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第 9 回（2019 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 43 号掲載）

　　山尾忠弘

　　「J・S・ミルにおける女性の性格形成  

　　　　　　　　　　　　　　　――シドニー・スミス「女性教育」との対比を手がかりに」

〈選考経過〉

　本稿の主題は、J・S・ミルの展開した女性の性格形成論がもつ思想的特徴とミル

思想形成史上の意義を解明することにある。本稿は、これまで内外諸研究において

もほとんど検討されていないシドニー・スミスの論説「女性教育」に着目した。著

者は、ミルとスミスとを文献をもとに丁寧に対比することによって、人間の性格形

成に関するミルの科学理論とされた「性格形成学 (ethology)」が未完であることを明

らかにし、そのことが持つ思想形成史上の意義を解明しようとした。著者はミルの

思想形成過程を三段階で捉える。第一は、女性を知的・道徳的に男性と平等な個人

として捉え、現在男女間に観察されている性格の相違の原因を主として教育にある

と説明する段階であり、この第一段階に対応するのがスミスの「女性教育」であった。

第二段階は、個人としての女性が自由や独立などより具体的・社会科学的な概念と

ともに把握され、女性の性格形成の要因を社会構造それ自体に求める段階である。

そして第三段階が、社会構造の変化と女性の性格の変化を有機的に対応させ、女性

が自由をえればどのように性格が変化するのかなどの科学的説明を行うエソロジー

が確立される段階である。既存の研究においては、ミルは『女性の隷従』で第三段

階に達していると解釈されたが、著者はまだそこではこの第三段階に達していない

と明確に主張する。著者は、『女性の隷従』がエソロジーに基づいていないにもかか

わらず、本稿が明らかにした女性の現在の性格を社会構造の問題として捉えるとい

うミル自身の視点によって強い思想的影響力を持ち続けた、という新しい見解を導

入する。この未完のエソロジー構想が持つミルの思想形成史上の意義を指摘したこ

とこそ、本稿の独創的な点であると同時に、その課題を我々の今日の開かれた問題

として引き受けることを迫るものである。この論文のダイナミックな構成の仕方は、

今後の研究の発展可能性も十分に期待させる。よって本稿を、社会思想史学会研究

奨励賞の受賞作にふさわしいと判断し、推挙するものである。

　以上の報告に基づき、2019 年 10 月 25 日の幹事会は、山尾会員に第 9 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。

 2019 年 10 月 26 日　

 社会思想史学会　
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社
会
思
想
史
学
会
で
は
二
〇
一
六
年
に
創
立
四
十
周
年
を
迎
え
た
こ

と
を
機
に
、
社
会
思
想
史
分
野
に
か
ん
す
る
綜
合
的
な
事
典
の
編
纂
事

業
に
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
は
社
会
思
想
史
学
会
編
『
社
会
思
想
史
事

典
』
（
二
〇
一
九
年

）
1
（

）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
種
の
事
典
は
こ
れ
ま

で
も
い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
学
会
が
全
面
的
に
編
纂
に
携

わ
っ
た
企
画
と
し
て
、
本
事
典
は
本
邦
初
の
画
期
的
な
試
み
と
な
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
学
会
編
纂
と
い
う
事
実
は
あ
く
ま
で
も
外

面
的
な
事
情
で
あ
っ
て
、
当
の
事
典
の
質
を
か
な
ら
ず
し
も
保
証
す
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
学
会
編
纂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
い
っ
そ

う
そ
の
内
実
が
厳
し
く
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
社
会
思
想
史
と
い
う
学
問
の
内
実
そ
れ
自
体
も
、
時
代
と
と

も
に
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
き
た
。
と
り
わ
け
こ
こ
数
十
年
の
あ
い
だ

に
人
文
・
社
会
系
の
学
知
に
生
じ
た
大
き
な
地
殻
変
動
は
、
社
会
思
想

史
研
究
に
と
っ
て
も
け
っ
し
て
無
縁
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
こ
と
は
『
社
会
思
想
史
事
典
』
に
収
録
さ
れ
た
項
目
の
取
捨
選
択
、

個
々
の
項
目
の
記
述
内
容
な
ど
に
も
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
社
会
思
想
史
は
こ
の
間
そ
の
外
延
を
大
き
く
拡
げ
、
見
方
に

よ
っ
て
は
分
岐
と
拡
散
を
続
け
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
の
こ
と
は
同
時
に
〈
社
会
思
想
史
〉
そ
の
も
の
の
存
在
意

義
を
あ
ら
た
め
て
問
い
返
す
理
由
と
も
な
る
。
た
と
え
ば
共
和
主
義
研

究
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
知
見
を
着
実
に
蓄

積
し
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
あ
え
て
〈
社
会
思
想
史
〉
の
名
の

も
と
で
一
つ
に
括
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
意
味
が
あ
る
の
か
。
私
た
ち
が

〈
社
会
思
想
史
〉
と
い
う
枠
組
み
の
う
ち
に
な
お
も
踏
み
と
ど
ま
る
積
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極
的
な
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
社
会
思
想
史
学
会
が
『
社
会
思
想

史
事
典
』
を
世
に
問
う
以
上
、
こ
う
し
た
問
い
を
避
け
て
通
る
こ
と
は

で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
誌
が
「
〈
社
会
思
想
史
〉を
問
い
直
す
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
今
号
の
特
集
を
組
む
に
い
た
っ
た
所
以
で
あ
る
。
以

下
で
は
〈
社
会
思
想
史
〉
を
問
い
直
す
た
め
に
、
検
討
作
業
の
前
提
と

な
る
論
点
を
ご
く
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

一　
〈
社
会
思
想
史
〉と
は
何
か

　

そ
も
そ
も
〈
社
会
思
想
史
〉
と
は
何
か
。
『
社
会
思
想
史
事
典
』
の

冒
頭
に
置
か
れ
た
総
論
「
社
会
思
想
史
へ
の
誘
い
―
―
方
法
・
視
座
・

ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
で
は
、
複
数
の
編
集
幹
事
が
そ
れ
ぞ
れ
〈
社
会

思
想
史
〉
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
そ
こ
か
ら
最

大
公
約
数
と
思
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
拾
い
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
〈
社
会

思
想
史
〉
と
は
、
第
一
に
〈
思
想
〉
を
特
定
の
〈
社
会
〉
の
〈
歴
史
〉

的
な
文
脈
の
な
か
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
り
、
第
二
に
政
治

思
想
史
・
経
済
思
想
史
・
哲
学
思
想
史
な
ど
と
比
べ
て
対
象
領
域
が
包

括
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
学
際
的
・
領
域
横
断
的
な
性
格
を
帯
び
ざ
る
を

え
な
い
営
み
で
あ
り
、
第
三
に
過
去
の
思
想
の
も
つ
現
代
的
な
意
義
（
ア

ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
、
と
い

う
あ
た
り
に
落
ち
着
く
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
こ
れ
は
思
想
史
研
究
一

般
に
多
か
れ
少
な
か
れ
含
ま
れ
る
要
素
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
社

会
思
想
史
を
決
定
的
に
特
徴
づ
け
る
指
標
と
は
い
い
が
た
い
。
少
な
く

と
も
日
本
の
文
脈
の
な
か
で
社
会
思
想
史
研
究
に
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
与
え
て
き
た
の
は
む
し
ろ
、
自
ら
の
課
題
を
た
ん
に
社
会
秩
序
の
仕

組
み
を
解
明
す
る
だ
け
に
終
わ
ら
せ
ず
、
現
存
秩
序
の
革
命
的
な
変
革

を
も
含
む
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
批
判
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
志
向
で

あ
ろ
う
。

　

実
際
、
過
去
百
年
の
日
本
で
こ
の
学
問
分
野
が
辿
っ
て
き
た
来
歴
に

刻
ま
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
批
判
・
社
会
変
革
に
向
け
ら
れ
た
き
わ
め

て
強
い
関
心
で
あ
っ
た
。
安
藤
隆
穂
の
整
理
を
借
り
る
な
ら
ば
、
一
九

二
〇
年
代
に
あ
っ
て
「
『
社
会
思
想
』
と
は
、
『
社
会
』
の
改
良
を
目
指

す
思
想
一
般
で
あ
り
、
狭
く
は
『
社
会
主
義
』
と
そ
の
周
辺
の
思
想
と

み
な
さ
れ
て
」
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
も
、
た
と
え
ば
社
会
思

想
研
究
会
編
『
社
会
思
想
史
十
講
』（
一
九
四
八
年
）
で
は
「
社
会
思
想
」

は
「
社
会
変
革
を
目
的
と
す
る
思
想
の
体
系
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
高

島
善
哉
・
水
田
洋
・
平
田
清
明
『
社
会
思
想
史
概
論
』
（
一
九
六
二
年
）

で
は
「
人
間
の
社
会
的
解
放
の
思
想
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た

）
2
（

。
日
本
に

お
け
る
社
会
思
想
史
研
究
は
、
端
的
に
い
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
・
社
会

主
義
を
大
き
な
養
分
と
し
て
出
発
し
、
（
と
き
に
ア
カ
デ
ミ
ア
の
周
縁
や

外
部
に
あ
る
言
説
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
）
政
治
・
経
済
・
文
化
等
々
を

含
む
〈
社
会
〉
の
総
体
を
批
判
的
に
問
い
直
そ
う
と
す
る
姿
勢
、
こ
れ

を
最
大
の
特
徴
と
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
う
し
た
社
会
批
判
を
突
き
動
か
し
て
き
た
の
は
人
間
解
放
の
〈
大
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き
な
物
語
〉
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
は
、
自
立
的
・
自
律
的

な
主
体
が
社
会
を
理
性
的
に
編
成
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と

い
う
問
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
問
い
そ
の
も
の
が
根
底

か
ら
問
い
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
。
マ
ル
ク
ス

主
義
を
大
き
な
養
分
と
し
て
出
発
し
た
社
会
思
想
史
研
究
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
に
は
硬
直
し
た
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
批
判
的
対
峙

へ
と
推
移
し
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
な
ど
が
グ
ロ
テ
ス
ク
な
か
た
ち
で
あ

か
ら
さ
ま
に
し
た
「
権
力
の
過
剰
」
を
決
定
的
に
重
要
な
問
題
と
し
て

批
判
の
俎
上
に
載
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
後
半
以

降
に
生
じ
た
人
文
・
社
会
系
の
学
知
の
地
殻
変
動
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス

主
義
・
社
会
主
義
の
さ
ら
な
る
相
対
化
が
も
た
ら
さ
れ
、
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
リ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
な
ど
が
広
く
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

に
つ
れ
、
い
わ
ば
「
権
力
の
過
剰
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
権
力
の
遍
在
」

が
社
会
批
判
の
主
題
と
し
て
前
景
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
し
か

し
そ
れ
は
同
時
に
、
人
間
解
放
の
〈
大
き
な
物
語
〉
の
逼
塞
を
も
浮
き

彫
り
に
し
、
従
来
の
社
会
思
想
史
の
構
え
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
揺
る

が
す
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
。

　

か
く
し
て
社
会
思
想
史
は
深
刻
な
問
い
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

人
間
解
放
の
〈
大
き
な
物
語
〉
を
も
は
や
素
朴
に
前
提
と
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
は
た
し
て
社
会
思
想
史
と
い
う
（
社
会
批

判
を
志
向
す
る
）
学
問
は
ま
だ
存
在
す
る
の
か
。
〈
大
き
な
物
語
〉
の
不

可
能
性
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
〈
社
会
思
想
史
〉
と
い
う
〈
物
語
〉

は
な
お
も
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
〈
社
会
思
想
史
〉
を
問
い
直
す
」
と

い
う
本
特
集
の
テ
ー
マ
の
出
発
点
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
根
源
的
な
問
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

二　
〈
社
会
思
想
史
〉は
ま
だ
存
在
す
る
の
か

　

〈
社
会
思
想
史
〉
は
ま
だ
存
在
す
る
の
か
―
―
し
か
し
こ
の
問
い
は

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
社
会
思
想
史
は
も
は
や
存
在
し
な
い
と
い
う
答
え
を

あ
ら
か
じ
め
想
定
し
た
修
辞
的
疑
問
文
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
い
さ

さ
か
不
毛
な
問
い
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
真
に
問
わ
れ
る
べ
き

は
む
し
ろ
、
社
会
思
想
史
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
問
い
で

あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
思
想
史
は
ま
だ
存
在

す
る
の
か
と
い
う
反
語
的
な
問
い
が
成
立
す
る
よ
う
に
み
え
て
し
ま
う

の
は
、
〈
大
き
な
物
語
〉
の
不
可
能
性
と
い
う
前
提
が
そ
れ
だ
け
重
い

枷
を
〈
社
会
思
想
史
〉
に
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

も
と
よ
り
〈
大
き
な
物
語
〉
の
不
可
能
性
は
た
ん
に
社
会
思
想
史
に

の
み
関
わ
る
ト
ピ
ッ
ク
で
は
な
く
、
二
十
世
紀
の
思
潮
全
体
を
決
定
的

に
特
徴
づ
け
る
符
牒
で
も
あ
る
。
分
析
哲
学
、
構
造
主
義
／
ポ
ス
ト
構

造
主
義
、
解
釈
学
、
批
判
理
論
な
ど
多
種
多
様
な
思
想
潮
流
は
互
い
に

調
停
不
可
能
な
対
立
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
一
つ
に
括
る

こ
と
な
ど
お
よ
そ
不
可
能
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
巨
視
的
に
み
れ
ば

