
啓
蒙
団
体
が
、
国
家
の
あ
り
か
た
を
真
理
に
照
ら
し
て
批
判
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す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
、こ
の
批
判
は
革
命
に
よ
っ

て
理
想
社
会
を
人
為
的
に
制
作
す
る
た
め
の
前
提
と
な
っ
た
。
彼
ら
は

自
ら
の
行
う
批
判
と
革
命
を
歴
史
哲
学
に
よ
っ
て
正
当
化
し
、
お
の
ず

か
ら
真
理
へ
至
る
謎
め
い
た
進
歩
の
「
計
画
（Planung

）
」
に
適
う
も

の
と
し
た
。
そ
の
場
合
、
人
間
に
は
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
神
の
救

済
計
画
が
歴
史
哲
学
的
な
計
画
者
の
秘
密
に
変
貌
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
。
こ
う
考
え
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト

の
世
俗
化
テ
ー
ゼ
を
か
す
が
い
と
し
て
、
間
接
権
力
に
よ
る
国
家
の
浸

食
と
い
う
終
末
論
的
主
張
と
大
―

計
画
概
念
と
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ

る
）
11
（

。

　

以
上
で
確
認
し
た
通
り
、『
歴
史
の
意
味
』と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
、
五
〇
年

代
の
西
ド
イ
ツ
保
守
論
壇
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

世
俗
化
テ
ー
ゼ
は
世
俗
の
政
治
問
題
を
終
末
論
的
文
脈
に
ま
で
引
き
上

げ
る
政
治
神
学
的
な
契
機

0

0

0

0

0

0

0

0

に
な
り
え
た
か
ら
で
あ
る

）
12
（

。

三　

キ
リ
ス
ト
教
の
評
価
に
基
づ
く
政
治
神
学
批
判

　

こ
の
よ
う
な
政
治
神
学
的
な
契
機
に
対
応
す
る
論
点
は
、
『
歴
史
の

意
味
』
の
随
所
に
顔
を
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
理
性
の
狡
智
」

と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
究
極
の
成
就
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教

的
期
待
を
こ
の
世
の
歴
史
過
程
の
な
か
に
置
き
移
し
た
と
さ
れ
る
ヘ
ー

ゲ
ル
（M

H
, 57f.

）
。
あ
る
い
は
、
神
へ
の
信
仰
を
退
け
人
間
の
進
歩
を

称
揚
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
動
機
に
お
い
て
は
極
め
て
宗
教
的
で
あ

り
、「
救
済
の
し
る
し
」
を
渇
望
し
て
い
た
と
さ
れ
る
プ
ル
ー
ド
ン
（M

H
, 

65f.

）
。
こ
う
し
た
近
代
の
論
者
に
関
す
る
分
析
が
そ
の
具
体
例
と
な
る

だ
ろ
う
。
加
え
て
、
「
人
間
の
歴
史
の
全
行
程
が
摂
理
に
よ
っ
て
導
か

れ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
と
さ
れ
る
ボ
シ
ュ
エ

（M
H

, 137ff.

）
や
、
地
上
に
お
け
る
神
の
国
の
実
現
を
期
待
し
た
フ
ィ

オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
（M

H
, 145ff.

）
に
つ
い
て
の
分
析
も
、
同
じ
性

格
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
『
歴
史
の
意
味
』
に
は
こ
れ
ま
で
整
理
し
て
き
た
の
と

は
全
く
異
質
な
論
点
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
反
発
も
覚
え
て
い
た
ら
し
い
。
事
情
を
詳

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
七
五
年
九
月
十
九
日
付
け
の
H
・
ブ
ル
ー
メ

ン
ベ
ル
ク
宛
書
簡
を
参
照
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　

わ
た
し
は
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
こ
と
を
個
人
的
に
は
知
り

ま
せ
ん
が
、
〔
…
〕
あ
な
た
〔
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
〕
の
ご
報
告
で
明

ら
か
に
な
っ
た
側
面
か
ら
な
ら
ば
知
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
興
味
が
お

あ
り
で
し
た
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
あ
な
た
は
あ
る
目
立
た
な
い
協
力
者
の
こ
と
を
よ
り
よ
く

知
っ
て
お
く
必
要
が
お
あ
り
だ
。
そ
れ
は
、
エ
リ
ク
・
ペ
ー
タ
ー
ゾ

ン
（E

rik Peterson

）
の
こ
と
で
す
。
彼
は
『
歴
史
の
意
味
』
〔
…
〕
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に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
幕
間
劇
の
な
か
で
、
一
七
七
頁
と

一
九
六
頁
（
加
え
て
二
五
〇
頁
の
脚
注
）
に
名
前
が
引
か
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
へ
の
秘

儀
伝
授
者
（M

ystagoge

）
な
の
で
す
。 

（H
B

C
S, 138

）

　

こ
こ
で
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
E
・
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
は
、
二
〇
年

代
半
ば
頃
か
ら
ボ
ン
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
親
し
く
交
流
し
て
い
た
が
、
後

に
袂
を
分
ち
、
厳
し
い
批
判
を
投
げ
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
神
学
者
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た

通
り
、
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
が
三
五
年
に
上
梓
し
た
『
政
治
問
題
と
し
て
の

一
神
教

）
13
（

』
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
護
教
論
的
教
父
た
ち
、
更

に
は
教
会
史
家
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
を
取
り
上
げ
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に

主
張
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
護
教
家
た
ち
や
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
が
考
え

て
い
た
よ
う
な
、
唯
一
の
王
と
唯
一
の
神
と
を
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
同
一

視
す
る
政
治
神
学
は
、
三
位
一
体
の
ド
グ
マ
を
堅
持
す
る
キ
リ
ス
ト
教

と
は
も
と
も
と
相
容
れ
ず
、
む
し
ろ
異
教
的
な
一
神
教
を
背
景
に
し
て

い
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
の

治
世
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
平
和
を
救
済
史
の
一
段
階
と
た
だ
ち
に
同

一
視
し
た
が
、こ
う
し
た
理
解
に
よ
っ
て
は
、キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
る
真
の
平
和
の
あ
り
方
を
捉
え
ら
れ
な
い
、と
（M

P, 97f

）
14
（f.

）
。

　

ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
、
い
わ
ば
現
代
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
、

つ
ま
り
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
理
論
家
と
し
て
批
判
し
た
（M

P, 

158A
nm

）
15
（

.

）
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン

か
ら
秘
儀
を
授
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
『
歴
史

の
意
味
』
に
も
同
じ
よ
う
な
論
調
を
読
み
取
り
、
反
発
を
覚
え
た
こ
と

が
見
え
て
く
る
。
で
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
実
際
に
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
か

ら
影
響
を
受
け
て
い
た
の
か
。

　

上
記
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
宛
書
簡
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
『
歴
史
の
意

味
』
の
該
当
箇
所
に
お
い
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
五
世
紀
初
頭
に
活
躍

し
た
イ
ベ
リ
ア
出
身
の
司
教
パ
ウ
ル
ス
・
オ
ロ
シ
ウ
ス
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
オ
ロ
シ
ウ
ス
は
「
政
治
的
一
神
教
（political m

onotheism

）
」

を
導
入
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
最
後
ま
で
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
政
治
的
一
神
教
と
い
う
概
念
こ
そ
、

ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
が
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
ら
を
非
難
す
る
た
め
に
用
い
た
も
の

な
の
で
あ
っ
た
（M

H
, 177, 250A

nm
.

）
。
『
歴
史
の
意
味
』
で
の
一
般

的
な
用
法
に
従
え
ば
、
政
治
的
一
神
教
と
は
、
世
俗
的
な
政
治
の
こ
と

が
ら
に
関
わ
る
「
世
界
史
（history of the w

orld

）
」
と
宗
教
的
な
救

済
の
こ
と
が
ら
に
の
み
関
わ
る
「
救
済
史
（history of salvation

）
」

を
同
一
視
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
キ

リ
ス
ト
教
本
来
の
特
徴
は
、
世
界
史
と
救
済
史
を
峻
別
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
求

め
ら
れ
る

）
16
（

。

　

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
と
（
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
も
同
様
だ
が
）
、
世
界
史

と
救
済
史
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
発
想
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
く

表
れ
て
い
る
（M

H
, 166ff., M

P, 97ff.

）
。
な
る
ほ
ど
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
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ヌ
ス
は
救
済
史
を
始
ま
り
と
終
わ
り
の
あ
る
ひ
と
つ
の
線
条
的
な
時
間

の
流
れ
と
捉
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
神
の
国
（civitas dei

）
」

と
「
地
の
国
（civitas terrena

）
」
の
戦
い
、
つ
ま
り
、
神
へ
の
献
身

や
服
従
や
謙
虚
さ
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
ひ
と
び
と
（
光
の
子
ら
）

と
私
利
や
自
負
心
や
名
誉
欲
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
ひ
と
び
と

（
闇
の
子
ら
）
と
の
絶
え
ざ
る
戦
い
の
プ
ロ
セ
ス
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

救
済
史
に
と
っ
て
の
終
末
と
は
、
神
の
国
が
地
の
国
に
対
し
て
完
全
な

勝
利
を
収
め
る
こ
と
、
世
の
ひ
と
び
と
が
す
べ
て
私
利
を
棄
て
神
へ
の

献
身
に
生
き
る
よ
う
回
心
す
る
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ

う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
国
々
の
消
長
と
か
王
朝
の
交
替
と
か
と
い
っ
た

世
界
史
上
で
の
出
来
事
と
は
原
則
的
に
無
関
係
な
も
の
と
さ
れ
る
。
さ

し
あ
た
り
、
世
界
の
歴
史
＝
世
俗
の
歴
史
は
、
天
地
の
創
造
と
人
間
の

堕
罪
と
い
う
原
初
の
出
来
事
と
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
り
達
成
さ
れ

る
救
済
と
い
う
終
末
の
出
来
事
と
の
間
に
あ
る
中
間
時
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
中
間
時
そ
の
も
の
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
関

心
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
が
有
意
義
な
諸
段
階
へ
と
連
続
的
に
分

節
化
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
の
『
歴
史
』
」
は
一
切

認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
（M

H
, 167ff.

）
。

　

〔
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
〕
原
則
的
に
あ
ら
ゆ
る
世
界

0

0

史
的
な
終
末
論
、

言
い
換
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
な
終
末
論
を
退
け
て
い
る
。

 

（M
H

, 168

）

　

こ
れ
に
加
え
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
ス
イ
ス
の
神
学
者
O
・
ク
ル
マ

ン
に
倣
い
、
世
界
史
と
救
済
史
の
峻
別
を
聖
書
そ
の
も
の
に
も
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
（M

H
, 182ff.

）
。
と
こ
ろ
が
、
聖
書
を
分

析
す
る
際
に
、
「
世
界
に
お
け
る
個
々
の
物
語
は
、
狭
い
な
が
ら
も
普

遍
的
な
救
済
史
に
、
間
接
的
な
か
た
ち
で
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
（M

H
, 

187

）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
若
干
の
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
、
ヘ
ロ
デ
王
、
ポ
ン

テ
オ
・
ピ
ラ
ト
と
い
っ
た
ひ
と
び
と
は
、
神
の
救
済
計
画
に
お
け
る
彼

ら
の
役
割
に
よ
っ
て
そ
の
重
要
さ
が
測
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る

（M
H

, 190

）
。
関
係
が
「
間
接
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
を
見
逃

す
な
ら
、
こ
う
し
た
文
言
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
当
初
の
主
張
に
抵
触
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い

る
の
は
、
救
済
史
が
世
界
史
上
の
出
来
事
や
人
物
の
う
ち
、
自
ら
に
役

立
つ
部
分
に
断
片
的
な
が
ら
光
を
投
げ
か
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ

な
い
。
強
調
点
は
あ
く
ま
で
世
界
史
と
救
済
史
の
峻
別
に
置
か
れ
て
い

る
の
で
、
両
者
の
間
に
厳
密
な
相
関
関
係
を
見
出
そ
う
と
努
め
、
世
俗

に
お
け
る
ロ
ー
マ
帝
国
を
神
の
国
と
同
一
視
し
よ
う
と
し
た
り
、
皇
帝

と
神
を
同
一
視
し
て
礼
拝
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
退
け
ら
れ
る

）
17
（

。

　

宗
教
的
な
歴
史
と
世
俗
的
な
歴
史
と
の
相
違
に
も
拘
ら
ず
、
神
学

者
も
世
俗
的
な
歴
史
家
も
同
じ
よ
う
に
、
世
界
の
政
治
的
な
歴
史
を
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宗
教
的
に
説
明
す
る
と
か
（
ボ
シ
ュ
エ
）
、
あ
る
い
は
啓
示
宗
教
を
世

俗
の
歴
史
の
言
葉
で
置
き
換
え
る
と
か
（
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
）
し
て
、

い
く
ど
と
な
く
自
分
の
観
点
か
ら
す
る
と
異
他
的
な
も
の
を
同
化
し

て
み
せ
よ
う
と
試
み
た
が
、
一
方
を
他
方
に
還
元
す
る
こ
と
に
成
功

す
る
こ
と
は
絶
え
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

（M
H

, 185

）

　

だ
と
す
る
と
、
救
済
史
の
目
的
論
的
構
造
が
世
俗
の
出
来
事
に
適
用

さ
れ
た
こ
と
で
近
代
の
歴
史
哲
学
が
成
立
し
た
と
す
る
世
俗
化
テ
ー
ゼ

は
、
本
来
な
ら
起
こ
る
は
ず
の
な
い
こ
と
が
起
き
て
し
ま
っ
た
、
と
主

張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ま
ず
は
近
代
の
歴
史
哲
学

か
ら
依
っ
て
立
つ
べ
き
神
学
的
基
盤
が
奪
わ
れ
る
。
し
か
し
、
更
に
重

要
な
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
独
自
の
政
治
神
学
的
終
末
観
も
同
時
に
危
険

に
晒
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
救
済
史
の
存
否
は
、
現
世
の
出

来
事
と
は
相
対
的
に
無
関
係
な
ド
グ
マ
へ
の
信
仰

0

0

0

0

0

0

0

に
の
み
か
か
っ
て
い

る
。
「
新
約
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
歴
史
的
行
為
へ
の
呼
び
か
け
で

は
な
く
、
悔
い
改
め
へ
の
呼
び
か
け
に
過
ぎ
な
い
」
（M

H
, 196

）
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
が
反
発
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
本
質
か
ら
す
る
と
、
道

徳
で
も
、
ド
グ
マ
で
も
、
懺
悔
を
求
め
る
説
教
で
も
、
比
較
宗
教
学
的

な
意
味
に
お
け
る
宗
教
で
も
な
く
、
む
し
ろ
無
限
の
、
占
有
不
可
能
な
、

一
回
性
を
持
っ
た
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
」
（H

B
C

S, 165

）
と
確
信
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
の
カ
テ
コ
ー
ン
概
念
に
は
、

「
終
末
論
的
信
仰
と
歴
史
意
識
を
相
互
に
存
在
可
能
な
も
の
と
す
る
」

た
め
の
「
橋
」
と
い
う
性
格
が
与
え
ら
れ
て
い
た
（H

B
C

S, 164

）
。
こ

れ
が
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
主
張
を
覆
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。
「
三
つ
の
可
能
性
」
の
後
半
に
見
ら
れ
る
政
治
神
学
的
終

末
観
は
、
『
歴
史
の
意
味
』
に
含
ま
れ
る
政
治
神
学
批
判

0

0

0

0

0

0

に
対
抗
す
る

べ
く
開
陳
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
議
論
は
、
『
歴
史

の
意
味
』
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
自
身
の
回
顧

）
18
（

か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
被
造
物

物
神
化
」
を
退
け
よ
う
と
す
る
五
〇
年
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
政
治
倫

理
、
も
う
少
し
一
般
化
す
れ
ば
神
学
的
な
聖
俗
の
分
離
論
と
と
て
も
相

性
が
よ
か
っ
た
。
『
歴
史
の
意
味
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
政
治

神
学
批
判
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ゆ
え
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
学
派
と
は
全
く

異
な
っ
た
立
場
の
ひ
と
び
と
と
共
鳴
し
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
る

）
19
（

。

四　

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
自
身
の
哲
学
的
立
場

　

こ
の
よ
う
な
神
学
的
な
聖
俗
の
分
離
論
に
親
和
的
な
論
点
は
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
オ
ロ
シ
ウ
ス
、
聖
書
の
記
述
に
つ
い
て
の
分
析
の
な

か
で
は
っ
き
り
と
姿
を
現
し
た
訳
だ
が
、
実
は
『
歴
史
の
意
味
』
の
さ

ま
ざ
ま
な
箇
所
で
あ
ら
か
じ
め
目
立
た
な
い
な
が
ら
も
言
及
さ
れ
て
い

た
。
そ
も
そ
も
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
一
番
目
に
取
り
上
げ
た
ブ
ル
ク
ハ
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ル
ト
か
ら
し
て
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
現
世
の
尺
度
に
対
し
て
示
し
た

厳
し
い
拒
絶
や
、
世
俗
の
権
力
に
対
す
る
真
の
信
仰
の
無
敵
の
力
強
さ

に
気
付
い
て
い
た
、と
い
う
理
由
で
賛
美
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（M

H
, 

29ff.

）
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
『
歴
史
の
意
味
』
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

論
者
は
、
世
俗
的
な
歴
史
と
宗
教
的
な
歴
史
の
関
係
に
つ
い
て
ど
れ
ほ

ど
政
治
神
学
か
ら
距
離
を
と
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
基
準
に
即
し
て

吟
味
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

さ
て
、
そ
う
す
る
と
最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
自
身

0

0

0

0

0

0

0

0

の
立
場

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
神
学
的
な
聖

俗
の
分
離
論
を
、
果
た
し
て
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
も
ま
た
受
け
入
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
反
発
を
も
と
に
し
て
考
え
る
と
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
R
・
メ
ー
リ
ン
グ

が
『
歴
史
の
意
味
』
の
「
あ
と
が
き
」
を
引
き
つ
つ
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
こ
う
し
た
見
方
は
誤
り
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
に
固
有
な
世
界
史
の
相
対
化
様
式
を
「
幻
想

（illusion

）
」
（M

H
, 205

）
と
呼
ん
で
否
定
し
、
代
わ
り
に
ギ
リ
シ
ア
の

0

0

0

0

0

歴
史
家
た
ち

0

0

0

0

0

に
よ
る
歴
史
記
述
の
様
式
を
賞
賛
し
た
か
ら
で
あ
る

）
20
（

。

　

キ
リ
ス
ト
教
が
否
定
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
記
述
が
賞
賛
さ
れ
た

理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
固
有
な
世
界
史
の

相
対
化
様
式
と
い
う
こ
と
で
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
具
体
的
に
な
に
を
考
え

て
い
た
の
か
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
あ
と

が
き
」
と
五
四
年
に
執
筆
さ
れ
た
論
文
「
知
と
信

）
21
（

」
を
付
き
合
わ
せ
て

み
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
双
方
が
共
通
し
て
注
意
を
促
し
て
い
る
の
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
議
論
が
信
仰
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
あ
る
種
の
閉

じ
た
循
環
（Zirkel

）
の
な
か
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ド
グ
マ
へ
の
集
中
に
よ
っ
て
世
界
史
上
の
出
来
事
が
相
対
化
さ
れ
る

典
型
例
と
し
て
、「
あ
と
が
き
」
で
の
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
「
終
末
の
延
期
」

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
終
末
の
切
迫
し

て
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
が
、
い
つ
ま
で
待
っ
て
も
終
末
は
来
な

か
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
、
後
世
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
終
末
論
を
虚
偽

で
あ
る
と
考
え
る
代
わ
り
に
、
「
終
末
は
延
期
さ
れ
た
、
だ
か
ら
こ
そ

や
が
て
そ
れ
は
来
る
だ
ろ
う
」
と
結
論
づ
け
た
と
さ
れ
る
（M

H
, 205

）
。

　

こ
れ
に
対
し
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
「
知
と
信
」
で
持
ち
出
し
て
く
る

の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
現
在
の
よ
う
な
世
界
宗
教
に
な
ら
な
か
っ
た

ケ
ー
ス
を
仮
定
す
る
、
と
い
う
思
考
実
験
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
キ
リ

ス
ト
教
が
僅
か
な
影
響
力
し
か
持
た
な
い
小
規
模
な
セ
ク
ト
と
し
て
存

続
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
救
済
の
ド
グ
マ
そ
の
も

の
が
無
意
味
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
だ
か
ら
逆
に
、
世
界
宗

教
に
な
り
え
た
と
い
う
事
実
が
ド
グ
マ
へ
の
信
仰
を
正
し
い
も
の
で

あ
っ
た
と
証
明
す
る
こ
と
も
な
い
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
成
功
を
も
っ
て

ド
グ
マ
へ
の
信
仰
が
正
し
か
っ
た
と
ひ
と
を
説
得
で
き
る
と
し
た
ら
、

そ
の
ひ
と
は
既
に
し
て
信
じ
始
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
る

（SS3, 214f.
）
。

　

い
ず
れ
の
例
で
も
、
信
仰
を
現
実
と
切
れ
た
非
合
理
な
も
の
と
し
て
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否
定
す
る
こ
と
が
目
論
ま
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が

「
知
と
信
」
で
思
い
起
こ
し
て
い
る
の
は
、
人
間
が
な
に
か
を
な
に
か

と
し
て
理
解
す
る
と
き
に
は
「
解
釈
学
的
循
環
（herm

eneutischer 

Zirkel

）
」
と
い
う
構
造
が
働
い
て
い
る
、
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
例
に
と
れ
ば
、
ひ
と
は
テ

ク
ス
ト
の
意
味
連
関
に
関
す
る
な
ん
ら
か
の
全
体
像
を
あ
ら
か
じ
め
念

頭
に
置
き
つ
つ
、
個
々
の
文
章
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
し
か

し
同
時
に
、
個
々
の
文
章
の
意
味
を
理
解
す
る
に
つ
れ
て
、
全
体
像
を

修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
循
環
過
程

を
経
て
、
テ
ク
ス
ト
は
徐
々
に
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
考
え

方
で
重
要
な
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
獲
得
さ
れ
て
い
る
世
界
に
関
す
る
全

体
的
な
先
行
理
解
に
下
支
え
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
合
理
的
な
理

解
は
一
切
成
立
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
22
（

。
こ
れ
を
念
頭
に
置

き
つ
つ
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
議
論
を
再
構
成
し

て
、
先
行
理
解
と
し
て
の
信
仰
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
の
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

理
的
な
理
解

0

0

0

0

0

を
下
支
え
す
る
の
だ
、
と
主
張
し
た
（SS3, 211ff.
）
。

　

し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
に
お
け
る
先
行
理
解
と
信
仰
に
は
決
定
的

な
違
い
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
で

は
全
体
像
そ
の
も
の
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
局
面
が
必
ず
生
じ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
信
仰
で
は
そ
の
よ
う
な
局
面
が
生
じ
な
い
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
世
界
史
上
の
出
来
事
は
あ
る
一
定
の
範
囲
ま
で
は
救
済

史
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
（
前
節
で
見
た
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
、
ア

ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
、
ヘ
ロ
デ
王
、
ポ
ン
テ
オ
・
ピ
ラ
ト
の
よ
う
な
例
）
、
そ
れ

を
越
え
た
と
こ
ろ
で
は
端
的
に
関
心
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
。
仮
に
救

済
が
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
起
き
な
い
と
い
う
事
実
さ
え
真
面
目
に
受
け

取
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
救
済
史
の
枠
組
み
自
体
は
撤
回
さ
れ
ざ
る
を

え
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
こ
と
は
信
仰
を
放

棄
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
が
世
界
史
上
の
出
来
事

を
相
対
化
で
き
る
の
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
解
釈
学
的
循
環
に
飛
躍
が
起

き
そ
う
な
と
こ
ろ
で
も
、
そ
れ
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ

る
と
言
え
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
循
環
が
閉
じ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の

内
実
で
あ
り
、
信
仰
が
「
幻
想
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
で
あ
る
（SS3, 

216

）
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
救
済
史
と
世
界
史
を
峻
別
し
よ
う
と
し
た
神
学
者

に
の
み
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
で
は
、
政
治
神
学
者
に
つ
い
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
点
に
つ
い
て
直
接
論
じ
て
い
な
い
の

で
、
推
測
以
上
の
も
の
に
は
な
り
え
な
い
。
し
か
し
、
さ
し
あ
た
り
次

の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
現
代
に

お
い
て
も
カ
テ
コ
ー
ン
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
が
、
誰
が

そ
れ
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
全
く
確
信
を
持
て
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、
種
々
雑
多
な
ひ
と
び
と
を
カ
テ
コ
ー
ン
に
な
ぞ
ら
え
る
努
力
を
飽

か
ず
に
続
け
た
の
だ
が

）
23
（

、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
目
に
そ
う
し
た
ふ
る
ま
い

は
、
現
世
へ
の
関
心
を
放
棄
す
る
で
も
な
く
、
信
仰
を
放
棄
す
る
で
も

な
く
、
自
ら
の
前
提
す
る
枠
組
み
の
な
か
で
現
世
の
出
来
事
を
無
理
に
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解
釈
し
尽
く
そ
う
と
す
る
試
み
と
映
じ
た
は
ず
で
あ
る
（
世
俗
化
し
た

救
済
史
と
し
て
の
世
界
史
を
問
題
と
す
る
限
り
、
近
代
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て

も
同
断
だ
ろ
う
）
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
不
満
に
仮
託
し
て

書
き
付
け
た
次
の
厳
し
い
言
葉
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
従
う
神
学

者
た
ち
ば
か
り
か
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
よ
う
な
政
治
神
学
者
に
も
痛
手
を

負
わ
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
神
学
者
た
ち
と
の
間
に
は
本
来
の
意
味
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
く
、
彼
ら
と
の
あ
ら
ゆ
る
対
話
は
一
定
の

点
ま
で
く
る
と
不
思
議
に
も
途
切
れ
て
し
ま
う
と
嘆
い
て
い
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
に
真
理
を
見
出
し
た
と

信
じ
て
い
る
信
心
者
た
ち
が
際
限
の
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（grenzenlose K
om

m
unikation

）
に
お
い
て
哲
学
の
不
確
実
性
に

対
し
て
開
か
れ
た
態
度
を
と
る
は
ず
だ
、
な
ど
と
期
待
す
る
こ
と
は
、

実
際
の
と
こ
ろ
不
可
能
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 
（SS3, 216

）

　

こ
こ
で
評
価
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
際
限
の
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
や
「
哲
学
の
不
確
実
性
」
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
解
釈
学
的
循
環

の
開
放
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
態
度
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
評
価
こ
そ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
全
く

異
な
る
歴
史
へ
の
相
対
し
方
、
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
た
ち
に
お

け
る
そ
れ
へ
の
賞
賛
を
準
備
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
『
歴
史
の
意
味
』
の
序
論
で
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
、ト
ゥ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
と
い
っ
た
ひ
と
び
と
に
言
及
し
、
彼

ら
の
宇
宙
に
関
す
る
合
理
的
か
つ
自
然
的
な
理
解
を
お
お
む
ね
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
た
。す
な
わ
ち
、
歴
史
家
た
ち
の
理
解
に
よ
れ
ば
、「
万

物
は
円
環
の
う
ち
に
動
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
太
陽

が
昇
れ
ば
沈
む
と
か
、
夏
が
来
れ
ば
冬
が
来
る
と
か
、
何
か
が
発
生
す

れ
ば
崩
壊
す
る
と
い
っ
た
永
遠
の
円
環
と
同
様
な
の
で
あ
る
」（M

H
, 4

）
。

つ
ま
り
、
宇
宙
の
な
か
で
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
っ
て
似
通
っ

た
こ
と
が
繰
り
返
し
起
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
は
共
通
の

ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
重

要
な
の
は
、
歴
史
家
た
ち
が
歴
史
記
述
を
通
じ
て
ロ
ゴ
ス
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
際
、
「
世
界
の
意
味
と
か
そ
の
究
極
的
な
有
意
義
さ
を

究
明
し
よ
う
な
ど
と
は
企
て
ず
」
（M

H
, 4

）
、
そ
の
点
に
お
い
て
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
は
異
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

姿
勢
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
円
環
運
動
を

前
提
と
す
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は
「
運
命
の
無
常
さ
（m

utability 

of fortune

）
」
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で

あ
る
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
『
歴
史
』
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ

て
栄
華
を
誇
っ
た
ペ
ル
シ
ア
帝
国
も
全
く
予
想
だ
に
せ
ず
マ
ケ
ド
ニ
ア

に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
や
が
て
そ
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
も
ま
た
没
落
し
た

（M
H

, 8
）
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
考
え
に
よ
る
と
、
歴
史
家
た
ち
が
自
明

視
し
て
い
た
こ
う
し
た
運
命
の
無
常
さ
は
、
「
『
歴
史
的
過
程
』
の
確
実
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な
連
続
性
（dependable continuity of the “historical process ”

）
」

（M
H

, 207

）
と
い
う
か
た
ち
で
は
じ
め
て
適
切
に
捉
え
ら
れ
る
。
歴
史

的
過
程
の
連
続
性
に
は
果
て
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
出
来
事
の

持
つ
意
味
も
時
間
と
と
も
に
変
化
し
、
決
し
て
不
変
で
は
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
を
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
る
の
は
、
た
だ

理
性
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

理
性
は
む
し
ろ
、
「
歴
史
的
過
程
」
の
確
実
な
連
続
性
に
信
頼
を

置
く
。
も
ろ
も
ろ
の
危
機
や
極
端
な
諸
変
化
に
も
拘
ら
ず
、
あ
る
い

は
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
歴
史
過
程
が
続
い
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
そ
れ

は
い
よ
い
よ
信
頼
を
置
く
べ
き
も
の
と
な
る
。 

（M
H

, 207

）

　

結
局
の
と
こ
ろ
歴
史
家
に
と
っ
て
肝
要
な
の
は
、
信
仰
に
依
拠
し
て
、

決
定
的
な
終
末
と
そ
こ
で
開
示
さ
れ
る
世
界
の
究
極
的
な
有
意
義
さ
に

固
執
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
性
に
依
拠
し

て
、
次
々
に
生
じ
て
は
消
え
て
い
く
世
界
の
出
来
事
に
開
か
れ
た
態
度

を
と
り
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
を
よ
し
と
す
る

こ
と
が
、
解
釈
学
的
循
環
に
お
け
る
開
放
性
の
維
持
に
通
ず
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　

世
俗
化
論
争
に
お
け
る
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
以
上
で
確
認
し
た
よ
う

な
哲
学
上
の
主
張
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
学
派
お
よ
び
神

学
的
な
聖
俗
の
分
離
論
者
た
ち
と
は
全
く
異
な
る
特
有
の
立
場
を
守
っ

た
の
で
あ
る
。

結　

語

　

本
稿
で
は
『
歴
史
の
意
味
』
と
「
三
つ
の
可
能
性
」
を
対
比
し
、レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
の
世
俗
化
テ
ー
ゼ
の
特
質
と
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
「
三
つ
の
可
能
性
」
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
歴
史
の
意
味
』

に
異
な
る
二
つ
の
論
点
を
読
み
取
っ
て
い
た
。
第
一
は
、
政
治
問
題
を

終
末
論
の
次
元
に
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
契
機
に
関
わ
る
論
点
。
こ
ち

ら
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
独
自
の
政
治
神
学
的
構
想
に
合
致
す
る
た
め
高
く
評

価
さ
れ
た
。
第
二
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
世
俗
の
政
治
と
は
相
容
れ
な
い

も
の
と
し
、
聖
俗
の
分
離
を
神
学
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
論
点
。

こ
ち
ら
は
政
治
神
学
を
一
律
に
退
け
て
し
ま
う
た
め
評
価
さ
れ
な
か
っ

た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
そ
の
弟
子
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
世
俗
化
テ
ー
ゼ
は

第
一
の
論
点
を
端
的
に
言
い
表
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
自
身
は
む
し
ろ
第
二
の
論
点
を
明
確
化
す
る
た
め
に
こ

そ
世
俗
化
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
政
治
神
学
ば
か
り
か
、
そ
れ
を

退
け
る
神
学
的
な
聖
俗
の
分
離
論
に
も
満
足
せ
ず
、
解
釈
学
的
な
性
格

を
持
っ
た
特
有
の
哲
学
を
堅
持
し
続
け
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ポ
ス
ト
世
俗
化
論
と
の
関
わ
り
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
が
最
も
注
目
す
べ
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き
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
近
年
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

の
は
、
宗
教
的
な
も
の
と
世
俗
的
な
も
の
の
対
話
を
解
釈
学
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
む
し
ろ
、

宗
教
的
な
信
を
掘
り
崩
す
世
俗
的
な
知
の
特
質
を
こ
そ
解
釈
学
の
開
放

性
に
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
、『
歴
史
の
意
味
』
に
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
は
、

政
治
権
力
の
宗
教
的
粉
飾
（
直
接
的
に
は
、
国
民
社
会
主
義
政
権
の
下
で

見
出
さ
れ
た
よ
う
な
そ
れ
）
に
対
す
る
首
尾
一
貫
し
た
反
省
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
反
省
の
背
後
に
控
え
て
い
る
レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
哲
学
の
独
自
性
は
、
更
に
立
ち
入
っ
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
く
に
留
め
る
が
、
本
稿
で
触
れ
た

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
信
と
知
に
関
す
る
主
張
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
二
次
大

戦
以
前
、
と
り
わ
け
三
〇
年
代
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
啓
示
神
学
と
哲
学
と
の
対
立
を
い
か
に
処
理
す
べ
き
か
、
と

い
う
難
題
が
表
立
っ
て
問
わ
れ
て
い
た

）
24
（

。
し
た
が
っ
て
、
五
〇
年
代
以

降
の
世
俗
化
論
争
の
な
か
で
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
主
張
し
た
こ
と
が
ら
を

正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
も
、
三
〇
年
代
初
頭
に
ま
で
遡
る
一
連
の
研

究
を
包
括
的
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
の

準
備
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

 

（
え
ん
ど
う
・
け
ん
じ
ゅ
／
哲
学
・
倫
理
学
）

注（
1
） Löw

ith, M
eaning in H

istory, T
he U

niversity of C
hicago Press, 

1949. M
H

と
略
記
し
頁
数
を
付
す
。
な
お
、
ド
イ
ツ
語
版
の
タ
イ
ト
ル

は
『
世
界
史
と
救
済
史
（W

eltgeschichte und H
eilsgeschehen

）
』
。
引
用

は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
全
集
（Säm

tliche Schriften, J. B
. M

etzler

）
に

収
め
ら
れ
た
も
の
か
ら
行
い
、SS

と
略
記
し
て
巻
号
と
頁
数
を
付
す
。
邦

訳
は
ド
イ
ツ
語
版
を
底
本
と
し
て
い
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ト
『
世
界
史
と
救
済

史
』
信
太
正
三
・
長
井
和
雄
・
山
本
新
訳
、
創
文
社
、
一
九
六
四
年
。

（
2
） 

世
俗
化
論
争
を
扱
っ
た
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、M

. Pía Lara, “Is the 
Postsecular a R

eturn to Political T
heology? ”, in: C

. C
alhoun, E

. 
M

endieta, J. VanA
ntw

erpen 

（eds.

）, H
aberm

as and R
eligion, 

Polity Press, 2013. R
. B

uch, “U
m

buchung: Säkularisierung als 
Schuld und als H

ypothek bei H
ans B

lum
enberg ”, in: Zeitschrift 

für R
eligions- und G

eistesgeschichte, B
rill, 2012. J. P. K

roll, A
 

H
um

an E
nd to H

istory ? H
ans B

lum
enberg, K

arl Löw
ith and 

C
arl Schm

itt on secularization and m
odernity, Ph. D

. T
hesis, 

Princeton U
niversity, R

eproduced by m
icrofilm

-xerography by 
U

niversity M
icrofilm

s International, 2010. 

以
上
の
論
文
の
タ
イ
ト

ル
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
研
究
で
も
、
論
争
に
重
要
な
介
入

を
行
っ
た
人
物
と
し
て
、
哲
学
者
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
（H

ans 
B

lum
enberg

）
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ

ル
ク
を
直
接
分
析
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
世
俗
化
に
関
す
る
彼
の
主
張

（
と
り
わ
け
世
俗
化
と
近
代
性
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
そ
れ
）
が
繰
り
返
し

広
汎
な
注
目
を
集
め
続
け
て
い
る
こ
と
は
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
た
と
え

ば
、
G
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
王
国
と
栄
光
』
高
桑
和
己
訳
、
青
土
社
、
二
〇

一
〇
年
、
二
〇
頁
以
下
。

（
3
） 
た
と
え
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
い
う
ポ
ス
ト
世
俗
化
社
会
で
は
、
宗
教
的

な
陣
営
と
世
俗
的
な
陣
営
の
間
に
「
相
補
的

0

0

0

な
学
習
過
程
（ein 
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kom
plem

entärer Lernprozess

）
」
が
成
立
し
、
解
釈
学
的
な
対
話
の
枠

組
み
の
な
か
で
宗
教
的
な
語
り
は
世
俗
的
な
語
り
へ
翻
訳
さ
れ
う
る
と
い

う
。
こ
れ
に
対
し
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
議
論
に
依
拠
す
る
H
・
マ
イ

ア
ー
は
、
両
陣
営
の
代
表
た
る
啓
示
信
仰
と
哲
学
が
互
い
に
相
容
れ
な
い

対
決
関
係
に
あ
る
と
し
、
そ
う
し
た
関
係
を
む
し
ろ
先
鋭
化
す
べ
き
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。J. H

aberm
as, “Vorpolitische G

rundlagen des 
dem

okratischen R
echtsstaates? ”, in: Zw

ischen N
aturalism

us und 

R
eligion, Suhrkam

p, 2009, S. 116 

〔
「
民
主
的
法
治
国
家
に
お
け
る
政

治
以
前
の
基
礎
」
『
自
然
主
義
と
宗
教
の
間
』
庄
司
信
・
日
暮
雅
夫
・
池

田
成
一
・
福
山
隆
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
、
一
三
一
頁
〕. 

H
. M

eier, “Politik, R
eligion und Philosophie ”, in: F. W

. G
raf / H

. 
M

eier 

（H
g.

）, Politik und R
eligion, C

. H
. B

eck, 2013, S. 308ff.

（
4
） 

引
用
は
次
の
も
の
か
ら
行
う
。Schm

itt, “D
rei M

öglichkeiten eines 
christlichen G

eschichtsbildes ”, in: A
. Schm

itz / M
. Lepper 

（H
g.

）, H
ans B

lum
enberg / C

arl Schm
itt B

riefw
echsel 1971 – 1978, 

Suhrkam
p, 2007, S. 161-166. 

な
お
五
〇
年
にU

niversitas

誌
に
掲

載
さ
れ
た
時
の
タ
イ
ト
ル
は
、D
rei Stufen historischer Sinngebung

で
あ
っ
た
。
併
録
さ
れ
て
い
る
H
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
宛
書
簡
か
ら
の

引
用
も
含
め
、H

B
C

S

と
略
記
し
頁
数
を
付
す
。

（
5
） 『
歴
史
の
意
味
』
の
翻
訳
は
、
も
と
も
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
依
頼
さ
れ
た
仕

事
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
れ
を
断
り
、
弟
子
で
あ
る

ハ
ノ
・
ケ
ス
テ
ィ
ン
グ
（H

anno K
esting

）
を
紹
介
し
た
上
で
、
自
ら

は
書
評
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
、A

. Schm
itz, 

“Zur G
eschichte einer K

ontroverse, die nicht stattfand K
arl 

Löw
ith und C

arl Schm
itt ”, in: Zeitschrift für K

ulturphilosophie, 
Felix M

einer, 2007, S. 380f.

（
6
） Wozu

と
い
う
用
語
は
『
歴
史
の
意
味
』
ド
イ
ツ
語
版
に
登
場
す
る
（SS2, 

15

）
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
有
意
義
性
を
目
的
―

手
段
連
関
に
従
っ
て
理
解

す
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
発
想
を
引
き
継
い
で
い
た
。M

. H
eidegger, 

Sein und Zeit, M
ax N

iem
eyer, 2001, S.66ff 

〔
『
存
在
と
時
間
』
上
、

細
谷
貞
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
八
頁
以
下
〕.

（
7
） 「
カ
テ
コ
ー
ン
（κατεχω

ν

）
」
は
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
第
二

章
六
節
に
登
場
す
る
概
念
で
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
前
に
訪
れ
、
神
に
反

抗
す
る
「
滅
び
の
子
」
を
抑
え
る
も
の
と
さ
れ
る
。
よ
い
見
通
し
を
与
え

て
く
れ
る
の
は
、
大
竹
弘
二
「
ラ
イ
ヒ
、
カ
テ
コ
ー
ン
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
、『
社

会
思
想
史
研
究
』
三
五
号
、
藤
原
書
店
、
二
〇
一
一
年
。
な
お
、
現
代
と

原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
の
並
行
性
は
、
『
大
地
の
ノ
モ
ス
』
で
も
言
及
さ
れ

て

い

る
。Schm

itt, D
er N

om
os der E

rde, D
uncker &

 H
um

blot, 
2011 

〔
『
大
地
の
ノ
モ
ス
』
新
田
邦
夫
訳
、
慈
学
社
、
二
〇
〇
七
年
〕. N

E

と
略
記
し
頁
数
を
付
す
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
え
で
は
、
「
カ
エ
サ
リ
ス
ム
」
、

「
内
戦
」
、
「
独
裁
」
と
い
っ
た
十
九
世
紀
を
理
解
す
る
た
め
の
政
治
学
上

の
諸
概
念
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
西
暦
一
世
紀

の
ロ
ー
マ
帝
国
の
状
況
と
の
類
似
性
か
ら
着
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
類
似
性
や
並
行
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
現
世
が
い
ま
だ
に
キ

リ
ス
ト
教
的
ア
イ
オ
ー
ン
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
証
示
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
（N

E
, 32f.

）
。
最
後
の
「
マ
リ
ア
的
歴
史
像
」
に
つ
い
て
は
、
大

竹
弘
二
『
正
戦
と
内
戦
』
以
文
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
四
五
頁
以
下
。

（
8
） Schm

itt, D
er Leviathan in der Staatslehre des T

hom
as H

obbes, 
K

lett-C
otta, 1982 

〔
「
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
」
長
尾
龍
一
訳
、
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
著
作
集 

Ⅱ
』
長
尾
龍
一
編
、
慈
学
社
、
二
〇
〇
七
年
〕. L

と
略
記

し
頁
数
を
付
す
。

（
9
） 

グ
ロ
ス
に
よ
る
と
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
近
代
国
家
崩
壊
の
原
因
を
、
ユ
ダ
ヤ

人
の
歴
史
理
解
（
「
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
畜
殺
」
の
神
話
）
に
求
め
た
。
こ
れ

に
対
抗
す
る
べ
く
四
〇
年
以
降
に
必
要
と
さ
れ
た
の
が
、
真
の
キ
リ
ス
ト

教
的
歴
史
理
解
に
と
っ
て
要
と
な
る
カ
テ
コ
ー
ン
の
研
究
で
あ
っ
た
と
い

う
。R

. G
ross, C

arl Schm
itt und die Juden, Suhrkam

p, 2005, S. 
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〔
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ユ
ダ
ヤ
人
』
山
本
尤
訳
、
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
、
二
一
六
頁
以
下
〕. 

似
通
っ
た
構
図
の
下
で
「
三

つ
の
可
能
性
」
を
理
解
す
るH

. M
eier, D

ie Lehre C
arl Schm

itts 

3A
ufl., J. B

. M
etzler, 2009, S. 236ff. 

も
参
照
。

（
10
） potestas

の
み
を
持
ち
、auctoritas

は
教
皇
か
ら
委
任
さ
れ
る
中
世
の

帝
王
位
と
、
（
と
り
わ
け
ホ
ッ
ブ
ズ
が
論
じ
た
よ
う
な
）potestas

と
区
別

さ
れ
な
いauctoritas

を
持
つ
近
代
国
家
の
主
権
者
は
同
一
視
で
き
な
い
。

両
者
は
た
だ
カ
テ
コ
ー
ン
に
類
す
る
機
能
を
持
つ
と
い
う
点
で
の
み
並
列

さ
れ
う
る
。

（
11
） R. K

oselleck, K
ritik und K

rise, Suhrkam
p, 1976, S. 107ff 

〔
『
批
判

と
危
機
』
村
上
隆
夫
訳
、
未
來
社
、
一
九
八
九
年
、
一
四
五
頁
以
下
〕. 

レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
著
作
の
も
と
に
な
っ
た
博
士
論
文
の
審
査
に
携
わ
っ
た
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
対
す
る
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
影
響
は
か
な

り
広
汎
に
渡
っ
て
お
り
、
本
稿
で
後
に
触
れ
る
ギ
リ
シ
ア
的
な
歴
史
理
解

へ
の
評
価
も
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
自
身
の
歴
史
哲
学
に
深
く
組
み
込
ま
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
は
、N

. 
O

lsen
, “R

ein
h

art K
o

selleck
, K

arl L
ö

w
ith

 u
n

d
 d

er 
G

eschichtsbegriff ”, in: C
. D

utt / R
. Laube 

（H
g.

）, Zw
ischen 

Sprache und G
eschichte, W

allstein Verlag, 2013.

（
12
） 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
学
派
に
よ
る
層
の
厚
い
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
受
容
に
つ
い
て
は
、

J-W
. M

üller, A
 D

angerous M
ind, Yale U

niversity Press, 2003, pp. 
104ff 

〔
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
危
険
な
精
神
」
』
中
道
寿
一
訳
、
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
一
一
一
頁
以
下
〕.

（
13
） E. Peterson, D

er M
onotheism

us als Politisches Problem
, Jakob 

H
egner, 1935. M

P

と
略
記
し
頁
数
を
付
す
。

（
14
） 

ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
確
執
に
つ
い
て
は
、
古
賀
敬
太
『
カ
ー

ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
』
創
文
社
、
一
九
九
九
年
、
三
九
九

頁
以
下
。
深
井
智
朗
『
政
治
神
学
再
考
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

〇
年
、
二
六
頁
以
下
。

（
15
） こ
う
し
た
批
判
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
主
権
者
と
唯
一
神
と
を
ア
ナ
ロ
ジ

カ
ル
に
捉
え
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
カ
テ
コ
ー
ン
が
政
治
権
力
保
持

者
の
神
化
を
妨
げ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
当

て
は
ま
る
か
ど
う
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

（
16
） レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
一
九
三
四
年
頃
に
亡
命
先
の
ロ
ー
マ
で
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン

と
友
人
に
な
っ
た
。Löw

ith, M
ein Leben in D

eutschland vor und 

nach 1933, J. B
. M

etzler, 1986, S. 93f 

〔
『
ナ
チ
ズ
ム
と
私
の
生
活
』

秋
間
実
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
〇
年
、
一
五
二
頁
以
下
〕. 

短
い

な
が
ら
も
要
点
を
よ
く
捉
え
た
『
政
治
問
題
と
し
て
の
一
神
教
』
の
書
評

も
書
い
て
い
る
（SS3, 424ff.

）
。

（
17
） レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
ク
ル
マ
ン
の
議
論
は
、O

. 
C

ullm
ann, C

hiristus und die Zeit, E
vangelischer Verlag, 1948 

〔
『
キ
リ
ス
ト
と
時
』
前
田
護
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
〕.

（
18
） Löw

ith, M
ein Leben in D

eutschland, S. 153 

〔
『
ナ
チ
ズ
ム
と
私
の
生

活
』
前
掲
書
、
二
四
八
頁
〕.

（
19
） こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
に
よ
り
も
宮
田
光
雄
『
政
治
と
宗
教
倫
理
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
五
年
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
政
治
神
学
批
判

の
後
に
、
ヨ
ハ
ン
・
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
・
メ
ッ
ツ
（Johann B

aptist 
M

etz

）
や
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
（Jürgen M

oltm
ann

）
ら
に
よ
る

政
治
神
学
概
念
そ
の
も
の
の
更
新
が
起
き
た
こ
と
は
付
言
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。V

gl. J. M
oltm

ann, Politische T
heologie-Politische 

E
thik, K

aiser / G
rünew

ald, 1984.

（
20
） R. M

ehring, “K
arl Löw

ith, C
arl Schm

itt, Jacob Taubes und das 
“E

nde der G
esch

ich
te ””, in: Z

eitschrift fü
r R

eligion
s- u

n
d 

G
eistesgeschichte, B

rill, 1996, S. 236f.
（
21
） Löw

ith, W
issen und G

laube, A
ugustinus M

agister, É
tudes 

augustiniennes, 1954. 

後
に
再
録
さ
れ
て
、Löw

ith, W
issen, G

laube 
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und Skepsis, Vandenhoeck &
 R

uprecht, 1956 

〔
『
知
識
・
信
仰
・
懐

疑
』
川
原
栄
峰
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
〕. 

引
用
は
全
集
版
か
ら
行
う
。

（
22
） 

解
釈
学
的
循
環
に
つ
い
て
は
、Heidegger,  Sein und Zeit, S. 148ff 

〔『
存

在
と
時
間
』
前
掲
書
、
三
二
一
頁
以
下
〕.

（
23
） 
カ
テ
コ
ー
ン
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
多
様
な
ひ
と
び
と
に
つ
い
て
は
、F. 

G
rossheutschi, C

arl S
chm

itt und die L
ehre vom

 K
atechon, 

D
uncker &

 H
um

blot, 1996, S. 59ff.

（
24
） 

本

稿

と

の

関

係

に

お

い

て

最

も

重

要

な

の

は
、Löw
ith, 

“P
h

än
om

en
olog

isch
e O

n
tolog

ie u
n

d
 protestan

tisch
e 

T
heologie ”, in: Zeitschrift für T

heologie und K
irche 11, J. C

. B
. 

M
ohr, 1930 

〔
「
現
象
学
的
存
在
論
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
」
村
岡
晋
一

訳
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
』
村
岡
晋
一
・
瀬
嶋
貞
徳
・
平
田

裕
之
訳
、
作
品
社
、
二
〇
〇
一
年
、
七
頁
以
下
〕. 

こ
の
論
文
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

哲
学
の
流
用
に
よ
っ
て
成
立
し
た
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
（R

udolf 
B

ultm
ann

）
の
神
学
が
、
本
来
の
啓
示
神
学
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
を
扱
っ
て
い
た
。

謝
辞
： 

改
稿
に
あ
た
り
貴
重
な
ご
助
言
を
く
だ
さ
っ
た
、
匿
名
の
査
読
者
な
ら

び
に
編
集
委
員
の
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
世
俗
化
、
政
治
神
学
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
カ
ー
ル
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
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は
じ
め
に

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
主
著
『
活
動
的
生V

ita activ

）
1
（a

』
で
扱
わ
れ
る
人
間

の
基
本
的
な
活
動
性

）
2
（

の
三
つ
の
う
ち
、
活
動
と
名
指
さ
れ
る
そ
れ
に
は

も
っ
と
も
大
き
な
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。
活
動
が
最
重
要
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
或
る
意
味
で
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
活
動
性
の
内
実
は
把
握
し
づ
ら
く
、
両
義
的
で
あ
る
。
活

動
は
「
は
じ
め
る
」
こ
と
で
あ
り
、
或
る
人
格
の
自
発
性
の
発
露
で
あ

る
。
が
、
他
方
活
動
と
は
関
係
の
創
設
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
単
一
の
人

格
の
権
能
に
全
面
的
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
人
格
と
は
、

こ
の
関
係
の
創
設
の
あ
と
か
ら
到
来
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
描
か
れ
て

い
る
。
人
格
の
主
体
性
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
契
機
と
、
他
者
と
の
共

同
性
が
実
現
す
る
と
い
う
契
機
―
―
活
動
概
念
が
か
か
え
る
こ
の
ふ
た

つ
の
契
機
は
、
い
ま
だ
和
解
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

一
般
的
に
語
り
だ
す
な
ら
、
人
間
は
個
体Individuum

、
つ
ま
り

ほ
か
と
区
別
さ
れ
る
特
殊
な
も
の
と
し
て
、
固
有
名
が
与
え
ら
れ
る
唯

一
的
な
存
在
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
個
体
は
さ
ら
に
人
格
と

し
て
、
変
化
せ
ず
同
一
で
あ
り
、
気
分
な
ど
は
変
化
す
る
と
し
て
も
、

変
化
の
根
底
に
あ
っ
て
基
体
を
な
す
と
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

こ
う
し
た
見
か
た
に
あ
っ
て
関
係
や
社
会
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と

き
、
こ
の
人
格
と
し
て
の
個
が
、
べ
つ
の
個
と
或
る
関
係
を
む
す
ぶ
、

あ
る
い
は
個
が
集
合
し
て
社
会
を
形
成
す
る
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
格
が
ま
ず
存
在
し
、
ほ
か
の
人
格
と
の

〈
公
募
論
文
〉

関
係
の
創
設
と
人
格
の
開
示

【
ア
ー
レ
ン
ト
「
活
動
」
概
念
の
再
解
釈
】

橋
爪
大
輝
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あ
い
だ
に
関
係
を
取
り
む
す
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
個
人
が
社
会
や

集
団
を
構
成
す
る
基
礎
単
位
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
ア
ー

レ
ン
ト
は
こ
こ
で
異
論
を
挿
む
。
彼
女
は
む
し
ろ
、
人
格
が
関
係
か
ら

0

0

0

0

生
ず
る
結
果

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
女
が
い
う

活
動H

andeln, action

と
は
、
こ
の
関
係
の
創
設
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
人
格
は
関
係
に
お
い
て
、
活
動
す
る
こ
と
の
主
体
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

開
示

さ
れ
る

）
3
（

。
こ
こ
に
困
難
が
生
じ
て
い
る
の
だ
。
関
係
の
生
起
に
よ
っ
て

分
離
さ
れ
た
諸
主
体
が
複
数
者
と
し
て
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
人

間
的
な
複
数
性Pluralität

の
構
造
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
は
、
こ
の
困
難
を
ど
の
よ
う
に
解
決

し
よ
う
と
試
み
て
き
た
の
か
。
こ
こ
で
先
行
研
究

）
4
（

を
瞥
見
す
れ
ば
、
主

体
性
を
強
く
強
調
す
る
「
実
存
主
義
」
的
志
向

）
5
（

に
た
い
し
て
、
「
熟
議

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
な
ど
の
立
場
か
ら
共
同
性
を
重
ん
じ
る
批
判
的
再
読

が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
「
闘

ア
ゴ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク

技
的
」
な
ア
ー
レ
ン
ト
理
解
が
、

再
度
の
反
論
を
突
き
つ
け
て
い
る
、
と
い
っ
た
流
れ
を
さ
し
あ
た
り
描

く
こ
と
が
で
き
る
。
前
二
者
は
解
釈
の
あ
り
う
る
二
方
向
の
両
極
と

い
っ
た
趣
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
第
三
の
立
場
は
、
二
契
機
を
調

停
し
よ
う
と
す
る
私
た
ち
に
近
い
。

　

第
三
の
立
場
を
代
表
す
る
ホ
ー
ニ
ッ
グ
や
ヴ
ィ
ラ
と
い
っ
た
論
者
は
、

な
る
ほ
ど
活
動
を
「
差
異
化
」
つ
ま
り
「
個
別
化
」
の
は
た
ら
き
と
見

な
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
が
共
同
性
の
な
か
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
主
張

す
る
。
ホ
ー
ニ
ッ
グ
は
ニ
ー
チ
ェ
を
併
せ
て
読
み
つ
つ
、
ア
ー
レ
ン
ト

に
お
い
て
も
「
行
為
の
背
後
に
存
在
は
な
い
」
と
し
て
、
活
動
こ
そ
が

そ
の
主
体
を
構
成
し
、
個
体
化
さ
せ
る
と
述
べ
る
（H

onig 1993: 

chap. 4; 

ホ
ー
ニ
ッ
グ 2001

）
。
ヴ
ィ
ラ
は
こ
の
見
解
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、

活
動
の
「
美
学
化
」
を
語
り
だ
す
。
活
動
が
美
的
で
あ
る
限
り
に
お
い

て
、
そ
れ
は
観
客
（
他
者
）
に
向
け
ら
れ
て
い
る
（V

illa 1996: esp. 

chap. 3

）
。
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
活
動
が
人
格
の
存
在
そ
の
も
の
に
か

か
わ
る
存
在
論
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
示
し
た
点
で
、
評
価
で
き
る
。

だ
が
両
者
は
、
人
格
と
関
係
ふ
た
つ
の
構
成
が
じ
つ
は
一
箇
同
一
の
出

来
事
で
あ
る
（
人
格
の
開
示

0

0

0

0

0

、
即0

、
関
係
の
構
成

0

0

0

0

0

）
と
い
う
活
動
特
有
の

機
制
を
、
哲
学
的
に
十
全
に
解
明
し
た
と
は
言
え
な
い
（
ま
た
両
者
は

ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
的
モ
メ
ン
ト
を
解
釈
の
要
と
し
て
い
る
が
、

影
響
関
係
を
文
献
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
本
稿
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
外
挿
す
る
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
ア
ー
レ
ン
ト
を

内
在
的
に
読
む
方
法
を
取
る

）
6
（

）
。

　

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
、
本
稿
は
活
動
を
、
い
わ

ば
〈
あ
い
だ
〉
が
自
発
的
に
生
成
し
て
く
る
出
来
事
で
あ
る
と
解
釈
し
、

〈
あ
い
だ
〉
が
複
数
の
主
体
を
分
離
し
つ
つ
関
係
づ
け
る
事
態
を
活
動

の
自
発
性
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
上
記
の
二
契
機
を
調
停
す
る
こ
と
を

目
指
す
。
そ
の
と
き
人
格
の
開
示
と
関
係
の
創
設
が
一
箇
同
一
の
出
来

事
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
活
動
は
、
関
係
を
創
出
す
る
こ
と

を
と
お
し
て
諸
主
体
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
捉
え
か
え
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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な
お
、
本
稿
で
精
読
す
る
『
活
動
的
生
』
は
、
英
語
で
著
し
た
『
人

間
の
条
件
』
（T

he H
um

an C
ondition

）
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
ら
ド
イ
ツ

語
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
英
語
版
の
忠
実
な
訳
と
い
う
よ
り

は
、
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
実
質
上
の
第
二
版
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

一　

複
数
性
一
般
と
人
間
的
複
数
性

　

ひ
と
が
人
格
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ひ
と
が
一
般
的
な
も

の
と
し
て
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
特
殊
な
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
個

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ひ
と
が
人
格

と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
構
造
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
存
在
者
一
般
が

特
殊
な
存
在
者
と
し
て
存
在
し
う
る
と
い
う
形
式
的
な
構
造
で
あ
る
。

他
方
、
そ
の
特
殊
な
存
在
者
と
し
て
の
ひ
と
が
「
ひ
と
」
と
言
わ
れ
る

か
ぎ
り
、
そ
の
存
在
者
は
人
間
と
い
う
一
般
性
に
も
包
摂
さ
れ
て
い
る

こ

と

に

な

る

は

ず

で

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え
「

人

間

的

複

数

性
m

enschliche Pluralität

と
い
う
事
実
は
、
〔
…
〕
ふ
た
と
お
り
の
し

か
た
で
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
等
し
さG

leichheit

と
差
異

Verschiedenheit

と
し
て
、
で
あ
る
」
（VA

: 213

）
。
人
間
は
「
同
種

の
者
た
ち

）
7
（

」
で
あ
っ
て
、
「
人
間
」
と
い
う
等
し
さ

0

0

0

、
一
種
の
種
的
統

一
が
た
し
か
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る

）
8
（

。
「
複
数
性
に
お
い
て
あ
ら
ゆ

る
者
は
な
る
ほ
ど
同
一
の
も
の
、
つ
ま
り
人
間
で
あ
る
」
（VA

: 13

）
。

し
か
し
私
た
ち
の
関
心
は
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
等
し
さ
に
は
な
い
。
ひ

と
が
人
間
と
い
う
一
般
性
で
は
な
く
「
或
る
者
」
と
い
う
特
殊
な
あ
り

か
た
で
存
在
し
う
る
事
実
の
ほ
う
が
、
活
動
や
主
体
性
の
問
題
に
か
か

わ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
の
ほ
う

が
重
要
で
あ
る
。
「
か
れ
ら
が
同
一
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
人
間
の
う

ち
誰
も
、
か
つ
て
生
き
て
い
た
他
者
、
今
生
き
て
い
る
他
者
、
あ
る
い

は
将
来
生
き
る
他
者
の
ひ
と
り
ひ
と
り
と
、
同
一
で
は
な
い
と
い
う
驚

く
べ
き
し
か
た
で
、
な
の
で
あ
る
」
（VA

: 13

）
。
こ
の
よ
う
に
「
あ
ら

ゆ
る
人
格
が
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
格
か
ら
絶
対
的
に
区
別
さ
れ
て
あ
る
こ

と
」
（VA

: 213

）
が
、
差
異

0

0

の
側
面
で
あ
る
。
「
こ
の
差
異
が
な
け
れ
ば
、

分
か
り
あ
う
た
め
に
言
語
も
活
動
も
必
要
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
」
（ibid.

）
。
こ
の
よ
う
な
等
し
さ
と
差
異
の
共
存
、
或
る
個
人
が
人

間
と
い
う
同
じ
種
に
属
しgleich-artig

な
が
ら
、
そ
れ
自
体
あ
た
か

も
単
独
の
種
で
あ
るeinzig-artig

か
の
よ
う
な
あ
り
か
た
を
ア
ー
レ

ン
ト
は
、
人
間
的
な
複
数
性
と
し
て
捉
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ

る
（VA

: 214

）
。

　

複
数
性
が
差
異
と
不
可
分
な
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
は

じ
っ
さ
い
、
或
る
存
在
者
の
特
殊
性B

esonderheit

を
他
性

A
ndersheit

と
言
い
か
え
、
ふ
た
つ
の
概
念
を
置
き
か
え
可
能
な
も

の
と
し
て
い
る
。
彼
女
は
他
性
と
い
う
こ
と
ば
をalteritas

の
訳
語

と
し
て
用
い
て
い
る
が
、
こ
のalteritas

と
い
う
「
奇
妙
な
性
質
」

は
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者alles Seiende als 
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solches

が
有
し
て
い
る
」
（VA

: 213

）
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存

在
者
は
特
殊
な
個
体
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
他
性
を
も
ち
、
ほ
か
の
存

在
者
と
は
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
の
だ
。
な
ぜ
か
。
も
し
或

る
も
の
が
端
的
に
そ
れ
の
み
存
在
し
、
そ
の
ほ
か
に
ま
っ
た
く
存
在
す

る
も
の
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
或
る
存
在
は
ひ
と
り
特
殊
性
を
も
つ

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
こ
れ
は
や
は
り
奇
妙
な
考
え
か

た
で
、
も
し
或
る
存
在
が
唯
一
の
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も

特
殊
な
あ
り
か
た
と
い
う
言
い
か
た
も
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
い
っ
た
い
こ
の
存
在
は
な
に
に
た
い
し
て
、
そ
の
「
特
殊
さ
」

を
主
張
し
う
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
他
の
存
在
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
第
一
の
存
在
が
第
二
の
存
在
に
た
い
し
て
示
す
特
殊
な
あ
り
か

た
と
は
、
す
で
に
両
者
の
差
異
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
特
殊
化
す
る
こ
と

は
こ
の
か
ぎ
り
で
、
他
か
ら
差
異
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。
だ

か
ら
彼
女
は
「
も
っ
と
も
普
遍
的
な
こ
の
特ベ

ゾ

ン

ダ

ー

ハ

イ

ト

殊
と
い
う
あ
り
か
た
は
、

私
た
ち
が
存
在
者
を
一
般
に
複
数
形
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0im
 Plural

経
験
す
る

0

0

0

0

こ
と
を

示
し
て
い
る
」
（VA

: 214

、
傍
点
付
加
）
と
述
べ
る
。
特
殊
性
を
他
性

―
―
ほ
か
の
存
在
者
と
異
な
る
こ
と
（
差
異

）
9
（

）
―
―
と
捉
え
か
え
す
が

ゆ
え
に
、「
特
殊
性
と
は
〔
…
〕
、
複
数
性
一
般
の
し
る
し
で
あ
る
」（ibid.

）

と
主
張
し
う
る
の
で
あ
る
。
或
る
存
在
者
が
他
の
存
在
者
と
の
差
異
に

お
い
て
し
か
経
験
さ
れ
え
な
い
な
ら
ば
、
或
る
存
在
者
の
存
在
が
す
で

に
そ
の
他
の
存
在
者
の
存
在
を
含
意
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
複
数
性
一

般Pluralität überhaupt

」
な
の
で
あ
る
。

　

差
異
の
成
立
機
序
に
つ
い
て
は
、
存
在
者
ご
と
に
問
題
に
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
そ
れ
を
存
在
者
の
存
在
様
式
に
応

じ
て
異
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
こ
こ
で
少
な
く
と

も
認
め
ら
れ
る
の
は
、
存
在
者
の
特
殊
性
が
他
性
に
基
づ
く
と
い
う
形

式
的
構
造
は
人
間
に
も
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
な
複

数
性
に
よ
っ
て
、
人
間
に
特
有
の
複
数
性
の
次
元
も
拓
け
て
く
る
の
だ
。

私
た
ち
の
関
心
に
あ
っ
て
は
、
人
間
存
在
に
特
有
の
複
数
性
が
成
立
す

る
構
造
（
人
間
の
差
異
化
の
構
造
）
を
捉
え
る
こ
と
こ
そ
必
要
で
あ
る
。

つ
ま
り
先
に
挙
げ
た
人
間
的
複
数
性
の
存
立
機
制
で
あ
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
の
み
に
特
有
で
あ
る
の
は
、
こ
の

差
異
を
能
動
的
にaktiv

表
現
へ
と
も
た
ら
し
、
他
者
か
ら
お
の
れ
自

身
を
区
別
し
、
つ
い
に
は
際
だ
た
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
…
〕
」（VA

: 

214

）
。
能
動
的
に
み
ず
か
ら
た
が
い
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ

と
さ
ら
強
調
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
人
間
以
外
の
存
在
者
（
生
命
の
あ

る
な
し
を
問
わ
ず
）
は
、
人
間
が
対
象
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
存
在
者
ど
う
し
が
も
つ
差
異
も
、
人
間
の
理
解
す
る

0

0

0

0

差
異
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
の
差
異
は
人
間
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。
そ
れ
に

た
い
し
て
、
区
別
す
る
主
体
で
あ
る
人
間
ど
う
し
の
差
異
は
、
対
象
的

な
理
解
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
と
人
間
の
差
異
は
、
理

解
に
先
だ
つ
。
私
た
ち
は
な
る
ほ
ど
、
た
が
い
の
差
異
に
つ
い
て
あ
ら

た
め
て
認
識
し
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
認
識
に
先
だ
っ
て
、
す
で
に
私
た
ち
は
差
異
化
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
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あ
る
。
区
別
に
さ
き
だ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
の
区
別
こ
そ
、
人
間
的

複
数
性
を
可
能
に
す
る
機
制
な
の
で
は
な
い
か
。
で
は
こ
の
区
別
は
い

か
な
る
し
か
た
で
な
さ
れ
る
の
か
。

　

こ
れ
に
答
え
る
の
が
、
活
動
と
い
う
活
動
性
の
分
析
で
あ
る
。
「
人

び
と
は
、
〔
…
〕
語
り
活
動
す
る
こ
と
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

能
動
的
に
、
自
分
を
た
が
い

か
ら
区
別
す
る
」
（VA

: 214

、
傍
点
付
加
）
か
ら
だ
。
活
動
が
、
人
間
存

在
の
差
異
化
と
唯
一
化
の
原
理
で
あ
る
。
活
動
が
い
か
な
る
活
動
性
な

の
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
。

二　

は
じ
め
る
こ
と
（
創
始
）
と
し
て
の
活
動

　

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
活
動
は
、
活
動
的
生
の
な
か
で
唯
一
の
、

物マ
テ
リ
ー質

や
素

マ
テ
リ
ア
ー
ル

材
、
物
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ず
直
截
人
び
と
の
あ
い
だ
で
生

起
す
る
活
動
性
で
あ
る
。
そ
れ
が
対
応
す
る
基
本
条
件
は
、
複
数
性
と

い
う
事
実Faktum

 der Pluralität

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
唯
一
の
人

間
が
、
で
は
な
く
、
数
多
く
の
人
び
と
が
地
上
に
生
き
、
世
界
に
住
ん

で
い
る
と
い
う
事

タ
ー
ト
ザ
ッ
ヘ

態
の
こ
と
で
あ
る
」
（VA

: 13

）
。
そ
れ
ゆ
え
「
活
動

は
複
数
性
を
必
要
と
し
て
い
る
」
（ibid.

）
。
一
方
、
す
で
に
引
用
し
た

箇
所
で
彼
女
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。
人
間
の
複
数
性
に
特
有
な
の
は
「
差

異
を
能
動
的
に
表
現
へ
と
も
た
ら
し
、
他
者
か
ら
お
の
れ
自
身
を
区
別

し
て
、
つ
い
に
は
際
だ
た
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（VA

: 214

）
。

そ
し
て
「
こ
の
唯
一
性
は
、
語
る
こ
と
と
活
動
す
る
こ
と
と
い
う
活
動

性
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
」
（ibid.

）
。

　

人
び
と
は
、
た
ん
に
異
な
るverschieden sein

だ
け
で
は
な
く
、

語
り
活
動
す
る
こ
と
で
能
動
的
に
た
が
い
か
ら
お
の
れ
を
区
別
す
る

sich voneinander aktiv unterscheiden

。
語
る
こ
と
や
活
動
す

る
こ
と
と
い
う
様
態
に
お
い
て
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
開
示
さ
れ

るsich offenbaren

の
で
あ
る
。
〔
…
〕
こ
の
、
原
則
的
に
唯
一
的

な

存
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン在

が

能

動

的

に
〈

現

象

へ

と

踏

み

だ

す

こ

と

〉In-

E
rscheinung-T

reten

は
創
始Initiative

に
基
づ
く
。 

（ibid.

）

　

重
要
な
点
は
、
⑴
活
動
に
お
い
て
、
人
び
と
は
た
が
い
を
区
別
し
あ

い
、
お
の
れ
の
存
在
を
開
示
す
る
。
他
方
、
⑵
活
動
は
現
象
へ
と
踏
み

だ
す
こ
と
で
あ
る
。
⑶
こ
の
現
象
化
は
創
始
（
は
じ
め
る
こ
と
）
に
基

づ
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑴
～
⑶
は
い
ず
れ
も
活
動
す
る
こ
と
の

内
実
で
あ
る
が
、
存
在
の
開
示
は
現
象
化
に
基
づ
き
、
現
象
化
は
創
始

に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
創
始
と
い
う
、
活
動
を
第
一
次
的
に
規

定
す
る
も
の
か
ら
着
手
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　

活
動
は
、
ほ
か
の
活
動
性
（
労
働
と
制
作
）
に
く
ら
べ
理
解
し
づ
ら

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
労
働
や
制
作
に
は
、
機
微
を
無
視
す
れ
ば
、
な
に

か
を
生
産
す
る
活
動
性
と
い
う
わ
か
り
や
す
さ
が
あ
っ
た
。
ア
ー
レ
ン

ト
は
そ
れ
ら
の
活
動
性
を
さ
し
あ
た
り
そ
の
生
産
物
か
ら
特
徴
づ
け
て

い
た
の
で
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
他
方
活
動
に
か
ん
し
て
は
、
な
に
か
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を
生
産
す
る
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
な
ぜ
、
活
動
が
な
に
を
「
す
る
」

こ
と
な
の
か
明
確
で
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
の
一
端
は
つ
ぎ
の
箇
所
か

ら
明
ら
か
に
な
る
。
彼
女
が
活
動
に
た
い
し
、
い
ち
お
う
の
定
義
を
与

え
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　

〔
…
〕
活
動
す
る
こ
と
と
新
し
い
な
に
か
を
は
じ
め
る
こ
と
は
同

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

じ
こ
と
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。
あ
ら
ゆ
る
活
動A

ktion

は
、
な
に
よ
り
も

ま
ず
な
に
か
を
始
動
さ
せ
るin B

ew
egung setzen

。
〔
…
〕
あ
ら

ゆ
る
人
間
は
、
〔
…
〕
イ
ニ
テ
ィ
ウ
ムinitium

す
な
わ
ち
は
じ
ま
り

で
あ
り
、
世
界
に
お
け
る
新
来
者N

euanköm
m

ling

で
あ
る
。

 
（VA

: 215

、
傍
点
付
加
）

　

活
動
が
「
は
じ
め
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
。
だ
が
、
は

じ
め
る
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
形
式
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
に

当
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
私
は
本
を

読
み
「
は
じ
め
る
」
。
本
を
読
む
の
に
疲
れ
て
、
お
茶
を
飲
み
「
は
じ

め
る
」
な
ど
、
下
手
を
す
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
つ
い
て
そ
の
「
は
じ

ま
り
」
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
ア
ー
レ
ン
ト

言
う
と
こ
ろ
の
「
は
じ
ま
り
」
は
、
こ
う
し
た
ふ
つ
う
の
意
味
で
の
は

じ
ま
り
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
は
じ
ま
り
は
、
す
で

に
あ
っ
た
こ
と
や
、
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
ほ
う
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

期
待
す
る
こ
と
も
計
算
す
る
こ
と
も
け
っ
し
て
で
き
な
い
よ
う
な
し
か

た
で
世
界
の
な
か
に
突
如
現
わ
れ
る
」
（VA

: 216

）
か
ら
だ
。
「
出
来
事

の
予
測
不
可
能
性
が
、
あ
ら
ゆ
る
は
じ
ま
り
や
起
源
に
内
在
し
て
い
る
」

（ibid.

）
。

　

自
然
界
の
事
象
や
生
物
の
行
動
は
、
あ
る
い
は
物
理
的
な
因
果
律
に

し
た
が
い
、
あ
る
い
は
種
の
統
一
的
な
あ
り
か
た
に
し
た
が
う
た
め
、

つ
う
じ
ょ
う
予
測
可
能
な
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
。
こ
う
し
た
領
域
に
か

ん
し
て
い
え
ば
「
新
た
な
は
じ
ま
り
は
私
た
ち
に
と
っ
て
〔
…
〕
い
つ

も
ひ
と
つ
の
奇
跡
と
い
う
様
相
を
呈
す
る
」
（VA

: 216f.

）
と
さ
え
言
え

る
）
10
（

。
だ
が
人
間
に
か
ん
し
て
は
事
情
が
異
な
る
。
人
間
は
活
動
す
る
か

ら
だ
。
じ
っ
さ
い
「
人
間
の
活
動
と
い
う
活
動
性
の
内
実
は
、
人
間
な

し
に
は
け
っ
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
よ
う
な
、
自
発
的
プ
ロ
セ
ス

spontane Prozesse

を
解
き
は
な
つ
こ
と
に
存
す
る
」
（VA

: 293f.

）
。

は

じ

ま

り

と

は

こ

こ

で
、
「

活

動

が

自

発

的

で

あ

る

こ

と

Spontaneität des H
andelns

」
（VA

: 298

）
の
謂
い
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
因
果
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
動
物
と
し
て
の
人
間
が

と
る
種
的
行
動
で
も
な
い
よ
う
な
、
新
た
な
な
に
か
を
は
じ
め
る
自
発

性
が
活
動
な
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
つ
ね
に
未
規
定
な
の

だ
。

　

見
て
き
た
か
ぎ
り
で
は
、
単
一
の
個
人
に
因
果
か
ら
自
由
に
な
に
か

を
は
じ
め
る
〝
力
〞
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
の
個
人
が
じ
ぶ
ん
の
決
意
に

も
と
づ
い
て
は
じ
め
る
よ
う
に
見
え
る
。は
じ
め
る
能
力
は
個
人
の〝
属

性
〞
で
あ
る
よ
う
に
映
ず
る
。
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
創
始
が
個
人



社会思想史研究　No. 39　2015

●　212

の
決
意
に
存
す
る
こ
と
を
―
―
ひ
そ
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
意
識
し
た
口

吻
で
―
―
否
定
し
て
い
る
。
「
創
始
は
人
間
じ
し
ん
が
す
る
こ
と
だ
が
、

創
始
の
た
め
に
特
別
な
決
断E

ntschluß

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
、
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
語
る
こ
と
や
活
動
す
る
こ
と
を
ま
っ
た

く
し
な
い
で
済
む
人
間
な
ど
誰
も
い
な
い
」
（VA

: 214

）
。

　

想
起
す
べ
き
は
、
前
節
で
見
た
と
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
は

或
る
存
在
者
の
特
殊
性
が
、
究
極
的
に
は
「
～
と
は
異
な
る
」
こ
と
（
差

異
）
だ
っ
た
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
人
を
個
た
ら
し
め
る
唯
一
性
も
、

し
た
が
っ
て
差
異
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
ひ
と
を

唯
一
的
に
す
る
も
の
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
は
じ
ま
り
と
は

ひ
と
を
他
者
と
差
異
化
す
る
当
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
創
始
＝

活
動
を
、
他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
捉
え
か
え
す
必
要
が
あ
る
。

三　

活
動
に
お
け
る
能
動
と
受
動
の
同
時
性

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
「
活

ア
ク
チ
オ
ン

動
は
、
ラ
テ
ン
語
のagere

の
意
味
に
お
い

て
活ア

ギ
ー
レ
ン

動
し
、
ギ
リ
シ
ャ
語
のἄρχειν

の
意
味
に
お
い
て
、
な
に
か
を

は
じ
め
、
そ
れ
を
導
く
」
（VA

: 215

）
と
述
べ
、
活
動
の
概
念
を
古
典

古
代
の
観
念
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
な
お
し
て
い
る
。
彼
女
は
考
察
を
、

さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
敷
衍
す
る
。

　

ふ
た
つ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
動
詞ἄρχειν

（〝
は
じ
め
る
〞〝
先
導
す

る
〞
最
終
的
に
は
〝
命
じ
、
支
配
す
る
〞）
とπράττειν

（〝
な
に
か

を
終
わ
ら
せ
る
〞〝
な
に
か
を
達
成
す
る
〞〝
そ
れ
を
完
結
さ
せ
る
〞）

は
、
ふ
た
つ
の
ラ
テ
ン
語
の
動
詞agere

（〝
運
動
さ
せ
る
〞〝
先
導

す
る
〞）
とgerere

（
そ
の
基
本
的
な
意
義
は
〝
担
う
〞
で
あ
り
、

そ
れ
か
らπράττειν

の
よ
う
に
〝
実
行
す
る
〞〝
促
進
さ
せ
る
〞

〝
遂フ

ォ
ル
ツ
ィ
ー
エ
ン

行
す
る
〞
と
い
う
意
味
を
得
る
）
に
対
応
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
両
言
語
で
は
、
活
動
は
ふ
た
つ
の
明
確
に
切
り
は
な
さ
れ
た
部
分
、

な
い
し
段
階
に
分
割
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
こ
と
が
ら
は
、
個

人ein E
inzelner

に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
、
運
動
さ
せ
ら
れ
、
そ

の
個
人
が
先
導
す
る
。
そ
の
或
る
こ
と
が
ら
の
た
め
に
多
数
者
が
、

い
わ
ば
か
れ
を
助
け
に
駆
け
つ
け
、
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
を
さ
ら
に

促
進
し
、
完フ

ォ

ル

エ

ン

デ

ン

結
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

（VA
: 235

）

　

活
動
は
こ
の
よ
う
な
二
側
面
を
も
つ
が
、
や
が
て
ふ
た
つ
め
の
動
詞

（πράττειν, gerere

）
の
み
が
活
動
の
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
他
方

ひ
と
つ
め
の
動
詞
（ἄρχειν , agere

）
は
「
支
配
す
る
こ
と
」
や
「
導

く
こ
と
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
考
え
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
二
面
性
が
分
裂
し
て
、
ふ
た
つ
の
、
た
が
い
に
ま
っ

た
く
切
り
は
な
さ
れ
た
機
能
に
な
っ
て
い
る
―
―
つ
ま
り
、
支
配
者
の

特
権
と
な
る
命
じ
る
と
い
う
機
能
と
、
か
れ
の
臣
下
の
義
務
と
な
る
命

令
を
執

フ
ォ
ル
シ
ュ
ト
レ
ッ
ケ
ン

行
す
る
と
い
う
機
能
と
に
、
で
あ
る
。
〔
…
〕
単
独
で
始
め
た

一
者
と
共
同
で
完
遂
す
る
多
数
者
の
あ
い
だ
に
あ
る
関
係
の
か
わ
り
と
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な
る
の
が
、
命
令
と
執
行
の
関
係
で
あ
る
」
（VA

: 235f.

）
。
や
が
て
政

治
哲
学
の
中
心
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
支
配
／
被
支
配
と
な
る
の
は
、
こ

の
倒
錯
が
継
承
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
彼
女
は
考
え
る

）
11
（

。

　

た
し
か
に
こ
こ
で
、
活
動
に
他
者
の
契
機
が
入
り
こ
み
、
或
る
種
の

関
係
は
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
が
は
じ
め
た
（
ア
ル
ケ
イ
ン
）

こ
と
が
ら
を
、
多
く
の
他
者
が
完
遂
す
る
（
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
）
と
い
う

構
図
が
存
す
る
な
ら
ば
、
新
た
に
は
じ
め
る
個
人
が
ひ
と
り
主
体
的
で
、

そ
れ
を
支
え
る
他
者
た
ち
は
受
動
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ア
ー
レ

ン
ト
は
活
動
か
ら
支
配
へ
と
頽
落
す
る
危
険
性
を
危
惧
し
て
い
た
が
、

そ
も
そ
も
活
動
の
構
造
じ
た
い
支
配
に
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
は
じ
め
る
個
が
支
配
的
で
な
い
と
、
ど
う
し
て
言
え
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

し
か
し
同
じ
事
態
を
べ
つ
の
視
角
か
ら
説
明
す
る
直
後
の
箇
所
は
、

活
動
が
か
な
ら
ず
し
も
「
主
体
的
」
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

活
動
す
る
者
は
、
他
の
同
じ
く
活
動
す
る
人
び
と
の
あ
い
だ
で
運

動
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
は
け
っ
し
て
行
な
う
者T

äter
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
い
つ
も
ま
た
同
時
に
こ
う
む
るerdulden

者
で

も
あ
る
。
活
動
す
る
こ
と
と
こ
う
む
る
こ
とD

ulden

は
お
互
い
に

属
し
て
い
る
、
つ
ま
り
こ
う
む
る
こ
と
は
活
動
す
る
こ
と
の
裏
面
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
或
る
活
動
に
よ
っ
て
始
動
さ
せ
ら
れ
た
物
語

は
、
い
つ
で
も
行
な
いTaten

と
、
行
な
い
の
影
響
を
受
け
る
者

た
ち
の
受
難Leiden

の
物
語
な
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
活
動
は
、
つ
ね

に
活
動
の
才
を
与
え
ら
れ
た
存

ヴ
エ
ー
ゼ
ン

在
に
か
か
わ
る
か
ら
、
け
っ
し
て
た

ん
な
る
反
―

応
を
引
き
起
こ
す
だ
け
で
な
く
、
独
自
の
活
動
を
発
生

さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
独
自
の
活
動
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で
ほ
か
の
活

動
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
る
。 

（VA
: 236f.