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
〈
ニ
ー
チ
ェ
以
後
〉
の
刻
印
を
受
け
た
思
想
で
あ
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り
、
二
十
世
紀
の
思
潮
全
体
を
言
語
論
的
転
回
と
い
う
大
き
な
流
れ
の

も
と
に
括
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
の
は
〈
大

き
な
物
語
〉
の
拒
絶
で
あ
り
、
（
象
徴
的
な
固
有
名
詞
を
引
き
合
い
に
出
せ

ば
）
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
拒
絶
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
〈
大
き
な

物
語
〉
を
峻
拒
し
よ
う
と
す
る
語
り
口
そ
の
も
の
は
、
は
た
し
て
〈
大

き
な
物
語
〉
か
ら
完
全
に
無
縁
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
人
類
の

進
歩
と
い
う
〈
大
き
な
物
語
〉
を
語
る
〈
啓
蒙
〉
の
思
考
を
徹
底
的
に

解
体
し
よ
う
と
し
た
M
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
Th
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
『
啓

蒙
の
弁
証
法
』
（
一
九
四
七
年
）
に
は
、
た
し
か
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
理
性

批
判
の
自
家
中
毒
が
看
て
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
ら
は
〈
啓
蒙
〉
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
へ
の
問
い
を
完
全
に
放
棄

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
な
お
不
十
分
だ
っ

た
〈
啓
蒙
〉
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
追
求
を
徹
底
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
彼

ら
の
思
考
の
眼
目
は
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
人
間
学
と
歴

史
叙
述
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
思
考

は
二
十
世
紀
の
近
代
批
判
の
思
潮
の
そ
こ
か
し
こ
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
〈
大
き
な
物
語
〉
を
解
体
し
よ

う
と
す
る
語
り
口
そ
の
も
の
も
ま
た
〈
大
き
な
物
語
〉
を
必
要
と
す
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
M
・
フ
ー
コ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
〈
疎
外
・
抑

圧
か
ら
の
解
放
〉
と
い
う
物
語
に
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
ら
が

な
お
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
〈
大
き
な
物
語
〉
の
拒
絶
を
よ
り
徹
底
す

る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
自
身
の
取
り
組
ん
だ

言
説
分
析
の
刷
新
な
ど
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
試
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

も
い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
試
み
は
こ
れ
ま
で
〈
社
会
思
想
史
〉

の
名
で
呼
ば
れ
て
き
た
営
み
と
同
じ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば

植
村
邦
彦
は
フ
ー
コ
ー
の
試
み
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
思
想
史
は
歴
史
の
中
に
一
貫
性
や
影
響

関
係
、
進
歩
や
時
代
精
神
な
ど
を
見
出
そ
う
と
す
る
が
、
例
え
ば

「
狂
気
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
精
神
医
学
の
言
説
史

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
文
学
作
品
や
哲
学
、
法
律
書
、
解

剖
記
録
、
裁
判
記
録
、
新
聞
記
事
な
ど
他
の
言
説
と
の
関
連
の
中

で
そ
れ
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
領
域
横
断

的
な
博
捜
を
通
し
て
の
「
考
古
学
的
な
比
較
は
、
統
一
化
を
も
た

ら
す
も
の
で
は
な
く
、
多
数
多
様
化
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
あ

る
」
。
〔
…
…
〕
フ
ー
コ
ー
が
問
題
と
す
る
の
は
、
意
図
よ
り
も
む

し
ろ
そ
の
言
説
が
形
成
さ
れ
る
仕
方
や
、
言
説
領
域
と
非
言
説
的

な
実
践
領
域
と
の
結
び
つ
き
の
規
則
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
も
う
思
想
史
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
を
超
え
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

歴
史
研
究

の
一
方
法
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う

）
3
（

。 

（
強
調
引
用
者
）
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植
村
に
よ
れ
ば
、
「
あ
る
言
説
を
そ
の
歴
史
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
即
し
て
内
在
的
に
検
討
し
、
そ
の
言
説
の
同
時
代
的
意
味
を
確

認
し
た
う
え
で
、
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
社
会

思
想
史
の
方
法
で
あ
り
役
割
で
あ
る

）
4
（

」
。
そ
の
た
め
に
は
社
会
思
想
史

研
究
は
、
歴
史
上
の
あ
る
人
物
の
言
説
を
取
り
上
げ
、
「
そ
の
言
説
を

発
す
る
こ
と
に
お
い
て
そ
の
人
物
は
実
際
に
何
を
し
て
い
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
広
い
文
脈
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
と
い
う

）
5
（

。

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
広
い
文
脈
」
に
は
フ
ー
コ
ー
の
想
定
す
る
よ
う
な

言
説
領
域
と
実
践
領
域
の
編
成
も
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し

植
村
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
「
広
い
文
脈
」
の
な
か
に
特
定
の
人
物
の
言

説
を
位
置
づ
け
直
す
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
の
言
説
の
意
味
・

意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
繋
げ
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
っ
て
、

フ
ー
コ
ー
に
は
そ
う
し
た
志
向
が
稀
薄
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
フ
ー
コ
ー
の
試
み
は
「
思
想
史
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
を

超
え
た
歴
史
研
究
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
〈
社
会
思
想
史
〉
に

そ
の
ま
ま
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。

　

植
村
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
「
テ
ク
ス
ト
の
読
解
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
研
究
と
を
相
互
に
深
め
て
い
く
こ
と

）
6
（

」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
焦
点
を
当
て
る
だ
け
で
は
社
会
思
想
史
研
究
と
し
て
は
十
分

で
は
な
い
と
い
う
話
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
何
も
植
村
に
固
有
の

考
え
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
坂
本
達
哉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
哲
学
、

政
治
学
、
経
済
学
、
そ
し
て
二
十
世
紀
以
降
は
社
会
学
そ
の
他
の
新
し

い
諸
学
を
加
え
、
こ
れ
ら
人
文
・
社
会
諸
科
学
が
個
別
に
展
開
す
る
学

問
の
歴
史
と
は
別
に
、
そ
れ
ら
諸
学
に
『
歴
史
の
文
脈
』『
思
想
の
文
脈
』

『
思
想
家
の
問
題
』
と
い
う
方
法
論
的
な
い
わ
ば
横
串
を
通
し
、
そ
の

生
成
過
程
に
遡
っ
て
、
あ
る
思
想
家
や
問
題
の
歴
史
的
意
義
を
学
際
的
・

総
合
的
に
確
定
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
社
会
思
想
史
研
究
の
独
自
の
役
割

が
あ
る

）
7
（

」
。
こ
こ
で
坂
本
は
「
文
脈
」
と
い
う
要
素
を
と
く
に
強
調
し

て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
求
め
ら
れ
る
作
業
の
実
質
は
や
は
り
テ

ク
ス
ト
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
往
還
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
植
村

や
坂
本
が
指
し
示
す
方
向
が
〈
社
会
思
想
史
〉
研
究
の
王
道
と
も
い
う

べ
き
方
法
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

三　
〈
社
会
思
想
史
〉の
叙
述
は
い
か
に
し
て
可
能
か

　

こ
う
し
て
み
る
と
〈
社
会
思
想
史
〉
は
〈
大
き
な
物
語
〉
の
不
可
能

性
と
い
う
視
座
と
少
々
折
り
合
い
が
悪
い
よ
う
に
も
み
え
て
く
る
が
、

じ
つ
の
と
こ
ろ
こ
こ
で
は
二
つ
の
問
題
を
腑
分
け
し
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
一
つ
は
社
会
思
想
史
を
何
ら
か
の
時
代
精
神
（
の
よ
う
な
も
の
）

の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
と
み
な
す
思
考
、
要
す
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
な

思
考
の
枠
組
み
と
ど
の
よ
う
に
距
離
を
と
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
が
そ
う
し
た
思
考
の
構
え
を
峻
拒
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
植
村
に
し
て
も
坂
本
に
し
て
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
〈
社
会
思
想
史
〉
は
単
一
の
筋
書
き
で
目
的
論
的
に
描
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か
れ
る
よ
う
な
〈
大
き
な
物
語
〉
を
是
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
坂
本
の
い
う
「
思
想
家
の

問
題
」
を
い
っ
さ
い
排
除
し
た
と
こ
ろ
に
も
〈
社
会
思
想
史
〉
は
存
在

し
な
い
。
い
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
が
問
題
含
み
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
ら
が
書
き
遺
し
た
テ
ク
ス

ト
の
分
析
が
社
会
思
想
史
研
究
か
ら
消
え
る
日
が
訪
れ
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
正
典
（
聖
典
）
の
玉

座
に
据
え
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
正
典
を
脱
神
話
化
す
る
よ

う
な
読
解
こ
そ
が
何
よ
り
も
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
ま
た

不
断
に
試
み
ら
れ
て
も
い
よ
う
。

　

お
そ
ら
く
〈
社
会
思
想
史
〉
に
と
っ
て
問
わ
れ
る
べ
き
課
題
の
所
在

は
そ
う
し
た
作
業
の
先
に
あ
る
。
か
り
に
単
一
の
目
的
論
的
な
〈
大
き

な
物
語
〉
を
描
く
こ
と
を
斥
け
、
他
方
で
個
々
の
テ
ク
ス
ト
を
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
な
か
で
検
証
す
る
作
業
に
一
定
程
度
の
成
功
を
収
め
る
こ
と

が
で
き
た
と
し
よ
う
。
そ
の
と
き
、
社
会
思
想
史
の
全
体

0

0

（
通
史
）
を

描
こ
う
と
す
る
営
み
は
も
は
や
不
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
不
可
能

な
の
だ
ろ
う
か
。
「
通
史
」
を
断
念
し
た
社
会
思
想
史
が
あ
り
う
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
か
ら
自
由
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
だ
と
す
る
と
〈
社
会
思
想
史
〉
は
〈
小
さ
な
物
語
〉
の
寄
せ
集
め

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
だ
が
、
そ
う
し
た
〈
物
語
〉
の
断
片
も

さ
ら
な
る
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
に
ち

が
い
な
い
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
問
う
か
ぎ
り
、
あ
る
種
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主

義
は
ふ
た
た
び
顔
を
覗
か
せ
る
だ
ろ
う
。
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
に
よ
れ

ば
、
私
た
ち
は
み
な
い
や
お
う
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
な
の
だ
と
い
う
。

　

自
覚
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
ま
た
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に

か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
多
く
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
、
し
か
も

き
わ
め
て
正
統
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

が
文
学
史
を
振
り
返
る
と
き
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
と
キ
リ
ス
ト

教
時
代
と
の
あ
い
だ
、
あ
る
い
は
ヘ
ブ
ラ
イ
世
界
と
古
代
ギ
リ
シ

ア
世
界
と
の
あ
い
だ
で
区
切
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
わ
れ

わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
芸
術
の

さ
ま
ざ
ま
な
形
式
や
ジ
ャ
ン
ル
の
関
係
を
、
表
象
形
式
の
違
い
に

即
し
な
が
ら
体
系
化
し
よ
う
と
試
み
る
。
あ
る
い
は
、
歴
史
的
な

時
代
区
分
を
考
え
る
と
き
、
集
合
的
で
あ
れ
個
人
的
で
あ
れ
、
何

ら
か
の
意
識
が
進
歩
な
り
退
行
な
り
と
い
っ
た
か
た
ち
で
展
開
し

て
ゆ
く
過
程
と
し
て
、
そ
う
し
た
区
分
を
思
い
描
こ
う
と
し
た
り

す
る
。
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
な
の
で

あ
る

）
8
（

。

　

も
と
よ
り
ド
・
マ
ン
は
こ
う
し
た
事
態
を
手
放
し
で
肯
定
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
自
身
は
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の

戯
れ
を
看
取
し
、
そ
の
堅
牢
な
体
系
を
大
胆
に
解
体
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
い
わ
ゆ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
か
ら
テ
ク
ス
ト
読
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解
を
い
か
に
解
き
放
つ
か
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
し
か
し

こ
こ
で
の
ド
・
マ
ン
の
指
摘
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何
ら

か
の
時
系
列
的
な
枠
組
み
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
試
み
、
そ
れ
に
よ
っ

て
社
会
思
想
史
の
全
体
（
通
史
）
を
描
こ
う
と
す
る
よ
う
な
営
み
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
も
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
検

証
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
〈
社
会
思
想
史
〉
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
叙
述
は
何
ら
か
の
〈
大
き
な
物
語
〉
を
語
る
ス
タ

イ
ル
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は

最
終
的
に
〈
社
会
思
想
史
〉
を
や
は
り
「
通
史
」
の
叙
述
へ
と
向
か
わ

せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
「
通
史
」
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
単
一
の
起
源
か
ら
出
発
す

る
目
的
論
的
な
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で

も
―
―
フ
ー
コ
ー
風
に
い
え
ば
―
―
〈
起
源U

rsprung
〉
の
代
わ
り

に
〈
由
来H

erkunft

〉
・
〈
現
出Entstehung

〉
を
見
定
め
る
こ
と
に
は

な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
〈
社
会
思
想
史
〉
の
場
合
、
由
来
・
現
出
を
問

う
べ
き
対
象
と
な
る
の
は
〈
近
代m

odernity

〉
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。

た
と
え
ば
前
掲
『
社
会
思
想
史
事
典
』は
以
下
の
よ
う
に
時
系
列
に
沿
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
⑴
近
代
の
形
成
―
―
ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら
十
七

世
紀
へ
、
⑵
近
代
の
確
立
―
―
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
へ
、
⑶

近
代
の
矛
盾
―
―
十
九
世
紀
前
半
か
ら
世
紀
後
半
へ
、
⑷
近
代
の
危
機

―
―
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
へ
、
⑸
近
代
の
転
換
―
―
二
十

世
紀
後
半
か
ら
二
十
一
世
紀
へ
。

　

な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
は
単
一
の
〈
近
代
〉
な
る
も
の
が
あ
た
か
も
弁

証
法
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
か
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
、
暗
黙
裡
に
想
定

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
実
際
そ
う
し
た

印
象
は
か
な
ら
ず
し
も
間
違
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い

え
こ
の
『
事
典
』
を
実
際
に
繙
い
て
み
る
と
、
お
そ
ら
く
そ
の
印
象
は

（
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
）
裏
切
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
百
名
を

優
に
超
え
る
執
筆
者
が
三
百
を
超
え
る
項
目
を
担
当
し
て
い
る
以
上
、

当
た
り
前
と
い
え
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
お
よ
そ
単
一
の

筋
立
て
に
す
ん
な
り
収
ま
る
よ
う
な
叙
述
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
〈
近

代
〉
を
単
一
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
見
方
は
、
こ
こ
で
は
も
は
や
斥
け

ら
れ
て
い
る
（
少
な
く
と
も
相
対
化
さ
れ
て
い
る
）
と
い
っ
て
よ
い
。
こ

う
し
た
構
え
の
背
景
に
あ
る
の
は
〈
複
数
の
近
代
〉
と
い
う
問
題
系
で

あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

も
し
も
近
代
を
何
ら
か
の
制
度
上
の
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
、

た
と
え
ば
近
代
的
な
官
僚
制
国
家
、
市
場
経
済
、
科
学
・
技
術
が

拡
大
し
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
定
義
す
る
な
ら
ば
、
近
代
と
は
単
一

の
過
程
で
あ
る
と
い
う
幻
想
か
ら
な
か
な
か
離
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
場
所
で
も
同
じ
か
た
ち
で
生
じ
、
究
極

的
に
は
一
つ
に
収
斂
し
て
、
わ
れ
わ
れ
〔
西
洋
〕
の
世
界
と
同
一

の
も
の
と
な
る
運
命
に
あ
る
過
程
と
し
て
、
相
も
変
わ
ら
ず
近
代



15　●　〈社会思想史〉を問い直すために――上野成利

を
と
ら
え
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
私
の
考
え

の
根
底
に
あ
る
直
感
は
、
わ
れ
わ
れ
は
「
多
種
多
様
な
近
代
」

〔m
ultiple m

odernities

〕
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

）
9
（

。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
〈
多
種
多
様
な
近
代
〉
を
語
る
こ
と
が
〈
社

会
思
想
史
〉
の
課
題
だ
と
し
て
も
、
三
島
憲
一
の
い
う
よ
う
に
、
そ
れ

は
〈
西
洋
近
代
以
外
に
も
近
代
化
が
成
功
し
た
事
例
は
あ
る
〉
と
い
う

物
語
を
紡
ぐ
こ
と
を
か
な
ら
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
「
む
し
ろ
多
系
的

近
代
〔m

ultiple m
odernities

〕
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
成
功
し
た
近
代

化
は
ど
こ
に
も
な
い
の
だ
。
実
際
に
お
け
る
選
択
的
近
代
化
は
あ
く
ま

で
も
近
代
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
偏
っ
た
実
現
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
暴

力
と
抑
圧
の
連
関
、
つ
ま
り
蟻
地
獄
で
あ
る
。
そ
う
し
た
個
々
の
『
文

化
』
内
部
で
の
偽
り
の
実
現
に
対
す
る
抵
抗
と
批
判
の
現
代
へ
の
呼
び

返
し
こ
そ
社
会
思
想
史
の
課
題
と
な
ろ
う

）
10
（

」
。
〈
複
数
の
近
代
〉
に
刻
ま

れ
た
「
暴
力
と
抑
圧
」
の
連
関
の
由
来
・
現
出
を
炙
り
出
し
、
そ
の
う

え
で
そ
こ
に
「
批
判
と
抵
抗
」
の
契
機
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
、
こ
こ
に

〈
社
会
思
想
史
〉
の
課
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四　
〈
社
会
思
想
史
〉に
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か

　

い
ま
確
認
し
た
よ
う
に
、
〈
社
会
思
想
史
〉
が
「
批
判
と
抵
抗
」
の

契
機
を
〈
近
代
〉
の
う
ち
に
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
自
ら
の
課
題
を
見
定

め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
〈
複
数
の
近
代
〉
に
孕
ま
れ
る
複
数
の
系
譜

の
重
ね
書
き
を
検
討
の
俎
上
に
載
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も

な
お
さ
ず
複
数
の
軸
が
重
層
的
に
展
開
す
る
〈
大
き
な
物
語
〉
と
し
て

〈
近
代
〉
を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　

た
と
え
ば
テ
イ
ラ
ー
は
、
⑴
非
人
格
的
な
相
互
依
存
の
体
系
と
し
て

の
市
場
経
済
、
⑵
政
治
の
外
部
に
存
在
し
局
所
的
な
空
間
を
超
え
て
意

見
を
交
換
す
る
場
と
し
て
の
公
共
圏
、
⑶
国
民
単
位
の
単
一
の
集
合
的

な
行
為
主
体
に
よ
る
人
民
主
権
、こ
の
三
つ
の
契
機
を
狭
義
の
〈
近
代
〉

を
特
徴
づ
け
る
指
標
と
し
て
捉
え
る
が
、
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ア

メ
リ
カ
革
命
と
の
あ
い
だ
の
違
い
に
も
目
を
向
け
、
西
洋
近
代
の
内
側

に
も
多
様
な
複
数
の
軸
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
一

方
で
時
間
軸
を
タ
テ
方
向
に
延
ば
し
て
、
狭
義
の
〈
近
代
〉
の
背
後
に

あ
る
文
脈
と
し
て
〈
文
明
化
〉
の
軸
を
、
さ
ら
に
よ
り
大
き
な
文
脈
と

し
て
〈
世
俗
化
〉
の
軸
を
立
て
て
い
る

）
11
（

。
こ
こ
で
テ
イ
ラ
ー
に
〈
大
き

な
物
語
〉
を
語
る
の
を
躊
躇
う
様
子
は
い
っ
さ
い
な
い
が
、
し
か
し
そ

れ
を
単
一
の
過
程
と
し
て
語
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
の
は
〈
近
代
〉
の
由
来
・
現
出
を
複
数
化
・
重
層
化
す
る
試
み
だ
と

い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
試
み
が
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
成
功
し
て
い
る

の
か
、
ま
た
そ
れ
が
目
的
論
的
な
色
合
い
を
ど
れ
だ
け
払
拭
で
き
て
い

る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
慎
重
な
留
保
が
必
要
で
は
あ
ろ
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う
。
テ
イ
ラ
ー
の
場
合
に
は
〈
世
俗
化
〉
と
い
う
視
座
が
何
に
も
ま
し

て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
の
描
く
思
想
史
は
〈
世

俗
化
〉
と
い
う
単
一
の
〈
大
き
な
物
語
〉
に
す
べ
て
回
収
さ
れ
る
可
能

性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
テ
イ
ラ
ー
は
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
道
具
的
理
性
批
判
や
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
な
ど
も

自
ら
の
道
具
箱
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
〈
世
俗

化
〉
の
軸
に
す
べ
て
回
収
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
〈
近

代
〉
を
複
数
化
・
重
層
化
し
よ
う
と
い
う
彼
の
試
み
自
体
に
は
、
〈
社

会
思
想
史
〉
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
系
は
こ
れ
ま
で
の
社
会
思
想
史
研

究
で
や
や
周
縁
的
な
位
置
に
置
か
れ
が
ち
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
だ
け
に
今
後
い
っ
そ
う
重
要
と
な
る
論
点
で
も
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
〈
近
代
〉
を
複
数
化
・
重
層
化
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は

他
に
も
あ
り
え
よ
う
。
た
と
え
ば
メ
デ
ィ
ア
論
で
あ
る
。
社
会
思
想
史

研
究
の
中
核
に
あ
る
の
は
自
己
へ
の
問
い
と
秩
序
へ
の
問
い
だ
と
い
っ

て
よ
い
が
、
し
か
し
こ
の
両
者
の
絡
み
合
い
に
深
く
切
り
込
む
た
め
に

は
、
ア
ド
ル
ノ
の
文
化
産
業
論
や
W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
複
製
芸
術
論
が

つ
と
に
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
う

軸
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
革
命
／
複
製
技
術
革

命
／
デ
ジ
タ
ル
技
術
革
命
の
よ
う
な
画
期
を
設
定
し
、
〈
近
代
〉
を
メ

デ
ィ
ア
の
変
容
と
い
う
大
き
な
文
脈
の
な
か
に
置
き
直
す
こ
と
は
、〈
社

会
思
想
史
〉
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
作
業
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
（
ち

な
み
に
前
掲
『
社
会
思
想
史
事
典
』
で
は
「
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
革
命
」
は
立
項

さ
れ
て
い
な
い
。
社
会
思
想
史
研
究
の
現
況
が
〈
書
く
こ
とw

riting

〉
の
自

明
性
―
―
そ
し
て
そ
れ
を
前
提
と
し
た
自
己
へ
の
問
い
と
秩
序
へ
の
問
い
―
―

を
問
い
返
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
や
は
り
メ
デ
ィ
ア
論

の
導
入
は
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
）
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、〈
大
き
な
物
語
〉
の
不
可
能
性
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
〈
大

き
な
物
語
〉
そ
の
も
の
を
全
面
排
除
す
る
こ
と
に
直
結
さ
せ
る
の
は
適

当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
〈
社
会
思
想
史
〉
は
こ
れ
ま
で
一
貫
し

て
〈
近
代
〉
を
問
い
直
し
て
き
た
が
、
検
討
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
べ

き
〈
近
代
〉
と
は
、
も
は
や
古
典
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
で
想
定
さ
れ
て

い
た
よ
う
な
資
本
主
義
だ
け
で
は
な
い
し
、
あ
る
い
は
〈
道
具
的
理
性
〉

や
〈
生
権
力
〉
な
ど
の
単
一
の
鍵
概
念
だ
け
で
捉
え
尽
く
さ
れ
る
も
の

で
も
な
い
。
〈
近
代
〉
を
複
数
化
・
重
層
化
す
る
こ
と
、
複
数
の
軸
が

重
層
的
に
展
開
す
る
〈
大
き
な
物
語
〉
と
し
て
〈
近
代
〉
を
捉
え
る
こ

と
、
こ
れ
が
〈
社
会
思
想
史
〉
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
の

作
業
と
な
っ
て
く
る
。

　

も
と
よ
り
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
〈
複
数
の
近
代
〉
に
刻
み
込
ま

れ
た
「
暴
力
と
抑
圧
」
の
重
ね
書
き
を
た
ど
る
道
程
と
な
る
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
同
時
に
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
「
批
判
と
抵
抗
」
の
複
数
の
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
掘
り
起
こ
す
と
い
う
課
題
で
も
あ
る
。
本
特
集
に
寄
せ
ら

れ
た
坂
本
論
文
と
植
村
論
文
は
そ
う
し
た
課
題
に
正
面
か
ら
応
え
よ
う

と
し
た
論
考
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
読
者
諸
賢
に
は
そ
こ
に
提
示
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さ
れ
て
い
る
問
題
提
起
か
ら
〈
社
会
思
想
史
〉
の
可
能
性
を
汲
み
取
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
う
え
の
・
な
り
と
し
／
現
代
ド
イ
ツ
思
想
）