）

　

創
始
を
受
け
つ
ぐ
他
者
は
、
け
っ
し
て
た
ん
に
支
え
る
だ
け
で
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
他
者
の
反
応R

eagieren

は
、
そ
れ
じ
た
い
自
発

的
な
活
動A

gieren

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
活
動
は
支
配
や
命
令
と

は
区
別
さ
れ
る
。
さ
ら
に
活
動
の
影
響
は
二
者
の
あ
い
だ
を
対
向
的
に

行
き
交
う
だ
け
で
は
な
く
、
つ
ね
に
よ
り
多
く
の
他
者
に
ひ
ろ
が
る
。

こ
う
し
て
、
活
動
は
際
限
な
く
影
響
を
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
な
お
も
―
―
活
動
は
「
主
体
的
」
な
能
力
に
見
え
る
の

で
は
な
い
か
。
活
動
す
る
主
体
が
あ
り
、
同
じ
く
活
動
す
る
主
体
で
あ

る
他
者
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
関
係
は
構
成
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
と
き
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
活
動
と
支
配
・
命
令
の
あ

い
だ
に
与
え
た
区
別
は
い
く
ぶ
ん
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
る
ほ

ど
、
彼
女
は
は
じ
め
る
者
と
完
成
さ
せ
る
者
の
あ
い
だ
の
関
係
が
「
固

着festgefroren

」
（VA

: 236

）
す
る
こ
と
を
、
活
動
の
支
配
へ
の
頽

落
と
し
て
糾
弾
し
て
い
た
。
だ
が
そ
う
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
な
お
命

令
す
る
者
と
命
令
さ
れ
る
者
に
等
し
い
関
係
が
、
一
瞬
と
は
い
え
構
成
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さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
命
令
／
被
命
令
、
支
配
／
被
支
配
の
反

転
可
能
性
な
の
だ
ろ
う
か

）
12
（

。
つ
ま
り
活
動
す
る
（
は
じ
め
る
）
者
も
ま
た
、

つ
ぎ
の
機
会
に
は
活
動
を
こ
う
む
る
（
支
え
る
）
者
に
な
る
こ
と
が
、

重
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
通
時
的
に
は
、
そ
れ
で
も
た
し
か
に
両
者
は
活

動
者
と
し
て
同
等
で
あ
る
。
し
か
し
活
動
者
ど
う
し
の
同
等
性
は
、
活

動
の
構
造
を
共
時
的
な
断
面
で
取
り
だ
し
た
と
き
に
こ
そ
、
じ
つ
は
あ

ら
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

「
活
動
す
る
者
は
〔
…
〕
け
っ
し
て
行
な
う
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

い
つ
も
ま
た
同
時
に

0

0

0

こ
う
む
る
者
で
も
あ
る
。
活
動
す
る
こ
と
と
こ
う

む
る
こ
と
は
お
互
い
に
属
し
て
い
る
、
つ
ま
り
こ
う
む
る
こ
と
は
活
動

す
る
こ
と
の
裏
面
で
あ
る
」
。
こ
の
箇
所
を
或
る
瞬
間
の
同
時
性
を
記

述
し
た
も
の
と
し
て
読
み
な
お
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
語
り
か
け

る
こ
と
（
能
動
性
）
と
語
り
か
け
ら
れ
る
こ
と
（
受
動
性
）
は
見
か
た
を

変
え
れ
ば
、
聞
か
れ
る
こ
と
（
受
動
性
）
と
聞
く
こ
と
（
能
動
性
）
で
あ

る
。
あ
る
い
は
教
え
る
こ
と
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
学
ぶ
こ
と
と
学

ば
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
演
じ
る
こ
と
は
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
現
実
に
お
い
て
は
、
見
る
も
の
も
な
に
か
を
演
じ
つ
つ
、
つ
ま
り
見

ら
れ
つ
つ
見
る
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
語
り
が
起
こ
る
と
き
、
そ

れ
は
か
な
ら
ず
語
り
あ
い

0

0

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
方
が
語

り
、
他
方
が
聞
く
と
い
う
よ
り
は
、
出
来
事
と
し
て
の
語
り
が
ま
ず
起

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
っ
て
お
り

0

0

0

0

0

、
そ
の
な
か
で
、
い
ず
れ
も
が
同
時
に
語
る
者
で
も
聞
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

者0

（
語
ら
れ
る
者

0

0

0

0

0

）
で
も
あ
る
よ
う
な
複
数
者
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
出
来
事
の
主

0

0

0

0

0

0

0

語
と
し
て
結
果
的
に
生
じ
て
く
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
学

ば
れ
る
こ
と
の
な
い
教
え
は
空
虚
で
あ
ろ
う
。
教
え
る
と
い
う
こ
と
は

学
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
と
完
全
に
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
え
と
い

う
出
来
事
が
あ
り
、
そ
の
出
来
事
を
担
う
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
て
教

え
る
者
、
教
え
ら
れ
る
者
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
人
間
と
人
間
の
関
係

に
お
い
て
、
行
な
う
こ
と
＝
こ
う
む
る
こ
と
（
能
動
性
＝
受
動
性
）
と

い
う
共
時
的
構
造

0

0

0

0

0

が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
む
る
こ
と
と
活
動
す
る
こ
と
が
同
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

受
動
態
は
能
動
態
に
ほ
か
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
る

と
通
常
の
能
動
／
受
動
の
区
別
は
成
り
立
た
な
い
。
活
動
は
こ
こ
で
、

主
体
を
欠
い
た
出
来
事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
様
相
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
さ
ら
に
主
体
が
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
厳
密
に
は
「
関
係
」
さ
え
も
成
り
た
た
な
い
。
と
い

う
の
も
関
係
は
そ
れ
を
構
成
す
る
関
係
項
を
必
要
と
す
る
か
ら
だ
。
こ

の
よ
う
な
境
位
を
描
き
と
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
概
念
が
、
〈
あ
い
だ
〉

Zw
ischen

な
の
で
あ
る
。

四　

活
動
と
〈
あ
い
だ
〉

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
〈
あ
い
だ
〉
と
い
う
こ
と
ば
を
ふ
た
通
り
の
意
味
で

用
い
て
い
る
。
主
体
―

関
係
以
前
的
な
〈
あ
い
だ
〉
は
い
わ
ば
よ
り
根

源
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
た
ど
り
つ
く
ま
え
に
ま
ず
彼
女
が
取
り

上
げ
る
の
は
、
よ
り
日
常
的
な
〈
あ
い
だ
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
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の
あ
い
だ
に
あ
る
物0

で
あ
る
。
こ
う
し
た
物
は
人
び
と
に
と
っ
て
、「
そ

の
つ
ど
の
、
客
観
的
で
世
界
的
な
関
心
ご
とInteressen

」
（VA

: 

224
）
で
あ
る
。
こ
の
日
常
的
な
〈
あ
い
だ
〉
に
関
わ
る
と
き
、
活
動

と
語
り
の
内
容
は
「
完
全
に
『
客
観
的
』
」
（ibid.

）
に
、
つ
ま
り
物
と

し
て
の
対
象
に
か
か
わ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
と
き
「
こ
の
関
心
ご
と

は
、
語
の
本
源
的
な
意
味
に
お
い
て
『
あ
い
だ
に
―

あ
るinter-est

』
。

つ
ま
り
あ
い
だ
に
あ
り
、
人
び
と
を
た
が
い
に
結
び
つ
け
な
が
ら
、
同

時
に
彼
ら
を
た
が
い
に
切
り
は
な
す
よ
う
な
、
諸
関
係B

ezüge

を
作

り
だ
す
も
の
で
あ
る
。
活
動
や
話
し
あ
いR

eden

は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、

こ
の
〈
あ
い
だ
〉
の
空
間Zw

ischenraum

に
か
か
わ
り
を
も
つ
」

（ibid.

）
。

　

〈
あ
い
だ
〉
は
こ
こ
で
ま
ず
、
人
び
と
の
関
心
ご
と
で
あ
る
客
観
的

な
物
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
関
係
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
じ
た
い
は
べ
つ
に
、
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
な
に
か

活
動
し
語
る
の
は
、
さ
し
あ
た
り
た
い
が
い
、
な
ん
ら
か
物
を
め
ぐ
っ

て
で
あ
る
は
ず
だ
。
「
私
た
ち
は
た
い
て
い
或
る
も
の
に
つ
い
て

0

0

0

0

たミ

ツ

ト

ア

イ

ン

ア

ン

ダ

ー

が
い
と
と
も
に
語
り
あ
い
、
世
界
に
属
し
て
い
て
証
示
可
能
な
、
与

え
ら
れ
た
或
る
も
の
を
た
が
い
に
伝
え
あ
う
」
（ibid.

）
。
し
か
し
、

　

そ
の
或
る
も
の
〔
客
観
的
な
関
心
ご
と
〕
の
た
め
に
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
事
実
は
〔
た
ん
に
〕
二
次
的
な
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
見
え
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
と
は
、こ
の
よ
う
な
〈
に
つ
い
て
―

語
る
〉

Sprechen-über

の
う
ち
で
、
私
た
ち
語
る
者
が
誰
で
あ
る
か
に
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
て
も

0

0

0

、
意
図
せ
ず
開
示
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0A
ufschluß geben

と
い
う

事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
活
動
と
語
り
に
よ
っ
て
〈
誰
で
あ

る
か
〉
が
意
図
し
な
い
う
ち
に
つ
い
で
に
暴エ

ン

ト

フ

ユ

ル

ン

グ

露
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ

ら
ゆ
る
〈
た
が
い
と
と
も
に
あ
る
こ
と
〉M

iteinandersein

の
欠

か
す
べ
か
ら
ざ
る
構
成
部
分
で
あ
り
、
「
も
っ
と
も
客
観
的
な
」
〈
た

が
い
と
と
も
に
あ
る
こ
と
〉
に
お
い
て
さ
え
そ
う
な
の
で
あ
る
。

 

（ibid.

、
傍
点
付
加
）

　

活
動
や
語
り
は
「
そ
の
つ
ど
活
動
す
る
者
、
語
る
者
を
現
わ
れ
出
さ

せ
、
劇
中
に
置
くzum

 Vorschein und ins Spiel bringen

」
（ibid.

）

も
の
で
あ
り
、
客
観
的
な
物
を
め
ぐ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と

は
変
わ
ら
な
い
。
活
動
こ
そ
活
動
す
る
者
を
出
現
さ
せ
る
、
つ
ま
り
活

動
の
主
体
を
あ
ら
わ
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
逆
で
は
な
い
。
つ
ま
り
す
で

に
成
立
し
た
主
体
が
活
動
す
る
、
と
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
と
言
う
べ
き
な

の
だ
）
。

　

思
い
出
し
た
い
。
前
節
の
終
わ
り
で
、
私
た
ち
は
活
動
の
「
主
体
」

が
能
動
的
で
あ
る
と
同
時
に
受
動
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
活
動
の
瞬

間
に
は
主
体
は
存
在
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
存

在
す
る
の
は
出
来
事
で
あ
り
、
主
体
は
「
出
来
事
の
主
体
」
と
し
て
は

じ
め
て
生
成
す
る
だ
ろ
う
こ
と
を
見
た
。こ
こ
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ

て
活
動
の
主
体
が
、
活
動
の
あ
と
に
は
じ
め
て
到
来
す
る
も
の
で
あ
る



社会思想史研究　No. 39　2015

●　216

―
―
少
な
く
と
も
活
動
以
前
か
ら
実
体
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い

―
―
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
活
動
は
さ
し
あ

た
り
主
体
な
き
活
動
と
な
る
が
、
こ
こ
に
能
動
性
＝
受
動
性
と
い
う
見

か
た
を
加
味
す
る
な
ら
、
も
は
や
活
動
（
行
な
い
）
は
主
体
な
き
純
粋

な
能
動
性
で
さ
え
な
く
、
能
動
と
受
動
が
未
分
化
の
「
出
来
事
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る

）
13
（

。

　

話
を
も
ど
そ
う
。
客
観
的
な
物
に
つ
い
て
語
り
あ
う
ば
あ
い
も
、
重

要
な
の
は
、
そ
こ
で
「
語
る
者
」
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ
と
ア
ー

レ
ン
ト
は
強
調
し
て
い
た
。
つ
ぎ
に
こ
の
「
語
る
者
」
、
活
動
す
る
者

の
暴
露
が
そ
れ
じ
た
い
〈
あ
い
だ
〉
と
し
て
捉
え
か
え
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
私
た
ち
が
本
稿
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、こ
ち
ら
の
〈
あ
い
だ
〉

の
ほ
う
で
あ
り
、
こ
ち
ら
が
よ
り
根
源
的
な
の
で
あ
る
。

　

あ
た
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
〈
たミ

ツ

ト

ア

イ

ン

ア

ン

ダ

ー

が
い
と
と
も
に
〉
に
お
い
て
ま
っ
た

く
異
な
る
〈
あ
い
だ
〉
が
、
客
観
的
な
〈
あ
い
だ
〉
の
空
間
を
、
い

わ
ば
そ
の
空
間
に
内
在
す
る
関
心
事
も
ろ
と
も
覆
い
尽
し
、
生
い

茂
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
〈
あ
い
だ
〉
は
す
な
わ
ち
関

係
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
な
さ
れ
た
こ
と
と
言
葉
そ
の
も
の
か
ら
、

生
き
た
活
動
と
語
り
か
ら
生
起
す
る
。
活
動
と
語
り
に
お
い
て
、
そ

の
つ
ど
の
対
象
を
か
た
ち
づ
く
る
事
柄
を
越
え
て
、
人
び
と
は
直
截

に
た
が
い
と
向
き
あ
い
、
相
互
に
語
り
か
け
あ
う
。
世
界
と
い
う
〈
あ

い
だ
〉
の
空
間
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
、
こ
の
第
二
の
〈
あ
い
だ
〉

は
掴
み
え
な
いungreifbar

。
と
い
う
の
も
、
こ
の
〈
あ
い
だ
〉
は

物
ら
し
き
も
のD

inghaftes

か
ら
存
立
し
て
は
お
ら
ず
、
ど
う
し

た
と
こ
ろ
で
物
化
さ
れ
た
り
客
体
化
さ
れ
た
り
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

活
動
と
語
り
は
過
程
な
の
で
あ
る
。 

（VA
: 224f.

）

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
第
二
の
〈
あ
い
だ
〉
と
し
て
、
活
動
と
語
り
そ
の
も

の
か
ら
生
起
す
る
関
係
の
シ
ス
テ
ム
な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
。

彼
女
は
こ
の
〈
あ
い
だ
〉
を
「
人
間
事
象
の
関
係
の
編
み
目

B
ezugsgew

ebe

」
（VA

: 225

）
と
名
づ
け
る
。
説
明
の
順
番
か
ら
し

て
第
二
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
活
動
が
「
物
質
や
素
材
、
物
に
よ
っ
て

媒
介
さ
れ
ず
直
截
人
び
と
の
あ
い
だ
で
生
起
す
る
活
動
性
で
あ
る
」

（VA
: 13

）
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
と
が
ら
と
し
て
は
こ
の
、
関

係
そ
の
も
の
と
し
て
生
起
す
る
〈
あ
い
だ
〉
の
ほ
う
が
第
一
次
的
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
〈
あ
い
だ
〉
は
か
な
ら
ず
し
も
客

観
的
な
物
で
は
な
く
、
い
わ
ば
〈
あ
い
だ

0

0

0

〉
と
し
て
の

0

0

0

0

〈
あ
い
だ

0

0

0

〉
と

で
も
い
う
べ
き
、
物
的
な
性
格
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
〈
あ
い
だ
〉
が

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
つ
ぎ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
⑴
〈
あ
い
だ
〉
は
関

係
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
⑵
だ
が
、
こ
の
関
係
の
項
は
関
係
以
前
に
は

与
え
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
〈
あ
い
だ
〉
は

そ
れ
自
体
が
関
係
項
で
あ
る
主
体
の
暴
露
で
あ
る
か
ら
だ
。
⑶
さ
ら
に

想
起
す
べ
き
は
「
関
心
ご
と
は
〔
…
〕
あ
い
だ
に
あ
り
、
人
び
と
を
た
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が
い
に
結
び
つ
け
な
が
ら
、
同
時
に
彼
ら
を
た
が
い
に
切
り
は
な
す
よ

う
な
、
諸
関
係
を
作
り
だ
す
」
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
こ
れ
は
た

し
か
に
物
と
し
て
の
〈
あ
い
だ
〉
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し

「
あ
ら
ゆ
る
〈
あ
い
だ
〉
同
様
に
、
世
界
は
、
世
界
を
そ
の
つ
ど
共
有

す
る
者
た
ち
を
、
結
び
あ
わ
せ
つ
つ
分
離
す
る
の
で
あ
る
」
（VA

: 66

）

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
、
こ
の
結
び
つ
け
つ
つ
同
時

に
切
り
は
な
す
と
い
う
あ
り
か
た
は
、
む
し
ろ
物
に
限
ら
な
い
〈
あ
い

だ
〉
一
般
の
性
格
と
言
え
る
は
ず
だ
。
関
係
の
シ
ス
テ
ム
な
る
も
の
も
、

結
び
つ
け
つ
つ
分
離
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
〈
あ
い

だ
〉
を
そ
れ
自
体
に
そ
く
し
て
分
析
し
よ
う

）
14
（

。

　

あ
ら
ゆ
る
〈
あ
い
だ
〉
は
、
人
び
と
を
結
び
あ
わ
せ
つ
つ
分
離
す
る

verbinden und trennen

。
こ
の
箇
所
は
、
英
語
版
（
『
人
間
の
条
件
』
）

で
は
「
世
界
は
、
あ
ら
ゆ
る
〈
あ
い
だ
〉
同
様
、
人
び
と
を
関
係
づ
け

る
と
同
時
に
分
離
す
るrelate and separate at the sam

e tim
e

」

（H
C

: 52

）
と
な
っ
て
い
る
。
結
び
つ
け
る
と
は
「
関
係
さ
せ
る
」
こ

と
で
あ
る
。
英
語
版
で
は
副
詞
句
（at the sam

e tim
e

）
で
き
ち
ん
と

示
さ
れ
て
い
る
同
時
性
に
、こ
こ
で
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
〈
あ

い
だ
〉
が
関
係
づ
け
る
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
〈
あ
い
だ
〉
に
よ
っ

て
関
係
づ
け
ら
れ
る
人
び
と
は
、
も
と
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
ば
ら
ば
ら
に
存
在
し
、
そ
の
人
間
ひ
と
り
だ
け
で
も
完

全
に
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
人
間
を
多
数
あ
つ
め
て
、
関
係
づ
け
る
（
結

び
あ
わ
せ
る
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
関
係
と
い
う
も

の
は
日
常
的
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
教
師
で
あ
る
Ａ
が
、
生
徒
で
あ
る
Ｂ
に
出
く
わ
し
、
そ
こ
で
両
者
は

或
る
種
の
関
係
（
師
弟
関
係
）
を
取
り
結
ぶ
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　

し
か
し
〈
あ
い
だ
〉
は
関
係
づ
け
る
だ
け
で
は
な
い
。
同
時
に
分
離

す
る
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
と
似
た
よ
う
な
想
定
を
し
て
み
よ
う
。
つ
ま

り
ア
ー
レ
ン
ト
が
こ
こ
で
、
た
ん
に
「
〈
あ
い
だ
〉
は
人
び
と
を
分
離

す
る
」
と
述
べ
て
い
た
と
し
た
ら
、
ど
う
か
。
そ
も
そ
も
人
び
と
が
、

す
で
に
分
離
さ
れ
、
た
が
い
に
独
立
し
た
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
か
ら

な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
ま
た
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
複
数
の
人
間
が
融
合
し
凝
結
す
る
よ
う
な
事
態
が
あ
る
と
想
定
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
分
離
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る
が
、
そ
う
で

は
な
い
。
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
複
数
の
人
び
と
が
結
ん
で

い
た
関
係
を
断
ち
切
り
、
解
消
さ
せ
る
こ
と
で
人
び
と
を
分
離
す
る
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
（
た
と
え
ば
、
友
人
同
士
で
あ
る
Ａ
と
Ｂ
が
別
れ
、
友
人

で
は
な
く
な
る
場
合
の
よ
う
に
）
。
し
か
し
、
だ
と
す
れ
ば
分
離
は
関
係

が
成
立
し
た
あ
と
に
し
か
可
能
で
は
な
い
（
Ａ
と
Ｂ
が
友
人
に
な
る
ま
え

に
、
両
者
の
友
人
関
係
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
。
す
な
わ
ち
人
び

と
を
関
係
さ
せ
る
と
同
時
に
分
離
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で

あ
る
は
ず
だ
。
関
係
は
分
離
を
、
分
離
は
関
係
を
前
提
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
関
係
さ
せ
る
と
同
時
に
分
離
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
。
関
係
が
分
離
を
前
提
し
て
い
る
と
言
っ
た
。
こ
の
場
合
分

離
と
は
、
人
び
と
、
つ
ま
り
複
数
の
存
在
者
が
、
個
々
別
々
の
存
在
者
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と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
先
ほ
ど
の
想
定

で
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
は
い
わ
ば
実
体
的
な
、
そ
れ
自
身
で
存

在
す
る
個
体
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
ア
ー

レ
ン
ト
は
、
個
々
の
人
間
が
実
体
的
に
存
在
し
て
い
る
と
す
る
想
定
を

持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
想
起
す
れ
ば
、
彼
女
に
と
っ
て
は
、
或
る
存

在
者
が
そ
の
存
在
者
で
あ
る
の
は
、
じ
つ
は
他
の
存
在
者
と
の
差
異
に

お
い
て
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
或
る
人
間
が
存
在
者

と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
の
つ
ど
他
の
人
間
と
異
な
る

存
在
者
と
し
て
差
異
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
分
離
に
お
い
て
で
あ
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
こ
の
よ
う
に
差
異
が
生
ず
る
こ
と
は
、

す
く
な
く
と
も
「
或
る
人
間
（
Ａ
）
は
べ
つ
の
人
間
（
Ｂ
）
で
は
な
い
」

と
い
う
し
か
た
で
、
ふ
た
り
の
人
間
の
あ
い
だ
に
関
係
が
成
立
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
関
係
と
は
こ
の
異
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の

0

0

差
異
に
ほ
か
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
師
弟
の
関

係
に
は
、
「
教
師
」
と
「
生
徒
」
と
い
う
差
異
化
さ
れ
た
個
体
性
が
含

ま
れ
て
い
る
。
関
係
づ
け
る
こ
と
と
差
異
化
す
る
こ
と
が
等
し
く
な
る

の
で
あ
る
。
関
係
と
は
二
者
が
ど
の
よ
う
に
分
離
さ
れ
て
い
る
か
を
示

し
、
分
離
と
は
二
者
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
示
す
。
し
た

が
っ
て
、
〈
あ
い
だ
〉
は
人
び
と
を
関
係
さ
せ
る
と
同
時
に
分
離
す
る
。

先
ほ
ど
の
例
な
ら
、
教
師
で
あ
る
Ａ
は
生
徒
で
あ
る
Ｂ
と
の
関
係
な
し

に
は
、
じ
つ
は
存
在
し
え
な
い
。
師
弟
と
い
う
関
係
が
は
じ
め
て
Ａ
を

教
師
と
し
て
、
Ｂ
を
生
徒
と
し
て
、
分
離
し
存
在
さ
せ
る
。
と
は
い
え

他
方
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
関
係
、
「
師
弟
関
係
」
が
、
「
教
え
る
」

と
い
う
行
な
い
の
ま
え
に
そ
れ
だ
け
で
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
の
も
、

ひ
と
し
く
誤
り
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
師
弟
」
と
い
う
関
係
の

形
式
、
変
化
し
な
い
構
造
の
よ
う
な
も
の
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
、
そ

れ
が
関
係
項
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
彼
女
の
主
張
す
る
と
こ
ろ

で
は
な
い

）
15
（

。
と
い
う
の
も
問
題
は
、
「
活
動
に
特
有
の
、
関
係
を
創
設

す
るstiften

と
い
う
能
力
」
（VA

: 238

）
で
あ
り
、
活
動
は
関
係
項
と

し
て
の
主
体
ば
か
り
で
な
く
、
関
係
そ
の
も
の
の
は
じ
ま
り
で
も
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
活
動
と
い
う
こ
の
根
源
的
な
場
面
に
あ
っ
て
は
、「
教
師
」

も
「
生
徒
」
も
、
ま
し
て
「
師
弟
関
係
」
も
存
在
し
て
お
ら
ず

）
16
（

、
た
だ

「
教
え
る
―

教
え
ら
れ
る
」
と
い
う
行
な
い
、
す
な
わ
ち
出
来
事
（
い
わ

ば
「
師
弟
化

0

0

0

」
）
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
こ
こ
で
ま
た
、
能
動
性

＝
受
動
性
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
の
洞
察
も
あ
わ
せ
て
想
起
す
る
な
ら
、
「
教
え

る
―

教
え
ら
れ
る
」
は
ど
ち
ら
も
能
動
で
も
受
動
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
）
。

こ
の
行
な
い
が
存
在
し
て
い
る
〝
場
〞
は
「
教
師
」
の
内
側
で
も
「
生

徒
」
の
内
側
で
も
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
或
る
実
体
的
な
存
在
者
に
内

在
す
る
〝
性
質
〞
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
行
な
い
（
出
来
事
）
は
、
ま

さ
し
く
こ
の
主
体
の
外
部
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
主
体
の
〈
あ
い
だ
〉
で

生
起
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
行
な
い
そ
の
も
の
に
定
位
す
る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
は
主
体
も
関
係
も
い
ま
だ
存
し
な
い
以
上
、
行
な
い
は

0

0

0

0

〈
あ0

い
だ

0

0

〉と
し
て
生
起
す
る

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
こ
こ
で
は
〈
あ

い
だ
〉
が
第
一
次
的
で
あ
り
、
個
々
の
存
在
者
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
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の
な
の
で
あ
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
存
在
者
の
特
殊
性
は
他
性
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
人
間
の
唯
一
性
も
ま
た
、
差
異
を
能
動
的
に
示
す
こ
と
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
唯
一
性
は
或
る
種
の
差
異
で
あ
り
、

そ
れ
を
示
す
こ
と
が
活
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
②
活
動
と
は
は
じ
ま
り

で
あ
り
、
因
果
に
左
右
さ
れ
な
い
自
発
性
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
③
活

動
と
は
関
係
の
構
成
で
あ
り
（
は
じ
ま
り
と
は
関
係
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
）
、

④
能
動
性
と
受
動
性
の
両
側
面
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
⑤
活

動
に
よ
っ
て
主
体
が
構
成
さ
れ
る
（
は
じ
ま
り
と
は
、
主
体
そ
の
も
の
の

は
じ
ま
り
で
も
あ
る
）
。
以
上
の
五
点
は
、
彼
女
が
活
動
に
科
し
た
い
わ

ば
〝
条
件
〞
で
あ
る
。
こ
の
条
件
す
べ
て
を
満
た
す
よ
う
な
も
の
と
し

て
活
動
を
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
、
〈
あ
い
だ
〉
の
概
念

で
あ
る
。

　

活
動
は
出
来
事
を
生
起
さ
せ
る
。
と
い
う
よ
り
、
活
動
は
は
じ
め
主

体
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
活
動
は
出
来
事
と
し
て
生
起
す
る

0

0

0

0

0

0

0

、

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
は
じ
ま
り
と
は
出
来
事
の
は
じ
ま
り
な
の
だ
。

こ
の
出
来
事
は
そ
れ
じ
た
い
〈
あ
い
だ
〉
、
つ
ま
り
「
関
係
さ
せ
つ
つ

分
離
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
一
方
で
出
来
事
に
お
い
て
人
び
と
は
関
係

す
る
が
、
他
方
で
こ
の
出
来
事
を
担
う
諸
主
体
、
人
び
と
と
し
て
の
人

び
と
は
出
来
事
の
結
果
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
出
来
事
は
人
び
と

を
分
離
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
出
来
事
に
よ
っ
て
人
び
と
は
、

別
べ
つ
の
主
体
と
し
て
出
現
す
る
が
、
出
来
事
そ
の
も
の
を
絆
に
か
か

わ
り
あ
っ
て
い
る
の
だ
。
一
回
的
で
そ
の
つ
ど
的
な
出
来
事
に
お
い
て

活
動
す
る
諸
主
体
は
、
こ
の
出
来
事
に
お
け
る
活
動
者
と
し
て
そ
れ
自

体
一
回
的
・
そ
の
つ
ど
的
で
も
あ
る
。
諸
主
体
は
唯
一
的
な
出
来
事
と

し
て
の
〈
あ
い
だ
〉
を
担
う
者
と
し
て
、
唯
一
的
な
存
在
者
と
な
る
。

出
来
事
の
は
じ
ま
り
は
主
体
の
は
じ
ま
り
と
一
致
す
る
の
だ
。
活
動
と

は
〈
あ
い
だ
〉
の
自
発
性
で
あ
り
、
こ
の
〈
あ
い
だ
〉
が
分
離
す
る
こ

と
に
お
い
て
主
体
を
生
成
さ
せ
、
同
時
に
関
係
づ
け
る
、
つ
ま
り
関
係

を
創
設
す
る
の
で
あ
る
。

五　

語
り
に
よ
る
出
来
事
の
有
意
味
化
、
な
ら
び
に 

 

　
　

人
格
の

同

イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ツ
ィ
ー
レ
ン

定

 

　

私
た
ち
は
活
動
の
本
質
が
、
出
来
事
が
〈
あ
い
だ
〉
と
し
て
生
起
し
、

主
体
を
は
じ
め
て
分
離
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
出
来
事

は
そ
の
つ
ど
的
で
あ
り
、
瞬
間
的
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
生
じ
る
主

体
も
ま
た
、
瞬
間
的
な
そ
の
つ
ど
の
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
出
来
事
は

時
間
の
連
続
か
ら
浮
遊
し
、
主
体
も
ま
た
、
固
有
の
歴
史
を
も
た
な
い
、

い
わ
ば
火
花
の
よ
う
な
一
瞬
間
の
存
在
し
か
獲
得
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
で
出
来
事
は
、
そ
の
意
味
が
理
解
さ
れ
、
ほ
か
の
出
来
事
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
、
物
語
（
歴
史
）
の
厚
み
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

他
方
で
出
来
事
の
主
体
は
、
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
同
一
者
（
人
格
）

と
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
う
え
の
こ
と
が

ら
を
可
能
に
す
る
の
は
、
こ
と
ば
、
語
り
で
あ
る
。
「
活
動
す
る
こ
と
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と
語
る
こ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
近
し
く
親
近
性
が
あ
る
」（VA

: 217

）
の
は
、

そ
れ
ゆ
え
な
の
だ
。
で
は
、
語
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
、
⑴
出
来
事
を

有
意
味
化
し
、
⑵
主
体
を
同
一
者
（
人
格
）
と
し
て
定
め
る
の
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
こ
の
点
を
問
う
て
お
こ
う
。

　

⑴
活
動
は
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
因
果
か
ら
自
由

な
自
発
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
見
た
と
お
り
「
は
じ
ま
り
は
、

す
で
に
あ
っ
た
こ
と
や
、
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
ほ
う
か
ら
見
る
な

ら
ば
、
期
待
す
る
こ
と
も
計
算
す
る
こ
と
も
け
っ
し
て
で
き
な
い
よ
う

な
し
か
た
で
世
界
の
な
か
に
突
如
現
わ
れ
る
」
（VA

: 216

）
。
つ
ま
り
、

出
来
事
と
出
来
事
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
れ
ら
を
連
結
す
る
根
拠
が
内
在

的
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
行
す
る
出
来
事

は
後
続
す
る
出
来
事
を
―
―
す
く
な
く
と
も
必
然
的
な
原
因
と
結
果
と

い
う
か
た
ち
で
は
―
―
説
明
し
な
い
。
後
年
の
こ
と
ば
を
傍
証
と
し
て

引
い
て
お
く
。
「
想
像
す
る
こ
と
や
思
考
す
る
こ
と
と
い
っ
た
操
作
を

経
ず
し
て
は
、
経
験
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
こ
と
も
な
い
。

つコ

ヒ

ー

レ

ン

ス

な
が
り
す
ら
、
も
た
な
い
の
で
あ
る
」
（LM

1: 87

）
。

　

し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
言
う
。
「
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
の
連
鎖

A
bfolge von G

eschenissen

は
、
た
ん
に
時
間
的
に
む
す
び
つ
い

て
い
る
と
き
に
〔
…
〕
、
つ
ね
に
な
お
、
物
語
り
う
る
の
に
、
ま
た
物

語
ら
れ
る
う
ち
に
意
味
連
関
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
、
充
分
な
連
関
を
示

す
」
（VA

: 229

）
。
出
来
事
そ
れ
じ
た
い
は
連
結
の
根
拠
を
含
む
こ
と
が

な
い
以
上
、
こ
こ
で
物
語
る
こ
とE

rzählen

こ
そ
、
連
関
を
生
み
だ

す
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
「
語
ら
れ
た
こ
と
ば
を
と
お
し
て
は
じ
め
て
、

行
な
い
は
意
味
連
関
の
う
ち
に
接
合
さ
れ
る
」
（VA

: 218

）
。
物
語
る
こ

と
（
こ
と
ば
）
は
、
先
行
す
る
出
来
事
を
原
因
と
捉
え
、
後
続
す
る
出

来
事
を
必
然
的
な
結
果
と
し
て
説
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ

と
ば
は
出
来
事
と
出
来
事
を
は
じ
め
て

0

0

0

0

接
合
し
、
も
っ
て
ふ
た
つ
の
出

来
事
の
関
係
を
は
じ
め
て
規
定
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
ほ
ん
ら
い
繋
が
り
を

も
つ
こ
と
の
な
い
出
来
事
ど
う
し
の
連
絡
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
を
つ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

じ
て

0

0

、
意
味
が
生
起
す
る

0

0

0

0

0

0

0

。
出
来
事
が
意
味
化
さ
れ
る
の
と
語
ら
れ
る

こ
と
と
は
、
同
一
な
の
だ
。
反
対
に
、
「
言
論R

eden

の
伴
わ
な
い
行

な
い
は
、
そ
の
開
示
性
格
の
大
部
分
を
喪
失
す
る
。
行
な
い
は
『
理
解

で
き
な
い
』
も
の
に
な
る
〔
…
〕
」
（ibid.

）
。
い
ま
や
出
来
事
は
こ
と
ば

に
よ
っ
て
、
理
解
可
能

0

0

0

0

な
も
の
と
な
っ
た
。
理
解
す
る
と
は
、
出
来
事

を
意
味
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（vgl. 

VA
: 12

）
。
し
た
が
っ
て
、
出
来
事
は
そ
れ
自
体
、
い
わ
ば
意
味
を
〝
分

泌
〞
す
る
。
だ
か
ら
ア
ー
レ
ン
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
言
い
え
た
の
だ
。

「
〔
…
〕
日ア

ル
テ
ー
ク
リ
ツ
ヒ
カ
イ
ト

常
的
な
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
固
有
の
意
味
を
日
常
そ
の
も
の

か
ら
で
は
な
く
、
出
来
事
な
い
し
行
な
い
か
ら
受
け
と
っ
て
い
る
。
出

来

事

な

い

し

行

な

い

が

こ

の

日

常

を
、

そ

し

て

日ザ

イ

ネ
・
ア

ル

テ

ー

ク

リ

ツ

ヒ

カ

イ

ト

常
が
日
常
で
あ
る
こ
と
を
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
構
成
し
て
い
た
の
だ
。

同
様
に
、
歴
史
過
程
は
お
の
れ
の
現
実
的
意
味
を
、
過
程
そ
れ
自
体
を

中
断
す
る
比
較
的
ま
れ
な
出
来
事
に
お
い
て
示
す
」
（VA

: 54

）
。

　

⑵
と
こ
ろ
で
、
出
来
事
が
時
間
的
な
厚
み
を
も
た
な
い
の
と
相
即
し
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て
、
主
体
も
ま
た
時
間
的
な
連
続
性
を
も
た
な
い
。
行
な
い
の
瞬
間
、

そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
（
主
体
の

は
じ
ま
り
）
。
し
か
し
、
た
だ
純
粋
な
出
来
事
の
瞬
間
に
は
、
行
な
い

は
行
な
い
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
純
粋
に
動

詞
的
な
状
況
で
あ
る
。
「
〔
…
〕
原
理
的
に
こ
と
ば
を
欠
い
た
活
動
が
現

実
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
活
動
の
結
果
で
あ
る
行
な
い
は
、
活
動
の

主
体Subjekt

、
活
動
す
る
者
そ
の
も
の
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
活
動
す
る
人
び
と
で
は
な
く
、
ロ
ボ
ッ
ト
が

遂
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
」
（VA

: 218

）
。
動
詞
が
純

粋
に
動
詞
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
一
応
の
主

体
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
無
記
名
で
、
取

り
か
え
の
利
く
ロ
ボ
ッ
ト
と
な
ろ
う
。
こ
の
〝
主
体
〞
は
そ
の
つ
ど
生

じ
て
は
消
え
去
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
「
こ
と
ば
は
、
行
な
う
者
を
同
一

者
と
し
て
定
めidentifizieren

、
か
れ
が
活
動
す
る
者
で
あ
る
と
告

知
す
る
」
（ibid.

）
。
出
来
事
を
、
私
た
ち
が
概
念
や
こ
と
ば
に
よ
っ
て

表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
誰
か
が
な
に
か
を
す
る
」
と
い
う
か

た
ち
で
し
か
、
で
き
な
い
。
主
体
の
定
立
は
出
来
事
を
意
味
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
の
、
い
わ
ば
裏
面
な
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
、
出
来
事
に

お
け
る
人
び
と
の
活
動
を
、
い
わ
ば
〝
記
名
〞
の
も
の
と
す
る
。
「
こ

と
ば
は
あ
き
ら
か
に
、
〈
ひ
と
が
誰
で
あ
る
か
〉W

er-einer-ist

に
つ

い
て
開
示
す
る
の
に
、
行
な
い
よ
り
も
よ
く
適
し
て
い
る
」
（ibid.

）
と

い
う
の
は
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
と
ば
は
、
そ

の
つ
ど
の
出
来
事
に
お
い
て
新
た
な
こ
と
を
は
じ
め
、
そ
の
つ
ど
新
生

し
て
ゆ
く
或
る
主
体
を
、
過
去
と
の
連
続
性
を
有
す
る
同
一
的
な
人
格

と
し
て
、
は
じ
め
て
定
め
る
の
で
あ
る
。
⑴
で
見
た
よ
う
に
、
こ
と
ば

は
「
物
語
」
を
生
む
の
だ
。
物
語
が
「
露
呈
す
る
唯
一
的
な
或
る
者

Jem
and

は
、
物
語
の
主
役
で
あ
る
」
（VA

: 231

）
。
こ
の
同
一
的
な
人

格
は
、
物
語
と
い
う
い
と
な
み
の
以
前
か
ら
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
こ
の
主
役
が
〈
誰
な
の
か
〉
は
、
物
語
ら
れ
る
も
の
と
い
う
媒
体
の

な
か
で
の
み
、
し
た
が
っ
て
事
後
的
に
、
掴
み
う
る
状
態
に
お
い
て
、

意
味
の
充
実
の
う
ち
に
呈
示
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
の
充
実
は
、
掴
み
が

た
い
逃
れ
や
す
さ
を
持
ち
な
が
ら
、
取
り
か
え
の
利
か
な
い
唯
一
性
を

も
つ
、
顕
現
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
顕
現
の
う
ち
で
、
人
格
が
、
活

動
と
語
り
を
と
お
し
て
共
同
世
界
に
た
い
し
て
現
前
す
る
」
（ibid.

）
。

こ
の
逃
れ
や
す
い
一
瞬
の
顕
現
と
は
、
活
動
に
よ
る
主
体
の
暴
露
を
指

し
て
い
る
。
一
瞬
一
瞬
の
顕
現
は
、
そ
れ
じ
た
い
唯
一
的
な
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
そ
の
顕
現
は
す
で
に
人
格
の
一
端
の
顕
現
で
は
あ
る
が
、

一
箇
の
人
格
全
体
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
に
は
、
物
語
と
な
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
る
。
「
或
る
者
が
誰
で
あ
る
の
か
、
な
い
し
は
誰
で
あ
っ

た
の
か
、
そ
れ
を
私
た
ち
が
経
験
し
う
る
の
は
、
か
れ
自
身
が
主
役
の

物
語
を
私
た
ち
が
聞
く
と
き
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
か
れ
の
伝
記

B
iographie

を
聞
く
と
き
だ
け
で
あ
る
〔
…
〕
」
（ibid.

）
。
活
動
の
そ

の
つ
ど
の
主
体
は
、
こ
と
ば
の
力
に
よ
っ
て
同
一
の
人
格
と
し
て
定
め

ら
れ
る
。
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
の
瞬
間
的
な
主
体
を
過
去
と
の
連
続
性
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の
な
か
に
置
き
、
物
語
に
お
い
て
こ
の
人
格
を
作
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
と
ば
は
一
方
で
物
語
の
主
役
と
し
て
の
人
格
を
定
立
し
、
他
方
で

出
来
事
を
有
意
味
な
も
の
と
し
て
、
意
味
連
関
の
う
ち
に
接
合
す
る
。

こ
こ
で
は
じ
め
て
理
解
な
る
も
の
も
ま
た
、
成
り
た
つ
。
だ
が
な
お
も
、

こ
の
よ
う
な
物
語
を
語
り
だ
す
の
は
〝
だ
れ
〞
な
の
か
と
い
う
問
い
が

残
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
活
動
者
じ
し
ん
で
は
あ
り
え
な
い
。

「
人
間
は
だ
れ
も
自
ら
の
人
生
を
『
成
型
し
』
え
な
い
。
あ
る
い
は
、

自
ら
の
人
生
の
物
語
を
生
産
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（VA

: 227

）
。
な

ぜ
な
ら
、
活
動
が
物
語
と
し
て
語
り
う
る
も
の
に
な
る
の
は
、
活
動
が

完
了
し
た
の
ち
で
あ
る
か
ら
だ
。
必
然
的
に
、
物
語
は
他
者
に
委
ね
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
こ
の
他
者
が
、
物
語
を
支
配
し
一
種
の
暴
力

を
揮
う
者
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
―
―
そ
の
可
能
性
を
否
定

し
さ
る
こ
と
は
本
稿
の
論
じ
た
か
ぎ
り
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
こ
の
他
者
の
存
在
は
、
人
格
や
出
来
事
が
物
語
と
し
て
世
界
に

残
さ
れ
る
こ
と
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
か
ら
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
物

語
は
、
そ
れ
が
真
実
を
逸
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
を

経
ず
し
て
は
、
け
っ
し
て
語
り
だ
さ
れ
え
な
い
。
物
語
を
い
か
に
〝
正

し
く
〞
語
り
だ
す
の
か
と
い
う
問
題
に
、
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
判

断
力
を
論
じ
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え

こ
の
課
題
は
、
判
断
力
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
あ
ら
た
め
て
考
察

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
概
念
が
も
つ
主
体
性
と
関
係
的
性
格

の
両
義
性
を
調
停
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
人
格
は
個
体
の
特
殊
な

あ
り
か
た
と
し
て
、
他
と
の
差
異
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

活
動
は
こ
の
差
異
を
産
出
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
活
動
は
主
体
と

関
係
を
同
時
に
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
〈
あ
い
だ
〉

こ
そ
、
活
動
が
も
つ
こ
の
特
殊
な
機
制
を
概
念
化
す
る
も
の
と
捉
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
活
動
＝
出
来
事
と
し
て
出
来
し
た
〈
あ
い
だ
〉
が
、
複
数

の
主
体
を
分
離
し
つ
つ
関
係
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
主
体
は
、
活
動
す

0

0

0

る
こ
と
を
担
う
主
体
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

出
来
す
る
。
他
方
こ
の
出
来
事
は
語
り
に

お
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
ま
た
活
動
の
主
体
は
時
間
的
な
連
続
性
に
お

い
て
同
一
者
（
人
格
）
と
し
て
定
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
析
出
さ
れ
た
〈
あ
い
だ
〉
に
基
づ
く
活
動
概
念
は
、

実
体
的
な
人
格
と
い
う
把
握
を
乗
り
こ
え
る
の
み
な
ら
ず
、
共
同
性
を

既
存
の
共
通
性
や
同
一
性
の
共
有
に
依
ら
ず
構
成
す
る
仕
組
み
を
も
概

念
化
し
た
。
〈
あ
い
だ
〉
は
、
人
種
や
概
念
と
い
っ
た
同
一
性
に
基
づ

く
必
要
が
な
い
。
活
動
に
お
け
る
諸
人
格
は
、
差
異
化
す
る
出
来
事
の

み
を
共
有
し
、
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

主
体
を
同
一
性
か
ら
解
き
放
つ
と
同
時
に
、
共
同
体
を
共
同
性
の
外
側

で
（
い
わ
ば
〝
共
同
性
な
き
共
同
体
〞
と
し
て
）
構
想
す
る
こ
と
に
成
功
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し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
果
た
し
た
共
同
体
を
め
ぐ

る
思
考
一
般
へ
の
貢
献
と
し
て
確
認
し
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

 

（
は
し
づ
め
・
た
い
き
／
倫
理
学
）

注（
1
） 

引
用
に
さ
い
し
て
は
略
号
を
も
ち
い
た
。
略
号
の
意
味
に
つ
い
て
は
参
考

文
献
を
参
照
。

（
2
） 

ア
ー
レ
ン
ト
は
『
活
動
的
生
』
で
三
つ
のT

ätigkeit, activity

を
分
析
し

て
い
る
。
こ
の
語
は
論
者
に
よ
っ
て
「
活
動
力
」
「
行
為
」
「
活
動
」
な
ど

と
訳
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
概
念
の
、
労
働
・
制
作
・
活
動
の
〝
類

概
念
〞
と
し
て
の
性
格
を
強
調
す
る
意
味
で
、
活
動
性
と
訳
す
。

（
3
） 

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
人
格
も
主
体
も
明
確
に
は
定
義
し
て
い
な
い
。
暫
定
的

に
規
定
し
て
お
く
な
ら
ば
、
主
体Subjekt

と
は
、
或
る
行
為
（
動
詞
）

の
主
語
と
し
て
活
動
の
瞬
間
に
顕
わ
に
な
る
者
で
あ
る
。
他
方
人
格
と
は
、

一
定
の
持
続
性
を
有
す
る
、
唯
一
性
を
も
っ
た
人
間
存
在
を
指
す
。
こ
の

区
別
お
よ
び
そ
の
意
味
は
、
行
論
の
な
か
で
も
明
ら
か
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。

（
4
） 

先
行
研
究
に
つ
い
て
詳
細
か
つ
包
括
的
な
記
述
で
あ
る
森
川
（2010: 

第

一
章
）
を
参
照
し
た
。

（
5
） 

川
崎
（2005: 346f.

）
や
、
伊
藤
（2001: 

第
二
章
第
二
節
）
、
森
川
（2010: 

第
一
章
第
一
節
㈠
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
6
） 

イ
ェ
ト
マ
ン
（Yeatm

an 2011

）
の
読
解
は
、
上
記
の
諸
読
解
と
は
異
な

る
途
を
取
っ
て
い
て
興
味
深
い
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い

て
個
体
性individuality

は
他
者
と
の
関
係relationship

の
な
か
で
し

か
成
立
し
な
い
。
個
体
の
あ
り
か
た
は
「
モ
ナ
ド
的
」
で
は
な
い
（ibid.: 

70

）
。
し
か
し
他
者
を
実
際
に
論
ず
る
段
に
な
る
と
、
「
唯
一
性
は
関
係
の

う
ち
に
の
み
現
わ
れ
う
る
。
つ
ま
り
は
、
一
者
の
唯
一
性
は
他
の
唯
一
的

な
存
在
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ
承
認
さ
れ
る
と
き
に
の
み
現
わ
れ
う
る
の

だ
」
（ibid.: 73f.

）
と
述
べ
、
他
者
の
「
所
与
性givenness

」
（ibid.: 

74

）
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
人
格
を
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
と
捉

え
た
点
は
評
価
で
き
る
が
、
こ
の
関
係
を
他
者
の
受
容
的
な
応
答
に
結
実

さ
せ
る
こ
と
で
、
個
体
に
先
行
し
て
存
在
す
る
他
者
の
存
在
論
的
性
格
は

手
つ
か
ず
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
。

（
7
） 「
同
種
性G

leichartigkeit

」
に
つ
い
て
は
、VA

: 213

を
参
照
。
こ
の
同

種
性
は
、
べ
つ
の
箇
所
で
は
〝
人
間
〞
と
い
う
種
的
な
同
一
性
と
さ
れ
て

い
る
（vgl. VA

: 272

）
。
だ
が
、
動
物
的
な
種
の
あ
り
か
た
が
、
直
截
政

治
的
な
関
係
を
生
み
だ
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
8
） 

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ
の
等
し
さ
が
な
に
に
基
づ
い
て
可
能
に
な
る
の
か
を

論
じ
な
い
。
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
が
、
こ
れ
が
、
各
個
体
の
唯
一
性
を
強

調
す
る
彼
女
の
理
論
の
な
か
に
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
難
問
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
す
ぐ
さ
ま
予
想
さ
れ
る
。

（
9
） 

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
『
活
動
的
生
』
で
は
他
性
と
差
異
を
区
別
し
て
い
る
が
、

本
質
的
な
区
別
で
は
な
く
、
『
精
神
の
生
』
で
は
「
他
性
（a

〔

マ

マ

〕

ltereitas

）
な

い
し
差
異
」
（LM

1: 183

）
と
述
べ
、
ふ
た
つ
を
ほ
と
ん
ど
同
義
に
扱
っ

て
い
る
。

（
10
） 「
地
球
の
成
立
、
地
球
上
の
有
機
的
生
命
の
成
立
、
動
物
種
の
進
化
か
ら

人
類
が
発
展
し
て
く
る
こ
と
」
（VA

: 216

）
と
い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

（
11
） 

ア
バ
ン
ス
ー
ル
（A

bensour 2001

）
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン

ト
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
政
治
哲
学

0

0

の
要
諦
を
哲
学
者
に
よ
る
他
の
人
び
と

の
支
配
と
見
な
し
、
み
ず
か
ら
の
政
治
理
論
を
そ
こ
か
ら
慎
重
に
区
別
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
支
配
を
政
治
の
本
来
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
め

な
い
。

（
12
） 
ブ
ラ
ウ
ン
（B

raun 1994: 171-175

）
は
こ
の
箇
所
に
か
ん
し
て
、
「
従

う
こ
と
」
は
よ
り
真
正
に
は
「
支
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、
従
う
者
の
イ
ニ
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シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
な
け
れ
ば
、
命
令
は
無
意
味
に
ひ
と
し
い
と
論
じ
る
。
が
、

「
従
う
」
と
い
う
要
素
を
残
存
さ
せ
た
ま
ま
で
は
「
命
令
」
の
要
素
も
残

存
す
る
こ
と
に
な
り
、
支
配
関
係
と
活
動
が
創
設
す
る
関
係
と
の
違
い
を

う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
13
） VA

: 54

に
お
い
て
「
行
な
いTaten

な
い
し
出
来
事E

reignisse

」
と
し

て
、
両
者
は
等
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
勝
義
の
出
来
事
は
、
人

間
の
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
稿
第
五
節
参
照
。

（
14
） 〈
あ
い
だ
〉
の
意
味
に
注
目
し
た
論
考
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
矢
野
（2002: 

50-63

）
。
さ
ら
に
ガ
ン
チ
ョ
ウ
（G

antschow
 2012: v.a.106

）
は
、
ア
ー

レ
ン
ト
哲
学
の
動
向
を
「
自
己
配
慮
か
ら
世
界
の
配
慮
へ
」
と
要
約
し
、「
あ

い
だ
の
存
在
」
と
い
う
概
念
に
新
た
な
規
定
を
与
え
た
と
指
摘
す
る
。

（
15
） 

関
係
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
形
式
が
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
ア
ー
レ
ン

ト
は
そ
の
よ
う
な
共
同
性
を
活
動
や
政
治
と
は
呼
ば
ず
、
社
会
と
呼
ぶ
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
論
に
お
け
る
以
下
の
記
述
を
参
照
。「
い

か
な
る
社
会
も
、
分
類classification
な
し
に
は
適
切
に
機
能
し
な
い
。

物
や
人
間
を
階
級
や
さ
だ
ま
っ
た
型
の
う
ち
に
配
置
す
る
こ
と
な
し
に
は
、

機
能
し
な
い
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
要
点
は
、
社
会
に
あ
っ
て
は
誰
し
も
じ

ぶ
ん
が
〈
な
に
か

0

0

0

〉
と
い
う
問
い
―
―
じ
ぶ
ん
が
〈
誰
か
〉
と
い
う
問
い

と
は
区
別
さ
れ
る
問
い
―
―
に
答
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

ひ
と
が
〈
な
に
か
〉
は
、
彼
の
役
割
や
機
能
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
答
え

は
む
ろ
ん
〝
私
は
唯
一
的
だ
〞
で
は
あ
り
え
な
い
」
（W

B
: 155

）
。

（
16
） む
ろ
ん
、
こ
の
新
た
な
関
係
の
創
設
は
、
既
存
の
関
係
が
ま
っ
た
く
存
在

し
な
い
場
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
人
び
と
は
偶
然
に
よ
っ
て
世

界
に
投ゲ

ヴ

ォ

ル

フ

ェ

ン

げ
込
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
存
立
し
て
い
る
人
間
世
界

に
、
人
び
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
事
象
の
関
係
の

編
み
目
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
の
活
動
や
語
り
に
先
行
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
新
来
者
が
語
り
を
通
し
て
暴
露
さ
れ
る
こ
と
も
、
活
動
が
は
じ
め
る

新
た
な
は
じ
ま
り
も
、
糸
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
あ
ら
か
じ
め

編
み
だ
さ
れ
て
い
た
模
様
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
る
」（VA

: 226

）
。
新
し

い
関
係
も
ま
た
、
こ
う
し
た
編
み
目
を
前
提
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
活
動
の
自
発
性
が
損
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
続
く

箇
所
に
は
こ
う
あ
る
。「
暴
露
す
る
こ
と
や
新
た
な
は
じ
ま
り
は
そ
れ
自
体
、

編
み
目
の
内
部
で
接
触
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
生
の
糸
を
触
発
す
る
こ
と
で
、

編
み
目
を
変
化
さ
せ
る
」
（ibid.

）
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
使
う
比
喩
に
乗
じ
る

な
ら
、
新
た
な
関
係
と
い
う
糸
の
色
は
、
既
存
の
編
み
目
の
模
様
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
し
い
糸
が
、
既
存
の
模
様
を
別

も
の
に
変
容
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
既
存
の
関
係
は
、
新
規
の
関
係
を
条
件

づ
け
て
は
い
る
が
、
因
果
的
に
絶
対
的
に
条
件
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
こ
に
は
自
発
性
の
余
地
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は

『
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
入
門
』
の
第
二
版
の
注
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
た
。

　

「
階
級
な
き
社
会
」
の
す
べ
て
の
成
員
が
今
後
彼
ら
に
良
い
と
思

わ
れ
る
も
の
を
す
べ
て
我
が
物
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
望
む
以
上
に
働
く
必
要
も
な
い
と
き
、
あ
る
観
点
か
ら
見
る

と
、
合
衆
国
は
す
で
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
「
共
産
主
義
」
の
最
終
段

階
に
到
達
し
て
い
た
と
す
ら
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
（
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
八
年
ま
で
の
間
に
）
合

衆
国
と
ソ
連
と
を
数
回
旅
行
し
比
較
し
て
み
た
結
果
、
私
は
ア
メ
リ

カ
人
が
豊
か
に
な
っ
た
中
国
人
や
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
人
の
よ
う
な
印
象
を

得
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
人
や
中
国
人
が
ま
だ
貧
乏
な
、

だ
が
急
速
に
豊
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
で
し
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
的
生
活
様
式

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（A
m

erican w
ay of life

）
は
ポ

ス
ト
歴
史
の
時
代
に
固
有
の
生
活
様
式
で
あ
り
、
合
衆
国
が
現
実
に

世
界
に
現
前
し
て
い
る
こ
と
は
、
人
類
全
体
の
「
永
遠
に
現
在
す
る
」

未
来
を
予
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
結
論
に
導
か
れ
て
い
っ
た

）
1
（

。

　

こ
の
注
を
書
い
た
後
に
、
ア
メ
リ
カ
的
な
「
歴
史
の
終
わ
り
」
に
お

い
て
人
間
が
動
物
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
レ
オ
・
シ
ュ

ト
ラ
ウ
ス
の
批
判
を
受
け
て
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
日
本
的
な
歴
史
の
終
わ

り
に
お
い
て
新
た
な
人
間
の
在
り
方
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
の
現
代
文
明
批
判
に
つ
い
て
は
よ
く
考
察
さ
れ
て
き
た
の
だ

〈
公
募
論
文
〉

贈
与
型
資
本
主
義
に
基
づ
い
た
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
国
家
論

【
合
衆
国
は
「
共
産
主
義
」
の
最
終
段
階
に
到
達
し
た
の
か
】

坂
井
礼
文
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が
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
と
っ
て
本
当
に
ア
メ
リ
カ
的
な
歴
史
の
終
わ
り
は

否
定
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
、
本
稿
で
問
い
直
し
て

み
た
い
。
ま
た
、
先
の
引
用
で
見
た
通
り
、
ア
メ
リ
カ
は
実
は
世
界
で

最
も
進
ん
だ
共
産
主
義
の
国
で
あ
り
、
長
期
的
に
は
ソ
連
も
ア
メ
リ
カ

も
同
一
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
と
、
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
は
予
言
し
た
が
、
彼
の
予
言
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
、

明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
国
こ
そ
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
構

想
し
た
「
普
遍
同
質
国
家
」
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
示

し
た
い
。

　

普
遍
同
質
国
家
と
は
何
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
講
義
の
中
で
、
す

で
に
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
真
理
へ
と
到
達
し
た
哲
学
者
で
あ
る
「
賢
者
は
、

必
然
的
に
普
遍
的

0

0

0

（
す
な
わ
ち
そ
れ
以
上
拡
大
不
可
能
な
）
で
同
質
的
な

0

0

0

0

（
す

な
わ
ち
そ
れ
以
上
変
貌
不
可
能
な
）
国
家
の
市
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
2
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
賢
者
と
は
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
で
哲
学
を
完

成
さ
せ
る
と
共
に
終
了
さ
せ
た
哲
学
者
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
そ
の

際
に
彼
は
理
念
の
次
元
で
歴
史
を
終
焉
さ
せ
る
と
共
に
、
現
実
の
次
元

で
も
歴
史
が
終
わ
る
こ
と
に
な
る
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
考
え
た
。
な
ぜ
な

ら
ば
、コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
と
っ
て
賢
者
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
法
の
哲
学
』

の
中
で
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
現
実
的
な
も
の
は
合
理
的
で
あ
り
、

合
理
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、コ
ジ
ェ
ー

ヴ
の
見
解
で
は
、
歴
史
の
終
焉
時
に
現
れ
る
国
家
こ
そ
が
普
遍
同
質
国

家
で
あ
る
。

　

な
ぜ
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
普
遍
同
質
国
家
と
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
と
考
え

る
に
至
っ
た
か
示
す
た
め
に
、
い
さ
さ
か
遠
回
り
に
な
る
よ
う
に
見
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
国
家
に

関
す
る
思
考
の
修
正
あ
る
い
は
変
化
を
考
察
す
べ
く
、
彼
が
カ
ー
ル
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
の
影
響
の
下
で
国
家
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
を
見
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
パ
リ
に
住
ん
で
い
た
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
に
よ
る
招
聘
を
受
け
、
一
九
五
七
年
一
月
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で

講
演
を
行
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
提
唱
す
る
ノ
モ
ス
の

観
念
を
め
ぐ
る
経
済
学
の
観
点
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
最

初
に
ノ
モ
ス
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
対
す
る
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
の
論
稿
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
国
家
を
め
ぐ
る
彼
の
思
想

を
解
明
し
た
い
。

一　
「
分
け
る
こ
と
」
を
含
蓄
す
る
ノ
モ
ス

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ノ
モ
ス
の
観
念
に
つ
い
て
、
『
陸
と
海
と
』
（
一
九
四

二
年
）
や
『
大
地
の
ノ
モ
ス
』
（
一
九
五
〇
年
）
、
「
取
得
、
分
配
、
生
産

―
―
あ
ら
ゆ
る
社
会
秩
序
お
よ
び
経
済
秩
序
の
根
本
問
題
を
ノ
モ
ス
か

ら
正
確
化
す
る
一
つ
の
試
み
」
（
一
九
五
三
年
、
未
邦
訳

）
3
（

）
の
中
で
考
察

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
観
念
は
当
時
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
中
心
的
な

関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
一
九
五
三
年
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル

に
お
い
て
、
取
得
、
分
配
、
生
産
の
三
語
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
シ
ュ
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ミ
ッ
ト
が
こ
の
三
つ
の
観
念
は
全
て
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ノ
モ
ス
」

（νόμος
）
に
対
応
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
に
よ
る
、
ノ
モ
ス
の
語
源
学
的
意
味
を
め
ぐ
る
議
論
は
や
や
信

憑
性
に
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も

突
飛
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
一
年
前
の
一
九
五
二
年

に
は
、
ス
イ
ス
の
古
典
文
献
学
者
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ハ
イ
ニ
マ
ン
が
著

書
『
ノ
モ
ス
と
ピ
ュ
シ
ス
』
の
中
で
、
「
ノ
モ
ス
」
の
語
源
的
考
察
を

し
て
お
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
名
詞
ノ
モ
ス
は
動
詞
ネ
メ
イ
ン
か
ら
派
生

し
た
か
ら
で
あ
る
。
ネ
メ
イ
ン
の
他
動
詞
的
意
味
と
し
て
、
「
分
け
る
」

（
「
分
配
す
る
」
、
「
割
り
当
て
る
」
）
及
び
「
放
牧
す
る
」
（
お
そ
ら
く
は
「
牧

場
と
し
て
家
畜
に
割
り
当
て
る
」
）
が
あ
る
と
さ
れ
る

）
4
（

。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は

一
九
五
五
年
五
月
二
八
日
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、『
陸

と
海
と
』
を
大
き
な
喜
び
を
覚
え
な
が
ら
読
ん
だ
と
述
べ
る
。
こ
の
本

に
加
え
て
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
「
取
得
、
分
配
、
生
産
」
を
参
照
に
し
な
が

ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
を
敷
衍
し
な
が
ら
、
自
ら
の
意
見
を
展
開
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
本
稿
の
後
半
で
取
り
扱
い
た
い
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
法
学
者
た
ち
の
間
で
、
ノ
モ
ス
は
ピ
ュ
シ

ス
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
法
律
（G

esetz

）
、
支

配
（R

egierung

）
、
規
範
（N

orm

）
な
ど
の
意
味
で
あ
る
と
し
ば
し
ば

思
わ
れ
て
い
る

）
5
（

。
こ
れ
は
本
来
的
な
用
法
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、
こ
の

逸
脱
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
彼
ら
は
法
律
実
証
主

義
に
則
り
な
が
ら
、
ノ
モ
ス
の
意
味
を
単
な
る
制
定
化
及
び
規
範
へ
と

矮
小
化
し
て
し
ま
っ
た

）
6
（

。
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
が
登
場
し
た
後
、
ア
レ
キ

サ
ン
ダ
ー
大
王
が
神
と
し
て
崇
め
奉
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
支
配
者
の
制

定
す
る
掟
が
ノ
モ
ス
で
あ
る
と
さ
れ
て
以
来
、
単
な
る
定
め
（T

hesis

）

と
ノ
モ
ス
と
を
区
別
し
な
い
慣
習
が
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
、
と

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
指
摘
す
る

）
7
（

。
ひ
い
て
は
、
法
律
は
処
分
な
い
し
命
令
と

同
一
視
さ
れ
る
事
態
に
陥
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
彼
に
し
て
み
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
ノ
モ
ス
の
用
法
は
完
全
な
誤
用
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

本
来
ノ
モ
ス
は
大
地
の
取
得
に
関
わ
る
権
利
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
か

ら
で
あ
る
。

　

ノ
モ
ス
と
は
、
以
降
に
続
く
す
べ
て
の
基
準
を
基
礎
づ
け
る
最
初

の
測
定
（M

essung

）
に
つ
い
て
の
、
最
初
の
ラ
ウ
ム
分
割
と
し
て

の
最
初
の
陸
地
取
得
（Landnahm

e

）
に
つ
い
て
の
、
ま
た
根
源
的

分
割
（U

r-Teilung

、U
r-Verteilung

）
に
つ
い
て
の
、
ギ
リ
シ
ャ
語

な
の
で
あ
る

）
8
（

。

　

こ
こ
で
い
う
ラ
ウ
ム
（R

aum

）
と
は
、
空
間
及
び
領
域
を
意
味
す

る
ド
イ
ツ
語
の
単
語
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
土
地
の
所
有
と
、
そ

こ
か
ら
得
ら
れ
る
生
産
物
を
め
ぐ
る
権
利
が
、
近
代
の
思
想
家
た
ち
に

と
っ
て
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る 

（N
T

W
 

493-4

）
。

　

そ
し
て
、
ノ
モ
ス
に
は
取
得
に
加
え
て
、
分
配
及
び
生
産
す
る
と
い
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う
意
味
が
あ
っ
た
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
述
べ
る
。
人
々
は
土
地
を
耕
す
こ

と
で
農
作
物
を
生
産
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
分
け
前
を
誰
に
ど
う

分
配
す
る
か
と
い
う
の
は
、
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
、
き
わ
め
て
重
要

な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
、
工
業
が
始
ま
っ
て
か
ら
も
何
ら
変
わ

る
と
こ
ろ
が
な
く
、
現
在
に
至
る
ま
で
連
綿
と
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に

は
、
こ
の
土
地
の
所
有
を
め
ぐ
る
対
立
が
戦
争
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
、

歴
史
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の

よ
う
な
戦
争
を
禁
止
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
限
定
す
る
こ
と
を
法
秩
序

の
目
的
と
す
る
こ
と
で
事
足
り
る
と
考
え
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
殲
滅
戦

を
防
ぐ
こ
と
を
目
標
と
し
た
こ
と
は
、
今
か
ら
す
れ
ば
素
朴
な
発
想
で

あ
る
。
当
然
、
近
代
に
お
け
る
総
力
戦
は
殲
滅
戦
へ
と
至
る
可
能
性
が

あ
り
、
核
戦
争
が
起
き
れ
ば
相
互
を
殲
滅
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
て
戦
争
を
限
定
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
と

い
う
、
過
去
に
存
在
し
て
い
た
国
際
法
を
懐
か
し
み
な
が
ら
、
相
手
の

国
を
正
し
い
敵
と
し
て
認
識
で
き
る
か
否
か
と
い
う
正
戦
論
を
論
じ
た

の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
が
成
立
す
る
以
前
に
は
、
ラ
ウ
ム
秩
序

が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
戦
争
は
恣
意
的
に
次
々
と
起
こ
り
、
歯
止
め
が

効
か
な
か
っ
た
。
二
十
世
紀
に
お
い
て
、
ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
の
台
頭
に

よ
り
、
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
だ
け
で
は
対
処
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
遺
憾
の
意
を
表
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
と
、
ノ
モ
ス
の
語
源
的
意
味

と
は
無
関
係
で
は
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

ノ
モ
ス
と
い
う
言
葉
の
中
に
存
す
る
垣
で
囲
む
こ
と
（E

infriedung

）
、

保
護
限
定
す
る
こ
と
（H

egung

）
、
宗
教
的
に
場
所
確
定
す
る
こ
と

（sakrale O
rtung

）

は
、
ま
さ
に
分
割
し
区
別
す

る
諸
体
制

（einteilende und unterscheidende O
rdnungen

）
を
表
現
し
て
い

る
）
9
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ノ
モ
ス
の
語
源
的
意
味
の
中
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法

で
形
作
ら
れ
る
諸
国
民
国
家
に
基
づ
く
体
制
の
萌
芽
が
す
で
に
見
ら
れ

る
こ
と
こ
そ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
発
見
し
た
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
体
制
が
い
か
に
し
て
維
持
さ
れ
る
か
が
、
い
つ
の
時
代
に
も
ど
の

場
所
で
も
争
点
と
な
る
。
特
に
生
産
力
が
向
上
し
た
近
代
に
お
い
て
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
必
要
以
上
に
財
が
あ
る
時
に
は
、
取
得
に
関
わ
る
権

限
だ
け
が
政
治
経
済
に
お
け
る
基
本
的
要
件
な
の
で
は
な
く
、
分
配
に

も
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
視
点
を
移
す
こ
と
は
、
倫

理
的
要
請
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
論
理
的
必
然
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
「
分
け
る
こ
と
」
は
、
日
本
語
で
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
単

に
「
分
割
」
だ
け
で
は
な
く
「
分
配
」
な
い
し
「
共
有
」
と
い
う
意
味

を
す
で
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
英
語
のshare

、
フ
ラ
ン
ス

語
のpartager

、
そ
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
先
の
論
文
「
取
得
、
分
配
、

生
産N

ehm
en / Teilen / W

eiden

」
の
タ
イ
ト
ル
の
中
で
も
用
い
た
、

ド
イ
ツ
語
のteilen

に
関
し
て
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
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シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
考
え
で
は
、
社
会
主
義
も
、
古
典
的
経
済
学
を
信
奉

す
る
自
由
主
義
も
、
分
配
と
い
う
同
様
の
問
題
意
識
を
抱
え
て
い
た
。

社
会
主
義
は
不
平
等
の
是
正
の
た
め
に
、
再
分
配
の
教
義
を
説
く
も
の

で
あ
る
。
自
由
主
義
は
生
産
と
消
費
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共

有
と
分
配
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
で
は
、
過
去
の

社
会
主
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
空
想
的
社
会
主
義
者
と

さ
れ
る
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
は
、
生
産
が
飛
躍
的
に
増
大
す
る
こ
と

で
、
共
有
の
問
題
は
消
失
す
る
と
考
え
た
。
フ
ー
リ
エ
に
対
し
て
批
判

的
態
度
を
取
っ
た
マ
ル
ク
ス
が
根
拠
に
置
い
た
の
は
、
倫
理
的
議
論
で

は
な
く
、
歴
史
的
か
つ
哲
学
的
な
弁
証
法
で
あ
る
。
工
業
の
勃
興
を
目

の
当
た
り
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
生
産
が
際
限
な
く
増
え
続
け
る
こ
と

を
予
測
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
社
会
秩
序
は
、
財
の
分

配
に
対
し
て
前
向
き
な
態
度
を
示
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
崩
壊

へ
の
道
を
辿
る
と
彼
は
考
え
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
た
ち
は
、
共
有
と
再
分

配
と
い
う
事
項
を
先
送
り
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
帝
国

主
義
的
世
界
に
お
い
て
追
求
し
た
の
は
、
工
業
に
お
け
る
生
産
手
段
を

独
り
占
め
す
る
と
い
う
悪
行
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
か
ら
暴
力
的
に
搾
取
す
る
過
程
の
こ
と
を
、

次
の
よ
う
に
「
工
業

0

0

―
取
得

0

0

」
（Industrie-N

ahm
e

）
と
形
容
し
な
が
ら
、

手
厳
し
く
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
「
産
業
革
命
以
前
の
時
代
に
特
有
で

あ
っ
た
、
古
代
の
略
奪
及
び
原
始
的
な
土
地
の
取
得
の
権
利
は
今
や
生

産
手
段
全
体
の
独
占
、
現
代
の
巨
大
な
「
工
業

0

0

―
取
得

0

0

」
に
引
き
継
が

れ
て
い
る
」
（N
T

W
 499

）
。
産
業
革
命
以
前
の
時
代
に
は
、
農
民
た
ち

は
土
地
を
独
立
し
て
所
有
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
彼
ら

が
土
地
を
耕
す
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
収
穫
を
税
と
し
て
厳
し
く
取
り
立

て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
似
た
よ
う
な
状
況
に

置
か
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
世
界
の
歴
史
に
お
い
て
、
ノ
モ
ス
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
（
す
な
わ
ち
取
得
、
生
産
、
分
配
）
を
め
ぐ
る
価
値
と
秩
序
の
並
べ

替
え
が
、
そ
の
度
ご
と
に
変
容
し
て
き
た
。
世
界
の
統
合
を
目
指
す
う

え
で
、
取
得
か
ら
共
有
へ
と
問
題
を
還
元
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
述
べ
て
は
い
る
。
取
得
が
独
占
さ
れ
る
こ
と
は
、
道
徳

に
反
し
て
お
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
観
点
か
ら
し
て
も
誤
り
で
あ
っ
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。

　

以
上
の
主
張
が
な
さ
れ
る
前
、
一
九
三
九
年
の
時
点
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
乗
り
越
え
つ
つ
も
普
遍
主
義
に
も
加
担
せ
ず
、

そ
の
手
で
「
空
間
革
命
」
を
起
こ
す
べ
く
広
域
（G

roßraum

）
理
論

を
構
築
し
て
い
た

）
10
（

。
こ
の
理
論
は
、
東
欧
方
面
へ
と
国
家
の
拡
大
を
図

る
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
都
合
が
良
か
っ
た
も
の
の

）
11
（

、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
ド
イ
ツ
民
族
に
と
っ
て
の
生
存
圏
の
拡
張
に
は
反
対
し
て
い
た
。
彼

の
理
論
は
人
種
主
義
的
な
支
え
を
欠
い
て
い
た
た
め
に
、
ナ
チ
ス
か
ら

次
第
に
退
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
一
九
五

〇
年
代
当
時
、
彼
が
世
界
を
統
一
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
理
想
に
置

い
て
い
た
と
は
考
え
難
く
、
そ
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
た
の
は
多
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元
主
義
的
世
界
観
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
一
九
六
〇
年
代

の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
国
家
に
抗
す
る
個
人
の
存
在
様
式
を
捉
え
る
べ
く
、

パ
ル
チ
ザ
ン
の
理
論
へ
と
、
そ
の
関
心
を
向
け
て
い
く
。

二　

略
奪
型
植
民
地
主
義
の
克
服

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
文
「
取
得
、
分
配
、
生
産
」
及
び
ノ
モ
ス
に
関
す

る
著
作
を
読
ん
だ
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
そ
の
内
容
に
基
づ
い
て
、
冒
頭
で

取
り
上
げ
た
一
九
五
七
年
の
講
演
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
点
に
お
け
る
植

民
地
主
義K

olonialism
us in europäischer Sicht

」
を
行
う
。
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
に
は
講
演
の
内
容
を
ド
イ
ツ
で
出
版
す
る
権
利
が
な
か
っ
た

た
め
、
彼
は
内
容
を
一
部
削
除
及
び
改
変
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
版

Le C
olonialism

e dans une perspective européenne

を
作
成
し
、

そ
れ
を
何
人
か
の
友
人
に
配
布
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
、
前
半

が
「
資
本
主
義
及
び
社
会
主
義
、
マ
ル
ク
ス
は
神
で
あ
り
、
フ
ォ
ー
ド

は
そ
の
預
言
者
で
あ
るC

apitalism
e et socialism

e, M
arx est 

D
ieu, Ford est son prophète

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
編
集
者
の
手

に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
、C

om
m

entaire

誌
に
一
九
八
〇
年
に
掲
載
さ
れ

た
。
後
半
は
、
「
植
民
地
主
義
か
ら
与
え
る
資
本
主
義
へD

u 

colonialism
e au capitalism

e donnant

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
編

集
者
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
う
え
で
、
一
九
九
九
年
に
同
じ
く

C
om

m
entaire

誌
に
掲
載
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
語
版
は
一
九
九
八
年
に

Schm
ittiana

と
い
う
本
に
収
録
さ
れ
た
。
日
本
語
訳
は
未
だ
に
出
版

さ
れ
て
い
な
い
。

　

講
演
が
行
わ
れ
た
当
時
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
大
学
の
教
師
の
職
を
離
れ

て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
下
で
官
僚
と
し
て
働
い
て
い
た
。
こ
の
ド
イ
ツ

で
の
講
演
に
お
い
て
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
見
解
を
語
る
の
で
は
な

く
、
個
人
的
な
意
見
を
述
べ
る
と
自
ら
断
っ
て
い
る
が
、
下
で
見
る
よ

う
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
が
足
並
み
を
揃
え
た
政
策
を
取
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
彼
の
見
解
に
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
意
向
が
見
え
隠
れ
し
て

い
る
。

　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
こ
こ
で
提
唱
す
る
の
は
、
略
奪
型
植
民
地
主
義
を
廃

棄
し
て
、
贈
与
型
資
本
主
義
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗

主
国
は
植
民
地
か
ら
略
奪
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
の
で
は
な
く
、
贈
与

に
主
眼
を
置
い
た
政
策
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
考
え

た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
れ
ば
、
贈
与
（don, G

eben

）
の
語
で
は
な
く
、

分
配
（partage, Teilen

）
と
い
う
語
を
用
い
る
が
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
分

配
と
い
う
言
葉
に
は
贈
与
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
考
え
を
批
判
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
る

）
12
（

。
今
日
に
お
い

て
分
配
が
重
要
と
な
っ
た
理
由
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

物0

が
す
で
に
取
得
さ
れ
た
時
、
も
し
消
費
す
る

0

0

0

0

た
め
に
何
人
か
が
別
の

人
た
ち
に
与
え
る

0

0

0

と
す
れ
ば
、
分
配
す
る

0

0

0

0partager

あ
る
い
は
配
分

す
るrépartir
〔
ド
イ
ツ
語
で
はverteilen

と
一
語
で
記
さ
れ
て
い
る
〕
、

こ
と
し
か
で
き
な
い
」
（D

C
 562 / K

eS 136

）
。
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で
は
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
問
題
視
す
る
、
略
奪
型
植
民
地
主
義
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
が
帝
国
主
義
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
加
え
、
略
奪
型
植
民
地
主
義
が
古
い
タ
イ
プ

の
資
本
主
義
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
彼
は
考
え
る
。
古
い
タ

イ
プ
の
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
植
民
地
か
ら
収
奪
す
る
こ
と
が
前
提

に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
平
等
の
理
念
に
基
づ
い
て
樹
立
さ
れ
た
フ
ラ
ン

ス
の
よ
う
な
先
進
国
で
、
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
先

進
国
が
主
人
と
し
て
発
展
途
上
国
を
奴
隷
扱
い
し
た
の
で
は
、
倫
理
的

に
問
題
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
歴
史
の
必
然
」
に
反
す
る
。

三　

マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
フ
ォ
ー
ド

　

と
こ
ろ
で
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
彼
が
マ
ル
ク
ス
経

由
で
ヘ
ー
ゲ
ル
を
政
治
哲
学
的
観
点
か
ら
読
ん
だ
こ
と
に
限
定
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
点
に
お
け
る
植
民
地
主

義
」
に
お
い
て
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
を
引
き
合

い
に
出
し
て
い
る
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
よ
る
と
、
「
マ
ル
ク
ス
は
理
論
的

に
間
違
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
正
し
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
予
想

に
関
し
て
間
違
え
て
い
た

）
13
（

」
と
い
う
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
自
家
撞
着
に

陥
っ
た
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
ど
の
よ
う
な
意
味

で
そ
う
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

マ
ル
ク
ス
が
生
き
て
い
た
時
代
の
資
本
主
義
は
、
確
か
に
マ
ル
ク
ス

の
解
析
し
た
通
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
彼
は
正
し
か
っ
た
。

資
本
主
義
に
は
以
下
の
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
資
本
主
義
経

済
は
高
度
に
工
業
化
し
た
経
済
で
あ
る
。
現
在
か
ら
し
て
も
、
こ
の
こ

と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
第
二
に
、
工
業
生

産
の
手
段
は
労
働
に
直
接
従
事
し
な
い
一
部
の
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
い

わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

一
部
の
資
本
家
た
ち
は
自
ら
額
に
汗
す
る
こ
と
な
く
、
労
働
者
た
ち
を

使
う
こ
と
で
利
益
を
得
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
当
時
の
労
使
関
係
を
鑑

み
れ
ば
至
極
当
然
の
話
で
あ
る
。
第
三
に
、
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
に

お
い
て
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
生
産
の
合
理
化
の
恩
恵
を
蒙
る
こ

と
は
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
指
摘
す
る
古
い
資
本
主
義

の
最
た
る
特
質
で
あ
る
。
一
部
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
収
入
が
年
々
増

え
た
と
こ
ろ
で
、
全
体
で
見
れ
ば
国
民
の
生
活
水
準
が
向
上
す
る
と
は

言
え
な
い
。
資
本
家
た
ち
の
生
活
レ
ベ
ル
は
す
で
に
限
界
に
達
し
て
お

り
、
剰
余
価
値
は
貧
し
い
者
た
ち
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
次
な

る
投
資
へ
向
か
う
だ
け
で
あ
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
た
。
そ
の
結
果
、

資
本
家
と
労
働
者
と
の
収
入
の
差
は
広
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。
「
均
衡

の
決
壊
は
し
た
が
っ
て
、
早
か
れ
遅
か
れ
必
然
的
に
起
き
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
不
均
衡
は
人
が
ま
さ
に
社
会
革
命
と
呼
ぶ
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
（C

S 136 / K
eS 127

）
。
そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
及

び
十
九
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
は
、
富
め
る
者
た
ち
と
貧
し
い
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者
た
ち
と
の
間
の
格
差
を
解
消
す
る
べ
く
、
社
会
革
命
が
歴
史
の
必
然

で
あ
る
と
声
高
に
唱
え
た
。
し
か
し
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
意
見
で
は
、
資

本
主
義
は
二
十
世
紀
に
お
い
て
革
命
と
い
う
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、

マ
ル
ク
ス
が
示
し
て
い
た
方
向
性
に
沿
っ
て
、
平
和
的
か
つ
民
主
的
な

形
で
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
な
る
（C

S 136 / K
eS 128

）
。

　

で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
な
ぜ
間
違
え
て
い
た
の
か
。
第
一
に
、
資
本
主

義
が
彼
の
時
代
す
で
に
実
は
彼
の
言
っ
た
通
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第

二
に
、
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
内
的
矛
盾
を
解
消
し
て
く
れ
た
。
マ
ル

ク
ス
は
格
差
問
題
と
い
う
資
本
主
義
の
抱
え
る
不
合
理
が
解
決
さ
れ
な

い
限
り
内
部
崩
壊
を
行
う
た
め
、
資
本
主
義
の
発
展
の
た
め
に
は
、
剰

余
価
値
が
少
数
派
の
資
本
家
及
び
多
数
派
の
労
働
者
の
両
者
に
分
配
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
が
、
最
終
的
に
は
彼
の
言
う
通
り

に
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
労
働
者
の
利
益
の
確
保
が
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
見
事
に
実
現
さ
れ
た
。
そ
れ
を
行
っ
た
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
こ
そ

フ
ォ
ー
ド
で
あ
る
。
工
場
で
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ヤ
ー
式
の
生
産
体
制
を

敷
く
こ
と
で
、
効
率
的
に
自
動
車
を
生
産
さ
せ
た
フ
ォ
ー
ド
は
、
八
五

〇
ド
ル
と
い
う
低
価
格
の
T
型
フ
ォ
ー
ド
を
販
売
し
た
。
そ
れ
が
成
功

を
収
め
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ォ
ー
ド
の
手
法

が
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
と
っ
て
新
し
い
の
は
、
単
調
で
は
あ
る
が
合
理
的
な

生
産
様
式
を
用
い
る
こ
と
で
、
車
の
大
量
生
産
を
可
能
に
し
た
こ
と
で

は
な
い
。

　

そ
う
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ド
の
手
法
の
ど
の
よ
う
な
点
が

画
期
的
で
あ
っ
た
か
。
自
動
車
王
フ
ォ
ー
ド
は
従
業
員
に
対
し
て
、
一

日
あ
た
り
五
ド
ル
と
い
う
、
当
時
の
貨
幣
価
値
で
は
相
対
的
に
高
給
を

与
え
、
一
日
の
労
働
時
間
を
八
時
間
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
業
員
の

士
気
を
高
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
購
買
力
を
も
向
上
さ
せ
た
。
栗
木
安

延
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ド
社
に
お
け
る
賃
金
の
引
き
上
げ
は
、
労
働
者

側
の
要
求
に
応
え
る
形
で
は
な
く
、
企
業
経
営
者
側
の
一
方
的
な
決
定

に
よ
り
実
行
さ
れ
た

）
14
（

。
フ
ォ
ー
ド
の
意
図
と
し
て
は
、
そ
の
こ
と
に
よ

り
、
単
純
作
業
に
起
因
す
る
苦
痛
を
軽
減
し
、
そ
し
て
ま
た
、
よ
り
多

く
の
者
が
車
を
買
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
従
業
員
へ
の
支
払
い
額
を
高
め
に
設
定
し
た
点
で
フ
ォ
ー

ド
の
手
法
は
画
期
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
お
か
げ
で
、
資
本
家
が
剰
余

価
値
を
独
占
す
る
の
で
は
な
く
、
分
配
す
る
こ
と
が
実
現
さ
れ
た
点
も

画
期
的
で
あ
る
と
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
意
見
を
敷
衍
し
て
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。
フ
ォ
ー
ド
の
功
績
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
型
の
資
本
主
義
は
現

在
で
も
多
く
の
国
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
社
会
主
義
は
駆
逐
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

フ
ォ
ー
ド
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
後
に
ナ
チ

ス
が
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
を
採
用
す
る
こ
と
で
「
成
功
」
を
収
め
、
ま
た

フ
ォ
ー
ド
が
ナ
チ
ス
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
考
え
の
根
底

に
国
家
社
会
主
義
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
そ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
側
面

に
は
触
れ
ず
に
、
自
ら
の
理
論
に
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
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側
面
を
巧
み
に
組
み
込
も
う
と
し
た
。
ま
さ
に
そ
こ
に
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ

が
後
に
ア
メ
リ
カ
的
な
歴
史
の
終
わ
り
の
在
り
方
に
つ
い
て
意
見
修
正

を
行
う
こ
と
に
な
る
要
因
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
議
論
を
さ
ら
に
追
っ
て
い
こ
う
。
フ
ォ
ー
ド
は
意
図

せ
ず
し
て
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
構
想
す
る
同
質
国
家
の
実
現
に
一
役
買
っ

た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ド
の
み
な
ら
ず
、
別
の
資
本
家
た
ち
も
同
様
の

行
為
を
行
っ
た
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
逆
説
的
な
表
現
を
引
用
し
よ
う
。

　

資
本
家
た
ち
は
、
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
本
の
出
版
の
た
め
に
融

資
し
た
。
彼
ら
は
、
若
い
頃
に
自
分
た
ち
で
も
時
折
そ
の
本
を
読
ん

で
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
行
っ
た
こ
と

は
、
彼
ら
が
読
ん
で
い
た
も
の
と
は
正
反
対
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
（C

S 137 / K
eS 128

）

　

資
本
家
た
ち
の
行
動
は
、
実
は
そ
の
意
図
に
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主

義
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
、

マ
ル
ク
ス
の
指
摘
し
た
問
題
点
の
改
善
を
行
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
い
わ
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
的
資
本
主
義

と
い
う
べ
き
、
矛
盾
し
て
い
る
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
発
想
に

至
っ
た
が
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
的
な
歴
史
の
終
わ
り
を
確
認
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
意
見
で
は
、
彼
の
時
代
の
資
本
主
義
は

ア
メ
リ
カ
で
マ
ル
ク
ス
主
義
革
命
を
経
験
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
歴
史

が
終
焉
し
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
連
も
ア
メ
リ

カ
も
同
一
の
方
向
に
進
ん
で
い
た
こ
と
に
い
ず
れ
気
が
つ
く
こ
と
に
な

る
と
、
彼
は
予
言
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
古
典
的
資
本

主
義
と
社
会
主
義
を
同
一
視
す
る
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、
ア
メ
リ

カ
的
で
な
い
古
典
的
資
本
主
義
に
お
い
て
貧
富
の
差
は
拡
大
す
る
ば
か

り
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
主
義
経
済
に
お
い
て
も
全
く
同
様
だ
か
ら
で

あ
る
。
彼
が
言
う
に
は
、
古
い
タ
イ
プ
の
資
本
主
義
が
現
在
で
も
残
っ

て
い
る
の
は
ソ
連
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

　

今
日
に
お
い
て
事
実
上
、
こ
の
古
典
的
な
資
本
主
義
は
ソ
連
を
別

に
す
れ
ば
、
高
度
に
工
業
が
発
展
し
た
、
い
か
な
る
国
に
お
い
て
も

存
在
し
て
い
な
い
。
ソ
連
は
「
社
会
主
義
」
を
自
称
し
て
は
い
る
が
、

そ
こ
で
は
一
方
で
「
警
察
型
の

0

0

0

0policiers, polizeilichen

」
、
他
方
で

「
革
命
型
の

0

0

0

0révolutionnaires, revolutionëren

」
社
会
的
―
政
治

的
症
状
が
現
在
見
ら
れ
、
そ
の
症
状
は
前
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資

本
主
義
が
見
せ
た
症
状
と
あ
ら
ゆ
る
点
で
類
似
し
て
い
る
。

 

（C
S 137 / K

eS 129

）

　

ソ
連
は
暴
力
を
伴
っ
た
革
命
に
よ
り
成
立
し
（
「
革
命
型
の

0

0

0

0

」
症
状
）
、

そ
こ
で
は
警
察
が
治
安
維
持
の
た
め
に
絶
大
な
力
を
持
っ
て
い
る
（
「
警0

察
型
の

0

0

0

」
症
状
）
。
こ
の
国
に
お
い
て
は
、
大
衆
に
対
し
て
な
る
べ
く

少
な
く
与
え
る
こ
と
が
最
も
重
視
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
生
活
は
一
向
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に
良
く
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
体
制
そ
の
も
の
が
行
き
詰
ま
り
を
迎
え

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
買
い
手
は
大
衆
の
側
で
あ
り
、
彼
ら
が
貧
し
け
れ

ば
、
売
り
手
の
側
も
生
産
を
続
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
し
ま
う
。

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
自
身
が
あ
え
て
口
語
調
で
述
べ
た
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。
「
貧
し
い
顧
客
は
悪
い
顧
客
で
あ
る
。
そ
し
て
、
会

社
の
大
多
数
の
顧
客
が
貧
し
い
、
す
な
わ
ち
悪
い
顧
客
で
あ
れ
ば
、
会

社
そ
の
も
の
も
悪
い
会
社
で
あ
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
あ
ま
り

安
定
し
た
会
社
で
は
な
い
」
（D

C
 560 / K

eS 132

）
。

　

し
た
が
っ
て
、
古
典
的
資
本
主
義
に
せ
よ
、
社
会
主
義
に
せ
よ
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
国
家
が
採
用
す
べ
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
と

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
目
に
は
映
っ
て
い
た
。
こ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に

は
、
フ
ォ
ー
ド
流
の
新
し
い
資
本
主
義
、
す
な
わ
ち
資
本
を
投
下
す
る

こ
と
で
得
ら
れ
た
剰
余
価
値
を
従
業
員
全
体
へ
と
再
分
配
す
る
よ
う
な

資
本
主
義
的
制
度
を
導
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
し

た
が
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
資
本
主
義
に
対
す
る
指
摘
そ
の
も
の
は
正
し

か
っ
た
も
の
の
、
資
本
主
義
に
は
、
自
ら
の
形
態
を
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
た
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
流
の
共
産
主
義
へ
と
移
行
す
る
必
要
な
ど

な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
意
見
で
は
、
資
本
主
義
は
早
晩
、
閉
塞
状
況

に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
搾
取
さ
れ

る
側
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
い
う
搾
取
す
る
側
と
の
闘
争
が
続
く
限
り
、

不
可
避
的
な
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
高
度
に
工
業
が
発
展

し
た
国
々
に
お
い
て
は
ロ
シ
ア
と
い
う
例
外
を
除
き
、
マ
ル
ク
ス
の
言

う
意
味
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
存
在
し
な
い
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
考

え
て
い
た
こ
と
が
先
の
引
用
か
ら
読
み
取
れ
る
。
工
業
国
家
の
中
で
ロ

シ
ア
に
お
い
て
の
み
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
残
存
し
て
い
る
と
い
う

彼
の
意
見
は
皮
肉
に
満
ち
て
い
る
。
た
だ
し
、
世
界
中
で
見
る
と
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
存
在
し
て
い
た
た
め
、
今
後
と
も
階
級
闘
争
が
続
く

可
能
性
が
あ
っ
た
よ
う
に
我
々
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
世
界
中

で
新
し
い
タ
イ
プ
の
資
本
主
義
の
考
え
に
基
づ
い
た
制
度
を
広
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

四　

贈
与
型
資
本
主
義
の
実
現
方
法

　

総
じ
て
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
資
本
主
義
を
導
入
す
る
べ
く
、

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
フ
ォ
ー
ド
が
行
っ
た
よ
う
に
、
贈
与
型
資
本
主
義
を
実

施
す
る
こ
と
で
一
九
五
〇
年
代
当
時
の
格
差
の
問
題
を
解
消
で
き
る
と

考
え
た
。
彼
が
こ
の
講
演
を
行
っ
た
当
時
、
生
産
の
手
段
を
独
占
し
て

い
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
及
び
ア
ジ

ア
は
貧
し
く
な
る
一
方
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
剰
余
価
値
が
分
配
さ

れ
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
中
で
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
及
び
ア

ジ
ア
が
そ
の
恩
恵
に
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
い
つ
ま
で

経
っ
て
も
現
状
を
打
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
剰
余
価
値
が
い
か
に
し
て
投
資
さ
れ
る
か
に
応
じ
て
、

「
古
い
資
本
主
義
」
、
社
会
主
義
及
び
植
民
地
主
義
の
性
質
を
区
別
し
て
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い
る
（D

C
 559 / K

eS 131

）
。
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
典
型
例
と

す
る
古
い
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
た
国
で
は
、
剰
余
価

値
は
個
人
の
手
に
よ
っ
て
投
資
さ
れ
る
が
、
社
会
主
義
国
で
は
、
そ
れ

は
国
家
、
す
な
わ
ち
官
僚
に
よ
っ
て
投
資
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
植
民
地

と
さ
れ
た
国
で
は
、
資
本
主
義
国
同
様
に
、
国
家
で
は
な
く
個
人
に
よ

り
投
資
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
国
内
で
は
な
く
国
外
か
ら
な
さ
れ
る

と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
考
え
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

理
論
に
お
い
て
剰
余
価
値
が
個
人
あ
る
い
は
官
僚
に
よ
っ
て
分
配
さ
れ

る
か
は
さ
し
て
問
題
で
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
労
働
者
が
生
き

て
い
く
う
え
で
最
低
限
十
分
な
剰
余
価
値
が
配
分
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
の
み
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
フ
ォ
ー
ド
の
手
法
は
評
価
に
値
す
る
。

古
い
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
限
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
ア
メ

リ
カ
、
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
及
び
ア
ジ
ア
の
間
の
格
差
は
拡
大
し
続
け
る

の
み
で
あ
り
、
均
衡
な
き
ゆ
え
に
崩
壊
の
一
途
を
た
ど
る
。
資
本
主
義

の
原
動
力
は
、
剰
余
価
値
の
分
配
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
格
差
が
縮
小

す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
「
貧
し
い
顧
客
」
を
「
豊
か
な
顧
客
」
へ
と
変
え
る
た

め
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
分
配
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す

れ
ば
、
豊
か
な
国
か
ら
貧
し
い
国
へ
の
援
助
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　

国
連
の
専
門
家
は
、
西
洋
世
界
の
低
開
発
国
（pays sous-

dévéloppés

）
の
問
題
全
体
が
、
も
し
工
業
が
高
度
に
発
展
し
た
西

洋
の
国
々
が
歳
入
の
約
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
後
進
国
（pays arriérés

）

へ
の
投
資
に
回
せ
ば
、
解
決
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
見
当
を
付
け

て
い
る
。 

（D
C

 562 / K
eS 137

）

　

そ
し
て
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
国
際
商
品
協
定
を
結
ぶ
こ
と
で
、
生
産
量
や

価
格
を
調
整
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
途
上
国
に
対
し
直
接
資

本
を
投
下
し
、
ま
た
現
物
支
給
す
る
必
要
が
あ
る
と
強
調
し
た
。

　

多
分
に
理
想
主
義
的
な
傾
向
を
持
つ
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
こ
の
よ
う
な
提

案
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
未
だ
に
戦
争
の
惨
禍
か
ら
脱
し
切
っ
て
な
い

欧
州
の
現
状
で
あ
っ
た
。
彼
の
意
見
で
は
、
平
和
構
築
の
た
め
に
は
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
か
つ
て
構
想
し
て
い
た
戦
争
の
限
定
だ
け
で
は
、
全
く

以
っ
て
不
十
分
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
足
並
み
を
整
え
る
必
要
が
あ

る
と
感
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

戦
争
ゲ
ー
ム
（jeux guerriers

）
を
も
は
や
続
け
る
べ
き
で
は
な
い
と

述
べ
た
後
で
、
「
彼
ら
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
〕
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

れ
ゲ
ー
ム
を
や
め
て
、
真
剣
な
行
動
及
び
和
解
（transactions

）
に
向

け
て
全
力
を
尽
く
す
よ
う
な
時
代
の
到
来
は
、
そ
う
遠
く
な
い
」
（D

C
 

564 / K
eS 139

）
と
書
い
て
い
る
。
で
は
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
国
々
と
し
て
、
ど
の
国
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。



237　●　〈公募論文〉贈与型資本主義に基づいたコジェーヴの国家論――坂井礼文

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
固
有
の
「
贈
与
型
資
本
主
義
」
と
し
て
は
、
長
い

歴
史
の
流
れ
の
中
で
経
済
的
な
発
展
性
を
示
し
て
き
た
地
中
海
地
域

の
全
体
を
包
含
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
沿
岸
線
地
帯
が
今

日
で
は
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
奥
行
き
が
あ

る
と
い
う
事
実
を
鑑
み
て
も
、
お
そ
ら
く
そ
こ
を
越
え
出
る
必
要
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

（D
C

 564-5 / K
eS 139

）

　

ド
イ
ツ
語
版
で
は
、
こ
の
節
に
続
け
て
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
の
贈
与
型

植
民
地
主
義
は
地
中
海
地
域
の
半
分
だ
け
し
か
含
ん
で
い
な
か
っ
た
と

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
付
け
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
力
の
み
で

は
新
し
い
肯
定
的
な
植
民
地
主
義
の
実
現
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
彼

が
強
調
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
引
用
中
の
「
地
中
海
地
域
の
全
体
」

と
は
曖
昧
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
こ
の
文
脈
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ

リ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
な
ど
の
地
中
海
に
面
し
た
国
々
だ
け
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
も
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
ド
イ
ツ
で
講

演
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
前
の
頁
で

見
た
よ
う
に
、
地
中
海
地
域
に
ロ
シ
ア
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
イ
ギ
リ

ス
も
彼
は
含
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
論
文
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
見
た
植
民
地
主
義
」
の
中
で
は
明
白
に
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
が
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
と
い
っ

た
「
ラ
テ
ン
帝
国
」
と
は
異
質
な
宗
教
的
・
文
化
的
背
景
を
持
つ
か
ら

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
相
対
的
な
地
位
低
下
を
回
避
す
る
た

め
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
そ
れ
で
も
や
は
り
、

以
上
の
政
策
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
同
様
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
点
」
か
ら
見

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
テ
オ
ド
ア
・
パ
レ
オ
ロ
ー
グ
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
は
植
民
地
が
な
い
の
で
、
そ
も
そ
も
植
民
地
か
ら

奪
い
取
る
と
い
う
悪
事
を
働
い
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
植
民
地
へ

と
与
え
る
こ
と
に
よ
り
罪
滅
ぼ
し
を
す
る
必
要
も
な
い
と
い
う
批
判
も

考
え
ら
れ
る

）
15
（

。
彼
が
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
法
理
論
に
施
し
た
解
釈
に
よ
る
と
、

「
も
し
『
贈
与
』
が
ノ
モ
ス

0

0

0

の
主
要
な
源
泉
に
な
れ
ば
、
『
贈
与
型
植
民

地
主
義
』
に
参
画
す
る
た
め
に
、
か
つ
て
植
民
地
か
ら
取
得

0

0

し
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
全
く
必
要
な
い

）
16
（

」
。
つ
ま
り
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
し
て
み

れ
ば
、
ノ
モ
ス
の
語
源
的
意
味
の
中
で
、「
与
え
る
こ
と
」
の
方
が
「
取

る
こ
と
」
よ
り
も
肝
要
で
あ
り
、
奪
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
植
民
地
主

義
的
政
策
は
時
代
の
趨
勢
に
も
沿
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
今
後
は
「
与
え
る
植
民
地
主
義
」
を
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
、

す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
も
含
め
た
豊
か
な
国
は
貧
し
い
国
に
与
え
る
必
要
が

あ
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
必
要
性
が
あ
る
の
は
、
平
和
実
現
の
た
め
で
あ
る
。
パ

リ
で
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
交
流
し
た
こ
と
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
ス
タ

ン
レ
ー
・
ロ
ー
ゼ
ン
に
よ
る
と
、
「
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
信
じ
て
い
た
よ
う
に
、

歴
史
の
最
終
段
階
と
は
、
資
本
家
―
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
の
間
で
は
な
く
、
豊
か
な
国
々
と
貧
し
い
国
々
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
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れ
る
世
界
的
な
闘
争
で
あ
る

）
17
（

」
。
そ
の
よ
う
な
闘
争
が
、
実
際
に
脱
植

民
地
化
の
運
動
の
過
程
に
お
い
て
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
生
き
て
い
た
時
代

に
起
き
て
い
た
と
言
え
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
本
当
に
そ
の
よ
う
に
信
じ

て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
ロ
ー
ゼ
ン
の
意
見
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
は
豊
か
な
国
々
と
貧
し
い
国
々
の
間
の
争
い
を
避
け
て
平
和

を
実
現
す
べ
く
、
与
え
る
資
本
主
義
を
提
唱
し
た
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
伝
記
の
著
書
で
あ
る
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
オ
フ
レ

は
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
こ
の
よ
う
な
視
点
に
お
い
て
、
今
日
的
な
意
味
で

の
途
上
国
の
自
律
的
な
開
発
を
支
援
す
る
と
い
う
配
慮
が
微
塵
も
感
じ

ら
れ
ず
、
そ
の
視
点
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
利
益
中
心
に
構
成
さ
れ
た
も
の

に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る

）
18
（

。
確
か
に
そ
の
可
能
性
も
完
全
に
排
除
で
き

な
い
も
の
の
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
お
そ
ら
く
先
進
国
か
ら
途
上
国
へ
の
贈

与
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
つ
て
の
植
民
地
の
双
方
に
と
っ
て
利
益
が
あ
る

も
の
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
（
ど
の
よ
う
な
利
益
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

た
か
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
第
六
節
で
論
じ
る
）
。
当
時
の
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の

問
題
意
識
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
資
本
が
世
界
中
に
投
下
さ
れ
る
と
共
に

世
界
政
治
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
確
立
を
阻
止
し
つ
つ
、

フ
ラ
ン
ス
の
経
済
的
再
生
の
た
め
に
新
た
な
市
場
を
開
拓
し
て
い
く
こ

と
こ
そ
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
お
そ
ら
く
念
頭
に
置
か
れ
て
い

た
。

五　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
贈
与
観
念
の
相
違

　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
こ
の
よ
う
に
、
与
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
の
ノ
モ
ス
の
三
つ
の
意
味
（
す
な
わ
ち
取
得
、

分
配
―
―
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
用
語
で
は
贈
与
―
―
、
生
産
）
の
う
ち
一
つ
で
あ

る
贈
与
に
の
み
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
一
九
五
七
年
の
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
講
演
を
聴
講
し
た
後
に
、
論

文
「
取
得
・
分
配
・
生
産
」
を
雑
誌
に
掲
載
す
る
際
に
、
次
の
よ
う
に

追
記
し
た
。
「
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
あ
ら
か
じ
め

取
得
す
る
こ
と
な
く
し
て
与
え
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
人
間
に
も
で
き

な
い
と
反
論
し
た
。
世
界
を
無
か
ら
創
造
し
た
神
だ
け
が
、
取
得
す
る

こ
と
な
く
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
（N

T
W

 504

）
。

　

こ
の
よ
う
に
彼
は
、
生
成
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
自
説
を

補
強
し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
贈
与
よ
り
も
取
得
の
方

が
よ
り
根
源
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
先
に
挙
げ
た
論
文

の
最
後
で
、
人
間
に
は
も
は
や
取
得
す
る
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
の
だ

ろ
う
か
と
問
い
か
け
た
後
で
、
人
間
は
、
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
大
地
を
取

得
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
さ
ら
に
彼
は
問
い
を
立
て
る
こ

と
で
、
先
の
論
文
を
締
め
く
く
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
宛
て
た
一
九
五
五
年

五
月
二
日
の
手
紙
の
中
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
時
代
以
降
、
取
得
は
行
わ
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れ
て
い
な
い
と
応
答
す
る

）
19
（

。
つ
ま
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
皇
帝
の
座
に
据

え
た
帝
国
が
、
他
の
帝
国
と
競
っ
て
、
植
民
地
政
策
を
掲
げ
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
外
に
あ
る
土
地
を
取
得
し
て
か
ら
、
新
た
な
取
得
は
行
わ
れ
て
い

な
い
と
す
る
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
取
得
せ
ず
と
も
生
産
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
す
な
わ
ち
無
か
ら
有
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え

た
。
こ
こ
で
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
と
っ
て
究
極
的
な
目
標
は
、
均
等
に
分

配
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
で
、
普
遍
同
質
国
家
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る

点
は
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

パ
レ
オ
ロ
ー
グ
は
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
の
争
点
は
、

贈
与
と
取
得
の
対
立
に
あ
る
と
述
べ
る

）
20
（

。
確
か
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ

て
、
大
地
か
ら
の
取
得
が
ノ
モ
ス
の
第
一
義
で
あ
る
が
、
パ
レ
オ
ロ
ー

グ
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
大
地
に
関
す
る
古
い
ノ
モ
ス
の
観
念
は
消

滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
ノ
モ
ス
は
植
民
地
主
義

と
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
は
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
世
界
の
中

心
と
は
言
い
が
た
く
、
ま
た
国
家
が
人
間
の
行
為
を
全
て
統
制
し
て
い

る
と
も
言
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
意

見
は
相
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
言
う
「
取
得
」

と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
う
そ
れ
と
で
は
意
味
内
容
が
食
い
違
っ
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
土
地
の
取
得
の
こ
と
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
の
だ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
土
地
を
用
い

た
生
産
の
意
味
で
、
こ
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
人
間

が
生
産
す
る
た
め
に
は
取
得
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

我
々
の
意
見
で
は
、
人
間
は
他
者
か
ら
取
得
す
る
以
前
に
、
大
地
や
太

陽
と
い
っ
た
自
然
か
ら
取
得
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
無
か
ら
有
を
作
り

上
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
や
シ
ュ

ミ
ッ
ト
が
挙
げ
た
例
で
は
な
い
が
、
農
業
を
例
に
取
る
こ
と
に
し
よ
う
。

人
は
土
地
に
参
種
し
、
太
陽
の
恵
み
を
得
る
こ
と
で
農
作
物
を
作
っ
て

い
る
。

　

レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
流
に
秘
教
的
著
述
技
法
を
意
識
し
た
解
釈
を

施
す
な
ら
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
異
な
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
分
配
の
必
要
性

を
説
い
て
は
い
る
も
の
の
、
彼
の
提
案
は
方
法
論
に
触
れ
る
こ
と
が
な

く
、
具
体
性
に
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
本
心
か
ら
分

配
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う

）
21
（

。
古

賀
敬
太
の
述
べ
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
考
が
、
か
つ
て
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
公
法
の
通
用
し
て
い
た
時
代
、
そ
れ
も
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
共
通
の

宗
教
を
信
仰
し
て
い
た
国
民
ら
に
よ
っ
て
、
「
世
界
」
が
構
成
さ
れ
て

い
た
時
代
へ
の
哀
愁
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
は
、
や
は
り
払
拭
で

き
な
い

）
22
（

。
ま
た
パ
レ
オ
ロ
ー
グ
に
よ
る
と
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
は
カ
ト

リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
を
公
に
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
聖
な
る
帝

国
」
へ
の
憧
憬
を
抱
い
て
い
た
と
い
う

）
23
（

。
周
知
の
通
り
、
一
九
三
二
年

の
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
他
国
の
国
民
を
敵
と

見
な
し
た
が
、
そ
の
見
解
は
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
お
い
て
も
完
全
に
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放
棄
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
点
で
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
決
定
的
に
意
見
を
異
に
し
た
と
言
え
る
こ
と
に

な
る
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
と
っ
て
は
、
絶
対
的
な
敵
な
ど
存
在
せ
ず
、
他

者
な
い
し
他
国
の
国
民
と
い
え
ど
も
同
質
な
存
在
と
な
り
得
る
。
自
己

と
他
者
と
が
弁
証
法
的
過
程
を
経
て
同
質
化
す
る
た
め
に
、
分
配
を
通

じ
、
自
己
と
他
者
と
で
共
有
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

六　

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
及
び
モ
ー
ス
か
ら
の
影
響

　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
提
唱
す
る
、
贈
与
を
中
心
と
し
た
新
し
い
タ
イ
プ
の

資
本
主
義
は
単
に
所
得
の
再
分
配
を
め
ぐ
る
思
考
に
起
因
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
も
し
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ド
の
行
為

は
、
そ
れ
ま
で
資
本
家
が
従
業
員
か
ら
不
当
に
奪
う
こ
と
で
得
た
利
益

を
返
還
な
い
し
再
分
配
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
贈
与
の
名
で
呼
ぶ

に
値
し
な
い
よ
う
に
我
々
に
は
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
先
に
挙
げ
た
『
僭
主
政
治
に
つ
い
て
』

の
中
で
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
「
ヒ
エ
ロ
ン
ま
た
は
僭
主
的
な
人
」
の
終

章
に
お
け
る
恩
恵
的
な
僭
主
の
在
り
方
に
着
目
し
て
い
た
。
コ
ジ
ェ
ー

ヴ
に
よ
れ
ば
、
「
僭
主
は
、
公
共
善
の
た
め
に
そ
の
『
個
人
的
』
財
産

の
一
部
を
費
や
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
宮
殿
で
は
な
く
公
共
施
設
を
作

る
べ
き
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
僭
主
は
臣
民
を
よ
り
幸
福
に
し
、

ま
た
『
祖
国
は
財
産
、
市
民
は
仲
間
』
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
れ

ば
、
臣
民
の
『
愛
情
』
を
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（
第
11
章

）
24
（

）
」
。
コ
ジ
ェ
ー

ヴ
の
指
摘
す
る
通
り
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
自
身
も
、
賢
者
シ
モ
ニ
デ
ス
の

口
を
通
じ
て
「
ヒ
エ
ロ
ン
様
、
あ
な
た
は
あ
な
た
の
私
的
な
所
有
物
を

公
共
善
の
た
め
に
出
費
す
る
の
に
尻
込
み
を
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん

）
25
（

」
、

そ
し
て
、
も
し
僭
主
ヒ
エ
ロ
ン
が
そ
れ
を
実
行
す
れ
ば
、
「
多
く
の
贈

り
物
に
値
す
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
な
た
は
、
そ
れ
ら
の
贈

り
物
を
分
け
与
え
て
や
り
た
い
よ
う
な
、
あ
な
た
に
好
意
的
な
人
び
と

に
事
欠
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う

）
26
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

が
「
僭
主
政
治
に
つ
い
て
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
モ
ニ
デ

ス
の
助
言
に
対
し
て
ヒ
エ
ロ
ン
が
沈
黙
を
保
つ
と
こ
ろ
で
対
話
篇
が
終

了
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ヒ
エ
ロ
ン
は
そ
の
助
言
に
反
駁
す
る
必

要
性
を
感
ず
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

詩
人
〔
シ
モ
ニ
デ
ス
〕
の
ほ
と
ん
ど
際
限
な
き
約
束
に
対
し
て
ど

ん
な
風
に
答
え
た
と
し
て
も
、
拍
子
抜
け
に
な
っ
た
だ
ろ
う
、
そ
し

て
い
っ
そ
う
悪
い
こ
と
に
、
そ
の
答
え
は
礼
儀
正
し
い
沈
黙
を
確
か

に
楽
し
む
こ
と
を
読
者
に
妨
げ
た
だ
ろ
う
―
―
そ
の
沈
黙
の
中
で
、

犯
罪
と
軍
事
的
栄
光
に
た
け
た
一
人
の
ギ
リ
シ
ャ
人
僭
主
が
聞
く
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
徳
へ
の
誘
惑
の
歌
だ
っ
た

）
27
（

。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
徳
を
求
め
た
贈
与
的
僭
主
の
有
り
様
は
、
コ
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ジ
ェ
ー
ヴ
の
主
張
す
る
贈
与
型
先
進
国
の
姿
の
内
に
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
と
言
え
る
。

　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
よ
る
贈
与
の
発
想
は
他
の
同
時
代
人
の
研
究
者
か
ら

の
影
響
も
見
ら
れ
る
。
彼
は
、
社
会
人
類
学
の
権
威
で
あ
っ
た
モ
ー
ス

の
『
贈
与
論
』
（
初
出
年
代
は
一
九
二
五
年
）
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
自
身
の

議
論
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
実
際
に
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、

一
九
三
一
年
の
モ
ー
ス
の
講
義
を
聴
講
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
内
容

は
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
の
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
遺
稿
の
中
に
収
め
ら
れ
た

ノ
ー
ト
の
中
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
モ
ー
ス
の
贈
与
に
関
す
る
理

論
を
今
こ
こ
で
詳
述
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
結
論
箇
所

で
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
現
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
も
、
未
だ
に
「
古
い
貴
族
的
な
ポ
ト
ラ
ッ

チ
の
痕
跡
」
が
残
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
は
貰
っ
た
よ
り

も
多
く
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
た
慣
習

が
根
付
い
て
い
る

）
28
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
返
礼
な
き
贈
与
は
そ
れ
を
受
け

取
っ
た
者
を
貶
め
る
、
お
返
し
す
る
つ
も
り
が
な
い
の
に
受
け
取
っ
た

場
合
は
な
お
の
こ
と

）
29
（

」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
『
法
の
現

象
学
』
の
中
で
、
モ
ー
ス
の
名
前
を
挙
げ
ず
に
、
贈
与
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
る
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
「
ポ
ト
ラ
ッ
チ
の
原
理
す
な
わ
ち
平
等
の

原
理
」
に
基
づ
い
て
推
論
し
な
が
ら
、
「
誰
か
に
何
か
を
贈
与
す
る
こ

と
は
、
与
え
る
人
の
ほ
う
が
与
え
ら
れ
る
人
よ
り
も
優
越
し
て
い
る
と

想
定
す
る
、
ま
た
は
信
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
に
至
る

）
30
（

。

こ
の
箇
所
だ
け
を
読
む
と
、
あ
た
か
も
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
ポ
ス
ト
植
民
地

主
義
的
発
想
か
ら
、
旧
宗
主
国
が
旧
植
民
地
へ
の
支
配
を
続
け
る
た
め

の
手
段
と
し
て
、
贈
与
の
理
論
を
説
い
た
と
い
う
よ
う
に
早
合
点
し
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
彼
は
先
の
文
章
の
数
行
後
で
、
「
贈

与
を
受
け
取
っ
た
人
は
、
自
分
の
主
人
性
す
な
わ
ち
人
間
性
を
証
明
す

る
た
め
に
、
そ
れ
に
返
礼
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

）
31
（

」
と
も
書
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
贈
与
す
る
者
と
受
贈
者
と
の
間
で
の
等
価
的
な
状
態
を
維
持

す
る
た
め
に
、
後
者
は
返
礼
を
す
る
ま
で
経
済
的
な
負
債
は
も
と
よ
り
、

精
神
的
な
負
担
も
負
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
豊
か
な
先
進
国
か
ら
貧
し
い
発
展
途
上
国
へ
と
贈
与
を

行
っ
た
と
し
て
も
、
後
者
が
物
や
金
銭
の
形
で
返
礼
で
き
な
い
こ
と
は

あ
り
得
る
。
そ
の
場
合
、
先
進
国
に
は
贈
与
を
行
う
利
点
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
「
与
え
る
者
」
（
先
進
国
）
が
「
受
け
取

る
者
」
（
途
上
国
）
に
対
し
、「
無
償
の
贈
与
」
を
行
う
結
果
と
し
て
「
贈

与
か
ら
『
道
徳
的
』
有
利avantage « m

oral »

を
引
き
出
す
と
言
わ

れ
る
」
と
書
き
記
し
て
い
る

）
32
（

。
こ
の
「
道
徳
的
」
有
利
と
い
う
の
は
、

政
治
的
支
配
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
な
用
語
で
言
え
ば
、
人
が
他
者

に
対
し
て
自
発
的
に
認
め
る
権
威
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
。
我
々
の
意
見
で
は
、
そ
も
そ
も
与
え
る
者
と
受
け
取
る
者
と
の
間

で
も
し
も
不
均
衡
の
状
態
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
中
立
な
第
三
者

へ
と
法
的
解
決
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
あ
え
て
そ
う
し
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な
い
と
い
う
事
実
は
、
両
者
の
間
に
隠
れ
た
等
価
性
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
、
平
等
の
原
理
で
は
な
く
、
等
価
性
の

そ
れ
が
働
く
こ
と
で
、
法
的
及
び
社
会
的
正
義
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
等
価
性
の
原
理
を
持
ち
出
す

こ
と
に
よ
り
、
公
平
な
社
会
と
し
て
の
同
質
国
家
を
作
り
上
げ
る
こ
と

を
企
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

等
価
性
と
は
何
か
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
人
間
発
生
的
闘
争
の
後
に
、
そ

の
勝
者
が
主
人
と
な
り
、
敗
者
が
奴
隷
と
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
彼
は
そ
こ
に
は
等
価
性
が
成
立
す
る
と
考
え
、
そ
の
根

拠
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
「
生
命
の
安
全
が
も
つ
有
利
は
、
奴

隷
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
支
配
す
る
こ
と
の
有
利
と
等
価
で
あ
る
。
逆
に
、

主
人
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
支
配
す
る
こ
と
の
有
利
は
、
生
命
の
安
全
が

も
つ
有
利
と
等
価
で
あ
る

）
33
（

」
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
が
彼
ら
の
関
係
性

か
ら
何
ら
か
の
有
利
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
等
価
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
奴
隷
と
主
人
と
い
う
不
当
な
関
係
自
体
は
、
後
に

革
命
を
通
じ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
等
価
性
の
原
理
に
関

し
て
は
現
代
に
お
い
て
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
工
場
長
と

労
働
者
の
間
で
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

）
34
（

。
こ
の
場
合
に
、
工
場

長
は
労
働
者
よ
り
も
多
く
の
責
任
を
負
う
か
、
大
き
な
利
益
を
出
す
義

務
が
あ
る
。
贈
与
論
の
文
脈
で
は
、
与
え
る
者
が
権
威
を
、
受
け
取
る

者
は
経
済
的
恩
恵
を
得
て
い
る
と
感
じ
る
限
り
で
、
等
価
性
の
原
理
が

働
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
論
じ
た
通
り
、
普
遍
同
質
国
家
に
お
け
る
経
済
シ
ス
テ
ム
が

資
本
主
義
で
あ
る
か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
な
い
し
社
会
主
義
で
あ
る
か
は

問
わ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
と
っ
て
は
資
本
主
義
の
最

先
端
に
立
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
こ
そ
、
あ
る
意
味
で
最
も
マ
ル
ク
ス
主

義
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は

ア
メ
リ
カ
的
な
歴
史
の
終
わ
り
に
対
し
て
、
政
治
経
済
的
な
観
点
か
ら

積
極
的
な
評
価
を
下
し
て
い
た
。
彼
の
意
見
で
は
、
彼
の
時
代
の
資
本

主
義
は
ア
メ
リ
カ
で
マ
ル
ク
ス
主
義
的
改
革
を
経
験
し
、
そ
の
こ
と
で

歴
史
が
終
焉
し
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
冒
頭
で
引
用
し

た
箇
所
で
見
た
よ
う
に
、
対
立
し
て
い
る
か
に
見
え
る
ソ
連
も
ア
メ
リ

カ
も
、
結
局
は
政
策
の
方
向
性
に
お
い
て
大
差
が
な
い
と
、
彼
は
予
言

し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
鑑
み
れ
ば
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
自
ら

を
「
右
派
マ
ル
ク
ス
主
義
者

）
35
（

」
で
あ
る
と
語
っ
た
の
も
、
故
な
き
こ
と

で
は
な
い
。

　

「
ア
メ
リ
カ
的
生
活
様
式
」
を
支
え
る
理
念
は
、
普
遍
性
を
有
す
る

マ
ル
ク
ス
主
義
的
資
本
主
義
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
ア
メ
リ

カ
と
い
う
一
つ
の
地
域
の
み
に
限
定
的
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

世
界
中
に
お
い
て
通
用
し
得
る
。
今
後
と
も
、
世
界
中
の
国
々
が
、
ア

メ
リ
カ
と
同
様
の
経
済
的
、
政
治
的
、
社
会
的
諸
制
度
を
採
用
し
て
い
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く
こ
と
で
結
果
的
に
普
遍
同
質
国
家
が
成
立
す
る
可
能
性
は
大
い
に
あ

る
。
『
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
入
門
』
の
中
で
「
普
遍
同
質
国
家
（
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
帝
国

）
36
（

）
」
と
括
弧
書
き
を
加
え
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
世

界
が
単
独
の
統
治
者
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
の
見
方
は
元
々
、
帝
国
主
義
的
発
想
に
基
づ
い
て
い
た
。
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
は
そ
の
後
、
武
力
を
用
い
て
築
き
上
げ
る
帝
国
で
は
な
く
、

本
稿
で
取
り
上
げ
た
和
解
に
基
づ
く
帝
国
を
築
く
方
向
へ
と
議
論
を
発

展
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
ア
メ
リ
カ
こ
そ
歴
史
の
終
焉
に

現
れ
る
普
遍
同
質
国
家
の
典
型
例
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
国
家
の

具
体
的
な
実
現
方
法
と
し
て
先
進
国
が
途
上
国
へ
と
「
分
け
る
」
こ
と

を
提
案
す
る
に
及
ん
だ
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
及
び
モ
ー
ス
、
さ
ら
に
は

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
か
ら
の
影
響
に
依
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
内
容
か
ら

確
認
さ
れ
た
。
普
遍
同
質
国
家
を
作
り
上
げ
る
た
め
の
具
体
的
手
法
は
、

豊
か
な
国
か
ら
貧
し
い
国
へ
と
分
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ

の
目
論
見
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
同
士
を
同
化
す
る
こ
と
、
そ
し

て
豊
か
な
国
々
と
貧
し
い
国
々
の
間
で
の
闘
争
を
回
避
し
つ
つ
、
平
和

を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
我
々
は
贈
与
論
を
基
盤
に
据
え
な
が
ら
、

ま
た
平
等
及
び
等
価
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
普
遍
同
質
国
家
を
解
明
し

た
が
、
こ
の
よ
う
な
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
国
家
論
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た

今
日
の
世
界
の
理
解
を
予
見
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は

現
代
の
社
会
理
論
に
と
っ
て
も
重
大
な
意
義
を
持
ち
得
る
と
言
え
よ
う
。

 

（
さ
か
い
・
れ
い
も
ん
／
政
治
哲
学
）

注※
邦
訳
に
つ
い
て
は
原
文
に
依
拠
し
な
が
ら
適
宜
、
改
変
を
加
え
た
。

（
1
） Alexandre K

ojève,  Introduction à la lecture de H
egel, G

allim
ard, 

1947, pp. 436-7

（
上
妻
精
・
今
野
雅
方
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
入
門
』
国

文
社
、
一
九
八
七
年
、
二
四
六
頁
）. 

以
下
、
こ
の
本
か
ら
引
用
す
る
際
に

はILH

の
略
号
と
共
に
頁
数
を
示
す
。

（
2
） ILH

, p. 289

（
邦
訳
、
一
五
六
頁
）.

（
3
） Carl Schm

itt, « N
ehm

en / Teilen / W
eiden

―
―E

in Versuch, 
die G

rundfragen jeder Sozial-und W
irtschaftsordnung vom

 
N

om
os her richtig zu stellen », in Verfassungsrechtliche A

ufsätze 

aus den Jahren 1924-1954, D
uncker &

 H
um

blot, 1958,

（
4
） Felix H

einim
ann, N

om
os und Physis, Friedrich R

einhardt, 1965, 
S. 59

（
広
川
洋
一
訳
『
ノ
モ
ス
と
ピ
ュ
シ
ス
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
、

六
五
頁
）.

（
5
） Schm

itt, D
er N

om
os der E

rde, G
reven, 1950, S. 39

（
新
田
邦
夫
訳

『
大
地
の
ノ
モ
ス
』
福
村
出
版
、
一
九
七
六
年
、
五
四
頁
）.

（
6
） Ebd., S. 38

（
同
前
、
五
三
―
四
頁
）.

（
7
） Ebd., S. 45

（
同
前
、
六
三
頁
）.

（
8
） Ebd., S. 36

（
同
前
、
五
〇
頁
）.

（
9
） Ebd., S. 47

（
同
前
、
六
七
頁
）.

（
10
） Cf. Schm

itt, « R
aum

 und G
roßraum

 im
 Völkerrecht », in Staat, 

G
roßraum

, N
om

os. A
rbeiten aus den Jahren 1916-1969, D

uncker 
&

 H
um

blot, 1995, S. 234-68; 

大
竹
弘
二
『
正
戦
と
内
戦
』
以
文
社
、

二
〇
〇
九
年
、
一
六
五
―
二
二
三
頁
。

（
11
） Cf. Jan-W

erner M
üller, A

 D
angerous M

ind, Yale U
niversity 

Press, 2003, pp. 43-4

（
中
道
寿
一
訳
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
危
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険
な
精
神
」
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
四
四
頁
）.

（
12
） Kojève, « D

u
 colon

ialism
 au

 capitalism
 d

on
n

an
t », in 

C
om

m
en

taire, n
° 87, 1999, p. 562. 

（« K
olonialism

us in 
europäischer Sicht », in Schm

ittiana,  B
eiträge zu Leben und W

erk 

C
ark Schm

itts, D
uncker &

 H
um

blot, B
and V

I 1998, S. 136.

） 

以

下
、
フ
ラ
ン
ス
語
論
文
を
参
照
す
る
際
に
はD

C

、
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
参

照
す
る
際
に
はK

eS

と
略
記
し
た
う
え
で
頁
数
を
併
記
す
る
。

（
13
） « C

apitalism
e et socialism

e », in C
om

m
entaire, n ° 9, 1980, p. 

136. 

（K
eS 128.

） 
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
、
先
に
挙
げ
た« D

u colonialism
 

au capitalism
 donnant »

の
続
編
で
あ
る
。
こ
の
論
文
を
参
照
す
る
際

に
はC

S

の
略
号
と
共
に
頁
数
を
書
き
記
す
。
ド
イ
ツ
語
版
は
前
編
と
後

編
に
分
か
れ
て
は
い
な
い
。

（
14
） 『
ア
メ
リ
カ
自
動
車
産
業
の
労
使
関
係
』
社
会
評
論
社
、
一
九
九
九
年
、

六
七
頁
。

（
15
） Théodore Paléologue, « C

arl Schm
itt et A

lexandre K
ojève – 

U
ne anecdote, une conférence et autres m

iettes », in 
C

om
m

entaire, n ° 87, 1999, p. 573.

（
16
） Ibid., p. 573.

（
17
） Stanley R

osen, “R
eview

 of K
ojève, E

ssai d’une histoire raisonnée 

de la philosophie païenne, I, Les présocratiques”, in  M
an and W

orld, 
1970, p. 121.

（
18
） Cf. D

om
inique A

uffret, A
lexandre K

ojève, G
rasset &

 Fasquelle, 
1990, pp. 430-7

（
『
評
伝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
』
パ
ピ
ル
ス
、

二
〇
〇
一
年
、
四
四
九
―
五
六
頁
）.

（
19
） Schm

ittiana, S. 100.

（
20
） Paléologue,  op. cit., p. 571.

（
21
） レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
古
代
に
お
い
て
は
全
て
の
著
述
家
が

迫
害
を
逃
れ
る
た
め
に
、
秘
教
的
著
述
技
法
を
用
い
て
い
た
。
彼
は
現
代

に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
著
述
技
法
を
用
い
る
者
が
い
る
可
能
性
を
全

く
排
除
し
て
は
い
な
い
。C

f. Leo Strauss, “Persecution and the 
A

rt of W
riting ”, Social R

esearch 8, N
o. 4, 1981, pp. 488-504

（
石

崎
嘉
彦
訳
「
迫
害
と
著
述
の
技
法
」
『
現
代
思
想
』
青
土
社
、
一
九
九
六
年
、

臨
時
増
刊
号
（vol. 24-14

）
、
総
特
集
「
ス
ピ
ノ
ザ
」
一
八
五
―
七
頁
）.

（
22
） 

古
賀
敬
太
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
―
―
政
治
的
終
末

論
の
悲
劇
』
創
文
社
、
一
九
九
九
年
、
参
照
。

（
23
） Paléologue,  op. cit., p. 568.

（
24
） Kojève, « T

yrannie et sagesse », in D
e la T

yrannie, G
allim

ard, 
1997, pp. 153-4

（
石
崎
嘉
彦
・
飯
島
昇
藏
・
金
田
耕
一
他
訳
「
僭
主
政

治
と
知
恵
」
『
僭
主
政
治
に
つ
い
て
』
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、

下
一
六
頁
）. 

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
こ
の
論
文
は
、
元
々
は
英
語
で
は
な
く
フ
ラ

ン
ス
語
で
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
版
を
参
照
し
た
。

（
25
） Xenophon, “H

iero or T
yrannicus ”, in  O

n T
yranny, edited by 

V
ictor G

ourevitch and M
ichael S. R

oth, U
niversity of C

hicago 
Press, 2000, p. 19

（
「
ヒ
エ
ロ
ン
ま
た
は
僭
主
的
な
人
」
『
僭
主
政
治
に

つ
い
て
』
上
九
六
頁
）.

（
26
） Ibid., p. 20

（
同
前
、
上
九
八
頁
）.

（
27
） Strauss, “O

n T
yranny ” in O

n T
yranny, p. 64

（
「
僭
主
政
治
に
つ
い

て
」
『
僭
主
政
治
に
つ
い
て
』
上
、
一
六
八
―
九
頁
）.

（
28
） Marcel M

auss, « E
ssai Sur le don. Form

e et raison de l ’échange 
dans les sociétés archaïques », in Sociologie et anthropologie, 
Presses U

niversitaires de France, 1950, pp. 258-9

（
吉
田
禎
吾
・

江
川
純
一
訳
『
贈
与
論
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
二
六
一
頁
）.

（
29
） Ibid., p. 20

（
同
前
、
二
六
〇
頁
）.

（
30
） Kojève, E

squisse d’une phénom
énologie du droit, G

allim
ard, 1981, 

p. 560

（
今
村
仁
司
・
堅
田
研
一
訳
『
法
の
現
象
学
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
六
年
、
六
四
四
頁
）.
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（
31
） Ibid., p. 560

（
同
前
、
六
四
四
頁
）.

（
32
） Ibid.,  p. 563

（
同
前
、
六
四
八
頁
）.

（
33
） Ibid., p. 255

（
同
前
、
二
九
七
―
八
頁
）.

（
34
） Ibid., p. 296

（
同
前
、
三
五
〇
頁
）.

（
35
） Cf. A

uffret, A
lexandre K

ojève, pp. 419-29

（
『
評
伝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
』
四
三
八
―
四
四
頁
）.

（
36
） ILH

, p. 194
（
邦
訳
、
八
七
頁
）.

謝
辞
：
本
稿
は
二
〇
一
二
年
の
社
会
思
想
史
学
会
大
会
で
口
頭
発
表
し
た
内
容

に
、
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
も
ふ
ま
え
な
が
ら
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
。
当
日
コ
メ
ン
ト
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
司
会
を
引
き
受
け

て
く
だ
さ
っ
た
大
竹
弘
二
先
生
に
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ノ
モ
ス
、
贈
与
型
資
本
主
義
、

普
遍
同
質
国
家
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書
評　

『
社
会
思
想
の
歴
史 

 
 

―
―
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
ま
で
―
―

』

（
坂
本
達
哉
著
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）

橋
本 

努

　

学
部
生
・
大
学
院
生
向
け
に
書
か
れ
た
社
会
思
想
史
の
通
史
で
あ
る
。

著
者
が
二
五
年
に
わ
た
っ
て
学
生
に
語
り
か
け
て
き
た
講
義
内
容
の
総
括

で
あ
り
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
に
い
た
る
ま
で
の
約
五
百
年

に
わ
た
る
諸
学
説
の
内
容
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
明
晰

か
つ
濃
密
、
骨
太
の
叙
述
に
促
さ
れ
て
、
読
者
は
こ
の
分
野
の
主
要
内
容

を
一
気
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
著
者
み
ず
か
ら
記
す
よ
う
に
、

と
く
に
「
主
役
の
思
想
家
た
ち
に
つ
い
て
は
、
そ
の
説
明
・
記
述
を
類
書

に
見
ら
れ
な
い
程
度
に
詳
し
く
し
て
い
る
。
研
究
書
に
近
い
考
察
や
解
釈

も
随
所
で
展
開
し
て
い
る
」
。
読
み
や
す
く
、
各
章
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

も
練
ら
れ
て
い
る
。
長
年
に
わ
た
る
考
察
の
成
果
で
あ
り
、
今
後
定
番
と

な
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

む
ろ
ん
、
本
書
は
た
ん
な
る
教
科
書
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
自

由
」
と
「
公
共
」
の
二
つ
の
概
念
を
視
軸
に
、
歴
史
上
の
諸
思
想
を
評
価

す
る
と
い
う
企
て
を
も
っ
て
い
る
。
「
真
の
社
会
主
義
」
を
実
現
す
る
術

は
な
く
、
人
類
は
こ
の
資
本
主
義
を
受
け
入
れ
な
が
ら
修
正
し
て
い
く
ほ

か
な
い
と
い
う
理
解
が
背
後
に
あ
る
。
一
九
八
九
年
に
東
欧
革
命
が
起
き

る
ま
で
、
思
想
お
よ
び
思
想
史
の
研
究
は
、
社
会
主
義
の
実
現
に
向
け
て

の
貢
献
と
い
う
関
心
を
一
つ
の
柱
に
据
え
て
き
た
。
だ
が
そ
の
後
現
在
に

い
た
る
ま
で
の
約
二
五
年
間
は
、
む
し
ろ
高
度
化
す
る
資
本
主
義
に
対
応

す
る
政
府
の
政
策
術
へ
と
関
心
が
移
っ
て
お
り
、
か
か
る
関
心
か
ら
思
想

史
を
再
構
成
す
る
ニ
ー
ズ
が
生
ま
れ
て
い
る
。
本
書
も
そ
う
し
た
事
情
を

反
映
し
て
お
り
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
高
度
資
本
主
義
と
ど
の
よ

う
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
人
生
を
歩
む
べ
き
な
の
か
と
い
う
大
局
的
問
題

を
読
者
に
投
げ
か
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
書
に
独
自
の
ア

プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
評
し
た
い
。

　

本
書
は
考
察
対
象
を
近
代
の
西
洋
社
会
に
限
定
し
た
上
で
、「
社
会
」
を
、

法
の
支
配
を
原
理
と
す
る
合
理
的
国
家
を
も
ち
、
ま
た
市
場
を
そ
の
経
済

的
基
盤
と
す
る
も
の
、
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
の
思
想
史

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
経
済
学
の
根
底
を
支
え
る
人
間
観
・
社
会
観
・
歴
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史
観
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
が
、
あ
わ
せ
て
政
治
理
論
や
哲
学
の
背

後
に
あ
る
そ
れ
ら
の
見
方
も
扱
っ
て
お
り
、
分
析
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

思
想
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
経
済
・
政
治
・
法
・
倫
理
を
統
一
す
る

視
点
と
し
て
の
社
会
思
想
と
い
う
王
道
に
沿
っ
て
い
る
。

　

思
想
史
を
論
じ
る
場
合
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
あ
る
特
定
の
思
想
を

そ
の
時
代
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
。

間
違
い
で
は
な
い
が
、
思
想
内
容
は
そ
の
時
代
の
文
脈
を
超
え
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
つ
こ
と
を
見
落
と
す
べ
き
で

は
な
い
。
思
想
が
他
の
思
想
に
与
え
る
文
明
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
重
視

す
る
な
ら
ば
、
思
想
史
の
研
究
は
、
一
方
で
は
、
過
去
の
テ
キ
ス
ト
を
読

み
込
み
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
再
構
成
す
る
と
い
う
方
向
性
と
、
他
方
で

は
、
私
た
ち
の
文
明
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
か
す
要
因
へ
の
現
代
的
関
心

か
ら
テ
キ
ス
ト
を
再
評
価
す
る
方
向
性
と
の
あ
い
だ
に
、
バ
ラ
ン
ス
あ
る

叙
述
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
書
は
か
か
る
方
法
的
な
問
題
を

自
覚
し
明
示
し
た
上
で
、
全
体
を
構
成
し
て
い
る
。

　

だ
が
問
題
は
、
思
想
が
そ
の
当
時
の
文
脈
を
越
え
る
と
い
う
際
に
、
ど

の
よ
う
な
視
点
で
そ
の
内
実
を
評
価
す
る
か
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
「
自
由
」

と
「
公
共
」
の
二
つ
を
視
軸
に
す
る
と
い
う
が
、
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
概

念
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
視
軸
概
念
の
曖
昧
さ
は
、

本
書
の
長
所
で
あ
る
と
同
時
に
短
所
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら

二
つ
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
読
者
に
委
ね
て

思
想
を
喚
起
す
る
こ
と
が
叙
述
の
課
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
は
成
功

し
て
い
る
。
だ
が
概
念
の
多
義
性
を
何
ら
か
の
仕
方
で
整
理
し
な
け
れ
ば
、

思
想
相
互
の
論
理
的
な
連
関
は
見
え
に
く
い
。
ま
た
概
念
の
多
義
性
を
そ

の
ま
ま
許
容
す
れ
ば
、
過
去
の
思
想
に
対
す
る
評
価
視
点
は
見
え
に
く
く

な
る
。

　

例
え
ば
本
書
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
見
方
が
マ
ル
ク
ス
と
共
通
点
を
も
つ

と
し
た
上
で
、「
過
度
な
単
純
化
の
危
険
を
顧
み
ず
に
言
う
な
ら
、「
自
由
」

と
は
自
分
の
欲
望
を
好
き
な
よ
う
に
実
現
す
る
自
由
、
「
公
共
」
と
は
世

の
た
め
人
の
た
め
に
働
き
、
個
人
の
自
由
を
犠
牲
と
し
て
公
の
た
め
に
尽

く
す
こ
と
と
い
う
こ
の
二
分
法
は
、
現
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
常
識
と

も
な
っ
て
い
る
」
（
一
五
頁
）
と
つ
な
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
裂
を

孕
ん
だ
「
自
由
」
と
「
公
共
」
を
再
検
討
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
著
者
の

関
心
で
あ
る
が
、
で
は
私
た
ち
は
、
一
方
の
古
代
回
帰
的
な
ア
ー
レ
ン
ト

や
、
他
方
の
近
代
超
越
的
な
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
、
ど
こ
ま
で
学
ぶ
べ
き

な
の
か
。
こ
の
二
人
の
思
想
家
は
常
識
的
な
意
味
で
の
「
自
由
」
と
「
公

共
」
の
ジ
レ
ン
マ
を
批
判
し
た
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ

と
な
る
理
想
を
ど
こ
ま
で
肯
定
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
二
人
の
「
自

由
」
概
念
の
理
解
か
ら
、
現
代
に
生
き
る
指
針
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
関

心
を
意
識
的
に
避
け
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
概
念
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構
成

に
お
い
て
も
両
者
の
発
想
を
退
け
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
必
要
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
（
こ
れ
は
思
想
史
に
お
い
て
も
理
念
型
構
成
が
有
用
で
あ
る
と
い

う
私
見
に
基
づ
く
）
。

　

本
書
は
、
「
自
由
」
と
「
公
共
」
の
意
味
を
常
識
的
に
理
解
し
た
上
で
、

こ
れ
ら
の
概
念
を
根
本
的
に
問
い
直
す
の
で
は
な
く
、
ど
う
折
り
合
い
を

つ
け
る
か
を
問
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
…
…
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
、

自
分
自
身
の
「
私
」
と
「
公
」
、
「
自
由
」
と
「
公
共
」
の
統
一
を
は
た
し
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
絶
対
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
現
実
を
、



社会思想史研究　No. 39　2015

●　248

か
か
る
指
摘
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
本
書
が
論
じ
る
「
公
共
」
と
は
、
両
者
の
議
論
に
依
拠
す
る

も
の
で
は
な
く
、
「
社
会
的
な
る
も
の
」
を
含
め
た
人
々
の
結
合
形
式
や

文
明
発
展
要
因
の
全
般
で
あ
り
、
多
義
的
で
あ
る
。
こ
の
多
義
性
は
各
章

に
お
け
る
多
様
な
叙
述
を
担
保
し
て
い
る
が
、
な
に
を
も
っ
て
公
共
と
呼

ぶ
の
か
に
つ
い
て
は
見
え
に
く
い
。
各
章
の
最
終
節
で
は
、「
自
由
」と
「
公

共
」
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
概
念
が
ど
の

よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な

い
。
私
な
り
に
解
釈
す
る
と
、
各
章
で
論
じ
ら
れ
る
公
共
と
は
、
例
え
ば

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
公
共
性
と
は
、

合
理
的
な
統
治
技
術
を
も
っ
て
祖
国
独
立
を
担
う
「
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
」
の
発

動
で
あ
り
、
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
け
る
公
共
性
と
は
、
内
面
的
に

分
立
し
た
精
神
の
社
会
的
再
結
合
と
し
て
の
職
業
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
公
共
性
と
は
、
人
々
の
信
託
を
受
け
た
絶
対
主
権

者
の
政
治
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
そ
れ
は
、
人
類
全
体
の
保
全
と
繁

栄
と
い
う
神
の
命
令
（
自
然
法
）
を
負
っ
た
権
利
秩
序
で
あ
る
。
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
た
ち
や
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
公
共
性
と
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
先
駆
的
に
体
現
す
る
文
明
社
会
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を

運
営
す
る
人
々
の
英
知
と
判
断
力
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
お
け
る
公
共
性
と

は
一
般
意
志
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
そ
れ
は
、
文
明
社
会
に
お
い
て

政
府
が
と
る
べ
き
政
策
と
そ
の
英
知
で
あ
る
（
民
衆
は
統
治
す
る
の
で
は
な

く
良
い
統
治
を
見
分
け
る
力
の
み
を
要
請
さ
れ
る
）
。
ベ
ン
サ
ム
、
J
・
S
・

ミ
ル
、
リ
カ
ー
ド
ウ
の
哲
学
的
急
進
派
に
お
け
る
公
共
性
と
は
、
選
挙
権

を
も
っ
て
政
治
を
担
う
こ
と
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
そ
れ
は
国
家

い
か
に
論
理
的
に
正
当
化
し
、
で
き
る
限
り
の
道
徳
的
確
信
を
も
っ
て
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
根
本
問
題
を
考
え
る
た
め
の
道
案

内
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
書
の
主
題
で
あ
っ
た
」
と
（
三
二
五
頁
）
。
こ

こ
で
「
自
由
」
は
市
場
経
済
を
基
盤
と
す
る
「
私
的
領
域
」
で
あ
り
、「
公

共
」
は
義
務
教
育
や
勤
労
や
納
税
と
い
っ
た
議
会
制
民
主
主
義
が
も
た
ら

す
「
公
（
の
し
が
ら
み
）
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
領
域
を
前

提
と
し
た
上
で
、
い
か
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
と
問
う
な
ら
ば
、
折
り

合
い
を
つ
け
ず
に
共
産
主
義
を
求
め
る
マ
ル
ク
ス
や
、
折
り
合
い
の
つ
け

方
に
つ
い
て
無
頓
着
な
公
共
哲
学
は
、
さ
ほ
ど
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
は
一
章
を
割
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、

ア
ー
レ
ン
ト
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
自
由
論
や
公
共
論
は
、
ど
の
よ
う
に
評

価
さ
れ
る
の
か
、
気
に
な
っ
た
。

　

内
在
的
に
は
次
の
点
が
問
題
に
な
る
と
思
う
。
従
来
、
私
的
自
由
と
政

治
的
公
共
性
を
論
じ
る
議
論
は
、
自
由
論
の
な
か
で
語
ら
れ
て
き
た
。
バ
ー

リ
ン
は
そ
の
系
譜
を
「
積
極
的
／
消
極
的
」
と
い
う
二
分
法
で
整
理
し
た

が
、
こ
の
分
類
を
用
い
て
言
え
ば
、
本
書
で
い
う
自
由
と
公
共
の
相
克
と

は
、
消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
の
そ
れ
で
あ
り
、
思
想
家
た
ち
が
自
由

論
の
内
部
で
争
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
公
共
性
」
の

概
念
は
、
思
想
史
に
お
い
て
は
あ
ま
り
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な

く
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
で
示
し
た
よ
う
に
、
公

共
性
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
思
想
家
よ
り
も
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
現
象
の
な
か
で

多
様
に
展
開
し
て
き
た
と
言
え
る
（
例
え
ば
サ
ロ
ン
的
公
共
性
な
ど
）
。
ア
ー

レ
ン
ト
が
公
共
性
を
論
じ
る
と
き
、
近
代
に
お
い
て
は
「
社
会
的
な
る
も

の
」
の
勃
興
と
あ
い
ま
っ
て
、
公
共
性
そ
の
も
の
が
衰
退
し
た
と
い
う
が
、



249　●　〈書　評〉

い
て
与
え
る
な
ら
、
も
っ
と
論
争
的
な
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
逆
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
本
書
の
慧
眼
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や

ア
ー
レ
ン
ト
の
よ
う
な
「
公
共
性
」
を
原
理
的
に
考
え
る
思
想
家
た
ち
を

脇
役
と
し
て
退
け
、
む
し
ろ
ハ
イ
エ
ク
の
よ
う
な
新
自
由
主
義
の
思
想
に

も
公
共
性
の
可
能
性
を
読
み
こ
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
公
共
性
の
理
想
は
、

統
治
技
術
と
し
て
の
新
自
由
主
義
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
現
代

の
公
共
哲
学
者
た
ち
は
、
人
々
の
意
識
を
脱
政
治
化
し
て
市
場
原
理
を
称

揚
す
る
思
想
と
し
て
の
新
自
由
主
義
を
批
判
し
て
、
討
議
空
間
と
合
意
の

プ
ロ
セ
ス
や
、
「
公
」
へ
の
貢
献
、
共
通
価
値
の
絆
と
い
っ
た
理
念
を
重

視
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
対
立
枠
組
み
で
は
、
統
治
技
術
と
し
て

の
独
立
行
政
法
人
化
や
分
社
化
な
ど
の
是
非
を
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
公
共
性
と
は
、
い
か
な
る
経
済
政
策
が
望
ま
し
い
の

か
に
つ
い
て
の
英
知
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
が
「
自

由
」
と
「
公
共
」
を
視
軸
に
経
済
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
社
会
思
想
史
を

語
る
と
き
、
見
え
て
く
る
の
は
既
存
の
公
共
哲
学
の
貧
困
で
あ
り
限
界
で

あ
る
。
福
祉
国
家
が
体
現
す
る
公
共
性
の
根
拠
を
問
う
た
め
に
は
、
新
自

由
主
義
を
含
め
て
、
国
家
を
運
営
す
る
た
め
の
高
度
な
技
術
知
を
争
う
理

念
論
議
へ
の
関
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
関
心
が
本
書
に

独
自
性
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
。

 

（
は
し
も
と
・
つ
と
む
／
社
会
思
想
）

を
担
う
精
神
、
お
よ
び
国
家
制
度
の
人
格
化
と
し
て
の
君
主
の
意
志
で
あ

る
。
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
公
共
性
と
は
、
自
由
人
の
連
合
と
協
働
で
あ
り
、

ミ
ル
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
多
数
派
の
専
制
を
排
し
た
文
明
の
進
歩
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の
公
共
性
と
は
、
責
任
倫
理
と
信
条
倫
理
の
緊
張

を
精
神
の
う
ち
で
引
き
受
け
る
成
熟
し
た
市
民
の
理
想
で
あ
り
、
ケ
イ
ン

ズ
の
そ
れ
は
貧
富
格
差
に
よ
る
社
会
的
分
断
を
防
ぐ
た
め
の
経
済
政
策
の

英
知
で
あ
る
。
現
代
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
諸
潮
流
に
お
け
る
公
共
性
と
は
、

国
家
運
営
の
高
度
な
技
術
知
で
あ
り
、
政
策
を
設
計
す
る
方
法
で
あ
る
。

　

以
上
に
挙
げ
た
公
共
の
定
義
は
、
本
書
で
明
確
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
私
の
積
極
的
な
理
解
を
加
味
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
脈
絡
が
な
い
ほ
ど
多
様
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
「
公
共
性
」

理
解
は
い
ず
れ
も
、「
政
府
か
ら
の
自
由
」
や
「
私
的
安
寧
と
し
て
の
自
由
」

と
対
比
さ
れ
る
点
で
は
、
積
極
的
自
由
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ス
ト
化
し
て
み
て
、
あ
ら
た
め
て
驚
く
の
は
、

本
書
で
中
心
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
ど
の
思
想
家
も
、
公
共
性
と
は
何
か
と

い
う
問
題
を
真
剣
に
問
う
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
理
念
を
練
り
直
し
た

わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ア
ー
レ
ン
ト
は

例
外
だ
が
、
本
書
で
は
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
。
本
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思

想
家
の
中
核
的
思
想
内
容
を
公
共
的
な
も
の
と
み
な
し
、
叙
述
の
上
で
は

慎
重
に
公
共
性
の
個
別
的
定
義
を
避
け
て
い
る
。
不
毛
な
解
釈
論
争
を
避

け
る
点
で
は
賢
明
で
あ
る
が
、
な
に
が
公
共
で
あ
る
の
か
は
、
本
書
で
は

既
存
の
社
会
思
想
史
に
お
い
て
語
ら
れ
て
き
た
中
心
内
容
に
則
し
て
決
め

ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
「
コ
レ
コ
レ
の
思
想
家
に
と
っ
て

公
共
性
と
は
コ
レ
コ
レ
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
を
あ
る
価
値
観
点
に
基
づ
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す
る
彼
ら
に
と
り
、
問
題
の
扱
い
方
を
誤
れ
ば
己
が
築
き
上
げ
た
社
会
観
・

倫
理
観
の
根
を
毀
損
し
か
ね
な
い
こ
と
を
、
直
感
す
る
た
め
の
歯
切
れ
の

悪
さ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
事
件
に
ま
つ
わ
る
イ
ス
ラ
ム
律
法
学
者
の
「
ム

ス
リ
ム
に
と
っ
て
は
信
仰
と
生
活
が
一
致
し
て
い
る
」
と
い
う
発
言
を
読

ん
だ
時
、
そ
れ
を
改
め
て
想
起
し
た
。
現
在
の
イ
ス
ラ
ム
教
的
思
考
と
キ

リ
ス
ト
教
的
思
考
の
衝
突
は
、
西
欧
が
こ
の
イ
ス
ラ
ム
律
法
学
者
の
発
言

と
対
照
的
に
、
信
仰
と
生
活
を
一
致
さ
せ
な
い
精
神
的
構
え
を
と
る
こ
と

に
一
因
を
有
し
て
い
る
。
通
常
西
欧
で
の
生
活
と
信
仰
の
分
離
の
画
期
と

さ
れ
る
、
十
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
政
治
思
想
を
研
究
対
象
と
す
る
筆
者
に

と
っ
て
も
こ
の
事
件
は
、
過
去
の
思
想
と
現
代
の
現
象
の
結
び
つ
き
を
考

え
る
契
機
だ
っ
た
。
だ
が
将
基
面
貴
巳
氏
の
著
作
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思

想
の
誕
生
』
は
、
こ
う
し
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
危
機
」
が
我
々
が
通

常
考
え
る
よ
り
も
遥
か
以
前
、
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
前
半
に
か

け
て
の
中
世
思
想
家
た
ち
の
知
的
冒
険
に
よ
り
、
既
に
起
動
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
痛
感
さ
せ
て
く
れ
た
。
本
書
は
序
章
と
終
章
の
間
に
七
つ
の
章
を

配
置
す
る
構
成
を
と
る
。
序
章
に
お
い
て
は
、
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四

世
紀
前
半
に
お
け
る
権
力
・
支
配
・
平
等
と
い
っ
た
基
本
概
念
の
出
現
に

よ
り
、
政
治
学
が
知
と
し
て
自
立
し
た
と
い
う
根
本
命
題
が
提
起
さ
れ
る
。

政
治
学
の
か
か
る
離
陸
過
程
の
叙
述
の
軸
と
し
て
著
者
は
、
①
政
治
共
同

体
論
の
伝
統
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
受
容
に
よ
る
刷
新
）
、
②
ロ
ー
マ
法

を
摂
取
し
た
教
会
法
の
発
展
（
教
皇
権
強
化
を
目
指
す
権
力
論
の
整
備
と
そ

の
反
動
）
、
③
学
問
的
背
景
と
し
て
の
大
学
（
法
学
者
と
神
学
者
の
「
学
部
の

争
い
」
）
の
三
つ
を
挙
げ
る
が
、
以
後
一
・
三
・
五
の
各
章
が
主
と
し
て

政
治
共
同
体
論
の
展
開
を
、
二
・
四
・
六
の
各
章
が
教
会
法
学
に
お
け
る

　

書
評　

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
の
誕
生
』

（
将
基
面
貴
巳
著
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）

石
黒
盛
久

　

シ
ャ
ル
リ
・
エ
ブ
ド
襲
撃
事
件
が
西
欧
知
識
人
に
衝
撃
を
与
え
た
こ
と

は
記
憶
に
新
し
い
。
イ
タ
リ
ア
滞
在
中
で
あ
っ
た
評
者
も
同
地
の
研
究
者

仲
間
か
ら
し
ば
し
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
き
見
解
を
聞
か
さ
れ
た
。
だ
が
彼

ら
の
見
解
も
ま
た
、
何
と
も
歯
切
れ
の
悪
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
同
じ

一
神
教
的
精
神
構
造
を
持
つ
ゆ
え
に
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
の
論
理
を
理

解
し
つ
つ
も
、
人
文
主
義
思
想
と
い
う
西
洋
思
想
文
化
の
伝
統
を
骨
肉
化
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教
皇
権
力
論
の
展
開
を
扱
う
も
の
と
な
る
。
以
下
各
々
の
系
列
に
沿
い
そ

の
内
容
を
紹
介
す
る
。

　

一
章
で
は
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
が
素
材
と
な
る
。
彼
が
説
く
人

体
比
喩
を
介
し
た
有
機
的
共
同
体
観
は
、
〈
共
通
善
〉
を
身
体
各
部
の
相

互
依
存
に
よ
る
健
康
維
持
と
い
う
生
理
学
的
観
点
に
よ
り
把
握
し
、
霊
魂

救
済
の
問
題
か
ら
独
立
し
た
政
治
分
析
の
出
現
を
告
げ
る
も
の
と
な
っ
た
。

即
ち
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
政
治
的
共
同
体
の
自
然
性
を
認
め
る
議
論
が
、
西

欧
政
治
思
想
史
上
最
初
に
示
さ
れ
た
の
だ
。
三
章
で
は
こ
う
し
た
先
駆
的

思
索
を
承
け
、
十
三
世
紀
中
葉
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
思
想
受
容
が
検

討
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
政
治
観
の
根
底
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に

由
来
す
る
人
間
の
原
罪
に
基
づ
く
、
必
要
悪
と
し
て
の
政
治
と
い
う
観
念

が
存
在
し
た
。
つ
ま
り
政
治
共
同
体
は
原
罪
の
治
療
と
し
て
、
神
の
作
為

に
よ
り
構
成
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
政
治
共
同
体
が
人
間
の
本
性
に

よ
り
形
成
さ
れ
、
従
っ
て
人
間
の
幸
福
は
共
同
体
へ
の
奉
仕
を
通
じ
実
現

す
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
考
は
政
治
共
同
体
の
自
然
的
自
律
の

論
拠
と
し
て
、
前
述
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
政
治
思
想
と
端
的
な
対
比

を
な
す
。
ウ
ル
マ
ン
は
こ
こ
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
へ
な
る
、
中
世
か
ら
近
代
へ
の
政
治
思
想
史
的
転
換
の
図
式
を
提
出

し
た
。
だ
が
著
者
に
よ
れ
ば
事
態
は
さ
ほ
ど
に
単
純
で
は
な
い
。
著
者
は

こ
こ
で
中
世
政
治
思
想
第
三
の
柱
と
し
て
、
キ
ケ
ロ
の
思
想
に
着
目
す
る
。

キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
我
々
は
社
会
性
を
潜
在
的
に
備
え
て
い
る
が
、
そ
の
自

覚
の
た
め
理
性
と
言
葉
の
行
使
た
る
政
治
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
キ
ケ
ロ

の
立
場
は
、
修
辞
学
的
伝
統
の
上
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
政
治
思
想
を
折
衷
し
た
点
に
お
い
て
、
以
後
の
西
欧
政
治
思
想
の

原
型
を
据
え
た
。
他
方
原
罪
に
対
す
る
必
要
悪
と
し
て
の
政
治
な
る
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
立
場
が
、
政
治
の
道
徳
的
意
味
の
捨
象
と
い
う
含
意
に

お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
以
上
に
政
治
の
世
俗
化
の
決
定
的
要

因
と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
、
近
世
政
治
思
想
と
中
世
政
治
思
想
の
連
関

を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

　

五
章
で
は
十
四
世
紀
前
半
政
治
思
想
に
お
け
る
俗
権
の
教
権
か
ら
の
本

格
的
分
離
が
、
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
思
想
が

政
治
を
哲
学
的
に
議
論
す
る
概
念
を
提
供
し
た
事
と
並
び
、
政
治
の
道
徳

か
ら
の
脱
色
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
功
利
主
義
が
か
か
る
分
離
を

促
し
た
こ
と
は
既
に
言
及
さ
れ
た
が
、
本
章
の
主
人
公
た
る
ダ
ン
テ
と
マ

ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ヴ
ァ
に
窺
え
る
如
く
か
か
る
分
離
の
完
遂
に
は
、
神

学
や
教
会
法
学
と
は
異
な
る
知
の
介
入
が
必
要
だ
っ
た
。
中
で
も
著
者
は

マ
ル
シ
リ
ウ
ス
が
導
入
し
た
、
医
学
を
参
照
す
る
政
治
分
析
の
手
法
に
注

目
し
て
い
る
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
当
時
の
医
学
に
お
い
て
健
康
が
身
体
を

構
成
す
る
諸
要
素
の
均
衡
に
求
め
ら
れ
た
の
に
倣
い
、
政
治
を
共
同
体
を

構
成
す
る
諸
力
の
均
衡
と
定
義
し
た
。
こ
の
よ
う
な
医
学
的
モ
デ
ル
の
導

入
に
よ
り
彼
は
政
治
の
道
徳
的
側
面
を
完
全
に
除
去
し
、
政
体
の
優
劣
を

そ
の
時
の
最
適
状
態
に
よ
る
相
対
的
基
準
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
と
理

解
す
る
。
と
は
言
え
彼
は
政
治
が
生
き
た
人
間
に
生
産
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
単
な
る
力
学
に
還
元
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
も
熟
知
し
て
い
た
。
キ
ケ

ロ
の
影
響
下
に
彼
は
、
言
語
行
為
に
よ
る
同
意
形
成
に
よ
り
政
治
的
身
体

の
諸
力
の
均
衡
が
実
現
す
る
と
見
た
の
で
あ
る
。
彼
の
立
憲
政
体
論
も
、

こ
う
し
た
キ
ケ
ロ
的
修
辞
の
伝
統
を
踏
ま
え
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

二
・
四
・
六
章
で
は
中
世
教
会
法
学
に
由
来
す
る
政
治
思
想
が
考
察
さ
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法
学
者
た
ち
の
定
礎
し
た
教
皇
の
「
横
溢
す
る
権
力
」
論
は
、
十
三
世
紀

半
ば
の
清
貧
論
争
を
契
機
に
托
鉢
修
道
会
系
の
神
学
者
に
よ
っ
て
補
強
さ

れ
た
。
と
り
わ
け
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
の
位
階
論
を
援
用
す
る
ボ
ナ
ヴ
ェ

ン
ト
ゥ
ラ
の
主
張
の
如
く
神
学
者
た
ち
の
議
論
は
、
法
学
者
に
よ
る
従
来

の
例
外
的
権
力
と
し
て
の
「
横
溢
す
る
権
力
」
観
を
超
え
、
教
皇
の
至
上

権
を
極
限
ま
で
強
調
す
る
。
ア
ナ
ー
ニ
事
件
で
頂
点
に
達
す
る
教
権
と
俗

権
の
対
立
は
、
教
皇
の
「
横
溢
す
る
権
力
」
論
の
こ
の
過
激
化
を
そ
の
知

的
背
景
と
す
る
。
か
か
る
主
張
は
そ
の
賛
同
者
と
共
に
、
パ
リ
の
ヨ
ハ
ネ
ス

の
如
き
批
判
者
を
も
生
み
出
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
踏
ま
え
地
上
に

お
け
る
有
徳
な
生
活
の
自
律
的
可
能
性
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ハ

ネ
ス
は
教
権
と
俗
権
を
切
断
し
た
。
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
教
会
を
含
む

地
上
の
共
同
体
を
自
然
化
し
た
結
果
彼
が
、
政
治
共
同
体
の
統
治
の
根
拠

を
人
間
相
互
の
合
意
に
求
め
た
点
で
あ
ろ
う
。
六
章
で
は
こ
う
し
た
ヨ
ハ

ネ
ス
の
議
論
の
線
上
に
、
教
会
論
と
し
て
の
教
皇
の
「
横
溢
す
る
権
力
」
論

が
反
論
さ
れ
、
新
し
い
教
会
像
が
出
現
す
る
経
緯
が
叙
述
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
新
た
な
教
会
像
の
提
唱
者
と
し
て
ダ
ン
テ
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
そ
し
て

オ
ッ
カ
ム
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
の
共
通
の
特
色
と
は
、
教
会
法
学
論
に
お

け
る
比
喩
的
聖
書
解
釈
論
に
代
わ
る
、
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
介
し
聖

書
を
再
読
す
る
そ
の
新
し
い
解
釈
法
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
こ
う
し
た
手
法

に
よ
り
教
皇
の
「
横
溢
す
る
権
力
」
論
を
論
破
す
る
こ
と
を
通
じ
、
五
章
に

取
り
上
げ
ら
れ
た
如
き
そ
の
世
俗
共
同
体
自
立
論
を
補
強
し
た
の
で
あ
る
。

　

七
章
の
議
論
は
こ
れ
ま
で
と
は
若
干
趣
を
異
に
す
る
。
即
ち
端
的
に
言

え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
政
治
自
然
主
義
の
導
入
と
、
教
皇
の
「
横
溢
す

る
権
力
」
論
の
克
服
に
よ
る
教
権
と
俗
権
の
分
断
の
進
行
を
通
じ
、
政
治

れ
る
。
二
章
に
お
い
て
は
先
ず
、
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
が
同
時
に
ロ
ー

マ
法
発
見
の
時
代
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
叙
任
権
闘
争
以
後

権
力
へ
と
転
化
す
る
教
会
は
そ
の
統
制
の
た
め
ロ
ー
マ
法
を
援
用
し
つ
つ
、

教
会
法
の
体
系
化
に
着
手
し
た
。
そ
の
成
果
が
十
二
世
紀
の
『
教
令
集
』

及
び
十
三
世
紀
の
『
教
皇
令
集
』
の
編
纂
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
浮
上
し

た
課
題
を
著
者
は
二
点
に
要
約
す
る
。
即
ち
①
教
会
内
部
の
教
皇
権
力
の

至
高
性
と
そ
の
制
限
の
問
題
、
②
教
会
と
世
俗
国
家
の
間
に
設
定
さ
れ
る

権
力
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
教
会
法
学
者
の
中
に
教
皇
権

の
拡
大
を
支
持
す
る
潮
流
と
、
そ
の
制
限
を
意
図
す
る
潮
流
が
併
存
・
葛

藤
し
た
こ
と
が
重
要
だ
。
司
教
た
ち
に
対
す
る
教
皇
の
首
位
権
は
、
マ
タ

イ
16
―
18
や
同
16
―
19
に
お
け
る
聖
書
の
文
言
を
根
拠
と
す
る
が
、
教
皇

た
ち
は
こ
う
し
た
文
言
に
独
特
の
教
会
法
的
解
釈
を
施
す
こ
と
に
よ
り
、

教
皇
の
「
横
溢
す
る
権
力
」
の
理
論
を
創
出
し
た
。
た
だ
し
十
二
世
紀
末

段
階
に
あ
っ
て
は
教
皇
権
力
の
絶
対
的
な
行
使
は
未
だ
に
、
「
正
当
な
理

由
の
あ
る
時
」
に
の
み
許
容
さ
れ
る
例
外
的
事
態
で
あ
っ
た
。
他
方
教
皇

権
力
強
化
の
潮
流
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
そ
れ
を
制
約
す
る
公
会
議
主

義
も
ま
た
形
成
さ
れ
て
行
く
。
②
に
つ
い
て
は
聖
俗
両
権
の
権
力
関
係
を

規
定
す
る
枠
組
み
は
、
そ
の
併
存
を
前
提
と
す
る
「
両
剣
論
」
と
し
て
表

象
さ
れ
た
。
こ
の
「
両
剣
論
」
は
霊
的
権
力
と
現
世
的
権
力
の
関
係
の
理

解
を
通
じ
種
々
の
解
釈
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

聖
俗
両
権
が
固
有
の
領
域
を
有
す
る
と
い
う
理
念
が
保
持
さ
れ
続
け
た
こ

と
を
銘
記
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

四
章
で
は
十
三
世
紀
の
教
皇
令
集
学
派
に
よ
り
進
展
さ
せ
ら
れ
た
、
教

皇
の
「
横
溢
す
る
権
力
」
論
を
焦
点
と
す
る
教
会
権
力
論
が
検
討
さ
れ
る
。
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溢
す
る
権
力
」
論
を
媒
介
に
、
世
俗
国
家
の
自
立
の
根
拠
と
し
て
の
近
代

国
家
主
権
論
へ
と
転
生
し
て
行
く
。
著
者
の
論
旨
は
明
瞭
か
つ
刺
激
的
で
、

概
説
書
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
と
の
著
者
の
但
し
書
き
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
中
世
の
多
様
の
思
想
家
た
ち
の
言
説
間
の
知
的
闘
争
が
次
第
に
一
つ

の
方
向
へ
と
収
斂
し
て
い
く
過
程
を
、
骨
太
な
構
図
の
下
に
一
望
し
て
い

る
点
で
、
初
学
者
に
と
っ
て
も
啓
発
的
な
書
物
と
な
っ
て
い
る
。
十
五
世

紀
初
頭
を
濫
觴
と
し
て
西
欧
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
信
念
の
問
題
が
不
可

視
の
教
会
の
次
元
に
収
縮
さ
れ
る
一
方
、
世
俗
社
会
は
言
語
的
闘
争
に
最

大
限
開
か
れ
た
同
意
形
成
の
功
利
主
義
的
過
程
に
委
ね
ら
れ
た
が
、
本
書

の
示
す
通
り
世
俗
社
会
の
功
利
的
空
間
自
体
が
、
緻
密
な
知
的
営
為
の
堆

積
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
怠
れ
ば
た
ち
ま

ち
混
沌
や
権
威
主
義
に
回
帰
し
て
し
ま
う
こ
と
を
、
西
欧
知
識
人
は
歴
史

的
経
験
を
通
じ
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
言
論
の
自
由
と

知
的
良
心
の
自
由
と
い
う
、
近
代
西
洋
の
二
つ
の
価
値
観
に
対
す
る
挑
戦

と
し
て
の
シ
ャ
ル
リ
・
エ
ブ
ド
襲
撃
事
件
の
知
的
衝
撃
は
、
彼
ら
に
と
り

深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
こ
う
し
た

西
欧
近
代
的
価
値
観
を
共
有
す
る
と
日
頃
自
称
す
る
我
が
国
に
お
い
て
、

こ
の
事
件
に
対
す
る
誠
実
な
議
論
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の

是
非
を
、
我
が
国
の
社
会
科
学
の
徒
は
熟
考
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

事
実
大
学
で
、
企
業
で
、
政
治
で
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
統
治
の
効
率
性
の
名

の
下
、
同
意
の
プ
ロ
セ
ス
の
省
略
が
、
な
ん
ら
の
反
論
も
惹
起
し
な
い
ま

ま
静
か
に
進
行
し
て
い
る
。
著
者
の
処
女
作
の
台
詞
を
借
り
れ
ば
我
々
は

今
ま
さ
に
、
稀
代
の
暴
政
の
中
に
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

 
（
い
し
ぐ
ろ
・
も
り
ひ
さ
／N

. M
achiavelli

の
政
治
思
想
）

思
想
と
し
て
教
会
論
が
そ
の
守
備
範
囲
を
縮
小
さ
せ
て
行
く
過
程
が
叙
述

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
既
に
十
四
世
紀
前
半
オ
ッ
カ
ム
は
、
信
者
の
宗
教
的

良
心
の
自
由
の
擁
護
に
よ
り
教
皇
権
力
の
絶
対
性
に
制
約
を
加
え
た
が
、

ウ
ィ
ク
リ
フ
は
予
定
説
に
基
づ
く
霊
的
教
会
と
い
う
教
会
論
の
導
入
に
よ

り
、
可
視
的
世
界
に
お
け
る
政
治
権
力
論
と
し
て
の
教
会
論
を
根
本
か
ら

無
化
し
て
し
ま
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
天
上
と
地
上
を
結
ぶ
代
理
人
と
し

て
の
教
皇
の
「
横
溢
す
る
権
力
」
論
の
論
破
に
よ
り
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
や
オ
ッ

カ
ム
が
、
人
間
の
意
志
と
判
断
に
基
づ
く
自
然
的
組
織
た
る
教
会
を
語
っ

た
の
に
対
し
、
「
横
溢
す
る
権
力
」
の
主
体
を
神
自
身
に
求
め
る
ウ
ィ
ク

リ
フ
は
、
教
会
を
極
端
に
超
自
然
的
な
組
織
へ
と
作
り
変
え
て
し
ま
っ
た
。

「
横
溢
す
る
権
力
」
の
座
を
公
会
議
に
求
め
る
公
会
議
主
義
は
、
こ
う
し

た
立
場
に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
教
会
大
分
裂
の
解
消
と
教
会
論

の
現
世
で
の
守
備
範
囲
縮
小
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
基
盤
も
ま
た

失
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
議
論
を
要
約
す
れ
ば
本
書
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
「
横

溢
す
る
権
力
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
軸
に
、
中
世
教
会
論
の
歴
史
を
政

治
思
想
と
し
て
読
み
解
い
た
作
品
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
は
単

に
政
治
共
同
体
の
宗
教
か
ら
の
自
立
に
資
し
た
の
み
か
、
「
恩
恵
に
よ
る

自
然
の
完
成
」
と
い
う
ト
マ
ス
的
構
え
を
通
じ
逆
に
教
皇
の
「
横
溢
す
る

権
力
」
論
を
補
強
す
る
側
面
を
も
有
し
た
。
政
治
共
同
体
の
真
の
自
立
が

可
能
と
な
る
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
導
入
の
成
果
に
、
医
学
的
モ

デ
ル
と
接
合
し
た
政
治
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
的
功
利
性
が
投
影
さ

れ
る
こ
と
が
、
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
他
方
か
か
る
政
治
の
世
俗
化
プ
ロ
セ

ス
を
通
じ
打
破
さ
れ
た
教
皇
の
「
横
溢
す
る
権
力
」
論
は
、
公
会
議
の
「
横
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と
な
る
。
な
お
本
書
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
も
、
ナ
チ
ス
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
書
物
は
本
書
の
よ
う
な
思
想
史
研
究
で
は
な
く
、
哲
学
書
な
の
で
、
事

情
が
異
な
る
。

　