注（
1
） 

社
会
思
想
史
学
会
編
『
社
会
思
想
史
事
典
』
丸
善
出
版
、
二
〇
一
九
年
。

（
2
） 

安
藤
隆
穂
「
社
会
思
想
史
の
成
立
」『
社
会
思
想
史
事
典
』（
前
掲
）
、
四
頁
。

（
3
） 

植
村
邦
彦
「
社
会
思
想
史
の
方
法
」『
社
会
思
想
史
事
典
』（
前
掲
）
、
二
一
頁
。

（
4
） 

植
村
「
社
会
思
想
史
の
方
法
」
、
二
一
頁
。

（
5
） 

植
村
「
社
会
思
想
史
の
方
法
」
、
二
一
頁
。

（
6
） 

植
村
「
社
会
思
想
史
の
方
法
」
、
二
一
頁
。

（
7
） 

坂
本
達
哉
「
社
会
思
想
史
の
視
座
①
」
『
社
会
思
想
史
事
典
』
（
前
掲
）
、

二
五
頁
。

（
8
） 

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
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
、
二
一
八
頁
。

（
9
） 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
『
近
代
―
―
想
像
さ
れ
た
社
会
の
系
譜
』
上
野

成
利
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
二
八
三
頁
。

（
10
） 

三
島
憲
一
「
社
会
思
想
史
の
視
座
②
」
『
社
会
思
想
史
事
典
』
（
前
掲
）
、

三
〇
―
三
一
頁
。

（
11
） 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
『
近
代
―
―
想
像
さ
れ
た
社
会
の
系
譜
』
（
前

掲
）
、
お
よ
び
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
『
世
俗
の
時
代
』
千
葉
眞 
監
訳
、

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
、
参
照
。
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は
じ
め
に
―
―
イ
ス
ラ
エ
ル
説
の
イ
ン
パ
ク
ト

　

「
社
会
思
想
史
」
の
前
提
に
は
「
社
会
思
想
」
な
る
学
問
の
存
在
が

暗
黙
の
前
提
と
し
て
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
政
治
思

想
史
の
前
提
に
は
政
治
学
・
政
治
思
想
が
あ
り
、
経
済
思
想
史
に
は
経

済
学
・
経
済
思
想
が
あ
る
と
い
う
の
は
自
明
に
見
え
る
し
、
同
じ
こ
と

は
、
哲
学
、
社
会
学
、
文
学
、
歴
史
学
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
思

想
史
」
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
社
会
思
想
史
」
と
い
う
研

究
の
母
体
に
「
社
会
思
想
」
と
い
う
独
立
の
研
究
分
野
が
あ
る
か
と
い

え
ば
、
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
。
現
代
の
高
度
に
専
門
化
し
た
人
文
・

社
会
科
学
の
時
代
に
、
「
社
会
思
想
」
な
る
独
立
の
学
問
分
野
の
存
在

を
主
張
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
証
拠
に
、
社
会
思
想
史
学
会
の
設
立
趣
意
書
（
一
九
七
六
年
）

で
は
、
明
確
に
、
同
学
会
が
「
既
成
諸
学
会
の
存
在
を
前
提
と
し
た
横

断
組
織
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
、
そ
の
上
で
「
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
」
と
さ
れ

て
い
る
。
創
立
四
〇
周
年
記
念
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
社
会
思
想
史
事

典
』
（
二
〇
一
九
年
、
丸
善
出
版
）
に
お
い
て
も
、
基
本
的
な
考
え
方
は

変
わ
っ
て
い
な
い
。
日
本
に
お
け
る
社
会
思
想
史
研
究
の
歴
史
を
概
観

し
た
安
藤
隆
穂
は
、
「
「
社
会
思
想
史
」
と
は
何
か
を
明
確
に
定
義
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
し
、
研
究
史
の
現
状
が
「
多
様
ど
こ
ろ
か
混

沌
」
（
四
頁
）
に
あ
る
と
言
う
。
そ
の
上
で
、
研
究
史
の
多
様
性
や
混

沌
を
方
法
論
的
に
整
理
し
た
植
村
邦
彦
は
、
社
会
思
想
史
の
方
法
と
役

〈
特
集
〉〈
社
会
思
想
史
〉
を
問
い
直
す　

〈
論
文
〉

「
啓
蒙
」
思
想
史
と
し
て
の
「
社
会
思
想
史
」

坂
本
達
哉



19　●　〈論文〉「啓蒙」思想史としての「社会思想史」――坂本達哉

割
を
「
あ
る
言
説
を
そ
の
歴
史
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て

内
在
的
に
検
討
し
、
そ
の
言
説
の
同
時
代
的
意
味
を
確
認
し
た
う
え
で
、

現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
と
総
括
し
た
（
二
一
頁
）
。

　

『
社
会
思
想
史
事
典
』
は
そ
の
規
模
と
内
容
、
水
準
の
高
さ
に
お
い

て
注
目
す
べ
き
学
的
成
果
で
あ
る
。
執
筆
者
の
大
半
は
社
会
思
想
史
学

会
の
会
員
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
各
専
門
学
会
に
お
い
て
も
研
究
活
動
を

展
開
し
て
い
る
。
会
員
諸
氏
が
他
学
会
と
の
同
時
並
行
的
活
動
に
何
ら

か
の
矛
盾
や
葛
藤
を
感
じ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の

多
く
が
「
社
会
思
想
史
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
学
問
・
研
究
の
意

義
を
信
じ
、
各
専
門
学
会
に
拠
点
を
置
き
な
が
ら
も
、
社
会
思
想
史
学

会
に
お
い
て
研
究
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
の

「
必
要
」
と
は
何
か
。
こ
れ
が
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
も
と
、
「
社
会
思
想
史
」
と
い

う
学
問
が
、
そ
の
名
称
は
別
と
し
て
、
日
本
の
み
な
ら
ず
国
際
的
に
も

長
ら
く
存
在
し
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
確
認
し
て
み
た
い
。
結
論
を
先

取
り
し
て
言
え
ば
、
十
八
世
紀
西
欧
の
「
啓
蒙
思
想
」
こ
そ
、
い
く
つ

か
の
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
、
「
社
会
思
想
」
の
原
点
で
あ
り
、
ポ

ス
ト
啓
蒙
時
代
と
理
解
さ
れ
て
い
る
十
九
世
紀
以
降
の
思
想
史
も
ま
た
、

十
八
世
紀
啓
蒙
思
想
の
歴
史
的
展
開
（
反
啓
蒙
を
ふ
く
め
て
）
と
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
世
界
の
多
様
な
地
域
に
お
い
て

展
開
さ
れ
て
き
た
啓
蒙
思
想
の
歴
史
を
、
社
会
思
想
史
の
基
本
線
と
し

て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
と
く
に
英
語
圏
で
活
発
に
展
開
さ
れ
て

い
る
最
近
の
啓
蒙
思
想
を
め
ぐ
る
諸
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
き
く
二

つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　

ひ
と
つ
は
現
代
的
な
問
題
関
心
を
も
ち
な
が
ら
、
形
態
と
し
て
は
純

然
た
る
学
術
研
究
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、E
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、

F
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
や
P
・
ゲ
イ
等
の
古
典
的
研
究
を
踏
ま
え
た
、

J
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
、
I
・
ホ
ン
ト
、
J
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
ら
の
諸
研
究

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
長
年
の
啓
蒙
思
想
研
究
の
膨
大
な
蓄
積
（
論
文
と

単
行
書
）
を
代
表
す
る
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

伝
統
的
な
思
想
史
研
究
の
枠
に
は
収
ま
ら
な
い
問
題
関
心
か
ら
、
啓
蒙

思
想
の
現
代
的
意
義
を
前
面
に
押
し
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
専

門
的
な
思
想
史
研
究
者
で
は
な
い
が
、
他
分
野
で
卓
越
し
た
業
績
を
あ

げ
て
い
る
著
者
に
よ
る
、
社
会
的
影
響
力
の
大
き
な
（
そ
の
意
味
で
は

一
般
向
け
の
啓
蒙
書
と
見
ら
れ
か
ね
な
い
）
成
果
が
ふ
く
ま
れ
る

）
1
（

。

　

以
下
本
論
で
は
、
第
一
の
動
向
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
第
二

の
動
向
に
つ
い
て
も
、
幅
広
く
一
般
読
者
層
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
社
会
思

想
史
的
研
究
と
し
て
視
野
に
入
れ
る
。
な
か
で
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
『
精

神
の
革
命
』
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
九
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ

た
、

総

計

四

〇

〇

〇

頁

を

超

え

る
「

急

進

的

啓

蒙
（R

adical 

Enlightenm
ent

）
」
を
主
題
と
す
る
四
部
作
へ
の
入
門
書
で
あ
り
、
本
体

の
四
部
作
は
圧
倒
的
な
学
的
業
績
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
オ
ラ
ン
ダ
経
済
史
の
専
門
家
と
し
て
出
発
し
た
純
然
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た
る
歴
史
家
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
思
想
史
家
と
は
微
妙
に
異
な
る
経
歴

を
も
ち
、
そ
の
業
績
も
、
上
に
例
示
し
た
正
統
的
な
啓
蒙
研
究
と
は
異

な
る
思
想
動
機
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
一
九
八
〇
年
代

と
一
九
九
〇
年
代
に
西
欧
世
界
の
大
学
や
政
府
を
席
巻
」
し
た
「
ポ
ス

ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
融
合
し
た
多
文
化
主
義
」
へ
の
根
本
批
判
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が
個
人
の
自
由
、
法
の
前
の
平
等
、
民
主
主
義
と
い
う
「
急

進
的
啓
蒙
の
諸
原
理
へ
の
重
大
な
挑
戦
」
（
訳
書
九
頁
）
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
批
判

に
つ
い
て
は
、
な
お
一
層
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
通
常
の
思
想
史

研
究
で
は
、
著
者
が
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
（
た
と
え
序
文
と
は
い
え
）

明
示
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
の
遺
産
を
「
理
性
、
科
学
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
進
歩
」
の
四
点
に
集
約
し
、
そ
の
現
代
的
意
義
を

高
唱
す
る
ピ
ン
カ
ー
の
著
作

）
1
（

も
ま
た
、
啓
蒙
思
想
の
現
代
的
有
効
性
を

再
確
認
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
同
様
の
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ピ
ン
カ
ー
の
啓
蒙
観
は
当
然
な
が
ら
認
知
科
学
者
と
し
て

の
専
門
的
立
場
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
重
視
す
る
「
急

進
民
主
主
義
」
を
啓
蒙
の
遺
産
に
数
え
な
い
と
い
う
、
無
視
で
き
な
い

違
い
が
あ
る
。
し
か
し
細
部
の
異
同
は
別
と
し
て
、
第
一
の
動
向
も
ふ

く
め
て
、
現
代
の
啓
蒙
思
想
研
究
が
、
フ
ー
コ
ー
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

十
八
世
紀
思
想
史
研
究
へ
の
つ
よ
い
批
判
意
識
を
秘
め
て
い
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う

）
2
（

。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
新
説
は
、
ル
ソ
ー
に
代
表
さ
れ
る
「
革
命
」
で
は
な

く
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
が
代
表
す
る
「
改
良
」
に
啓
蒙
の
本
質
を

も
と
め
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
で
は
な
く
、
一
六
八
八
年

の
イ
ギ
リ
ス
名
誉
革
命
に
啓
蒙
の
起
点
を
見
る
通
説
（
現
代
の
正
統
説
）

を
批
判
し
、
北
米
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
「
急
進
民
主
主

義
」
と
「
革
命
」
を
さ
さ
え
た
思
想
家
の
系
譜
（
ス
ピ
ノ
ザ
、
ペ
イ
ン
、
デ
ィ

ド
ロ
、
ド
ル
バ
ッ
ク
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
コ
ン
ド
ル
セ
等
）
に
啓
蒙
思
想

の
本
流
を
も
と
め
る
と
い
う
、
い
わ
ば
先
祖
返
り
を
試
み
る
も
の
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
西
欧
思
想
史
研
究
で
は
、
も
と
も
と
、
こ
の
「
現

代
の
正
統
」
説
が
十
分
に
確
立
し
て
い
な
い
た
め
、
教
科
書
レ
ベ
ル
も

含
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
こ
そ
啓
蒙
の
本
質
が
あ
っ
た
と
す
る
欧
米

の
旧
説
が
い
ま
だ
に
一
定
の
影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、

戦
後
日
本
の
社
会
思
想
史
研
究
も
同
様
で
あ
り
、
つ
い
最
近
ま
で
、
マ

ル
ク
ス
を
頂
点
と
す
る
資
本
主
義
批
判
の
系
譜
に
西
欧
社
会
思
想
の
基

本
線
を
も
と
め
る
方
法
論
が
貫
い
て
い
た
。

　

経
済
学
史
系
の
諸
研
究
は
、
ス
ミ
ス
の
「
市
民
社
会
論
」
と
「
労
働

価
値
説
」
か
ら
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
へ
と
い
う
系
譜
を
掘
り
起
こ
し
、

哲
学
・
倫
理
学
系
の
諸
研
究
は
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
批

判
か
ら
市
民
社
会
批
判
へ
と
い
う
展
開
を
重
視
し
た
。
し
か
し
、
い
ず

れ
の
研
究
系
列
も
、
ス
ミ
ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
頂
点
と
す
る
啓
蒙
的
な
文