「
序
説
」
で
は
、
平
和
の
産
業
に
着
目
し
、
富
裕
を
教
え
る
学
問
が
経

済
学
だ
か
ら
、
「
経
済
学
は
ま
さ
に
野
蛮
を
廃
絶
す
る
道
を
教
え
る
も
の

と
し
て
誕
生
し
た
」
（
七
頁
）
と
い
う
が
、
野
蛮
と
貧
困
は
違
う
の
で
は

な
い
か
。
例
え
ば
昭
和
の
初
め
の
日
本
は
、
貧
困
が
深
刻
で
、
食
べ
物
さ

え
な
い
人
も
い
た
が
、
野
蛮
と
は
い
わ
な
い
。

　

「
経
済
学
と
い
う
学
問
は
経
済
的
合
理
性
と
い
う
概
念
を
基
礎
概
念
と

し
て
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
人
間
愛
と
結
び
つ
く
と
き
野
蛮
の
克
服
に
寄

与
し
う
る
が
、
逆
に
人
間
愛
を
忘
れ
る
と
き
非
人
間
的
な
野
蛮
を
自
ら
が

生
み
出
し
て
し
ま
う
」（
九
頁
）
と
い
う
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
は
理
論
的
分
析
が
十
分
と
は
言
い
難
い
。

　

「
終
章
」
で
は
、
「
技
術
は
…
…
世
界
各
地
で
伝
統
的
な
生
活
を
変
革
し
、

…
…
古
い
因
習
的
な
生
活
を
近
代
的
な
合
理
的
生
活
に
変
革
す
る
も
の
で

あ
っ
た
限
り
、
解
放
的
な
力
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
各
地
の
固
有
の
文
化

的
伝
統
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、
暴
力
装
置
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
啓
蒙
は
こ
こ
で
は
野
蛮
に
転
化
し
た
」
（
六
五
一
頁
）
と
い
う
。

普
通
こ
れ
は
近
代
化
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
近
代
技
術

の
工
場
を
、
啓
蒙
と
は
呼
ば
な
い
。

　

で
は
、
次
に
章
別
に
見
て
み
よ
う
。

　

第
一
章
「
バ
ロ
ッ
ク
期
ス
ペ
イ
ン
か
ら
啓
蒙
へ
―
―
服
従
と
抵
抗
」
は

「
世
俗
権
力
に
対
す
る
服
従
と
抵
抗
を
め
ぐ
る
議
論
に
焦
点
」
（
二
〇
頁
）

　

書
評　

『
野
蛮
と
啓
蒙
―
―
経
済
思
想
史
か
ら
の
接
近

』

（
田
中
秀
夫
編
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）

森
岡
邦
泰

　

本
書
は
「
野
蛮
と
啓
蒙
」
と
い
う
主
題
で
編
ま
れ
た
浩
瀚
な
論
文
集
で

あ
る
。
ま
ず
、
な
ぜ
「
野
蛮
と
啓
蒙
」
な
の
か
。
こ
の
両
者
の
関
係
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
序
章
と
終
章
で
言
及
さ
れ
て
い

る
が
、
野
蛮
の
例
と
し
て
近
年
の
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
概
念
と
し
て
の
啓
蒙
に
は
こ
う
し
た
時
代

の
も
の
は
含
ま
れ
な
い
の
で
、
概
念
を
拡
張
す
る
な
ら
、
再
定
義
が
必
要



255　●　〈書　評〉

を
あ
て
た
ス
ペ
イ
ン
政
治
思
想
史
の
概
説
で
、
本
書
の
主
題
と
は
あ
ま
り

関
連
性
は
な
い
。

　

第
二
章
「
マ
リ
ア
ナ
の
貨
幣
論
―
―
貨
幣
を
操
作
す
る
暴
君
は
王
に
あ

ら
ず
」
も
同
様
に
、
本
書
の
主
題
と
は
あ
ま
り
関
連
性
は
な
い
。
貨
幣
史

の
経
済
学
史
の
研
究
と
し
て
み
れ
ば
、
興
味
深
い
論
点
も
含
ん
で
い
る
。

　

第
三
章
「
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ト
レ
イ
ド
論
争
―
―
オ
ラ
ン
ダ

へ
の
嫉
妬
、
憧
れ
、
警
戒
」
。
こ
れ
も
経
済
学
史
の
研
究
と
し
て
は
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
と
い
う
一
次
資
料
を
分
析
し
て
い
る
点
で
、
学
界
へ
の
寄
与

が
あ
る
と
思
う
が
、
本
書
の
主
題
と
は
関
係
な
い
。

　

第
四
章
「
重
商
主
義
に
み
る
野
蛮
と
啓
蒙
―
―
「
帝
国
」
の
政
治
経
済

学
」
。
こ
れ
は
本
書
の
課
題
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
、
重
商
主
義
時
代

に
お
け
る
、
近
代
的
所
有
権
、
植
民
正
当
化
論
、
奴
隷
制
な
ど
の
諸
論
点

を
検
討
し
た
。

　

ロ
ッ
ク
の
例
か
ら
「
啓
蒙
に
よ
る
文
明
化
を
掲
げ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
、

現
実
に
対
処
す
る
際
に
は
ま
っ
た
く
不
合
理
な
支
配
隷
属
を
容
認
す
る
野

蛮
に
陥
っ
て
い
る
」
（
一
一
七
頁
）
と
い
う
。
も
し
啓
蒙
が
支
配
隷
属
を
な

く
す
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
対
象
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
限
ら
れ
る
こ
と

が
問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
啓
蒙
思
想
自
体
に
内
包
し
て
い
る
問
題
な
の

か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
な
お
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
私
は
黒
人
が
、

生
ま
れ
つ
き
白
人
に
劣
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
あ
の
顔

つ
き
を
し
た
文
明
的
な
国
民
は
か
つ
て
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
し
、
活
動

や
思
索
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
著
名
な
個
人
さ
え
い
な
か
っ
た
」
（
一
一

八
頁
）
と
い
う
文
言
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
ム

の
経
験
主
義
を
示
し
て
い
る
例
だ
と
思
わ
れ
る
。
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
黒
人

が
白
人
と
同
等
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
断
定
し
な
い
の
が
、
経
験
主
義

で
あ
ろ
う
。

　

勤
勉
な
労
働
者
階
級
の
育
成
と
労
働
雇
用
の
問
題
に
は
、
暴
力
的
な
強

制
・
抑
圧
の
側
面
と
温
情
主
義
的
側
面
が
併
存
し
、
「
『
野
蛮
と
啓
蒙
の
問

題
』
が
錯
綜
し
た
形
で
存
在
し
て
い
た
」
（
一
二
七
頁
）
と
い
う
指
摘
は
、

従
来
の
議
論
を
本
書
の
主
題
の
観
点
か
ら
述
べ
直
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

第
五
章
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
文
明
化
と
野
蛮
―
―
平
定
か
ら
啓
蒙
へ
」
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
直
面
し
た
野
蛮
と
し
て
、
戦
争
の
野
蛮
、
ハ
イ
ラ
ン

ド
の
伝
統
の
略
奪
文
化
、
宗
教
を
め
ぐ
る
野
蛮
、
貧
困
が
も
た
ら
す
野
蛮

が
あ
げ
ら
れ
る
。
当
時
の
歴
史
・
思
想
史
を
野
蛮
と
啓
蒙
と
い
う
観
点
か

ら
整
理
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
ま
た
触
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
が
ひ
と
つ
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ

六
世
が
、
貴
族
た
ち
の
「
野
蛮
な
争
い
」
（
一
四
七
頁
）
の
根
絶
を
目
指
し

た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
六
世
自
身
が
「
野
蛮
」
と
呼
ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う
。
本
章
に
限
ら
な
い
が
、
原
文
で
「
野
蛮
」
と
書
か
れ
て
い

る
も
の
と
、
著
者
が
「
野
蛮
」
と
呼
ん
だ
も
の
が
、
同
一
平
面
上
で
混
在

し
て
い
る
。
原
文
で
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
時
の
人
が
そ
う
認

識
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
著
者
の
解
釈
で

あ
り
、
当
時
の
人
が
野
蛮
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
、
野
蛮
と
み

な
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
史
研
究
と
し
て
は
両
者
は
一
応
区
別

さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
も
し
野
蛮
と
解
釈
す
る
な
ら
、
そ
の
定
義
を
示
す

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
六
章
「
D
・
ロ
ッ
ホ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
産
業
振
興
論
に
み
る
無
知

と
啓
蒙
」
。
十
八
世
紀
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
商
人
の
ロ
ッ
ホ
が
、
亜
麻
織
物
産
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の
経
済
思
想
の
特
徴
を
出
し
た
上
で
、
「
野
蛮
と
啓
蒙
」
と
い
う
観
点
か

ら
の
論
評
を
つ
け
加
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

第
一
一
章
「
ム
ロ
ン
と
ド
ラ
マ
ー
ル
―
―
一
八
世
紀
前
半
フ
ラ
ン
ス
の

ポ
リ
ス
と
商
業
」
。
ム
ロ
ン
と
ド
ラ
マ
ー
ル
の
ポ
リ
ス
論
を
主
に
奢
侈
と

穀
物
問
題
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
「
余
剰
が
も
た
ら
す
新
た
な
野
蛮
」
（
三

八
一
頁
）
な
ど
と
何
度
か
い
わ
れ
て
、
余
剰
が
野
蛮
の
原
因
だ
と
さ
れ
て

い
る
が
、
余
剰
を
野
蛮
と
呼
び
う
る
も
の
か
。
本
章
も
、
別
の
問
題
設
定

の
論
考
に
、
野
蛮
だ
と
か
啓
蒙
だ
と
か
い
う
形
容
を
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

第
一
二
章
「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
野
蛮
化
す
る
共
和
国
像
―
―
共
和
主

義
的
「
文
明
」
理
解
の
盛
衰
を
め
ぐ
っ
て
」
。
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
、
野
蛮
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
ゲ
ル
マ
ン
人
の
ゴ

シ
ッ
ク
政
体
の
地
位
向
上
を
目
指
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
「
競
技
士
と
戦

士
の
集
団
」
で
「
堅
強
で
粗
野
な
人
び
と
」
と
し
て
描
い
た
こ
と
か
ら
（
三

九
六
頁
）
、
古
典
的
共
和
国
を
野
蛮
な
社
会
と
類
似
的
に
と
ら
え
て
い
た

と
す
れ
ば
、
啓
蒙
と
野
蛮
の
間
に
緊
張
関
係
は
な
く
、
進
歩
的
発
展
、
具

体
的
に
は
ゴ
シ
ッ
ク
政
体
の
脱
野
蛮
化
、
君
主
制
の
推
奨
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
本
章
に
は
、
他
の
章
の
よ
う
に
野
蛮
の
概
念
の
む
や
み
な
拡
張
が

な
い
。

　

第
一
三
章
「
テ
ュ
ル
ゴ
と
ス
ミ
ス
に
お
け
る
未
開
と
文
明
―
―
社
会
の

平
等
と
不
平
等
」
。
テ
ュ
ル
ゴ
の
進
歩
史
観
と
ス
ミ
ス
の
発
展
段
階
論
が

紹
介
さ
れ
、
旅
行
記
が
利
用
さ
れ
る
。
旅
行
記
ま
で
検
討
し
た
研
究
は
興

味
深
い
も
の
の
、
た
だ
冒
頭
で
、「
文
明
社
会
の
不
平
等
と
い
う
『
野
蛮
さ
』
」

（
四
三
二
頁
）
と
い
っ
て
い
る
が
、
不
平
等
と
野
蛮
と
は
違
う
概
念
だ
ろ
う
。

業
に
代
え
て
毛
織
物
産
業
の
振
興
を
求
め
た
理
由
を
探
る
。
ロ
ッ
ホ
は
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
が
ス
テ
イ
プ
ル
産
業
と
な
る
土
台
、
視
座
、
変
化
に

つ
い
て
無
知
で
あ
り
、
そ
の
蒙
を
啓
こ
う
と
し
た
と
い
う
。
ま
さ
に
経
済

思
想
史
の
論
考
で
あ
る
。
ロ
ッ
ホ
は
一
七
七
五
年
に
『
商
工
論
』
を
書
い

た
そ
う
だ
が
、
時
代
は
毛
織
物
で
は
な
く
、
綿
織
物
の
産
業
革
命
へ
と
移

り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
あ
た
り
は
ど
う
評
価
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。

　

第
七
章
「
オ
ー
ク
ニ
ー
諸
島
の
野
蛮
と
啓
蒙
―
―
改
良
と
抵
抗
の
は
ざ

ま
で
」
。
法
廷
論
争
を
通
し
て
当
時
の
社
会
思
潮
を
探
る
。
論
争
自
体
は
、

著
者
の
い
う
通
り
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
が
、
野
蛮
と
啓
蒙

に
引
き
つ
け
る
の
は
困
難
か
と
思
わ
れ
る
。

　

第
八
章
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
文
明
社
会
論
―
―
野
蛮
と
啓
蒙
の
諸
相
」
。

ス
ミ
ス
の
文
明
社
会
論
が
、
「
野
蛮
」
か
ら
「
文
明
」
へ
の
単
線
的
な
進

歩
史
観
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
富
裕
化
を
手
放
し
で
称
賛

し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
、と
し
て
、『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
い
う
「
啓

蒙
の
自
己
崩
壊
」
を
見
よ
う
と
す
る
。
「
啓
蒙
の
自
己
崩
壊
」
に
沿
っ
て
、

ス
ミ
ス
を
整
理
し
直
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

第
九
章
「
ジ
ョ
セ
フ
・
プ
リ
ー
ス
ト
リ
と
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
啓
蒙

―
―
奴
隷
制
」
。
野
蛮
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
、
奴
隷
制
を
検
討
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
啓
蒙
の
時
代
に
あ
っ
た
奴
隷
制
を
、
理
論
的

に
ど
う
解
く
の
か
と
い
う
問
題
は
、
本
章
を
踏
ま
え
た
上
で
さ
ら
に
研
究

が
な
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
一
〇
章
「
J
・
F
・
ム
ロ
ン
の
商
業
社
会
論
―
―
啓
蒙
の
経
済
学
」
。

本
章
は
基
本
的
に
は
、
ム
ロ
ン
の
経
済
思
想
の
分
析
で
あ
っ
て
、
ム
ロ
ン
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第
一
八
章
の
「
マ
ル
サ
ス
の
ペ
イ
ン
批
判
―
―
啓
蒙
の
野
蛮
化
と
の
戦

い
」
と
第
一
九
章
の
「
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
の
経
済
思
想
家
に
お
け
る
啓

蒙
と
野
蛮
の
問
題
―
―
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー

ダ
ー
」
は
、
野
蛮
と
啓
蒙
と
い
う
主
題
よ
り
も
む
し
ろ
、
第
一
五
章
と
は

ま
た
別
の
意
味
で
、
啓
蒙
と
反
啓
蒙
と
い
う
観
点
で
興
味
深
い
素
材
を

扱
っ
て
い
る
。
啓
蒙
が
掲
げ
る
理
念
は
い
ず
れ
も
、
当
時
新
奇
な
も
の
で
、

当
た
り
前
で
も
自
明
で
も
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
当
然
そ
れ
に
対
す
る
反

発
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
第
一
八
章
で
は
、
バ
ー
ク
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
近
代
の
象
徴
と
考

え
て
い
た
と
す
る
が
、
バ
ー
ク
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
な
ら
ず
者
が

起
こ
し
た
暴
動
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
啓
蒙
思
想
家

が
合
い
言
葉
の
よ
う
に
否
定
し
た
「
偏
見
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
自
然

な
も
の
だ
と
挑
戦
状
を
た
た
き
つ
け
て
い
る
。

　

マ
ル
サ
ス
に
つ
い
て
は
、
本
章
は
『
人
口
論
』
第
二
版
の
み
に
出
て
き

て
、
第
三
版
か
ら
削
除
さ
れ
た
、
食
事
の
支
払
代
金
を
持
た
な
い
者
は
食

卓
に
つ
く
権
利
を
持
た
ず
、
「
自
然
は
彼
に
立
ち
去
る
こ
と
を
命
じ
る
」

と
い
う
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
詳
細
に
検
討
し
て
お
り
興
味
深
い
。
た
だ
マ
ル
サ

ス
は
終
始
一
貫
し
て
貧
民
の
被
救
済
権
を
否
定
し
て
い
る
の
で
、
削
除
さ

れ
て
も
、
基
本
的
な
立
場
は
変
わ
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
一
九
章
は
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
を
扱
う
。
ミ
ュ
ラ
ー
が
「
等
質
的

で
平
等
な
諸
個
人
の
観
念
の
弊
害
」
と
か
ら
め
て
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア

批
判
を
し
、
ツ
ン
フ
ト
を
「
生
き
生
き
と
し
て
個
々
人
の
自
由
と
共
同
社

会
の
自
由
と
の
間
を
と
り
も
っ
て
い
た
」
、「
心
か
ら
の
結
び
つ
き
」が
あ
っ

た
、
と
描
く
と
き
（
六
三
〇
頁
）
、
啓
蒙
と
い
う
よ
り
も
近
代
化
に
よ
っ
て

　

第
一
四
章
「
ル
ソ
ー
焚
書
事
件
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
銀
行
家
―
―
焚
書

と
啓
蒙
」
。
焚
書
事
件
を
契
機
と
し
た
ロ
ガ
ン
、
ボ
ワ
＝

ド
＝

ラ
＝

ト
ゥ
ー

ル
家
、
ド
ゥ
レ
セ
ー
ル
家
と
い
っ
た
人
々
と
ル
ソ
ー
と
の
交
友
関
係
を
描

く
。
野
蛮
と
啓
蒙
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
焚
書
が
啓
蒙
と
は
相
容
れ
な
い

野
蛮
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
考
察
は
な
い
。

つ
ま
り
本
章
は
、
ル
ソ
ー
の
ス
イ
ス
に
お
け
る
人
脈
の
解
明
を
目
指
し
た
、

別
の
主
題
の
論
考
と
見
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

　

第
一
五
章
「
ラ
ン
ゲ
と
近
代
社
会
批
判
―
―
永
遠
の
奴
隷
制
と
野
蛮
」
。

反
啓
蒙
の
立
場
に
立
ち
、
奴
隷
制
を
社
会
制
度
一
般
の
本
質
と
主
張
し
た

と
い
う
ラ
ン
ゲ
を
対
象
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
他
の
章
と
は
際
だ
っ
た

対
照
を
な
す
。

　

第
一
六
章
「
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ガ
ル
ヴ
ェ
の
貧
困
論
―
―
文
明
化
の

な
か
の
貧
困
と
人
間
」
。
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
牧
師
マ
ク
フ
ァ
ー
ラ
ン
の
『
貧

困
論
』
の
ガ
ル
ヴ
ェ
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
に
つ
け
ら
れ
た
論
考
を
通
し
て
、

ド
イ
ツ
的
貧
困
論
を
検
討
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
野
蛮
と
貧
困
と
は
別

の
概
念
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
別
の
主
題
の
論
考
と
見
た
方
が
い

い
。

　

第
一
七
章
「
ペ
イ
ン
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
対
バ
ー
ク
、
マ
ル
サ
ス
―
―

市
民
社
会
に
お
け
る
有
用
性
と
野
蛮
」
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
野
蛮
と
み
な

し
た
バ
ー
ク
と
、
そ
れ
を
啓
蒙
が
野
蛮
を
駆
逐
し
て
い
る
過
程
だ
と
見
な

し
た
ペ
イ
ン
、
さ
ら
に
ペ
イ
ン
に
近
似
し
た
共
和
主
義
思
想
を
持
っ
た

A
・
オ
コ
ナ
ー
を
分
析
す
る
。
本
章
で
は
、
実
際
に
原
文
で
「
野
蛮
」
と

い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
章
句
を
考
察
し
て
い
る
。
な
お
理
論
的
参
照
枠

は
フ
ー
コ
ー
に
依
拠
し
て
い
る
。
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書
評　

『
島
々
の
発
見
―
―「
新
し
い
ブ
リ
テ
ン
史
」と
政
治
思
想

』

（
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
著
、
犬
塚
元
監
訳
、�

�

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）

伊
藤
誠
一
郎

　

著
者
自
身
の
言
葉
に
よ
る
と
、
本
書
の
狙
い
は
、
「
ブ
リ
テ
ン
史
の
一

つ
の
読
み
方
、
そ
し
て
こ
の
『
ブ
リ
テ
ン
史
』
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
め

ぐ
る
一
つ
の
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
そ
し
て
「
こ
の
理
解
は
、

他
の
解
釈
と
も
並
存
で
き
る
。
多
面
的
で
な
い
歴
史
や
、
別
の
見
方
が
で

き
な
い
解
釈
は
存
在
し
な
い
」
。
わ
ず
か
こ
の
短
い
三
つ
の
文
章
に
、
本

破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
世
的
制
度
へ
の
郷
愁
の
思
い
を
表
明
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
国
家
が
進
め
た
啓
蒙
に
基
づ
く
近
代
化
に
対
し
て
、
民
衆

は
因
習
的
な
伝
統
社
会
に
生
き
て
い
た
か
ら
、
上
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た

と
受
け
止
め
た
。
そ
の
思
い
を
理
論
化
し
、
近
代
化
に
反
撃
し
よ
う
と
し

た
の
が
ミ
ュ
ラ
ー
た
ち
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
現
実
的
に
時
計
の

針
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
次
善
の
策
と
し
て
、
な
る
べ

く
過
去
の
精
神
が
生
き
る
形
で
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
の
提
言
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
が
ロ
マ
ン
主
義
者
の
心
情
で
あ
り
、
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
中
世

を
向
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
各
章
を
検
討
し
た
が
、
全
体
的
に
い
っ
て
「
野
蛮
」
に
つ
い
て
、

（
1
）
原
文
で
「
野
蛮
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
を
精
査
し
て
、

当
該
思
想
家
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
章
と
、
（
2
）
文
明
化
の
負

の
遺
産
を
指
し
て
、
こ
れ
を
野
蛮
と
呼
ん
で
い
る
章
が
あ
る
。
前
者
の
手

法
は
、
思
想
史
の
研
究
方
法
と
し
て
は
堅
実
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
の

方
法
は
、
成
功
す
れ
ば
前
者
よ
り
大
き
な
視
野
を
開
拓
す
る
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
が
、
既
存
の
議
論
の
ラ
ベ
ル
の
付
け
替
え
に
な
り
か
ね
な
い
危

険
性
が
あ
る
。
そ
う
な
っ
た
場
合
は
、
い
た
ず
ら
に
概
念
の
拡
張
を
要
求

し
て
概
念
が
希
薄
化
し
、
結
果
的
に
何
も
言
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

後
者
の
方
法
で
成
功
す
る
こ
と
は
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
よ
う
な
哲
学

書
と
違
い
、
短
い
思
想
史
研
究
で
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

 

（
も
り
お
か
・
く
に
や
す
／
フ
ラ
ン
ス
社
会
思
想
）
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ラ
ン
ド
が
そ
の
支
配
的
な
地
位
を
手
放
す
意
思
が
一
貫
し
て
な
か
っ
た
点

が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
合
同

の
議
論
に
お
い
て
も
、
そ
も
そ
も
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
人
に
な
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
」
。
ま
た
、
描
か
れ
る
歴

史
と
し
て
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
心
主
義
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
「
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
観
点
か
ら
か
か
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
点
」
が
指
摘
さ
れ
る
。

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
」
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
が
「
自

立
的
で
な
い
と
い
う
意
味
で
『
地
域
的
』
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
人
が
「
『
主
権
的
』
で
『
絶
対
的
』
な
権
力
を
手
に
し
て
い
る
」

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
よ
り
『
島
国
的
』
、
『
自
民
族
中
心
的
』
、
『
地

域
的
』
で
あ
っ
た
」
、
と
対
比
さ
せ
、
こ
こ
に
「
ブ
リ
テ
ン
問
題
」
の
「
最

初
の
事
例
」
を
見
出
し
、
そ
れ
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
を
押
し
付
け
る
形

で
解
決
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
心
主
義
的
歴

史
観
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
歴
史
に
つ
い
て
も
同
様
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
。

　

以
上
第
Ⅱ
部
で
提
示
さ
れ
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
側
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中

心
主
義
的
認
識
は
、
第
Ⅲ
部
に
お
け
る
、
一
七
〇
七
年
の
合
同
以
降
の
帝

国
の
議
論
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
独
立
の
説
明
に
お
い
て
意
味
を
成
し
て

く
る
。
す
な
わ
ち
、
一
七
〇
七
年
の
議
会
の
合
同
は
、
「
『
併
合
』
と
し
て

の
合
同
を
志
向
し
て
、
『
国
家
連
合
』
と
し
て
の
合
同
を
拒
絶
」
し
た
。

あ
く
ま
で
も
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
「
キ
ン
グ
・
イ
ン
・
パ
ー
ラ
メ

ン
ト
」
が
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
し
か
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
考
え
て
い
な

か
っ
た
。こ
れ
は
、
帝
国
の
支
配
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。だ
か
ら
、「
『
帝

国
』
を
『
国
家
連
合
』
と
し
て
再
編
成
す
る
提
案
は
決
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
革
命
は
そ
の
よ
う
な
イ

書
の
目
的
と
、
著
者
の
思
想
史
の
方
法
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
心
で
は
な
く
、
「
群
島
的
」

な
ブ
リ
テ
ン
史
と
い
う
視
点
は
最
近
で
は
広
く
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
が
、
こ
の
問
題
関
心
は
、
ブ
リ
テ
ン
が
「
今
で
言
う
E 

U
」
へ
の
加

盟
を
決
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
そ
し
て
ポ
ー
コ
ッ
ク

は
、
こ
の
加
入
の
決
定
が
、
彼
が
育
っ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
、
「
今
も
昔
も
」
関
心
を
い
だ
い
て
い
る
。
ブ
リ
テ
ン
史

は
「
多
く
の
作
り
手
」
の
産
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
「
多
面
的
」

な
歴
史
観
が
含
意
さ
れ
る
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
こ
う
し
た
歴
史
の
複
雑
さ
を

「
ブ
リ
テ
ン
の
人
々
に
思
い
起
こ
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
。
訳
者
がpeople

を
「
国
民
」
や
「
民
族
」
で
は
な
く
「
人
々
」
と
訳
す
の
は
、
「
著
者
が

本
書
に
お
い
て
批
判
す
る
一
つ
が
、nation
を
中
心
に
し
て
構
成
さ
れ

る
歴
史
叙
述
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
描
こ
う
と

す
る
歴
史
は
、
一
国
民
国
家
の
形
成
論
で
も
な
く
、
一
民
族
国
家
論
で
も

な
い
。
そ
れ
は
必
然
的
に
多
面
性
を
要
求
す
る
、
「
対
蹠
地
の
認
識
の
産

物
で
あ
る
」
。
こ
う
し
た
多
面
的
な
歴
史
観
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
接
近
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
両
ア
メ
リ
カ
と
対
蹠
地
（
つ
ま
り

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
に
拡
大
し
て
い
っ
た
群
島
の
内

部
に
お
け
る
相
互
交
流
や
歩
み
の
と
い
う
意
味
で
の
ブ
リ
テ
ン
の
歴
史
が

消
滅
し
た
わ
け
で
な
い
こ
と
を
示
す
。

　

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
ま
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー

ル
ズ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
複
雑
な
関
係
の
歴
史
を
示
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら

の
群
島
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
、
対
蹠
地
へ
と
多
元
的
な
ブ
リ
テ
ン
史
を
展
開

し
て
い
く
。
第
三
章
と
第
四
章
で
は
、
三
王
国
の
歴
史
の
中
で
、
イ
ン
グ



社会思想史研究　No. 39　2015

●　260

パ
ケ
ハ
に
対
し
て
過
度
に
批
判
的
に
な
る
の
と
同
様
誤
り
で
あ
る
。

　

ポ
ー
コ
ッ
ク
の
こ
う
し
た
一
方
的
な
「
自
己
否
認
」
へ
の
警
戒
は
、
ポ
ー

コ
ッ
ク
自
身
の
言
説
を
注
意
深
く
理
解
し
た
う
え
で
利
用
し
な
い
と
、

ポ
ー
コ
ッ
ク
の
多
元
主
義
的
な
歴
史
観
と
は
違
っ
た
一
側
面
的
な
歴
史
に

利
用
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
日
本
に
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て

こ
の
話
を
読
ん
で
、
最
近
の
〝
自
虐
的
歴
史
観
〞
批
判
の
議
論
を
思
い
だ

し
た
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
的
に
考
え
れ
ば
こ
の
自
虐
的
歴
史
観
も
そ
れ
へ
の
批

判
も
そ
れ
ぞ
れ
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
き
、
多
元
的
歴
史
の
一
つ
と
し
て

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
よ
う
な
多
元
主

義
的
な
歴
史
観
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
歴
史
観
と
同
様
（
も

し
く
は
そ
の
亜
種
と
し
て
）
、
読
者
を
逆
説
的
に
一
面
的
歴
史
叙
述
に
陥
ら

せ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
修
正
主
義
的
解
釈
と
い
う
言
葉
が
、
つ
ね
に
保
守

反
動
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
本
書
の
最
後
で
自

ら
の
歴
史
を
「
保
存
の
戦
略
」
と
あ
ら
わ
し
、
「
保
守
主
義
」
と
い
う
言

葉
で
表
現
し
な
い
よ
う
留
意
し
て
い
る
。

　

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
法
廷
で
の
係
争
に
お
い
て
、
マ
オ
リ
人
の
神
話
の
論

理
、
「
夢
の
時
代
」
を
根
拠
と
す
る
主
張
は
、
実
際
ワ
イ
タ
ン
ギ
審
判
所

が
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、
尊
重
す
べ
き
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
こ
こ
に
お
い
て
も
、
パ
ケ
ハ
も
タ
ガ
タ
・
フ
ェ
ヌ
ア
も
と

も
に
「
船
の
民
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
マ
オ
リ
人
と
パ
ケ
ハ
は
と

も
に
「
タ
ガ
タ
・
ワ
カ
」
で
あ
り
、
「
自
分
た
ち
の
記
憶
・
言
語
・
歴
史

の
な
か
に
大
洋
の
航
海
と
島
々
の
発
見
を
も
つ
人
々
―
―
と
し
て
特
徴
づ

け
ら
れ
よ
う
」
。
当
然
な
が
ら
タ
ガ
タ
・
フ
ェ
ヌ
ア
の
最
初
の
入
植
者
と

ン
グ
ラ
ン
ド
の
姿
勢
の
「
政
治
的
論
理
の
帰
結
」で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ

て
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
論
ず
る
、
合
同
を
め
ぐ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
心
的
ブ
リ

テ
ン
史
の
意
義
が
読
め
て
く
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
た

い
し
て
も
「
キ
ン
グ
・
イ
ン
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
」
政
策
を
貫
き
、
国
家
連

合
で
は
な
く
、
議
会
の
合
同
し
か
あ
り
え
な
い
と
し
た
と
い
う
の
も
同
様

の
論
理
で
あ
る
。

　

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
第
Ⅳ
部
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
を
、

「
二

バ
イ
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル

歴
史
的
な
言
説
」
の
な
か
で
描
く
。
ま
ず
、
パ
ケ
ハ
［
西
洋
人
入
植
者
］

の
人
類
史
を
、
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
啓
蒙
の
人
類
学
」
の
二
段
階

論
と
し
て
提
起
す
る
。
二
段
階
と
は
、
未
開
と
文
明
で
あ
り
、
そ
こ
で
強

調
さ
れ
る
の
は
、
後
者
に
お
い
て
は
土
地
の
占
有
が
所
有
と
い
う
観
念
を

も
た
ら
し
、
そ
の
上
で
こ
そ
交
換
・
商
業
・
社
会
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
以
前
の
未
開
の
状
態
に
お
い
て
は
、
土
地

の
占
有
は
な
く
、
人
々
は
み
な
無
秩
序
に
闘
い
あ
う
ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
自
然

状
態
と
な
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
所
有
、
個
人
主
義
、
社
会
の
観
念
は
パ
ケ

ハ
の
言
説
で
あ
り
、
タ
ガ
タ
・
フ
ェ
ヌ
ア
［
土
地
の
人
］
の
そ
れ
で
は
な
い
。

　

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、こ
う
し
た
「
二
歴
史
的
な
言
説
」
を
踏
ま
え
て
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
を
考
え
た
と
き
、
彼
の
方
法
論
的
立
場
に
し
た
が
っ

て
、
一
方
の
（
こ
の
場
合
パ
ケ
ハ
の
側
の
）「
自
己
否
認
」
は
、
む
し
ろ
「
自

分
た
ち
の
立
場
の
強
化
と
な
っ
た
り
密
か
な
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
と
な
っ
た

り
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
タ
ガ
タ
・
フ
ェ
ヌ
ア
自
身
、
タ

ガ
タ
・
フ
ェ
ヌ
ア
に
な
る
以
前
は
「
タ
ガ
タ
・
ワ
カ
」
［
船
の
民
］
で
あ
り
、

「
海
を
通
じ
て
こ
こ
に
や
っ
て
き
て
、
土
地
で
の
暮
ら
し
を
築
き
始
め
た
」
。

タ
ガ
タ
・
フ
ェ
ヌ
ア
の
や
っ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
無
批
判
に
な
る
の
は
、
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ダ
ン
へ
の
懐
疑
に
つ
な
が
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
歴
史
は
発

明
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
外
的
な
押
し
付
け
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

歴
史
学
の
目
的
は
絶
え
ず
そ
れ
ら
を
脱
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ポ
ー

コ
ッ
ク
は
、
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
別
様
に
実
現
・
主
張
さ
れ
る
複
数

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
あ
い
だ
を
歴
史
の
本
性
ゆ
え
に
絶
え
ず
移
動
せ
ざ
る

を
え
な
い
自
己
に
対
し
て
、
非
常
に
有
益
な
批
判
能
力
を
授
け
る
」
、
と

い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
考
様
式
の
メ
リ
ッ
ト
を
認
め
る
。
実
際
、
こ
の

こ
と
自
体
は
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
方
法
論
と
も
重
な
る
。
し
か
し
、
彼
は
自
分

と
ち
が
っ
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、
現
在
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
以
外
に
は
い
か
な
る
自
己
も
な
い
と
お
し
え
、「
抵
抗
す
る
ど
こ
ろ
か
、

わ
れ
わ
れ
を
抑
圧
さ
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
か
」
も
し
く
は
「
他
の
誰
か

を
抑
圧
す
る
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
放
っ
て
お
く
」
と
い
う
。

　

本
書
を
通
じ
て
、
ブ
リ
テ
ン
史
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
接
続
、
と
く

に
前
者
の
後
者
へ
の
「
加
盟
」
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
ポ
ー
コ
ッ
ク

は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
私
」
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
対
蹠
地
の
人
間
で
あ
り
、
ネ
オ
・
ブ
リ
テ
ン
人
で
あ
る
私
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
連
合
と
い
う
観
念
を
愛
す
る
理
由
を
も
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
合
は
私
を
受
け
入
れ
て
は
い
な
い
し
、
自
分
が
帰
属
し
て
い
る

と
考
え
た
結
び
つ
き
や
歴
史
か
ら
私
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
。
ポ
ー

コ
ッ
ク
の
こ
う
し
た
「
私
」
の
心
情
の
吐
露
は
、
決
し
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ

ル
な
も
の
で
は
な
く
、
本
書
を
通
じ
て
み
て
き
た
彼
の
歴
史
観
に
基
づ
い

て
い
る
。
彼
の
不
安
は
、
主
権
を
消
し
て
、
も
し
く
は
あ
い
ま
い
に
し
て
、

こ
の
問
題
そ
の
も
の
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
で
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
問
題
を

解
決
し
よ
う
と
い
う
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
試
み
に
対
す
る
懐
疑
で
あ
る
。

し
て
の
優
先
権
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
他
方
で
今
日
、
マ
オ
リ

人
と
パ
ケ
ハ
の
法
廷
に
お
け
る
優
先
権
の
争
い
が
あ
る
と
き
に
す
で
に
そ

の
「
議
論
の
型
」
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
法
廷
は
夢

の
時
代
を
尊
重
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
夢
の
時
代
の
た
め
に
自
ら
を
放

棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
こ
こ
に
も
一
方
的
「
自
己
否
認
」
を
回
避

す
る
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
歴
史
の
方
法
が
貫
か
れ
る
。

　

最
後
に
第
Ⅴ
部
で
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
試
み
、
す
な
わ
ち

主
権
を
喪
失
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
懐
疑
を
示
す
。
主
権
と
歴
史
は

「
共
同
体
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
し
て
、
共
同
体
の
構
成

員
で
あ
る
個
人
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段

で
あ
っ
た
」
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
共
同
体
お
よ
び

個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
解
体
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ

う
に
問
い
か
け
る
。
「
主
権
が
消
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
歴
史
叙
述
に
何

が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
歴
史
叙
述
が
消
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
な
に
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
」
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
本
書
で
、
ブ

リ
テ
ン
史
に
お
け
る
主
権
の
問
題
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
支
配
の
帝
国
の
問
題

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
う
し
た
形
で
ブ
リ
テ
ン
の
歴
史
を
叙
述

し
て
き
た
。
彼
に
と
っ
て
、
主
権
を
論
じ
る
こ
と
は
人
々
の
歴
史
を
論
じ

る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
主
権
＝
歴
史
を
消
そ
う
と
し
、
か
わ
っ
て
市
場
に
、
あ
く
ま
で

も
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
「
主
権
」
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
対
し
て
は
懐
疑
的
な
目
を
注
ぐ
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
い
う
の
は
本
書

の
流
れ
の
中
で
は
理
解
で
き
る
。

　

ポ
ー
コ
ッ
ク
の
中
で
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
懐
疑
は
、
ポ
ス
ト
モ



社会思想史研究　No. 39　2015

●　262

　

書
評　

『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
教
会
論
』

（
山
田
園
子
著
、
溪
水
社
、
二
〇
一
三
年
）

岡
村
東
洋
光

　

本
書
は
、
ラ
ヴ
レ
ー
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
のM

S Lockec. 34

を

中
心
と
し
た
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
教
会
論
稿
の
分
析
で
あ
り
、
こ
れ
を

中
心
に
「
オ
ラ
ン
ダ
へ
亡
命
す
る
一
六
八
三
年
以
前
の
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ

ク
の
教
会
論
を
明
ら
か
に
す
る
」
も
の
で
あ
る
（
七
頁
）
。

　

著
者
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
論
稿
は
「
英
語
を
母
国
語
と
す
る

ロ
ッ
ク
研
究
者
す
ら
忌
避
す
る
文
書
」
（
二
二
一
頁
）
で
あ
り
、
そ
の
「
解

帝
国
と
は
主
権
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
歴

史
を
書
き
換
え
、
喪
失
し
つ
つ
あ
る
ブ
リ
テ
ン
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
代
替
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
す
る

懐
疑
で
あ
る
。
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
と
し
て
の
彼
に
と
っ
て
の

危
機
で
あ
る
と
と
も
に
、
歴
史
そ
の
も
の
に
と
っ
て
の
危
機
で
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
ブ
リ
テ
ン
問
題
は
、
対
蹠
地
の
視
点
か
ら

論
ず
る
ポ
ー
コ
ッ
ク
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
移
民
を
そ
の
中
に
抱
え
て

し
ま
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
々
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
中
に
い
な
が
ら
自

ら
のB

ritishness

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
、
本
書
で

は
基
本
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
香
港
の
ケ
ー
ス
は
事
態
を
さ
ら
に
複

雑
に
す
る
。
二
〇
一
四
年
秋
か
ら
の
香
港
で
の
選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
混
乱

や
、
ま
た
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
を
め
ぐ
る
議
論
も
起
こ
る
べ
く
し
て

起
き
た
も
の
で
あ
り
、
ブ
リ
テ
ン
問
題
は
今
日
な
お
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち

を
と
り
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
。

　

こ
の
本
は
、
歴
史
そ
の
も
の
を
扱
っ
て
お
り
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
他
の
思

想
史
の
本
と
は
論
述
の
手
法
も
少
し
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
以
上
み
て
き

た
よ
う
に
、
歴
史
の
本
と
し
て
も
、
現
代
に
思
い
を
は
せ
る
歴
史
研
究
と

し
て
も
非
常
に
示
唆
的
で
あ
り
、
味
わ
い
深
い
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の

は
、
し
っ
か
り
と
し
た
研
究
を
ふ
ま
え
た
上
で
な
さ
れ
た
翻
訳
で
あ
り
、

内
容
理
解
に
お
い
て
必
要
で
は
あ
る
が
決
し
て
わ
ず
ら
わ
し
く
な
い
補
足

や
訳
注
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
翻
訳
へ
の
不
信
感
や
訳
文
の
ぎ
こ
ち
な
さ
に

邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
こ
の
本
の
内
容
そ
の
も
の
を
楽
し
め
た
こ
と
に
、

読
者
の
一
人
と
し
て
、
最
後
に
、
訳
者
へ
の
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

 

（
い
と
う
・
せ
い
い
ち
ろ
う
／
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
経
済
思
想
史
）
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は
、
教
会
・
聖
職
者
と
王
・
世
俗
為
政
者
の
領
域
を
混
同
す
る
こ
と
か
ら

生
ず
る
問
題
を
体
感
し
た
こ
と
に
あ
り
、
ロ
ッ
ク
は
宗
教
の
正
当
性
、
真

理
性
、
無
謬
性
の
主
張
を
批
判
す
る
観
点
か
ら
、
非
国
教
徒
の
「
包
容
・

寛
容
」
政
策
を
導
い
た
と
す
る
。

　

第
三
章
「
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
テ
ィ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
教
会
論
」
で
は
、

ス
テ
ィ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
復
古
体
制
危
機
下
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教

会
が
国
教
会
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
の
正
当
性
、
及
び
そ
の
明
確
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
模
索
し
た
の
で
あ
り
、
主
教
制
国
教
会
制
度
を
唱
え
、

非
国
教
徒
の
迫
害
や
寛
容
に
反
対
し
、
非
国
教
徒
の
分
離
は
国
教
会
の
存

在
へ
の
脅
威
で
あ
る
と
し
、
主
教
制
を
原
始
教
会
に
さ
か
の
ぼ
り
正
当
化

す
る
と
と
も
に
、
世
俗
主
権
者
の
権
力
と
制
定
法
上
の
強
制
力
を
擁
護
し
、

国
家
と
教
会
は
同
延
的
な
広
が
り
を
持
ち
、
宗
教
統
一
は
国
家
統
一
に
必

要
と
主
張
し
た
、
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

第
四
章
「
ロ
ッ
ク
の
教
会
論
」
は
こ
の
書
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
な
す
。
ス

テ
ィ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
説
批
判
を
通
し
て
、
ロ
ッ
ク
の
考
え
方
が
明
確
に
な

る
。
著
者
に
従
う
と
、
ま
ず
、
（
一
）
教
会
の
本
質
に
つ
い
て
、
ス
テ
ィ

ン
グ
フ
リ
ー
ト
の
主
教
制
国
教
会
に
対
し
、
ロ
ッ
ク
は
国
教
会
だ
か
ら
真

の
教
会
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
教
会
の
目
的
に
適
わ
な
い
儀
式
等
は
不

当
で
あ
り
、
強
制
は
で
き
な
い
。
教
会
は
人
々
の
自
発
的
な
同
意
に
基
づ

い
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
は
主
教
を
国
教
会

の
代
表
者
と
言
う
が
、
そ
の
権
限
は
当
該
主
教
区
以
外
に
は
及
ば
な
い
。

主
教
が
強
力
な
権
限
を
持
つ
制
度
は
、
教
皇
の
至
上
性
に
行
き
着
く
の
で

反
対
で
あ
る
。
各
人
は
そ
の
信
仰
に
基
づ
い
て
教
会
を
選
ぶ
、
と
す
る
。

　

次
に
、
（
二
）
国
教
会
の
存
在
と
非
国
教
徒
の
分
離
に
つ
い
て
、
国
教

読
に
挑
ん
だ
研
究
は
、
世
界
的
に
見
て
も
皆
無
で
あ
る
」
（
七
頁
）
。
著
者

が
取
り
組
ん
だ
契
機
は
、
「
ス
テ
ィ
ン
グ
フ
リ
ー
ト
へ
の
ロ
ッ
ク
の
回
答

が
長
く
言
わ
れ
て
き
た
『
統
治
二
論
』
の
失
わ
れ
た
部
分
を
な
す
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
J
・
G
・
A
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
言
及
に
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
著
者
の
問
題
意
識
は
、
旧
来
の
『
統
治
二
論
』
の
解
釈
（
「
名
誉

革
命
体
制
」
の
思
想
家
）
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
ロ
ッ
ク
解
釈
を

提
示
す
る
こ
と
を
含
む
。
ロ
ッ
ク
の
教
会
論
の
研
究
を
そ
の
た
め
の
鍵
と

み
な
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
著
者
は
、
研
究
の
際
に
「
教
会
論
稿
」
を
『
統
治

二
論
』
の
執
筆
時
期
と
重
ね
、
両
者
を
一
体
と
し
て
読
ん
で
い
る
。

　

本
書
は
二
部
か
ら
な
る
。
前
半
は
著
者
の
分
析
が
示
さ
れ
、
後
半
は
資

料
編
と
し
て
ロ
ッ
ク
の
「
教
会
論
稿
」
の
翻
訳
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
読
者
は
著
者
の
主
張
の
根
拠
を
資
料
編
で
確
認
で
き
る
構
成

と
な
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
資
料
編
の
翻
訳
は
本
邦
初
で
あ
り
、
著

者
の
前
作
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
『
寛
容
論
』
の
研
究
』
（
二
〇
〇
七
年
）
に

お
け
る
『
寛
容
論
』
の
邦
訳
同
様
、
後
続
者
に
と
っ
て
研
究
上
の
便
宜
は

多
大
で
あ
り
、
そ
の
功
績
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

第
一
章
「
復
古
体
制
危
機
と
国
教
会
」
で
著
者
は
、
J
・
ス
コ
ッ
ト
に

依
り
な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
は
一
六
三
八
～
四
二
年
の
危
機
と
同
様
に
、

教
皇
主
義
と
恣
意
的
統
治
の
問
題
が
復
活
し
た
上
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
が

カ
ト
リ
ッ
ク
国
と
の
連
携
を
図
っ
た
た
め
、
議
会
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
に
と
っ
て
生
き
残
り
を
か
け
た
戦
い
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
説
明
す

る
。

　

第
二
章
「
ロ
ッ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
旅
行
」
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
好

意
的
な
見
地
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
観
察
が
な
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
旅
行
の
意
義
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著
者
が
主
張
し
て
い
る
論
点
を
、
評
者
の
考
え
で
ま
と
め
、
以
下
の
よ
う

な
四
点
に
集
約
し
て
み
た
。

　

①
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
教
会
論
」
等
を
「
王
位
排
斥
危
機
」
で
は
な

く
、「
復
古
体
制
危
機
」
と
い
う
文
脈
で
把
握
す
る
こ
と
。
つ
ま
り
、「
ロ
ッ

ク
の
教
会
論
」
等
が
書
か
れ
た
動
機
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
国
王
に
な

る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
神
授
権
理
論
に
よ
る
教
会
権
力
の
侵
出
が
国
王
支

配
体
制
の
弱
体
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
危
機
認
識
、
つ
ま
り
、
聖

職
神
授
権
説
に
立
つ
聖
職
者
支
配
は
世
俗
為
政
者
を
従
属
さ
せ
る
教
皇
主

義
的
専
制
を
も
た
ら
し
、
や
が
て
復
古
体
制
自
体
を
崩
壊
に
導
く
に
違
い

な
い
と
い
う
危
機
感
に
あ
っ
た
。

　

②
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
教
会
論
」
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
主
張
に
は
、

宗
教
と
世
俗
の
分
離
と
宗
教
の
無
謬
性
の
批
判
、
世
俗
権
力
の
重
視
と
い

う
論
点
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
の
観
点
か
ら
国
教
会
が
儀
式
や
コ
ミ
ュ
ニ

オ
ン
条
件
を
緩
め
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
信
者
を
国
教
会
へ
引
き
寄
せ

る
策
で
あ
る
「
包
容
」
策
と
、
国
教
会
の
努
力
で
も
入
会
し
な
い
人
に
対

し
て
、
世
俗
為
政
者
が
処
罰
し
な
い
「
寛
容
」
策
の
有
効
性
の
指
摘
が
見

ら
れ
る
。

　

③
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
教
会
論
」
で
は
、
宗
教
は
魂
の
救
済
を
目
的

と
し
、
教
会
は
自
発
的
な
結
社
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
著
者
は
、
こ
の

自
発
的
な
結
社
と
い
う
考
え
方
の
応
用
が
、
人
々
の
自
発
的
な
集
ま
り
で

形
成
さ
れ
る
世
俗
国
家
論
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
み
な
す
。

　

④
以
上
の
主
張
を
踏
ま
え
、
著
者
は
、
ロ
ッ
ク
が
強
力
な
世
俗
国
家
、

君
主
制
国
家
を
求
め
た
と
解
釈
す
る
。
特
に
、
第
二
論
は
、
「
宗
教
上
の

対
立
や
多
様
性
が
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
問
題
や
無
秩
序
を
社
会
的
混
乱

会
は
世
俗
為
政
者
の
教
義
、
規
律
と
礼
拝
に
人
民
の
全
部
ま
た
は
大
部
分

が
団
結
し
た
一
団
体
で
あ
る
が
、
教
会
権
力
の
及
ぶ
範
囲
は
そ
の
構
成
員

に
限
ら
れ
る
。
選
択
す
る
教
会
は
各
人
の
良
心
に
依
る
の
だ
か
ら
、
同
一

国
家
内
に
国
教
会
と
異
な
る
複
数
の
会
衆
が
存
在
し
て
よ
い
。
分
離
の
原

因
は
、
国
教
会
に
よ
る
規
律
の
重
視
、
強
制
に
よ
る
、
と
ロ
ッ
ク
は
主
張

し
た
。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
は
、
説
教
は
独
立
派
教
会
で
聞
き
、
洗
礼
は
長
老

派
の
下
で
受
け
、
聖
餐
と
公
的
礼
拝
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
に
通
う
と

い
っ
た
行
動
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
団
結
と
平
和
を
破
る
も
の
で

は
な
い
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
（
三
）
寛
容
と
包
容
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
国
教
会
と
非
国

教
徒
会
衆
の
共
存
を
望
ん
だ
。
ロ
ッ
ク
の
言
う
「
寛
容
」
と
は
、
非
国
教

徒
会
衆
に
向
け
た
世
俗
為
政
者
の
行
為
を
指
す
。
国
教
会
に
対
し
て
は
「
包

容
」
を
求
め
た
。
包
容
は
国
教
会
の
儀
式
等
の
放
棄
の
努
力
に
よ
り
、
教

会
の
枠
を
広
げ
る
行
為
で
あ
る
。
加
え
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
相
互
の
「
忍
耐

の
準
則
」
が
重
要
と
み
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、（
四
）
聖
職
者
・
教
会
と
国
王
・
世
俗
為
政
者
に
つ
い
て
、
ロ
ッ

ク
の
主
張
は
両
者
の
区
分
に
尽
き
る
。
続
く
「
結
論
と
課
題
」
と
い
う
節

で
は
、
「
ロ
ッ
ク
教
会
論
の
整
理
」
と
「
今
後
の
研
究
課
題
」
が
書
か
れ
、

「
ロ
ッ
ク
教
会
論
」
の
分
析
を
終
え
る
。

　

最
後
に
、
結
章
「
『
統
治
二
論
』
へ
」
が
置
か
れ
、
本
書
が
『
統
治
二
論
』

の
再
検
討
に
向
け
て
の
準
備
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
本
書
は
、
翻
訳

を
含
め
「
ロ
ッ
ク
教
会
論
稿
」
研
究
の
未
踏
の
領
域
へ
と
踏
み
込
ん
だ
も

の
で
あ
り
、
そ
の
努
力
は
大
い
に
称
賛
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

以
下
、
評
者
の
若
干
の
意
見
を
述
べ
、
責
を
果
た
し
た
い
。
こ
の
書
で
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に
至
ら
せ
な
い
だ
け
の
、
独
自
の
原
理
的
基
盤
と
機
構
を
持
つ
強
力
な
君

主
制
国
家
」
（
一
二
〇
頁
）
の
主
張
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
契
約
説
や
抵

抗
権
論
に
象
徴
さ
れ
る
王
権
掣
肘
の
議
論
で
は
な
く
、
新
た
な
教
会
体
制

の
上
に
立
つ
べ
き
「
長
で
あ
る
国
王
」
を
模
索
す
る
、
君
主
政
強
化
・
再

編
の
た
め
の
論
考
だ
っ
た
（
一
一
九
頁
）
と
解
釈
す
る
。
『
統
治
二
論
』
は
、

復
古
体
制
の
危
機
の
解
決
策
の
提
示
で
あ
っ
た
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
評
者
は
以
下
の
よ
う
な
感
想
、
課
題
を
感
じ

た
。
ま
ず
、
「
復
古
体
制
危
機
」
に
関
連
し
て
、
「
王
位
排
斥
危
機
」
は
そ

の
一
局
面
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
小
さ
い
局
面
で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
標
語
で
、
非
国
教
徒
を
含
め

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
こ
ぞ
っ
て
糾
合
で
き
た
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
ロ
ッ

ク
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
彼
が
守
ろ
う
と
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
「
国
家
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
（
注　

「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
［
自
国
］
を
守
る
た
め
な
ら
ば
、
生
命
と
財

産
を
投
げ
出
す
義
務
が
あ
る
と
考
え
る
」
。
「
博
愛
」
（
一
六
七
五
年
）
『
ロ
ッ
ク
政

治
論
集
』
邦
訳
書
、
一
〇
八
頁
）
。

　

そ
し
て
、
「
復
古
体
制
危
機
」
の
要
点
が
議
会
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
に
と
っ
て
の
生
き
残
り
だ
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
著
者
の
い
う
「
君
主

政
強
化
・
再
編
」
と
ど
う
つ
な
が
る
の
か
。
排
斥
危
機
に
お
い
て
議
会
は

地
方
派
（
→
請
願
派
）
と
宮
廷
派
（
→
嫌
悪
派
）
に
分
離
し
た
こ
と
で
体
制

が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
元
々
ロ
ッ
ク
は
前
者
の
一
員
で
あ
っ
た
。

そ
の
立
場
か
ら
君
主
政
強
化
・
再
編
の
た
め
に
「
ロ
ッ
ク
の
教
会
論
」
等

を
書
い
た
と
す
る
な
ら
、
執
筆
時
期
に
お
け
る
国
王
と
の
関
係
は
ど
う
で

あ
っ
た
の
か
、
著
者
に
は
こ
の
点
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

　

次
に
、
ゴ
ル
デ
ィ
に
よ
る
「
ロ
ッ
ク
や
仲
間
の
急
進
派
が
最
も
一
貫
し

た
教
条
的
な
抑
圧
だ
と
宣
言
し
た
の
は
、
復
古
王
政
で
は
な
く
復
古
教
会

だ
っ
た
」
（
二
九
頁
）
と
い
う
見
解
を
踏
ま
え
、
著
者
は
ロ
ッ
ク
の
ス
テ
ィ

ン
グ
フ
リ
ー
ト
批
判
と
教
会
論
を
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
『
統
治
二
論
』

は
、
新
た
な
教
会
体
制
の
上
に
立
つ
べ
き
「
長
で
あ
る
国
王
」
を
模
索
す

る
論
稿
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
三
〇
頁
）
と
す
る
。
し
か
し
、
王
政
と

教
会
と
は
無
関
連
で
は
な
い
。
宗
教
と
世
俗
の
分
離
と
世
俗
権
力
の
重
視

と
い
う
立
場
で
、
宗
教
的
要
素
に
よ
っ
て
窒
息
さ
せ
ら
れ
て
い
た
君
主
制

を
蘇
生
さ
せ
る
と
主
張
す
る
場
合
、
「
ロ
ッ
ク
の
教
会
論
」
の
執
筆
時
期

は
救
貧
法
の
実
施
自
体
が
教
区
教
会
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
時
代
で

あ
っ
た
。
救
貧
法
は
、
教
区
を
単
位
と
し
て
治
安
判
事
、
十
家
組
長
、
貧

民
監
督
官
、
教
区
委
員
な
ど
に
よ
っ
て
実
施
、
運
営
さ
れ
て
い
た
（
「
救

貧
法
論
」
一
六
九
七
年
）
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
は
世
俗
的
な

秩
序
の
安
定
の
た
め
に
は
国
教
会
制
度
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
か
ら
、
「
国
教
会
制
度
を
決
し
て
否
定
し
な
い
ロ
ッ
ク
」
（
七
頁
）

を
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
ロ
ッ
ク
の
王
権
神
授
説
批
判
は
世
俗
為
政
者
を
従
属
さ
せ
る
教

皇
主
義
的
専
制
批
判
で
あ
る
の
で
、
世
俗
国
家
の
本
質
、
世
俗
為
政
者
の

権
限
や
役
割
の
明
確
化
が
必
要
と
さ
れ
、
自
発
的
な
団
体
と
し
て
の
教
会

論
の
応
用
と
し
て
世
俗
国
家
論
が
展
開
さ
れ
た
と
い
う
著
者
の
解
釈
に
は

妥
当
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
世
俗
国
家
論
の
内
容
に
は
、
各
人

の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
調
整
と
維
持
の
た
め
の
政
治
権
力
論
、
フ
ッ
カ
ー
を
援

用
し
た
「
法
に
基
づ
く
支
配
」
論
に
基
づ
く
国
王
権
力
牽
制
論
、
立
法
権

を
最
高
権
力
と
す
る
権
力
の
分
割
を
含
む
統
治
機
構
論
と
い
っ
た
、
一
連



社会思想史研究　No. 39　2015

●　266

　

書
評　

『
商
業
・
専
制
・
世
論 

 
 

―
―
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
の「
政
治
経
済
学
」と
統
治
原
理
の
転
換
―
―

』

（
安
藤
裕
介
著
、
創
文
社
、
二
〇
一
四
年
）

森
村
敏
己

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
十
八
世
紀
半
ば
に
始
ま
る
重
要
な
変
化
を
「
世
論
」

と
い
う
概
念
を
用
い
て
分
析
す
る
研
究
に
は
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
。
そ
こ

で
対
象
と
な
る
変
化
と
は
何
よ
り
も
政
治
文
化
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

「
公
衆
」
や
「
世
論
」
と
い
っ
た
用
語
が
果
た
し
た
機
能
を
重
視
す
る
研

究
か
ら
、
「
公
共
圏
」
の
成
立
を
可
能
に
し
た
具
体
的
な
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ

の
国
王
権
力
を
規
制
す
る
「
理
論
」
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、

国
王
の
大
権
論
が
肯
定
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
両
者
は
矛
盾

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
関
係
の
よ
う
に
、

前
者
を
後
者
が
補
完
す
る
形
で
「
立
憲
君
主
制
」
が
成
り
立
っ
て
い
た
と

解
釈
で
き
な
い
か
。
二
者
択
一
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
。

　

最
後
に
、
旧
来
の
解
釈
（
「
名
誉
革
命
体
制
」
の
思
想
家
）
を
超
え
よ
う

と
す
る
著
者
の
意
図
の
背
後
に
は
、
自
然
法
思
想
を
ベ
ー
ス
に
し
た
社
会

契
約
説
で
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
近
代
的
な
統
治
機
構
と
し
て
の
立
憲
君
主

制
に
影
響
を
与
え
た
ロ
ッ
ク
と
、
『
第
二
論
文
』
の
仏
訳
が
フ
ラ
ン
ス
か

ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
共
和
制
の
成
立
に
影
響
を
与
え
、戦
後
日
本
に
入
っ

て
き
た
ロ
ッ
ク
と
い
う
、
二
つ
の
異
な
る
ロ
ッ
ク
像
が
あ
る
。
著
者
の
ロ
ッ

ク
研
究
は
、
こ
の
二
つ
の
異
な
る
ロ
ッ
ク
像
に
関
し
て
再
検
討
を
促
す
問

題
提
起
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
こ
の
著
作
の
課
題
の
外
に
は
ロ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

自
体
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
『
キ
リ
ス
ト
教
の
合
理
性
』
（
一
六
九
五
年
）
、

『
パ
ウ
ロ
書
簡
注
解
』
（
一
七
〇
七
年
）
、
特
に
、
オ
ラ
ン
ダ
亡
命
時
代
に
影

響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
の
関
係
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
自

身
が
変
わ
っ
た
の
か
、
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
評
者
の
勝
手
な
読
み
込
み
に
よ
る
疑
問
あ
る
い
は
感

想
を
記
し
た
が
、
的
外
れ
な
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
評
者
の
責
任
で
あ
る
。

著
者
は
こ
れ
ら
の
疑
問
点
を
含
め
、
ロ
ッ
ク
思
想
を
解
明
す
る
『
統
治
二

論
』
研
究
の
予
告
を
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い

る
。 

（
お
か
む
ら
・
と
よ
み
つ
／
イ
ギ
リ
ス
市
民
社
会
思
想
）
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る
と
す
る
立
場
へ
の
一
大
転
換
で
あ
り
、
既
存
の
特
権
や
民
衆
の
既
成
観

念
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
激
し
い
反
発
と

抵
抗
が
予
想
さ
れ
る
中
で
自
由
化
政
策
は
試
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

続
く
諸
章
で
は
、
ネ
ケ
ー
、
ル
メ
ル
シ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
、

チ
ュ
ル
ゴ
と
コ
ン
ド
ル
セ
、
ネ
ッ
ケ
ル
と
い
っ
た
思
想
家
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
が
、
そ
の
過
程
で
「
経
済
的
な
も
の
」
が
「
政
治
的
な
も
の
」
と
不

可
分
に
結
び
つ
き
、
あ
る
い
は
「
経
済
的
な
も
の
」
の
変
化
が
「
政
治
的

な
も
の
」
の
転
換
を
必
然
的
に
要
請
す
る
こ
と
が
説
得
的
に
示
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
経
済
思
想
史
・
学
説
史
の
文
脈
で
理
解
さ
れ
が
ち
な
ケ
ネ
ー
を

論
じ
な
が
ら
、
著
者
は
彼
が
「
最
低
限
の
生
存
を
保
障
す
る
も
の
」
か
ら

「
富
の
享
受
を
最
大
化
す
る
も
の
」
へ
と
統
治
理
念
を
転
換
し
た
と
し
て
、

こ
の
理
想
を
実
現
す
る
自
由
主
義
的
な
経
済
秩
序
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、

絶
対
的
権
力
の
強
化
と
い
う
政
治
上
の
変
革
が
不
可
欠
だ
っ
た
と
す
る
。

ケ
ネ
ー
が
主
張
す
る
自
然
的
秩
序
は
、
自
己
利
害
の
最
大
化
を
目
指
す
合

理
的
な
経
済
主
体
と
し
て
の
個
人
を
土
台
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
秩
序
は
各
々
が
固
有
の
特
権
を
有
す
る
様
々
な
社
団
に
よ
っ
て
編
成
さ

れ
た
社
会
と
も
、
安
定
し
た
穀
物
供
給
を
国
王
の
義
務
と
見
る
民
衆
的
観

念
と
も
対
立
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
自
然
秩
序
に
則
っ
た

統
治
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
反
対
勢
力
を
抑
え
る
と
同
時
に
、
教
育
の

普
及
に
よ
っ
て
自
然
秩
序
の
正
し
さ
を
教
え
る
絶
対
的
な
後
見
的
権
力
が

必
要
な
の
だ
と
さ
れ
る
。

　

第
三
章
で
は
、
ケ
ネ
ー
の
弟
子
で
あ
る
ル
メ
ル
シ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ヴ
ィ

エ
ー
ル
が
主
張
す
る
「
合
法
的
専
制
」
概
念
が
分
析
さ
れ
る
。
著
者
に
よ

れ
ば
合
法
的
専
制
と
は
物
理
的
な
力
に
頼
る
抑
圧
的
統
治
で
は
な
く
、
自

の
諸
相
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
ま
で
、
ア
プ
ロ
ー
チ
も
多
様
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で
本
書
は
穀
物
取
引
の
自
由
化
論
争
に
焦
点
を
絞
り
、
こ
の

時
期
に
お
け
る
政
治
経
済
学
の
成
立
は
「
政
治
的
な
も
の
」
か
ら
「
経
済

的
な
も
の
」
へ
の
力
点
の
移
動
を
伴
っ
て
い
た
と
い
う
解
釈
に
異
議
を
唱

え
、
絶
対
主
義
の
時
代
に
あ
っ
て
経
済
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
必
然
的
に

統
治
原
理
を
問
い
直
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
統
治
原

理
を
問
い
な
お
す
過
程
で
「
世
論
」
が
重
要
な
概
念
と
し
て
浮
上
し
た
こ

と
を
示
そ
う
と
す
る
。
穀
物
取
引
の
自
由
化
を
め
ぐ
る
議
論
が
ジ
ャ
ン
セ

ニ
ス
ム
問
題
や
モ
プ
ー
の
改
革
と
並
ん
で
世
論
の
形
成
を
論
じ
る
上
で
重

要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
点
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
「
経
済

的
な
も
の
」
と
「
政
治
的
な
も
の
」
の
領
域
が
交
錯
し
、
両
者
の
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
関
係
が
も
っ
と
も
明
瞭
に
現
れ
る
場
と
し
て
こ
の
論
争
を
扱
う

こ
と
で
、
統
治
原
理
の
転
換
と
不
可
分
な
「
世
論
」
と
い
う
概
念
の
意
義

を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

テ
ー
マ
設
定
と
研
究
史
の
検
討
を
行
う
序
章
に
続
き
、
第
一
章
で
は
一

七
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
い
た
る
穀
物
取
引
の
自
由
化
を
め
ぐ
る
論

点
が
整
理
さ
れ
る
。
穀
物
の
適
正
価
格
と
安
定
供
給
維
持
の
た
め
に
政
府

が
積
極
的
に
介
入
を
行
っ
て
い
た
従
来
の
政
策
を
批
判
し
、
穀
物
取
引
を

自
由
な
市
場
に
委
ね
る
べ
き
と
す
る
議
論
が
こ
の
時
期
に
政
権
内
部
で
も

影
響
力
を
持
ち
始
め
る
が
、
そ
こ
で
問
わ
れ
た
の
は
単
な
る
経
済
政
策
で

は
な
い
。
介
入
政
策
は
「
民
衆
の
父
」
た
る
君
主
は
「
子
で
あ
る
臣
民
の

生
活
の
必
要
を
満
た
す
重
要
な
義
務
」
を
負
う
と
い
う
伝
統
的
合
意
に
基

づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
自
由
化
政
策
と
は
、
穀
物
の
適
正

価
格
と
安
定
供
給
は
市
場
を
通
じ
た
私
的
利
害
の
競
合
に
よ
り
実
現
さ
れ
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世
論
形
成
の
主
体
か
ら
除
外
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
公
衆
や
世
論
と
い
っ
た
概
念
を
抽
象
的
に
捉
え
、
当
時
の
言
説
空

間
の
中
で
こ
れ
ら
の
概
念
が
力
を
持
ち
得
た
原
因
を
解
明
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
民
衆
を
ひ
と
ま
ず
除
外
し
た
と
し
て
も
議
論
は
成
立
す
る
だ
ろ
う
が
、

穀
物
取
引
の
自
由
化
を
テ
ー
マ
と
す
る
以
上
、
民
衆
を
視
野
の
外
に
置
く

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
安
価
な
穀
物
の
安
定
的
供
給
を
国
王
の
義
務
と

考
え
る
民
衆
の
伝
統
的
穀
物
観
は
、
既
存
の
特
権
に
固
執
す
る
勢
力
と
並

ん
で
自
由
化
政
策
へ
の
も
っ
と
も
重
大
な
障
害
だ
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
う
し
た
抵
抗
を
予
期
す
れ
ば
こ
そ
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
は
絶
対
的
な
後

見
的
権
力
を
必
要
と
し
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
一
方
的
抑
圧
に
陥
り
か

ね
な
い
後
見
的
権
力
を
嫌
悪
し
、
国
民
の
主
体
性
を
重
視
す
る
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
頑
迷
と
も
言
え
る
民
衆
に
ど
の
よ
う
に
立
ち
向
か
う
か
は
大
き

な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
財
務
総
監
と
し

て
自
由
化
政
策
を
推
進
し
た
チ
ュ
ル
ゴ
と
、
彼
の
側
近
と
し
て
そ
の
政
策

を
擁
護
す
る
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
担
当
し
た
コ
ン
ド
ル
セ
が
直
面
し

た
問
題
で
あ
り
、
著
者
が
第
四
章
で
扱
う
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。

　

チ
ュ
ル
ゴ
は
社
団
の
解
体
や
特
権
の
撤
廃
を
進
め
、
自
由
な
個
人
を
土

台
と
し
た
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
を
意
図
的
に
追
求
し
た
。
し
か
し
、
行

政
実
務
に
通
じ
た
彼
は
、
自
由
化
政
策
が
効
果
を
上
げ
、
安
定
的
な
穀
物

供
給
が
実
現
す
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
も
、
現
状
で
は
民
衆
が

合
理
的
な
経
済
主
体
た
り
え
な
い
こ
と
も
十
分
に
承
知
し
て
い
た
。
た
だ

し
、
彼
は
リ
ム
ー
ザ
ン
の
地
方
長
官
で
あ
っ
た
時
期
か
ら
、
地
方
ア
カ
デ

ミ
ー
の
懸
賞
論
文
を
通
じ
て
教
養
あ
る
公
衆
か
ら
行
政
に
役
立
つ
ア
イ
デ

ア
を
積
極
的
に
募
集
す
る
な
ど
し
て
公
衆
と
行
政
権
力
と
の
協
力
関
係
を

由
な
討
論
を
経
て
明
証
的
な
真
理
に
到
達
し
た
世
論
が
、
そ
の
真
理
に
立

脚
し
た
自
然
的
秩
序
を
実
現
す
る
政
府
に
自
発
的
に
服
従
す
る
体
制
と
し

て
構
想
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
ケ
ネ
ー
が
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
か
っ

た
世
論
と
い
う
概
念
は
ル
メ
ル
シ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
政
治

理
論
に
お
い
て
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ケ
ネ
ー
も
教
育
は
重

視
し
て
お
り
、
自
然
的
秩
序
の
正
し
さ
が
国
民
に
浸
透
す
る
こ
と
を
求
め

て
は
い
た
が
、
ル
メ
ル
シ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
に
お
い
て
公
衆

は
明
証
的
真
理
を
教
え
こ
ま
れ
る
だ
け
の
受
動
的
存
在
で
は
な
く
、
後
見

的
権
力
と
公
衆
と
は
明
証
的
真
理
を
通
じ
て
相
互
に
支
え
あ
う
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
ケ
ネ
ー
の
協
力
の
も
と
で
『
政
治
社
会
の
自
然
的
・
本
質
的

秩
序
』
を
執
筆
し
た
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
ケ
ネ
ー
の
経
済
思
想
を
政
治

制
度
論
に
適
用
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
ル
メ
ル
シ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー

ル
だ
が
、
著
者
は
自
由
な
討
論
と
世
論
を
め
ぐ
る
議
論
に
着
目
す
る
こ
と

で
、
彼
の
独
自
な
貢
献
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の

点
は
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
と
い
う
集
団
の
政
治
思
想
理
解
と
い
う
面
か
ら

も
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
ル
メ
ル
シ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
構
想
に
お
い

て
、
自
由
な
討
論
に
よ
っ
て
明
証
的
真
理
に
至
る
公
衆
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
か
ら
民
衆
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
公
共
圏
に
「
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
付
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

民
衆
を
除
外
す
る
と
い
う
姿
勢
自
体
は
当
時
の
議
論
に
お
い
て
も
、
現
代

の
研
究
者
の
テ
ー
マ
設
定
に
お
い
て
も
奇
異
な
こ
と
で
は
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
へ
の
批
判
か
ら
民
衆
世
論
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
も

存
在
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
十
八
世
紀
の
著
述
家
た
ち
の
多
く
が
民
衆
を
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重
視
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
民
衆
を
含
め
た
住
民
全
体
に
自
身
の
政
策

意
図
を
伝
え
る
こ
と
に
も
熱
心
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
民
衆
は
は
じ
め
か

ら
説
得
が
不
可
能
な
抑
圧
対
象
だ
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
小
麦
粉
戦
争
と
呼
ば
れ
る
激
し
い
自
由
化
反
対
の
暴
動
に
直
面
し
た

彼
は
力
に
よ
る
抑
圧
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
自
由
化
政

策
が
も
た
ら
す
利
点
を
民
衆
に
実
感
さ
せ
、
そ
の
正
し
さ
を
納
得
さ
せ
る

た
め
に
は
政
策
の
継
続
が
不
可
欠
で
あ
り
、
現
状
に
お
い
て
民
衆
の
暴
動

に
屈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
長
期
的
な
視
点
に
立
て
ば
、
こ
こ
で
民
衆

に
対
し
て
譲
歩
し
な
い
こ
と
が
民
衆
の
利
益
に
合
致
す
る
は
ず
だ
と
い
う

信
念
を
チ
ュ
ル
ゴ
と
コ
ン
ド
ル
セ
は
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

著
者
は
「
未
だ
見
出
せ
ぬ
自
由
な
経
済
主
体
の
確
立
お
よ
び
人
間
精
神
の

進
歩
と
い
う
偉
大
な
目
標
」
と
「
民
衆
の
偏
見
」
と
の
衝
突
が
、
フ
ィ
ジ

オ
ク
ラ
ー
ト
の
後
見
的
権
力
の
抑
圧
的
性
格
を
嫌
っ
た
は
ず
の
チ
ュ
ル
ゴ

と
コ
ン
ド
ル
セ
を
実
際
に
は
「
暴
政
的
」
な
手
段
へ
と
導
く
危
険
性
を
は

ら
ん
で
い
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
単
に
穀
物
取
引
の
自
由
化
政

策
に
伴
う
困
難
と
い
う
問
題
を
超
え
て
、
「
合
理
的
で
主
体
的
な
自
由
な

個
人
」
と
い
う
理
念
に
立
脚
し
た
新
た
な
政
治
社
会
の
模
索
と
い
う
構
想

が
直
面
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　

一
方
、
自
由
化
政
策
へ
の
批
判
者
で
あ
っ
た
ネ
ッ
ケ
ル
は
世
論
観
、
民

衆
観
に
お
い
て
も
チ
ュ
ル
ゴ
、
コ
ン
ド
ル
セ
と
は
異
な
る
立
場
を
取
る
。

常
に
安
定
供
給
が
求
め
ら
れ
、
い
わ
ば
市
場
の
調
整
機
能
を
通
じ
た
均
衡

の
実
現
を
待
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
穀
物
と
い
う
商
品
の
特
殊
性
を
前
提
に
、

ネ
ッ
ケ
ル
は
民
衆
の
穀
物
観
は
確
か
に
理
性
的
討
議
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
が
、
経
験
と
具
体
的
実
践
と
に
裏
付
け
ら
れ
た
一
種
の
集
合
的
な
知
恵

で
あ
り
、
単
な
る
無
知
や
偏
見
で
は
な
い
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
誰
も

が
合
理
的
な
経
済
主
体
と
し
て
利
益
の
最
大
化
を
求
め
て
行
動
す
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
よ
う
な
、
売
手
と
買
手
が
平
等
で
、
透
明
性
の
確
保
さ
れ

た
全
国
規
模
の
市
場
な
ど
と
い
う
も
の
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た

中
で
は
民
衆
の
要
求
に
配
慮
し
な
が
ら
政
府
が
安
定
的
な
穀
物
供
給
の
た

め
に
介
入
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
著
者
は
『
コ
ル
ベ
ー

ル
讃
』
（
一
七
七
三
年
）
の
中
で
ネ
ッ
ケ
ル
が
民
衆
を
忘
恩
の
徒
と
し
て
も

描
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
姿
勢
は
必
ず
し
も
単
純
な
民
衆
礼
賛

で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
彼
の
民
衆
へ
の
不
信
感
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お

け
る
自
ら
へ
の
民
衆
の
支
持
の
喪
失
に
由
来
す
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
お
り
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ネ
ッ
ケ
ル
解
釈
と
な
っ
て
い

る
。

　

著
者
が
強
調
す
る
統
治
原
理
の
転
換
と
は
、
特
権
と
い
う
個
別
的
権
利

を
も
つ
各
社
団
が
そ
れ
ぞ
れ
に
国
王
と
関
係
を
結
び
、
そ
う
し
た
関
係
の

束
と
し
て
編
成
さ
れ
た
社
会
か
ら
、
平
等
で
自
由
な
個
人
に
よ
る
自
己
利

害
の
追
求
が
市
場
を
通
じ
て
調
和
を
生
み
出
す
社
会
へ
の
変
容
を
指
し
て

い
る
。
こ
の
点
で
の
著
者
の
議
論
は
的
確
だ
し
、「
政
治
的
な
も
の
」と
「
経

済
的
な
も
の
」
と
の
複
雑
で
変
化
に
富
ん
だ
関
係
も
説
得
的
に
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
、
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
は
よ
り
分
析
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
第
一
に
、
統
治
原
理
の
転
換
と
し
て
示

さ
れ
る
変
容
は
、
政
策
の
立
案
か
ら
実
施
に
至
る
ま
で
の
意
思
決
定
プ
ロ

セ
ス
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
の
変
化
を
も
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
は

ず
だ
。
絶
対
王
政
に
お
い
て
も
君
主
は
一
方
的
に
政
策
を
決
定
し
、
そ
れ

を
押
し
付
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
各
社
団
が
有
す
る
特
権
は
容
易
に
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『
市
民
法
理
論
』

（
シ
モ
ン
・
ラ
ン
ゲ
著
、
大
津
真
作
訳
、�

�

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）

鳴
子
博
子

　

本
書
は Sim

on-N
icolas-H

enri Linguet

の

T
héorie des loix 

civiles, ou principes fondam
entaux de la société

の
全
訳
で
あ
り
、
原

著
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
遡
る
こ
と
二
〇
余
年
の
一
七
六
七
年
に
著
者
名
を

付
さ
ず
ロ
ン
ド
ン
で
公
刊
さ
れ
た
。
同
書
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
剰
余
価
値

学
説
史
』
や
『
資
本
論
』
中
に
、
『
民
法
理
論
』
と
訳
さ
れ
て
引
用
さ
れ

侵
害
で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
団
は
公
式
・
非
公
式
に
諮
問
を

受
け
る
、
請
願
・
陳
情
を
行
う
と
い
っ
た
形
で
意
見
を
交
換
し
、
政
策
の

立
案
過
程
に
一
定
程
度
関
わ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
国
王
と

各
社
団
と
の
交
渉
は
あ
く
ま
で
両
者
の
間
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

他
の
社
団
が
関
与
す
る
こ
と
も
、
公
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の

意
味
で
統
治
と
は
王
の
秘
密
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
論
の
重
視

は
こ
う
し
た
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
を
転
換

す
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
世
論
が

帯
び
る
重
要
性
と
こ
の
概
念
が
台
頭
す
る
必
然
性
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
世
論
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
、
と
く
に
権
力
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
さ
ら
に
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
ろ
う
。
当
時
の
著
述

家
た
ち
の
世
論
観
は
多
様
で
あ
り
、
時
に
混
乱
し
て
い
る
。
世
論
を
一
方

的
に
教
化
す
べ
き
客
体
と
み
な
す
立
場
か
ら
、
自
由
な
討
論
を
通
じ
て
主

体
的
に
立
ち
上
が
る
も
の
と
捉
え
る
議
論
が
ひ
と
り
の
論
者
の
中
に
混
在

す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
世
論
を
明
証
性
を
担
保
と
し
た
唯
一
絶
対
の
真

理
の
表
現
と
見
る
の
か
、
多
様
な
意
見
を
包
含
す
る
多
声
的
な
も
の
と
考

え
る
の
か
、
さ
ら
に
は
世
論
と
は
政
策
へ
の
支
持
を
固
め
る
と
い
う
点
で

国
家
権
力
を
補
完
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
国
家
権
力
の
専
横
を
抑

制
す
る
一
種
の
制
御
装
置
な
の
か
、
あ
る
い
は
国
家
権
力
さ
え
も
が
服
従

を
要
求
さ
れ
る
最
終
審
な
の
か
。
こ
う
し
た
世
論
観
の
多
様
性
を
意
識
し
、

分
類
す
る
こ
と
で
著
者
が
扱
っ
た
著
述
家
た
ち
の
位
置
づ
け
は
よ
り
明
確

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

（
も
り
む
ら
・
と
し
み
／
フ
ラ
ン
ス
社
会
思
想
史
）
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導
し
た
革
命
家
で
は
な
い
。
し
か
し
、
革
命
を
遡
る
こ
と
五
〇
余
年
の
一

七
三
六
年
七
月
十
四
日
に
生
を
受
け
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
の
一
七
九
四
年

六
月
二
十
七
日
に
断
頭
台
に
死
し
た
点
だ
け
を
と
っ
て
も
、
ラ
ン
ゲ
を
革

命
と
切
り
離
し
て
語
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
彼
の
活
動
の
時
期
は
、

第
一
期
：
文
筆
家
時
代
（
六
五
年
ま
で
、
ほ
ぼ
二
十
代
）
、
第
二
期
：
弁
護

士
に
し
て
政
論
家
時
代
（
六
五
～
七
五
年
、
ほ
ぼ
三
十
代
）
、
第
三
期
：
言

論
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
時
代
（
七
五
年
以
降
、
ほ
ぼ
四
十
代
以
降
）
に
分

け
ら
れ
よ
う
。
彼
の
人
生
の
折
り
返
し
点
は
、
六
三
～
六
四
年
の
フ
ラ
ン

ス
北
部
の
英
仏
海
峡
に
通
ず
る
港
町
ア
ブ
ヴ
ィ
ル
滞
在
と
そ
の
翌
年
に
当

地
で
発
生
し
た
（
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
冤
罪
事
件
と
し
て
闘
っ
た
こ
と
で
有
名
な
）

ラ
・
バ
ー
ル
瀆
神
事
件
で
あ
る
。
六
四
～
六
五
年
が
、
七
五
年
に
弁
護
士

資
格
を
剥
奪
さ
れ
る
ま
で
の
弁
護
士
活
動
の
起
点
と
な
り
、
ラ
・
バ
ー
ル

事
件
の
弁
護
（
ラ
・
バ
ー
ル
の
仲
間
の
若
者
の
無
罪
判
決
を
勝
ち
取
る
）
に
よ
っ

て
弁
護
活
動
の
幕
が
開
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

時
系
列
的
に
ラ
ン
ゲ
の
生
の
足
跡
を
振
り
返
れ
ば
、
幼
少
時
よ
り
ラ
テ

ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
秀
で
た
才
能
を
示
し
た
ラ
ン
ゲ
で
あ
っ
た
が
、
父

の
死
に
よ
っ
て
学
業
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
若
く
し
て
ド
イ
ツ
の
貴

族
に
仕
え
る
も
ト
ラ
ブ
ル
の
た
め
に
早
々
に
解
雇
さ
れ
、
五
四
年
に
パ
リ

で
の
極
貧
生
活
の
中
で
文
筆
活
動
を
開
始
す
る
。
若
き
ラ
ン
ゲ
は
、
七
年

戦
争
で
は
工
兵
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
戦
線
に
従
軍
し
、
戦
後
、
オ
ラ
ン
ダ
に

滞
在
す
る
が
、
そ
の
帰
途
、
ア
ブ
ヴ
ィ
ル
に
立
ち
寄
り
、
（
前
述
し
た
よ
う

に
）
人
生
の
転
換
点
を
迎
え
る
。
こ
の
時
期
（
第
一
期
）
の
著
作
に
は
『
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
世
紀
の
歴
史
』（
六
二
年
）
や
『
哲
学
者
の
狂
信
』（
六

四
年
）
が
あ
る
。
多
忙
な
弁
護
活
動
と
と
も
に
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
繰
り

登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
丹
念
な
読
者
、
研
究
者
に
は
な
じ
み

深
い
も
の
だ
ろ
う
し
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
に
お
い
て
も
、

ラ
ン
ゲ
の
言
説
や
事
績
は
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
論
敵
と
し
て
、
あ
る

い
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
「
専
制
君
主
の
擁
護
者
」
と
し
て
ギ
ロ

チ
ン
に
か
け
ら
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ゲ
は
、
十
八
世
紀

フ
ラ
ン
ス
の
時
代
の
寵
児
と
い
っ
て
よ
い
人
物
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
現
代

人
に
と
っ
て
は
ラ
ン
ゲ
と
い
う
名
も
、
『
市
民
法
理
論
』
と
い
う
著
作
も
、

初
め
て
目
に
す
る
人
も
少
な
く
な
か
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
七
四
〇
頁
に
お
よ
ぶ
『
市
民
法
理
論
』
で
ラ
ン
ゲ
は
当
時

の
日
雇
い
労
働
者
の
生
活
の
苛
酷
さ
を
克
明
に
捉
え
、
彼
ら
日
雇
い
労
働

者
と
自
由
の
な
い
奴
隷
と
を
比
べ
れ
ば
、
自
由
の
な
い
奴
隷
の
境
遇
の
方

が
は
る
か
に
人
間
的

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
ラ
ン
ゲ
の
観
察
や
主

張
は
、
哲
学
の
世
紀
の
中
で
異
質
性
が
際
立
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
く
も
激

烈
か
つ
独
特
な
観
察
、
言
説
が
生
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、

本
書
の
内
容
に
入
る
前
に
、
本
書
へ
の
接
近
に
非
常
に
有
益
な
訳
者
に
よ

る
解
説
や
ア
ン
ド
レ
・
リ
シ
ュ
タ
ン
ベ
ル
ジ
ェ
が
十
九
世
紀
末
に
著
し
た

『
十
八
世
紀
社
会
主
義
』
（
野
沢
協
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
）

に
依
拠
し
て
、
ま
ず
、
ラ
ン
ゲ
の
生
涯
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

シ
モ
ン
・
ラ
ン
ゲ
は
、
市
井
に
あ
っ
て
い
わ
ば
走
り
な
が
ら
書
い
た
ア

ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
文
筆
家
、
言
論
人
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革

命
で
は
、
三
十
代
で
命
を
落
と
し
た
革
命
家
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
ラ

ン
ゲ
は
そ
う
し
た
革
命
家
よ
り
一
つ
上
の
世
代
に
属
し
、
六
〇
年
に
少
し

欠
け
る
生
涯
に
八
〇
冊
も
の
書
物
を
著
し
、
弁
論
活
動
で
名
を
馳
せ
て
バ

ス
テ
ィ
ー
ユ
に
投
獄
さ
れ
も
し
た
激
し
い
人
生
を
送
っ
た
が
、
革
命
を
先
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奪
し
て
、
自
分
た
ち
を
主
人
に
、
彼
ら
農
耕
者
や
牧
畜
者
を
畑
や
動
物
小

屋
で
働
く
奴
隷
に
し
た
。
主
人
と
な
っ
た
狩
猟
者
た
ち
は
、
力
づ
く
で
奪

い
取
っ
た
も
の
の
所
有
を
法
律
に
よ
っ
て
聖
化
し
、
爾
後
、
異
議
申
し
立

て
の
で
き
な
い
権
利
と
し
て
し
ま
っ
た
と
説
く
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
ラ

ン
ゲ
の
テ
ー
ゼ
は
「
社
会
は
暴
力
か
ら
生
ま
れ
、
所
有
権
は
横
領
か
ら
生

ま
れ
た
」
で
あ
る
。
人
間
の
恐
れ
や
暴
力
に
着
目
し
て
い
る
点
で
は
、
ラ

ン
ゲ
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
類
似
点
も
あ
り
は
す
る
け

れ
ど
も
、
ラ
ン
ゲ
は
契
約
当
事
者
間
の
自
発
的
合
意
に
基
づ
く
社
会
の
設

立
と
い
う
契
約
論
者
の
説
明
を
信
じ
ず
、
そ
の
批
判
的
創
造
性
の
価
値
を

退
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ル
ソ
ー
に
対
し
て
は
名
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、

ラ
ン
ゲ
が
ル
ソ
ー
の
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
の
人
類
史
の
描
写
を
強
く

意
識
し
た
上
で
、
ル
ソ
ー
へ
の
反
駁
的
応
答
と
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
は

疑
い
よ
う
が
な
か
ろ
う
。
農
業
の
発
見
が
人
間
に
社
会
の
生
成
を
促
し
た

こ
と
、
開
始
さ
れ
た
社
会
で
所
有
を
巡
る
争
い
が
頻
発
、
激
化
し
、
ホ
ッ

ブ
ズ
戦
争
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
戦
争
状
態
を
終
わ
ら
せ
る
べ

く
、
国
家
の
設
立
、
所
有
権
の
確
定
の
必
要
を
誰
よ
り
も
望
ん
だ
富
者
が
、

貧
者
を
巧
み
に
誘
導
し
て
、
貧
者
も
含
む
人
々
の
合
意
に
基
づ
き
国
家
を

設
立
し
た
こ
と
、
ル
ソ
ー
の
語
る
こ
う
し
た
社
会
・
国
家
形
成
ま
で
の
プ

ロ
セ
ス
に
ラ
ン
ゲ
は
反
発
し
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
見
立
て
を

披
瀝
し
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ラ
ン
ゲ
の
眼
は
あ
く
ま
で
彼

が
生
き
空
気
を
吸
っ
て
い
る
現
に
あ
る
社
会
の
現
実
に
向
け
ら
れ
る
。
都

市
で
極
貧
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
増
え
続
け
る
第
四
階
級
に
属
す
る

人
々
、
農
村
で
懸
命
に
働
け
ど
も
明
日
の
パ
ン
を
も
事
欠
く
暮
ら
し
に
沈

む
日
雇
い
労
働
者
、
人
口
の
四
分
の
三
を
占
め
る
と
強
調
さ
れ
る
彼
ら
近

広
げ
た
第
二
期
の
た
だ
中
に
、
本
書
や
『
パ
ン
と
小
麦
に
つ
い
て
』
（
七

四
年
）
を
著
し
た
。
第
三
期
に
は
、
政
論
誌
『
十
八
世
紀
政
治
・
社
会
・

文
芸
年
誌
』
を
七
七
年
か
ら
九
二
年
ま
で
刊
行
し
、
二
年
も
の
獄
中
体
験

を
『
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
回
想
』
（
八
三
年
）
と
し
て
出
版
し
た
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
本
書
の
内
容
に
移
ろ
う
。
本
書
は
序
論
と
五
篇
か
ら

な
る
本
論
と
で
構
成
さ
れ
、
本
論
は
、
順
次
、
法
律
の
効
用
、
法
律
の
起

源
、
婚
姻
法
、
家
庭
・
相
続
・
遺
言
に
関
す
る
法
、
奴
隷
に
関
す
る
法
律

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
各
篇
の
中
で
と
り
わ
け
ラ
ン
ゲ
の
主
張
の
特
徴

が
色
濃
く
出
て
い
る
法
律
の
起
源
を
論
述
す
る
第
二
篇
と
奴
隷
に
関
す
る

法
律
を
論
ず
る
第
五
篇
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

ま
ず
、
法
律
の
起
源
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
す
な
わ
ち

社
会
の
形
成
、
設
立
の
問
題
で
も
あ
る
。
社
会
の
形
成
に
関
す
る
ラ
ン
ゲ

の
説
明
は
、
社
会
契
約
論
者
の
お
な
じ
み
の
社
会
・
国
家
創
設
論
と
は
大

き
く
隔
た
っ
て
い
る
。
彼
の
説
明
は
、
農
業
の
発
達
に
よ
る
人
間
の
定
住

生
活
と
社
会
の
生
成
、
発
展
と
が
接
合
さ
れ
た
一
般
的
な
世
界
史
の
記
述

か
ら
も
意
表
を
突
く
も
の
で
あ
る
。
特
に
ラ
ン
ゲ
の
説
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点

は
、
農
耕
者
、
牧
畜
者
、
狩
猟
者
に
与
え
る
性
格
規
定
で
あ
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
農
耕
者
は
臆
病
で
、
自
分
た
ち
の
耕
し
た
収
穫
物
、
財
宝
へ
の
排

他
的
独
占
権
を
守
ろ
う
と
す
る
た
め
に
、
集
ま
ろ
う
と
す
る
ど
こ
ろ
か
、

反
対
に
隠
れ
、
分
散
し
よ
う
と
努
め
る
存
在
で
あ
る
。
動
物
の
肉
よ
り
も

そ
の
乳
を
利
用
す
る
た
め
に
動
物
を
放
牧
す
る
牧
畜
者
も
、
農
耕
者
と
同

様
に
臆
病
で
、
分
散
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
彼
は
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、

狩
り
で
仲
間
や
助
け
を
必
要
と
す
る
狩
猟
者
だ
け
が
、
未
開
の
野
蛮
さ
を

引
き
継
ぎ
、
農
耕
者
と
牧
畜
者
の
臆
病
さ
に
乗
じ
て
彼
ら
の
所
有
物
を
強
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代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
賤
民
と
農
民
の
畑
や
家
畜
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
な
が

ら
狩
猟
を
楽
し
む
貴
族
た
ち
と
の
間
に
は
激
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
存
在

す
る
。
ラ
ン
ゲ
の
貴
族
嫌
い
は
筋
金
入
り
で
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
流
の
貴

族
制
を
採
る
余
地
が
な
い
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
ラ
ン
ゲ
の
言

葉
を
聞
こ
う
。

　

わ
が
日
雇
い
労
働
者
は
土
を
耕
す
が
、
と
れ
た
も
の
は
食
べ
ら

れ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
彼
ら
が
大
地
の
耕
作
を
無
理
強
い
さ
れ

る
の
は
、
ま
さ
に
別
な
形
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

た
め
で
あ
る
。
建
物
に
は
住
め
な
い
の
に
、
わ
が
石
工
が
建
物
を

建
て
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
の
も
、
別
な
形
で
生
き
て
い
く
こ
と

が
不
可
能
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
貧
窮
が
彼
ら
を
市
場

に
無
理
や
り
連
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
彼
ら
を
買
う
と
い

う
慈
悲
を
示
し
た
が
る
主
人
が
出
て
く
る
の
を
待
つ
。
彼
ら
は
、
貧

窮
ゆ
え
に
金
持
ち
の
膝
に
す
が
り
、
あ
な
た
を
儲
け
さ
せ
て
さ
し

あ
げ
る
こ
と
を
ど
う
か
お
許
し
く
だ
さ
い
と
頼
ま
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。 

（
一
九
二
―
三
頁
）

　

こ
う
し
た
同
時
代
の
歴
史
的
現
実
へ
の
鋭
い
観
察
が
彼
の
社
会
形
成
を

巡
る
言
説
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

次
に
、
第
五
篇
の
奴
隷
に
関
す
る
法
律
を
巡
っ
て
。
ラ
ン
ゲ
は
「
私
は
、

奴
隷
制
が
自
然
に
反
し
て
い
た
と
し
て
も
、
社
会
に
は
適
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
た
」
（
五
七
一
頁
）
と
し
、
こ
の
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
理
性
、
真
理
、
事
物
の
本
質
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
と

言
う
。
「
人
間
は
決
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
平
等
な
の
で
は
な
く
、
あ
る
者

は
奴
隷
と
な
る
た
め
に
、
ま
た
他
の
者
は
主
人
と
な
る
た
め
に
生
ま
れ
る

の
だ
」
と
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
、
ル
ソ
ー
が
結
果
を
原
因
と
取
り
違

え
て
い
る
と
批
判
し
た
（
『
社
会
契
約
論
』
）
こ
と
を
お
そ
ら
く
相
当
意
識

し
な
が
ら
ラ
ン
ゲ
は
論
陣
を
張
る
。
彼
は
、
一
人
の
主
人
を
持
つ
通
常
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

奴
隷

0

0

と
対
比
し
て
、「
窮
乏

0

0

」と
い
う
最
も
恐
ろ
し
い
主
人
に
隷
属
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
奴0

隷0

」
、
す
な
わ
ち
餓
死
の
自
由
し
か
な
い
日
雇
い
労
働
者
の
境
遇
を
際
立

た
せ
議
論
を
先
鋭
化
さ
せ
て
ゆ
く
。
日
雇
い
労
働
者
、
日
雇
い
人
夫
、
兵

士
、
奉
公
人
の
労
働
の
安
値
こ
そ
が
、
社
会
の
富
を
つ
く
り
出
し
て
い
る

と
彼
は
断
言
す
る
。
ラ
ン
ゲ
に
は
、
社
会
の
全
体
的
富
裕
化
の
言
説
や
政

治
的
自
由
獲
得
の
構
想
は
、
現
実
を
見
な
い
「
妖
精
物
語
」
に
映
る
。
彼

の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
か
く
し
て
「
残
酷
な
哲
学
」
、
「
哲
学
の
大
演
説
」
へ

激
し
い
攻
撃
を
し
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
奴
隷
制
を
攻
撃
し
、
自
由
を
説

く
哲
学
者
の
主
張
は
、
彼
ら
の
賃
金
を
一
ス
ー
も
上
げ
は
し
な
い
の
だ
し
、

鎖
に
つ
な
が
っ
た
ま
ま
一
生
を
終
え
る
と
決
ま
っ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て

は
、
自
由
を
説
く
哲
学
は
余
り
に
残
酷
な
の
だ
と
。
哲
学
の
時
代
に
あ
っ

て
、
ラ
ン
ゲ
は
啓
蒙
の
異
端
で
す
ら
な
く
、
反
啓
蒙
、
反
近
代
で
あ
り
、

十
九
世
紀
の
社
会
矛
盾
の
激
化
を
先
駆
け
て
描
出
す
る
。
ラ
ン
ゲ
は
、
荘

厳
で
広
大
な
建
造
物
を
引
き
合
い
に
出
し
、
建
物
上
部
の
豪
華
な
装
飾
と

建
物
全
体
の
重
荷
を
支
え
る
土
台
石
と
の
関
係
に
読
者
の
意
識
を
振
り
向

け
て
か
ら
、
社
会
的
な
上
下
関
係
に
読
者
を
誘
っ
て
ゆ
く
。

　

こ
う
い
う
不
平
等
な
配
置
は
、
社
会
に
も
同
じ
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

い
く
ら
頑
張
っ
て
も
、
社
会
の
一
番
下
の
土
台
石
に
重
み
が
か
か
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書
評　

『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
そ
の
時
代
』

（
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
著
、
永
井
大
輔
訳
、
白
水
社
、

二
〇
一
四
年
）

水
田 

洋

　

画
龍
点
睛
を
欠
く　

ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ィ
リ
プ
ス
ン
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク 

 

　

『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』
二
〇
一
〇

　

ニ
コ
ラ
ス
と
ぼ
く
は
、
一
九
七
五
年
に
エ
ー
ル
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第

四
回
啓
蒙
思
想
国
際
会
議
で
、
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
の
定
義
の

た
め
に
」
と
い
う
共
同
発
題
を
す
る
こ
と
を
委
嘱
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、

ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
ほ
か
の
あ
ら

ゆ
る
石
の
重
み
で
永
久
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
た
め
に
あ
る
。
秩
序

と
か
全
体
の
調
和
と
か
い
う
の
は
、
そ
の
石
が
び
く
と
も
し
な
い

こ
と
だ
。
土
台
石
が
少
し
で
も
動
か
さ
れ
れ
ば
、
ま
た
、
そ
れ
が

鉛
直
か
ら
少
し
で
も
ず
れ
る
と
、
す
べ
て
は
倒
れ
、
す
べ
て
は
ま
っ

さ
か
さ
ま
に
落
ち
て
く
る
。
し
か
し
、
土
台
石
に
迷
惑
を
か
け
て

い
た
最
上
部
の
台
座
が
落
下
し
て
き
て
も
、
土
台
石
に
は
な
ん
の

得
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
す
べ
て
の
残
骸
が
再

び
降
っ
て
き
て
、
土
台
石
は
、
か
え
っ
て
過
重
な
負
担
を
す
る
こ

と
に
な
る
。 

（
六
一
八
―
九
頁
）

　

こ
の
よ
う
な
記
述
を
追
っ
て
、
ラ
ン
ゲ
が
マ
ル
ク
ス
に
ど
の
よ
う
な
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
、
上
部
構
造
、
下
部
構
造
論
の
生
成
に
寄
与

し
た
の
か
想
像
を
巡
ら
せ
る
の
も
、
本
書
を
読
む
醍
醐
味
の
一
つ
だ
ろ
う
。

　

ラ
ン
ゲ
が
ア
ジ
ア
的
専
制
を
擁
護
し
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。

本
書
の
結
び
の
一
文
「
彼
に
忍
耐
を
説
く
哲
学
の
方
が
、
反
抗
を
け
し
か

け
る
哲
学
よ
り
ず
っ
と
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
（
七
四
〇
頁
）
は
、
ラ
ン

ゲ
の
奴
隷
制
に
対
す
る
結
論
と
言
え
よ
う
。
評
者
は
こ
の
結
論
を
、
ル
ソ
ー

が
『
社
会
契
約
論
』
冒
頭
で
「
あ
る
人
民
が
服
従
を
強
い
ら
れ
、
ま
た
服

従
し
て
い
る
間
は
、
そ
れ
も
よ
ろ
し
い
」
と
書
い
た
後
に
、
「
人
民
が
く

び
き
を
振
り
ほ
ど
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
を
振
り
ほ
ど
く
こ
と
が
早

け
れ
ば
早
い
ほ
ど
、
な
お
よ
ろ
し
い
」
と
続
け
た
こ
と
に
対
す
る
ラ
ン
ゲ

の
シ
ニ
カ
ル
で
乾
い
た
痛
み
を
伴
っ
た
応
答
、
反
論
と
受
け
止
め
た
。

 

（
な
る
こ
・
ひ
ろ
こ
／
フ
ラ
ン
ス
社
会
思
想
史
）



275　●　〈書　評〉

代
の
グ
ラ
ー
ズ
ゴ
ー
に
つ
い
て
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
市
民
社
会
と
ル

タ
ー
派
教
会
が
長
老
派
教
会
よ
り
好
ま
れ
た
の
は
、
後
者
が
君
主
主
権
を

信
頼
し
な
い
の
に
対
し
て
、
前
者
が
国
王
絶
対
主
義
だ
っ
た
か
ら
だ
と
さ

れ
る
が
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
「
無
常
で
応
報
的
な
神
と
い
う
プ
ー
フ
ェ

ン
ド
ル
フ
の
ル
タ
ー
的
な
見
解
を
穏
健
派
の
神
学
者
の
多
く
は
受
け
入
れ

な
か
っ
た
」
と
し
て
ハ
チ
ス
ン
の
徹
底
的
で
広
範
な
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

批
判
が
紹
介
さ
れ
る
。
の
ち
に
ス
ミ
ス
は
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
状

態
論
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
を
拒
否
す
る
の
だ
が
、
学

生
時
代
の
教
科
書
の
著
者
と
し
て
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
を
省
く
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
教
科
書
は
教
え
込
ま
れ
る
だ
ろ
う
し
、
や
が
て
そ
れ
を
拒
否

す
る
と
い
う
の
が
む
し
ろ
当
然
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
そ
れ
よ
り
前
に
、

翻
訳
書
一
ペ
ー
ジ
の
間
に
収
め
ら
れ
る
思
想
潮
流
の
逆
転
を
理
解
す
る
に

は
、
宗
教
改
革
の
二
大
分
派
す
な
わ
ち
ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
（
長

老
派
）
に
つ
い
て
の
簡
単
で
正
確
な
理
解
が
必
要
だ
ろ
う
。
ニ
コ
ラ
ス
は

第
二
章
で
、
グ
ラ
ー
ズ
ゴ
ー
と
ハ
チ
ス
ン
の
関
係
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ

て
、
名
誉
革
命
の
大
立
者
モ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
を
登
場
さ
せ
、
ハ
チ
ス
ン
の

位
置
が
道
徳
感
覚
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
三

源
泉
の
一
つ
は
ハ
チ
ス
ン
＝

モ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
と
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
ニ
コ
ラ
ス
と
ロ
ス
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ミ
ス
伝
の
、
モ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
の

位
置
づ
け
の
違
い
は
、
二
つ
の
伝
記
の
性
格
の
違
い
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

　

ニ
コ
ラ
ス
は
「
モ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
の
信
奉
者
た
ち
は
一
七
三
〇
年
代
ま

で
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
各
大
学
に
う
ま
い
具
合
に
配
属
さ
れ
た
」
と
書

い
て
い
る
が
、
一
七
四
六
年
に
ス
ミ
ス
が
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
学
問
的
沈

滞
に
失
望
し
て
帰
っ
て
き
た
と
き
、
グ
ラ
ー
ズ
ゴ
ー
大
学
は
す
で
に
ハ
チ

彼
は
そ
の
た
め
の
着
想
を
別
の
機
会
に
使
っ
て
し
ま
い
、
当
日
は
自
分
は

哲
学
者
の
石
を
も
っ
て
い
る
（
自
由
に
浮
動
で
き
る
？
）
と
い
っ
て
先
輩
に

た
し
な
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
ぼ
く
は
五
十
六
歳
で
、
よ
う
や
く
国
際
会
議

に
顔
を
だ
し
、
ニ
コ
ラ
ス
は
ケ
ン
ブ
リ
ジ
の
ダ
ン
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ブ
ズ
の

も
と
か
ら
、
歴
史
家
と
し
て
出
発
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
本
書
に
は
彼
の

年
齢
を
示
す
も
の
が
何
も
な
い
が
。
当
時
彼
は
三
十
歳
、
し
た
が
っ
て
現

在
七
十
歳
と
推
定
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
は
九
十
五
歳
で
あ
る
。

　

彼
は
間
も
な
く
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
の
哲
学
の
講
師
に
任
命
さ
れ
、
大

学
は
人
文
学
部
の
建
物
の
全
面
的
近
代
化
を
行
っ
た
の
で
、
ぼ
く
は
哲
学

の
デ
ヴ
ィ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
・
タ
ワ
ー
で
彼
と
会
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
一

九
九
五
年
の
そ
の
よ
う
な
あ
る
日
の
話
題
が
イ
ア
ン
・
ロ
ス
の
新
刊
『
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
ニ
コ
ラ
ス
の
こ
の
本
を
生
ん
だ

の
だ
ろ
う
。
ニ
コ
ラ
ス
と
ぼ
く
は
ロ
ス
の
伝
記
が
事
実
の
追
求
に
力
を
い

れ
す
ぎ
て
、
十
分
に
知
的intellectual

で
は
な
い
と
い
う
批
判
に
お
い

て
一
致
し
、
彼
は
そ
れ
を
書
く
と
宣
言
し
た
。
ぼ
く
が
そ
れ
に
同
調
し
た

と
い
う
正
確
な
記
憶
は
な
い
が
、
そ
の
方
向
へ
の
努
力
は
し
て
き
た
の
で
、

実
績
と
し
て
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
へ
の
批
判
的
対
応
』
（
英
文
六
巻
、
二
〇

〇
〇
）
の
他
に
「
四
〇
歳
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
」
（
『
思
想
』
二
〇
〇
七
）
な

ど
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　

結
論
を
半
ば
先
に
い
う
よ
う
だ
が
、
ニ
コ
ラ
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
思
想
の
三
源
泉
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
ル
タ
ー
主
義
と
、
恩

師
ハ
チ
ス
ン
の
道
徳
哲
学
（
そ
の
道
徳
感
覚
は
否
定
）
と
、
か
れ
が
全
面
依

存
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
で
あ
る
。
し
か
し
ニ
コ
ラ
ス
の
叙
述
か
ら
こ
の

こ
と
を
読
み
取
る
の
は
あ
ま
り
簡
単
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ハ
チ
ス
ン
時
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ス
ン
を
失
っ
て
は
い
た
が
、
そ
の
同
僚
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
リ
ー
チ

マ
ン
を
リ
ベ
ラ
ル
な
神
学
教
授
と
し
て
擁
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ス

ミ
ス
は
留
学
の
初
頭
か
ら
、
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
間

本
性
論
』
の
衝
撃
を
受
け
て
、
そ
の
研
究
に
没
頭
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

帰
郷
後
の
ス
ミ
ス
が
、
留
学
を
支
え
た
ス
ネ
ル
奨
学
金
が
持
っ
て
い
た

国
教
会
へ
の
就
職
の
展
望
を
放
棄
し
て
、
就
活
青
年
に
な
っ
た
と
き
、
彼

を
救
っ
た
だ
け
で
な
く
大
学
教
授
へ
の
道
を
開
い
た
の
が
、
エ
デ
ィ
ン
バ

ラ
で
開
催
さ
れ
た
文
学
・
修
辞
学
と
法
学
の
公
開
講
義
で
あ
り
、
こ
れ
を

主
催
し
た
の
は
間
も
な
く
ケ
イ
ム
ズ
卿
と
な
る
ヘ
ン
リ
・
ヒ
ュ
ー
ム
で

あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
ニ
コ
ラ
ス
の
伝
記
的
叙
述
の
正
確
さ
に
つ
い
て
二
つ
の
異
議
を

提
起
し
た
い
。
一
つ
は
ス
ミ
ス
が
最
初
に
読
ん
だ
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
書
は
ど

れ
か
と
い
う
こ
と
で
、
ニ
コ
ラ
ス
は
「
ス
ミ
ス
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
作
品
を
知
っ

た
の
は
一
七
四
一
年
と
四
二
年
に
出
た
も
の
に
よ
る
」
と
書
き
な
が
ら
、

ベ
イ
リ
オ
ル
で
『
人
間
本
性
論
』
を
読
ん
で
い
て
処
罰
さ
れ
た
と
い
う
逸

話
を
、
同
じ
パ
ラ
グ
ラ
フ
にn.d.

で
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
事

件
が
出
版
直
後
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
日
で
は
確
認
さ
れ
て
い
る
し
、
ロ
ス

は
『
ス
ミ
ス
伝
』
第
二
版
で
そ
の
よ
う
に
訂
正
し
て
い
る
。
二
つ
の
伝
記

は
同
年
出
版
で
あ
っ
た
の
に
編
者
の
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
の
違
い
で
、
こ
う

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
ニ
コ
ラ
ス
に
会
っ
た
ら
間
違
い
の

も
と
を
教
え
よ
う
。

　

二
つ
目
の
異
議
は
、
間
も
な
く
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
事
高
等
裁
判
所
の

長
官
に
な
る
ヘ
ン
リ
・
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
ス
ミ
ス
の
公
開
講
義
を
主
催
し
た

理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
ニ
コ
ラ
ス
の
説
明
は
、
次
の

よ
う
な
こ
と
し
か
な
い
。
「
ス
ミ
ス
は
当
初
か
ら
ヘ
ン
リ
・
ヒ
ュ
ー
ム
と

良
好
な
関
係
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
…
…
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
で
行
わ

れ
て
い
た
修
辞
学
と
法
学
の
講
義
は
、
い
ず
れ
も
ヘ
ン
リ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の

興
味
を
ひ
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
味
も
そ
っ
け
も

な
い
説
明
と
は
う
ら
は
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
十
五
年
前
の
青
年
法
曹
と
し

て
の
体
験
を
、
オ
ホ
タ
タ
イ
ア
の
ジ
ョ
ン
・
ラ
ム
ジ
に
語
っ
て
い
た
。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
の
合
同
（
ユ
ニ
オ
ン
）
が
ま
だ
常
識

と
な
っ
て
い
な
い
一
七
三
六
年
に
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
衛
兵
隊
長
ポ
ー

チ
ャ
ス
が
市
民
集
団
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
こ
れ
が
市
民
自
治
と
し
て
許

容
さ
れ
る
の
か
、
全
国
を
統
一
し
支
配
す
る
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
イ

ギ
リ
ス
法
に
よ
っ
て
さ
ば
か
れ
る
べ
き
な
の
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
責
任

者
と
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
貴
族
が
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
で
事
情

を
説
明
す
る
こ
と
に
な
り
、
英
語
を
得
意
と
す
る
三
人
の
貴
族
が
派
遣
さ

れ
た
が
、
そ
の
英
語
が
彼
ら
の
自
信
や
自
慢
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
ギ
リ
ス

議
会
で
は
全
く
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
ず
、
使
節
団
は
嘲
笑
の
う

ち
に
退
席
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
青
年
法
曹
と
し
て
こ
の
使
節
団
に
参

加
し
て
い
た
ヘ
ン
リ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
屈
辱
感
は
、
十
年
た
っ
て
も
消
え
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
ス
ミ
ス
に
修
辞
学
の
講
義
を
さ
せ

た
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
解
釈
を

補
強
す
る
資
料
と
し
て
、
ニ
コ
ラ
ス
も
推
薦
す
る
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
リ
ー
卿

タ
イ
ト
ラ
ー
の
『
ケ
イ
ム
ズ
卿
伝
』
を
挙
げ
て
お
く
。
そ
こ
に
は
修
辞
学

公
開
講
義
を
巡
る
パ
ト
ロ
ン
と
プ
ロ
テ
ジ
ェ
と
の
関
係
が
事
細
か
く
書
か

れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
講
義
が
好
評
だ
っ
た
の
で
ス
ミ
ス
は
引
き
続
き
法

学
講
義
を
委
嘱
さ
れ
た
と
ニ
コ
ラ
ス
は
書
い
て
い
る
が
、
ぼ
く
は
そ
の
根
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で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ス
の
関
連
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
修
辞
学
講
義
に

よ
っ
て
ス
ミ
ス
が
グ
ラ
ー
ズ
ゴ
ー
大
学
の
教
授
と
な
る
道
を
開
い
た
こ
と

で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
の
関
連
は
、
ス
ミ
ス
が
バ
ク
ル
ー
公
の
外
遊
に
つ
き

あ
う
た
め
に
教
授
を
辞
す
る
に
あ
た
っ
て
の
後
任
問
題
に
つ
い
て
生
じ
た
。

ケ
イ
ム
ズ
は
ス
ミ
ス
が
推
薦
し
た
同
郷
の
弟
子
を
拒
否
し
て
、
ス
ミ
ス
の

道
徳
哲
学
を
利
己
心
の
哲
学
と
し
て
批
判
す
る
ト
マ
ス
・
リ
ー
ド
を
採
用

し
た
。
ス
ミ
ス
派
が
こ
の
敗
北
か
ら
立
ち
直
る
に
は
、
一
七
七
四
年
に

ジ
ョ
ー
ジ
・
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
が
論
理
学
教
授
に
就
任
す
る
の
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
、
ニ
コ
ラ
ス
は
書
い
て
い
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
本
書
か
ら
最
も
期
待
す
る
の
は
ニ
コ
ラ
ス
の
こ
の
種
の
発
言

で
あ
る
。

　

後
任
問
題
で
切
断
さ
れ
た
ケ
イ
ム
ズ
と
ス
ミ
ス
の
関
係
の
暗
黙
裡
の
残

存
は
、
ケ
イ
ム
ズ
の
主
著
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
『
批
評
要
論
』
に

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
本
に
は
一
方
に
自
愛
心
派
の
群
小
の
哲

学
者
へ
の
嘲
笑
が
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
ス
ミ
ス
派
の
知
識
人
青
年
た
ち
を

指
し
、
他
方
で
当
時
と
し
て
は
全
く
異
例
に
、
巻
末
に
用
語
解
説
を
つ
け

て
「
抽
象
」
を
説
明
し
て
い
る
。
ケ
イ
ム
ズ
は
ス
ミ
ス
の
言
語
起
源
論
か

ら
、
固
有
名
詞
の
集
合
か
ら
普
通
名
詞
と
観
念
が
抽
象
さ
れ
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
学
問
の
基
本
を
学
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

　

あ
と
が
き　

書
評
と
し
て
は
極
め
て
不
完
全
な
が
ら
、
評
者
の
健
康
上
の
理

由
に
よ
り
こ
こ
で
打
ち
切
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
年
頭
に
急
性
肺
炎
で
昏
倒

し
、
入
退
院
を
経
て
三
月
末
に
よ
う
や
く
常
態
に
復
帰
し
た
と
こ
ろ
な
の

で
ご
了
承
を
。

 

（
み
ず
た
・
ひ
ろ
し
／
比
較
社
会
思
想
史
）

拠
を
知
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
は
『
道
徳
感
情
論
』
（
一
七
五
九
）
の
初
版
の
終

わ
り
に
、
つ
ぎ
に
書
く
の
は
法
の
一
般
理
論
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
そ

の
熱
意
が
は
や
く
か
ら
公
開
講
義
の
主
題
に
反
映
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
我
々
が
手
に
す
る
講
義
筆
記
は
一
七
六
二
～
三
年
の
日
付
を
も
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
大
学
で
の
講
義
で
あ
っ
て
、
公
開
講
義
は
一
七
四
八
年

か
ら
毎
冬
三
回
、
大
学
外
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

法
学
講
義
を
引
き
出
す
ほ
ど
の
成
功
で
あ
っ
た
修
辞
学
講
義
の
理
論
的

核
心
は
、
一
七
六
一
年
に
『
文
献
学
雑
誌
』
に
発
表
さ
れ
て
『
道
徳
感
情

論
』
第
三
版
に
収
録
さ
れ
た
「
言
語
起
源
論
」
で
あ
る
。
邦
訳
は
文
献
学

を
哲
学
と
誤
読
し
て
い
る
。
訳
者
グ
ル
ー
プ
の
交
代
な
ど
の
混
乱
に
よ
る

の
だ
ろ
う
か
。
ニ
コ
ラ
ス
は
ス
ミ
ス
が
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
依
存
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
名
辞
論
を
継
承
し
た
こ
と
に

は
気
づ
い
て
い
な
い
ら
し
い
。
源
流
に
さ
か
の
ぼ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
な

く
、
ニ
コ
ラ
ス
は
ス
ミ
ス
の
文
体
論
が
、
装
飾
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、

ビ
ジ
ネ
ス
の
用
語
と
し
て
の
平
明
な
散
文
を
め
ざ
し
、
そ
の
よ
う
な
人
間

関
係
を
目
指
し
た
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
ス
ミ
ス

の
道
徳
論
が
言
語
論
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
、
言
語

論
自
体
の
役
割
に
目
が
む
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

見
出
し
に
点
睛
を
欠
く
と
書
い
た
の
は
、
ニ
コ
ラ
ス
自
身
も
本
書
の
ど

こ
か
で
後
悔
し
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
イ
ム
ズ
卿
ヘ
ン
リ
・
ヒ
ュ
ー
ム
へ
の

配
慮
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ケ
イ
ム
ズ
自
身
は
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
啓
蒙
の
長
老
と
し
て
多
く
の
著
書
も
あ
り
、
た
び
た
び
言
及
さ
れ
な

が
ら
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
か
れ
の
ス
ミ
ス
と
の
関
連
は
、
ス
ミ

ス
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
か
つ
重
要
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ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
『
ベ
ン
サ
ム
―
―
功
利
主
義
入
門
』
（
慶
應
義
塾
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
ベ
ン
サ
ム
研
究
に
お
け
る

二
つ
の
方
法
、す
な
わ
ち
「
真
の
ベ
ン
サ
ム
」
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
「
歴

史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
、
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
を
哲
学
的
に
再
構
成
し
よ
う

と
す
る
「
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
両
者
を
追
求
す
る
試
み
と
言
え
よ
う

か
。
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
が
率
い
る
ベ
ン
サ
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ベ
ン
サ
ム

の
草
稿
を
校
閲
し
て
随
時
刊
行
し
て
い
る
『
ベ
ン
サ
ム
著
作
集
』
（T

he 

C
ollected W

orks of Jerem
y B

entham

）
に
よ
り
、
ベ
ン
サ
ム
研
究
は
大
き

く
進
展
し
て
い
る
。
特
に
一
九
八
○
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
ベ

ン
サ
ム
の
政
治
思
想
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
な
側
面
を
救
い
出
す
「
リ
ヴ
ィ

ジ
ョ
ニ
ズ
ム
」
が
見
ら
れ
る
（
高
島
和
哉
・
小
畑
俊
太
郎
・
板
井
広
明
「
ベ

ン
サ
ム
研
究
の
現
在
」
『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』
第
三
七
号
、
二
○
一
四
年
）
。

ベ
ン
サ
ム
が
構
想
す
る
「
自
由
な
国
家
」
の
特
質
を
、
同
時
代
の
英
仏
の

知
的
文
脈
に
位
置
づ
け
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
本
書
は
、

「
リ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
」
に
一
定
の
共
感
を
示
し
つ
つ
、
ベ
ン
サ
ム
の
リ

ベ
ラ
ル
な
側
面
を
性
急
に
価
値
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
徹
底
し
て
思
想
史

的
文
脈
に
置
き
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
由
来
と
意
味
を
探
ろ
う
と
し
て

い
る
。
思
想
が
出
来
す
る
歴
史
状
況
と
、
ベ
ン
サ
ム
が
対
峙
し
て
い
た
課

題
や
同
時
代
の
他
の
論
者
に
照
ら
し
て
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
手
法
は
、
良
質
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
見
て
い
る
よ
う
で

さ
え
あ
る
。
さ
ら
に
本
書
は
、
宗
教
論
や
教
育
論
へ
の
目
配
り
に
よ
っ
て
、

ベ
ン
サ
ム
の
政
治
制
度
構
想
を
そ
れ
を
支
え
る
人
間
形
成
も
含
ん
だ
も
の

と
し
て
描
き
出
す
独
自
の
視
点
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、タ
イ
ト
ル
の
「
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
」
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
限
定
を
超
え
て
、
市
民
形
成

　

書
評　

『
ベ
ン
サ
ム
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制 

 
 

―
―
国
家
・
教
会
・
世
論
―
―

』

（
小
畑
俊
太
郎
著
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
○
一
三
年
）

小
松
佳
代
子

　

本
書
は
、
著
者
の
学
位
論
文
に
加
筆
修
正
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
あ
と
が
き
」
に
あ
る
よ
う
に
、
「
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
思
想
と
制
度
構

想
を
同
時
代
の
知
的
文
脈
に
位
置
づ
け
つ
つ
徹
底
し
て
歴
史
内
在
的
に
理

解
す
る
」
こ
と
を
通
し
て
、「
現
代
の
功
利
主
義
解
釈
に
再
考
を
迫
る
」（
二

九
八
頁
）
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
著
者
が
翻
訳
し
て
い
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
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一
章
と
第
二
章
と
は
合
わ
せ
鏡
に
な
っ
て
相
互
に
深
化
し
あ
う
形
に
な
っ

て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
講
義
を
受
け
た
ベ
ン
サ
ム
が
、『
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
法
注
釈
』
に
対
す
る
批
判
か
ら
自
ら
の
立
法
と
統
治
の
構
想

を
打
ち
出
し
て
い
っ
た
一
八
七
〇
年
代
の
著
作
が
検
討
さ
れ
る
。
ブ
ラ
ッ

ク
ス
ト
ン
法
学
の
神
学
的
特
質
に
対
し
て
、
「
自
然
神
学
」
「
啓
示
神
学
」

の
い
ず
れ
も
「
立
法
の
原
理
」
た
り
え
な
い
と
す
る
ベ
ン
サ
ム
は
、
神
学

と
法
学
の
分
離
を
主
張
す
る
一
方
、
神
学
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
は

な
く
「
イ
エ
ス
の
宗
教
」
の
道
徳
的
意
義
を
「
一
般
的
な
功
利
性
」
ゆ
え
に

認
め
る
。
先
行
研
究
で
は
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
の
世
俗
性
が
強
調
さ
れ

る
（J. E

. C
rim

m
ins, Secular U

tilitarianism
, C

larendon Press, 1990

）
が
、

本
書
で
は
第
四
章
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
ベ
ン
サ
ム
の
神
学
へ
の
ス
タ
ン

ス
が
立
法
論
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
、
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
の
重
層
性
が
示

さ
れ
る
。

　

本
章
で
は
ま
た
、
法
の
「
解
説
者
」
と
「
評
価
者
」
の
役
割
を
区
別
し

な
い
ま
ま
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
称
賛
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
対
し
て
、

ベ
ン
サ
ム
が
功
利
性
の
原
理
に
基
づ
い
た
法
体
系
と
「
善
き
市
民
」
に
よ

る
「
自
由
な
評
価
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
「
自
由
な

評
価
」
に
統
治
者
が
応
答
す
る
「
自
由
な
国
家
」
の
構
想
は
、
当
時
の
ベ

ン
サ
ム
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
功
利
性
の
原
理
に

照
ら
し
て
そ
れ
を
改
革
す
る
可
能
性
を
見
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ

う
に
「
自
由
な
評
価
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
期
の
ベ
ン
サ
ム
が

啓
蒙
専
制
君
主
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
権
威
主
義
的
で
あ

る
と
す
る
見
方
を
否
定
し
、
立
法
や
統
治
の
構
想
と
快
苦
に
貫
か
れ
た
人

論
や
社
会
改
革
論
を
含
ん
だ
政
治
思
想
史
研
究
と
な
っ
て
い
る
。

　

章
立
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に

　

第
一
章　

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
論

　

第
二
章　

ベ
ン
サ
ム
に
お
け
る
「
立
法
の
科
学
」
と
「
自
由
な
国
家
」

　

第
三
章　

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制

　

第
四
章　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
と
世
論

　

第
五
章　

統
治
の
「
経
済
性
」
と
統
治
者
の
「
適
性
能
力
」

　

お
わ
り
に

　

第
一
章
で
は
、
「
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
形
成
の
知
的
前
提
」
で
あ
る
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
論
が
検
討
さ
れ
る
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
講
義
は
、
将
来

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
を
担
う
貴
族
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
を
対
象
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
法
を
原
理
に
基
礎
づ
け
る
「
立
法
の
科
学
」
を
導
入
し

た
点
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
自
然
法
と
神
法
を

基
礎
原
理
と
し
て
、
所
有
権
の
不
可
侵
性
を
古
来
の
国
制
論
か
ら
導
き
出

す
歴
史
叙
述
や
、
国
王
、
貴
族
院
、
庶
民
院
の
「
権
力
均
衡
」
に
卓
越
性

を
見
る
議
会
主
権
論
は
、
現
行
の
国
制
を
称
賛
す
る
た
め
の
議
論
と
し
て

ベ
ン
サ
ム
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
国
制
論
が

丁
寧
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
第
二
章
で
論
じ
ら
れ
る
ベ
ン
サ
ム
の
立
法

論
の
特
質
が
浮
か
び
上
が
り
、
逆
に
ベ
ン
サ
ム
の
批
判
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
を
読
む
こ
と
で
そ
の
保
守
性
が
明
確
に
な
る
。
第
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間
本
性
論
と
を
つ
な
ぐ
視
点
を
得
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
統
治
者
・
被
治

者
の
関
係
や
、
そ
の
適
性
能
力
あ
る
い
は
判
断
能
力
と
い
う
視
点
が
ベ
ン

サ
ム
の
国
制
論
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の

点
が
本
書
後
半
の
世
論
や
教
育
へ
の
関
心
へ
と
展
開
す
る
の
だ
が
、
こ
の

時
点
で
は
快
楽
を
追
求
し
苦
痛
を
回
避
す
る
人
間
本
性
と
、
服
従
と
抵
抗

の
害
悪
を
比
較
考
量
す
る
合
理
的
人
間
像
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

の
か
は
ま
だ
不
明
確
で
あ
る
。

　

第
三
章
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
ベ
ン
サ
ム
の
議
会
改
革
論
・

憲
法
構
想
を
検
討
し
て
い
る
。
当
初
革
命
に
好
意
的
で
あ
っ
た
ベ
ン
サ
ム

は
、
貴
族
階
級
を
批
判
し
て
高
等
法
院
の
政
治
的
権
力
の
解
体
を
提
言
す

る
。
内
閣
を
行
政
権
力
の
主
体
と
し
、
議
事
録
の
公
開
や
出
版
の
自
由
に

よ
っ
て
特
殊
利
益
を
一
般
利
益
に
転
換
さ
せ
る
議
論
か
ら
、
大
臣
の
資
質

や
選
挙
民
の
判
断
能
力
が
問
題
と
な
る
。
知
識
や
財
産
に
よ
っ
て
選
挙
権

を
制
限
す
る
こ
の
時
期
の
ベ
ン
サ
ム
の
議
論
に
つ
い
て
著
者
は
、
当
時
の

「
基
調
で
あ
っ
た
」
（
一
一
三
頁
）
と
す
る
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
保
守

的
な
国
制
論
を
批
判
し
、
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
典
草
案
』
で
は
制
限
選
挙
権

を
不
正
義
だ
と
す
る
ベ
ン
サ
ム
が
、
こ
こ
に
お
い
て
状
況
に
埋
没
す
る
の

は
な
ぜ
な
の
か
。
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
を
当
時
の
状
況
と
の
関
連
で
理
解
す

る
に
し
て
も
、
状
況
に
即
し
た
議
論
に
な
る
場
合
と
改
革
へ
向
か
う
場
合

が
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
分
け
る
要
因
に
つ
い
て
の
議
論
も
必
要
に
な
ろ

う
。

　

本
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
具
体
的
な
憲
法
審
議
に
応
じ
て
ベ
ン
サ
ム
の

憲
法
典
草
案
が
書
か
れ
、
そ
の
構
想
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
へ
の
問
い
直

し
を
生
む
と
い
う
合
わ
せ
鏡
の
構
造
が
示
さ
れ
る
。
最
高
立
法
権
力
の
保

障
を
、
統
治
者
の
人
民
に
対
す
る
「
依
存
」
に
求
め
る
議
論
は
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
国
制
の
腐
敗
を
除
去
す
る
原
理
と
し
て
も
活
用
さ
れ
る
。
こ
の
議

論
は
翻
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
懐
疑
を
始
め
る
時
期
に
お
け
る
、
政

治
制
度
の
安
定
を
人
民
の
是
認
に
基
礎
づ
け
る
議
論
に
も
通
底
し
て
い
る
。

革
命
の
変
転
と
と
も
に
ベ
ン
サ
ム
の
議
論
は
、
戦
争
回
避
を
目
指
し
て
急

激
に
転
回
し
、
権
利
宣
言
批
判
に
到
っ
て
既
存
の
統
治
形
態
を
保
持
す
る

議
論
へ
と
振
れ
る
。
振
れ
幅
の
大
き
い
こ
の
時
期
の
議
論
を
丁
寧
に
追
う

こ
と
で
、
本
章
は
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
の
時
論
的
性
格
を
描
き
出
す
と
と
も

に
、
法
や
制
度
を
適
切
に
評
価
し
う
る
「
合
理
的
主
体
」
形
成
と
い
う
新

た
な
課
題
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
四
章
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
宗
教
論
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。
著
者
は
、

ベ
ン
サ
ム
を
無
神
論
者
と
す
る
こ
と
も
、
宗
教
的
自
由
を
政
治
的
意
味
で

の
み
解
釈
す
る
こ
と
も
避
け
、
ベ
ン
サ
ム
は
宗
教
に
「
社
会
的
傾
向
性
を

促
進
す
る
効
果
」
を
見
て
立
法
と
の
役
割
分
担
を
重
視
し
て
い
た
と
す
る
。

ベ
ン
サ
ム
が
批
判
す
る
の
は
、
国
民
教
育
を
通
じ
て
世
論
形
成
に
影
響
を

及
ぼ
そ
う
と
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
排
他
性
と
教
会
国
家
体
制
の

腐
敗
で
あ
る
。
こ
の
点
は
教
育
学
で
も
あ
る
程
度
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
拙

著
『
社
会
統
治
と
教
育
―
―
ベ
ン
サ
ム
の
教
育
思
想
』
流
通
経
済
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
年
）
が
、
本
書
は
さ
ら
に
、
ベ
ン
サ
ム
が
『
聖
書
』
に
基
づ
く

自
発
的
結
社
を
真
の
教
会
と
見
て
、
終
身
の
聖
職
禄
保
有
権
と
引
き
替
え

に
君
主
を
支
持
す
る
聖
職
者
議
員
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
現
有

の
特
権
は
保
持
し
つ
つ
も
死
後
に
補
充
し
な
い
こ
と
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国

教
会
を
「
安
楽
死
」
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
教
会
と
国
家
の
分
離
に
よ
っ
て
政
府
は
教
義
に
は
介
入
せ
ず
、
現
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す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
世
論
を
形
成
す
る
人
民
の
知
的
適
性
能
力

が
決
定
的
に
重
要
に
な
る
。
著
者
は
、
「
邪
悪
な
利
益
」
の
隠
蔽
を
批
判

す
る
『
誤
謬
論
』
を
検
討
し
、
ベ
ン
サ
ム
が
政
治
的
な
誤
謬
を
回
避
し
て

功
利
性
の
原
理
を
適
切
に
参
照
す
る
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
こ
と
に
着
目

す
る
。
人
民
の
知
的
弱
さ
へ
の
認
識
か
ら
世
論
を
指
導
す
る
統
治
者
の
知

的
適
性
能
力
の
向
上
が
主
題
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
従
来

の
研
究
で
は
全
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
「
ベ
ン
サ
ム
の
憲
法
構
想
と
教
育

構
想
の
連
関
」
（
二
七
四
頁
）
と
い
う
重
要
な
論
点
が
見
出
さ
れ
る
。
「
有

用
な
学
習
に
資
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
『
ク
レ
ス
ト
メ
イ
シ
ア
』
の

構
想
は
、
誤
謬
的
言
説
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
法
や
制
度
を
自
由
に
評
価
し
う

る
「
善
き
市
民
」
の
形
成
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

ま
た
、
専
門
的
行
政
官
に
求
め
ら
れ
る
有
用
な
知
識
と
ク
レ
ス
ト
メ
イ
シ

ア
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
重
な
り
か
ら
、
「
ク
レ
ス
ト
メ
イ
シ
ア
学

校
は
、
統
治
者
―
―
と
り
わ
け
大
臣
と
官
吏
―
―
の
育
成
を
も
見
据
え
た

教
育
構
想
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
二
七
五
頁
）
と
す
る
。
本
書
に

よ
っ
て
初
め
て
、
ベ
ン
サ
ム
が
な
ぜ
議
会
改
革
論
と
並
行
し
て
教
育
論
を

書
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ベ
ン
サ
ム
の
教
育
論
と
統
治
論
の
関

連
を
考
察
し
て
き
た
評
者
に
と
っ
て
目
を
開
か
さ
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
。

　

但
し
、「
自
由
な
国
家
」
の
成
立
要
件
た
る
「
世
論
法
廷
」
を
担
う
「
善

き
市
民
」
と
「
有
能
な
統
治
者
」
と
の
関
係
は
明
確
で
は
な
い
。
有
能
な

統
治
者
が
登
用
さ
れ
て
十
全
に
世
論
を
指
導
で
き
る
の
な
ら
「
世
論
法
廷
」

は
不
要
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
善
き
市
民
が
十
全
に
育
成
さ
れ
れ

ば
統
治
者
の
「
適
性
能
力
」
が
そ
こ
ま
で
追
求
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
か
。

ベ
ン
サ
ム
に
お
い
て
は
何
よ
り
も
統
治
者
に
求
め
ら
れ
た
「
適
性
能
力
」

実
の
危
害
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
宗
教
的
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
で
合
理

的
な
世
論
形
成
を
目
指
し
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
ベ
ン
サ
ム
の
宗

教
論
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
論
と
し
て
読
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

第
五
章
は
、
一
八
一
〇
年
代
の
議
会
改
革
論
及
び
晩
年
の
官
僚
制
構
想

に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
章
で
は
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
と
い
う
合
わ
せ
鏡

が
用
意
さ
れ
る
。
国
王
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
に
よ
る
内
閣
の
空
洞
化
に
対
し

て
、
政
党
内
閣
に
よ
っ
て
「
行
政
の
国
民
的
性
格
」
を
確
立
し
王
室
費
の

削
減
を
通
じ
て
国
王
の
影
響
力
を
抑
制
し
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
バ
ー
ク
は

世
襲
貴
族
に
対
す
る
年
金
は
美
徳
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
否
定
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
バ
ー
ク
の
議
論
に
対
し
て
ベ
ン
サ
ム
が
打
ち
出
す
の
は
、
議

員
個
々
人
の
意
見
の
相
違
を
認
め
な
い
政
党
政
治
で
は
な
く
、
競
争
に
よ

る
「
官
職
俸
給
の
最
小
化
と
公
職
適
性
能
力
の
最
大
化
」
で
あ
る
。
統
治

者
の
適
性
能
力
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
廉
潔
」
「
知
的
適
性
能
力
」

「
活
動
力
」
の
三
つ
で
あ
る
。
特
に
「
廉
潔
」
を
最
重
要
と
し
、
自
己
利

益
を
優
先
す
る
人
間
本
性
に
照
ら
し
て
、
官
吏
の
議
決
権
の
剥
奪
、
毎
年

選
挙
、
演
説
の
刊
行
、
議
会
へ
の
継
続
的
出
席
な
ど
の
「
適
切
な
制
度
設

計
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
統
治
者
の
被
治
者
に
対
す

る
「
依
存
」
を
強
化
す
る
、
選
挙
権
の
拡
大
や
国
王
の
解
散
権
の
剥
奪
な

ど
も
提
案
さ
れ
る
。

　

最
後
に
検
討
さ
れ
る
の
は
『
憲
法
典
』
に
お
け
る
統
治
者
の
「
適
性
能

力
」
と
「
世
論
法
廷
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
単
座
官
吏
制
」
に
よ
っ

て
責
任
を
明
確
に
し
、
徹
底
的
な
情
報
公
開
に
よ
っ
て
世
論
法
廷
を
機
能

さ
せ
る
こ
と
で
「
悪
政
に
対
す
る
安
全
」
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ

は
、
統
治
者
の
被
治
者
に
対
す
る
「
依
存
」
を
末
端
の
官
吏
に
ま
で
適
用
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が
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
に
お
い
て
は
国
民
に
求
め
ら
れ
る
と

い
う
相
違
が
最
後
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
問
い
は
功
利
主
義
の

教
育
論
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
む
し

ろ
教
育
学
を
専
攻
す
る
評
者
の
課
題
と
な
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
書
は
、
当
時
の
知
的
文
脈
に
ベ
ン
サ
ム
を
置
く
こ
と

で
、
ベ
ン
サ
ム
を
通
し
て
同
時
代
の
思
想
状
況
を
描
き
出
す
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
政
治
思
想
の
奥
行
き
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
こ

に
と
ど
ま
ら
な
い
広
い
射
程
を
も
つ
良
書
で
あ
る
。

 

（
こ
ま
つ
・
か
よ
こ
／
教
育
学
）

　

書
評　

『
貧
困
の
哲
学
』（
上
・
下
）

（
ピ
エ
ー
ル
＝

ジ
ョ
ゼ
フ
・
プ
ル
ー
ド
ン
著
、�

�

斉
藤
悦
則
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
）

高
草
木 

光
一

　

か
つ
て
日
本
で
も
「
プ
ル
ー
ド
ン
・
ブ
ー
ム
」
と
呼
ん
で
お
か
し
く
な

い
ほ
ど
、
プ
ル
ー
ド
ン
関
係
の
研
究
書
が
次
々
に
刊
行
さ
れ
た
時
代
が

あ
っ
た
。
河
野
健
二
編
『
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
、

佐
藤
茂
行
『
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
―
―
相
互
主
義
と
経
済
学
』
（
木
鐸
社
、
一

九
七
五
年
）
、
長
谷
川
進
『
甦
る
プ
ル
ー
ド
ン
―
―
そ
の
現
代
的
意
義
を

求
め
て
』
（
論
創
社
、
一
九
七
七
年
）
、
森
川
喜
美
雄
『
プ
ル
ー
ド
ン
と
マ
ル

ク
ス
』
（
未
來
社
、
一
九
七
九
年
）
、
津
島
陽
子
『
マ
ル
ク
ス
と
プ
ル
ー
ド
ン
』

（
青
木
書
店
、
一
九
七
九
年
）
、
阪
上
孝
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
―
―
管
理
か

自
立
か
』
（
新
評
論
、
一
九
八
一
年
）
、
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ン
サ
ー
ル
（
斉
藤
悦

則
訳
）『
プ
ル
ー
ド
ン
の
社
会
学
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
）
、
ジ
ャ

ン
・
バ
ン
カ
ー
ル
（
藤
田
勝
次
郎
訳
）『
プ
ル
ー
ド
ン
―
―
多
元
主
義
と
自

主
管
理
Ⅰ
・
Ⅱ
』
（
未
來
社
、
一
九
八
二
―
八
四
年
）
、
河
野
健
二
『
も
う
一

つ
の
社
会
主
義
―
―
マ
ル
ク
ス
・
プ
ル
ー
ド
ン
問
題
の
再
審
』
（
世
界
書
院
、

一
九
八
七
年
）
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る

河
野
編
『
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
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こ
れ
だ
け
の
研
究
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
隔
世
の
感
を
否
め

な
い
。
論
文
の
類
ま
で
入
れ
た
ら
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
関
心
が
プ
ル
ー
ド

ン
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
研
究
動
向
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
当
然
然
る
べ
き
背
景
が

あ
る
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
』
（
一
九
一
八
年
）
と

そ
の
反
駁
と
し
て
書
か
れ
た
レ
ー
ニ
ン
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
と
背
教
者

カ
ウ
ツ
キ
ー
』（
一
九
一
八
年
）
と
同
じ
よ
う
な
事
情
が
、
プ
ル
ー
ド
ン
『
貧

困
の
哲
学
』（
一
八
四
六
年
）
と
マ
ル
ク
ス
『
哲
学
の
貧
困
』（
一
八
四
七
年
）

の
間
に
も
あ
っ
た
。
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
著
作
の
ほ
う
だ
け
が
邦
訳
・

公
刊
さ
れ
、
広
く
喧
伝
さ
れ
る
た
め
に
、
両
者
の
関
係
を
一
方
的
に
し
か

見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
「
正
統
」
で
な
い
「
異
端
」
の
思
想
は
、

理
解
さ
れ
る
術
も
な
く
、
た
だ
た
だ
叩
き
の
め
さ
れ
る
。

　

「
プ
ル
ー
ド
ン
君
は
、
不
幸
に
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
奇
妙
な
風
に

見
誤
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
彼
は
よ
い
ド
イ
ツ
哲
学
者
と
し
て

通
っ
て
い
る
の
故
を
以
て
悪
し
き
経
済
学
者
た
る
の
権
利
を
有
す
る
し
、

ド
イ
ツ
で
は
、
彼
は
最
も
有
力
な
フ
ラ
ン
ス
経
済
学
者
と
し
て
通
っ
て
い

る
の
故
を
以
て
悪
し
き
哲
学
者
た
る
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
吾
々
は
、

同
時
に
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
経
済
学
者
で
あ
る
資
格
に
於
て
、
こ
の
二
重
の

誤
り
に
対
し
て
抗
議
せ
ん
と
欲
し
た
の
で
あ
る
」
〔
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（
山

村
喬
訳
）
『
哲
学
の
貧
困
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
〇
年
、
一
一
頁
〕
。
『
哲
学
の
貧

困
』
冒
頭
の
こ
の
有
名
な
一
節
は
、
こ
れ
だ
け
で
も
痛
烈
な
プ
ル
ー
ド
ン

批
判
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
ず
、
な
ぜ
「
プ
ル
ー
ド
ン
君
」
な
の
か
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
著
作
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
き
、
こ
の
「
君
」
に
当
た
る

語
は
〈M

. 

（
＝M

onsieur

）
〉
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
が
一
八
〇
九
年
生
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年
）
が
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
。
河
野
は
、
そ
の
『
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
』
で
、「
マ

ル
ク
ス
と
プ
ル
ー
ド
ン
を
そ
の
他
の
同
時
代
人
と
と
も
に
、
十
九
世
紀
中

期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
な
か
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
」
〔
ⅱ
頁
〕
を
当
面

の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
思
想
史
研
究
か

ら
歴
史
が
脱
落
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
「
プ
ル
ー
ド
ン
・
ブ
ー
ム
」
は
突
然
終
わ
っ
た
。
今
度
は
、

一
九
八
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
、
一
九
九
一
年
の
ソ
連
解
体
に
よ
る
、

事
実
上
の
社
会
主
義
勢
力
の
一
掃
と
い
う
世
界
史
的
な
変
わ
り
目
だ
っ
た
。

二
十
一
世
紀
に
入
る
と
、
も
う
誰
も
プ
ル
ー
ド
ン
の
名
前
を
口
に
し
な
く

な
っ
た
。
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
異
な
る
も
う

一
つ
の
社
会
主
義
の
あ
り
方
の
源
泉
が
読
み
込
ま
れ
、
そ
の
現
代
的
意
義

が
唱
え
ら
れ
た
が
、
「
本
家
」
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
勢
力
が
姿
を
消
し
て

し
ま
う
と
、
社
会
主
義
内
で
対
抗
す
る
勢
力
も
ま
た
存
在
理
由
を
失
っ
て

し
ま
う
。
マ
ル
ク
ス
あ
っ
て
の
プ
ル
ー
ド
ン
と
い
う
構
図
を
は
し
な
く
も

浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
プ
ル
ー
ド
ン
に
か
ぎ
ら
ず
、
一
群

の
「
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
思
想
」
が
日
本
で
輝
き
を
見
せ
た
の

は
、
ほ
ん
の
四
半
世
紀
の
こ
と
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
二
〇
一
四
年
と
い
う
と
ぼ
け
た
年
に
待
望
の
訳
書
が
刊
行

さ
れ
た
。
い
っ
た
い
、
い
ま
さ
ら
プ
ル
ー
ド
ン
を
も
ち
だ
し
て
き
て
、
何

を
し
ろ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
斉
藤
悦
則
氏
の
訳
業
に
対
し

て
は
深
甚
な
る
敬
意
を
表
し
た
い
。
プ
ル
ー
ド
ン
の
主
著
が
こ
れ
ま
で
邦

訳
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
圧
倒
的
な
分
量
と
内
容
の
難
解
さ
に
起
因

す
る
だ
ろ
う
。
斉
藤
氏
の
約
四
〇
年
に
わ
た
る
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
の
成
果

が
こ
の
訳
書
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。
訳
者
の
卓
越
し
た
読
解
力
と
練
達

ま
れ
、
マ
ル
ク
ス
が
一
八
一
八
年
生
ま
れ
で
、
九
歳
の
年
齢
差
が
あ
る
事

情
を
考
え
て
も
、
当
然
「
プ
ル
ー
ド
ン
氏
」
と
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
訳
者
の
側
に
も
、
明
ら
か
な
偏
見
が
あ
っ
た
。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
革
命
が
夢
見
ら
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
プ
ル
ー

ド
ン
の
経
済
改
革
路
線
は
政
治
革
命
を
回
避
す
る
保
守
主
義
の
よ
う
に
映

り
、
彼
は
忌
む
べ
き
「
プ
チ
ブ
ル
」
の
典
型
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
。
マ
ル

ク
ス
『
哲
学
の
貧
困
』
の
末
尾
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
の
言
葉
で
結

ば
れ
て
い
る
。
「
戦
い
か
然
ら
ず
ん
ば
死
。
血
み
ど
ろ
の
闘
争
か
然
ら
ず

ん
ば
無
。
か
く
の
如
く
に
、
問
題
は
厳
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
」
〔
二

〇
一
頁
〕
。
こ
れ
ま
た
プ
ル
ー
ド
ン
へ
の
呵
責
な
き
批
判
で
あ
る
。

　

や
は
り
変
わ
り
目
は
一
九
六
八
年
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
学
闘
争

の
敗
北
と
い
う
よ
り
は
、
ソ
連
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
へ
の
軍
事
介
入

に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
の
悪
弊
の
「
出
口
」
と
し
て
の
「
社
会
主
義
」

と
い
う
理
念
そ
の
も
の
が
急
速
に
色
褪
せ
て
し
ま
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代

に
は
、
ソ
連
と
距
離
を
置
く
ユ
ー
ロ
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
新
し
い
潮
流
が
生

ま
れ
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
行
な
わ
れ
て
い
た
労
働
者
自
主
管
理
が

新
た
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
現
実
の
動
き
に
合
わ
せ

て
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
一
刀
両
断
に
さ
れ
て
い
た
思
想
家
、
経
済
学
者

ら
を
歴
史
の
な
か
で
評
価
す
る
方
向
が
模
索
さ
れ
て
い
っ
た
。
日
本
で
も
、

一
九
七
〇
年
に
サ
ン
ト
―

ブ
ー
ヴ
の
有
名
な
評
伝
『
プ
ル
ー
ド
ン
』
（
現
代

思
潮
社
）
が
、
一
九
七
一
―
七
二
年
に
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
叢
書
」
（
三
一
書
房
）

の
な
か
の
プ
ル
ー
ド
ン
選
集
三
巻
本
と
し
て
、
『
所
有
と
は
何
か
』
（
一
八

四
〇
年
）
、『
十
九
世
紀
に
お
け
る
革
命
の
一
般
理
念
』
（
一
八
五
一
年
）
、『
連

合
の
原
理
』
（
一
八
六
三
年
）
、
『
労
働
者
階
級
の
政
治
的
能
力
』
（
一
八
六
五
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第
六
章　

第
四
段
階
―
―
独
占

　
　

第
七
章　

第
五
段
階
―
―
警
察
あ
る
い
は
税
金

　
　

第
八
章　

矛
盾
の
法
則
の
も
と
で
の
人
間
の
責
任
と
神
の
責
任

　
　

第
九
章　

第
六
段
階
―
―
貿
易
の
バ
ラ
ン
ス

　
　

第
一
〇
章　

第
七
段
階
―
―
信
用

　
　

第
一
一
章　

第
八
段
階
―
―
所
有

　
　

第
一
二
章　

第
九
段
階
―
―
共
有

　
　

第
一
三
章　

第
一
〇
段
階
―
―
人
口

　
　

第
一
四
章　

要
約
と
結
論

　

プ
ル
ー
ド
ン
は
、
現
状
を
肯
定
し
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
賞
賛
す
る
「
政
治

経
済
学
」
と
現
状
を
否
定
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
向
か
う
「
社
会
主
義
」
の

両
者
の
「
和
解
」
の
な
か
か
ら
真
の
「
経
済
科
学
」
を
作
り
上
げ
よ
う
と

す
る
。
そ
こ
で
プ
ル
ー
ド
ン
が
採
用
し
て
い
る
方
法
が
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」

で
あ
る
。
経
済
発
展
の
第
一
段
階
で
あ
る
「
分
業
」
に
は
、
経
済
発
展
と

知
的
進
歩
を
も
た
ら
す
と
い
う
肯
定
面
が
あ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
「
労
働
者

は
劣
位
に
、
知
性
は
無
用
に
、
富
は
有
害
に
、
平
等
は
不
可
能
に
な
る
」

〔
上
巻
、
一
六
四
頁
〕
と
い
う
否
定
面
が
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
間
の
矛
盾
を

止
揚
す
る
も
の
と
し
て
第
二
段
階
の
「
機
械
」
が
登
場
す
る
が
、
機
械
に

も
ま
た
肯
定
面
と
否
定
面
と
が
あ
る
。
「
機
械
は
わ
れ
わ
れ
に
富
の
増
大

を
約
束
し
た
。
約
束
は
守
ら
れ
た
が
、
機
械
は
そ
れ
と
同
時
に
わ
れ
わ
れ

に
貧
困
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
。
―
―
機
械
は
わ
れ
わ
れ
に
自
由
を
約
束

し
た
。
し
か
し
、
機
械
が
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
し
た
の
は
隷
従
で
あ
っ
た
」

〔
上
巻
、
二
三
八
頁
〕
。
こ
の
よ
う
に
し
て
各
段
階
に
お
け
る
矛
盾
を
高
次

の
段
階
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
、
ま
た
新
た
な
矛
盾
が
生
じ
る
。
へ
ー

の
翻
訳
術
と
に
よ
っ
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
そ
の
人
が
直
接
語
り
か
け
て
い
る

よ
う
に
、
こ
な
れ
た
日
本
語
が
頭
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
入
っ
て
く
る
。
達
意

の
名
訳
で
あ
る
。
「
プ
ル
ー
ド
ン
・
ブ
ー
ム
」
に
乗
っ
て
本
訳
書
が
刊
行

さ
れ
て
い
た
ら
、
た
だ
拍
手
喝
采
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
し
か
し
、
プ
ル
ー

ド
ン
研
究
者
が
根
絶
や
し
に
さ
れ
た
か
に
見
え
る
状
況
の
な
か
で
、
こ
の

刊
行
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
べ
き
な
の
か
。
マ
ル
ク
ス
と
の
対
抗
関

係
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
よ
う
や
く
プ
ル
ー
ド
ン
を
正
当
に
評
価
す
べ

き
と
き
が
訪
れ
た
、
と
言
う
の
は
た
や
す
い
が
、
で
は
ど
ん
な
新
し
い
視

角
が
可
能
な
の
か
。

　

本
訳
書
『
貧
困
の
哲
学
』
の
原
著
の
正
式
な
タ
イ
ト
ル
は
、
『
経
済
の

矛
盾
の
体
系
、
あ
る
い
は
、
貧
困
の
哲
学
』
で
あ
る
。
『
所
有
と
は
何
か
』

で
脚
光
を
浴
び
た
著
者
は
、
一
八
四
六
年
、
つ
ま
り
二
月
革
命
勃
発
前
の

七
月
王
政
期
に
本
書
を
刊
行
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
本
格
的
工
業
化

の
進
行
期
に
あ
っ
て
、
貧
困
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
が

発
生
し
、
そ
の
た
め
の
処
方
箋
と
し
て
社
会
改
革
プ
ラ
ン
が
百
花
繚
乱
の

ご
と
く
提
示
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
が
試
み
た
の
は
、「
貧
困
」

を
も
た
ら
す
経
済
シ
ス
テ
ム
の
解
明
で
あ
り
、
諸
矛
盾
の
連
鎖
と
し
て
そ

の
シ
ス
テ
ム
を
描
く
こ
と
だ
っ
た
。
構
成
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

プ
ロ
ロ
ー
グ

　
　

第
一
章　

経
済
科
学
に
つ
い
て

　
　

第
二
章　

価
値
に
つ
い
て

　
　

第
三
章　

経
済
発
展
の
第
一
段
階
―
―
分
業

　
　

第
四
章　

第
二
段
階
―
―
機
械

　
　

第
五
章　

第
三
段
階
―
―
競
争
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き
換
え
る
に
せ
よ
、
こ
の
面
白
さ
の
実
感
が
ま
ず
は
原
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
訳
書
に
よ
っ
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
全
体
像
が
解
明
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
『
貧
困
の
哲
学
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
済
理
論
の
骨

格
を
一
応
完
成
さ
せ
た
プ
ル
ー
ド
ン
は
、
そ
の
後
一
八
四
八
年
革
命
を
経

て
現
実
の
改
革
を
見
据
え
た
諸
著
作
を
刊
行
し
て
い
く
。
プ
ル
ー
ド
ン
思

想
の
集
大
成
と
も
言
う
べ
き
全
四
巻
の
『
革
命
と
教
会
に
お
け
る
正
義
』

（
一
八
五
八
年
）
ほ
か
多
数
の
著
作
が
ま
だ
翻
訳
さ
れ
て
は
い
な
い
。
斉
藤

悦
則
氏
の
い
っ
そ
う
の
奮
闘
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

 

（
た
か
く
さ
ぎ
・
こ
う
い
ち
／
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
社
会
思
想
史
）

ゲ
ル
と
は
異
な
る
弁
証
法
を
駆
使
し
て
、
以
下
「
競
争
」
か
ら
「
人
口
」

ま
で
諸
矛
盾
の
連
鎖
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

上
下
巻
で
一
二
〇
〇
頁
を
越
え
る
浩
瀚
な
書
物
を
要
約
す
る
こ
と
は
も

と
も
と
不
可
能
で
あ
る
が
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
奔
放
な
叙
述
は
と
り
わ
け
安

易
な
要
約
を
許
さ
な
い
。
し
か
し
、
一
度
本
書
を
手
に
し
た
者
は
、
必
ず

や
そ
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
同
時
代
の
「
政
治
経
済
学
」

と
「
社
会
主
義
」
を
と
も
に
拒
否
す
る
プ
ル
ー
ド
ン
は
、
つ
ま
り
双
方
に

対
し
て
論
戦
を
挑
ん
だ
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
論
争
の
面
白
さ
が
生
き
生
き

と
伝
わ
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
相
手
は
マ
ル
ク
ス
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ン
・

バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
イ
、
ペ
ッ
レ
グ
リ
ー
ノ
・
ロ
ッ
シ
、
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
ュ

ヴ
ァ
リ
エ
、
ア
ド
ル
フ
・
ブ
ラ
ン
キ
、
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
、
レ

オ
ン
・
フ
ォ
ー
シ
ェ
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
バ
ス
テ
ィ
ア
、
ル
イ
・
レ
イ
ボ
ー
、

ル
イ
・
ブ
ラ
ン
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
カ
ベ
ー
、
サ
ン
―

シ
モ
ン
（
主
義
者
）
、

フ
ー
リ
エ
（
主
義
者
）
等
、
多
彩
な
論
客
た
ち
が
批
判
の
俎
上
に
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
労
働
の
組
織
化
、
自
由
貿

易
、
貯
蓄
銀
行
、
家
族
と
共
有
制
等
、
七
月
王
政
期
に
幅
広
い
議
論
を
生

ん
だ
数
々
の
論
点
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
独
自
の
視
点
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
整

理
さ
れ
て
い
く
。
右
も
左
も
斬
っ
て
落
と
す
そ
の
快
刀
乱
麻
ぶ
り
は
、
マ

ル
ク
ス
以
外
に
匹
敵
す
る
者
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、
こ

の
著
作
を
通
し
て
同
時
代
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。
「
経
済
科
学
」
の
枠
組
み
を
遥
か
に
超
え
た
議
論
が
縦
横
に
展
開

さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
社
会
変
革
に
関
す
る
す
べ
て
の
論
争

の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
こ
こ
に
詰
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
二
十
一
世

紀
の
プ
ル
ー
ド
ン
の
可
能
性
を
探
る
に
せ
よ
、
十
九
世
紀
の
思
想
史
を
書
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ば
、
開
化
派
が
福
沢
と
同
様
に
朝
鮮
の
支
配
構
造
を
呪じ

ゅ

詛そ

し
て
い
た
の
は

周
知
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
本
書
で
扱
わ
れ
た
史
実
、
し
た
が
っ

て
言
及
さ
れ
た
論
説
は
、
少
々
恣
意
的
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
王
后
暗
殺

に
関
し
て
福
沢
の
議
論
が
明
確
に
つ
か
ま
れ
ず
、
東ト

ン

学ハ
ク

農
民
戦
争
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
な
い
た
め
、
福
沢
の
基
本
的
な
「
朝
鮮
改
造
論
」

が
十
分
に
見
え
て
こ
な
い
。

　

文
明
論
・
独
立
論
の
異
質
へ
の
転
化

　

著
者
は
、
福
沢
の
朝
鮮
論
は
「
朝
鮮
の
『
文
明
』
化
と
『
独
立
』
に
関

す
る
社
説
」（
ⅳ
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
福
沢
が
朝
鮮
の
「
文
明
（
化
）
」「
独

立
」
を
目
指
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
い
ず
れ
も
、
多
様
な
契
機
を

介
し
て
異
質
な
も
の
に
転
化
す
る
。
文
明
は
野
蛮
な
圧
制
に
、
独
立
は
従

属
・
被
支
配
へ
と
。
そ
れ
は
福
沢
の
朝
鮮
改
造
論
の
本
質
に
由
来
す
る
。

福
沢
に
お
い
て
は
朝
鮮
人
に
対
す
る
蔑
み
と
、
武
力
に
よ
る
脅
し
（
指
図
・

威
嚇
・
統
制
）
と
そ
の
行
使
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
福
沢
に

お
い
て
従
属
・
被
支
配
は
一
時
的
な
も
の
で
、
独
立
へ
向
け
た
過
程
に
す

ぎ
な
い
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
過
程
を
経
た
後
に
、
日
本

（
人
・
軍
）
の
撤
退
が
想
定
さ
れ
て
い
る
、
と
。
だ
が
そ
れ
は
抽
象
論
で

あ
る
。
福
沢
に
と
っ
て
撤
退
が
可
能
と
な
る
と
い
う
確
た
る
見
通
し
は
な

い
し
、
ま
た
あ
り
え
な
い
。
実
現
さ
れ
た
支
配
の
事
実
は
、
支
配
の
放
棄

を
困
難
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
現
実
の
政
治
過
程
で
あ
る
。
し

か
る
べ
き
時
が
来
た
ら
撤
退
す
る
と
い
う
言
い
分
は
、
確
た
る
具
体
的
な

展
望
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
た
だ
の
放
言
に
な
る
。
朝
鮮
人
に
対
す
る
強

い
侮
蔑
意
識
が
あ
り
（
こ
れ
を
福
沢
自
身
が
あ
お
る
）
、
か
つ
朝
鮮
を
資
本
・

　

書
評　

『
福
沢
諭
吉
と
朝
鮮
問
題
―
―「
朝
鮮
改
造
論
」の
展
開
と
蹉
跌
』

（
月
脚
達
彦
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）

杉
田 

聡

　

私
は
本
書
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
私
自
身
の
福
沢
解

釈
の
問
題
に
気
づ
か
さ
れ
も
し
た
。
そ
の
点
を
ま
ず
認
め
た
い
。

　

だ
が
本
書
に
は
問
題
も
多
い
。
新
た
な
知
見
を
下
に
「
総
体
的
な
状
況

構
造
」
に
迫
る
と
い
う
問
題
意
識
は
評
価
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
著
者
が

そ
の
た
め
に
検
討
し
た
朝
鮮
近
代
史
や
朝
鮮
「
開
化
派
」
の
思
想
を
追
っ

て
も
、
特
に
福
沢
像
が
変
化
す
る
と
は
思
え
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
言
え
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と
こ
ろ
で
著
者
は
福
沢
と
開
化
派
の
思
想
が
近
い
こ
と
を
指
摘
し
、
福

沢
の
「
朝
鮮
人
民
の
た
め
に
其
国
の
滅
亡
を
賀
す
」
発
想
を
開
化
派
が
共

有
す
る
と
書
く
（120-37

）
。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
悪
名
高
い
論
説
さ
え
正

当
化
で
き
る
と
す
る
結
論
が
導
か
れ
か
ね
な
い
が
、
同
じ
こ
と
で
も
自
民

族
が
論
ず
る
の
と
他
民
族
が
論
ず
る
の
と
で
は
、
意
味
が
異
な
る
。
自
民

族
に
よ
る
議
論
は
最
終
的
に
当
事
者
に
よ
っ
て
責
任
が
担
保
さ
れ
う
る
が
、

他
民
族
（
国
民
）
の
そ
れ
は
無
責
任
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

も
そ
も
福
沢
も
、
そ
の
指
導
の
下
に
政
変
を
主
動
し
た
井
上
角
五
郎
も
日

本
の
公
権
力
に
よ
り
庇
護
さ
れ
て
お
り
、
仮
に
冒
険
主
義
的
ク
ー
デ
タ
が

失
敗
し
た
と
し
て
も
自
ら
の
命
が
と
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し

て
家
族
の
命
が
奪
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
最
後
は
井
上
の
よ
う

に
自
国
に
逃
げ
帰
り
、
あ
る
い
は
福
沢
の
よ
う
に
政
変
へ
の
関
与
に
つ
い

て
押
し
黙
れ
ば
す
む
の
で
あ
る
。
自
民
族
の
言
説
と
他
民
族
の
そ
れ
と
は
、

厳
し
く
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

い
や
、
自
民
族
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
「
開
化
派
」
の
論
評
・
発
言
は

安
易
で
あ
る
。
彼
ら
は
福
沢
同
様
に
、
朝
鮮
が
先
進
国
の
保
護
下
に
お
か

れ
た
方
が
よ
い
と
信
じ
て
い
た
節
が
あ
る
。
た
だ
の
夢
想
に
よ
り
か
か
っ

た
判
断
は
、
厳
し
い
国
際
関
係
の
反
映
を
捨
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で

に
朝
鮮
に
入
り
込
ん
だ
少
数
の
日
本
人
に
よ
っ
て
さ
え
、
文
明
・
野
蛮
図

式
に
基
づ
く
差
別
意
識
が
抱
か
れ
る
場
合
、
現
実
に
疎
い
イ
ン
テ
リ
に
は

思
い
も
及
ば
な
い
非
人
道
的
な
行
為
が
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
福
沢
自

身
、
数
年
前
に
そ
の
種
の
見
聞
を
披
歴
し
て
い
た
の
に
（
岩
波
版
全
集
⑧

65

）
、
彼
ら
は
そ
れ
を
見
よ
う
と
し
な
い
。
ま
た
自
民
族
の
も
の
で
あ
ろ

う
と
、
そ
の
発
言
は
階
級
的
観
点
か
ら
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

商
品
市
場
化
せ
ん
と
し
、
さ
ら
に
後
に
は
治
外
法
権
を
前
提
し
た
ま
ま
朝

鮮
へ
の
大
規
模
な
移
民
を
語
る
時
、
そ
の
現
実
的
な
帰
結
は
朝
鮮
人
の
従

属
民
化
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
撤
退
が
あ
り
う
る
の
は
、
介
入
国
側
の
財

政
逼ひ

っ

迫ぱ
く

と
被
介
入
国
で
の
抵
抗
運
動
の
拡
大
等
が
あ
る
場
合
の
み
で
あ

る
。
だ
が
福
沢
は
抵
抗
運
動
の
高
ま
り
は
断
固
無
視
す
る
で
あ
ろ
う
。
実

際
、
一
八
九
四
～
五
年
、
福
沢
が
東
学
の
壊
滅
ま
で
主
張
し
た
の
は
、
周

知
の
事
実
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
福
沢
は
、
主
観
的
な
意
図
に
お
い
て
は
朝

鮮
の
「
独
立
」
論
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
意
図
は
容
易
に
そ
の

反
対
物
に
転
化
す
る
。
そ
の
点
は
、
朝
鮮
「
開
化
派
」
も
同
じ
で
あ
る
。

　

朝
鮮
「
開
化
派
」
を
め
ぐ
っ
て

　

開
化
派
の
研
究
が
近
年
進
ん
で
き
た
が
、
著
者
の
こ
れ
へ
の
貢
献
は
意

義
深
い
。
そ
れ
は
韓
国
・
朝
鮮
内
で
の
研
究
で
は
と
か
く
手
前
み
そ
に
な

り
が
ち
の
理
解
を
相
対
化
す
る
意
味
で
も
価
値
が
あ
る
が
、
結
局
開
化
派

の
議
論
が
福
沢
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

事
実
は
、
歴
史
の
客
観
的
評
価
の
た
め
に
も
重
要
で
あ
ろ
う
（
客
観
性
は
、

E
・
H
・
カ
ー
が
言
う
「
私
た
ち
が
関
心
を
持
つ
本
当
の
…
…
意
味
の
あ
る
事
実

と
…
…
無
視
し
得
る
偶
然
的
事
実
と
の
区
別
」
に
依
存
す
る
。
そ
し
て
意
味
の
あ

る
事
実
は
私
た
ち
の
目
的
に
依
存
す
る
。
朝
鮮
史
を
日
本
人
が
論
ず
る
意
味
は
、

日
朝
間
の
危
機
の
克
服
と
和
解
に
あ
る
）
。
福
沢
の
影
響
を
受
け
た
若
輩
者
が

円
熟
し
た
福
沢
と
類
似
し
た
発
想
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
る
意

味
で
当
然
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
満
足
な
情
勢
分
析
も
行
わ
（
い
え
）
な
い

ま
ま
、
福
沢
の
描
い
た
シ
ナ
リ
オ
に
従
っ
て
ク
ー
デ
タ
に
ま
い
進
し
た
事

実
の
無
謀
さ
が
、
改
め
て
浮
き
上
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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解
釈
に
も
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
脱
亜
論
」
の
後
二
週
間
以
上
た
っ
て

か
ら
公
表
さ
れ
た
論
説
に
基
づ
く
が
（80-1

）
、
政
変
後
に
首
謀
者
の
一
族

ま
で
処
刑
さ
れ
た
事
実
に
激
怒
し
て
書
い
た
論
説
に
、
二
週
間
以
上
た
っ

て
か
ら
の
、
し
か
も
比
較
的
落
ち
着
い
た
内
容
の
論
説
と
同
様
の
姿
勢
が

あ
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

　

著
者
の
考
察
で
目
新
し
い
の
は
、
巨コ

文ム
ン

島ド

事
件
と
の
関
連
で
福
沢
の
論

説
を
解
釈
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
興
味
深
い
。
だ
が
巨
文
島
事
件

だ
け
で
、
そ
の
後
の
福
沢
の
朝
鮮
改
造
論
放
棄
を
十
分
に
説
明
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
関
連
し
て
述
べ
る
べ
き
は
、
福
沢
が
ロ
シ
ア
の
脅
威
を
過
大
視

し
て
い
た
点
で
あ
る
。
本
書
は
そ
う
し
た
福
沢
の
姿
勢
を
当
然
の
前
提
と

し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。
あ
る
箇
所
で
は
日
本
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
脅

威
が
（95-6

）
、
他
で
は
ロ
シ
ア
が
有
す
る
と
い
う
朝
鮮
を
部
分
的
に
せ
よ

併
呑
せ
ん
と
す
る
意
志
が
前
提
さ
れ
て
い
る
（99

）
。
だ
が
な
ぜ
イ
ギ
リ

ス
の
巨
文
島
占
領
に
関
連
し
て
日
本
領
へ
の
ロ
シ
ア
の
侵
攻
可
能
性
を
論

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
は
不
明
で
あ
る
（103

）
。
朝
鮮
の
場
合
に
は
、

露
韓
密
約
・
軍
事
教
練
問
題
（101-2

）
を
含
め
て
ロ
シ
ア
に
付
け
入
る
す

き
を
与
え
る
材
料
に
事
欠
か
な
い
が
、
日
本
に
は
そ
れ
は
な
い
。
以
前
、

ロ
シ
ア
船
に
よ
り
対
馬
が
占
領
に
近
い
状
態
に
置
か
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た