明
社
会
観
の
批
判
的
超
克
と
い
う
解
釈
図
式
を
、
社
会
思
想
史
の
基
本
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線
と
し
て
重
視
す
る
と
い
う
点
で
は
、
同
一
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
新
説
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
研
究
伝
統
に
対
し
て
、

両
義
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
啓
蒙
の
急
進
主
義
（
自
由
、

平
等
、
民
主
主
義
）
の
人
類
史
的
普
遍
性
を
強
調
す
る
点
で
は
、
啓
蒙

の
歴
史
的
限
界
を
指
摘
す
る
日
本
の
研
究
伝
統
と
対
立
す
る
が
、
マ
ル

ク
ス
を
啓
蒙
思
想
の
真
の
継
承
者
と
し
て
も
位
置
づ
け
て
き
た
日
本
の

諸
研
究
と
は
親
和
的
で
あ
る
。
事
実
、
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
イ
ス
ラ

エ
ル
四
部
作
の
最
終
巻
『
破
綻
し
た
啓
蒙
―
―
一
七
四
八
年
か
ら
一
八

三
〇
年
に
か
け
て
の
思
想
、
革
命
、
民
主
主
義
の
敗
北
』
（Th

e 

Enlightenm
ent Th

at Failed: Ideas, Revolution, and D
em

ocratic D
efeat, 1748-

1830

）
（
二
〇
一
九
年
）
は
初
期
マ
ル
ク
ス
の
章
で
終
わ
っ
て
お
り
、
一

度
は
破
綻
し
た
啓
蒙
の
急
進
主
義
が
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
に
よ
っ

て
復
活
す
る
と
読
め
な
く
も
な
い
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
新
説
は
、
保
守
的
啓
蒙
を
め
ぐ
る
欧
米

学
界
の
通
説
へ
の
反
論
と
し
て
提
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
日
本
の
伝
統
的

な
社
会
思
想
史
研
究
は
、
い
わ
ば
周
回
遅
れ
の
形
で
、
こ
の
イ
ス
ラ
エ

ル
説
と
同
調
し
う
る
体
質
を
い
ま
な
お
保
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

一　

啓
蒙
思
想
―
―
四
つ
の
特
質

　

「
社
会
思
想
」
の
原
点
は
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
に
あ
っ
た
。
フ
ラ

ン
ス
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、

北
米
を
は
じ
め
と
す
る
諸
地
域
に
展
開
し
た
啓
蒙
思
想
の
諸
形
態
こ
そ
、

社
会
思
想
の
原
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
暴
論
と
も
聞
こ
え
る
言
明
で
は
あ

る
が
、
政
治
、
経
済
、
社
会
の
有
機
的
連
関
の
認
識
を
土
台
と
し
て
、

個
別
諸
学
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
人
間
社
会
の
全
体
性
を

追
究
す
る
と
い
う
要
求
が
、
こ
れ
ら
啓
蒙
思
想
の
根
底
を
貫
い
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
以
下
で
は
、
社
会
思
想
の
原
点
と
し
て
の
啓
蒙

思
想
の
本
質
に
か
か
わ
る
、
四
つ
の
基
本
的
事
実
に
注
目
し
た
い
。

　

第
一
に
、
啓
蒙
思
想
の
本
質
的
に
「
批
判
的
」な
性
格
で
あ
る
。ヒ
ュ
ー

ム
、
ス
ミ
ス
、
ル
ソ
ー
、
カ
ン
ト
、
百
科
全
書
派
等
の
い
わ
ゆ
る
啓
蒙

思
想
は
、
伝
統
諸
学
＝
体
制
学
問
の
あ
り
方
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
、

あ
る
い
は
、
異
議
申
し
立
て
運
動
と
し
て
登
場
し
た
。
啓
蒙
思
想
家
た

ち
の
危
機
意
識
は
、
当
然
な
が
ら
、
彼
ら
が
活
動
し
た
各
国
の
事
情
に

よ
っ
て
独
自
の
方
向
と
内
容
を
打
ち
出
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る

も
の
は
、
既
成
の
学
問
体
系
が
新
た
な
近
代
文
明
社
会
の
現
実
に
適
合

し
な
い
と
い
う
基
本
認
識
で
あ
っ
た
。

　

啓
蒙
思
想
の
立
役
者
た
ち
が
当
時
の
体
制
学
問
で
あ
る
伝
統
諸
学
の

あ
り
方
を
疑
問
視
し
、
そ
の
刷
新
を
企
て
た
根
本
的
な
理
由
は
、
そ
れ
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が
あ
ら
た
な
時
代
の
基
本
原
理
（
個
人
の
自
由
、
市
場
経
済
、
法
の
支
配
等
）

を
正
し
く
認
識
し
て
い
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
伝
統
諸
学
の
体

系
は
、
中
世
末
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
は
じ
ま
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
宗
教
改

革
の
時
代
を
つ
う
じ
て
、
神
学
・
宗
教
と
政
治
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る

構
造
を
も
ち
、
十
八
世
紀
に
入
っ
て
西
欧
と
北
米
の
諸
地
域
に
お
い
て

多
様
か
つ
急
速
に
発
展
し
た
社
会
構
造
を
、
説
明
し
正
当
化
す
る
言
語

と
論
理
を
欠
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　

彼
ら
が
要
求
し
た
新
た
な
思
想
言
語
と
は
、「
道
徳
」「
商
業
」「
文
明
」

に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
み
な
共
通
に
、
批
判
と
擁
護
の
両

面
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
分
析
装
置
を
用
い
て
、
「
文
明
社
会

（civilized society

）
」
が
提
起
す
る
基
本
的
諸
問
題
と
取
り
組
ん
だ
の
で

あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
商
業
に
よ
っ
て
繁
栄
し
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
ど
こ
を
見
て
も
商
業
（
ト
レ
ー
ド
）

と
い
う
言
葉
が
な
い
の
は
不
思
議
な
こ
と
だ
」
と
「
初
期
草
稿
」
に
書

き
付
け
た
の
は
象
徴
的
で
あ
っ
た

）
3
（

。

　

そ
し
て
、
啓
蒙
思
想
家
に
よ
る
伝
統
諸
学
の
「
批
判
」
は
、
必
ず
し

も
、
現
存
す
る
政
治
体
制
の
批
判
と
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
啓
蒙
に
代
表
さ
れ
る
「
保
守
的
啓
蒙
」
（
ポ
ー
コ
ッ
ク
）
の
意
義

が
注
目
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
よ
う
に
、
急
進

的
民
主
主
義
の
み
を
啓
蒙
の
本
質
と
す
る
よ
う
な
接
近
方
法
は
、
こ
れ

に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
ミ
ス
、
カ
ン
ト
、
百
科
全
書
派
の
い
ず
れ
も
が
、
政

治
的
に
は
決
し
て
「
革
命
的
」
で
は
な
く
、
程
度
と
形
の
違
い
は
あ
れ
、

政
治
的
保
守
主
義
の
内
部
で
着
実
な
体
制
内
改
革
を
提
案
す
る
一
方
、

哲
学
と
思
想
に
お
け
る
急
進
性
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
追
求
し
た
の
で

あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
主
義
哲
学
と
功
利
主
義
、
ス
ミ
ス
の
道
徳

感
情
論
と
経
済
学
、
カ
ン
ト
の
先
験
論
的
哲
学
等
々
で
あ
る
。
政
治
的

保
守
性
と
思
想
的
急
進
性
と
の
逆
説
的
結
合
と
い
う
啓
蒙
思
想
の
特
質

は
、
社
会
主
義
体
制
崩
壊
後
の
現
代
に
ま
で
適
用
可
能
な
、「
社
会
思
想
」

の
本
質
的
な
構
成
要
素
で
あ
る

）
4
（

。

　

第
二
に
、
啓
蒙
思
想
家
た
ち
は
み
な
、
伝
統
諸
学
の
危
機
と
限
界
を

乗
り
こ
え
る
「
学
際
性
」
を
追
求
し
た
。
こ
れ
は
啓
蒙
思
想
に
社
会
思

想
の
原
点
な
い
し
祖
型
を
見
る
最
も
分
か
り
や
す
い
理
由
で
あ
る
、「
学

際
的
（interdisciplinary

）
」
と
い
う
言
葉
は
や
や
古
く
さ
く
聞
こ
え
る
が
、

啓
蒙
思
想
家
た
ち
は
、
伝
統
諸
学
の
危
機
に
対
抗
す
る
方
法
と
し
て
、

新
時
代
の
要
請
に
こ
た
え
る
革
新
的
な
「
学
際
性
」
を
追
求
し
た
の
で

あ
る
。
「
革
新
的
な
」
学
際
性
と
は
、
「
百
科
全
書
」
と
い
う
言
葉
が
思

わ
せ
る
よ
う
な
、
科
学
的
知
識
の
貪
欲
な
追
求
や
博
覧
強
記
的
な
情
報

収
集
の
こ
と
で
は
な
い
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
啓
蒙
思
想
の
学
際
性
に
は
、
あ
る
種
の
「
求
心
性
」

が
あ
っ
た
。
『
社
会
思
想
の
歴
史
』（
二
〇
一
四
年
）
で
強
調
し
た
よ
う
に
、

近
代
以
降
の
社
会
思
想
は
、
基
本
的
に
、
「
哲
学
」
「
政
治
思
想
」
「
経

済
思
想
」と
い
う
三
つ
の
柱
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
人

間

学
（Science of M

an

）
」

や

ス

ミ

ス

の
「

道

徳

哲

学
（M

oral 
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Philosophy

）
」
、
ル
ソ
ー
の
文
明
批
判
、
カ
ン
ト
の
三
批
判
書
と
「
人
間

学
（Anthropologie

）
」
、
百
科
全
書
派
の
諸
学
問
は
、
表
現
方
法
や
強

調
点
に
違
い
は
あ
る
と
し
て
も
、
前
述
の
三
要
素
を
ふ
く
む
明
確
な

「
形
」
を
も
ち
、
そ
の
共
通
性
の
内
部
で
多
様
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

啓
蒙
思
想
の
学
際
性
と
は
、
新
た
な
学
問
が
未
発
達
な
段
階
に
あ
っ
た

が
ゆ
え
の
素
朴
な
学
際
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、

ヒ
ュ
ー
ム
や
ル
ソ
ー
な
ど
、
多
く
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
が
大
学
や
ア
カ

デ
ミ
ー
の
外
部
で
活
躍
し
た
事
実
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ
う
な
、
非
専
門

性
や
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
で
も
な
か
っ
た
。
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
学
際

性
と
は
、
い
わ
ば
戦
略
的
な
学
際
性
の
追
求
で
あ
り
、
十
七
世
紀
以
来

の
人
文
・
社
会
分
野
の
学
問
的
分
業
体
制
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
大
学

等
の
講
座
編
成
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
来
、
着
実
な
発
展
を
見
せ
て
い
た

自
然
科
学
の
諸
分
野
と
は
異
な
り
、
十
八
世
紀
以
降
の
新
た
な
歴
史
的

現
実
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
危
機
意
識
の
表
明
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が
、
彼
ら
に
旧
態
依
然
た
る
学
問
の
変
革
を
要
求
さ
せ
た
の

で
あ
っ
た

）
5
（

。

　

こ
の
点
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
、
一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
ス
ミ

ス
『
国
富
論
』
の
経
済
学
が
、
い
か
に
し
て
、
『
道
徳
感
情
論
』
の
倫

理
学
や
、
『
法
学
講
義
』
の
法
学
か
ら
分
離
・
独
立
・
生
誕
し
た
の
か

と
い
う
、
経
済
学
史
の
伝
統
的
な
問
題
設
定
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経

済
学
と
い
う
真
に
近
代
的
な
社
会
科
学
の
先
駆
が
、
道
徳
哲
学
や
自
然

法
学
と
い
う
伝
統
的
な
学
問
の
枠
組
み
か
ら
い
か
に
自
ら
を
解
放
し
、

近
代
的
学
問
と
し
て
の
自
立
を
遂
げ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
設
定
の
こ

と
で
あ
る
が
、
政
治
学
や
哲
学
の
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る

近
年
の
欧
米
の
ス
ミ
ス
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
（
経
済
学
者
や
経
済
学
史

家
に
よ
る
）
伝
統
的
ス
ミ
ス
理
解
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
つ
け
て
い
る
。

彼
ら
は
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
学
の
自
立
と
い
う
外
見
上
の
事
実
を

認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
背
後
に
、
道
徳
哲
学
の
一
環
と
し
て
の
経
済
学

を
つ
う
じ
て
、
倫
理
学
や
法
学
・
政
治
学
と
の
新
た
な
学
際
的
分
業
関

係
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
、
ス
ミ
ス
の
苦
闘
に
満
ち
た
挑
戦
の
跡
を
見

る
の
で
あ
る

）
6
（

。

　

啓
蒙
思
想
の
学
際
性
に
あ
る
明
確
な
求
心
性
を
あ
た
え
た
も
の
は
、

彼
ら
の
学
問
に
共
通
す
る
、
「
人
間
本
性
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
）
」

の
探
求
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
思
想
の
人
間
本
性
論
と
い
え
ば
、