が
。
だ
が
こ
れ
は
、
「
出
先
の
艦
長
一
個
の
心
得
違
い
」
（
⑮313

）
に
す

ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

福
沢
が
朝
鮮
改
造
論
を
放
棄
し
た
事
実
は
、
巨
文
島
事
件
だ
け
で
は
説

明
で
き
な
い
。
事
件
を
期
に
福
沢
が
、
ロ
シ
ア
に
対
抗
し
う
る
軍
事
力
が

日
本
に
な
い
こ
と
（104

）
、
列
強
に
対
す
る
立
場
に
お
い
て
清
国
が
優
位

に
立
っ
て
い
る
こ
と
（113

）
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
事
実
だ

開
化
派
両ヤ

ン

班バ
ン

が
福
沢
同
様
に
人
民
に
対
す
る
侮
蔑
意
識
を
一
般
化
し
て

い
た
限
り
（143

）
、
そ
の
政
治
的
意
識
・
発
言
は
、
人
民
の
生
活
に
足
場

を
持
た
な
い
抽
象
的
な
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
変

が
な
ん
ら
朝
鮮
民
衆
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

ク
ー
デ
タ
は
混
乱
に
混
乱
を
か
さ
ね
て
「
三
日
天
下
」
で
終
わ
る
。
開
化

派
の
改
革
要
求
は
、
実
際
に
出
さ
れ
た
と
し
て
も
混
乱
を
極
め
て
い
た
王

宮
内
で
示
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
実
体
は
不
明
確
で
あ
る
し
、

朝
鮮
の
歴
史
的
・
社
会
的
現
実
に
足
場
を
持
た
な
い
抽
象
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
こ
に
民
衆
に
関
す
る
事
柄
は
な
い
に
等
し
い
。

　

「
脱
亜
論
」
と
巨
文
島
事
件

　

著
者
は
本
書
で
「
脱
亜
論
」
の
新
し
い
解
釈
を
試
み
た
よ
う
だ
が
、
読

み
を
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
「
西
洋
人
が
之
に
接
す
る
の
風

に
従
て
処
分
す
可
き
」
と
い
う
主
張
に
見
ら
れ
る
「
処
分
」
を
、
検
証
な

し
に
「
『
対
処
』
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
」
（
ⅲ
）
と
書
く
の
は
、
不
用
意
に

す
ぎ
よ
う
。
直
前
で
福
沢
は
西
洋
諸
国
に
よ
る
清
・
朝
鮮
の
分
割
の
恐
れ

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
に
、
ま
た
福
沢
自
身
が
「
隣
国
な
る
が
故
に

と
て
特
別
の
会
釈
に
及
ば
ず
」
と
書
い
て
い
る
の
に
（
⑩239

）
、な
ぜ
「
処

分
」
が
対
処
ほ
ど
の
意
味
だ
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
研
究
書
が
出

典
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
記
述
に
説
得
力
は
な
い
。
そ
れ
は
福
沢

の
当
時
の
「
処
分
」
の
使
い
方
か
ら
の
推
測
だ
が
、
一
切
出
典
が
明
示
さ

れ
て
い
な
い
た
め
に
検
証
が
で
き
な
い
。
仮
に
で
き
た
と
し
て
も
、
「
脱

亜
論
」
に
見
ら
れ
る
激
し
い
感
情
吐
露
か
ら
す
れ
ば
、
同
様
の
筆
致
の
論

説
と
で
な
け
れ
ば
比
べ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
固
有
の
「
脱
亜
論
」
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沢
は
王
后
暗
殺
を
「
一
時
の
遊
戯
」
「
野
外
の
遊
興
、
無
益
の
殺
生
」
と

さ
え
記
し
た
が
（
⑮333

）
、
王
后
暗
殺
は
「
歴
史
上
古
今
未
曾
有
の
凶
悪
」

（
内
田
定
槌
漢ハ

ン

城ソ
ン

領
事
）
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
王
后
閔ミ

ン

氏
の
存
在
が
福
沢
の

朝
鮮
改
造
論
を
阻
む
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば

（
⑮9

）
、
そ
の
暗
殺
は
福
沢
の
朝
鮮
改
造
論
に
と
っ
て
一
つ
の
画
期
に
な

り
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

「
ア
ジ
ア
盟
主
論
」
と
「
世
界
文
明
の
立
場
」

　

著
者
が
福
沢
の
朝
鮮
改
造
論
の
背
景
を
標
記
の
二
つ
に
分
け
て
論
じ
た

の
は
興
味
深
い
。
だ
が
そ
も
そ
も
ア
ジ
ア
盟
主
論
は
文
明
を
基
準
と
し
て

立
て
ら
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
明
の
導
入
を
お
の
ず
か
ら
他
国

に
求
め
る
論
理
と
な
る
。
ア
ジ
ア
盟
主
論
は
文
明
主
義
（
脱
亜
主
義
）
で

あ
り
、
し
か
も
武
力
行
使
を
手
段
と
し
て
是
と
す
る
限
り
、
そ
れ
は
お
の

ず
と
ア
ジ
ア
支
配
論
・
侵
略
論
に
転
化
す
る
。

　

ま
た
「
世
界
文
明
の
立
場
」
と
い
う
が
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
他
国
他
地

域
へ
の
侵
略
・
併
呑
・
保
護
国
化
の
論
理
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

は
十
九
世
紀
後
半
に

猖
し
ょ
う

獗け
つ

を
極
め
た
。
だ
か
ら
そ
の
立
場
か
ら
朝
鮮
・

中
国
を
論
じ
て
も
、
そ
れ
が
併
呑
・
保
護
国
化
の
論
理
と
無
縁
な
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
少
な
く
と
も
保
護
国
化
の
野
望
は
、
福
沢
論
説

に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た
。
一
、
二
度
、
そ
の
意
思
は
な
い
と
福
沢
は
記

し
た
が
、
前
後
の
自
ら
お
よ
び
『
時
事
新
報
』
の
論
説
か
ら
す
れ
ば
、
保

護
国
化
の
願
望
こ
そ
本
音
だ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
し
て
も
、
そ
れ
が
な
ぜ
朝
鮮
改
造
論
放
棄
に
結
び
つ
く
の
か
は
説
明
さ

れ
て
い
な
い
。
朝
鮮
改
造
論
の
放
棄
は
歴
史
的
事
情
に
還
元
で
き
る
と
い

う
よ
り
、
福
沢
自
身
の
内
的
な
挫
折
が
あ
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
そ
の
少
な
く
と
も
一
つ
の
要
因
は
、
生
兵
法
の
ま
ま
ク
ー

デ
タ
に
関
わ
っ
て
犯
し
た
失
敗
（
そ
の
後
に
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
へ
の
恐

れ
も
含
む
）
を
骨
身
に
し
み
て
恥
じ
た
と
い
う
事
実
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

日
清
戦
争
と
福
沢

　

東
学
の
わ
き
上
が
る
改
革
力
に
対
す
る
福
沢
の
認
識
不
足
に
つ
い
て
の

検
討
が
、
手
薄
で
は
な
い
か
。
ほ
と
ん
ど
東
学
徒
を
烏
合
の
衆
と
見
な
す

の
み
か
、
そ
の
言
説
の
儒
教
的
文
言
・
思
想
に
目
を
曇
ら
さ
れ
、
彼
ら
の

「
弊
政
改
革
要
求
」
の
近
代
性
を
福
沢
は
一
顧
だ
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
『
時
事
新
報
』
は
、
日
本
軍
に
よ
る
東
学
農
民
軍
の
「
討
伐
」

を
「
征
清
」
と
な
ら
べ
て
報
道
し
、
そ
の
壊
滅
を
謀
る
こ
と
が
自
ら
の
使

命
だ
と
思
い
誤
っ
て
い
る
。

　

ま
た
本
書
で
日
清
戦
争
期
の
重
要
論
説
が
い
く
つ
も
落
と
さ
れ
て
い
る

の
は
、
問
題
で
あ
る
。
日
清
戦
争
開
始
期
の
論
説
は
も
ち
ろ
ん
（
「
私
金

義
捐
に
就
て
」「
日
本
臣
民
の
覚
悟
」な
ど
。
後
者
は
巻
末
の
関
連
年
表
に
さ
え
載
っ

て
い
な
い
。
こ
れ
が
も
し
井
田
進
也
・
平
山
洋
ら
に
拠
っ
た
の
な
ら
論
外
で
あ
る
）
、

そ
の
後
の
「
戦
死
者
の
大
祭
典
を
挙
行
す
可
し
」
（
こ
れ
も
年
表
に
載
っ
て

い
な
い
）
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
旅
順
虐
殺
と
そ
れ
に
対
す
る
福
沢
の

態
度
は
話
題
に
さ
え
な
っ
て
い
な
い
。
主
題
を
朝
鮮
改
造
論
に
限
定
し
た

帰
結
で
あ
ろ
う
が
、
関
連
論
説
は
丁
寧
に
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

王
后
暗
殺
に
関
す
る
重
要
論
説
の
検
討
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
。
福
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現
代
の
歴
史
と
し
て
の
意
義

　

本
研
究
は
現
代
に
い
か
な
る
光
を
投
げ
か
け
る
の
か
。
著
者
は
近
年
の

中
韓
の
変
化
に
ふ
れ
、「
東
ア
ジ
ア
の
状
況
は
…
…
日
清
戦
争
以
前
に
戻
っ

た
」
（
ⅱ
）
と
記
す
が
、
こ
の
状
況
認
識
と
本
研
究
は
ど
う
関
連
す
る
の
か
。

著
書
が
福
沢
の
朝
鮮
改
造
論
を
論
じ
る
意
味
が
、
本
書
か
ら
見
え
て
こ
な

い
。
著
者
は
「
本
書
は
歴
史
か
ら
何
ら
か
の
教
訓
を
導
き
出
す
も
の
で
は

な
い
し
、
初
め
か
ら
そ
の
よ
う
な
意
図
も
な
い
」
と
記
す
（244

）
。
だ
が

私
は
著
者
が
放
棄
し
た
そ
う
し
た
営
み
は
、
歴
史
家
に
課
さ
れ
た
本
質
的

使
命
の
一
つ
だ
と
考
え
る
。
B
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
あ
る
い
は
E
・
H
・
カ
ー

が
言
う
よ
う
に
、
歴
史
は
常
に
現
代
の
歴
史
で
あ
る
。
現
代
を
よ
り
よ
く

理
解
し
未
来
に
向
け
た
示
唆
を
得
る
た
め
に
こ
そ
、
歴
史
・
思
想
史
は
叙

述
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

　

最
後
に

　

以
上
を
詳
し
く
論
じ
た
論
考
「
家
族
・
市
民
社
会
論
、
朝
鮮
改
造
論
に

見
る
『
福
沢
神
話
』
―
―
近
年
の
二
つ
の
福
沢
研
究
を
批
判
す
る
」
を
、

帯
広
畜
産
大
学
『
学
術
研
究
報
告
』
第
三
六
巻
に
近
々
公
表
す
る
。

 

（
す
ぎ
た
・
さ
と
し
／
哲
学
・
思
想
史
・
福
沢
論
）

　

書
評　

『
日
本
社
会
民
主
主
義
の
形
成
―
―
片
山
潜
と
そ
の
時
代

』

（
大
田
英
昭
著
、
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）

黒
川
伊
織

　

ア
メ
リ
カ
、
メ
キ
シ
コ
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
か
ら
日
本
に
お
け
る

共
産
党
の
成
立
と
展
開
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
共
産
主
義
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
）
の
幹
部
会
員
と
も
な
っ
た
片
山
潜
（
一
八

五
九
―
一
九
三
三
年
）
は
、
日
本
社
会
主
義
運
動
史
上
、
最
も
著
名
な
革

命
家
の
ひ
と
り
だ
。
全
四
部
六
六
四
頁
か
ら
な
る
本
書
は
、
一
九
一
四
年

に
渡
米
す
る
ま
で
の
片
山
の
思
想
と
行
動
を
手
が
か
り
と
し
て
、
世
紀
転
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た
一
九
八
〇
年
代
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
対
象
と
の
関
わ
り
で
い

え
ば
、
一
九
八
三
年
の
初
期
社
会
主
義
研
究
会
の
発
足
が
そ
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
な
ろ
う
（
こ
の
点
、
長
く
初
期
社
会
主
義
研
究
会
を
担
っ
て
き
た
山

泉
進
に
よ
る
本
書
の
書
評
（
『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
』
六
六
二
号
、
二
〇

一
三
年
十
二
月
）
が
参
考
に
な
る
）
。
本
書
も
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
か

ら
生
ま
れ
て
き
た
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
日
本
に
お
け
る
共
産
主
義
運

動
の
原
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
片
山
を
、
社
会
民
主
主
義
の
原
点
と

し
て
取
り
上
げ
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
前
提
を
踏
ま
え
て
本
書
の
構
成
・
内
容
を
紹
介
し
て
お
く

と
、
第
Ⅰ
部
「
片
山
潜
の
思
想
形
成
」
（
第
一
―
三
章
）
で
は
、
出
生
か
ら

渡
米
・
帰
国
ま
で
の
三
十
六
年
に
わ
た
る
片
山
の
思
想
形
成
過
程
が
、
漢

学
の
修
得
や
キ
リ
ス
ト
教
社
会
改
良
主
義
の
受
容
に
即
し
て
叙
述
さ
れ
る
。

第
Ⅱ
部
「
明
治
国
家
と
社
会
問
題
」
（
第
四
・
五
章
）
で
は
、
い
っ
た
ん
片

山
か
ら
離
れ
、
一
八
九
〇
年
代
日
本
の
思
想
空
間
に
視
座
を
据
え
て
、
産

業
革
命
期
の
日
本
に
お
け
る
社
会
問
題
「
発
見
」
の
過
程
と
、
そ
れ
へ
の

処
方
箋
と
し
て
の
社
会
政
策
学
の
成
立
や
初
期
労
働
組
合
運
動
の
思
想
が

描
か
れ
る
。
第
Ⅲ
部
「
片
山
潜
と
社
会
問
題
」
（
第
六
―
八
章
）
は
、
第
Ⅱ

部
で
俯
瞰
さ
れ
た
社
会
問
題
と
の
格
闘
の
な
か
に
、
社
会
改
良
家
と
し
て

帰
国
後
の
活
動
を
は
じ
め
た
片
山
を
置
き
な
お
し
、
片
山
の
思
想
・
行
動

か
ら
一
八
九
〇
年
代
の
思
想
空
間
を
逆
照
射
す
る
。
そ
し
て
第
Ⅳ
部
「
社

会
主
義
・
民
主
主
義
と
明
治
国
家
」
（
第
九
―
十
一
章
）
で
は
、
帝
国
憲
法

下
で
生
ま
れ
た
日
本
初
の
社
会
主
義
政
党
で
あ
る
社
会
民
主
党
の
結
成
を

起
点
に
、
日
露
戦
争
を
経
て
直
接
行
動
論
と
議
会
政
策
論
の
対
立
を
生
じ
、

大
逆
事
件
に
至
る
ま
で
の
過
程
が
俯
瞰
的
に
叙
述
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
議

換
期
の
日
本
に
生
ま
れ
た
社
会
民
主
主
義
思
想
の
見
取
り
図
を
描
こ
う
と

し
た
労
作
で
あ
る
。
本
書
評
で
は
、
片
山
の
略
歴
を
一
瞥
し
、
そ
の
研
究

史
を
概
観
し
た
あ
と
、
評
者
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
つ
つ
本
書
の
内
容
を
紹

介
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
第
一
次
日
本
共
産
党
史
（
一
九
二
一
―
二
四
年
）

を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
評
者
の
立
場
か
ら
、
片
山
に
お
け
る
一
九
一
四

年
以
前
と
以
後
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
本
書
の
到
達
点
と
問
題

点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
片
山
の
略
歴
を
確
認
し
て
お
く
と
、
彼
は
、
美
作
国
（
岡
山
県
）

の
農
家
に
生
ま
れ
、
二
十
四
歳
で
渡
米
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
、
苦

学
の
す
え
社
会
学
を
修
め
た
。
滞
米
十
一
年
を
経
た
一
八
九
六
年
に
帰
国

す
る
と
、
社
会
改
良
事
業
お
よ
び
黎
明
期
の
労
働
運
動
に
携
わ
り
、
一
九

〇
一
年
に
は
日
本
最
初
の
社
会
主
義
政
党
で
あ
る
社
会
民
主
党
の
結
成
に

携
わ
る
。
そ
の
後
、
議
会
政
策
論
を
掲
げ
て
幸
徳
秋
水
ら
直
接
行
動
論
者

と
激
し
く
対
立
し
た
片
山
は
、
大
逆
事
件
後
の
東
京
市
電
争
議
で
検
挙
さ

れ
た
の
ち
の
一
九
一
四
年
に
半
ば
亡
命
す
る
か
た
ち
で
渡
米
し
、
二
度
と

日
本
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
在
米
日
本
人
社
会
主

義
者
団
を
組
織
し
て
日
本
共
産
党
創
立
の
た
め
の
働
き
か
け
を
行
う
と
と

も
に
、
一
九
二
一
年
末
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
に
入
っ
た
の
ち
に
は
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
執
行
委
員
会
幹
部
会
員
と
し
て
そ
の
死
に
至
る
ま
で
国
際
共

産
主
義
運
動
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
社
会
主
義
運
動
に
関
す
る
研
究
は
、
戦
後
の
あ
る

時
期
ま
で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
現
存
す
る
日
本
共
産
党
の
立
場
性
を
過
去

に
投
影
す
る
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
と
は
異
な

る
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
冷
戦
構
造
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
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U
niversity Press 2007

）
は
、
渡
米
後“the old m

an ”

と
敬
称
さ
れ
た

片
山
が
育
て
た
健
物
貞
一
ら“his boys ”

が
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
で
ア
ジ

ア
か
ら
の
移
民
労
働
者
を
糾
合
し
て
労
働
運
動
に
献
身
し
、
国
際
共
産
主

義
運
動
を
担
っ
て
い
く
さ
ま
を
描
く
が
、
こ
の
よ
う
な
実
体
を
と
も
な
う

ア
ジ
ア
連
帯
の
思
想
・
運
動
の
淵
源
に
、
世
紀
転
換
期
の
片
山
の
思
想
を

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
本
書
の
重
要
な
成
果
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
改
良
主
義
の
立
場
に
あ
っ
た
片
山
が
、
労

働
組
合
運
動
に
献
身
す
る
過
程
で
社
会
主
義
に
接
近
し
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
に

拠
っ
て
階
級
闘
争
を
受
容
す
る
き
っ
か
け
が
、
治
安
警
察
法
制
定
（
一
九

〇
〇
年
）
に
よ
る
官
憲
の
圧
迫
に
あ
っ
た
と
の
指
摘
（
第
八
章
）
は
、
評

者
に
と
っ
て
本
書
の
山
場
で
あ
っ
た
。
治
安
警
察
法
に
よ
り
穏
健
な
労
働

組
合
運
動
す
ら
弾
圧
さ
れ
る
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
た
め
に
、
広
範
な
労

働
者
の
結
集
を
目
指
し
て
普
選
運
動
に
取
り
組
ん
だ
片
山
が
、
社
会
民
主

党
に
結
集
し
て
社
会
主
義
者
と
し
て
の
旗
幟
を
鮮
明
に
す
る
に
至
る
さ
ま

は
、
抑
圧
と
抵
抗
が
せ
め
ぎ
合
う
運
動
の
現
場
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
よ
く

示
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
評
者
は
、
片
山
の
思
想
形
成
の
過
程
を
叙
述
す
る
際
の
本

書
の
叙
述
の
仕
方
に
は
、
違
和
感
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
本
書
は
、

既
知
の
片
山
の
著
作
の
内
容
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
で
片
山
の
思
想
形

成
の
過
程
を
内
在
的
に
た
ど
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
叙
述
の

仕
方
で
は
、
片
山
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
現
実
と
向
き
合
い
ど
の
よ
う
な

矛
盾
を
抱
え
て
い
た
の
か
も
、
あ
る
い
は
、
外
来
知
と
し
て
の
社
会
主
義

を
日
本
社
会
の
現
実
に
適
用
す
る
う
え
で
ど
の
よ
う
な
困
難
を
抱
え
て
い

た
の
か
も
、
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
知
の
テ
キ
ス
ト
の

会
政
策
論
の
孤
塁
を
守
り
つ
つ
社
会
主
義
運
動
「
冬
の
時
代
」
に
果
敢
に

闘
っ
た
片
山
が
、
そ
の
闘
い
に
敗
北
し
て
渡
米
を
選
択
し
、
ア
メ
リ
カ
が

次
な
る
活
動
の
場
と
な
る
こ
と
が
予
言
さ
れ
て
、
本
書
の
叙
述
は
終
わ
る
。

　

本
書
の
最
大
の
成
果
は
、
片
山
の
思
想
形
成
の
過
程
を
、
同
時
代
日
本

の
思
想
空
間
の
う
ち
に
置
き
な
お
し
つ
つ
極
め
て
精
緻
に
跡
づ
け
な
お
し

た
こ
と
に
あ
る
。
以
下
、
評
者
の
関
心
を
惹
い
た
点
を
い
く
つ
か
あ
げ
て

お
く
と
、
評
者
に
と
っ
て
最
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
美
作
国
の
農
家
に

生
ま
れ
、
学
業
半
ば
で
家
業
に
従
事
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
藪
木
菅
太
郎

少
年
（
藪
木
は
片
山
の
生
家
の
姓
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
お
け
る
片
山
の
党
名
は

ヤ
フ
キ
で
あ
っ
た
）
が
、
維
新
の
動
乱
を
経
て
村
の
外
の
世
界
と
出
会
い

自
ら
の
望
む
生
を
独
力
で
切
り
開
い
て
い
っ
た
さ
ま
で
あ
る
（
第
一
章
）
。

　

ま
た
、
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
（
一
八
九
九
年
）
に
と
も
な
う
内
地
雑
居

論
争
に
お
い
て
、
清
国
人
労
働
者
を
「
我
同
胞
」
と
し
て
平
等
に
取
り
扱

う
よ
う
主
張
し
た
こ
と
が
、
片
山
が
「
万
国
運
動
」
「
人
類
運
動
」
と
し

て
労
働
運
動
を
認
識
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
、と
の
指
摘
（
第
六
章
）
は
、

の
ち
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義
に
よ
っ
て
も
容
易
に
克
服
で
き
な
か
っ

た
日
本
人
労
働
者
の
排
外
主
義
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
に
富
む
。
こ
の
よ

う
な
片
山
の
思
想
的
達
成
に
は
、
漢
学
を
学
ん
だ
際
の
清
国
知
識
人
と
の

交
流
―
―
片
山
に
「
潜
」
の
名
を
与
え
た
の
は
、
清
国
書
記
官
の
姚
文
棟

で
あ
っ
た
（
本
書
五
九
頁
）
―
―
に
加
え
、
最
底
辺
の
労
働
者
と
し
て
渡

米
し
て
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
自
ら
の
被
差
別
体
験
が
決
定
的
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
先
年
ア
メ
リ
カ
で
刊
行
さ
れ
た
研
究
（Fow

ler, 

Josephine, Japanese &
 C

hinese Im
m

igrant A
ctivists: O

rganizing in 

A
m

erican &
 International C

om
m

unist M
ovem

ents, 1919-1933, R
utgers 
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国
に
抗
す
る
社
会
運
動
―
―
第
一
次
日
本
共
産
党
の
思
想
と
運
動
』
有
志
舎
、
二

〇
一
四
年
）
。
一
方
、
一
九
一
四
年
以
前
か
ら
以
後
に
か
け
て
の
こ
の
よ

う
な
連
続
性
は
、
第
一
次
日
本
共
産
党
が
解
党
し
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
よ

り
強
い
指
導
下
で
日
本
共
産
党
が
再
建
さ
れ
る
（
一
九
二
六
年
末
）
な
か
で
、

失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
の
ち
に
自
明
の
前
提
と
な
る
共
産
主
義
と
社
会

民
主
主
義
の
対
立
が
生
じ
て
く
る
の
は
、
日
本
共
産
党
の
再
建
前
後
か
ら

の
こ
と
で
あ
り
、
第
一
次
日
本
共
産
党
は
、
初
期
社
会
主
義
以
来
の
さ
ま

ざ
ま
な
可
能
性
を
未
分
化
な
ま
ま
包
含
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
片
山
へ
の
関
心
を
一
九
一
四
年
ま
で
に
限

定
す
る
と
い
う
本
書
の
立
場
は
、
世
紀
転
換
期
の
日
本
に
お
い
て
成
立
し

た
社
会
民
主
主
義
の
可
能
性
を
片
山
に
即
し
て
探
る
と
い
う
本
書
の
意
図

と
、
か
な
ら
ず
し
も
整
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
大
田
氏

は
、
社
会
民
主
主
義
を
「
党
派
的
呪
縛
か
ら
解
き
放
」
っ
て
分
析
す
る
と

述
べ
て
い
る
が
（
本
書
一
一
頁
）
、
実
際
に
は
、
社
会
民
主
主
義
を
共
産
主

義
へ
の
展
開
（
こ
こ
で
い
う
展
開
と
は
、
社
会
民
主
主
義
を
共
産
主
義
の
否
定

的
前
提
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
か

ら
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
へ
の
思
想
的
・
人
的
連
続
性
と
い
う
意
味
で
あ
る
）

か
ら
遮
断
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
党
派
的
な
対
立
の
構
図
自
体
は
依

然
と
し
て
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

翻
っ
て
大
田
氏
の
い
う
「
社
会
民
主
主
義
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
「
社
会
民
主
党
宣
言
書
」
の
「
社
会
主
義
」
「
民
主

主
義
」
「
平
和
主
義
」
に
集
約
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
日
露
戦
争
時
に
「
平
和
主
義
」
を
貫
き
、
大
逆
事
件
を
生
き
延
び

た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
堺
利
彦
ら
第
一
次
日
本
共
産
党
に
結
集
す
る

内
部
で
思
想
形
成
の
過
程
を
内
在
的
に
た
ど
ろ
う
と
す
る
本
書
の
叙
述
は
、

一
貫
し
て
は
い
る
が
平
板
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
外
の
現
実
と
の
緊
張
関
係

は
見
え
て
こ
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
の
な
か
で
起
こ
っ
た
は
ず

の
片
山
の
思
想
的
飛
躍
も
見
え
て
こ
な
い
。
既
知
の
テ
キ
ス
ト
の
内
的
文

脈
を
再
構
成
す
る
作
業
に
終
始
す
る
よ
う
な
本
書
の
叙
述
の
仕
方
は
、
評

者
に
は
あ
ま
り
に
内
在
的
分
析
に
偏
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
見
え
に
く

く
な
っ
て
い
る
事
柄
も
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　

さ
て
、
以
下
で
は
、
第
一
次
日
本
共
産
党
史
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き

た
評
者
の
立
場
か
ら
、
片
山
に
お
け
る
一
九
一
四
年
以
前
と
以
後
の
関
係

を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
本
書
の
到
達
点
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
お

き
た
い
。
ま
ず
、
片
山
に
お
け
る
一
九
一
四
年
以
前
と
以
後
の
連
続
面
と

し
て
は
、
本
書
で
綿
密
に
描
か
れ
た
片
山
の
社
会
民
主
主
義
思
想
が
、
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
日
本
支
部
と
し
て
の
第
一
次
日
本
共
産
党
の
思
想
的
立
場
に

一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
一
九
二
二
年
一
月
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
に
入
っ
た
直
後
の
片
山
が
モ
ス
ク
ワ
で
起
草
し
た

「
日
本
共
産
党
綱
領
」
（
原
文
英
語
、
日
本
語
訳
は
和
田
春
樹
・
富
田
武
編
訳
『
資

料
集 

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
日
本
共
産
党
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
所
収
）
は
、

同
時
代
の
日
本
を
「
立
憲
君
主
制
の
国
家
」
と
捉
え
つ
つ
、
普
通
選
挙
す

ら
実
現
し
て
い
な
い
日
本
に
お
け
る
共
産
党
は
「
穏
健
で
、
議
会
主
義
的
」

な
綱
領
・
戦
術
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一

次
日
本
共
産
党
は
、
そ
の
解
党
の
直
前
に
起
草
し
た
綱
領
草
案
に
お
い
て

も
、
片
山
と
そ
の
よ
う
な
立
場
を
共
有
し
て
お
り
、
評
者
は
そ
の
よ
う
な

第
一
次
日
本
共
産
党
の
思
想
的
到
達
点
を
、
社
会
民
主
党
を
起
点
と
す
る

日
本
社
会
主
義
運
動
の
歴
史
的
達
成
と
し
て
高
く
評
価
し
た
（
拙
著
『
帝
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人
々
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
周
知
の
通
り
、
こ
の
第
一
次
日

本
共
産
党
は
、
の
ち
の
日
本
共
産
党
の
起
源
に
な
る
と
同
時
に
、
の
ち
の

日
本
社
会
党
の
起
源
と
も
な
る
（
犬
丸
義
一
『
第
一
次
共
産
党
史
の
研
究

―
―
増
補
日
本
共
産
党
の
創
立
』
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
）
。
世
紀
転
換
期

の
社
会
民
主
主
義
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
の
ち

の
展
開
へ
の
展
望
は
、
や
は
り
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
必
要
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。

　

本
書
は
、
近
年
や
や
影
の
薄
く
な
っ
て
い
た
革
命
家
片
山
潜
を
、
あ
ら

た
め
て
研
究
上
の
主
題
と
し
て
蘇
ら
せ
た
。
そ
の
功
績
は
非
常
に
大
き
い
。

た
だ
し
、
多
く
の
読
者
は
、
た
と
え
ば
評
者
が
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
な
か
た
ち
で
、
そ
の
後
の
片
山
潜
へ
の
関
心
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ

ア
で
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
文
書
中
の
片
山
潜
フ
ァ
イ
ル
も
公
開
さ
れ
て
い

る
。
新
出
史
料
も
駆
使
し
た
さ
ら
な
る
研
究
の
展
開
を
期
待
し
た
い
。

 

（
く
ろ
か
わ
・
い
お
り
／
日
本
思
想
史
・
社
会
運
動
史
）

　

書
評　

『
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
、
以
文
社
、
二
〇
一
四
年
）

西
谷 

修

　

こ
の
本
は
著
者
の
博
士
論
文
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
経
済
学
と
自
由
主
義
を
め

ぐ
る
思
想
史
的
研
究
―
―
二
十
世
紀
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
社
会
エ
ネ
ル

ギ
ー
論
、
ノ
イ
ラ
ー
ト
お
よ
び
ハ
イ
エ
ク
」
（
二
〇
一
三
年
三
月
東
京
大
学

総
合
文
化
研
究
科
国
際
社
会
科
学
専
攻
提
出
）
を
も
と
に
、
大
幅
な
改
稿
を

加
え
て
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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境
と
の
関
係
を
意
識
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
に
そ
の
淵
源
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
（
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
、
ラ
ス
キ
ン
等
）
。
ホ
ア
ン
・
マ
ル
チ
ネ
ス
＝

ア
リ
エ

は
『
エ
コ
ロ
ジ
ー
経
済
学
』
（
一
九
八
七
年
）
で
そ
れ
を
示
し
て
み
せ
た
が
、

本
書
の
著
者
は
点
を
結
ん
で
系
譜
を
描
く
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
問
わ
れ

て
い
た
根
本
的
問
題
に
立
ち
戻
り
、
そ
の
観
点
か
ら
経
済
学
史
の
砂
地
に

消
え
て
い
た
水
脈
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
。
熱
力
学
の
影
響
は
、
二
十

世
紀
前
半
の
最
大
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
課
題
だ
っ
た
資
本
主
義
対
社
会
主

義
と
い
う
対
立
枠
組
み
の
な
か
に
置
か
れ
て
も
、
経
済
学
の
認
識
基
盤
そ

の
も
の
を
揺
さ
ぶ
り
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

自
由
主
義
経
済
思
想
は
近
代
産
業
文
明
の
あ
り
方
を
内
在
的
に
支
え
て

き
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
人
間
の
経
験
世
界
を
そ
れ
自
体
自
立
的
で
分
離

さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
十
九
世
紀
後
半
に

物
理
学
・
生
物
学
等
を
扱
う
自
然
科
学
者
の
側
か
ら
根
本
的
な
疑
義
が
出

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
熱
力
学
に
よ
る
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
法
則

の
発
見
が
あ
り
、
そ
れ
が
認
識
論
的
に
も
存
在
論
的
に
も
、
人
間
世
界
の

自
足
性
を
破
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
刺
激
を
そ
れ
ぞ
れ
に
受

け
て
―
―
加
え
て
進
化
論
の
影
響
も
あ
り
―
―
、
人
間
の
生
存
と
社
会
的

な
経
済
活
動
と
を
、
自
然
の
外
部
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て
、
あ
る
い
は

物
質
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
と
の
関
連
で
、
考
え
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試

み
が
生
れ
る
が
、
同
時
期
の
い
わ
ゆ
る
「
限
界
革
命
」
以
降
の
経
済
学
は
、

そ
れ
へ
の
反
動
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
鋳
型
に
し
て
、

経
済
プ
ロ
セ
ス
を
「
孤
立
し
て
自
足
的
で
非
歴
史
的
か
つ
可
逆
的
過
程
」

と
し
て
分
析
す
る
「
内
閉
」
の
傾
向
を
強
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
い
わ
ば
そ
の
相
克
の
露
頭
と
し
て
社
会
主
義
計
算
論
争
を
再
検

　

本
書
が
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
は
、
十
九
世
紀
末
に
熱
力
学
の
影

響
の
も
と
に
登
場
し
た
一
群
の
経
済
思
想
、
そ
れ
に
二
十
世
紀
の
大
戦
間

期
に
継
続
的
に
展
開
さ
れ
た
社
会
主
義
計
算
論
争
、
と
り
わ
け
後
期
の
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
エ
ク
と
オ
ッ
ト
ー
・
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
間
で
交
わ
さ
れ

た
議
論
で
あ
る
。
前
者
の
系
統
の
洗
い
直
し
を
通
し
て
著
者
は
、
通
常
、

資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
の
選
択
を
め
ぐ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
経

済
計
算
論
争
の
背
後
に
隠
れ
た
次
元
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
資
本
主
義

対
社
会
主
義
（
自
由
主
義
対
マ
ル
ク
ス
主
義
）
と
い
う
対
立
図
式
に
交
差
し

て
模
索
さ
れ
、
経
済
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
促
す
よ
う
な
、
別
の
思
想

の
水
脈
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

現
代
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
経
済
学
は
、
ニ
コ
ラ
ス
・
ジ
ョ
ー
ジ
ェ
ス
ク
＝

レ
ー

ゲ
ン
の
『
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
法
則
と
経
済
過
程
』
（
一
九
七
一
年
）
以
降
の
仕

事
に
触
発
さ
れ
た
経
済
学
者
や
物
理
学
者
が
中
心
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
、

熱
力
学
が
明
る
み
に
出
し
た
不
可
逆
的
な
自
然
の
物
理
学
的
プ
ロ
セ
ス

（
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
法
則
）
の
認
識
を
ベ
ー
ス
に
、
新
古
典
派
経
済
学
が
安
住

す
る
力
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
超
え
て
、
自
然
生
態
系
に
開
か
れ
た
シ
ス
テ

ム
（
開
放
系
）
の
な
か
で
人
間
の
経
済
活
動
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
数
理
経
済
学
で
知
ら
れ
て
い
た
ジ
ョ
ー
ジ
ェ
ス
ク
＝

レ
ー
ゲ
ン

に
「
生
物
経
済
学
（bioeconom

ics

）
」
を
構
想
さ
せ
た
の
は
、
一
九
六
〇

年
代
に
産
業
経
済
シ
ス
テ
ム
が
、
み
ず
か
ら
の
引
き
起
こ
し
た
外
的
な
自

然
条
件
の
変
容
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
成
長
の
限
界
」
に
直
面
す
る
よ

う
に
な
っ
た
頃
だ
っ
た
。
そ
れ
は
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
的
な
経
済
復
興

の
山
が
越
え
た
時
期
に
あ
た
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
こ
の
時
期
に
唐
突

に
出
て
き
た
発
想
で
は
な
く
、
実
は
十
九
世
紀
末
に
経
済
活
動
と
自
然
環
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討
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
と
し
て
括
ら
れ
る
自
由
主
義
的
経
済
学
と

社
会
主
義
経
済
学
と
の
間
で
継
続
的
に
戦
わ
さ
れ
た
こ
の
論
争
は
一
般
に

は
、
社
会
主
義
ソ
ビ
エ
ト
の
出
現
を
背
景
に
、
自
由
主
義
と
社
会
主
義
の

経
済
学
的
適
正
さ
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
二
十
世
紀
の
経
済
思
想
を
二
分
し
て
き
た
こ
の
対
抗
図
式
の
下
に
、

実
は
経
済
の
力
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
熱
力
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
問
わ
れ
て

い
た
の
だ
と
い
う
の
が
著
者
の
着
眼
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
論
争
の
表

だ
っ
た
主
題
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
自
由
主
義
の
最
大
の
擁

護
者
ハ
イ
エ
ク
が
、
論
争
に
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ゲ
デ

ス
や
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ソ
デ
ィ
な
ど

を
挙
げ
て
「
社
会
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
者
」
と
し
て
論
難
し
た
こ
と
か
ら
逆
に

浮
か
び
上
が
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
そ
の
周
辺
に
い
た
科
学
思
想
家
た
ち
を
サ

ン
・
シ
モ
ン
や
コ
ン
ト
に
由
来
す
る
「
科
学
主
義
」
の
精
神
的
系
譜
に
位

置
づ
け
て
、
社
会
主
義
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
同
根
の
合
目
的
的
な
社
会
設
計

の
思
想
に
結
び
つ
く
、
開
か
れ
た
自
由
な
社
会
へ
の
脅
威
と
し
て
批
判
の

俎
上
に
乗
せ
た
。
つ
ま
り
ハ
イ
エ
ク
が
標
的
に
し
て
い
た
の
は
、
ソ
連
の

標
榜
し
た
「
科
学
的
社
会
主
義
」
だ
け
で
な
く
、「
社
会
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
者
」

と
そ
れ
に
連
な
る
思
想
、
つ
ま
り
は
熱
力
学
の
影
響
の
も
と
に
人
間
の
経

済
活
動
を
考
え
よ
う
と
し
た
人
び
と
な
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
ハ
イ
エ
ク
の
論
争
相
手
だ
っ
た
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
議
論
も
、
「
自

然
経
済
、
自
然
計
算
」
と
い
っ
た
考
え
方
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

貨
幣
や
交
換
の
要
素
化
を
批
判
し
、
広
義
の
「
富
」
の
概
念
を
中
心
に
据

え
て
「
生
活
の
質
」
や
「
幸
福
」
を
構
成
し
条
件
づ
け
る
諸
要
素
の
相
互

作
用
と
変
化
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
示
し
て
い
た
。
彼
の
言
う
「
自

然
経
済
」
は
、
生
物
系
や
土
壌
や
大
気
が
織
り
な
す
環
境
の
な
か
で
、
そ

れ
と
資
源
、
食
糧
、
地
勢
等
と
し
て
関
わ
る
「
地
質
学
的
主
体
」
と
し
て

の
人
間
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
由
主
義
経
済
学
の
想
定
す
る
人
間

類
型
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
対
極
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と

基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
通
常
の
「
科
学
的
」
社
会
主
義
の
想
定
と
も
だ

い
ぶ
違
っ
て
い
る
（
む
し
ろ
ラ
ス
キ
ン
や
宮
沢
賢
治
を
想
起
さ
せ
る
）
。
ノ
イ

ラ
ー
ト
は
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
社
会
的
実
現
を
、
当
時
の
経
済
理

論
の
枠
組
み
に
合
わ
せ
て
議
論
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。
彼
が
労
働
時
間

や
財
の
消
費
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
な
ど
の
相
互
関
係
を
表
現
す
る
方
法
と

し
て
用
い
た
「
ア
イ
ソ
タ
イ
プ
」
は
、
最
適
化
を
目
指
し
た
社
会
生
活
の

設
計
図
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
理
念
を
地
上
の
社
会
生
活

に
落
と
し
込
む
た
め
の
型
紙
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

そ
こ
で
と
り
わ
け
問
わ
れ
る
の
は
、
人
間
の
内
在
的
社
会
と
外
的
自
然

と
を
繋
ぐ
回
路
と
し
て
、
あ
る
種
の
「
統
治
」
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ

と
だ
。
そ
れ
は
外
部
の
開
放
系
の
な
か
に
内
閉
的
な
系
が
み
ず
か
ら
を
維

持
し
な
が
ら
適
合
的
に
存
続
し
て
ゆ
く
た
め
の
「
操
舵
＝

統
治
」
で
も
あ
る
。

ノ
イ
ラ
ー
ト
は
こ
の
「
操
舵
」
を
「
経
済
の
／
に
よ
る
統
治
」
の
機
制
に

託
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
こ
の
時
代
の
諸
条
件
の
な
か
で
「
社
会

主
義
権
力
に
よ
る
統
制
」
と
重
ね
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
情

が
高
名
な
論
争
を
錯
綜
さ
せ
て
い
た
と
考
え
る
と
、
ハ
イ
エ
ク
の
「
自
由
」

の
主
張
の
意
味
合
い
も
輪
郭
を
も
っ
て
く
る
。

　

要
諦
だ
け
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
が
、
本
書
は
、
主
題
の
枠
組
み
を

述
べ
た
序
と
、
第
一
章
「
生
物
経
済
学
の
源
流
」
、
第
二
章
「
自
然
経
済

の
理
論
―
―
オ
ッ
ト
ー
・
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
経
済
思
想
」
、
第
三
章
「
経
済
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的
統
治
の
論
法
―
―
エ
コ
ノ
ミ
ー
か
ら
カ
タ
ラ
ク
シ
ー
へ
」
、
第
四
章
「
オ

イ
コ
ノ
ミ
ア
と
自
然
の
理
法
」
、
そ
し
て
結
び
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

序
で
は
全
体
の
テ
ー
マ
が
呈
示
さ
れ
、
第
一
章
で
は
、
カ
ル
ノ
ー
と
ク

ラ
ウ
ジ
ウ
ス
に
よ
る
熱
力
学
の
展
開
と
、
そ
れ
を
受
け
た
オ
ス
ト
ヴ
ァ
ル

ト
の
自
然
哲
学
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
「
生
命
都
市
」
を
構
想
し
た
パ
ト
リ
ッ

ク
・
ゲ
デ
ス
の
地
域
主
義
、
核
物
理
学
か
ら
経
済
学
に
転
じ
た
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
ソ
デ
ィ
の
「
エ
ル
ゴ
ソ
フ
ィ
ア
」
な
ど
の
概
略
が
示
さ
れ
る
。
第
二

章
で
は
、
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
「
自
然
経
済
」
の
理
論
が
つ
ぶ
さ
に
検
討
さ
れ

る
。
戦
時
経
済
の
研
究
か
ら
始
ま
っ
た
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
「
社
会
主
義
者
」

と
し
て
の
実
践
の
モ
チ
ー
フ
は
、
経
済
を
通
し
て
の
総
力
戦
の
合
理
的
編

成
に
つ
な
が
る
よ
う
な
社
会
設
計
だ
っ
た
の
か
。
た
し
か
に
ノ
イ
ラ
ー
ト

は
科
学
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
依
拠
す
る
が
、
そ
れ
を
単
に
人
間
社
会
に
適
用

し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
試
み
は
、
科
学
の
明
ら
か
に
す
る
人

間
の
生
存
の
外
的
条
件
を
、
い
か
に
生
存
の
保
証
の
た
め
に
社
会
の
う
ち

に
反
転
さ
せ
て
ゆ
く
か
と
い
う
多
様
な
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ソ

連
に
具
現
さ
れ
て
い
た
近
代
経
済
学
と
同
根
の
「
成
長
」
を
目
指
し
た
計

画
経
済
と
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
章
で
は
、
経

済
計
算
論
争
に
お
け
る
当
初
の
ミ
ー
ゼ
ス
の
社
会
主
義
経
済
批
判
と
、
そ

の
後
を
継
ぐ
ハ
イ
エ
ク
の
批
判
と
の
ず
れ
に
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
の

か
が
検
討
さ
れ
、
「
経
済
の
統
治
」
に
ふ
れ
た
ハ
イ
エ
ク
の
独
自
性
が
指

摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
四
章
で
、
ノ
イ
ラ
ー
ト
を
中
心
と
し
た
経
済
的
統

治
の
思
想
が
、
カ
ッ
プ
や
ポ
ラ
ニ
ー
の
経
済
批
判
や
現
代
の
新
自
由
主
義

的
統
治
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
再
検
討
さ
れ
る
。

　

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
法
則
は
物
質
界
に
貫
か
れ
る
が
、
生
命
圏
は
反
エ
ン
ト

ロ
ピ
ー
的
作
用
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
系
も
全
体
を

貫
く
一
般
法
則
を
逃
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
熱
力
学
の
も
た

ら
し
た
認
識
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
系
を
内
在
的
に
維
持
す
る
た

め
に
は
、
一
般
法
則
を
忘
れ
て
内
部
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
内
閉
は
そ
の
「
発
展
」
の
果
て
に
「
内
破
」
に
至
り
、
一
般
法
則

の
貫
徹
を
証
す
る
こ
と
に
な
る
。と
こ
ろ
が
、
内
部
は
意
識
を
も
っ
た
個
々

の
人
間
が
社
会
を
構
成
し
て
動
い
て
い
る
。
そ
の
個
々
人
が
欲
望
に
促
さ

れ
る
主
体
と
し
て
活
動
し
て
い
る
の
だ
。
け
れ
ど
も
そ
の
状
態
が
持
続
的

に
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
閉
じ
た
内
部
を
な
し
て
い
る
系
と
そ
の
系
を

外
部
に
接
続
し
て
「
内
破
」
を
回
避
す
る
構
造
が
必
要
に
な
る
。
「
自
然

状
態
」
で
は
そ
れ
が
ま
さ
に
自
然
に
機
能
し
て
い
る
の
だ
が
、
系
が
自
ら

を
外
部
と
切
断
し
て
内
部
に
自
閉
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
仕
組
み
が
逆
に

必
要
に
な
る
。
熱
力
学
系
と
産
業
経
済
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
は
そ
の
よ
う

な
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
の
場
合
、
内
部
と
外
部
と
で
は
意
味
の
ベ
ク
ト

ル
が
反
転
す
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
の
「
一
般
経
済
論
」
の
図
式

に
な
ら
っ
て
言
う
な
ら
、
内
部
で
「
有
用
な
生
産
」
と
語
ら
れ
る
も
の
は
、

外
部
で
は
「
無
目
的
の
消
費
」
の
迂
回
路
で
し
か
な
い
。
こ
の
と
き
、
内

部
の
閉
鎖
系
と
外
部
の
開
放
系
と
を
つ
な
ぐ
た
め
に
、
何
ら
か
の
形
で
「
作

為
」
が
必
要
に
な
る
。
人
間
の
集
合
体
に
と
っ
て
内
部
を
生
き
る
こ
と
が
、

あ
る
媒
介
を
通
し
て
外
部
の
系
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
何
ら
か

の
装
置
だ
。
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
を
め
ざ
す
政
治
的
革
命
は
こ
の
場
合
き

わ
め
て
限
定
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
。
そ
れ
は
内
部
の
論
理
に
と
ど

ま
っ
た
変
革
し
か
生
ま
な
い
か
ら
だ
（
バ
タ
イ
ユ
な
ら
そ
こ
に
「
生
産
」
を

名
目
に
「
消
尽
」
を
実
現
し
て
、
殺
戮
と
破
壊
を
と
お
し
て
人
間
集
団
の
「
脱
自
」
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の
瞬
間
が
訪
れ
、
そ
こ
に
外
部
法
則
の
貫
徹
が
露
呈
さ
れ
る
と
い
う
、
人
間
の
無

自
覚
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
見
る
だ
ろ
う
）
。
必
要
な
の
は
、
内
部
を
外
部
に
開

い
て
ゆ
く
回
路
だ
が
、
そ
の
回
路
は
内
部
に
と
ど
ま
り
内
部
か
ら
し
か
作

れ
な
い
の
が
、
神
で
も
造
物
主
で
も
な
い
有
限
な
人
間
の
宿
命
で
あ
る
。

そ
こ
に
「
全
体
化
」
と
は
違
う
「
統
治
」
の
発
想
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り

内
部
の
「
操
舵
＝
統
治
」
を
内
部
か
ら
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
こ

で
ノ
イ
ラ
ー
ト
に
代
表
さ
れ
る
「
社
会
設
計
者
」
た
ち
の
目
指
し
た
の
は
、

た
ん
に
資
本
主
義
に
対
立
す
る
社
会
主
義
と
し
て
括
ら
れ
る
「
統
制
」
や

「
計
画
」だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
経
済
を
通
し
て
「
内

部
」
を
「
外
部
」
に
接
続
す
る
回
路
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
内
部
」

を
「
操
舵
＝
統
治
」
し
て
ゆ
く
試
み
だ
っ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
付

け
加
え
て
お
け
ば
、
こ
の
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
視
座
は
現
代
物
理
学
に
お
け
る

「
内
部
観
測
」
の
構
え
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

　

そ
う
し
て
み
る
と
、
二
十
世
紀
前
半
の
大
き
な
経
済
論
争
を
通
じ
て
も
、

ま
た
フ
ロ
イ
ト
の
「
リ
ビ
ド
ー
経
済
」
や
、
そ
の
影
響
の
も
と
『
呪
わ
れ

た
部
分
』
で
「
一
般
経
済
論
」
を
展
開
し
た
バ
タ
イ
ユ
と
い
っ
た
広
が
り

を
生
み
出
し
な
が
ら
、
熱
力
学
の
も
た
ら
し
た
衝
撃
が
、
あ
る
覚
醒
の
よ

う
に
し
て
今
日
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
経
済
学
に
ま
で
脈
々
と
連
な
っ
て
い
る
こ

と
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
い
へ
ん
刺
激
的
な
労
作
で
、
日
本
で

は
玉
野
井
芳
郎
や
室
田
武
等
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
て
以
来
途
絶
え
た
観

の
あ
る
こ
の
種
の
研
究
に
、
果
敢
に
取
り
組
む
若
い
意
欲
的
な
研
究
者
の

現
れ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。

 

（
に
し
た
に
・
お
さ
む
／
哲
学
・
フ
ラ
ン
ス
思
想
）

　

書
評　

『
初
期
ル
カ
ー
チ
政
治
思
想
の
形
成 

 
 

―
―
文
化
・
形
式
・
政
治
―
―

』

（
西
永
亮
著
、
小
樽
商
科
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）

初
見 

基

　

本
書
の
主
眼
は
、
そ
の
表
題
が
明
瞭
に
示
す
と
お
り
、
初
期
の
、
と
は

す
な
わ
ち
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
の
ジ
ェ
ル
ジ
・

ル
カ
ー
チ
の
思
想
を
「
二
十
世
紀
政
治
思
想
と
し
て
と
ら
え
直
す
」
と
こ

ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
、
「
『
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
』
を
単
に
マ
ル

ク
ス
主
義
の
二
十
世
紀
的
発
展
形
態
と
し
て
で
は
な
く
、
二
十
世
紀
政
治
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思
想
の
一
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
る
」
と
い
う
、
よ
り
広
い
問
題
関
心
が

働
い
て
い
る
と
い
う
。

　

論
を
進
め
る
方
法
に
は
、
縦
軸
と
し
て
、
美
学
か
ら
政
治
へ
の
転
換
と

い
う
ル
カ
ー
チ
を
め
ぐ
る
お
お
き
な
〈
謎
〉
と
し
ば
し
ば
捉
え
ら
れ
る
局

面
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
政
治
思
想
的
問
題
を
摘
出
す
る
、

い
わ
ば
思
想
家
研
究
の
相
と
、
横
軸
と
し
て
、
ル
カ
ー
チ
の
思
想
を
彼
と

直
接
間
接
に
交
錯
し
た
同
時
代
人
の
思
想
と
対
比
的
に
論
じ
る
思
想
史
研

究
の
相
と
、
二
本
の
軸
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

全
体
は
全
五
章
お
よ
び
序
論
と
結
論
か
ら
成
る
。

　

《
「
文
化
」
の
問
題
》
と
題
さ
れ
た
第
一
章
で
は
、
ル
カ
ー
チ
が
マ
ル
ク

ス
主
義
に
到
る
以
前
に
す
で
に
〈
物
象
化
〉
概
念
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ

て
も
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
と
推
定
で
き
る
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
と

の
関
係
で
、
当
時
の
「
文
化
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

　

一
九
一
四
年
の
大
戦
争
勃
発
に
あ
た
り
ド
イ
ツ
知
識
人
の
あ
い
だ
で
は
、

普
遍
性
に
立
脚
す
る
西
欧
「
文
明
」
に
対
し
て
ド
イ
ツ
特
有
で
あ
る
「
文

化
」
を
守
る
、
と
の
言
説
が
一
定
の
流
布
を
し
た
が
、
ジ
ン
メ
ル
も
こ
の

論
理
の
も
と
で
英
仏
を
相
手
と
し
た
「
文
化
戦
争
」を
唱
え
た
ひ
と
り
だ
っ

た
。
「
文
明
」
対
「
文
化
」
と
い
う
対
立
図
式
が
当
時
も
て
は
や
さ
れ
た

背
景
に
は
、
急
速
な
近
代
化
、
都
市
化
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
社
会
お
よ

び
文
化
の
平
準
化
や
大
衆
化
に
向
け
て
抱
か
れ
た
、
没
落
を
迎
え
つ
つ

あ
っ
た
教
養
市
民
層
の
危
機
意
識
が
想
定
で
き
る
。
ジ
ン
メ
ル
の
場
合
に

は
、「
戦
争
の
う
ち
に
す
べ
て
の
外
的
な
も
の
、
形
式
的
な
も
の
の
消
失
と
、

日
常
か
ら
の
生
の
跳
躍
」
を
期
待
し
、
「
国
民
の
文
化
的
単
一
性
」
を
優

先
し
た
が
ゆ
え
の
、
戦
争
へ
の
熱
狂
だ
っ
た
と
著
者
は
言
う
。

　

こ
の
よ
う
な
ジ
ン
メ
ル
の
態
度
を
批
判
す
る
ル
カ
ー
チ
に
し
て
も
、「
文

化
的
『
疎
外
』
」
の
前
提
は
共
有
し
て
い
た
。
た
だ
彼
の
場
合
に
は
、
ド

イ
ツ
人
で
は
な
い
出
自
も
与
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
方
向
に
は
進
ま
ず
、
西
欧
文
明
と
ド
イ
ツ
文
化
の
二
者
択
一

に
対
し
て
「
ロ
シ
ア
」
と
い
う
項
を
立
て
る
こ
と
で
打
開
を
考
え
た
。
こ

れ
が
著
者
の
基
本
的
主
張
と
な
る
。
た
だ
し
後
に
は
こ
の
「
『
西
欧
』
対
『
ロ

シ
ア
』
の
図
式
は
影
を
潜
め
、
『
資
本
主
義
』
文
明
と
『
共
産
主
義
的
』

文
化
と
の
対
立
が
強
調
さ
れ
」
て
ゆ
く
と
い
う
。

　

《
「
形
式
」
の
問
題
》
と
題
さ
れ
た
第
二
章
で
は
、
ロ
マ
ン
主
義
批
判
の

理
路
を
め
ぐ
っ
て
、
公
法
学
者
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ル
カ
ー
チ
が
対

比
さ
れ
る
。

　

「
ジ
ン
メ
ル
、
ル
カ
ー
チ
、
そ
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
に
は
、
現
代

に
お
け
る
形
式
の
喪
失
＝
『
無
形
式
性
』
と
い
う
問
題
意
識
が
共
通
し
て

い
る
」
と
の
理
解
に
も
と
づ
き
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ル
カ
ー
チ
の
ロ
マ
ン
主

義
批
判
の
相
同
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
〈
ロ
マ
ン
的
イ
ロ
ニ
ー
〉
と
は
無
形

式
の
相
対
主
義
の
謂
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ふ
た
り
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
形

式
へ
の
意
志
」と
し
て
の
「
決
断
」を
求
め
る
。
そ
し
て
そ
の
姿
勢
が
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
場
合
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
、
ル
カ
ー
チ
の
場
合
に
は
共
産

党
を
、
呼
び
寄
せ
て
い
る
、
こ
う
し
て
ふ
た
り
は
「
ロ
マ
ン
主
義
批
判
を

共
通
の
基
盤
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治

0

0

思
想
を
展
開
す
る
」
と
い
う
の
が

著
者
の
見
解
だ
っ
た
。

　

《
「
倫
理
」
の
問
題
》
と
題
さ
れ
た
第
三
章
で
は
、
第
一
章
と
も
論
点
は

重
な
る
が
、
「
『
西
欧
文
明
』
対
『
ド
イ
ツ
文
化
』
の
言
説
」
の
主
唱
者
の

ひ
と
り
で
あ
り
、
ル
カ
ー
チ
と
の
外
在
的
な
関
係
も
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
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る
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
と
の
対
比
が
さ
れ
る
。

　

「
両
者
に
共
通
す
る
思
想
的
課
題
は
、
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
『
市
民
性
』

の
『
没
落
』
に
ど
う
対
処
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ど
こ
へ
向
か
う
べ

き
か
、
と
い
う
性
質
の
も
の
」
だ
っ
た
と
い
う
把
握
の
も
と
、
ル
カ
ー
チ

の
議
論
を
踏
ま
え
た
マ
ン
が
「
芸
術
活
動
そ
れ
自
体
を
倫
理
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
芸
術
一
辺
倒
な
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
と
は
区
別
さ
れ
る
職
業
芸
術
家
」

を
志
向
し
た
の
に
対
し
て
、
「
『
価
値
評
価
の
能
力
』
は
『
始
め
る
こ
と
が

で
き
、
そ
し
て
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
』
で
あ
り
、
そ
し
て
『
終

わ
り
だ
け
が
新
し
い
も
の
の
始
ま
り
に
な
り
う
る
』
」
と
考
え
た
ル
カ
ー

チ
は
、
「
十
九
世
紀
的
ド
イ
ツ
市
民
性
と
区
別
さ
れ
る
新
し
い
ロ
シ
ア
の

理
念
を
決
断
し
た
あ
と
、
『
歴
史
』
へ
の
道
を
さ
ら
に
進
ん
で
行
く
こ
と

に
な
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　

《
「
悲
劇
」
の
問
題
》
と
題
さ
れ
た
第
四
章
で
は
、
そ
れ
ま
で
美
学
論
文

に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
教
授
資
格
取
得
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
ル

カ
ー
チ
が
こ
れ
を
放
棄
し
て
生
地
ブ
ダ
ペ
ス
ト
に
戻
り
共
産
党
に
入
党
、

政
治
を
「
決
断
」
す
る
、
そ
の
道
筋
が
、
と
り
わ
け
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
議
論
と
絡
め
て
追
わ
れ
る
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
で
ル
カ
ー
チ
の
美
学
構
想
を

「
あ
る
価
値
な
い
し
目
的
を
選
択

0

0

す
る
の
で
は
な
く
前
提
と
す
る
『
職
業
』

と
し
て
の
学
問
の
例
」で
あ
る
と
名
指
し
で
賞
讃
し
て
い
た
。
ま
た
ル
カ
ー

チ
の
側
で
も
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
で
述
べ
ら
れ
る
責
任
倫
理
を
熟
知

し
て
い
た
。
そ
う
し
た
事
情
か
ら
生
ず
る
葛
藤
を
く
ぐ
り
抜
け
な
が
ら
も
、

「
第
一
次
世
界
大
戦
に
『
罪
業
の
完
成
』
を
見
た
ル
カ
ー
チ
は
、
も
は
や

罪
を
回
避
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
絶
望
の
な
か
で
政
治
の

『
悲
劇
性
』
の
認
識
」
を
得
て
、
「
無
垢
」
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
「
政

治
の
『
悲
劇
性
』
」
で
あ
る
と
の
境
地
に
達
し
、
「
民
主
主
義
（
戦
争
）
よ

り
も
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
（
革
命
）
を
、
そ
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
よ
り
も
ス
タ
ー

リ
ン
を
選
択
し
た
」
と
い
う
。

　

最
終
章
《
「
革
命
」
の
問
題
》
と
題
さ
れ
た
第
五
章
で
は
、
ロ
ー
ザ
・

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
革
命
論
と
そ
れ
へ
の
ル
カ
ー
チ
の
批
判
が
俎
上
に
載

せ
ら
れ
、
さ
ら
に
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
を
媒
介
項
と
し
て
、
ル
カ
ー
チ

の
革
命
観
が
批
判
的
に
考
察
さ
れ
る
。

　

R
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
お
よ
び
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
独
裁
的
権
力
で
は
な

く
、
公
的
生
の
な
か
で
の
他
者
と
の
自
由
な
討
論
」
を
保
証
す
る
「
政
治

的
自
由
」
を
革
命
の
重
要
な
点
と
捉
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ル
カ
ー
チ
は

大
衆
に
依
拠
し
た
革
命
の
自
然
発
生
性
へ
の
期
待
を
も
た
ず
、
「
革
命
と

反
革
命
の
対
抗
関
係
と
は
、
公
的
生
の
な
か
で
意
見
の
異
な
っ
た
者
た
ち

が
行
な
う
自
由
な
討
論
で
も
、
経
済
市
場
で
の
自
由
競
争
で
も
な
く
、
友

と
敵
の
闘
争
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
前
衛
党
」
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
と
い
う
。
そ
の
と
き
ル
カ
ー
チ
は
「
現
行
社
会
の
彼
岸

0

0

に
立
ち
、
新

し
い
社
会
秩
序
の
創
設
を
基
礎
づ
け
る
〈
絶
対
者
〉
が
革
命
の
実
現
に
は

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
承
認
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
著
者

の
批
判
的
見
解
に
な
る
。

　

右
に
評
者
の
理
解
と
関
心
の
か
ぎ
り
で
略
述
し
た
本
書
各
章
ご
と
の
議

論
に
過
不
足
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
納
得
の
ゆ
く
も
の
だ
。
と
り
わ
け
、
ル

カ
ー
チ
の
思
想
と
対
照
さ
れ
る
ジ
ン
メ
ル
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ト
ー

マ
ス
・
マ
ン
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
ら
は
け
っ
し
て
思
い
つ
き
で
お

ざ
な
り
に
比
較
項
に
据
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想



社会思想史研究　No. 39　2015

●　302

に
内
在
し
た
丁
寧
な
扱
い
が
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
援
用
さ
れ
る
カ
ー

ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
な
ど
の
所
説
に

し
て
も
、
信
頼
し
て
記
述
を
追
っ
て
ゆ
け
る
。

　

こ
う
し
た
各
章
の
議
論
を
通
じ
て
本
書
は
、
初
期
ル
カ
ー
チ
が
到
っ
た

「
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
」を
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
史
の
文
脈
か
ら
引
き
離
し
、

同
時
代
の
よ
り
広
範
な
政
治
思
想
の
水
準
の
な
か
で
相
対
視
し
、
そ
こ
か

ら
当
時
の
非
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
家
た
ち
と
ル
カ
ー
チ
と
の
通
底
性
と
相

違
と
に
光
を
当
て
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
企
て
は
成
功
し
て
い
る
と
思
え

る
。
そ
の
意
味
で
、
「
『
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
』
を
単
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の

二
十
世
紀
的
発
展
形
態
と
し
て
で
は
な
く
、
二
十
世
紀
政
治
思
想
の
一
類

型
と
し
て
位
置
づ
け
」
よ
う
と
い
う
著
者
の
意
図
に
も
合
点
が
ゆ
く
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
序
論
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
、
近
年
「
ル
カ
ー
チ
へ
の
関
心
が
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
確
実
に
復

活
し
て
い
る
」
事
態
へ
の
、
つ
ま
り
、
い
ま
現
在
に
お
け
る
ル
カ
ー
チ
の

ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
在
処
へ
の
、
充
分
な
説
明
と
な
り
え
て
い
な
い
。

こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
諸
論
点
が
、
現
今
の
「
政
治
思
想
」
の
う
ち
で
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
ち
う
る
か
の
、
著
者
自
身
の
立
場
か
ら
の
あ
る
程
度
大

胆
で
踏
み
込
ん
だ
示
唆
が
あ
っ
て
も
良
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
粗
雑
な
言
い
方
を
許
し
て
い
た
だ
く
な
ら
、
本
書
全
体
を
と
お

し
て
、
著
者
の
初
発
の
目
的
で
あ
る
、
初
期
ル
カ
ー
チ
思
想
を
「
政
治
思

想
」
と
い
う
枠
組
み
で
再
構
成
す
る
、
と
い
う
企
て
そ
の
も
の
が
ど
こ
ま

で
成
功
し
て
い
る
か
に
関
し
て
、
正
直
の
と
こ
ろ
評
者
に
は
う
ま
く
判
断

で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
ル
カ
ー
チ
の
思
想
を
「
政
治
思
想
」
と
し
て
扱
う

と
い
う
本
書
の
限
定
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
を
い
ま
ひ
と
つ
十
全
に
の
み
込

め
て
い
な
い
、
と
い
う
当
方
の
理
解
度
に
因
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
単
に
技
術
的
な
問
題
に
と
ど
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
全
体
が

別
個
に
書
か
れ
た
論
文
を
ま
と
め
た
と
い
う
感
が
強
く
、
各
章
そ
れ
ぞ
れ

は
一
体
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
こ
う
し
て
ま
と
め
る
う
え
で
の
強

度
が
い
ま
ひ
と
つ
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
本
書
へ
の
批
判
と
い
う
よ

り
は
読
者
の
立
場
か
ら
の
勝
手
な
要
望
を
、
も
う
二
、
三
並
べ
て
み
る
。

　

ル
カ
ー
チ
が
二
十
世
紀
初
頭
の
西
欧
文
明
批
判
的
な
前
提
を
同
時
代
人

と
共
有
し
な
が
ら
も
こ
れ
を
ド
イ
ツ
文
化
な
い
し
な
ん
ら
か
の
固
有
文
化

へ
と
帰
着
さ
せ
る
の
で
な
く
第
三
項
と
し
て
の
「
ロ
シ
ア
」
を
設
定
し
た
、

と
い
う
本
書
の
主
張
は
頷
け
る
。
こ
れ
に
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の

私
見
で
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
触
発
さ
れ
ル
カ
ー
チ
の
表
象
し
た
ロ

シ
ア
と
は
、〈
こ
こ
で
は
な
い
未
知
の
場
所
〉と
し
て
の
な
に
も
の
か
、
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
な
も
の
に
限
り
な
く
近
く
、
本
書
で
の
指
摘
の
と
お
り
そ
れ
は

大
戦
争
を
熱
狂
的
に
迎
え
た
ド
イ
ツ
知
識
人
た
ち
の
心
性
と
も
同
根
で
あ

ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
〈
第
三
帝
国
〉
へ
の
待
望
感
を
も
生
ん
だ
も
の
で
も

あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
よ
う
に
ル
カ
ー
チ
の
抱
い
た
「
ロ
シ
ア
」
が
よ
り
具

体
的
な
「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
理
路
は
、
第
四

章
だ
け
で
は
ま
だ
充
分
な
説
明
と
な
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
こ
と
と
重
な
る
だ
ろ
う
も
う
一
点
を
挙
げ
て
お
く
。
右
に
述
べ
た

よ
う
に
「
政
治
思
想
」
と
い
う
限
定
を
当
方
が
理
解
し
き
れ
て
い
な
い
こ

と
に
因
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
本
書
に
お
い
て
概
し
て
ル
カ
ー
チ

の
テ
ク
ス
ト
を
著
者
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
取
捨
選
択
し
て
い
る
か
も
う

ま
く
摑
め
な
か
っ
た
。
政
治
へ
の
転
回
以
前
の
ル
カ
ー
チ
の
著
作
の
う
ち
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本
書
で
対
象
と
さ
れ
る
の
は
『
魂
と
形
式
』
お
よ
び
『
小
説
の
理
論
』
が

中
心
だ
っ
た
。
両
著
は
当
時
す
で
に
公
刊
さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
点
か
ら

し
て
そ
の
扱
い
は
妥
当
と
言
え
る
。
た
だ
し
美
学
か
ら
政
治
へ
、
と
い
う

ル
カ
ー
チ
の
変
遷
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
本
書
の
構
え
か
ら
す
る
な
ら
、

ジ
ン
メ
ル
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
っ
た
最
初
期
の
『
近
代
戯
曲
発
展
史
』
は

と
も
か
く
と
し
て
も
、
転
回
直
前
で
あ
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
に
取
り

組
ん
で
い
た
『
芸
術
の
哲
学
』
そ
し
て
『
美
学
』
と
い
う
体
系
を
目
指
し

た
ふ
た
つ
の
論
考
は
も
う
少
し
詳
細
に
扱
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の

試
み
が
完
成
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
内
在
的
事
情
を
探
る
必
要
も
あ

る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
芸
術
哲
学
と
美
学
の
構
想
の
う
ち
に

は
、
政
治
的
〈
ユ
ー
ト
ピ
ア
〉
と
は
異
な
っ
た
か
た
ち
で
の
一
種
の
〈
ユ
ー

ト
ピ
ア
〉
的
な
も
の
へ
の
強
い
希
求
が
う
か
が
え
る
、
と
い
う
見
解
を
評

者
は
も
つ
か
ら
だ
（
な
お
ル
カ
ー
チ
の
『
芸
術
の
哲
学
』
と
『
美
学
』
に
つ
い

て
は
、
近
年
で
は
秋
元
由
裕
氏
が
研
究
を
進
め
て
お
り
、
本
誌
三
八
号
に
も
成
果

の
一
端
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
。

　

さ
ら
に
一
点
、
こ
れ
は
ル
カ
ー
チ
研
究
の
枠
を
は
る
か
に
超
え
て
考
察

す
る
べ
き
性
格
に
な
る
。
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
な
ど
に
お
い
て
ル
カ
ー

チ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
へ
、
本
書
《
結
論
》
の
記

述
か
ら
著
者
の
批
判
的
な
視
線
が
う
か
が
え
る
も
の
の
、
詳
細
に
論
じ
ら

れ
て
は
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
思
想
史
を
省
察
す
る
う
え
で
も
重
要

な
こ
の
点
を
、
今
後
い
っ
そ
う
掘
り
下
げ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
期
待
す
る
。

 

（
は
つ
み
・
も
と
い
／
近
現
代
ド
イ
ツ
文
化
）

　

書
評　

『
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
論
―
―
循
環
と
偶
然
性

』

（
表
弘
一
郎
著
、
白
澤
社
、
二
〇
一
三
年
）

細
見
和
之

　

ア
ド
ル
ノ
は
一
九
三
〇
年
代
初
頭
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
社
会
研
究

所
の
周
辺
で
仕
事
を
は
じ
め
、
ナ
チ
ス
時
代
に
は
最
終
的
に
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
へ
と
亡
命
し
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
記
念
碑
的
な
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』

を
著
し
、
戦
後
、
帰
国
し
て
、
や
は
り
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
と
も
に
社
会

研
究
所
の
再
建
に
努
め
、
戦
後
ド
イ
ツ
（
西
ド
イ
ツ
）
を
代
表
す
る
知
識

人
と
し
て
、
哲
学
、
文
学
、
芸
術
学
（
音
楽
学
）
、
社
会
学
に
ま
た
が
っ
て
、
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膨
大
な
著
作
を
残
し
た
。
さ
ら
に
、
若
い
こ
ろ
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
、
ベ

ル
ク
の
サ
ー
ク
ル
に
い
て
、
現
代
音
楽
の
作
曲
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
本
書
は
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る

と
お
り
、
ア
ド
ル
ノ
の
「
社
会
理
論
」
に
焦
点
を
お
い
て
、
そ
の
意
義
を

問
い
直
そ
う
と
す
る
も
の
だ
。

　

本
書
に
お
い
て
著
者
が
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
論
の
意
義
を
問
い
直
そ
う

と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
お
よ
そ
三
つ
の
大
事
な
文
脈
が
あ
る
。
一
つ
に

は
、
ア
ド
ル
ノ
が
初
期
か
ら
社
会
学
に
強
い
関
心
を
寄
せ
、
合
衆
国
で
は

『
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
』
に
結
実
す
る
社
会
的
な
経
験
調
査
に

携
わ
り
、
一
九
六
三
年
か
ら
六
七
年
ま
で
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
会
長
を
務

め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ド
ル
ノ
の
知
的
な
活
動
の
総
体
を
捉
え

よ
う
と
す
る
と
き
、
従
来
の
研
究
で
は
、
社
会
学
な
い
し
社
会
理
論
が
軽

視
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
生
誕
百
年

に
相
当
し
た
二
〇
〇
三
年
以
降
の
、
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
論
に
対
す
る
批

判
と
再
評
価
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
、
と
く
に
社
会
研

究
所
の
現
在
の
所
長
で
あ
る
ホ
ネ
ッ
ト
と
、
リ
ス
ク
社
会
論
で
知
ら
れ
る

ベ
ッ
ク
と
共
同
研
究
も
し
て
い
る
ボ
ン
ス
の
議
論
を
、
「
対
照
的
な
解
釈
」

と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、も
う
一
つ
の
文
脈
と
し
て
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
、
リ
ス
ク
の
世
界
化
を
経
て
、
従
来
の
社
会
概
念
が
国
民
国
家
の

イ
メ
ー
ジ
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
て
、
近
年
の
社
会

理
論
に
お
い
て
「
社
会
の
消
滅
あ
る
い
は
死
」が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
、
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
個
人
化
が
ラ
デ
ィ
カ
ル

に
進
行
す
る
リ
ス
ク
社
会
状
況
に
お
い
て
、
逆
説
的
な
こ
と
に
『
社
会
』

は
ふ
た
た
び
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
本
書
、
二
一
頁
）

と
い
う
の
が
、
著
者
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。

　

本
書
は
「
序
論
」
と
七
章
か
ら
な
る
本
論
、
さ
ら
に
「
結
語
」
か
ら
な
っ

て
い
る
。

　

「
序
論
」
は
「
『
社
会
の
消
滅
』
と
ア
ド
ル
ノ
社
会
理
論
」
と
題
さ
れ
て

い
て
、
「
社
会
の
消
滅
」
と
い
う
話
題
か
ら
起
こ
し
て
、
本
書
の
全
体
に

対
す
る
見
取
り
図
を
与
え
て
い
る
。
第
一
章
は
「
ア
ド
ル
ノ
の
観
相
学
と

『
社
会
』
へ
の
問
い
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
論
を
社

会
の
「
観
相
学
」
と
し
て
捉
え
る
ホ
ネ
ッ
ト
の
解
釈
と
、
ホ
ネ
ッ
ト
よ
り

も
踏
み
込
ん
で
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
「
社
会
へ
の
問
い
」
を
確
認
し
よ
う

と
す
る
ボ
ン
ス
の
解
釈
を
整
理
し
て
、
両
者
が
と
も
に
ア
ド
ル
ノ
の
「
理

論
的
側
面
」
を
軽
視
し
て
い
る
と
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
「
異
な
る
合
理
性
を
求
め
て
―
―
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
ヴ
ェ
ー

バ
ー
」
と
第
三
章
「
社
会
と
個
人
の
媒
介
不
可
能
性
―
―
ア
ド
ル
ノ
に
よ

る
デ
ュ
ル
ケ
ム
」で
は
、
方
法
論
的
個
人
主
義
の
立
場
を
取
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
う
ち
に
「
社
会
的
客
観
性
」
へ
の
視
座
を
、
社
会
的
事
実
か
ら
出
発
す

る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
う
ち
に
「
非
同
一
的
な
も
の
」
と
し
て
の
社
会
を
、
ア

ド
ル
ノ
が
そ
れ
ぞ
れ
逆
説
的
に
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
た
経
緯
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。

　

第
四
章
「
理
解
可
能
性
と
理
解
不
可
能
性
の
循
環
」
で
は
、
ア
ド
ル
ノ

が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
取
り
出
し
た
社
会
的
客
観
性
を
ア
ド
ル
ノ
社
会
理
論

の
「
記
述
的
側
面
」
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
か
ら
取
り
出
し
た
非
同
一
的
な
も
の

と
し
て
の
社
会
を
そ
の
「
認
識
論
的
側
面
」
と
し
て
、
両
者
を
「
循
環
」

さ
せ
る
ア
ド
ル
ノ
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
第
五
章
「
ア

ド
ル
ノ
に
お
け
る
国
家
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
社
会
―
―
十
九
世
紀
の
ゲ
ゼ
ル
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シ
ャ
フ
ト
学
を
て
が
か
り
に
」
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
概
念
の
源
流
が
、

ブ
ー
フ
ホ
ル
ツ
か
ら
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
に
至
る
十
九
世
紀
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
学
の
系
譜
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
こ
こ
で
は
ア
ド
ル
ノ
の
社
会

理
論
に
お
け
る
「
偶
然
性
」
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
第

七
章
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
六
章
「
苦
し
み
と
社
会
的
な
も
の
―
―
『
社
会
的
な
も
の
の
死
』
以

後
の
ア
ド
ル
ノ
」
で
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
『
権
力
の
批
判
』
に
お
け
る
ア
ド
ル

ノ
批
判
を
確
認
し
つ
つ
、
近
年
多
く
の
社
会
学
者
（
ト
ゥ
レ
ー
ヌ
、
ア
ー
リ
、

ベ
ッ
ク
、
ロ
ー
ズ
）
が
論
じ
て
い
る
「
社
会
的
な
も
の
の
死
」
を
参
照
し

た
う
え
で
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
批
判
に
対
す
る
再
批
判
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

第
七
章
「
偶
然
性
と
社
会
理
論
―
―
九
鬼
周
造
と
ア
ド
ル
ノ
」
で
は
、
九

鬼
『
偶
然
性
の
問
題
』
の
う
ち
に
偶
然
性
を
め
ぐ
る
論
理
哲
学
的
議
論
か

ら
社
会
哲
学
の
生
成
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
れ
に
ア
ド
ル
ノ
の
偶
然
性
の
社

会
理
論
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。
九
鬼
が
結
局
の
と
こ
ろ
必
然
性
や
同
一
性

へ
向
か
う
傾
向
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
偶
然
性
の
社
会
理

論
は
「
現
存
の
社
会
的
世
界
の
も
と
で
は
不
可
能
性
と
し
て
と
ど
ま
っ
て

い
る
可
能
性
領
域
の
困
難
な
擁
護
」
（
同
、
二
四
一
頁
）
を
試
み
た
も
の
と

さ
れ
る
。

　

最
後
に
「
結
語
」
に
お
い
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
「
第
一
の
近
代
」
の
理
論

家
に
と
ど
ま
り
「
第
二
の
近
代
」
の
理
論
家
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
も
の

の
、
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
論
が
「
第
一
の
近
代
」
の
「
可
能
性
と
限
界
を

極
限
ま
で
押
し
進
め
た
社
会
理
論
」
（
同
、
二
五
二
頁
）
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
は
素
材
に
お
い
て
は
た
い
へ
ん
ゆ
た
か
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
二
〇
〇
三
年
以
降
の
ア
ド
ル
ノ
に
対
す
る
批
評
を
参
照
し
て
い

る
と
こ
ろ
と
、
十
九
世
紀
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
学
に
ま
で
遡
っ
て
ア
ド
ル

ノ
の
社
会
理
論
の
特
徴
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
幅

の
広
さ
を
顕
著
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
九
鬼
周
造
ま

で
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
素

材
を
一
冊
の
本
で
十
分
に
論
じ
き
る
こ
と
が
相
当
に
困
難
な
力
技
で
あ
る

こ
と
も
事
実
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
の
議
論
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
そ
れ
へ

の
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
く
わ
え
よ
う
と
す
る
と
、
肝
心
の
「
ア
ド
ル
ノ
の

社
会
理
論
」
を
具
体
的
に
提
示
す
る
部
分
が
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
が
本
書
の
抱
え
て
い
る
い
ち
ば
ん
の
問
題
点
だ
ろ
う
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
初
期
の
講
演
「
哲
学
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
か
ら
講
義

録
『
社
会
学
入
門
』
（
邦
題
『
社
会
学
講
義
』
）
、
『
否
定
弁
証
法
』
な
ど
に

至
る
ま
で
随
所
で
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
が
「
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理

論
」
と
し
て
こ
こ
で
主
と
し
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
一
九
六
〇

年
代
に
ア
ド
ル
ノ
が
書
き
残
し
て
い
た
社
会
学
的
な
断
章
で
あ
る
。
全
集

版
で
は
第
八
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。
著
者
も
記
し
て
い
る
と
お

り
、
ア
ド
ル
ノ
は
そ
れ
ら
を
も
組
み
込
ん
で
『
統
合
‐
脱
統
合
』
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
社
会
学
的
な
著
作
の
計
画
を
死
の
間
際
ま
で
抱
い
て
い
た
。

こ
れ
も
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
解
の
基
本

に
あ
る
の
は
「
交
換
関
係
」
を
つ
う
じ
た
ひ
と
び
と
の
統
合
と
脱
統
合
だ

か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
社
会
理
論
」
と
い
う
言
葉
が
通
常
前
提
に

し
て
い
る
よ
う
な
、
首
尾
一
貫
し
た
体
系
性
と
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
が
相
容

れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
著
者
自
身
も
何
度
か
「
（
反
）
理
論
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
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著
者
自
身
が
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
ア
ド
ル
ノ
の
「
社
会
理
論
」
の
積

極
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
一
節
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

交
換
原
理
に
よ
っ
て
し
つ
ら
え
ら
れ
た
「
社
会
と
い
う
シ
ス
テ

ム
」
を
科
学
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
整
序
し
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、

も
ろ
も
ろ
の
経
験
や
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
ほ
こ
ろ
び
、

「
傷
」
、
非
同
一
的
な
も
の
を
手
が
か
り
に
、
シ
ス
テ
ム
の
拮
抗
的

な
契
機
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
シ
ス
テ
ム
に
抗
し
う
る
よ
う
に
並

べ
替
え
る
こ
と
（
＝
「
ア
ン
チ
体
系
」
）
こ
そ
ア
ド
ル
ノ
の
目
指
す
と

こ
ろ
な
の
で
あ
る
。 

（
同
、
一
一
三
頁
）

　

私
自
身
も
こ
う
い
う
著
者
の
指
摘
に
共
感
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

に
し
て
捉
え
ら
れ
た
ア
ド
ル
ノ
の
「
社
会
理
論
」
は
、
著
者
自
身
が
要
約

し
て
い
る
ホ
ネ
ッ
ト
の
現
在
の
ア
ド
ル
ノ
理
解
、
「
苦
し
み
に
表
出
さ
れ

る
資
本
主
義
的
な
生
の
形
態
と
そ
の
克
服
の
可
能
性
に
着
目
す
る
解
釈

学
」
（
同
、
四
七
頁
）
と
い
っ
た
い
ど
う
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
む
し
ろ
、

著
者
の
記
述
は
ホ
ネ
ッ
ト
の
ア
ド
ル
ノ
理
解
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
よ

う
に
す
ら
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
結
語
」
で
不
意
に
登
場
す
る
「
第
一
の
近
代
」
と
「
第
二
の

近
代
」
と
い
う
区
分
も
、
本
書
で
は
十
分
な
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
。
基
本
的
に
は
、
ボ
ン
ス
に
よ
る
「
社
会
1
」
と
「
社
会

2
」
と
い
う
区
分
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
自
身
が
ボ
ン

ス
に
お
い
て
は
「
社
会
1
」
と
「
社
会
2
」
の
関
係
が
不
分
明
と
指
摘
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
も
意
を
尽
く
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
。
と
は
い
え
、
「
序
論
」
に
登
場
す
る
、
ア

ド
ル
ノ
と
ル
ー
マ
ン
を
め
ぐ
る
一
節
な
ど
は
た
い
へ
ん
示
唆
的
で
あ
る
。

若
い
ル
ー
マ
ン
が
ア
ド
ル
ノ
の
理
論
と
の
架
橋
に
つ
い
て
ア
ド
ル
ノ
も
参

加
し
て
い
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

総
じ
て
著
者
が
本
書
に
よ
っ
て
、
最
初
に
確
認
し
た
三
つ
の
文
脈
に
わ

た
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
‐
ホ
ネ
ッ
ト
の
主
流
的
な
ア
ド
ル
ノ
解
釈
に
距

離
を
取
ろ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
る
し
、
共
感
で
き
る
。

し
か
し
そ
の
際
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
議
論
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
、『
権
力
の
批
判
』

か
ら
そ
の
後
の
議
論
の
な
か
で
ホ
ネ
ッ
ト
が
ア
ド
ル
ノ
を
ど
う
論
じ
て
い

る
か
、
も
っ
と
も
っ
と
丁
寧
に
た
ど
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、

著
者
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
ア
ド
ル
ノ
理
解
の
違
い
が
明
瞭
に
提
示
さ
れ
る
べ
き

だ
と
思
わ
れ
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
の
「
模
倣
的
理
性
」
と
い
う
捉
え
方
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
論
を
ミ
メ
ー
シ
ス
論
か
ら
理
解
す

る
た
め
に
は
、
タ
ル
ド
の
模
倣
理
論
を
抜
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

「
社
会
の
消
滅
な
い
し
死
」
と
い
う
社
会
学
者
の
議
論
に
し
て
も
、
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
経
た
時
代
認
識
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
軽
い
も
の
と

映
る
。
よ
く
も
悪
く
も
本
書
に
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
め
ぐ
る
議
論
は

い
っ
さ
い
登
場
し
な
い
が
、
ア
ド
ル
ノ
な
ら
ば
そ
れ
ら
の
社
会
学
者
の
議

論
を
ど
う
受
け
と
め
て
い
た
か
、
私
た
ち
は
も
っ
と
率
直
な
怒
り
を
も
っ

て
向
き
合
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
ア
ド
ル
ノ
の
観
相
学
が
、
著
者
自
身
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
性
と
つ
ね
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
い
う
出
来
事
を
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
論
か
ら
除
外
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
あ
と
で
社
会
に
つ
い