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
『
歴
史
主
義
の
成
立
』
（
一
九
三
六
年
）

に
代
表
さ
れ
る
啓
蒙
思
想
批
判
、
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
生
き
た
十
八
世

紀
の
現
実
を
そ
の
ま
ま
人
間
本
性
の
発
現
と
し
て
普
遍
化
す
る
ア
ナ
ク

ロ
ニ
ズ
ム
と
し
て
理
解
す
る
傾
向
が
い
ま
な
お
存
在
す
る
。
こ
う
し
た

啓
蒙
批
判
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
も
共
通
す
る

批
判
で
あ
る
と
と
も
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
知
的
権
威
を
失
っ
た
現
代

で
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
多
文
化
主
義
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
批
判
で
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
歴
史
主
義
的
な
批
判
が
ま
っ
た
く
無
意
味
と
は
言
え
な
い

と
し
て
も
、
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
は
、
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
「
人
間
本
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性
」
認
識
が
、
前
近
代
的
な
人
間
本
性
観
に
近
代
的
な
そ
れ
を
対
置
し

た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
社
会
思
想
と
し
て
の
批
判
性
と
戦
略
性

を
そ
の
本
質
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
一
定
の
近

代
性
に
舵
を
切
っ
て
い
た
十
六
―
十
七
世
紀
以
降
の
伝
統
諸
学
の
学
際

性
と
専
門
性
に
対
抗
す
る
、
新
た
な
学
際
性
と
専
門
性
の
提
示
と
い
う

戦
略
的
意
図
を
も
っ
て
い
た
。
新
た
な
学
際
性
を
提
示
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
は
、
新
た
な
統
一
的
人
間
本
性
観
の
提
示
が
必
要
で
あ
っ
た
。
十

八
世
紀
の
新
た
な
現
実
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
本
性
観
の
提
示
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
、
そ
の
具
体
的
展
開
と
し
て
、
諸
学
問
の
新
た
な
体
系
が
提

示
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
間
学
、
ス
ミ
ス

の
道
徳
哲
学
、
カ
ン
ト
の
人
間
学
等
は
、
い
ず
れ
も
み
な
、
こ
う
し
た

思
想
戦
略
の
産
物
で
あ
っ
た
。

　

第
三
に
、
啓
蒙
思
想
家
た
ち
に
と
っ
て
、
哲
学
・
思
想
の
営
み
は
自

ら
の
生
き
方
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
重
い
心
身
症
を
患
い
な

が
ら
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
て
『
人
間
本
性
論
』
を
構
想
し
た
こ
と
、
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
留
学
す
る
も
進
路
に
迷
っ
て
い
た
ス
ミ
ス
が
、
寮
の

自
室
で
読
み
ふ
け
っ
た
『
人
間
本
性
論
』
の
衝
撃
か
ら
、
学
問
の
道
を

歩
み
始
め
た
こ
と
、
カ
ン
ト
が
ル
ソ
ー
の
著
作
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て

自
己
の
人
間
性
を
改
め
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
等
々
で
あ
る
。
類
似
の
事
情

は
そ
の
他
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
に
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

既
成
の
学
問
の
妥
当
性
を
疑
い
、
あ
ら
た
な
社
会
的
現
実
に
ふ
さ
わ

し
い
人
間
本
性
の
諸
原
理
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
・
社
会

の
基
本
原
則
を
考
え
直
す
こ
と
、
そ
れ
は
自
ら
の
生
き
方
、
職
業
と
政

治
的
立
場
の
選
択
に
も
か
か
わ
る
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
問
題
で
あ
っ

た
。
既
成
の
学
問
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
再
検
討
し
、
自
ら
の
生
活
感

覚
と
歴
史
意
識
に
よ
り
適
し
た
人
間
観
、
社
会
観
、
歴
史
観
を
打
ち
出

し
て
い
く
こ
と
、
こ
こ
に
啓
蒙
思
想
の
顕
著
な
特
徴
が
あ
っ
た
。

　

第
四
に
、
啓
蒙
思
想
の
本
質
的
に
「
歴
史
的
」
な
性
格
が
あ
っ
た
。

啓
蒙
時
代
の
「
社
会
思
想
」
は
早
く
も
「
社
会
思
想
史
」
と
し
て
の
性

格
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
巨
大
な
知
的
権
威
と
化
し
た
既
成
の

学
問
体
系
を
批
判
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
当
の
批
判
対
象

を
広
く
深
く
学
び
取
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
古

典
古
代
以
来
の
哲
学
・
思
想
の
歴
史
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
科
学
の
歴
史

や
、
国
家
、
宗
教
、
経
済
の
歴
史
に
も
精
通
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。ヒ
ュ
ー

ム
の
『
宗
教
の
自
然
史
』
や
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
に
お
け
る
歴
史
と

哲
学
の
統
合
、
ス
ミ
ス
の
「
天
文
学
史
」
等
に
お
け
る
古
代
・
中
世
の

自
然
観
・
宇
宙
観
の
批
判
、
ル
ソ
ー
『
学
問
・
芸
術
論
』
や
百
科
全
書

派
に
よ
る
伝
統
諸
学
の
体
系
的
批
判
を
は
じ
め
、
啓
蒙
思
想
一
般
が
、

広
範
な
学
説
史
・
思
想
史
の
理
解
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

　

旧
来
の
学
問
が
、
い
か
な
る
歴
史
的
状
況
の
下
で
生
ま
れ
た
か
を
知

る
こ
と
な
し
に
、
大
学
や
ア
カ
デ
ミ
ー
で
高
度
の
専
門
化
・
分
業
化
を

遂
げ
た
伝
統
諸
学
が
、
歴
史
と
社
会
の
構
造
変
化
に
よ
っ
て
、
い
か
に

生
成
当
時
の
生
命
力
を
失
っ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
啓
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蒙
思
想
の
「
批
判
性
」
が
広
く
深
い
伝
統
的
学
問
の
修
得
を
要
求
し
た

よ
う
に
、
そ
の
「
学
際
性
」
も
ま
た
、
同
様
の
歴
史
的
方
法
な
し
に
は

獲
得
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
若
き
啓
蒙
思
想
家
た
ち
に
と
っ
て
、

生
命
力
を
失
っ
て
体
制
化
し
た
伝
統
諸
学
に
は
、
も
は
や
心
を
揺
さ
ぶ

る
よ
う
な
学
問
的
・
思
想
的
な
力
は
失
わ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
既
成

諸
学
の
「
歴
史
的
」
な
批
判
を
つ
う
じ
て
、
自
分
た
ち
自
身
の
生
き
方

に
適
し
た
、
「
主
体
的
」
な
学
問
・
思
想
の
構
築
へ
と
、
自
ら
を
突
き

動
か
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

啓
蒙
思
想
の
体
制
化
と
社
会
思
想
の
危
機

　

啓
蒙
思
想
を
社
会
思
想
の
原
点
と
す
る
四
つ
の
特
質
（
批
判
性
・
学

際
性
・
主
体
性
・
歴
史
性
）
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
十
九
世
紀
以
降
の
思

想
史
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

英
独
仏
を
中
心
に
新
時
代
の
要
請
に
応
え
る
大
学
・
研
究
機
関
の
改

革
が
な
さ
れ
、
自
然
科
学
の
専
門
化
・
制
度
化
に
追
随
す
る
形
で
、
人

文
・
社
会
諸
科
学
の
専
門
化
・
制
度
化
が
進
む
。
そ
の
過
程
で
啓
蒙
思

想
の
四
つ
の
特
質
は
し
だ
い
に
失
わ
れ
、
法
学
、
政
治
学
、
経
済
学
等

は
、
社
会
の
官
僚
制
的
管
理
に
奉
仕
す
る
技
術
学
の
性
格
を
急
速
に
つ

よ
め
て
い
っ
た
。
そ
の
典
型
は
、
ス
ミ
ス
が
道
徳
哲
学
の
一
環
と
し
て

生
み
出
し
た
経
済
学
の
場
合
で
あ
る
。

　

十
九
世
紀
前
半
ま
で
の
経
済
学
者
た
ち
は
、
職
業
的
な
大
学
教
授
で

あ
っ
た
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
が
、
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
マ
ン
チ
ェ
ス

タ
ー
／
ロ
ン
ド
ン
の
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
ワ
ル
ラ
ス
、ウ
ィ
ー

ン
の
メ
ン
ガ
ー
は
み
な
、
各
地
の
権
威
あ
る
大
学
の
経
済
学
教
授
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
て
体
制
化
さ
れ
た
経
済
学
に
お
い
て
は
、
生
涯
大
学

の
外
で
活
動
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
や
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
を
短
期
で
離
れ
た

ス
ミ
ス
の
経
済
学
が
も
つ
、
社
会
思
想
と
し
て
の
経
済
学
の
学
際
性
と

歴
史
性
は
大
き
く
失
わ
れ
る
。
ス
ミ
ス
経
済
学
の
継
承
を
そ
れ
な
り
に

意
図
し
た
古
典
派
経
済
学
が
、
リ
カ
ー
ド
ウ
前
後
の
時
代
ま
で
は
か
ろ

う
じ
て
保
持
し
て
い
た
、
批
判
的
か
つ
主
体
的
（
実
践
的
）
と
い
う
特

質
も
ま
た
、
J
・
S
・
ミ
ル
の
時
代
ま
で
に
、
ほ
ぼ
完
全
に
骨
抜
き
に

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
法
学
や
政
治
学
の
世
界
で
は
、
ベ
ン
サ
ム
に
代
表
さ
れ
る
功

利
主
義
の
支
配
が
こ
の
傾
向
を
代
表
す
る
。
古
典
派
経
済
学
の
確
立
と

も
連
動
し
、
中
産
階
級
の
台
頭
に
も
支
援
さ
れ
、
功
利
主
義
の
思
想
は

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
の
政
治
学
や
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
実
証
主

義
法
学
へ
と
展
開
し
た
。
そ
れ
は
中
産
階
級
と
進
歩
的
知
識
人
の
学
問

と
し
て
新
た
な
権
威
・
伝
統
と
な
り
、
ベ
ン
サ
ム
自
身
が
関
わ
っ
た
「
ユ

ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
（
U 

C 

L
）
」
の
設
立
（
一
八

二
六
年
）
に
よ
っ
て
、
眼
に
見
え
る
制
度
化
を
実
現
す
る
。
そ
の
一
方
で
、

社
会
思
想
・
啓
蒙
思
想
と
し
て
の
功
利
主
義
の
思
想
的
特
質
（
と
く
に

主
体
性
と
歴
史
性
）
は
大
き
く
失
わ
れ
、
理
論
的
な
洗
練
を
遂
げ
る
一

方
で
、
比
較
的
単
純
な
快
楽
主
義
の
人
間
観
・
政
治
観
が
確
立
さ
れ
る
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こ
と
に
な
っ
た
。

　

哲
学
の
世
界
で
は
事
情
は
よ
り
複
雑
で
あ
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
主
義
を
常
識
哲
学
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
ア

バ
デ
ィ
ー
ン
の
ト
マ
ス
・
リ
ー
ド
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
に
移
り
、
ス
ミ
ス
の

後
継
者
と
な
る
が
、
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
を
継
承
す
る
ど
こ
ろ
か
、
早

速
そ
の
集
中
攻
撃
を
開
始
す
る
。
リ
ー
ド
の
学
統
を
継
ぐ
エ
デ
ィ
ン
バ

ラ
大
学
の
デ
ュ
ガ
ル
ド
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
（
一
七
五
三
―
一
八
二
八
）
は

ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
ミ
ス
の
経
験
主
義
と
リ
ー
ド
の
常
識
哲
学
の
総
合
を
企

て
る
が
、
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
彼
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
社
会
思
想
の
伝
統
を
継

承
し
、
大
学
に
お
け
る
経
済
学
講
義
の
先
駆
者
と
な
る
。
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
の
弟
子
た
ち
は
『
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
を
創
刊
（
一
八
〇

二
年
）
す
る
が
、
功
利
主
義
と
古
典
派
経
済
学
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
そ

の
影
響
力
を
大
幅
に
失
っ
て
い
っ
た
。
他
方
、
リ
ー
ド
の
常
識
哲
学
は

大
西
洋
を
越
え
て
北
米
の
諸
大
学
に
伝
播
し
、
十
九
世
紀
を
つ
う
じ
て

新
た
な
影
響
力
を
獲
得
す
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
、
事
情
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
諸
大
学
か
ら
追
放
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
ム
の

懐
疑
主
義
哲
学
は
、
大
陸
合
理
論
と
の
統
合
を
企
て
る
カ
ン
ト
に
よ
っ

て
あ
る
意
味
で
継
承
さ
れ
る
一
方
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
、
ス
ミ
ス
を
は
じ

め
と
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
社
会
思
想
は
、ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・

ガ
ル
ヴ
ェ
（
一
七
四
二
―
九
八
）
の
尽
力
も
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
諸
地
域

に
伝
播
す
る
。
カ
ン
ト
の
影
響
を
う
け
た
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・