て
語
る
こ
と
は
野
蛮
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
の
消
滅
に
つ
い
て
語
る
こ
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と
は
も
っ
と
野
蛮
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
真
摯
に
ア
ド
ル
ノ
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
著
者
に
言
う
ま
で
も

な
い
こ
と
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
な
ら
っ
て
、
い
っ
さ
い
は
媒
介
さ
れ
て
い

る
と
い
う
の
が
ア
ド
ル
ノ
の
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
媒
介
は
同
時
に
社
会

的
媒
介
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
か
美
学
か
、
あ
る
い
は
社
会
学
か
、

と
い
っ
た
分
類
そ
の
も
の
を
失
効
さ
せ
る
の
が
ア
ド
ル
ノ
の
真
骨
頂
で
あ

る
。
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
理
論
に
つ
い
て
語
る
な
ら
ば
、
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク

ス
ト
の
す
べ
て
が
同
時
に
社
会
理
論
な
の
だ
。

　

そ
う
い
う
大
局
的
な
立
場
に
た
っ
て
、
で
き
れ
ば
、
各
章
を
も
と
に
、

錯
綜
し
た
議
論
の
筋
道
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
行
間
に
折
り
畳
ま
れ
た
概
念
の

襞
を
開
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
冊
の
書
物
に
仕
上
げ
る
ぐ
ら
い
の
粘
り
強

さ
が
欲
し
い
。
そ
れ
ぐ
ら
い
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
材
料
が
本
書
に
は
た
っ
ぷ

り
と
詰
ま
っ
て
い
る
。

 

（
ほ
そ
み
・
か
ず
ゆ
き
／
近
現
代
の
ド
イ
ツ
思
想
）

　

書
評　

『
ハ
イ
エ
ク
の
経
済
思
想
―
―
自
由
な
社
会
の
未
来
像

』

（
吉
野
裕
介
著
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
四
年
）

森
田
雅
憲

　

本
書
は
、
「
第
Ⅰ
部　

ハ
イ
エ
ク
の
自
由
主
義
の
基
本
的
構
造
」
、
「
第

Ⅱ
部　

ハ
イ
エ
ク
の
自
由
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
」
、
「
第
Ⅲ
部　

ハ
イ
エ
ク

の
自
由
主
義
の
現
代
的
意
義
」
と
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に

加
え
て
、
冒
頭
に
「
序
章　

本
書
の
ス
タ
ン
ス
」
、
「
第
一
章　

ハ
イ
エ
ク

の
生
涯
―
―
自
由
へ
の
挑
戦
」
と
題
さ
れ
た
序
論
的
な
二
つ
の
章
が
置
か

れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
は
四
つ
の
章
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
タ
イ
ト
ル
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に
掲
げ
ら
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
知
識
」
、
「
方
法
」
、
「
進
化
論
」
、
「
双
子

の
概
念
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
通
り
、
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
論
の

基
礎
と
な
る
自
生
的
秩
序
論
あ
る
い
は
文
化
的
進
化
論
を
系
統
的
に
読
解

し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
第
Ⅱ
部
を
構
成
す
る
二
つ
の
章
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
「
自
由
」
で
あ
る
。
第
Ⅲ
部
は
政
府
の
役
割
を
論
じ
た
章
と
、「
自
由
な

社
会
の
未
来
像
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
ー
か
ら
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

本
書
の
中
核
部
分
で
あ
る
第
二
章
か
ら
第
八
章
を
論
評
の
対
象
と
し
た
い
。

　

ハ
イ
エ
ク
の
社
会
理
論
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
評
者
に
と
っ
て
は
、
第

二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
諸
章
は
多
く
の
示
唆
に
富
み
、
読
み
応
え
の
あ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
知
識
―
―
心
理
学
的
考
察
に
見
る
社
会
理
論
の
萌

芽
」
と
題
さ
れ
た
第
二
章
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
認
知
科
学
に
関
す
る
研
究
と

し
て
注
目
を
集
め
て
き
た
『
感
覚
秩
序
』
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
該
書
の
評
価
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
簡
潔
に
レ
ヴ
ュ
ー
し

た
後
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
ハ
イ
エ
ク
の
心
理
学
と
社
会
理
論
の
結
び
つ
き

が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
「
進
化
」
概
念
を
軸
に
『
感
覚
秩
序
』

と
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
理
論
を
関
係
づ
け
る
理
論
的
試
み
で
あ
り
、
い
ま
一

つ
の
目
的
は
ハ
イ
エ
ク
が
該
書
を
執
筆
し
た
動
機
の
思
想
史
的
探
究
で
あ

る
。
純
粋
な
理
論
心
理
学
の
著
作
で
あ
る
『
感
覚
秩
序
』
を
繙
く
こ
と
は
、

社
会
思
想
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
は
昼
な
お
暗
い
樹
海
に
足
を
踏
み
入
れ
る

よ
う
な
趣
が
あ
る
が
、
本
章
は
、
そ
の
際
の
信
頼
に
た
る
ガ
イ
ド
と
し
て

の
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
一
点
だ
け
、
注
文
を
付
け
る
と
す
れ
ば
、
ハ
イ

エ
ク
が
「
分
類
」
と
並
ん
で
強
調
し
た
経
験
か
ら
の
「
学
習
」
と
い
う
点

に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
神
経
回
路
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
形
成
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
外
界
を
分
類
し
知
識
と
し
て
学

習
す
る
た
め
に
は
、
自
然
環
境
で
あ
れ
社
会
環
境
で
あ
れ
、
そ
れ
を
可
能

と
す
る
構
造
的
安
定
性
を
な
に
が
し
か
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
点
は
、
慣
習
、
つ
ま
り
社
会
構
造
の
安
定
性
、
を
重
視
す
る
ハ
イ
エ
ク

の
読
解
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
だ
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。

　

第
三
章
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
理
論
の
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
主
観

主
義
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ッ
ク
ル
の
主
観
主
義
と
の

比
較
と
い
う
独
自
の
考
察
を
経
て
、
ハ
イ
エ
ク
の
方
法
論
を
「
主
観
主
義
」

で
は
な
く
「
間
主
観
主
義
」
と
解
釈
す
る
立
場
を
提
唱
し
て
い
る
。
構
造

主
義
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
が
散
見
さ
れ
る
四
〇
年
代
の
ハ
イ
エ
ク
の

諸
著
作
に
関
す
る
限
り
は
、
こ
う
し
た
特
徴
づ
け
は
間
違
っ
て
い
な
い
と

評
者
も
思
う
が
、
ハ
イ
エ
ク
が
最
終
的
に
打
ち
建
て
た
社
会
理
論
を
基
礎

づ
け
る
特
徴
を
、
な
お
「
間
主
観
主
義
」
だ
と
断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に

は
多
少
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
に
解
釈

す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
主
観
と
主
観
の
『
間
』
に
あ
る
中
間
物
」
（
一
〇
〇
頁
）

の
存
在
を
否
定
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
結
び
つ
き
が
見
え
な

く
な
っ
て
し
ま
う
惧
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ

と
な
く
従
う
こ
と
が
で
き
る
ル
ー
ル
」
を
重
視
し
た
ハ
イ
エ
ク
は
、
よ
り

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
近
い
立
ち
位
置
に
あ
る
と
い
う
解
釈
も
十
分

成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
く
第
四
章
と
第
五
章
は
、
「
進
化
」
と
「
秩
序
」
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。

知
識
、
ル
ー
ル
、
自
生
的
秩
序
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
的
確
な

要
約
が
な
さ
れ
た
後
、
ハ
イ
エ
ク
の
文
化
的
進
化
論
に
つ
い
て
詳
し
い
検

討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
理
論
の
進
化
論
的
起
源

に
つ
い
て
の
思
想
史
的
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
そ
れ
を
、
メ
ン
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ガ
ー
か
ら
の
影
響
、
カ
ー
ル
・
サ
ン
ダ
ー
ス
な
ど
L 

S 

E
の
進
化
生
物
学

者
と
の
対
話
、
そ
し
て
シ
カ
ゴ
大
学
の
研
究
環
境
の
中
で
の
知
的
交
流
に

求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
整
理
に
異
論
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
が
、
行
動

生
物
学
者
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
か
ら
の
影
響
も
加
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
晩
年
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
ハ
イ
エ
ク

の
立
脚
点
が
群
進
化
論
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の

点
で
、
群
進
化
を
重
視
す
る
行
動
生
物
学
の
創
始
者
で
あ
り
、
か
つ
ハ
イ

エ
ク
の
友
人
で
も
あ
っ
た
ロ
ー
レ
ン
ツ
か
ら
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
の
批
判
的
合
理
主
義
へ
の

道
筋
も
こ
の
延
長
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

の
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
著
者
は
「
個
体
発
生
か
ら
系
統
発
生
へ
と
ハ
イ
エ
ク
の
論
法
が

変
化
し
た
」
（
一
四
二
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
両
者
は
二
者
択
一
的
な
も
の

で
は
な
く
相
互
補
完
的
な
配
置
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
「
論
法
の
変
化
」

と
い
う
表
現
に
は
多
少
違
和
感
が
あ
る
。
こ
れ
と
の
関
連
で
、
第
五
章
に

お
い
て
は
、
「
自
生
的
秩
序
論
と
進
化
論
は
、
あ
る
「
状
態
」
と
そ
れ
に

至
る
「
過
程
」
と
を
説
明
す
る
た
め
の
論
理
と
し
て
、
恒
に
一
対
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
」
（
一
六
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
自
己
生
成
的

秩
序
（
自
生
的
秩
序
）
と
進
化
的
秩
序
は
同
時
並
行
的
に
作
用
す
る
相
補

的
原
理
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
己
生
成
的
秩
序
は
個
体
発

生
的
で
、
そ
の
形
成
原
理
は
自
己
組
織
で
あ
る
。
こ
の
種
の
秩
序
形
成
は
、

形
成
さ
れ
る
秩
序
の
構
造
を
決
定
す
る
要
因
は
、
も
ち
ろ
ん
環
境
か
ら
の

影
響
を
受
け
る
と
し
て
も
、
ま
ず
も
っ
て
個
体
内
部
に
あ
る
。
一
方
、
進

化
的
秩
序
の
形
成
原
理
は
、
環
境
と
い
う
外
部
へ
の
形
態
や
行
動
の
適
合

で
あ
る
。
生
物
進
化
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
社
会
秩
序
の
形
成

に
お
い
て
も
両
者
が
相
補
的
に
作
用
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
「
結
果
的
に
、
道
徳
に
従
う
こ
と
が
知
識
の
有
効
利
用
に
つ
な
が

り
、
そ
れ
が
生
き
残
り
の
可
能
性
を
高
め
る
」
（
一
六
七
頁
）
と
さ
れ
て
い

る
が
、
個
体
と
し
て
の
生
き
残
り
を
左
右
す
る
も
の
は
疾
病
や
災
害
な
ど

で
あ
っ
て
、
道
徳
に
従
う
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
淘
汰
の
対
象
は
ル
ー
ル

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
記
述
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
生
き
残

る
か
残
ら
な
い
か
は
、
個
体
で
は
な
く
、
一
定
の
慣
習
・
伝
統
に
支
え
ら

れ
た
社
会
で
あ
る
。
一
つ
の
伝
統
を
も
っ
た
社
会
が
消
失
し
た
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
社
会
を
構
成
し
て
い
た
諸
個
人
が
同
時
に
死
滅
す
る
と
い
う
こ

と
は
必
ず
し
も
並
行
し
な
い
。

　

第
六
章
「
自
由
―
―
ア
メ
リ
カ
で
の
受
容
と
普
及
の
な
か
で
」
で
は
、

ハ
イ
エ
ク
研
究
者
の
間
で
は
え
て
し
て
啓
蒙
書
と
見
な
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど

思
想
史
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
『
隷
属
へ
の
道
』
が
正

面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
該
書
が
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
る
に

至
っ
た
経
緯
や
、
マ
ハ
ル
ー
プ
が
果
た
し
た
役
割
、
そ
し
て
そ
の
普
及
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
流
の
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
意
味
的

な
ズ
レ
な
ど
、
緻
密
な
考
証
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
書
の
中
で
も
も
っ
と

も
興
味
深
く
示
唆
に
富
む
章
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
七
章
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
新
自
由
主
義
」
と
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
主
義

が
い
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
巷
間
、

ハ
イ
エ
ク
を
新
自
由
主
義
の
旗
手
と
み
な
す
風
潮
が
み
ら
れ
る
が
、
著
者

は
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
エ
ク
の
主
張
す
る
自
由
主
義
に
お
い
て
は
「
強

制
の
排
除
と
一
般
的
な
ル
ー
ル
と
い
う
自
由
の
原
則
に
反
し
な
け
れ
ば
、
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福
祉
に
関
し
て
も
慎
重
な
容
認
と
い
う
立
場
を
と
る
」
（
二
二
五
頁
）
と
し

て
い
る
。
そ
の
際
重
要
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
施
策
は
一
般
的
な
ル
ー
ル

と
し
て
、
つ
ま
り
「
特
定
の
人
間
や
グ
ル
ー
プ
の
処
遇
の
改
善
を
目
的
と

し
た
『
意
図
を
持
っ
た
』
ル
ー
ル
で
は
な
く
、
同
じ
人
間
に
等
し
く
適
用

さ
れ
る
」
（
二
二
六
頁
）
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
こ

こ
で
「
一
般
的
な
ル
ー
ル
」
が
い
か
に
し
て
定
立
可
能
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
よ
り
深
く
考
究
さ
れ
て
い
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
文

化
的
進
化
の
過
程
を
通
じ
て
徐
々
に
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
が
発
見
さ
れ
伝

統
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
く
と
い
う
議
論
は
な
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
は

ハ
イ
エ
ク
の
読
解
と
し
て
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
議
論
は
あ
る
種
の
信
仰
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
物
進

化
で
あ
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
環
境
に
適
合
し
て
い
く
こ
と
が
生
存
の
可
能

性
を
高
め
る
が
、
人
間
社
会
は
自
ら
の
文
化
を
進
化
さ
せ
る
環
境
の
大
部

分
を
自
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己
準
拠

的
・
再
帰
的
に
浮
動
し
て
い
く
社
会
環
境
の
中
で
、
文
化
的
進
化
が
結
果

的
に
良
い
ル
ー
ル
（
ハ
イ
エ
ク
の
場
合
で
あ
れ
ば
「
他
者
の
恣
意
か
ら
の
自
由
」

と
い
う
価
値
規
範
）
を
生
み
出
す
と
主
張
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
根
拠

な
き
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
問
題
を

よ
り
深
く
論
じ
て
行
け
ば
、
カ
ン
ト
の
道
徳
律
と
の
比
較
と
い
う
作
業
が

不
可
欠
に
な
っ
て
く
る
が
、
こ
の
論
点
は
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
論
の
強
さ
と

弱
さ
を
理
解
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

第
八
章
で
は
、
市
場
に
お
け
る
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
果
た
す
役
割
が
的

確
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
競
争
過
程
に
よ
っ
て
他
人
の
知
識

が
利
用
可
能
と
な
る
」
（
二
五
八
頁
）
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し

た
働
き
は
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を

著
者
の
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
交
換
に
ま
で
敷
衍
し
て
い
る

こ
と
に
は
疑
問
な
し
と
し
え
な
い
。
価
格
変
動
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
情

報
は
定
量
的
で
客
観
的
な
情
報
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

あ
ふ
れ
か
え
る
「
現
場
の
情
報
」
は
、
そ
の
真
偽
さ
え
な
ん
ら
担
保
さ
れ

て
い
ず
、
ま
た
そ
の
意
味
も
受
信
者
側
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
依
存
し
て
さ

ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
前
者
が
受
信

者
の
情
報
処
理
能
力
を
節
約
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
そ
こ
か
ら
自
ら

に
と
っ
て
適
切
な
情
報
を
引
き
出
そ
う
と
思
え
ば
、
ま
す
ま
す
高
度
な
情

報
処
理
能
力
を
必
要
と
す
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
確

か
に
情
報
の
取
引
コ
ス
ト
を
激
減
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の

こ
と
が
、
即
、
情
報
処
理
コ
ス
ト
の
節
約
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
同
質
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
全
体
を
通
じ
て
の
感
想
と
し
て
は
、
ま
ず
書
名
と
内
容
に
多

少
の
ず
れ
を
感
じ
た
点
を
あ
げ
た
い
。
書
名
は
『
ハ
イ
エ
ク
の
経
済
思
想
』

と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
経
済
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
少
な
か
ら
ず
の
読
者

が
ハ
イ
エ
ク
の
景
気
論
や
貨
幣
論
な
ど
の
経
済
理
論
に
つ
い
て
そ
れ
な
り

の
言
及
が
あ
る
も
の
と
期
待
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
自

由
を
論
じ
た
諸
章
で
市
場
や
政
府
の
役
割
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
て
い
る
が
、

よ
り
広
く
『
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
主
義
思
想
』
と
題
し
た
方
が
全
体
と
し
て

の
内
容
に
即
し
た
タ
イ
ト
ル
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

つ
ぎ
に
、
読
者
層
を
絞
っ
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
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を
指
摘
し
た
い
。
ハ
イ
エ
ク
の
生
涯
を
要
約
し
た
序
章
は
、
そ
の
大
部
分

が
ハ
イ
エ
ク
研
究
者
に
と
っ
て
は
既
知
の
内
容
で
あ
り
、
ハ
イ
エ
ク
の
著

作
に
初
め
て
取
り
組
む
読
者
に
は
大
い
に
参
考
に
な
る
が
、
そ
れ
と
は
対

照
的
に
、
そ
の
後
の
諸
章
で
展
開
さ
れ
る
認
知
論
や
進
化
論
に
関
す
る
緻

密
な
論
究
は
、
高
度
に
専
門
的
な
内
容
で
あ
り
、
叙
述
レ
ベ
ル
の
差
が
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
叙
述
ス
タ
イ
ル
に
関
し
て
い
え
ば
、
ハ
イ
エ
ク
の
著
作
を
卒
読
し
、

彼
の
言
葉
を
借
り
て
自
説
を
紡
ぐ
傾
向
の
あ
る
評
者
か
ら
す
れ
ば
、
少
し

隔
靴
掻
痒
の
感
な
し
と
し
え
な
い
。
思
想
史
研
究
と
し
て
諸
説
の
緻
密
な

考
証
は
不
可
欠
だ
が
、
そ
の
上
で
、
著
者
自
身
が
到
達
し
え
た
ハ
イ
エ
ク

の
全
体
像
が
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
ら
、
興
味
深
い
本
書
が
な

お
一
層
刺
激
的
な
著
作
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
は
ス
タ
イ
ル
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
こ
の
優
れ
た
著
作
の

価
値
が
減
じ
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
も
な
い
。

　

ハ
イ
エ
ク
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
い
う
言
葉
の
通
り
、
わ
が
国
で
も
次
代

を
担
う
ハ
イ
エ
ク
研
究
者
が
陸
続
と
そ
の
成
果
を
世
に
問
い
つ
つ
あ
る
。

き
わ
め
て
浩
瀚
で
長
い
時
間
を
か
け
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
ハ
イ
エ
ク
の
社

会
哲
学
を
思
想
史
的
に
読
解
す
る
と
い
う
作
業
は
困
難
を
極
め
る
が
、
若

い
世
代
の
研
究
者
が
そ
の
課
題
に
果
敢
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
は
、
ハ

イ
エ
ク
の
社
会
哲
学
に
関
心
を
寄
せ
る
者
の
一
人
と
し
て
ま
こ
と
に
心
強

い
限
り
で
あ
る
。
こ
の
た
び
上
梓
さ
れ
た
吉
野
裕
介
氏
に
よ
る
『
ハ
イ
エ

ク
の
経
済
思
想
―
―
自
由
な
社
会
の
未
来
像
』
は
、
そ
う
し
た
潮
流
が
生

み
出
し
た
す
ぐ
れ
た
成
果
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

 

（
も
り
た
・
ま
さ
の
り
／
ハ
イ
エ
ク
の
社
会
理
論
）

　

書
評　

『
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
（
ユ
ダ
ヤ
論
集
１
）』

（
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
著
、
山
田
正
行
・
大
島
か
お
り
・��

佐
藤
紀
子
・
矢
野
久
美
子
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、�

�

二
〇
一
三
年
）

『
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
争
（
ユ
ダ
ヤ
論
集
２
）』

（
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
著
、
齋
藤
純
一
・
山
田
正
行
・
金
慧
・

矢
野
久
美
子
・
大
島
か
お
り
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、�

�

二
〇
一
三
年
）

鵜
飼 

哲

　

『
人
間
の
条
件
』
（
一
九
五
八
）
を
は
じ
め
と
す
る
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン

ト
の
政
治
哲
学
の
い
わ
ば
「
原
理
」
論
的
著
作
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
へ

の
言
及
は
多
く
な
い
。
『
全
体
主
義
の
起
源
』
第
一
巻
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」

（
一
九
五
一
）
、
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
（
一
九
六
一
）
と
い
う
、

第
二
次
世
界
戦
争
終
結
後
に
上
梓
さ
れ
た
二
つ
の
主
要
著
作
を
中
心
と
し

て
、
青
年
期
の
作
品
『
ラ
ー
エ
ル
・
フ
ァ
ル
ン
ハ
ー
ゲ
ン
』
（
一
九
五
八
）
、

著
者
の
没
後
に
ロ
ン
・
H
・
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
が
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

　

パ
ー
リ
ア
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
―
―
現
代
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
政
治
』
（
一
九
七
八
）
と
い
う
表
題
の
も
と
に
編
ん
だ
ユ
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ダ
ヤ
関
連
論
集
、
さ
ら
に
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
の
往
復
書
簡
集
を
加

え
て
、
過
去
三
〇
年
、
専
門
研
究
者
以
外
の
世
界
の
読
者
は
、
ア
ー
レ
ン

ト
の
ユ
ダ
ヤ
的
出
自
と
の
向
き
合
い
方
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
を
め
ぐ
る

同
時
代
の
政
治
過
程
へ
の
介
入
に
つ
い
て
の
理
解
に
努
め
て
き
た
と
言
っ

て
い
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
既
刊
文
献
だ
け
か
ら
は
把
握
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
広
が
り
と
深
さ
、
複
雑
さ
を
そ
な
え
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
ユ

ダ
ヤ
論
」
が
な
お
多
数
存
在
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
一
九
八
二
年
、
エ

リ
ザ
ベ
ス
・
ヤ
ン
グ
＝

ブ
ル
ー
エ
ル
に
よ
る
浩
瀚
な
評
伝
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー

レ
ン
ト
伝
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

　

本
書
の
原
版
と
な
っ
たH

annah A
rendt: T

he Jew
ish W

ritings

が
、

フ
ェ
ル
ド
マ
ン
と
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
コ
ー
ン
の
共
編
で
、
英
語
版
で
出
版
さ

れ
た
の
は
二
〇
〇
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
二
十
世
紀
現
代
史
を
扱
っ
た

ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
の
受
容
の
変
化
は
、
戦
後
世
界
政
治
の
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
な
状
況
と
否
応
な
く
連
動
し
て
き
た
。
『
全
体
主
義
の
起
源
』
は
冷
戦

の
終
焉
以
後
、
よ
り
広
く
読
ま
れ
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
よ
り
正
確
に
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
様
に
、
一
九
世
紀
以
降
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
的
な
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
同
化
と
解
放
を
め
ぐ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
思
想
的
分
岐
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ

人
絶
滅
政
策
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
と
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
、
ユ
ダ
ヤ
＝
ア
ラ

ブ
紛
争
に
い
た
る
、
地
理
的
概
念
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
外
を
貫
い

て
展
開
さ
れ
た
錯
綜
し
た
政
治
過
程
に
つ
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
残
し
た
テ

ク
ス
ト
群
は
、
然
る
べ
き
仕
方
で
読
ま
れ
る
た
め
に
は
、
あ
た
か
も
中
東

和
平
の
挫
折
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

シ
オ
ニ
ズ
ム
お
よ
び
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
察
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が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
つ
い
て
の
彼
女
の
認
識
と
切
り
離

せ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
書
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
た
長
大
な

論
文
草
稿
、
一
九
三
八
―
三
九
年
頃
、
フ
ラ
ン
ス
亡
命
中
に
ド
イ
ツ
語
で

執
筆
さ
れ
た
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
に
は
、
の
ち
に
『
全
体
主
義
の
起
源
』

で
展
開
さ
れ
る
議
論
の
モ
チ
ー
フ
の
多
く
が
す
で
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
ま
た
、
別
の
時
代
に
、
別
の
狙
い
を
も
っ
て
書
か
れ
た
独
立
の

試
論
で
も
あ
る
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
歴
史
的
規
定
性
、
同
化
主
義
と
シ
オ

ニ
ズ
ム
の
関
係
等
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
分
析
の
基
本
線
が
他
の
ど
こ
よ
り
も

明
瞭
に
見
て
と
れ
る
点
で
、
こ
の
草
稿
は
、
彼
女
の
思
想
の
発
展
を
理
解

す
る
う
え
で
き
わ
め
て
大
き
な
重
要
性
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
論
文
で
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
野
は
す
で
に
ド
イ
ツ
だ
け
に
限
局
さ
れ

て
い
な
い
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
な
ど
、
共
同
体
的
な

宗
教
文
化
が
日
常
的
に
生
き
ら
れ
て
い
た
東
方
ユ
ダ
ヤ
人
の
状
況
に
も
、

ま
た
亡
命
後
に
知
見
を
深
め
た
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
状
況
に
も
大
き

く
開
か
れ
て
い
て
、
こ
の
広
い
展
望
の
な
か
で
ド
イ
ツ
は
、
「
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
の
古
典
的
な
国
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

「
最
近
の
世
界
史
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
ほ
ど
ユ
ダ
ヤ
人
に
多
く
の

災
厄
を
も
た
ら
し
た
国
は
な
い
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
で

の
ポ
グ
ロ
ム
で
さ
え
、
国
民
社
会
主
義
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
世
界

観
の
理
論
的
確
立
と
そ
の
勝
利
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
を
打
ち
の
め
し
は

し
な
か
っ
た
。

　

最
近
の
世
界
史
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
ほ
ど
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て

多
く
を
意
味
し
て
き
た
国
は
な
い
。
ほ
か
の
ど
こ
よ
り
も
、
ユ
ダ

ヤ
人
解
放
に
大
き
な
貢
献
が
な
さ
れ
た
の
は
こ
の
同
じ
ド
イ
ツ
の

プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
レ
ッ
シ
ン
グ
か
ら
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
い
た
る
ま
で
、
ユ
ダ
ヤ
人

問
題
と
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
は
、
全
人
類
の
自
由
と
す
べ
て
の
人
間
の

た
め
の
正
義
を
も
と
め
る
た
た
か
い
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
。
」

 

（
『
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
』
本
文
八
七
―
八
八
頁
）

　

「
古
典
的
」
と
い
う
こ
の
形
容
に
は
、
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
ド
イ
ツ

啓
蒙
（A

ufklärung

）
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
先
立
ち
、
ユ
ダ
ヤ
人
／
ユ
ダ

ヤ
教
徒
の
政
治
的
解
放
を
知
的
、
感
性
的
に
準
備
し
な
が
ら
、
他
方
で
そ

の
同
じ
「
ド
イ
ツ
の
知
的
覇
権
の
も
と
、
近
代
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
殲
滅
闘
争

が
告
知
さ
れ
た
」
と
い
う
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
の
な
か
で
こ
の
国
が
占
め

る
恐
る
べ
き
両
義
性
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
五
年
、
第
一
次
世
界

戦
争
の
さ
な
か
、
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
エ
ン
は
、
講

演
「
ド
イ
ツ
性
と
ユ
ダ
ヤ
性
」
（D

eutschtum
 und Judentum

）
の
な
か
で
、

全
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
、
彼
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
精
神
的
祖
国
と
み
な
す
ド
イ

ツ
へ
の
支
持
を
訴
え
た

）
1
（

。
コ
ー
エ
ン
に
代
表
さ
れ
る
同
化
主
義
的
な
ド
イ

ツ
・
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判
は
、
次
の
よ
う
に
定

式
化
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
が
あ
る
も
の
「
と
し
て
」
差
別
さ
れ
て

い
る
と
き
別
の
も
の
「
と
し
て
」
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
論
拠
に
立
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
「
と
し
て
」
被
っ

て
き
た
差
別
を
人
間
「
と
し
て
」
の
解
放
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
と
信
じ

た
同
化
主
義
の
自
己
欺
瞞
を
徹
底
的
に
剔
抉
す
る
。
そ
れ
と
相
即
的
に
シ

オ
ニ
ズ
ム
は
、
第
一
に
、
同
化
主
義
に
対
す
る
「
批
判
の
功
績
」
を
評
価
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さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
限
界
も
ま
た
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
間

髪
を
入
れ
ず
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
人
間
主
義
的
な
同
化
主
義
も
、
民
族

主
義
的
な
シ
オ
ニ
ズ
ム
も
、
ド
イ
ツ
人
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
人
を
同
質
的
な
実

体
と
み
な
す
点
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
歴
史
性
に
対
す
る
同
じ
無

理
解
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
は
、
こ
の
共
通
の
認
識

論
的
欠
陥
の
由
来
を
、
「
解
放
」
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
心
性
に
特
徴
的
な
あ

る
「
恐
怖
心
」
、
あ
る
「
不
安
」
に
見
定
め
て
い
る
。

　

「
同
化
主
義
者
に
と
っ
て
ど
う
に
も
説
明
の
つ
か
な
か
っ
た
こ
と

は
、
な
ぜ
事
態
が
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
こ
と
に
な
り
え
た
の
か
で
あ
り
、

シ
オ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
疑
問
の
ま
ま
に
残
っ
た
の
は
、
な
ぜ
こ
れ

ま
で
う
ま
く
い
っ
て
い
た
の
か
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
両
方
の
説

明
力
不
足
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
、
と
も
に
ユ
ダ
ヤ
人
に
共
通
の

恐
怖
心

0

0

0

か
ら
出
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
も
い
ま
も
ユ
ダ
ヤ
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
そ
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
る
民
族
の
各
部
分
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
い
だ
に
は

0

0

0

0

0

、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
利
害
が
つ
ね
に
存
在
し
て
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
の
を

0

0

0

、
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
が
怖
い
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
現
実

に
い
る
特
定
の
敵
を
認
め
た
く
な
い
あ
ま
り
、
一
般
化
と
歪
め
た

解
釈
に
よ
っ
て
、
事
実
と
し
て
あ
る
近
似
性
を
百
パ
ー
セ
ン
ト
の

同
等
性
〔
同
一
性
〕
へ
、
事
実
と
し
て
あ
る
差
異
を
実
体
の
異
邦
性

へ
と
、
一
般
化
し
偽
っ
て
し
ま
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
の
不
安
が
、
彼

ら
自
身
に
か
か
わ
る
諸
問
題
の
究
明
を
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
そ
の

と
き
ど
き
の
必
要
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
の
だ
。
」

 

（
『
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
』
本
文
七
二
頁
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
強
調
）

　

『
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
―
―
そ
の
歴
史
と
諸
原
因
』
（
一
八
九
四
）
の
著
者
ベ

ル
ナ
ー
ル
・
ラ
ザ
ー
ル
は
、
同
化
主
義
と
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
こ
の
よ
う
な
同

質
性
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
眼
を
開
き
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
歴
史
的
か
つ
社
会

的
に
差
異
化
さ
れ
た
分
析
の
必
要
を
示
唆
し
た
先
駆
者
だ
っ
た

）
2
（

。
本
書
の

編
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ア
ー

レ
ン
ト
が
本
論
文
集
で
試
論
を
つ
う
じ
て
示
し
て
い
る
展
望
に
よ
れ
ば
、

政
治
的
パ
ー
リ
ア
で
あ
る
こ
と
が
意
味
す
る
も
の
の
ひ
な
型
と
し
て
の
ラ

ザ
ー
ル
の
重
要
性
は
い
く
ら
評
価
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
」
（
「
序

論
」
『
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
』
五
七
頁
）
。
『
全
体
主
義
の
起
源
』
に
ラ
ザ
ー
ル
の

名
は
、
彼
自
身
が
そ
の
最
初
の
告
発
者
で
あ
る
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
と
の
関

連
で
の
み
登
場
す
る
。
ま
た
、
「
パ
ー
リ
ア
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
―
―
隠

れ
た
伝
統
」
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
働
く
同
化
の
力
学

の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
、
「
パ
ー
リ
ア
」
と
「
成
り
上
が
り
者
」
の
相
互

依
存
の
機
制
を
鋭
く
洞
察
し
た
人
物
と
し
て
印
象
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い

る
が
、
ラ
ザ
ー
ル
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
明
示
的
な

言
及
が
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
一
九
四
八
年
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
、
み

ず
か
ら
英
語
版
の
ラ
ザ
ー
ル
論
文
集
『
ヨ
ブ
の
積
み
藁
』
（Job’s 

D
ungheap

）
を
編
集
出
版
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
一
九
四
二
年
、「
ヘ

ル
ツ
ル
と
ラ
ザ
ー
ル
」
で
、
南
フ
ラ
ン
ス
出
身
の
こ
の
早
世
し
た
異
形
の

文
筆
家
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
関
与
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
の
見
解
を
記
し

て
い
た
。
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「
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
と
と
も
に
同
胞
の
ひ
と

り
〔
ド
レ
フ
ュ
ス
〕
の
た
め
に
た
た
か
っ
た
自
分
の
経
験
と
に
照
ら

し
て
見
た
と
き
、
自
民
族
の
解
放
に
た
い
す
る
ほ
ん
と
う
の
障
碍

が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
ラ
ザ
ー
ル
は
気
づ
い

た
。
本
当
の
障
碍
は
、
「
貧
し
く
て
虐
げ
ら
れ
た
者
か
ら
な
る
民
族

が
道
徳
的
に
退
廃
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
彼
ら
は
裕
福
な
同
胞
の
ほ

ど
こ
し
で
生
活
し
、
内
部
に
お
け
る
抑
圧
に
よ
っ
て
で
は
な
く
外

部
か
ら
の
迫
害
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
反
抗
す
る
民
族
で
あ
り
、
自

分
の
社
会
で
は
な
く
他
人
の
社
会
で
革
命
家
」
だ
っ
た
。
ま
ず
は

じ
め
に
自
分
た
ち
自
身
の
自
由
を
断
念
す
れ
ば
自
由
の
大
義
に
奉

仕
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
誤
り
だ
と
ラ
ザ
ー
ル
は
考
え
た
。

自
由
を
も
と
め
る
闘
士
が
国
際
主
義
者
で
あ
り
う
る
の
は
た
だ
、
そ

の
語
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
自
由
を
承
認
す
る
覚

悟
が
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
国
際
主
義
者
が
反
国
民
的

で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
自
民
族
に
た
い
す
る
ラ
ザ
ー
ル
の

批
判
は
、
少
な
く
と
も
ヘ
ル
ツ
ル
の
批
判
と
お
な
じ
く
ら
い
痛
烈

だ
が
、
ラ
ザ
ー
ル
は
け
っ
し
て
彼
ら
を
軽
蔑
し
な
か
っ
た
し
、
政

治
は
上
か
ら
指
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
ヘ
ル
ツ
ル
の

考
え
を
共
有
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
政
治
的
に
無
力
な
ま
ま
に

と
ど
ま
る
か
、
そ
れ
と
も
救
済
者
と
し
て
エ
リ
ー
ト
集
団
の
仲
間

入
り
を
す
る
か
、
こ
の
二
者
択
一
に
直
面
し
た
彼
は
、
絶
対
的
な

孤
立
に
ひ
き
さ
が
る
道
を
選
ん
だ
。
」

 

（
『
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
争
』
一
四
二
―
一
四
三
頁
）

　

シ
オ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
、
振
幅
の
大
き
な
諸
々
の
発
言

や
行
動
の
モ
チ
ー
フ
を
整
合
的
に
理
解
す
る
う
え
で
、
こ
れ
ら
ラ
ザ
ー
ル

へ
の
言
及
を
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
今
後
不
可
欠
な
手
続
き
に
な
る

だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
ユ
ダ
ヤ
軍
」
設
立
構
想
へ
の
曲
折
に
満
ち
た
介
入

（
「
起
こ
っ
て
い
な
い
ユ
ダ
ヤ
戦
争
」
『
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
』
一
九
一
―
二
七
〇
頁
）

に
つ
い
て
も
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
見
方
を
取
る
に
せ
よ
、
ナ
チ
ス
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
制
圧
と
い
う
状
況
下
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
諸
民
族
も
「
世

界
喪
失
」
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
判
断
に
も
と
づ
き
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
独

自
の
旗
の
も
と
に
結
集
し
、
ド
イ
ツ
支
配
下
に
あ
る
他
の
諸
民
族
と
対
等

な
立
場
で
参
戦
す
る
と
い
う
展
望
が
、
ラ
ザ
ー
ル
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ

た
国
際
主
義
の
実
践
と
し
て
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
政
治
的
再
生
の
た
め
に

避
け
ら
れ
な
い
道
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
眼
に
、
死
活
的

な
重
要
性
を
持
っ
た
と
い
う
論
脈
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
の
憤
激
を
買
っ
た
一
九
四
四
年
の
「
シ
オ
ニ

ズ
ム
再
考
」
に
も
、
「
ヘ
ル
ツ
ル
と
ラ
ザ
ー
ル
」
と
の
一
貫
性
は
容
易
に

認
め
ら
れ
る
。

　

一
九
四
〇
年
、
対
独
降
伏
後
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
っ
て
、
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
た
事
件
を
主
題
と
す
る
「
ク
レ

ミ
ュ
ー
令
は
な
ぜ
廃
止
さ
れ
た
か
」
（
一
九
四
三
）
は
、
植
民
地
状
況
に
お

け
る
民
族
、
国
民
、
市
民
権
の
錯
綜
し
た
関
係
と
取
り
組
ん
だ
仕
事
で
あ

り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
問
題
関
心
の
広
さ
、
分
析
の
犀
利
さ
を
例
証
す
る
も

う
ひ
と
つ
の
事
例
で
あ
る
。
共
和
主
義
左
派
の
ユ
ダ
ヤ
人
政
治
家
ア
ド
ル

フ
・
ク
レ
ミ
ュ
ー
の
名
が
冠
せ
ら
れ
た
一
八
七
一
年
の
政
令
に
よ
っ
て
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
フ
ラ
ン
ス
市
民
権
を
付
与
さ
れ
、
ム
ス
リ



社会思想史研究　No. 39　2015

●　316

ム
の
ア
ラ
ブ
人
と
分
離
さ
れ
て
、
個
人
単
位
で
は
な
く
共
同
体
全
体
が
、

第
三
共
和
制
の
宗
主
国
へ
の
同
化
の
対
象
と
な
っ
た
。
七
〇
年
後
の
一
九

四
〇
年
、
第
三
共
和
制
の
崩
壊
後
、
こ
の
政
令
は
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
に
よ
っ

て
廃
止
さ
れ
た
。
一
九
四
三
年
、
連
合
軍
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
上
陸
す
る

が
、
自
由
フ
ラ
ン
ス
軍
を
率
い
る
ジ
ロ
ー
将
軍
は
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
植
民
者
の
支
持
を
得
る
た
め
、
「
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人

の
処
遇
の
平
等
」
を
口
実
に
、
ク
レ
ミ
ュ
ー
令
の
廃
止
を
維
持
す
る
声
明

を
発
し
た
の
で
あ
る
。

　

ほ
ぼ
一
年
後
、
ド
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
ク
レ
ミ
ュ
ー
令
は
復
活
さ
れ
る
が
、

ア
ー
レ
ン
ト
が
こ
の
文
章
を
記
し
た
の
は
、
ジ
ロ
ー
将
軍
の
声
明
の
直
後

で
あ
る
。
ク
レ
ミ
ュ
ー
令
自
体
が
普
仏
戦
争
に
お
け
る
敗
北
と
い
う
コ
ン

テ
ク
ス
ト
で
、
「
原
住
民
」
叛
乱
を
抑
止
す
る
た
め
の
フ
ラ
ン
ス
植
民
地

帝
国
の
分
断
政
策
と
、
誕
生
し
た
ば
か
り
の
第
三
共
和
制
が
共
和
主
義
支

持
者
を
増
や
そ
う
と
し
た
選
挙
対
策
と
い
う
、
二
重
の
政
治
的
要
請
を
背

景
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
見
逃
し
て
い
な
い
。

そ
の
上
で
、
ド
イ
ツ
の
圧
力
が
消
滅
し
た
の
ち
、
解
放
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス

に
よ
っ
て
ク
レ
ミ
ュ
ー
令
が
再
度
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
植
民
地
政
策
を

含
む
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な
統
治
制
度
の
原
則
の
放
棄
、
あ
か
ら
さ
ま
な

「
人
種
」
の
論
理
の
露
呈
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。
『
全
体

主
義
の
起
源
』
の
未
来
の
著
者
は
、
第
二
次
世
界
戦
争
の
戦
勝
国
の
側
に
、

全
体
主
義
の
論
理
が
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
か
、
こ
の
時
期
す
で
に
、
ゆ
る
ぎ
な
い
観
察
力
で
事
態
を
注
視
し
て
い

た
の
で
あ
る

）
3
（

。

　

本
書
に
は
、
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
刊
行
後
に
シ
ョ
ー
レ

ム
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
批
判
に
対
す
る
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
返
信
（
「
ア
イ
ヒ
マ

ン
論
争
―
―
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
へ
の
書
簡
」
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

論
争
の
パ
ト
ス
に
け
っ
し
て
流
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
応
答
の
一
語
一

語
が
、
論
理
、
情
動
、
判
断
力
の
、
複
雑
な
網
の
目
を
形
成
し
て
い
る
。

本
題
に
入
る
前
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
み
ず
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
性
を
、
自
分
が

男
で
は
な
く
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
同
様
の
、
「
あ
た
え
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

も
の

で
あ
っ
て
、
つ
く
ら
れ
た

0

0

0

0

0

も
の
で
は
な
い
も
の
」
、
「
ピ
ュ
シ
ス
に
よ
る

（physei

）
も
の
で
あ
っ
て
ノ
モ
ス
に
よ
る
（nom

ô

）
も
の
で
は
な
い
も
の
」

と
規
定
し
、
そ
の
よ
う
な
「
あ
る
が
ま
ま
の
す
べ
て
の
も
の
に
た
い
す
る

根
本
的
な
感
謝
の
念
」
は
「
政
治
以
前
の
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
「
例
外

的
な
状
況
―
―
た
と
え
ば
ユ
ダ
ヤ
人
の
政
治
の
状
況
―
―
に
お
い
て
は
、

い
わ
ば
否
定
的
な
仕
方
で
あ
る
と
は
い
え
、
結
果
と
し
て
政
治
的
な
意
味

を
も
つ
」
と
述
べ
る
。
帰
属
と
い
う
事
実
に
対
す
る
彼
女
の
理
解
の
仕
方
、

彼
女
を
あ
る
時
期
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
接
近
さ
せ
た
モ
チ
ー
フ
が
、
こ
こ
に
率

直
か
つ
簡
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う

）
4
（

。
「
ユ
ダ
ヤ
民
族

へ
の
愛
の
欠
如
」
と
い
う
、
シ
ョ
ー
レ
ム
が
彼
女
に
差
し
向
け
た
非
難
に

対
す
る
応
答
は
明
快
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
「
愛
」
の
対
象
は
個
人
で

し
か
な
く
、
「
民
族
あ
る
い
は
集
団
を
「
愛
し
た
」
こ
と
は
一
度
も
な
い
」
、

自
分
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
愛
」
は
「
疑
わ

し
い
」
。

　

こ
の
手
紙
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
当
時
の
イ
ス
ラ
エ
ル
外
相
、
後
に
首
相

と
な
る
ゴ
ル
ダ
・
メ
イ
ア
と
の
会
見
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
報
告
す
る
。

　

「
そ
の
人
物
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
宗
教
と
国
家
の
不
可
分
性
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を
―
―
私
の
考
え
で
は
命
取
り
と
な
る
よ
う
な
こ
と
を
―
―
擁
護

し
て
い
ま
し
た
。
（
…
）「
わ
た
し
が
社
会
主
義
者
と
し
て
も
ち
ろ
ん

神
を
信
じ
て
い
な
い
こ
と
は
お
わ
か
り
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
ユ
ダ

ヤ
民
族
を
信
じ
て
い
る
の
だ
」
。
わ
た
し
は
こ
れ
を
ひ
ど
い
発
言
だ

と
思
い
、
あ
ま
り
に
も
あ
き
れ
返
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
そ
の

と
き
は
な
に
も
答
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
わ
た
し
は
こ
の
よ

う
に
い
う
こ
と
も
で
き
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
民
族
の
偉
大
さ
は
か

つ
て
神
を
信
じ
て
い
た
こ
と
に
、
し
か
も
神
に
た
い
す
る
信
頼
と

愛
が
神
へ
の
怖
れ
を
上
回
る
よ
う
な
仕
方
で
信
じ
て
い
た
こ
と
に

あ
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
こ
の
民
族
が
自
分
自
身
し
か
信
じ
て
い
な

い
と
は
？   

そ
こ
か
ら
ど
ん
な
善
が
生
じ
う
る
と
い
う
の
か
？
」

 

（
『
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
争
』
三
一
八
頁
）

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
無
神
論
者
メ
イ
ア
と
独
自
の
ユ
ダ
ヤ
教
解
釈

の
も
と
に
信
仰
生
活
を
送
る
シ
ョ
ー
レ
ム
の
あ
い
だ
に
楔
を
打
ち
込
み
、

両
者
が
シ
オ
ニ
ス
ト
と
し
て
共
通
し
て
唱
え
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
へ
の
「
信
」

や
「
愛
」
と
い
う
観
念
の
矛
盾
を
対
話
者
に
突
き
つ
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、

同
時
に
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
す
る
彼
女
自
身
の
微
妙
な
立
ち
位
置
も
表
明
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

　

続
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
「
悪
の
陳
腐
さ
」
と
い
う
定
式
の
含
意
を
は

じ
め
、
シ
ョ
ー
レ
ム
の
誤
解
と
彼
女
が
考
え
た
も
の
を
解
く
た
め
に
、

『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
の
所
論
に
、
一
点
一
点
立
ち
返
る
。

だ
が
、
死
刑
執
行
の
是
非
を
め
ぐ
る
立
場
の
違
い
に
論
及
す
る
と
き
、
も

う
一
度
、
ひ
そ
か
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
問
題
に
立
ち
返
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
二
つ
の
論
点
は
、
少
な
く
と
も
ア
ー
レ
ン

ト
の
な
か
で
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
つ
な
が
っ
て
い
た
ら
し
い
か
ら
だ
。

　

「
あ
な
た
が
死
刑
執
行
に
反
対
な
さ
る
論
拠
を
お
出
し
に
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
、
残
念
に
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
問
題
を
議

論
す
る
な
か
で
、
も
し
か
し
た
ら
わ
た
し
た
ち
は
、
ど
こ
に
お
た

が
い
の
最
も
根
本
的
な
ち
が
い
が
あ
る
の
か
を
見
つ
け
る
第
一
歩

を
踏
み
出
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
「
歴
史

的
に
ま
ち
が
っ
た
」
も
の
だ
っ
た
、
と
あ
な
た
は
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
文
脈
で
〈
歴
史

0

0

〉
と
い
う
亡
霊
が
甦
る
の
を
見

る
の
は
心
地
が
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
そ
れ

は
政
治
的

0

0

0

そ
し
て
司
法
的

0

0

0

に
（
そ
し
て
こ
の
後
者
こ
そ
が
じ
っ
さ
い
に

は
す
べ
て
の
問
題
で
す
が
）
正
し
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
―
―
判
決

0

0

を

執
行
し
な
い
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
」

 

（
同
書
、
三
二
二
―
三
二
三
頁
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
強
調
）

　

こ
の
主
張
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ

ヒ
マ
ン
』
に
加
え
て
、
少
な
く
と
も
『
人
間
の
条
件
』
の
「
不
可
逆
性
と

赦
し
の
力
」
の
章
を
同
時
に
読
み
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、

シ
ョ
ー
レ
ム
が
死
刑
執
行
に
反
対
し
た
論
拠
に
つ
い
て
も
、
こ
の
文
脈
に

か
か
わ
る
テ
ク
ス
ト
を
超
え
て
、
彼
の
著
作
の
な
か
に
あ
ら
た
め
て
探
る

努
力
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
論

争
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
、
往
々
な
さ
れ
が
ち
な
過
度
の
単
純
化
に
は
慎
重

で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
無
限
定
な
時
空
に
押
し
広
げ
る
深
淵
状
の
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問
い
が
、
ま
さ
に
こ
こ
に
開
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

注（
1
） コ
ー
エ
ン
の
こ
の
講
演
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
一
九
八
〇
年
代
に
エ
ル

サ
レ
ム
で
行
っ
た
あ
る
講
演
で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。Jacques D

errida, 
« IN

T
E

R
PR

E
T

A
T

IO
N

S A
T

 W
A

R
 – K

ant, le Juif, l’A
llem

and », in 
Phénom

énologie et politique, M
élanges offerts à Jacques T

am
iniaux, 

1989, O
usia 

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「IN

T
E

R
PR

E
TA

T
IO

N
S A

T
 

W
A

R

―
―
カ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
ド
イ
ツ
人
」
鵜
飼
哲
訳
『
現
代
思
想
』

一
九
九
三
年
五
月
―
八
月
号
） .

（
2
） 

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ラ
ザ
ー
ル
に
関
す
る
日
本
語
に
よ
る
、
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ

た
、
優
れ
た
論
考
と
し
て
、
下
記
の
文
献
が
参
照
で
き
る
。
菅
野
賢
治
「
試

論
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ラ
ザ
ー
ル
」
（
上
・
下
）
、
『
一
橋
大
学
研
究
年
報
、
人

文
科
学
研
究
』
三
五
―
三
六
号
、
一
九
九
八
―
一
九
九
九
年
。

（
3
） こ
の
問
題
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
は
下
記
の
論
文
を
参
照
。

Joëlle A
llouche-B

enayoun, « Les enjeux de la naturalisation 
des Juifs d ’A

lgérie: du  dhim
m

i au citoyen », in Le choc colonial 
et l’islam

 – les politiques religieuses des puissances coloniales en 

terres d’islam
, sous la direction de P

ierre-Jean Luizard, la 
D

écouverte, 2006.

（
4
） 

ユ
ダ
ヤ
性
と
と
も
に
性
的
差
異
を
、
ピ
ュ
シ
ス
と
ノ
モ
ス
の
ギ
リ
シ
ャ
的

分
割
に
則
っ
て
理
解
す
る
こ
こ
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。C

f. Jacqueline R
ose, 

« A
m

our de soi/am
our du peuple: m

alaise dans le sionism
e », 

in H
annah A

rendt- C
rises de l’E

tat-nation, sous la direction de 
A

nne K
upiec, M

artine L
eibovici, G

éraldine M
uh

lm
ann, 

E
tienne Tassen, Sens &

 Tonka, 2007.

 

（
う
か
い
・
さ
と
し
／
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
思
想
）

　

書
評　

『
理
性
の
行
方　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
批
判
理
論
』

（
木
前
利
秋
著
、
未
來
社
、
二
〇
一
四
年
）

齋
藤
純
一

　

本
書
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
を
と
り
わ
け
「
批

判
理
論
の
言
語
論
的
転
回
」
の
意
義
に
注
目
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
（
本

書
は
、
序
章
「
近
代
の
行
く
末
」
、
第
一
章
「
公
共
圏
へ
の
ま
な
ざ
し
」
、
第
二
章

「
行
為
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
、
第
三
章
「
方
法
と
し
て
の
反
省
概
念
」
、
第

四
章
「
時
代
診
断
と
し
て
の
批
判
理
論
」
、
第
五
章
「
熟
議
民
主
主
義
の
地
平
」

お
よ
び
付
論
・
付
録
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
）
。
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後
年
の
著
作
で
は
『
真
理
と
正
当
化
』
（
一
九
九
九
年
）
の
議
論
が
と
く

に
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、
論
述
の
力
点
は
、
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
（
一

九
六
二
年
）
か
ら
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
（
一
九
七
八
、

八
一
年
）
に
い
た
る
時
期
の
著
作
を
め
ぐ
る
考
察
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
本

書
の
関
心
が
、
主
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
お

こ
な
わ
れ
た
「
言
語
論
的
転
回
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

本
書
の
議
論
に
お
い
て
、
こ
の
転
回
の
意
義
は
大
き
く
次
の
三
点
に
見

い
だ
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
主
観
的
な
理
性
か
ら
間
主

観
的
な
理
性
へ
の
、
認
知
的
・
道
具
的
合
理
性
か
ら
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

的
合
理
性
へ
の
転
換
が
意
識
的
に
は
か
ら
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
ヘ
ー

ゲ
ル
―

マ
ル
ク
ス
―

フ
ロ
イ
ト
の
系
譜
に
沿
っ
て
描
か
れ
て
き
た
「
抑
圧

と
解
放
の
弁
証
法
」
と
い
う
類
的
主
体
を
想
定
す
る
理
論
構
想
か
ら
の
脱

却
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
。

　

第
二
に
、
「
行
為
―

議
論
（A

rgum
entation

）
」
の
準
拠
枠
が
確
立
さ
れ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
そ
の
反
省
形
式
で
あ
る
議
論
（
討
議
お

よ
び
批
判
）
が
も
つ
行
為
調
整
の
は
た
ら
き
、
つ
ま
り
、
妥
当
要
求
を
掲

げ
る
行
為
お
よ
び
そ
の
妥
当
要
求
の
論
証
に
か
か
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
通
じ
た
社
会
的
統
合
―
―
さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
た
全
体
社
会
の

統
合
―
―
を
展
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

　

第
三
に
、
自
己
反
省
の
二
つ
の
形
態
で
あ
る
「
自
己
批
判
」
（
個
人
的

な
も
の
で
あ
れ
集
合
的
な
も
の
で
あ
れ
主
体
の
自
己
欺
瞞
の
批
判
的
解
消
に
か
か

わ
る
）
と
「
合
理
的
再
構
成
」
の
区
別
が
は
か
ら
れ
、
後
者
が
批
判
理
論

の
方
法
論
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
合
理

的
再
構
成
」
と
は
、
前
理
論
的
な
知
識
（
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
）
を
理
論
的
な

知
識
（
「
ノ
ウ
・
ザ
ッ
ト
」
）
へ
と
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
、

強
制
な
し
に
受
容
し
う
る
、
理
に
か
な
っ
た
事
柄
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
く

方
法
で
あ
る
。
転
回
後
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
構
築
は
、
経
験
的
に
観

察
さ
れ
る
も
の
か
ら
合
理
的
に
再
構
成
し
う
る
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
批
判
的
評
価
の
視
点
を
獲
得
す
る
と
い
う
方
法
に
依
拠
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

転
回
を
め
ぐ
る
著
者
の
議
論
の
特
徴
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
新

た
な
理
論
的
課
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
転
回
が
は
か
ら
れ
る

な
か
で
後
景
に
退
い
て
い
く
思
想
的
な
諸
契
機
に
注
目
す
る
点
に
あ
る
。

　

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
に
お
い
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
は
、
認
知
的
―

道
具
的
合
理
性
な
ど
他
の

合
理
性
と
同
じ
平
面
に
位
置
す
る
合
理
性
の
一
類
型
で
あ
り
な
が
ら
も
、

そ
れ
ら
複
数
の
合
理
性
の
間
に
あ
る
べ
き
関
係
を
構
築
し
、
維
持
す
る
合

理
性
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
。

本
書
は
、
全
体
を
通
じ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
の
構
造
に
は
、
複
数

の
事
柄
―
―
合
理
性
の
諸
類
型
、
行
為
の
諸
類
型
、
社
会
統
合
の
諸
媒
体
、

あ
る
い
は
討
議
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
る
諸
理
由
な
ど
―
―
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
固
有
の
限
定
さ
れ
た
権
限
・
権
能
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
間
の
あ
る
べ
き
関
係
を
探
っ
て
い
く
と
い
う
基
本
的
な
特
徴
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

次
い
で
後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
は
、
本
書
の
い
く
つ
か
の
箇
所

で
、
転
回
の
過
程
で
周
辺
化
さ
れ
て
い
く
思
想
的
な
契
機
に
注
目
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
初
期
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
示
し
た
「
社
会
的
合
理
性
」

（
生
産
と
消
費
の
合
理
化
）
の
概
念
は
、
人
と
物
（
世
界
）
と
の
新
た
な
関
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係
の
構
築
に
関
わ
る
合
理
性
の
形
態
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

間
主
観
的
な
合
理
性
に
は
還
元
で
き
な
い
／
還
元
す
べ
き
で
は
な
い
固
有

の
問
題
領
域
を
構
成
し
て
い
る
。
人
と
人
と
の
関
係
と
は
異
な
っ
た
人
と

世
界
（
主
観
的
・
客
観
的
世
界
）
に
関
わ
る
合
理
性
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う

に
構
想
し
う
る
か
は
著
者
が
一
貫
し
て
関
心
を
寄
せ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。

間
主
観
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
人
と
世
界
と
の
関
係
の
あ
り
方
を

規
定
す
る
の
と
同
時
に
、
後
者
が
前
者
を
逆
に
規
定
し
て
い
る
事
態
に
も

あ
ら
た
め
て
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
示
唆
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
認
知
・
動
機
づ
け
両
面
に
関
わ
る
機
制
を
再
考
す
る
う
え

で
も
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
方
法
的
な
自
己
反
省
の
一
形
態
で
あ
る
「
自
己
批
判
」
も
本
書

が
重
視
す
る
思
想
的
契
機
の
一
つ
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、「
自
己
批
判
」

は
、
合
理
的
再
構
成
の
方
法
そ
の
も
の
が
説
得
力
を
も
つ
た
め
に
も
不
可

欠
の
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
再
構
成
を
行
う
観
察
者
（
理
論
家
）

自
身
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
暗
黙
の
う
ち
に
損
な
っ
て
い
る
錯
誤
や
欺

瞞
を
批
判
的
に
問
い
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
転
回
以
前
の
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
が
と
っ
て
い
た
精
神
分
析
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
方
法
は
、
合
理
的

再
構
成
を
補
完
す
べ
き
も
の
と
し
て
保
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る

見
方
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
討
議
）
を
通
じ
て
の
「
内
在
的
超
越
」

と
い
う
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
の
核
心
に
も
触
れ
る
だ
け
に
、
今
後
さ
ら

に
検
討
さ
れ
る
べ
き
論
点
で
あ
ろ
う
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
『
自
然
主
義
と
宗
教
の
間
』
（
二
〇
〇
五
年
）
で
、

自
身
が
生
涯
を
通
じ
て
携
わ
っ
て
き
た
三
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
「
公
共
性
」
、

「
討
議
」
、「
理
性
」
を
挙
げ
て
お
り
、
本
書
も
こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
本
書
が
提
起
し
て
い
る

議
論
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
、
若
干
の
批
評
を
試
み
た
い
。

　

ま
ず
「
公
共
性
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
書
は
、『
公
共
性
の
構
造
転
換
』

に
お
け
る
「
領
域
」
と
「
圏
」
の
区
別
、
『
事
実
性
と
妥
当
』
に
お
け
る

二
つ
の
権
力
循
環
の
区
別
、
法
規
範
の
正
統
性
の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
有

益
な
読
解
を
提
供
し
て
い
る
。
と
く
に
、
公
共
圏
に
お
け
る
議
論
の
あ
り

方
そ
れ
自
体
を
も
批
判
的
に
議
論
し
う
る
「
自
己
言
及
的
な
循
環
」
が
成

り
立
つ
こ
と
が
、
公
共
性
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
重
要

で
あ
る
。

　

こ
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理

論
』
が
示
し
た
「
制
度
と
し
て
の
法
」
お
よ
び
「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
法
」

の
二
分
法
が
そ
の
後
撤
回
さ
れ
、
世
界
観
の
多
元
性
と
い
う
条
件
の
も
と

で
社
会
を
統
合
し
う
る
唯
一
の
媒
体
と
し
て
法
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く

経
緯
に
つ
い
て
の
本
書
の
議
論
が
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

そ
し
て
、
転
回
が
公
共
圏
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
想
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
が
あ
っ
た
こ
と

を
挙
げ
て
お
き
た
い
（
本
書
が
完
成
す
る
前
に
惜
し
く
も
亡
く
な
っ
た
著
者
は
、

第
四
章
、
第
五
章
の
議
論
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
入
念
な
改
稿
を
期
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
）
。
法
が
社
会
統
合
の
唯
一
の
媒
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

か
ら
こ
そ
、
『
事
実
性
と
妥
当
』
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
そ
れ
を
正
統
化

し
う
る
民
主
的
な
意
見
―

意
志
形
成
の
手
続
き
に
関
心
を
傾
け
る
の
で
あ

り
、
ま
た
、
彼
が
公
共
圏
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
繰
り
返
し

「
主
体
な
き
」
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
る
の
は
、
そ
こ
で
重
視
さ
れ
る
の
が
、

法
や
規
範
を
正
当
化
す
る
理
由
の
検
討
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
濾
過
さ
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れ
た
理
由
の
蓄
積
（
「
理
由
の
プ
ー
ル
」
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
公
共
圏
に
お

け
る
理
由
の
交
換
・
検
討
・
蓄
積
は
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
境
界
を

も
た
ず
、
特
定
し
う
る
（
集
合
的
）
主
体
に
よ
っ
て
そ
れ
が
担
わ
れ
る
必

要
は
な
い
。
「
主
体
に
よ
る
」
意
志
形
成
は
、
こ
う
し
た
理
由
の
検
討
を

行
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
仕

方
で
行
わ
れ
る
。

　

「
討
議
」
に
関
し
て
は
、
行
為
と
討
議
の
水
準
の
違
い
や
、
討
議
が
合

意
形
成
の
可
能
性
と
不
合
意
の
顕
在
化
の
両
面
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と

の
指
摘
な
ど
、
本
書
の
分
析
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
討
議
概
念
を
理
解
す

る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
討
議
そ
の
も
の
が
ど

の
よ
う
な
条
件
（
環
境
）
の
も
と
で
行
わ
れ
る
か
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
本
書
の
示
唆
は
貴
重
で
あ
る
。
著
者
は
、
可
謬
性
の
観

点
か
ら
「
討
議
や
熟
議
を
十
分
に
反
復
し
う
る
条
件
」
が
整
っ
て
い
る
こ

と
を
そ
う
し
た
条
件
と
し
て
重
視
し
て
い
る
が
、
合
理
性
の
観
点
か
ら
、

討
議
が
「
認
知
的
な
多
様
性
」
（epistem

ic diversity

）
を
十
分
に
包
摂
し
、

そ
れ
を
活
か
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
条
件
も
そ
れ
に
付
け
加
え
ら

れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
想

が
、
認
知
的
な
正
し
さ
（rightness, correctness

）
を
強
調
す
る
（
D
・

エ
ス
ト
ラ
ン
ド
ら
の
）
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
想
と
ど
の
よ
う
に
接
続
可
能

で
あ
り
、
ど
こ
で
分
か
れ
る
か
が
、
す
で
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
議
論
の

焦
点
に
な
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
理
性
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
は
、
「
理
性
の
他
者
」
で
は

な
く
「
他
の
理
性
」
を
探
ろ
う
と
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
立
場
を
基
本
的

に
支
持
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
理
性
が
「
合
理
外
的
（arational

）
な

も
の
」
に
関
わ
る
局
面
を
一
貫
し
て
重
視
し
て
き
た
。
「
理
性
は
、
日
常

言
語
を
介
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、

同
時
に
言
語
の
世
界
開
示
機
能
を
通
じ
て
合
理
外
的
な
も
の
と
も
関
わ
る
。

理
性
は
人
間
と
人
間
と
の
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
構
想

力
と
結
び
つ
き
な
が
ら
人
間
と
世
界
と
の
関
係
を
も
有
す
る
の
で
あ
る
」

（
本
書
、
三
二
九
頁
）
。
著
者
は
、
『
真
理
と
正
当
化
』
に
お
け
る
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
が
、
美
的
領
域
の
み
な
ら
ず
、
認
知
的
―

道
具
的
領
域
や
道
徳
的
―

実
践
的
領
域
な
ど
で
も
言
語
の
世
界
開
示
機
能
が
は
た
ら
く
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
る
。

　

著
者
が
、
言
語
の
世
界
開
示
機
能
―
―
「
言
語
が
世
界
の
あ
ら
た
な
側

面
を
切
り
開
き
そ
の
意
味
を
救
い
出
す
発
見
的
な
機
能
」
―
―
を
重
視
す

る
の
は
、
そ
れ
が
、
停
滞
に
陥
り
か
ね
な
い
学
習
過
程
を
活
性
化
す
る
と

と
も
に
、
さ
き
に
挙
げ
た
観
察
者
（
理
論
家
）
の
自
己
批
判
を
も
可
能
に

す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
合
理
外
的
な
も
の
」
は
、
合
理
的
な
推
論
や
行
動

か
ら
切
り
離
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
存
の
合
理
性
の
あ
り
方

に
対
す
る
反
省
を
触
発
し
、
そ
れ
を
刷
新
す
る
役
割
を
も
果
た
し
う
る
。

こ
の
こ
と
を
、
著
者
は
、
合
理
性
そ
れ
自
体
に
対
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

境
界
設
定
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
近
年
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
社
会
」

に
お
け
る
宗
教
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
、
信
仰
と
知
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界

を
反
省
的
に
確
認
す
る
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
彼
は
、
一
方

で
、
「
正
統
主
義
」
に
よ
る
境
界
侵
犯
を
批
判
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
宗

教
の
言
語
が
、
世
俗
の
言
語
に
と
っ
て
あ
る
種
の
「
世
界
開
示
」
の
機
能
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を
そ
な
え
、
道
徳
的
―

実
践
的
領
域
に
お
け
る
公
共
的
な
推
論
に
も
深
い

影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に

よ
れ
ば
、
信
仰
と
知
は
、
非
対
称
的
な
認
知
的
観
点
を
も
つ
が
ゆ
え
に
互

い
を
補
完
し
う
る
関
係
に
あ
り
、
公
共
的
な
議
論
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の

貢
献
を
認
知
的
根
拠
に
も
と
づ
い
て
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合
理
性
の
限
界
を
反
省
し
、
そ
れ
ゆ
え
に

新
た
な
学
習
過
程
に
む
け
て
自
ら
を
開
く
こ
と
が
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ

て
「
理
に
か
な
っ
た
」
（vernünftig

）
態
度
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
自

然
科
学
的
な
客
観
化
を
自
己
に
対
し
て
も
及
ぼ
す
自
然
主
義
批
判
の
文
脈

に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
る
。
著
者
は
、
早
く
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合
理
性

に
対
す
る
境
界
設
定
と
そ
れ
ら
の
あ
る
べ
き
―
―
理
に
か
な
っ
た
―
―
関

係
の
探
求
と
い
う
理
論
的
課
題
を
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
思
想
か
ら
汲
み
取
っ

て
き
た
。
こ
の
慧
眼
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

 

（
さ
い
と
う
・
じ
ゅ
ん
い
ち
／
政
治
理
論
）

　

書
評　

『
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
と
市
民
社
会 

 
 

―
―「
六
〇
年
代
」の
思
想
の
ゆ
く
え
―
―

』

（
安
藤
丈
将
著
、
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
四
年
）

田
中
ひ
か
る

　

日
本
に
お
け
る
「
一
九
六
八
年
」
の
社
会
運
動
は
、
今
の
わ
れ
わ
れ
に

何
を
残
し
た
の
か
？   

少
な
か
ら
ぬ
思
想
史
研
究
者
が
発
す
る
こ
の
問
い

に
対
し
て
、
本
書
は
一
つ
の
回
答
を
導
き
出
し
て
い
る
。
な
お
、
本
書
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
基
礎
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
英
語
版
が
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
（A

ndo Takem
asa, 
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）
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
内
容
は
世
界
の
研
究

者
た
ち
に
対
し
て
も
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
書
の
問
い
を
よ
り
正
確
に
記
す
と
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に

高
揚
し
た
日
本
の
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
が
、
七
〇
年
代
以
降
の
市
民
運
動

（
本
書
で
は
「
市
民
社
会civil society

」
と
呼
ば
れ
る
）
に
何
を
残
し
た
の

か
？   

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
、
本
書
に
お
け
る
「
ニ
ュ
ー
レ

フ
ト
」
の
定
義
を
見
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
著
者
に
よ
れ
ば
、
六
〇
年
代

後
半
以
降
の
学
生
運
動
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
、
青
年
労
働
者
運
動
な
ど
、

広
範
な
運
動
を
含
む
概
念
で
あ
る
。
他
方
、
階
級
問
題
と
革
命
に
よ
る
変

革
を
最
優
先
さ
せ
る
オ
ー
ル
ド
レ
フ
ト
や
、
七
〇
年
代
以
降
に
形
成
さ
れ

る
、
社
会
主
義
や
共
産
主
義
か
ら
距
離
を
取
っ
て
い
た
「
新
し
い
社
会
運

動
」
、
さ
ら
に
は
「
新
左
翼
」と
呼
ば
れ
る
「
党
派
」と
本
書
に
お
け
る
ニ
ュ
ー

レ
フ
ト
概
念
は
区
別
さ
れ
る
。

　

次
に
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
を
分
析
す
る
枠
組
み
で
あ
る
が
、

以
下
の
三
点
に
要
約
で
き
る
。
一
、
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
を
、
「
日
常
性
」

の
「
自
己
変
革
」
あ
る
い
は
「
生
き
方
の
問
い
直
し
」
と
い
う
思
想
を
抱

く
個
々
の
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
が
担
っ
た
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
運

動
と
し
て
捉
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
特
定
の
個
人

や
個
別
の
運
動
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
複
数

の
運
動
を
「
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
」
と
い
う
一
つ
の
枠
組
み
の
中
で
捉
え
、
そ

れ
ら
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
思
想
・
運
動
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
二
、

運
動
が
一
九
六
八
年
を
頂
点
に
し
て
衰
退
し
た
後
、
七
〇
年
代
以
降
の
市

民
運
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
か
ら
ニ
ュ
ー
レ

フ
ト
運
動
を
と
ら
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
枠
組
み
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
「
一

九
六
八
年
」
と
い
う
時
期
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
で
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
の
遺
産

に
関
す
る
検
討
を
切
り
捨
て
る
、
そ
の
よ
う
な
従
来
の
研
究
に
あ
っ
た
問

題
を
克
服
で
き
る
点
に
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
本
書
の
特
徴
は
、
同
時
代
の
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
・
メ
デ
ィ
ア
に

関
す
る
言
説
分
析
と
い
う
方
法
に
あ
る
。
そ
の
際
に
著
者
が
最
も
重
要
視

す
る
の
が
、
「
自
己
変
革
」
あ
る
い
は
「
日
常
性
」
の
自
己
変
革
に
関
わ

る
言
説
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、

自
分
た
ち
の
言
語
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
自
身
が
縛
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と

証
言
し
て
い
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
を
縛
っ
て
い
た
の
は
、
「
日

常
性
」
の
自
己
変
革
に
関
わ
る
様
々
な
言
説
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
自
己
変
革
」
と
い
う
思
想
の
背
景
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半

に
若
者
た
ち
の
間
で
意
識
さ
れ
た
社
会
の
「
規
律
化
」
が
あ
っ
た
。
高
度

経
済
成
長
の
も
と
で
物
質
的
に
豊
か
で
あ
る
状
況
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
、

抑
圧
さ
れ
た
人
び
と
に
対
し
て
無
関
心
で
、
自
ら
の
幸
福
だ
け
を
守
ろ
う

と
す
る
生
き
方
を
肯
定
す
る
。
若
者
た
ち
は
、
こ
う
い
っ
た
状
況
を
批
判

す
る
と
と
も
に
、
激
化
す
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
反
対
せ
ず
、
豊
か
な
生
活

を
享
受
す
る
日
常
生
活
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
る
、
と
オ
ー
ル
ド
レ

フ
ト
を
批
判
す
る
中
で
、
「
自
分
の
生
き
方
を
変
え
る
」
も
し
く
は
「
日

常
性
」
の
自
己
変
革
と
い
う
戦
略
を
見
い
だ
し
た
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り

こ
の
戦
略
は
、
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
若
者
た
ち
が
六

〇
年
代
後
半
の
運
動
の
中
で
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
己
変
革
も
し
く
は
「
生
き
方
の
問
い
直
し
」
と
い
う

思
考
は
、
政
治
変
革
で
は
な
く
、
個
人
の
内
面
や
「
生
き
方
」
、
お
よ
び
、
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個
人
の
倫
理
の
変
革
に
向
か
っ
た
。
ま
た
著
者
に
よ
れ
ば
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ

ス
ト
た
ち
が
直
接
行
動
や
ゲ
バ
ル
ト
を
肯
定
し
た
の
は
こ
の
思
考
が
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
直
接
行
動
や
ゲ
バ
ル
ト
を
行
使
す
る
こ
と

よ
っ
て
、
彼
ら
は
自
ら
の
信
念
や
主
体
性
を
確
認
で
き
る
と
同
時
に
自
己

変
革
を
実
現
で
き
る
と
実
感
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

従
来
、
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
の
言
説
に
つ
い
て
は
、
管
理
社
会
批
判
と
い
う

建
設
的
な
側
面
か
、
あ
る
い
は
、
他
者
を
攻
撃
す
る
破
壊
的
側
面
の
ど
ち

ら
か
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
だ
が
著
者
は
、
自
己
変
革
と
い
う

個
人
の
内
面
に
向
か
う
倫
理
的
な
言
説
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
分
析
を
通

じ
て
、
こ
の
言
説
が
、
建
設
的
な
側
面
と
、
自
己
を
責
め
る
と
同
時
に
他

者
を
攻
撃
す
る
破
壊
的
な
側
面
の
両
方
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
の
核
心
に
は
、
も
と
も
と
そ
の
両
面
が
あ
っ
た
、
と
い
う

視
点
を
提
示
す
る
。

　

一
九
六
九
年
に
は
、
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
が
後
退
を
始
め
る
。
著
者
に

よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
は
、
警
察
に
よ
る
統
制
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、

主
要
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
が
大
衆
的
支
持

を
得
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
同
時
期
に
運
動
の
側
で
は
、
社
会
全
体
を

形
作
る
「
規
律
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
自
己
変
革
を
続
け
る
上
で
の

障
害
と
い
う
意
味
で
「
日
常
性
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
自
己
変
革
も
、
「
自
己
反
省
」
と
い
う
個
人
の
内
面
に

重
圧
を
加
え
る
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
自
己
反
省
」
の
論
理
は
、
自
分
だ
け
で
な
く

仲
間
に
も
向
け
ら
れ
、
究
極
的
に
は
内
ゲ
バ
と
連
合
赤
軍
の
リ
ン
チ
殺
人

事
件
に
も
つ
な
が
っ
た
。
自
分
の
生
き
方
を
運
動
に
関
わ
る
姿
勢
に
反
映

さ
せ
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
の
高
い
倫
理
意
識
が
、
仲
間
へ
の
攻

撃
に
つ
な
が
っ
た
、と
い
う
の
が
著
者
の
分
析
で
あ
る
。
多
く
の
ア
ク
テ
ィ

ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
が
連
合
赤
軍
事
件
と
自
身
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
た

の
は
、
「
日
常
性
」
の
変
革
と
い
う
目
的
を
、
連
合
赤
軍
の
メ
ン
バ
ー
と

共
有
し
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
自
己
変
革
と
い
う
重

圧
に
耐
え
ら
れ
ず
運
動
か
ら
離
れ
た
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
そ
の

後
も
挫
折
感
に
さ
い
な
ま
れ
続
け
、
自
ら
の
経
験
に
つ
い
て
語
ら
な
く

な
っ
た
の
だ
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
は
寺
小
屋
な
ど

の
学
習
活
動
を
開
始
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
の
中
で
、
公
害

被
害
を
受
け
た
人
々
や
大
規
模
開
発
に
反
対
す
る
地
域
住
民
と
交
流
す
る

こ
と
、
さ
ら
に
は
日
本
の
経
済
発
展
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
ア
ジ

ア
の
人
々
と
の
交
流
や
彼
ら
に
対
す
る
支
援
活
動
を
通
じ
て
、
都
会
に
お

け
る
、
さ
ら
に
は
日
本
社
会
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
問
い
直
す
、

と
い
う
、
い
わ
ば
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
の
自
己
反
省
を
続
け
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
「
日
常
性
」
の
自
己
変
革

と
い
う
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
の
課
題
は
、
七
〇
年
代
以
降
の
市
民
運
動
の
中
に

広
が
り
、
「
市
民
の
力
」
と
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、
同
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
「
新
し
い
運
動
」
が
、
環
境

政
党
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
新
し
い
政
治
」
を
生
み
出
し
て
い
る
が
、
日

本
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
著
者
に
よ
れ

ば
、
一
方
で
は
、
既
成
の
左
派
政
党
が
、
脱
物
質
主
義
的
価
値
観
を
持
つ

ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
の
担
い
手
を
取
り
込
む
た
め
に
党
を
刷
新
せ
ず
、
そ

の
よ
う
な
意
識
を
持
つ
党
内
の
若
者
た
ち
を
切
り
捨
て
た
こ
と
に
求
め
ら
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れ
る
。
他
方
、
当
時
高
揚
し
て
い
た
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
運
動
は
、
ニ
ュ
ー
レ

フ
ト
と
同
様
の
思
考
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
日
常
の
中
に
偏
在
す
る
権
力

関
係
の
転
換
を
目
標
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
女
た
ち
の
間
で
は
政

治
変
革
が
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
「
新
し
い
運
動
」
を
基
盤

に
し
な
が
ら
女
性
議
員
を
国
会
に
送
り
出
す
と
い
う
「
新
し
い
政
治
」
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
挫
折
し
た
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
同
様
の
運
命
を
た
ど
る
の
が
、
住
民
運
動
で
あ
っ
た
。

大
規
模
開
発
や
原
発
建
設
に
反
対
す
る
住
民
運
動
は
、
自
分
た
ち
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
変
革
を
実
践
し
て
お
り
、
戦
後
革
新
勢
力
に
対
し
て
反
発

し
て
い
た
。
そ
の
点
で
、
住
民
運
動
は
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
と
共
通
の
特
徴
を

持
っ
て
い
た
が
、
他
方
で
は
、
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
を
「
過
激
派
」
と
呼
ん
で

排
除
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
反
原
発
運
動
は
、
都
市
の
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、

ロ
ー
カ
ル
な
運
動
を
全
国
レ
ベ
ル
の
も
の
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本

で
は
、
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
を
媒
介
と
し
な
が
ら
各
地
の
住
民
運
動
が
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
市
民
運
動

が
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
運
動
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
に
関
す
る
著
者
の
結
論
を

整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
、
「
自
己
変
革
」
も
し
く
は
「
生

き
方
の
問
い
直
し
」
の
思
想
は
、
七
〇
年
代
以
降
の
市
民
運
動
に
広
が
り
、

運
動
に
参
加
す
る
一
人
一
人
の
市
民
に
活
力
を
与
え
た
。
二
、
自
己
変
革

と
い
う
思
考
は
、
狭
い
意
味
で
の
政
治
の
領
域
に
親
和
性
を
持
た
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、「
新
し
い
政
治
」
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
。
三
、
ニ
ュ
ー

レ
フ
ト
運
動
は
、
日
本
社
会
に
お
い
て
直
接
行
動
へ
の
嫌
悪
を
広
げ
た
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
警
察
に
よ
る
ポ
リ
シ
ン
グ
や
主
流
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る

報
道
の
役
割
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
直
接
行
動
と
い
う
政

治
的
表
現
手
段
が
日
本
の
社
会
運
動
で
は
取
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ

た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
の
論
点
と
結
論
は
明
快
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か

気
に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
本
書
に
お
い
て

最
も
重
要
な
「
自
己
変
革
」
の
思
想
を
、
著
者
は
欧
米
の
社
会
運
動
に
見

ら
れ
た
同
様
の
思
想
と
比
較
し
て
い
な
い
。
自
己
の
生
活
の
あ
り
方
（
文

化
）
を
見
直
す
と
い
う
問
題
意
識
は
、
同
時
期
の
欧
米
に
お
け
る
運
動
で

も
顕
著
で
あ
っ
た
。
そ
の
遺
産
は
、
現
在
の
「
新
し
い
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」

に
お
け
る
「
日
常
生
活
の
革
命
」
と
い
う
考
え
方
に
も
引
き
継
が
れ
て
い

る
。
日
常
性
を
問
う
思
考
に
つ
い
て
国
際
比
較
を
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、

国
や
地
域
に
応
じ
て
そ
の
特
徴
や
機
能
に
つ
い
て
違
い
が
生
じ
る
原
因
を

検
討
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
社
会
運
動
に
重
要
な
示
唆
を

与
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
「
正
義
」
の
実
現
と
い
う
目
標
を
掲
げ
、
均
質
的
で
閉
じ
た
組

織
や
運
動
は
、
高
い
倫
理
性
に
基
づ
く
「
規
律
」
を
無
言
の
う
ち
に
そ
の

参
加
者
に
強
要
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
現
在
の
運
動
に

生
ま
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
過
去
の
失
敗
か
ら
学
ぶ
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
己
変
革
と
い
う
、
本
来
は
個
人
に
向

か
う
言
説
が
集
団
内
部
に
「
規
律
」
を
生
み
出
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
そ

の
言
説
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
実
態
に
即
し
て
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
七
〇
年
代
以
降
の
市
民
運
動
で
自
己
変
革
の
思
考
が
肯
定
的
な

結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
上
で
も
必
要
な
作
業
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。

　

他
方
、
自
己
変
革
が
社
会
変
革
へ
と
つ
な
が
る
、
と
い
う
論
理
が
あ
っ

た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
引
用
さ
れ
る
資
料
を
読
ん
で
も
理
解
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
欧
米
で
見
ら
れ
た
同
様
の
言
説
と
比
較
す

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
付
け
加
え
れ
ば
、
本
書
で
は
、

ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
に
見
ら
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
言
説
に
つ
い
て
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
が
、
運
動
に
参
加
し
た
人
々
の
思
考
や
実
践
の
枠
組
み
を
形

作
る
上
で
そ
れ
ら
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
評
者
は
考
え
る
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
学
生
運
動
と
ベ
平
連
を
、
と
も
に
「
ニ
ュ
ー
レ

フ
ト
」
と
し
て
一
括
し
て
検
討
す
る
と
い
う
本
書
で
採
用
さ
れ
て
い
る
方

法
で
あ
る
。
学
生
運
動
が
、
大
学
と
い
う
閉
じ
た
空
間
で
展
開
し
、
学
生

と
い
う
均
質
な
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
ベ
平
連

は
、
市
民
運
動
的
な
多
様
性
と
場
の
開
放
性
と
い
う
要
素
を
持
っ
て
い
た

と
聞
く
。
ま
た
、
非
暴
力
直
接
行
動
に
依
拠
し
て
い
た
運
動
で
あ
っ
た
点

で
も
、
ゲ
バ
ル
ト
を
肯
定
し
、
軍
事
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
学
生
運
動

と
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
己
変
革
と
い

う
思
想
を
共
有
し
て
い
た
、
と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
、
学
生
運
動
と
ベ
平

連
を
、
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
と
い
う
同
一
の
枠
組
み
の
中
で
分
析
す
る
こ
と
は
、

ど
こ
ま
で
有
効
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
評
者
は
考
え
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
評
者
は
疑
問
を
持
っ
た
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は
、
独
自
に
設
定
し
た
枠
組
み
と
方
法
に

よ
っ
て
「
六
〇
年
代
」
の
「
思
想
の
ゆ
く
え
」
の
一
端
を
解
明
し
た
優
れ

た
研
究
書
で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
で
提
示
さ
れ
た
検
討
結
果
や
論
点
が
、

今
後
、
国
際
的
な
研
究
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。
し

か
も
、
明
快
な
文
体
と
構
成
に
よ
っ
て
、
大
変
読
み
や
す
い
書
物
と
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
、
国
際
性
と
専
門
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、

学
生
や
社
会
運
動
の
活
動
家
た
ち
に
も
勧
め
る
こ
と
が
で
き
る
優
れ
た
テ

キ
ス
ト
で
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
。

 

（
た
な
か
・
ひ
か
る
／
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
）
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書
評　

『
自
由
主
義
と
社
会
主
義
の
規
範
理
論 

 
 

―
―
価
値
理
念
の
マ
ル
ク
ス
的
分
析
―
―

』

（
松
井
暁
著
、
大
月
書
店
、
二
〇
一
二
年
）

内
田 

弘

　

一　

本
書
の
構
成
と
意
義

　

本
書
は
社
会
主
義
規
範
理
論
に
関
す
る
研
究
書
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ

ば
、
事
実
認
識
で
は
な
く
物
事
の
あ
る
べ
き
基
準
・
規
範
を
探
求
す
る
現

代
規
範
理
論
は
、
自
由
主
義
派
の
代
表
者
J
・
ロ
ー
ル
ズ
が
『
正
義
論
』

で
展
開
し
、
他
方
で
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
派
が
社
会
主
義
を
構
想
す
る

基
礎
理
論
と
し
て
研
究
し
て
き
た
。
著
者
は
最
近
ま
で
の
研
究
動
向
を
踏

ま
え
（
第
一
章
～
第
二
章
）
、
社
会
主
義
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
概
念
「
正
義
・

所
有
・
自
由
・
平
等
・
功
利
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
疎
外
」
を
詳
細
に
検
討

し
、
著
者
自
身
の
新
し
い
見
解
を
展
開
し
（
第
三
章
～
第
九
章
）
、
最
後
に
「
自

由
主
義
の
発
展
と
し
て
の
社
会
主
義
」
を
提
示
す
る
（
第
十
章
）
。
右
記

の
七
つ
の
概
念
は
絡
み
合
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
見
解
で

も
正
義
は
所
有
権
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
功
利
は
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
疎

外
さ
れ
た
開
発
＝
搾
取
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
関
連
を
各
々
の
概
念
分
析

の
中
で
指
摘
し
つ
つ
、
主
要
概
念
の
意
義
（
価
値
）
を
確
認
す
る
と
い
う

手
法
を
採
用
す
る
。

　

そ
の
確
認
作
業
で
著
者
は
「
マ
ル
ク
ス
は
、
超
越
的
な
観
点
か
ら
自
己

所
有
の
原
理
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
資
本
主
義
社
会
に
内
在

す
る
原
理
に
従
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
存
在
す
る
不
平
等
を
批
判
す
る
と
い

う
方
法
を
と
っ
た
」
（
一
三
六
頁
）
と
確
認
す
る
。
こ
の
体
制
内
在
的
な
視

座
は
、「
タ
ッ
カ
ー
＝

ウ
ッ
ド
命
題
」
と
著
者
が
命
名
す
る
重
要
な
テ
ー
ゼ
、

「
或
る
生
産
様
式
を
批
判
す
る
の
に
他
の
生
産
様
式
の
正
義
の
基
準
を
用

い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
六
七
頁
）
に
結
び
つ
く
。
マ
ル
ク
ス
の
体
制

内
在
的
な
接
近
法
は
、
評
者
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
実
は
カ
ン
ト
『
純
粋

理
性
批
判
』
へ
の
経
済
学
か
ら
の
「
批
判
」
＝
歴
史
内
在
的
再
定
義
に
も

と
づ
く
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う
に
手
堅
い
方
法
を
駆
使
し
、
社
会
主
義
概

念
規
定
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
の
現
状
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
注
目
す
べ
き

労
作
で
あ
る
。

　

本
書
の
主
要
な
主
張
は
、
社
会
主
義
を
自
由
主
義
の
発
展
と
し
て
展
望

す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
を
中
心
に
若
干
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
。
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二　

マ
ル
ク
ス
自
由
論
の
展
開

　

本
書
の
「
労
働
と
所
有
を
め
ぐ
る
論
争
」
の
検
討
が
資
本
主
義
を
超
え

社
会
主
義
に
ま
で
伸
び
る
の
は
、
「
未
来
社
会
の
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
は
書

か
な
い
」
と
限
定
し
た
マ
ル
ク
ス
の
枠
組
を
越
え
て
い
る
。
し
か
し
二
十

世
紀
の
社
会
主
義
の
経
験
は
、
社
会
主
義
と
は
何
か
を
再
定
義
す
べ
き
課

題
を
提
示
し
て
い
る
の
で
、
「
タ
ッ
カ
ー
＝

ウ
ッ
ド
命
題
」
は
そ
の
検
討

に
妥
当
す
る
。
著
者
は
、
ソ
連
型
社
会
主
義
国
家
が
「
社
会
主
義
固
有
の

生
産
様
式
樹
立
の
失
敗
」
・
「
自
己
所
有
原
理
を
踏
ま
え
な
い
画
一
的
な
ノ

ル
マ
主
義
」
・
「
全
体
主
義
的
政
策
の
実
行
」
・
「
市
民
的
自
由
の
抑
圧
」
な

ど
深
刻
な
未
決
問
題
を
残
し
た
と
確
認
す
る
（
一
五
四
頁
）
。
著
者
の
現
代

史
へ
の
眼
差
し
は
確
か
で
あ
る
。
「
社
会
主
義
」
が
全
体
主
義
・
専
制
主

義
に
転
化
す
る
根
拠
は
「
市
民
社
会
」
の
経
済
学
批
判
が
解
明
す
る
。
し

か
し
本
書
は
「
市
民
社
会
」
を
主
題
化
し
て
い
な
い
。
本
書
に
頻
発
す
る

「
市
民
社
会
」
語
も
索
引
で
二
回
し
か
指
示
さ
れ
て
い
な
い
（
四
五
二
頁
）
。

　

著
者
は
、
マ
ル
ク
ス
の
自
由
論
は
「
集
団
的
自
由
で
あ
る
制
御
的
自
由
」

と
「
発
展
的
自
由
と
共
同
的
自
由
か
ら
な
る
人
格
的
自
由
」
で
構
成
さ
れ

る
と
い
う
。
「
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
自
由
と
は
、
本
質
的
に
は
人
々
が
自

由
に
自
己
実
現
を
追
求
で
き
る
と
い
う
人
格
的
自
由
を
意
味
し
た
」
（
一

九
六
頁
）
・
「
制
御
的
自
由
は
人
格
的
自
由
の
実
現
に
と
っ
て
の
必
要
条
件

で
あ
る
」
（
同
頁
）
と
い
う
。
著
者
に
と
っ
て
「
制
御
的
自
由
」
は
「
人

格
的
自
由
」
を
実
現
す
る
手
段
で
あ
り
、
人
格
的
自
由
が
目
的
で
あ
る
。

著
者
は
、
手
段
と
し
て
の
労
働
で
社
会
的
制
御
を
行
い
、
労
働
時
間
以
外

の
時
間
（
生
活
時
間
＋
自
由
時
間
）
で
本
来
的
な
活
動
を
行
う
、
そ
れ
が
マ

ル
ク
ス
的
自
由
で
あ
る
と
み
る
。
そ
の
観
点
は
「
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
的
生

活
観
」
に
対
応
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
人
格
的
自
由
」
の
要
素
で
あ
る
「
他
者
と
の
共
同
的
自
由
」

と
「
制
御
的
自
由
」
と
は
無
関
係
か
。
「
制
御
的
自
由
」
は
、
諸
個
人
が

共
同
し
生
産
諸
力
を
制
御
す
る
こ
と
で
達
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
生0

産
諸
力
を
担
う
諸
個
人
の
活
動
が
自
由
で
あ
る
こ
と
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
人
格
的
自
由

0

0

0

0

0

」

の
決
定
的
な
根
拠
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
現
代
資
本
主
義
の
諸
個

人
の
共
同
関
係
に
も
、
不
自
由
な
「
制
御
的
活
動
」
を
超
え
る
事
例
が
存
在

す
る
の
で
は
な
い
か
。
規
範
概
念
の
確
立
に
は
、
そ
の
概
念
の
実
現
を
予
感

さ
せ
る
典
型
的
な
経
験
事
例
の
発
見
や
研
究
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

三　

労
働
と
所
有
の
資
本
主
義
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　

マ
ル
ク
ス
自
由
論
は
労
働
と
所
有
の
関
係
に
基
礎
を
も
つ
。
著
者
は
《
労

働
の
成
果
は
そ
の
労
働
の
主
体
が
所
有
す
る
》
と
い
う
「
自
己
労
働
原
理
」

の
ポ
ス
ト
資
本
主
義
段
階
へ
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
、
マ
ル
ク
ス
の

領
有
法
則
転
回
論
を
参
照
す
る
（
本
書
一
二
四
頁
）
。
著
者
は
転
回
論
の
検

討
で
も
《
自
由
か
、
不
自
由
か
》
、
一
般
的
に
二
項
対
立
《
A
か
、
非
A
か
》

で
考
え
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
「
自
由
」
な
商
品
売
買
と
「
平
等
」
＝

等
価
交
換
を
前
提
し
て
も
、
そ
れ
は
「
不
自
由
か
つ
不
平
等
な
」
取
引
に

転
回
す
る
逆
説
を
論
証
す
る
。
《
A
は
必
然
的
に
非
A
に
転
回
す
る
》
構

造
を
論
証
す
る
。
近
代
資
本
主
義
で
は
、
自
由
・
平
等
と
不
自
由
・
不
平

等
は
両
立
す
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
つ
ぎ
に
領
有
法
則
転
回

論
を
簡
単
に
解
説
す
る
（
左
頁
上
段
の
表
式
を
参
照
）
。

　

資
本
家
や
そ
の
代
弁
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
仮
に
最
初
に
投
下
さ
れ
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る
本
源
的
な
資
本
（
G
）
が
資
本
家
の
自
己
労
働
の
蓄
積
物
で
あ
る
と
前

提
し
て
も
（
自
己
労
働
原
理
）
、
資
本
の
第
一
循
環
で
搾
取
し
た
剰
余
価
値

（
g
＝
他
人
［
賃
労
働
者
］
の
剰
余
労
働
）
で
も
っ
て
「
第
二
循
環
の
始
め
」

に
他
人
の
労
働
力
を
購
買
で
き
る
の
で
（ga-ak

）
、「
自
己
労
働
で
他
人
労

働
の
成
果
を
購
買
す
る
と
い
う
取
得
法
則
」
は
反
対
物
に
転
回
す
る
。
し

か
も
「
第
二
循
環
の
終
わ
り
」
で
は
、
第
一
循
環
で
の
搾
取
物
で
あ
る
「
他

人
の
剰
余
労
働
（
g
）
」
と
い
う
不
等
価
物
で
さ
ら
に
「
他
人
の
剰
余
労
働
」

（Δ
g

）
＝
不
等
価
物
を
取
得
で
き
る
の
で
、
「
等
価
交
換
の
法
則
」
も
反

対
物
に
転
回
す
る
。

 

　

［
第
一
循
環
の
始
め
］
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第
二
循
環
の
始
め
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［
第
二
循
環
の
終
り
］

　

こ
の
よ
う
に
《
A
（
自
由
・
平
等
）
は
必
然
的
に
非
A
（
不
自
由
・
不
平
等
）

に
転
化
す
る
》
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
貫
徹
す
る
の
が
近
代
資
本
主
義

で
あ
る
（
先
の
マ
ル
ク
ス
の
カ
ン
ト
批
判
の
論
点
を
含
め
、
評
者
の
近
著
『
資

本
論
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
』
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

　

四　

個
体
的
所
有
の
再
建
と
は
何
か

　

「
自
己
労
働
原
理
」
の
観
点
か
ら
著
者
は
平
田
清
明
が
夙
に
力
説
し
た

「
個
体
的
所
有
の
再
建
」
に
言
及
す
る
（
一
四
七
頁
）
。
著
者
は
社
会
発
展

段
階
論
の
視
角
か
ら
、
平
田
の
こ
の
概
念
が
社
会
主
義
段
階
で
も
共
産
主

義
段
階
で
も
妥
当
す
る
概
念
と
し
て
主
張
さ
れ
た
と
判
断
す
る
。
し
か
し

平
田
の
個
体
的
所
有
と
は
、
ポ
ス
ト
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
個
別
的
な

経
営
体
の
所
有
権
を
そ
れ
に
参
加
す
る
生
産
者
た
ち
が
分
有
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
い
わ
ば
「
勤
労
者
持
株
制
」
（
広
西
元
信
「
《
誤
訳
》
が
育
て
た

マ
ル
ク
ス
経
済
学
」
『
経
済
評
論
』
、
一
九
九
三
年
五
月
号
）
で
あ
る
。
平
田
は

協
同
組
合
運
動
（
生
活
ク
ラ
ブ
）
の
同
伴
者
で
あ
っ
た
。

　

平
田
の
「
個
体
的
所
有
の
再
建
」
と
は
、
初
期
資
本
主
義
で
局
地
的
に

独
立
生
産
者
が
家
族
単
位
で
相
互
に
承
認
し
あ
っ
て
い
た
個
々
人
的
所
有

を
、
ポ
ス
ト
資
本
主
義
社
会
で
株
式
所
有
と
い
う
媒
介
さ
れ
た
形
態
で
再

建
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
元
来
、
リ
カ
ー
ド
ウ
社
会
主
義

者
ジ
ョ
ン
・
ブ
レ
イ
が
『
労
働
（
者
）
の
苦
難
、労
働
（
者
）
の
救
済
（Labour’s 

W
rong, Labour’s R

em
edy , 1839

）
』
で
唱
え
た
提
案
を
マ
ル
ク
ス
が
、
そ

れ
と
は
断
ら
な
い
で
、
『
資
本
論
』
第
一
部
で
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

詳
細
は
、
内
田
弘
「
『
資
本
論
』
形
成
史
に
お
け
る
『
哲
学
の
貧
困
』
」（
『
（
専

修
大
学
）
社
会
科
学
年
報
』
二
〇
一
三
年
三
月
、
第
四
七
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

五　

社
会
は
な
ぜ
個
々
人
に
所
有
権
を
承
認
す
る
の
か

　

著
者
が
論
じ
る
「
自
己
労
働
原
理
」
に
関
連
し
注
目
し
た
い
の
は
、
民

法
学
の
加
藤
雅
信
の
『
《
所
有
権
》
の
誕
生
』
（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
で

あ
る
。
加
藤
は
人
類
学
の
成
果
を
活
用
し
て
、
狩
猟
採
取
社
会
・
遊
牧
社

会
で
は
な
く
、
農
耕
社
会
か
ら
典
型
的
に
発
達
す
る
所
有
権
の
根
拠
は
「
第

一
次
的
に
は
、
個
別
の
農
業
生
産
従
事
者
を
保
護
し
、
資
本
（
労
働
及
び
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生
産
手
段
）
投
下
の
成
果
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
よ
り
マ
ク
ロ
的
に

み
れ
ば
、
個
別
の
資
本
投
下
を
保
護
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
社
会
全

体
の
農
業
生
産
量
の
極
大
化
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
」
（
八
六
頁
）
と
指

摘
す
る
。
社
会
が
諸
個
人
に
所
有
権
を
承
認
す
る
の
は
、
承
認
し
な
い
場

合
に
比
べ
て
、
社
会
的
剰
余
が
多
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
所
有

権
承
認
＝
社
会
的
剰
余
効
果
」
に
所
有
権
の
社
会
的
基
礎
が
的
確
に
把
握

さ
れ
て
い
る
。

　

個
体
的
所
有
再
建
の
正
当
性
も
こ
の
「
所
有
権
承
認
＝
社
会
的
剰
余
効

果
」
の
観
点
か
ら
よ
り
立
ち
入
っ
て
分
析
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
経
営
体
で

働
く
個
々
人
が
そ
の
株
を
持
つ
制
度
の
方
が
そ
う
で
な
い
場
合
に
比
べ
て
、

経
営
体
の
社
会
的
剰
余
が
増
加
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
な

の
か
。
勤
労
者
＝
株
式
所
有
者
の
労
働
支
出
と
剰
余
配
分
を
統
一
す
る
基

準
は
何
か
な
ど
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

六　

平
等
概
念
は
近
代
的
な
も
の
だ
け
か

　

著
者
は
、
「
平
等
」
概
念
で
立
場
が
分
か
れ
る
論
者
が
生
産
手
段
と
消

費
手
段
に
つ
い
て
い
か
に
評
価
し
て
い
る
か
、
一
覧
表
で
示
す
（
二
一
四
頁
）
。

し
か
し
個
体
的
所
有
再
建
論
で
み
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
構
想
で
は
、

社
会
主
義
段
階
で
は
生
産
手
段
は
勤
労
者
持
株
制
と
い
う
間
接
的
な
形
態

で
分
有
し
（
共
通
占
有G

em
einbesitz

）
、
消
費
手
段
も
な
お
貨
幣
で
購
買

す
る
と
展
望
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

「
平
等
」
概
念
は
近
代
史
で
は
「
自
由
」
と
共
に
提
示
さ
れ
た
。
評
者
は
、

市
民
革
命
が
典
型
的
に
展
開
し
た
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
第
一
次

市
民
革
命
の
「
自
由
・
平
等
・
所
有
」
（
一
七
八
九
年
の
『
人
権
宣
言
』
）
が
、

フ
ラ
ン
ス
産
業
革
命
が
促
す
第
二
次
市
民
革
命
で
「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」

（
一
八
四
八
年
の
第
二
次
共
和
国
憲
法
）
に
変
更
さ
れ
た
点
に
注
目
す
る
。
こ

の
変
更
は
「
（
資
本
）
所
有
と
（
賃
）
労
働
」
の
妥
協
の
結
果
で
あ
り
、
両

者
を
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
基
盤
に
す
え
つ
け
た
。
近
代
市
民
社
会
も
固
定
し

た
概
念
で
は
把
握
で
き
な
い
。
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の

第
二
次
市
民
革
命
に
も
批
判
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
批
判
は
『
経
済
学
批
判

要
綱
』
の
代
議
制
民
主
主
義
へ
の
懐
疑
的
評
価
で
示
さ
れ
て
い
る
。
す
で

に
み
た
よ
う
に
、
「
平
等
＝
等
価
交
換
」
は
「
不
平
等
＝
不
等
価
交
換
」

に
必
然
的
に
転
回
す
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
立
脚
す
る
社
会
で
「
友

愛
」
が
実
現
す
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
要
綱
』
の
主
題
は
政

治
史
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
第
二
次
市
民
革
命
批
判
で
あ
る
。

　

で
は
、
平
等
と
は
資
本
主
義
社
会
で
近
代
的
な

0

0

0

0

概
念
と
し
て
の
み
存
在

す
る
の
か
。
あ
の
光
学
技
術
の
発
明
報
酬
を
め
ぐ
る
争
い
に
も
、
近
代
的

な
平
等
と
は
異
な
る
平
等
要
求
が
動
い
て
い
な
い
か
。
不
安
定
な
研
究
実

験
予
算
、
協
力
的
と
は
い
え
な
い
研
究
環
境
の
な
か
で
開
発
し
た
革
新
的

な
技
術
に
、
周
囲
の
者
が
《
そ
れ
は
み
ん
な
の
も
の
だ
》
と
群
が
り
、《
会

社
の
所
有
》
と
な
る
。
開
発
者
本
人
に
は
至
極
僅
少
な
金
額
し
か
支
払
わ

れ
な
い
。
部
外
者
が
技
術
開
発
者
を
押
し
の
け
成
果
に
嘴

く
ち
ば
しを

入
れ
る
。
こ

の
事
例
に
評
者
は
「
個
体
的
所
有
」
の
歪
め
ら
れ
た
姿
を
観
る
。
規
範
概

念
は
典
型
例
を
直
観
す
る
。
探
求
者
を
押
さ
え
、
成
果
が
出
る
と
平
等
配

分
を
求
め
る
伝
統
的
な
平
等
観
が
日
本
に
存
続
し
て
い
な
い
か
。

　

三さ
い
ぐ
さ枝

博ひ
ろ

音と

は
戦
中
書
『
日
本
に
於
け
る
哲
学
的
観
念
論
の
発
達
史
』（
文

圃
堂
、
一
九
三
四
年
）
で
、
カ
ン
ト
が
一
七
九
三
年
（
隣
国
フ
ラ
ン
ス
は
革

命
の
最
中
）
に
宗
教
論
文
の
発
禁
処
分
を
受
け
た
の
に
、
西
田
幾
多
郎
・
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田
辺
元
な
ど
の
日
本
の
哲
学
者
が
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
ド
イ
ツ

観
念
論
を
《
宗
教
化
》
し
て
導
入
す
る
実
態
を
分
析
し
た
。
カ
ン
ト
の
そ

の
受
難
や
イ
エ
ナ
時
代
（
一
八
〇
一
年
頃
）
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
権
力
へ

の
妥
協
も
、
日
本
で
は
消
え
失
せ
る
。
こ
の
《
宗
教
好
み
の
伝
統
》
は
、

古
代
的
天
帝
を
戴
く
臣
民
が
《
我
ら
平
等
》
と
自
認
す
る
思
想
風
土
に
長

ら
く
息
づ
い
て
き
た
。
そ
こ
で
は
市
民
的
自
由
の
実
質
が
腐
食
し
形
式
だ

け
が
残
る
。
民
主
制
も
「
群
が
り
平
等
主
義
」
に
な
る
。
そ
の
伝
統
は
最

近
の
日
本
古
代
史
研
究
の
成
果
、
例
え
ば
「
聖
徳
太
子
＝
非
実
在
説
」
（
大

山
誠
一
『
聖
徳
太
子
と
日
本
人
』
風
媒
社
、
二
〇
〇
一
年
）
に
関
連
す
る
で
あ

ろ
う
。

　

か
く
し
て
課
題
は
重
層
す
る
。
現
存
し
て
き
た
社
会
主
義
国
の
経
験
が

ほ
と
ん
ど
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
経
緯
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
書
が
社
会

主
義
を
自
由
主
義
の
批
判
的
継
承
と
し
て
定
義
し
た
こ
と
に
は
積
極
的
な

意
義
が
あ
る
。
今
後
、
自
由
主
義
お
よ
び
社
会
主
義
の
概
念
の
多
義
性
・

歴
史
性
・
地
域
的
伝
統
性
を
考
慮
し
、
実
践
的
に
明
確
な
経
路
を
開
示
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

 

（
う
ち
だ
・
ひ
ろ
し
／
『
資
本
論
』
形
成
史
・
市
民
社
会
発
展
史
）

　

書
評　

『
政
治
的
に
考
え
る
―
―
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
論
集

』

�

（
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
著
、デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー

編
、萩
原
能
久
・
齋
藤
純
一
監
訳
、風
行
社
、二
〇
一
二
年
）

小
田
川
大
典

　

マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
一
九
三
五
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ
ダ

ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
家
庭
に
生
ま
れ
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
大
学
で
歴
史
学
を

学
び
、
一
九
六
一
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
政
治
学
の
博
士
号
を
取
得
し

た
後
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
一
九

八
〇
年
以
降
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
高
等
研
究
所
の
終
身
メ
ン
バ
ー
と
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な
っ
た
政
治
思
想
家
で
あ
る
。
彼
の
作
品
を
読
む
際
に
念
頭
に
置
く
べ
き

知
的
背
景
は
二
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
彼
が
、
歴
史
学
出
身
で
あ
り

な
が
ら
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
時
代
に
同
僚
だ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
、
ロ

バ
ー
ト
・
ノ
ー
ジ
ッ
ク
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
ら
と
の
勉
強
会
を

通
じ
て
政
治
哲
学
の
最
新
の
研
究
成
果
を
吸
収
し
た
こ
と
。
そ
し
て
、
当

時
ま
だ
大
学
院
生
だ
っ
た
一
九
六
〇
年
に
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ハ
ウ
の
依
頼

で
―
―
始
め
た
ば
か
り
の
博
士
論
文
の
執
筆
を
完
全
に
中
断
し
て
！
―
―

南
部
で
の
公
民
権
運
動
の
い
わ
ゆ
る
「
シ
ッ
ト
・
イ
ン
」
を
取
材
し
て
以

来
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
反
共
左
翼
の
政
治
誌
『
デ
ィ
セ
ン
ト
』
の
中
心

メ
ン
バ
ー
と
し
て
健
筆
を
揮
い
続
け
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
本
書
は
、

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
が
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
き
わ
め
て
広
範
で
多
岐

に
亘
る
著
作
群
の
中
か
ら
主
に
「
一
九
八
〇
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
の
二
五

年
間
」
に
発
表
さ
れ
た
政
治
理
論
分
野
の
論
文
を
選
び
出
し
、
ウ
ォ
ル

ツ
ァ
ー
の
現
在
の
問
題
意
識
が
述
べ
ら
れ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
「
世
界
の
中

の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
―
―
正
し
い
戦
争
と
正
し
い
社
会
」
を
付
し
て
刊
行

し
た
も
の
の
全
訳
で
あ
る
。

　

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
本
書
が
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
本
人
に
よ
っ
て
編
ま

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
提
唱
者
で
あ
る

ミ
ラ
ー
が
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
を
「
政
治
的
共
同
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
明
晰
で
一
貫
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
」
を

持
つ
模
範
的
で
「
筋
の
通
っ
た
批
判
者
」
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
を
目
的

に
編
纂
し
た
論
文
集
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
収
録
作
品
は
、
ミ
ラ
ー

が
設
定
し
た
六
つ
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。
第
一
の
テ
ー
マ

「
哲
学
と
政
治
」
は
哲
学
に
対
す
る
政
治
の
優
先
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

第
一
章
「
哲
学
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
い
て
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
ロ
ー

ル
ズ
や
ノ
ー
ジ
ッ
ク
か
ら
学
ん
だ
政
治
哲
学
と
政
治
的
共
同
体
の
関
係
を

「
哲
学
者
が
そ
の
結
論
に
つ
い
て
主
張
す
る
権
威
」
と
「
人
び
と
が
そ
の

決
定
に
つ
い
て
主
張
す
る
権
威
」
の
関
係
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
政
治
哲
学
者
は
、
国
家
や
、
国
家
よ
り
も
小

さ
い
政
治
的
共
同
体
と
い
う
「
観
念
の
共
同
体
」
か
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
自

ら
を
引
き
離
し
て
は
じ
め
て
、
「
政
治
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
と

目
的
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
に
と
っ
て
の
適
切
な
構
造
と
そ
の
統
治
」
に
つ

い
て
「
最
も
深
い
問
い
」
を
発
し
、
「
普
遍
主
義
的
で
単
一
」
の
「
哲
学

的
知
識
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
政
治
的
共
同
体
の
構
成

員
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
属
す
る
個
々
の
政
治
的
共
同
体
の
内
部
に
お
い

て
の
み
得
る
こ
と
が
で
き
る
「
こ
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
や
目
的

は
何
か
。わ
れ
わ
れ
の
共
同
体
や
統
治
に
と
っ
て
適
切
な
構
造
と
は
何
か
」

に
つ
い
て
の
「
特
殊
で
多
元
主
義
的
」
な
「
政
治
的
知
識
」
だ
け
を
受
け

容
れ
る
。
ゆ
え
に
哲
学
者
た
ち
は
、
こ
の
「
英
雄
的
」
な
離
脱
を
や
め
、

政
治
的
共
同
体
の
構
成
員
に
近
い
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
、
批
評
家
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
、
知
識
人
」
へ
と
身
を
落
と
し
、
「
真
理
」
か
ら
「
意
見
」
に
格

下
げ
さ
れ
た
自
ら
の
構
想
を
提
示
す
る
ほ
か
な
く
な
る
。
し
か
も
そ
の
「
贈

り
物
」
を
受
け
取
る
か
ど
う
か
は
、
政
治
社
会
の
構
成
員
た
る
人
び
と
次

第
な
の
で
あ
る
。

　

第
二
、
第
三
の
テ
ー
マ
（
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」「
市
民
社
会
と
国
家
」
）
は
、ウ
ォ

ル
ツ
ァ
ー
政
治
理
論
に
お
い
て
基
底
的
な
位
置
を
占
め
る
政
治
的
共
同
体

論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
四
章
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
分
離
の
方
法
」
に
お

い
て
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
、
か
つ
て
「
有
機
的
で
統
合
さ
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れ
た
全
体
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
」
社
会
に
「
教
会
／
国
家
」
「
市
民
社

会
／
政
治
的
共
同
体
」
「
公
的
生
活
／
私
的
生
活
」
と
い
っ
た
境
界
線
に

よ
る
「
分
離
」
を
も
た
ら
し
、
「
社
会
的
・
政
治
的
な
世
界
の
地
図
」
を

描
く
「
特
定
の
技
法
」
と
位
置
づ
け
る
。
諸
領
域
を
適
切
に
「
分
離
」
し
、

各
領
域
の
「
権
力
」
を
相
互
に
拮
抗
さ
せ
る
こ
と
は
「
自
由
」
を
も
た
ら
し
、

各
領
域
内
で
の
「
分
配
」
を
適
正
化
す
る
こ
と
は
「
平
等
」
を
実
現
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
諸
領
域
の
複
合
体
と
し
て
社
会
を
捉
え
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
ミ
ラ
ー
も
指
摘
す
る
通
り
ま
ち
が
い
な
く
ア
メ
リ
カ

の
政
治
的
多
元
主
義
の
伝
統
を
汲
む
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
地
図
」
で

特
別
な
位
置
を
占
め
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
市
民
社
会
」
と
「
国
家
」

で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
第
八
章
「
市
民
社
会
論
―
―
社
会
再
編
へ
の

道
」
に
お
い
て
、
市
民
社
会
を
「
強
制
に
よ
ら
な
い
人
間
に
よ
る
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
」
と
「
こ
の
空
間
を
満
た
す
―
―
家
族
、
信
仰
、
利

害
、
関
心
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
も
の
の
た
め
に
形
成
さ
れ
る
―
―

一
連
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
、
そ
の
最
も
重
要

な
特
質
を
、
様
々
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
包
摂
し
う
る
「
多
元
性
」
に

見
出
す
。
「
十
九
世
紀
そ
し
て
二
十
世
紀
の
社
会
思
想
」
は
市
民
社
会
の

構
成
員
を
「
公
民
」（
共
和
主
義
）「
生
産
者
」（
マ
ル
ク
ス
主
義
）「
消
費
者
」

（
市
場
社
会
論
）「
国
民
」
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
等
の
「
単
一
」
の
視
点
か
ら

の
み
捉
え
よ
う
と
す
る
過
ち
を
犯
し
た
が
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、

実
際
の
市
民
社
会
に
は
こ
の
四
つ
の
す
べ
て
が
あ
て
は
ま
る
。
だ
が
、「
多

元
性
」
を
強
調
す
る
が
ゆ
え
に
市
民
社
会
論
に
は
「
市
民
社
会
万
歳
を
唱

え
る
反
政
治
的
傾
向
」
と
い
う
無
政
府
主
義
的
な
陥
穽
が
伴
う
。
こ
こ
で

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
「
市
民
社
会
を
枠
づ
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
角
を
占

め
」
「
す
べ
て
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
限
界
条
件
や
基
本
ル
ー
ル

を
定
め
る
」
と
こ
ろ
の
、
「
他
の
す
べ
て
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は

異
な
る
国
家
の
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
き
わ
め
て
「
多
元

的
」
で
不
安
定
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
市
民
社
会
と
、
「
一
元
的
」

な
政
治
権
力
と
し
て
の
国
家
と
の
関
係
と
い
う
、
い
さ
さ
か
厄
介
な
問
題

を
、ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
市
民
社
会
論
の
「
批
判
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
」

は
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ミ
ラ
ー
は
お
そ
ら
く
は
こ
の
問
題
へ
の
応
答
と
し
て
第
四
、
第
五
の

テ
ー
マ
（
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
」
「
人
道
的
介
入
と
人
権
」
）
を
提

示
し
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
政
治
思
想

に
は
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
固
執
が
も
つ
実
践
的
な
力
と
道
徳
的
価
値
の
双

方
」
を
認
め
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、
「
国
民
国
家
内
部
に
お
け
る
多
数

派
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
少
数
派
集
団
の
間
の
差
異
を
含
め
た
文
化
的
差

異
」を
尊
重
す
る
多
文
化
主
義
が
並
存
し
て
い
る
。
だ
が
当
該
集
団
の
「
文

化
的
自
律
―
―
外
部
か
ら
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
独
特
な
生
活
様
式

を
創
り
出
す
よ
う
人
び
と
が
と
も
に
働
く
機
会
」
を
排
他
的
に
主
張
す
る

点
に
お
い
て
、
国
民
国
家
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
（
国
民
国
家
内
部
の
）

文
化
集
団
の
多
文
化
主
義
は
相
互
に
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ウ
ォ
ル

ツ
ァ
ー
は
第
一
二
章
「
民
族
と
普
遍
的
世
界
」
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の

歴
史
的
事
例
を
手
が
か
り
に
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ル

ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
救
済
に
つ
い
て
、
た
だ
一
人
の
神
の

下
、
全
人
類
を
「
被
覆
」
す
る
唯
一
の
正
し
い
解
放
の
あ
り
よ
う
が
存
在

す
る
と
い
う
「
被
覆
法
型
」
の
普
遍
主
義
と
、
た
だ
一
人
の
神
の
下
、
個
々

の
人
民
が
そ
れ
ぞ
れ
「
自
分
た
ち
自
身
の
解
放
」
を
経
験
す
る
と
い
う
「
反
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復
型
」
の
普
遍
主
義
と
い
う
二
つ
の
考
え
方
が
存
在
す
る
。
「
こ
の
（
反

復
型
）
普
遍
主
義
を
被
覆
型
普
遍
主
義
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
そ
の
個
別

主
義
的
な
視
座
お
よ
び
傾
向
と
し
て
多
元
性
を
産
み
出
す
特
質
で
あ
る
」
。

こ
の
唯
一
の
正
し
い
解
放
が
す
べ
て
を
覆
い
尽
く
す
「
被
覆
型
」
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
民
の
解
放
を
「
反
復
」
と
し
て
等
価
と
み
な
す
「
反
復
型
」

と
い
う
区
別
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
民
族
を
統
合
す
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
多
元
性
を
抑
圧
し
な
い
「
反
復
型
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

　

だ
が
、
あ
る
国
民
国
家
が
そ
の
内
部
の
文
化
集
団
に
排
他
的
な
「
被
覆

型
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
牙
を
向
け
た
場
合
、
第
三
者
的
な
立
場
に
あ
る

別
の
政
治
的
共
同
体
の
構
成
員
は
、
そ
の
こ
と
を
ど
う
受
け
と
め
た
ら
い

い
の
か
。
更
に
い
え
ば
、
あ
る
国
民
国
家
の
内
部
に
お
い
て
、
い
く
つ
か

の
集
団
の
個
人
的
権
利
が
ま
さ
に
国
家
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て

い
る
場
合
、
他
の
国
家
が
人
道
的
な
観
点
か
ら
そ
こ
に
軍
事
介
入
す
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
一
三
章
「
国
家
の
道

徳
的
地
位
―
―
四
人
の
批
判
者
へ
の
応
答
」
で
は
「
軍
事
的
侵
攻
の
十
分

な
根
拠
に
な
る
と
は
思
わ
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
で
あ
る

が
、
第
一
四
章
「
人
道
的
介
入
論
」
と
第
一
五
章
「
人
道
的
介
入
を
超
え

て
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
人
権
」
で
は
、
様
々
な
留
保
を
付
け

な
が
ら
も
、「
大
量
殺
人
、
民
族
浄
化
、
奴
隷
労
働
収
容
所
の
設
立
」
と
い
っ

た
「
単
に
野
蛮
な
行
為
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
人
権
侵
害
で
も
あ
る
こ
と
」

に
対
す
る
「
近
隣
諸
国
あ
る
い
は
諸
国
連
合
、
あ
る
い
は
国
際
舞
台
に
よ

る
軍
事
介
入
」
に
よ
る
対
処
の
必
要
性
に
同
意
し
て
い
る
。

　

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
政
治
思
想
に
お
け
る
多
元
的
だ
が
不
安
定
な
市
民
社
会

と
一
元
的
な
政
治
権
力
と
し
て
の
国
家
と
の
関
係
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

「
権
利
に
つ
い
て
の
最
小
限
の
構
想
」
を
根
拠
と
し
た
他
国
へ
の
軍
事
介

入
を
是
認
す
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
人
道
的
介
入
論
は
、
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と

い
う
冠
に
よ
る
限
定
の
下
で
国
民
国
家
の
役
割
を
積
極
的
に
評
価
す
る
ミ

ラ
ー
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
接
近
を
感
じ
さ
せ
る
。
だ
が
、

ミ
ラ
ー
が
第
六
の
テ
ー
マ
「
政
治
と
道
徳
」
に
つ
い
て
の
論
文
と
し
て
最

後
に
配
置
し
て
い
る
第
一
七
章
「
政
治
的
行
為
と
「
汚
れ
た
手
」
と
い
う

問
題
」
（
発
表
は
一
九
七
一
年
と
、
本
書
の
中
で
は
最
も
古
い
論
文
で
あ
る
）
は
、

こ
の
問
題
が
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
章
で

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
政
治
的
共
同
体
の
存
続
の
た
め
に
「
暴
力
あ
る
い
は

暴
力
に
よ
る
威
嚇
」
の
行
使
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
政
治
家
の
道
徳
的
な
処

遇
と
い
う
問
題
を
手
が
か
り
に
、
政
治
と
道
徳
が
対
立
し
た
場
合
に
政
治

的
共
同
体
の
構
成
員
は
ど
う
判
断
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
考
察
し
て
い

る
。
政
治
的
要
請
と
道
徳
的
義
務
が
対
立
し
た
と
き
、
あ
く
ま
で
も
後
者

を
優
先
し
て
清
廉
潔
白
で
あ
ろ
う
と
す
る
態
度
を
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
に

倣
っ
て
「
絶
対
主
義
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
サ
ル
ト
ル
の
戯
曲
の
題
名
か
ら

と
ら
れ
た
「
汚
れ
た
手
」
と
い
う
問
題
設
定
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
絶
対

主
義
を
拒
否
し
、
道
徳
的
義
務
を
政
治
的
要
請
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
と

い
う
政
治
家
の
決
断
の
是
非
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ウ
ォ
ル

ツ
ァ
ー
は
、
こ
の
「
汚
れ
た
手
」
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
、
「
た
と
え

そ
の
行
為
が
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
も
、
も
た
ら
し
た
結
果
さ
え
よ

け
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
」
と
帰
結
主
義
に
よ
っ
て
政
治
家
を
免
罪
す

る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
的
伝
統
と
、
「
善
を
な
す
た
め
に
悪
を
な
し
、
魂
を
引

き
渡
し
た
」
政
治
家
を
個
人
的
な
良
心
の
呵
責
に
よ
っ
て
実
質
的
に
免
罪
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す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
伝
統
と
、
な
さ
れ
た
「
善
」
を
讃
え
つ
つ
も
そ
の
た

め
に
犯
し
た
「
悪
」
を
根
拠
に
政
治
家
を
「
わ
れ
わ
れ
」
（
市
民
社
会
の
構

成
員
）
の
手
で
罰
す
る
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
的
な
伝
統
と
い
う
三
つ
の

考
え
方
を
挙
げ
た
上
で
、
政
治
家
自
身
の
「
堅
実
な
計
算
ず
く
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
」
に
し
か
従
わ
な
い
第
一
の
伝
統
と
、
政
治
家
の
「
苦
悩
し
う
る

能
力
」
に
よ
っ
て
の
み
制
約
さ
れ
う
る
第
二
の
伝
統
を
退
け
、
市
民
社
会

の
構
成
員
に
よ
っ
て
最
終
的
な
解
決
を
は
か
る
第
三
の
伝
統
を
選
ぶ
。「
エ

ド
レ
ェ
ル
（
カ
ミ
ュ
『
正
義
の
人
び
と
』
の
登
場
人
物
）
が
嘘
を
つ
き
、
謀

を
巡
ら
し
、
殺
人
を
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
確
実
に
そ
の
代
償
を
支
払

わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た

ち
の
手
を
汚
さ
ず
に
そ
れ
を
な
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
わ
れ

わ
れ
は
自
分
た
ち
が
ど
う
落
と
し
前
を
つ
け
る
か
、
そ
の
方
法
を
見
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

　

国
家
の
役
割
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
政

治
的
共
同
体
と
し
て
の
市
民
社
会
の
自
己
決
定
を
手
放
し
て
は
い
な
い
。

そ
し
て
政
治
的
思
考
は
、
そ
の
道
徳
的
議
論
と
の
深
い
裂
け
目
を
改
め
て

露
呈
す
る
。
―
―
か
く
し
て
、
ミ
ラ
ー
の
問
題
意
識
に
導
か
れ
な
が
ら
ウ
ォ

ル
ツ
ァ
ー
の
政
治
的
思
考
を
追
っ
て
い
た
読
者
は
、
再
度
ふ
り
だ
し
に
戻

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
見
事
な
構
成
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ウ
ォ

ル
ツ
ァ
ー
の
文
章
は
決
し
て
平
易
で
は
な
い
の
だ
が
、
早
稲
田
大
学
と
慶

應
義
塾
大
学
の
翻
訳
チ
ー
ム
に
よ
る
訳
文
は
正
確
で
読
み
や
す
く
、
本
訳

書
を
通
じ
て
読
者
は
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
政
治
思
想
の
迷
宮
を
隅
々
ま
で
堪

能
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

 

（
お
だ
が
わ
・
だ
い
す
け
／
政
治
哲
学
・
政
治
思
想
史
）
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二
〇
一
四
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
）

【
著
書
】

相
田
愼
一
『
ゲ
ゼ
ル
研
究
―
―
シ
ル
ビ
オ
・
ゲ
ゼ
ル
と
自
然
的
経
済
秩
序
』
ぱ

る
出
版

安
藤
裕
介
『
商
業
・
専
制
・
世
論
―
―
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
の
「
政
治
経
済
学
」
と

統
治
原
理
の
転
換
』
創
文
社

井
上
彰
・
ほ
か
編
『
政
治
理
論
と
は
何
か
』
風
行
社

鵜
飼
哲
『
ジ
ャ
ッ
キ
ー
・
デ
リ
ダ
の
墓
』
み
す
ず
書
房

宇
野
重
規
編
『
岩
波
講
座 

政
治
哲
学 

第
3
巻 
近
代
の
変
容
』
岩
波
書
店

大
野
光
明
『
沖
縄
闘
争
の
時
代1960/70

―
―
分
断
を
乗
り
越
え
る
思
想
と
実

践
』
人
文
書
院

犬
塚
元
編
『
岩
波
講
座 

政
治
哲
学 

第
2
巻 

啓
蒙
・
改
革
・
革
命
』
岩
波
書
店

川
出
良
枝
編
『
岩
波
講
座 

政
治
哲
学 

第
1
巻 

主
権
と
自
由
』
岩
波
書
店

川
出
良
枝
・
ほ
か
編
『
ル
ソ
ー
と
近
代
―
―
ル
ソ
ー
の
回
帰
・
ル
ソ
ー
へ
の
回
帰
』

（
ジ
ャ
ン
＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
生
誕
三
〇
〇
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
）
風
行
社

堅
田
剛
『
明
治
憲
法
の
起
草
過
程
―
―
グ
ナ
イ
ス
ト
か
ら
ロ
ェ
ス
ラ
ー
へ
』
御

茶
の
水
書
房

倉
田
稔
『
マ
ル
ク
ス
主
義
』
成
文
社

黒
川
伊
織
『
帝
国
に
抗
す
る
社
会
運
動
―
―
第
一
次
日
本
共
産
党
の
思
想
と
運

動
』
有
志
舎

桑
田
学
『
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
』
以
文
社

古
松
丈
周
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

小
峯
敦
（K

om
ine, A

tsushi

） Keynes and his C
ontem

poraries: T
radition 

and E
nterprise in the C

am
bridge School of E

conom
ics, R

outledge

齋
藤
純
一
編
『
岩
波
講
座 
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paradoxical idea of Marxist capitalism. In light of this, the reason why he 
claimed – only half-jesting – that he was a “Marxist of the Right” becomes 
understandable.

Keywords:  Kojève, Schmitt, Giving Capitalism, Nomos, the Universal and 
Homogenous State.
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Kojève’s “Giving Capitalism” Theory of State:  
Had the USA Reached the Final Stage of Communism

Reimon SAKAI

　　In Introduction to the Reading of Hegel （1969）, Alexandre Kojève 
maintained that America was the country where communism was most 
advanced; he also predicted that the Soviet Union and America would one 
day notice that they were heading in the same direction. The purpose of 
this article is to clarify these assertions. In order to reflect a change in 
Kojève’s conception of the state after World War II, we need to review what 
he had in mind when he dealt with “the giving state” under the influence of 
Carl Schmitt. At first, we will define nomos as argued by Schmitt. Then we 
will examine Kojève’s reaction to the argument in order to elucidate his 
theory of the state. We will also deal with the influence of Xenophon and 
Marcel Mauss on Kojève.
　　According to Schmitt, the Greek word nomos not only meant the law 
but etymologically meant taking, sharing, and producing, connotations 
which have since been forgotten. Of these three, rights concerning taking 
and producing are important, however, one should also pay attention to 
sharing of the taken things in order to understand the nomos – here 
signifying orders. In other words, Schmitt asserts that the nation-state-
centric order which used to be maintained by the International Law of the 
Jus Publicum Europaeum had already been apparent in the etymological 
meanings of nomos.
　　According to Kojève, since the appearance of Fordism the 
contradiction inherent in capitalism has been resolved, thus the need for 
revolution is obviated. Although Henry Ford was unaware, he was in fact 
the greatest Marxist reformer. This is how Kojève comes to say that 
America leads the way to the End of History by means of his seemingly 
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　　Arendt insists that what in-between consists of is not material things 
but intangible relations. The in-between separates and relates at the same 
time; hence, subjects are separated from and related to each other. Before 
the event, neither subjects nor relations exist. Action is, in fact, emergence 
of this in-between and is itself a separating and relating power. From the 
subject’s point of view, action is one’s own activity and realization of one’s 
uniqueness. Nevertheless, its essence is the differentiation and emergence 
of relation.
　　Eventually, by vir tue of speech or words, the subjects that have 
emerged here as crystallization of relations are made up into heroes of a 
story, and the events as such are also told in a meaningful story.

Keywords: Arendt, action, in-between, subject, relation
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Foundation of Relations and Disclosure of the Persons: 
Reinterpretation of Arendt’s Concept of “Action”

Taiki HASHIZUME

　　In The Human Condition （German ver.: Vita activa）, Hannah Arendt 
analyses what she calls three fundamental activities: labor, work, and 
action. Since the chapter that deals with action is the longest one, we are 
convinced that action is for Arendt the most important concept among the 
three. It is not easy, however, to understand the essential characteristics of 
action. Action is one’s spontaneity or actualization of one’s uniqueness, 
because it means “to begin something” despite the fact that it consists in 
the foundation of one’s relationship with others. This paper is an attempt to 
reconcile these two aspects of the concept of “action.”
　　First, I examine Arendt’s concept of “plurality in general” and “human 
plurality,” the former of which enables the latter. Plurality in general means 
that an entity can never exist and be recognized without being in relation 
with and different from other entities. According to this principle, a person 

（an entity） also always already exists as something distinct from other 
persons.
　　Then I refer to the definition of “action” as “beginning” or “initiative,” 
because Arendt argues that action is a faculty to begin, i.e. to release 
spontaneous processes, which would never occur without human beings. 
In other words, action causes events par excellence. But this action is not 
only active but also passive simultaneously, since one’s action always 
occurs in the midst of relation with others. Doing and suffering thus belong 
to each other; that is, when one acts, one suffers from other’s reaction and 
vice versa. Both cannot be unequivocally referred to as an “actor,” i.e. a 

subject, since they are both actors and sufferers, active and passive. To 
describe this situation, Arendt makes use of the concept of “in-between.”
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of the meaningful understandings in the ordinary life are pre-oriented by 
the comprehensive preconception, while they can change the holistic 
preconception itself （It goes without saying that the above philosophical 
argumentation is nothing but the hermeneutic circle itself）. Indeed, the 
faith is one form of these preconceptions, but it never permits that it is 
changeable.
　　After close examination at once his relationships to Schmitt and that to 
the believers in that separation, this paper concludes that in the 
controversy over the secularization in the 1950s Löwith adds a valuable 
contribution through his own hermeneutical philosophy without joining the 
camp of Schmitt or the sepalationalists.

Keywords: Secularization, Political Theology, Karl Löwith, Carl Schmitt
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Secularization Thesis and Political Theology:  
Confrontation between Karl Löwith and Carl Schmitt

Kenju ENDO

　　The purpose of this paper is to examine the uniqueness of Karl 
Löwith’s contribution to the controversy over the secularization in the 
1950s.
　　Löwith asserts in his Meaning in History （1949） that all sorts of modern 
philosophy of histor y result from the secularization of Christian 
eschatology. Carl Schmitt deeply impressed with its “secularization thesis” 
in his review recognizes that it has some affinity with his own politico-
theological schema where the modern political or secular predicament 
should be explained from the eschatological viewpoint.
　　However, in spite of all his high estimation of Löwith’s, Schmitt, at the 
same time, doubts that Erik Peterson, a Roman Catholic theologian who is 
known as a severe critic of political theology may exert some influence 
upon it. In fact, Löwith, following after not only Peterson but the 
Evangelical, rejects all kinds of political monotheism or political 
eschatology connecting “the histor y of world” and “the histor y of 
salvation.” Because he appreciates the rigid distinction between these types 
of histories should be the original crux of Christianity. For Löwith, 
“secularization thesis” suggests that there is some contradiction in 

regarding the modern philosophy of history as the secularized history of 
salvation. While for Schmitt it is not any guarantee for political theology, 
but rather a threat against it. 
　　However, at the same time, we have to pay due attention to the fact 
that Löwith never accepts the faith in the Christian dogma of the salvation 
nor he receives the separation of the spiritual from the secular supported 
by the dogma itself. As his philosophical argumentation clearly shows, all 
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Gramsci’s Consideration on Common Sense

Ichiro OBASE

　　The purpose of this paper is to examine Gramsci’s theory of common 
sense in his Prison Notebooks. The paper first seeks to explain the reason 
why Gramsci insists that ever y idea is“philosophy”including vulgar 
common sense. The second is to survey Gramsci’s definitions of common 
sense through Notebooks. The third concerns the relationships among 
common sense, science, philosophy, good sense and folklore. The fourth 
examines the significance of idea of common sense in his Prison Notebooks. 
The fifth is to verify close relationship between common sense and the 
conception of hegemony. In these years Gramsci’s idea of common sense 
attracts many European Gramscian students to re-read Prison Notebooks 
through the idea. Following Gramscian students in Europe, for example 
Guido Liguori and Fabio Frosini, I would like to show how important the 
idea of common sense in his Prison Notebooks is.

Keywords:  Gramsci, Prison Notebooks, Common Sense, Good Sense, 
Hegemony
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convinced that political democracy, economic democracy and “social 
contents” of the republic as well should be inherited in a future society.

Keywords:  Hilferding, organized capitalism, economic democracy, social 
republic
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Hilferding’s Coalition Policy and Socio-economic Thought 
in the Midst of the Weimar Era

Yuko KAWANO

　　Rudolf Hilferding （1877-1941）, a representative politician and 
economist of the German Social Democratic Party, coped hard with the 
unstable political situation, the tasks of social policy and the structural 
change of economy in the mid-1920s, but his struggles have not been 
explored concretely enough yet. Late in 1923, he analyzed the 
establishment and the collapse of the great coalition government, which he 
himself had taken part in, and emphasized the importance of political 
power, warning against any illusion of coalition policy. In 1926, Hilferding 
put forth the concept of a “social republic,” which he had already implied in 
1924. arguing for the abolishment of educational privilege, the promotion 
of social policy, etc. When a governmental crisis occurred in 1926/27, he 
urged in vain an immediate coalition. He again suggested a “social 
republic” as a genuine form of a welfare state.
　　At the party convention in Kiel, Hilferding proposed a resolution and 
developed the comprehensive theory of “organized capitalism,” pointing 
especially to the social character of big business management. He 
advocated an economy controlled by a democratic state through economic 
and corporate democracy. Politically, he defended democracy against 
fascism and recommended flexible coalition tactics. Regarding economic 
democracy, he cooperated with the trade union and his ideas about 
democratic management and the way to socialism were accepted in its 
program. In private letters and on other occasions, he found out the 
beginnings of social regulations in “organized capitalism.” About the 
reestablished great coalition in 1928, Hilferding raised democracy and 
peaceful foreign policy as its fundamental causes. As a whole, he was firmly 
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The Jewish Workers’ Bund arguing “self-determination”: 
Marxists and the national question in the Russian Empire

Yuu NISHIMURA

This article examines articles on the national questions written by the 
leading figures of The General Jewish Workers’ Bund in Lithuania, Poland 
and Russia. My aim is to clarify the meaning and nature of the Bund’s 
demands that were presented in the polemics it had with Vladimir Lenin 
and his supporters. 
Firstly, it points out that the Bundists’ argument for the right of Russian 
Jews to develop its own language and culture is not to be seen as a sign of 
the Bund’s deviation from an “international” class movement toward 
“bourgeois nationalism” or “separatism,” as Lenin criticized. Vladimir 

Medem, a Bundist, argued that the liberation of language and culture was 
the Yiddish speaking Jewish workers’ social liberation. 
This article, secondly, shows that the point of the polemics between the 
Bund and the Russian Social Democrats over the national question was 
how to interpret and define “self-determination” of all nationalities which 
was in the program of the Russian Social Democratic Workers’ Party. 
Referring to Karl Kautsky’s articles, Vladimir Kossovsky, an another 
theorist of the Bund, argued that this idea reflected within itself the notion 
of nation in Western Europe that was associated with state, and was not 
applicable in Eastern Europe, where each ethnic group did not have 
territorial borders and national movements did not always carried the 
demand for their own state. The Bund’s national program, national cultural 
autonomy, that was formulated under the influence of Karl Renner’s theory, 
was an alternative to the idea of “self-determination” that Lenin formulated 
as the right of all nationality “to secede and form a separate state”.
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ideal of “balance” in self as well as in society.
　　Proudhon uses the notion of “series （série）” in De l’ordre dans 

l’humanité （1843） so as to realize this ideal of balance in human society. In 

an ensemble with a certain level of complexity, it is always possible to find 
out a new way to articulate the units, according to the point of view to take. 
Points of view are potentially innumerable, so there should necessarily be a 
way to exclude the existing inconveniences not by suppressing units nor 
imposing a moral to them, but by finding another combination between 
them.
　　We can remark here the profound influence had by Fourier’s theory of 
series. However, while the “harmony” of the latter is already perfected and 
stable like the movement of planets, Proudhon’s balance is perpetually 
imperfect and subject to revision.

Keywords:  Pierre-Joseph Proudhon, proper ty, possession, solidarity, 
Charles Fourier 
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From “absoluteness” to “balance”: 
 Proudhon’s critique of private property

Jun KANEYAMA

　　The purpose of this article is to examine the problem of “absoluteness” 
and “balance （équilibre）” in the early works of Pierre-Joseph Proudhon 

（1809-1865）, starting from his criticism of private property. To reach this 
aim, we attempt not to evaluate his argument on property merely as a law 
or economic theor y, but to use it as a key for reconsidering his 
multidisciplinary social thought.
　　When Proudhon criticizes private property and declares it to be 
“impossible” in Qu’est-ce que la propriété （1840）, he aims not only to 

condemn the inequality of conditions caused by it, but also to put into 
question the image of the individual supposed by this notion, particularly 
the “absoluteness” of the possessive individual. In the system of private 
property, man possesses an absolute power over his properties, as if he 
was a god with sovereign domain over the world he created. This 
sovereignty of man is considered the essential evil of property for the 
reason that it violates justice, the supreme law that is above men.
　　This criticism of absoluteness leads Proudhon to develop his own 
conception of man, which is especially expressed in Système des 

contradictions économiques （1846） through the confrontation with the 

atheistic humanism of Feuerbach. Against Feuerbach’s divinization of 
humanity, which replaces God the omni-powerful, infinite, and fixed, 
Proudhon presents his conception of man as essentially discordant, 
imperfect, and progressive. As such, man is destined to seek a state of 
poise between opposing elements, while it is not in question to surmount 
his own discordant and multiple nature. Proudhon thereby proposes the 
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　　It would be also important to consider the paradox of democracy in the 
legislative in modern states. In modern large territorial states, it is quite 
difficult to organize a people’s assembly for the legislation which was often 
seen in democratic city-states in ancient Greece. Kant showed the 
conditions for the legitimate legislation and thus grounded the legislation 
by the assembly of the representatives with the principle of “original 
contract”. In this way, Kant has constructed the concept of modern 
“republic”. 

Keywords: Immanuel Kant, Republic, Despotism, Democracy, Sovereignty



社会思想史研究　No. 39　2015

●　352

Paradox of Democracy and the Concept of Republic  
in the Political Thought of Immanuel Kant

Takuya SAITO

　　This paper aims to show what republic means in the political thought 
of Immanuel Kant, by examining his concepts of popular sovereignty, 
separation of powers, and system of representation in the historical context 
of eighteenth century. 
　　Kant can be located in the genealogy of the theory of sovereignty, 
which was developed in the seventeenth and eighteenth century in Europe. 
To overcome the state of nature, i. e. state of war among people, it was 
necessary to establish an absolute sovereignty. In this tradition, Rousseau 
solved the problem of the legitimation of the legislative power of 
sovereignty, by elaborating the idea of social contract. In addition, 
Rousseau formulated the strict separation of powers between legislative 
and executive, so as to avoid the problem of despotism. 
　　The ideas of the popular sovereignty and the separation of powers are 
also found in the political writings of Kant, who tried to avoid the problem 
of despotism not only in monarchy, but also in democracy, which can be 
called the paradox of democracy in the executive. In his theory, it is clear 
that the people has the legislative power. If the monarch had nevertheless 
the legislative and executive power, he would be a despot. Similarly, if the 
people had the legislative and executive power at once, such a regime 
would be despotic, as it was in ancient Greece. Kant finds “the way of 
government”, i. e. the separation of powers between legislative and 
executive more important than “the form of government” （monarchy, 
aristocracy, and democracy）. When these two powers are properly 
separated, the regime can be called “republican”. In this way, Kant denies 
the despotism found in the ancient democracy.
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An Historical Analysis of Kant’s Idea for a Universal History 
with a Cosmopolitan Aim: 

 Debate on the Vocation of Man, Mendelssohn and Garve

Hideo KOTANI

　　There have been many studies on Kant’s Idea for a Universal History 

with a Cosmopolitan Aim （UH） that have tried not only to give or find its 

significance through careful reading. Relative insufficient is the historical 
study. We analyze thus the in 18th century popular debate on “vocation of 
man （Bestimmung des Menschen）”, and Mendelssohn’s and Garve’s thoughts 
in order to find historical contexts of UH.
　　The first context is the discussion by Mendelssohn （,Spalding, and 
Abbt） in the theme of “vocation of man”. Mendelssohn argues that this 
“vocation” is to gain our perfection both according to God’s intention and 

through our own endeavor to develop our faculties in the soul. He insists 
also that the “vocation” should be firstly fulfilled in the whole, not in each. 
Still, in a dif ferent way from Kant’s UH, Mendelssohn understood this 
whole world not as a mankind in this earth, but such that exists now and 
after death. 
　　The second context is Garve’s Cicero. In this book he develops the idea 
that mankind advances according to the “providence” and achieves the 
peaceful political system in international society. He uses same concepts as 
Kant, like “providence” “cosmopolitan citizens” or so. Indeed, Garve’s 
argument is ver y similar to UH. However, on the one hand Gar ve 
recognizes morality in our prudence only, on the other Kant does it 
therfore, in our pure practical reason, in the higher rank than prudence. 
For Kant, Garve’s historical philosophy is slipped up unless it is based on 
the morality. 
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example of how to show the actuality of modernity. He follows and 
continues the paths of Benjamin and Adorno as well as those of Berthold 
Brecht and Fritz Lang. In Kluge’s writings we see a convergence of 
criticism and literature with a certain focus on alternatives. Kluge deals 
with certain events, which could have happened in different ways based on 
our emotions and on “an ever-evolving ability to ask new questions” （Amir 
Eshel in “Futurity”）.
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Minor Considerations on the Concept of Criticism

Ken’ichi MISHIMA

　　The point of departure of this article is the presumption that the avant-
garde in arts and literature is always aging. In regard to this thesis, shared 
by Martin Jay and Theodor W. Adorno, supported by Jürgen Habermas, 
but with hesitation, my question to be discussed here is how to understand 
criticism in the late phase of modern age. Criticism, as we know it by 
reading the essays of Charles Baudelaire, was always an act of provocation, 
a critique of the conventions and taboos by dealing with them in a rather 
scandalous way. In cases like these Benjamin talked of a profane 
enlightenment that we could experience. In his dissertation on “The Concept 

of Criticism in German Romanticism” Benjamin agued that in regard to 

novels criticism would emphasize tendencies that were not mentioned in 
novels so openly. In his understanding criticism was more than a critique of 
a certain work of literature, but realizing the hidden potentials of a novel.
　　Compared to the experience of modernity embedded in this theory of 
criticism the Marxist idea of art – i.e. socialist realism as already criticized 
by Adorno – looks rather anti-modern. The same could be said about the 
idea of art in the civil society-group （shimin shakai ha） or in the thought of 
Martin Heidegger. Japan-centred discourses like those of Nishitani Keiji or 
Nishio Kanji are anti-modern in a similar way. All four forms of critique 
regarding modernity fail to grasp the specific outlook of modern societies: 
the avant-garde’s works of art as “signs of destruction”. According to 
Adorno these signs proof the “coherence of modernity as an anti-
traditionalist explosion”.
　　In critical comparison to these four trends the article deals with 
Alexander Kluge’s “Chronicle of Emotions” as a literary phenomenon that 
binds texts and criticism together. Kluge’s work is seen as a unique 
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A Critique of Aesthetic Affect: 
 Rethinking Paul de Man’s Aesthetic Ideology

Yusuke MIYAZAKI

　　Aesthetic af fects or feelings in human activities are expected to 
function, more or less, as principles for integrating modern society, in 
which people have to govern themselves in the name of democracy. As 
Friedrich Schiller argued, the “aesthetic education of man” requires the 
enhancement of people’s sensitivity to beauty, so that this can contribute to 
their moral edification. In addition, this sensitivity is believed to enable the 
cultivation of the ideal personality for a citizen.
　　This study attempts to fully take into consideration the historical fact 
that this social and political function of aesthetics turned toward an 
ideology of totalitarianism during the twentieth century. Nazism gave rise 
to the theatrical representation of people’s political realities by means of 
aesthetic spectacles such as the Nuremberg Rally.
　　Against this backdrop, my question is concerned with whether the 
function of aesthetic affects should only be construed as a principle of 
integrating the community. Paul de Man, a Belgian literary critic, once 
called into question the consciousness that reduces the power of the 
“aesthetic” to such a totalizing principle. Insofar as the consciousness thus 

naturalizes the stability of this category, he calls it “aesthetic ideology.”
　　This study investigates what is at stake in de Man’s critique of 
aesthetic ideology. By tracing out some points of his argument, I elucidate 
the old and new problems of the relationship between aesthetics and 
politics, the critique of judgment and political theory, and literary or art 
criticism and social thought.
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The Sight from Heterotopia:  
Edward W. Said and the Possibility of Criticism

Tadao UEMURA

　　Abdul R. JanMohamed, an American critic who founded the 
postcolonial journal Cultural Critique, characterizes Edward W. Said as one 
of the specular border intellectual and points out that the site of this subject 
in the present postcolonial world is one mode of what Michel Foucault 
called “heterotopia,” that is to say, the “counter-site” in which all other real 
sites that can be found within a culture “are simultaneously represented, 
contested, and inverted.”
　　In this paper, taking this conception of JanMohamed on the 
heterotopian subject as a pilot lamp, the itinerar y of Said’s critical 
intervention to his surrounding socio-political and cultural environments 
will be retraced, hoping that this specular border intellectual’s sight from 
heterotopia might newly open out the possibility of criticism in the present 
days.



ANNALS OF THE SOCIETY
FOR THE HISTORY OF SOCIAL THOUGHT

No. 39  2015

CONTENTS

〈Special Issue〉Criticism as Social Thought
Special Articles
The Sight from Heterotopia: Edward W. Said and the Possibility of Criticism　　　　　 
………………………………………………………………………Tadao UEMURA　010

A Critique of Aesthetic Affect: Rethinking Paul de Man’s Aesthetic Ideology　　　 
……………………………………………………………………Yusuke MIYAZAKI　023

Minor Considerations on the Concept of Criticism …………Ken’ichi MISHIMA　041

＊　　　＊　　　＊

Articles
An Historical Analysis of Kant’s Idea for a Universal History with a Cosmopolitan 

Aim: Debate on the Vocation of Man, Mendelssohn and Garve　　　　　　　　 
……………………………………………………………………Hideo KOTANI　072

Paradox of Democracy and the Concept of Republic in the Political Thought of 
Immanuel Kant ………………………………………………… Takuya SAITO　092

From “absoluteness” to “balance”: Proudhon’s critique of private property　　　 
………………………………………………………………… Jun KANEYAMA　111

The Jewish Workers’ Bund arguing “self-determination”: Marxists and the national 
question in the Russian Empire ……………………………Yuu NISHIMURA　131

Hilferding’s Coalition Policy and Socio-economic Thought in the Midst of the 
Weimar Era ………………………………………………… Yuko KAWANO　150

Gramsci’s Consideration on Common Sense …………………… Ichiro OBASE　170
Secularization Thesis and Political Theology: Confrontation between Karl Löwith 

and Carl Schmitt ……………………………………………… Kenju ENDO　189
Foundation of Relations and Disclosure of the Persons: Reinterpretation of Arendt’s 

Concept of “Action” ……………………………………… Taiki HASHIZUME　206
Kojève’s “Giving Capitalism” Theory of State: Had the USA Reached the Final Stage 

of Communism ………………………………………………… Reimon SAKAI　226

＊　　　＊　　　＊

Book Reviews　　Tsutomu HASHIMOTO, Morihisa ISHIGURO, Kuniyasu 
MORIOKA, Seiichiro ITO, Toyomitsu OKAMURA, Toshimi MORIMURA, Hiroko 
NARUKO, Hiroshi MIZUTA, Kayoko KOMATSU, Koichi TAKAKUSAGI, Satoshi 
SUGITA, Iori KUROKAWA, Osamu NISHITANI, Motoi HATSUMI, Kazuyuki 
HOSOMI, Masanori MORITA, Satoshi UKAI, Jun’ichi SAITO, Hikaru TANAKA, 
Hiroshi UCHIDA, Daisuke ODAGAWA 246

List of Works of the Members 336

English Summaries of Articles 358

Edited by 
The Society for the History of Social Thought



●　360

社会思想史研究　No. 39　2015

八
、
論
文
の
採
否
は
編
集
委
員
会
が
委
嘱
す
る
審
査
員
の
所
見
に
基
づ
き
、
編

集
委
員
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

九
、
二
重
投
稿
は
認
め
な
い
。

十
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
著
作
権
は
、
社
会
思
想
史

学
会
に
帰
属
す
る
。
但
し
著
者
に
よ
る
論
文
の
転
載
等
を
学
会
と
し
て
制

限
す
る
も
の
で
は
な
い
。

公 

募 

論 

文 

投 

稿 

規 

定

一
、
論
文
投
稿
の
資
格
は
、
社
会
思
想
史
学
会
会
員
に
限
る
。

二
、
投
稿
は
随
時
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
編
集
の
都
合
上
、
投
稿
受
け
付
け
の

区
切
り
を
年
一
回
設
け
、
八
月
三
一
日
（
必
着
）
と
す
る
。
送
付
先
は
社

会
思
想
史
学
会
事
務
局
と
す
る
。

三
、
論
文
の
枚
数
は
、
論
題
、
注
な
ど
を
含
め
、
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
換

算
で
六
〇
枚
（
本
文
、
注
と
も
に
、
一
行
四
〇
字
、
四
〇
行
で
印
刷
し
て
、

一
五
ペ
ー
ジ
）
以
内
と
す
る
。
論
文
の
最
後
に
、
日
本
語
表
記
の
キ
ー
ワ
ー

ド
三
か
ら
五
を
付
す
。

四
、
論
文
は
、
四
部
提
出
す
る
。
う
ち
一
部
に
は
執
筆
者
名
を
記
載
す
る
が
、

残
り
三
部
に
は
執
筆
者
名
を
記
載
し
な
い
こ
と
。

五
、
論
文
は
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
提
出
す
る
こ
と
。
そ
の
場
合
必
ず
、
A 

4
判
用

紙
を
使
用
し
、
一
ペ
ー
ジ
四
〇
字
×
四
〇
行
の
書
式
と
す
る
。
ま
た
電
子

デ
ー
タ
を
添
付
す
る
こ
と
。

六
、
投
稿
者
は
、
別
に
次
の
文
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

ア
．
編
集
連
絡
用
覚
書
。
論
題
、
執
筆
者
名
、
連
絡
先
住
所
、
電
話
番
号
、

E
-m

ail

ア
ド
レ
ス
、
執
筆
者
名
の
読
み
（
ひ
ら
が
な
）
、
執
筆
者
の

専
門
領
域
（
な
る
べ
く
簡
潔
に
）
を
明
記
す
る
。

イ
．
英
文
抄
録
。
論
題
お
よ
び
執
筆
者
名
の
英
文
表
記
を
含
め
、
二
〇
〇

語
程
度
の
抄
録
を
作
成
す
る
。
ま
た
別
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
三
か
ら
五

を
付
す
。

七
、
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
執
筆
要
領
を
参
照
の
こ
と
。
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（
2
）
評
価
は
A
、
B
の
上
、
B
の
下
、
C
の
4
段
階
に
区
別
し
て
下
す
。

そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
つ
ぎ
の
も
の
と
す
る
。

A
：
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
水
準
に
到
達
し
て
お
り
、
本
年
報
掲
載

に
値
す
る
。
提
出
原
稿
の
書
き
直
し
は
、
技
術
上
の
箇
所
を
除
い
て
、
必

要
と
認
め
ら
れ
な
い
。

B
の
上
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
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
員
は
、
審
査
報
告
書
を
作
成
し
、
依
頼
書
に
記
さ
れ
た
期
日

ま
で
に
、
下
記
連
絡
先
に
提
出
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
：（
社
会
思
想
史
学
会
事
務
局
：
住
所
、
電
話
、
F 

a 

x
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
、
凡
例
な
い
し
訳
者
後
書
で
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
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
）
。

3　

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
。

4　

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
。

5　

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

二
年
、
一
二
二
─
二
五
頁
。
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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
Ⅰ
Ⅱ
』
、
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、
Ⅰ
、

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 Th
eory, London: 

R
outledge 1979, p. 30.

W
ittig, M

onique, “T
he M

ark of G
ender, ” Fem

inist Issues, Vol. 
5, N

o. 2, Fall 1985, p. 4.

H
o

b
so

n
, B

arb
ara 

（1996

）: F
rau

en
b

ew
eg

u
n

g
 fü

r 
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 Revolution, 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

　

「
科
学
」
に
続
い
て
今
号
で
は
、
「
社
会

思
想
と
し
て
の
批
評
」
を
特
集
し
ま
し
た
。

第
三
九
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ゲ
ス
ト

の
上
村
忠
男
・
宮
﨑
裕
助
ご
両
名
と
、
討

論
者
と
し
て
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
三
島
憲

一
会
員
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

思
え
ば
、
近
代
的
な
「
科
学
」
の
方
法

は
、《
新
し
い
ク
リ
テ
ィ
カ
》
（
ヴ
ィ
ー
コ
）

と
呼
ば
れ
、
「
共
通
感
覚
（
常
識
）
」
と
対

立
的
に
捉
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

審
美
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
批
評
」

も
同
時
期
に
出
現
し
た
は
ず
で
す
が
、
こ

こ
で
い
さ
さ
か
気
に
な
る
人
物
が
い
ま
す
。

　

《
我
々
の
革
命
は
い
わ
ば
受
動
的
革
命

で
、
そ
れ
を
成
就
せ
し
め
う
る
唯
一
の
手

段
は
民
意
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
》

と
『
一
七
九
九
年
ナ
ポ
リ
革
命
史
論
』
で

《
二
つ
の
国
民
》
へ
の
分
裂
を
痛
切
に
反

省
し
た
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
・
ク
オ
ー
コ

は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
の
イ
タ
リ
ア
で
批

評
家
と
し
て
活
躍
す
る
一
方
、
《
国
民
そ

れ
自
体
を
形
成
す
る
よ
う
な
》
「
統
計
」

の
編
纂
計
画
に
携
わ
り
ま
す
。
―
―
《
知

識（
科
学
）
よ
り
も
賢
慮
を
》
と
ヴ
ィ
ー
コ

が
言
う
と
お
り
、肝
要
な
の
は
《
勤
労
を
使

用
す
る
様
態
》＝「
慣
習
」と
《
富
を
享
受
す

る
様
態
》＝「
趣
味
」
で
あ
り
、《
民
衆
の
慣

習
は
祭
り
の
催
し
で
識
別
》
さ
れ
る
の
だ

か
ら
、
流
行
の
演
目
の
調
査
が
不
可
欠
と

な
る
。セ
ン
サ
ス
と
は
、《
生
計
》
の
み
な
ら

ず
、《
善
へ
の
愛
、
す
な
わ
ち
徳
》
と
《
美
へ

の
愛
、
す
な
わ
ち
趣
味
》
の
ケ
ン
ソ
ル（
監

察
官
）で
あ
る
。―
―
今
や
電
脳
空
間
に
横

溢
す
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
手
に
し
た
な
ら
、

絶
句
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
…
。

　

公
募
論
文
に
は
二
二
本
の
応
募
が
あ
り
、

厳
正
な
審
査
を
経
て
九
本
が
掲
載
に
至
り

ま
し
た
。
書
評
も
二
一
本
で
、
記
録
的
な

大
冊
と
な
り
ま
し
た
が
、
読
み
応
え
も

ズ
ッ
シ
リ
に
と
構
成
に
努
め
た
所
存
で
す
。

　

忌
憚
な
い
ご
批
評
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

 

（
編
集
主
任　

奥
田 

敬
）
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舟場保之　御子柴善之　監訳 　

人権への権利
人権、民主主義そして国際政治

「近代」批判と共に崩壊するかに見える一方で，経済グ
ローバル化の影響下で改めて希求されている人権概念
を，様々な角度から哲学的に検討しているハーバーマ
ス等の諸論考を翻訳し，改めて問題提起する．現代の
諸問題との関連を整理した解題付き．
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パスカルと身体の生
「愛」「習慣」「直感」「中間」「賭け」など、『パンセ』の中
心主題をめぐるテクストの精読を通じて，パスカルのキ
リスト教弁証の試みにおける人間の身体、および身体
をともなう人間の生の両義的な価値を明らかにする．

山上浩嗣　著 　
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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

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
。

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

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

熱
力
学
思
想
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
。
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
経
済
学
史
で
あ
る
と
同
時
に
、
資
源
や

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
。

戦
後
日
本
の
社
会
思
想
史

                     

近
代
化
と
「
市
民
社
会
」
の
変
遷

小
野
寺
研
太 

著

　

                                            

　
　本
体
価
格 

三
四
〇
〇
円

本
書
は
、
戦
後
日
本
の
市
民
社
会
を
め
ぐ
る
概
念
史
で
あ
る
。
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

も
、
大
き
く
近
代
化
と
い
う
波
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
、
戦
中
期
の
大
河
内
・
高

島
を
前
史
と
し
、
内
田
義
彦
・
松
下
圭
一
・
平
田
清
明
・
見
田
宗
介
（
＝
真
木
悠
介
）

へ
と
「
自
由
な
市
民
が
ど
の
よ
う
に
社
会
と
折
り
合
い
を
つ
け
て
生
き
る
か
？
」

と
い
う
今
日
的
な
問
題
系
の
系
譜
を
た
ど
っ
た
、
若
い
世
代
に
よ
る
力
作
。
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戦
争
と
平
和
の
権
利
│
│
政
治
思
想
と
国
際
秩
序
：

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
カ
ン
ト
ま
で

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
を
ス
コ
ラ
主
義
的
正
戦
論
で
は
な
く
、
国
家
理
性
論
、
人
文
主
義
の

伝
統
上
に
位
置
づ
け
、植
民
地
主
義
を
支
え
る
自
由
主
義
の
伝
統
を
見
出
す
。

Ｒ
・
タ
ッ
ク
著
／
萩
原
能
久
監
訳 

６
０
０
０
円

政
治
神
学
か
政
治
哲
学
か
│
│
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
通
奏
低
音

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
作
か
ら
、
彼
の
政
治
理
論
が
神
の
啓
示
へ
の
信
仰
を
基
礎
と
し

た
政
治
神
学
で
あ
る
こ
と
を
論
証
。
道
徳
、
政
治
、
啓
示
、
歴
史
に
焦
点
。

Ｈ
・
マ
イ
ア
ー
著
／
中
道
寿
一
・
清
水
満
訳 

４
５
０
０
円

平
等
の
政
治
理
論
│
│〈
品
位
あ
る
平
等
〉に
む
け
て

〈
品
位
〉を
基
盤
に
す
え
た
平
等
を
原
点
と
し
、
複
合
的
平
等
論
、
運
の
平
等
主
義
等

の
平
等
論
を
批
判
的
に
吟
味
。公
共
性
や
市
民
社
会
と
の
関
係
も
再
検
討
。

〔
シ
リ
ー
ズ
・
政
治
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
〕
木
部
尚
志
著 

３
５
０
０
円

政
治
理
論
と
は
何
か

「
政
治
理
論
は
死
ん
だ
」と
い
わ
れ
た
状
況
は一変
し
、百
家
争
鳴
の
観
を
呈
し
て
い
る
政

治
理
論
に
、内
外
か
ら
多
角
的
な
考
察
を
加
え
、そ
の
深
化
発
展
を
期
す
。

井
上
彰
・
田
村
哲
樹
編 
３
２
０
０
円

ギ
リ
シ
ア
政
治
理
論
│
│
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
と
プ
ラ
ト

ン
に
お
け
る
男
の
イ
メ
ー
ジ

我
々
自
身
と
前
５
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
人
た
ち
と
の
政
治
的
類
似
点
と
相
違
点
に
関

す
る
研
究
に
お
い
て
死
活
的
で
あ
る
の
は
、…

…

む
し
ろ
男
た
ち
と
諸
状
況
お
よ

び
諸
状
況
の
中
の
男
た
ち
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
。（
序
文
よ
り
）

Ｄ
・
グ
リ
ー
ン
著
／
飯
島
昇
藏
・
小
高
康
照
・
近
藤
和
貴
・
佐
々
木
潤
訳 

５
５
０
０
円

代
表
制
と
い
う
思
想

「
国
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
の
で
、や
む
な
く
代
表
制
が
採
ら
れ
て
い
る
」「
代
表
制
は
直

接
民
主
主
義
の
次
善
策
」と
い
う《
直
接
民
主
主
義
の
神
話
》を
根
底
か
ら
問
い
直
す
。

〔
選
書 

風
の
ビ
ブ
リ
オ
１
〕
早
川
誠
著 

１
９
０
０
円

よ
い
社
会
の
探
求
│
│
労
働
・
自
己
・
相
互
性

〈
働
く
こ
と
〉〈
助
け
合
う
こ
と
〉の
意
味
を
原
理
的
に
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
は〈
よ
い

社
会
〉の
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
く
こ
と
で
も
あ
る
。

〔
選
書 

風
の
ビ
ブ
リ
オ
２
〕
田
中
拓
道
著 

２
１
０
０
円

〒101-0052　東京都千代田区神田小川町３－26－20
TEL. & FAX. 03-6672-4001　http://www.fuko.co.jp　［価格は本体価格］風行社

、
、
、
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
自
己
実
現

　
　
　	

広
岡 

守
穂 

著
　
四
六
判
上
製
／
三
四
四
頁
　
二
七
〇
〇
円

男
女
平
等
は
明
治
以
後
の
日
本
に
と
っ
て
、
変
革
を
促
す
最
も
重
要
な
原
動

力
の
一
つ
だ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
も
男
女
平
等
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
お
し

進
め
る
役
目
を
果
た
し
た
。政
治
思
想
史
の
展
開
を
通
じ
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

を
め
ぐ
る
先
駆
者
た
ち
の
活
動
か
ら
読
み
解
く	

	

市
民
社
会
と
自
己
実
現

　
　
　	

広
岡 

守
穂 

著
　
四
六
判
上
製
／
三
二
〇
頁
　
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	

	

国
際
政
治
と
規
範

　
　
　	

足
立 

研
幾 

著
　
Ａ
５
判
並
製
／
二
四
四
頁
　
三
〇
〇
〇
円

　表示価格は税別（別途消費税が加算されます）

	 東京都文京区本郷	 ℡ 03-3813-4511
	 1-8-1	 〒 113-0033

http://www.yushindo.co.jp
有信堂

国
際
社
会
の
発
展
と
兵
器
使
用

を
め
ぐ
る
規
範
の
変
容

好 評 既 刊
昭 和 堂

〒 606-8224 京都市左京区北白川京大農学部前
TEL 075-706-8818　FAX 075-706-8878　

http://www.showado-kyoto.jp　＊価格税抜

社
会
科
学
と

高
貴
な
ら

ざ
る

未
開
人

Ronald L. M
eek

（
ロ
ン
ル
ド
・
Ｌ
・
ミ
ー
ク
）
著
／
田
中
秀
夫 

監
訳

「
四
段
階
理
論
」
の
意
義
と
起
源
、
そ
の
影
響
を
探
る
と
共
に
、
そ

れ
が
「
高
貴
な
ら
ざ
る
未
開
人
」
と
い
う
観
念
に
刺
激
さ
れ
形
作

ら
れ
た
こ
と
を
立
証
す
る
。
A5
判
・
上
製
・

336
頁

　（予
価
四
〇
〇
〇
円
）

社
会
的
包
摂
／
排
除
の
人
類
学

開
発
・
難
民
・
福
祉
　
内
藤
直
樹
・
山
北
輝
裕 

編

　本
体
二
五
〇
〇
円

エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク

政
治
に
お
け
る
原
理
と
は
何
か
　 

末
冨
浩  

著

　本
体
五
〇
〇
〇
円

近
代
を
創
っ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人

啓
蒙
思
想
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開

　
Ａ
・
ハ
ー
マ
ン 

著
／
篠
原
久  
監
訳
／
守
田
道
夫 

訳

　本
体
四
八
〇
〇
円

労
働
と
所
有
の
哲
学 
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
か
ら
現
代
へ

　

今
村
健
一
郎 

著

　本
体
三
五
〇
〇
円

2015年10月新刊
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■
11
カ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
国
際
的
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
完
訳
!!

サ
ル
ト
ル
伝 

上 

下

1905-1980
ア
ニ
ー
・
コ
ー
エ
ン
＝

ソ
ラ
ル　

石
崎
晴
己
訳

「
世
界
を
こ
そ
所
有
し
た
い
」
―
―
社
会
、
思

想
、
歴
史
の
す
べ
て
を
そ
の
巨
大
な
渦
に
巻
き

込
み
、
自
ら
企
て
た
〝
サ
ル
ト
ル
〟
を
生
き
き
っ

た
巨
星
、
サ
ル
ト
ル
。
そ
の
生
き
ざ
ま
を
、
作

品
に
深
く
喰
い
込
ん
で
描
く
畢
生
の
大
著
、
満

を
持
し
て
完
訳
！

 

四
六
上
製　

㊤
五
四
四
頁　

㊦
六
五
六
頁 

 

口
絵
三
二
頁　

各
三
六
〇
〇
円

別
冊
『
環
』
⓫
サ
ル
ト
ル1905-80

〔
他
者
・
言
葉
・
全
体
性
〕

 
菊
大
判　

三
〇
四
頁　

三
三
〇
〇
円

サ
ル
ト
ル
の
世
紀

Ｂ-

Ｈ
・
レ
ヴ
ィ　

石
崎
晴
己
監
訳　

澤
田
直
・
三
宅
京
子
・
黒
川
学
訳

 

四
六
上
製　

九
一
二
頁　

五
五
〇
〇
円

 

第
41
回
日
本
翻
訳
出
版
文
化
賞
受
賞

15
年
に
わ
た
り
ま
す
ご
愛
顧
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

環 

学
問
と
芸
術
の
総
合
を
め
ざ
し
〝
歴
史
を
問
い
直

す
〟
べ
く
二
〇
〇
〇
年
一
月
に
創
刊
い
た
し
ま
し

た
本
誌
は
、
本
号
を
最
終
号
と
し
て
、
第
Ⅰ
期
を

締
め
く
く
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

菊
大
判　

四
四
〇
頁　

三
六
〇
〇
円

介 

入　

Ⅰ 

Ⅱ

社
会
科
学
と
政
治
行
動1961-2001

Ｐ
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
　
櫻
本
陽
一
訳
・
解
説�

�

Ｆ
・
プ
ポ
ー
＋
Th
・
デ
ィ
セ
ポ
ロ
編

 

Ａ
５
判　

Ⅰ
四
〇
八
頁　

Ⅱ
三
三
六
頁　

各
三
六
〇
〇
円

未
来
世
代
の
権
利 

地
球
倫
理
の
先
覚
者
、
Ｊ
‐
Ｙ
・
ク
ス
ト
ー

服
部
英
二�

編
著

 

四
六
上
製　

三
六
八
頁　

三
二
〇
〇
円

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
中
世
に
誕
生
し
た
の
か
？

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
＝

ゴ
フ
　
菅
沼
潤 

訳

 

四
六
上
製　

五
一
二
頁
（
カ
ラ
ー
口
絵
一
六
頁
）　

四
八
〇
〇
円

 

英
仏
独
西
伊
五
か
国
共
同
出
版
！

中
世
と
は
何
か

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル=

ゴ
フ　

池
田
健
二
・
菅
沼
潤
訳

 

四
六
上
製　

三
二
〇
頁
（
カ
ラ
ー
口
絵
一
六
頁
）　

三
三
〇
〇
円

中
世
の
身
体

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル=

ゴ
フ　

池
田
健
二
・
菅
沼
潤
訳

 

四
六
上
製　

三
〇
四
頁
（
カ
ラ
ー
口
絵
八
頁
）　

三
二
〇
〇
円

地
域
か
ら
つ
く
る 

内
発
的
発
展
論
と
東
北
学

赤
坂
憲
雄
・
鶴
見
和
子

 

四
六
上
製　

二
五
六
頁　

二
五
〇
〇
円

南
方
熊
楠
の
謎 

鶴
見
和
子
と
の
対
話

松
居
竜
五
編

鶴
見
和
子
・
雲
藤
等
・
千
田
智
子
・
田
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