フ
ン
ボ
ル
ト
（
一
七
六
九
―
一
八
五
九
）
に
よ
る
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
創
設

（
一
八
一
〇
年
）
は
、
研
究
と
教
育
の
統
一
と
い
う
理
念
の
も
と
、
「
二

重
革
命
」
の
時
代
に
対
応
す
る
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
大
学
の
基
礎

を
築
い
た
が
、
そ
の
限
界
内
で
な
お
、
専
門
諸
学
を
貫
く
人
格
的
「
教

養
」
の
追
求
と
い
う
啓
蒙
的
・
社
会
思
想
的
理
念
が
か
ろ
う
じ
て
維
持

さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
、
同
大
学
の
哲
学
教
授
と
な
っ
た
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル

に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
哲
学
以
来
の
社
会
思
想
的
伝
統
は
失
わ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
し
だ
い
に
そ
の
性
格
を
変
え
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
学
へ
と
大
き
く
軌
道
修
正
を
遂
げ

る
。
こ
の
過
程
で
、
ガ
ル
ヴ
ェ
の
独
訳
に
よ
っ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

啓
蒙
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
文
明
社
会 

（civil/civilized society

）
」
が
、
「
欲

望
の
体
系
」
と
し
て
の
「
市
民
社
会
（bürgerliche G

esellschaft

）
」
へ
と

読
み
替
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る

）
7
（

。

　

す
な
わ
ち
、
近
代
科
学
の
先
進
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
）
に
追
い
つ
き
追
い
越
す
こ
と
を
目
指
し
た
ド
イ
ツ

（
プ
ロ
イ
セ
ン
等
）
の
新
興
諸
学
は
、
そ
の
後
進
性
ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス

本
国
に
お
い
て
大
幅
に
失
わ
れ
た
啓
蒙
思
想
の
社
会
思
想
的
特
質
を
保

持
す
る
が
、
そ
の
場
合
の
社
会
思
想
的
特
質
と
は
、
啓
蒙
本
来
の
「
批

判
性
」
「
主
体
性
」
を
切
り
捨
て
た
、
「
学
際
性
」
と
「
歴
史
性
」
に
一

面
化
す
る
と
い
う
逆
説
的
帰
結
を
も
た
ら
し
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
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ル
が
展
開
し
た
ド
イ
ツ
的
な
歴
史
主
義
は
、
経
済
学
に
お
け
る
F
・
リ

ス
ト
（
一
七
八
九
―
一
八
四
六
）
の
ス
ミ
ス
批
判
と
も
連
動
し
つ
つ
、
啓

蒙
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
は
異
質
の
、
国
家

主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
傾
斜
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三　

社
会
思
想
の
危
機
と
啓
蒙
思
想
の
再
生

　

啓
蒙
思
想
の
後
継
者
と
し
て
の
近
代
的
諸
学
問
は
、
体
制
の
学
と
し

て
制
度
化
し
専
門
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
啓
蒙
思
想
の
特
質
の
多
く

を
失
い
な
が
ら
、
資
本
主
義
的
な
知
の
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
」

と
し
て
確
立
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
十
八
世
紀
の
体
制
諸
学
に
対
す
る

批
判
か
ら
啓
蒙
思
想
が
生
ま
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
出
来
事
が
、
十
九

世
紀
中
頃
か
ら
ふ
た
た
び
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
下
で
は
、
啓
蒙
思
想
へ
の
原
点
回
帰
と
も
言
え
る
こ
の
現
象
に
つ

い
て
、
あ
え
て
単
純
化
の
危
険
を
冒
し
、
二
つ
の
異
な
る
方
向
に
整
理

す
る
。
ひ
と
つ
は
J
・
S
・
ミ
ル
（
一
八
〇
六
―
七
三
）
に
代
表
さ
れ

る
文
明
社
会
論
の
再
構
築
の
試
み
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
カ
ー
ル
・

マ
ル
ク
ス
（
一
八
一
八
―
八
三
）
に
よ
る
西
欧
近
代
と
資
本
主
義
の
超

克
の
試
み
で
あ
る
。

　

ミ
ル
の
学
問
の
方
法
は
、
十
八
世
紀
啓
蒙
の
原
点
に
帰
り
、
体
制
化

し
た
人
文
・
社
会
科
学
の
あ
り
方
を
、
逐
一
批
判
的
に
再
検
討
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
ミ
ル
の
問
題
意
識
は
、
父
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
学

説
史
的
訓
練
の
賜
物
で
あ
り
、
早
く
も
少
年
の
頃
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
、
二
十
歳
前
後
に
彼
を
襲
っ
た
「
精
神
の
危
機
」
が
介

在
し
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
テ
ー
ラ
ー
と
の
運
命
的
な
出
会
い
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
ミ
ル
の
思
想
形
成
過
程
は
、
社
会
思
想
の
原
型
と
し
て
の
啓

蒙
思
想
の
特
質
（
批
判
性
・
学
際
性
・
主
体
性
・
歴
史
性
）
を
す
べ
て
満

た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
何
よ
り
の
証
拠
は
、
ミ
ル
が
父
親
の
方
針

に
よ
っ
て
一
切
の
公
教
育
を
受
け
ず
、
大
学
と
も
無
縁
の
場
所
で
、
自

己
の
学
問
・
思
想
を
生
み
出
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

ミ
ル
は
晩
年
の
一
八
六
七
年
、
体
制
に
奉
仕
す
る
専
門
技
術
学
の
教

育
機
関
と
化
し
て
い
た
大
学
の
現
状
に
つ
い
て
、
つ
よ
い
警
鐘
を
な
ら

す
。
「
大
学
は
職
業
教
育
の
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
は
生
計
を
得

る
た
め
の
あ
る
特
定
の
手
段
に
人
び
と
を
適
応
さ
せ
る
の
に
必
要
な
知

識
を
教
え
る
こ
と
を
目
的
と
は
し
て
い
な
い
の
で
す
。
大
学
の
目
的
は
、

熟
練
し
た
法
律
家
、
医
師
、
ま
た
は
技
術
者
を
養
成
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
有
能
で
教
養
あ
る
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
」
（
竹
内

一
誠
訳
『
大
学
教
育
に
つ
い
て
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
一
年
、
一
二
頁
）
。

　

ミ
ル
は
生
涯
を
つ
う
じ
て
、
「
啓
蒙
的
」
社
会
思
想
の
成
果
を
次
々

と
世
に
問
う
て
い
く
が
、
そ
の
典
型
と
し
て
、
『
経
済
学
原
理
』
（
一
八

四
八
年
）
が
あ
る
。
「
社
会
哲
学
（social philosophy

）
へ
の
そ
の
〔
諸
原

理
の
〕
応
用
の
い
く
つ
か
と
と
も
に
」
と
い
う
副
題
を
付
け
ら
れ
た
そ

の
著
作
は
、
リ
カ
ー
ド
ウ
以
降
の
技
術
化
・
断
片
化
し
つ
つ
あ
っ
た
経

済
学
の
現
状
を
前
に
、
「
ス
ミ
ス
に
帰
れ
」
の
モ
ッ
ト
ー
の
下
に
書
か
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れ
た
。
ミ
ル
の
経
済
学
を
古
典
派
経
済
学
か
ら
の
堕
落
の
産
物
と
す
る

マ
ル
ク
ス
の
よ
う
な
見
方
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
労
働
価
値
論
や
剰
余
価

値
論
に
特
化
し
た
、
一
面
的
評
価
に
す
ぎ
な
い
。
ミ
ル
経
済
思
想
の
全

体
は
、「
社
会
哲
学
」
と
し
て
の
「
社
会
思
想
」
の
実
践
で
あ
り
、
生
産
・

分
配
の
二
元
論
や
社
会
（
民
主
）
主
義
論
を
軸
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
と

は
異
な
る
方
法
に
よ
っ
て
、
体
制
化
し
技
術
化
し
た
古
典
派
経
済
学
へ

の
全
面
批
判
を
展
開
す
る
著
作
で
あ
っ
た
。

　

同
じ
こ
と
は
、
『
自
由
論
』
（
一
八
五
九
年
）
、
『
功
利
主
義
論
』
『
代
議

制
統
治
論
』
（
一
八
六
一
年
）
か
ら
『
女
性
の
隷
従
』
（
一
八
六
九
年
）
ま

で
の
成
熟
期
の
著
作
に
見
ら
れ
る
、
ミ
ル
の
文
明
社
会
論
に
も
言
え
る
。

そ
れ
ら
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
大
衆
社
会
批
判
や
フ
ン
ボ
ル
ト
の
自
由
論
等

の
十
九
世
紀
的
な
影
響
を
示
す
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
大
枠
に
お
い
て
、

ベ
ン
サ
ム
的
な
功
利
主
義
の
遺
産
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
ミ
ス
の
思
想
伝

統
に
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
判
的
に
再
検
討
し
、
両
者
を
統
合
し

よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。

　

ミ
ル
が
終
生
追
求
し
た
、
マ
ル
ク
ス
的
社
会
主
義
と
は
一
線
を
画
し

た
社
会
主
義
の
可
能
性
も
ま
た
、
十
八
世
紀
啓
蒙
の
遺
産
と
無
縁
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
啓
蒙
の
利
己
主
義
的
な
個
人
主
義
と
自
由
主
義

を
、
よ
り
発
達
し
た
資
本
主
義
文
明
の
現
実
に
適
合
す
る
よ
う
に
修
正

し
、
こ
れ
を
徹
底
し
た
社
会
的
個
人
の
自
由
を
原
理
と
す
る
、
社
会
民

主
主
義
の
方
向
に
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
8
（

。

　

マ
ル
ク
ス
の
思
想
形
成
と
思
想
内
容
に
つ
い
て
は
簡
単
に
せ
ざ
る
を

得
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
の
場
合
に
も
、
ミ
ル
と
ほ
ぼ
同
様
の
事
情
が
、（
し

か
し
）
ミ
ル
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
方
向
に
お
い
て
、
存
在
し
た
。
彼

は
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
改
宗
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
家
庭
に
生
ま
れ
、
恵

ま
れ
た
家
庭
環
境
の
下
、
父
親
譲
り
の
啓
蒙
思
想
の
洗
礼
を
受
け
、
ボ

ン
大
学
や
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
哲
学
、
法
学
、
国
家
学
等
を
学
ぶ
が
、
貧

富
の
格
差
や
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
の
問
題
に
目
覚
め
る
中
で
、
既
成
の
学
問

に
根
本
的
な
疑
問
と
批
判
を
抱
く
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
か
ら
離
脱

し
、
大
学
と
は
無
縁
の
反
体
制
知
識
人
と
し
て
の
人
生
を
自
覚
的
に
選

び
取
っ
た
彼
は
、
ド
イ
ツ
を
逃
れ
、
パ
リ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
と
亡
命
生

活
を
送
る
中
で
経
済
学
に
目
覚
め
る
。

　

資
本
主
義
体
制
を
さ
さ
え
る
最
強
の
学
問
が
経
済
学
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
学
ん
だ
市
民
社
会
批
判
を
古
典

派
経
済
学
の
根
本
批
判
へ
と
深
め
、
残
り
の
人
生
を
『
資
本
論
』
（
第

一
巻
・
一
八
六
七
年
）
の
完
成
に
捧
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の

生
涯
は
、
啓
蒙
思
想
の
四
つ
の
特
質
（
批
判
性
、
学
際
性
、
主
体
性
、
歴

史
性
）
を
文
字
通
り
一
身
に
お
い
て
体
現
し
、
こ
れ
を
追
求
す
る
、
生

き
た
見
本
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
と
同
じ
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
「
遅

れ
て
き
た
啓
蒙
思
想
家
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
十
九
世
紀
の
体
制
的
諸
学
問
に
対
す
る
攻
撃
は
、
ミ
ル
や

マ
ル
ク
ス
と
は
ま
た
別
の
方
向
か
ら
も
な
さ
れ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
の
近
代

西
欧
批
判
と
啓
蒙
思
想
批
判
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
バ
ー
ゼ
ル
大
学
古

典
学
教
授
と
い
う
体
制
学
問
の
権
威
あ
る
地
位
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
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古
典
古
代
の
研
究
（
『
悲
劇
の
誕
生
』
一
八
七
二
年
）
に
沈
潜
す
る
過
程

で
近
代
西
欧
と
啓
蒙
思
想
の
矛
盾
に
め
ざ
め
、
そ
の
原
点
を
突
き
止
め

る
苦
闘
の
末
に
、
啓
蒙
の
原
点
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
問
題
に

行
き
着
い
た
。
啓
蒙
の
本
質
は
、
世
俗
化
さ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
徹
底
し
た
啓
蒙
批
判
は
キ
リ
ス
ト
教
の

批
判
に
よ
っ
て
の
み
果
た
さ
れ
る
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
啓
蒙
の
鬼
子
に
よ
る
啓
蒙
の

破
産
宣
言
で
あ
っ
た

）
9
（

。

四　

二
十
世
紀
の「
啓
蒙
」思
想
―
―
西
欧
の
場
合

　

ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス
の
時
代
以
降
、
資
本
主
義
の
高
度
化
と
帝
国
主
義

の
時
代
に
入
り
、
福
祉
国
家
や
官
僚
制
の
支
配
が
確
立
す
る
中
で
、
ふ

た
た
び
既
成
の
学
問
の
有
効
性
が
問
わ
れ
、
数
多
く
の
思
想
家
た
ち
が
、

啓
蒙
思
想
の
再
現
を
試
み
る
。
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
が
、
近
代
文
明

社
会
の
本
質
を
捉
え
き
れ
な
い
既
成
の
学
問
体
系
に
対
す
る
全
面
批
判

と
し
て
花
開
き
、
ミ
ル
、
マ
ル
ク
ス
を
典
型
と
す
る
十
九
世
紀
の
社
会

思
想
も
ま
た
、
啓
蒙
の
精
神
を
見
失
っ
た
体
制
的
諸
学
問
の
根
本
批
判

と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
始

ま
る
二
十
世
紀
以
降
の
多
様
な
社
会
思
想
の
数
々
も
ま
た
、
啓
蒙
の
原

点
に
立
ち
帰
っ
た
体
制
的
学
問
の
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
か
ら
現
代
ま
で
の
社
会
思
想
の
歴
史
は
、
啓

蒙
の
批
判
精
神
が
、
各
時
代
の
危
機
と
直
面
し
な
が
ら
、
そ
の
都
度
呼

び
戻
さ
れ
る
と
い
う
、
「
啓
蒙
は
繰
り
返
す
」
歴
史
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
は
歴
史
の
必
然
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
繰
り
返
せ
ば
、
十
八
世
紀
に
お
い
て
と
同
じ
く
、
現
代
の

社
会
思
想
に
お
い
て
も
、
啓
蒙
的
精
神
に
よ
る
体
制
的
な
学
問
・
思
想

の
批
判
は
、
必
ず
し
も
、
政
治
的
な
反
体
制
や
「
革
命
的
」
立
場
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
思
想
史
解
釈
は
奇
妙
な
思
い
つ
き
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
。
啓
蒙
の
反
復
的
再
現
と
い
う
こ
の
解

釈
図
式
は
、
十
八
世
紀
啓
蒙
の
急
進
主
義
的
本
質
を
強
調
す
る
イ
ス
ラ

エ
ル
説
か
ら
も
出
て
来
る
解
釈
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
伝
統
的
な
革
命
思
想
史
に
お
い
て
は
た
か
く
評
価

さ
れ
て
い
た
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
と
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
ジ
ャ
コ

バ
ン
主
義
を
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
全
体
を
独
裁
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
道
に
誤

ら
せ
た
元
凶
と
し
て
、
つ
よ
く
批
判
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
が
真
の
急
進

民
主
主
義
の
系
譜
と
し
て
強
調
す
る
の
は
、
ル
ソ
ー
的
な
直
接
民
主
制

の
思
想
で
は
な
く
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
か
ら
コ
ン
ド
ル
セ
に
い
た
る
代

議
制
民
主
主
義
の
系
譜
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ル
ソ
ー
的
な
人
民
主
権
と

一
般
意
思
の
理
論
を
革
命
の
規
準
と
す
る
過
去
の
通
説
か
ら
見
れ
ば
、

十
分
に
革
命
的
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
（
ジ
ロ
ン
ド
的
な
）
系
譜
を

再
評
価
す
る
。
確
か
に
、
そ
の
系
譜
も
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
の
現

実
に
お
い
て
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
と
は
別
の
失
敗
に
終
わ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
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ン
の
独
裁
を
招
い
た
が
、
そ
れ
で
も
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
見
落
と
さ
れ
た
こ
の
真
の
急
進
民
主
主
義
の
系
譜
こ
そ
、
自
由
・
平

等
・
博
愛
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
心
思
想
な
の
で
あ
っ
た

）
10
（

。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
図
式
が
と
く
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
「
啓
蒙
」

の
本
質
を
ど
こ
に
も
と
め
る
か
、
真
の
「
革
命
」
と
は
何
か
と
い
う
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
本
質
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
二
十
世
紀
の
啓
蒙
思
想
と

も
言
う
べ
き
、
ロ
シ
ア
革
命
（
一
九
一
七
年
）
以
降
の
現
代
思
想
の
展

開
を
理
解
す
る
上
に
、
有
益
な
ヒ
ン
ト
を
あ
た
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
枠
組
み
を
二
十
世
紀
の
社
会
思
想
史
の
解
釈
に
応
用

す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命

に
お
け
る
ル
ソ
ー
主
義
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
支
配
に
対
応
す
る
の
は
、
ロ
シ

ア
革
命
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
＝

レ
ー
ニ
ン
主
義
と
ロ
シ
ア
共
産
党
の
支

配
で
あ
る
。
短
命
に
終
わ
っ
た
ジ
ャ
コ
バ
ン
支
配
の
場
合
と
は
違
い
、

ロ
シ
ア
共
産
党
の
独
裁
と
恐
怖
政
治
（
テ
ロ
リ
ズ
ム
）
は
、
革
命
の
悲

劇
的
な
成
功
に
よ
っ
て
、
七
〇
年
以
上
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
構
造
的
帰

結
と
し
て
、
西
側
資
本
主
義
諸
国
の
社
会
思
想
に
、
ソ
連
の
共
産
主
義

に
対
抗
し
て
自
由
と
民
主
主
義
を
守
る
と
い
う
、
二
十
世
紀
啓
蒙
と
し

て
の
新
た
な
思
想
課
題
が
出
現
し
た
と
、
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
説
を
さ
ら
に
応
用
す
れ
ば
、
ソ
連
の
共
産
主
義
に
対
抗

す
る
資
本
主
義
陣
営
に
お
け
る
啓
蒙
思
想
は
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
に

分
か
れ
る
。
一
つ
は
、
十
八
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
が
体
現
し

た
「
保
守
的
啓
蒙
」
の
方
向
で
あ
り
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
こ
れ
に
対

応
す
る
の
は
、
資
本
主
義
の
体
制
内
改
革
（
二
種
類
の
修
正
資
本
主
義
）

の
思
想
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
、
ハ
イ
エ
ク
等
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
に
お
け
る
「
急
進
民
主
主
義
」
に
対
応

す
る
、
二
十
世
紀
の
「
急
進
民
主
主
義
」
路
線
で
あ
り
、
社
会
民
主
主

義
の
諸
思
想
（
ラ
ッ
セ
ル
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ラ
ス
キ
等
々
）
が
こ
れ

に
相
当
す
る
。
こ
の
路
線
は
、
両
路
線
の
共
通
の
「
敵
」
と
も
言
え
る

ソ
連
・
東
欧
の
共
産
主
義
と
は
一
線
を
画
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
資
本

主
義
の
改
革
・
改
良
と
い
う
第
一
の
路
線
に
も
満
足
で
き
ず
、
先
進
資

本
主
義
に
お
け
る
「
社
会
主
義
」
の
可
能
性
を
追
求
す
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
真
の
対
立
軸
は
、

ジ
ャ
コ
バ
ン
対
ジ
ロ
ン
ド
で
は
な
く
、
本
物
の
啓
蒙
思
想
内
部
に
お
け

る
、
「
急
進
民
主
主
義
」
対
「
保
守
的
啓
蒙
」
の
対
立
に
あ
っ
た
。
こ

れ
を
、
二
十
世
紀
の
思
想
史
に
応
用
す
れ
ば
、
現
代
社
会
思
想
の
真
の

対
立
軸
は
、
一
昔
前
の
教
科
書
的
記
述
に
よ
く
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
マ

ル
ク
ス
＝

レ
ー
ニ
ン
主
義
と
社
会
民
主
主
義
と
の
対
立
で
は
な
く
、
資

本
主
義
陣
営
内
部
に
お
け
る
、「
保
守
的
啓
蒙
（
修
正
資
本
主
義
）
」
と
「
急

進
民
主
主
義
（
社
会
民
主
主
義
）
」
と
の
対
立
に
こ
そ
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
九
年
の
「
大
恐
慌
」
と
そ
れ
を
挟
む
二
度
の
世
界
大
戦
を
つ

う
じ
て
、
資
本
主
義
の
危
機
が
深
ま
る
と
、
「
保
守
的
啓
蒙
」
路
線
と

し
て
の
修
正
資
本
主
義
は
政
治
的
に
も
一
層
強
力
と
な
る
。
二
十
世
紀
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の
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
と
し
て
の
ソ
連
・
東
欧
と
の
対
決
を
つ
う
じ
て
、

東
西
冷
戦
構
造
の
な
か
で
、
社
会
体
制
と
し
て
は
資
本
主
義
を
維
持
し

な
が
ら
、
学
問
・
思
想
の
領
域
に
お
い
て
、
啓
蒙
思
想
的
特
質
（
批
判
性
・

学
際
性
・
主
体
性
・
歴
史
性
）
を
追
求
す
る
と
い
う
「
保
守
的
啓
蒙
」
の

思
想
戦
略
が
、
社
会
的
に
も
ひ
ろ
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
に

対
抗
す
る
二
十
世
紀
の
急
進
民
主
主
義
路
線
で
あ
る
社
会
民
主
主
義
も

ま
た
同
様
で
あ
り
、
第
二
次
大
戦
後
か
ら
冷
戦
崩
壊
ま
で
、
西
欧
の
政

治
に
お
い
て
主
要
な
政
治
勢
力
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

「
啓
蒙
」
の
文
字
を
書
名
に
ふ
く
み
、
二
十
世
紀
最
大
の
思
想
書
と

も
言
わ
れ
る
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
＝

ア
ド
ル
ノ
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』（
一

九
四
七
年
出
版
）
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
二
十
世
紀
社
会
思
想
の
展
開

図
式
に
お
い
て
、
新
た
な
位
置
づ
け
を
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
冷
戦
構

造
に
お
け
る
資
本
主
義
と
共
産
主
義
の
対
立
構
図
に
お
い
て
、
「
テ
ロ
」

「
革
命
」
「
啓
蒙
」
等
の
概
念
が
複
雑
に
交
錯
す
る
現
代
思
想
の
路
線
対

立
の
一
体
ど
こ
に
、
そ
の
書
物
が
位
置
す
る
の
か
、
そ
の
答
え
は
簡
単

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

二
十
世
紀
初
頭
か
ら
両
大
戦
間
期
に
か
け
て
、
人
文
・
社
会
科
学
の

体
制
化
と
官
僚
制
的
組
織
化
は
完
全
に
確
立
さ
れ
る
。
体
制
批
判
的
な

学
問
研
究
で
す
ら
も
が
、
既
存
の
大
学
等
の
研
究
機
関
に
お
い
て
養
成

さ
れ
展
開
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
の
完

成
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
十
八
世
紀
の
ヒ
ュ
ー
ム
や
ル
ソ
ー
、
十
九

世
紀
の
ミ
ル
や
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
な
、
啓
蒙
的
社
会
思
想
の
ア
ウ
ト
サ

イ
ダ
ー
的
な
展
開
は
不
可
能
と
な
り
、
大
学
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
身

を
置
き
、
そ
の
主
流
と
は
一
線
を
引
き
な
が
ら
、
自
説
を
展
開
す
る
啓

蒙
的
思
想
家
た
ち
が
登
場
す
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
ケ
イ
ン
ズ
、

ハ
イ
エ
ク
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
ロ
ー
ル
ズ
と
い
っ
た
人
び
と
は
、
立
場
の

違
い
を
超
え
て
共
通
に
、
官
僚
制
化
・
体
制
内
化
し
た
大
学
組
織
の
内

部
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
現
代
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

た
し
か
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
や
ア
ー
レ
ン
ト
の
立
場
は
、
現

代
啓
蒙
思
想
の
二
路
線
（
修
正
資
本
主
義
と
社
会
民
主
主
義
）
の
い
ず
れ

に
も
属
さ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
彼
ら
は
、
明
ら
か
に
、
ケ
イ
ン
ズ
、

ハ
イ
エ
ク
の
よ
う
な
修
正
資
本
主
義
者
で
は
な
い
し
、
政
治
勢
力
と
し

て
の
社
会
民
主
主
義
の
代
弁
者
で
も
な
い
。
同
時
に
、
彼
ら
が
、
ソ
連

と
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
全
体
主
義
と
闘
う
、
文
明
社
会
の
擁
護
者
で
あ

り
、
啓
蒙
思
想
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、

二
十
世
紀
「
啓
蒙
」
の
二
路
線
が
交
錯
す
る
網
の
目
の
ど
こ
か
に
自
ら

を
定
位
し
、
部
分
的
に
は
両
系
譜
の
知
恵
を
借
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
問
題
を
設
定
し
、
解
決
の
道
を
追
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
―
―
二
十
一
世
紀
の
啓
蒙
と
日
本
の
社
会
思
想

　

そ
れ
で
は
、
十
九
世
紀
後
半
以
降
の
日
本
の
社
会
思
想
は
、
い
か
な

る
歴
史
的
特
徴
を
そ
な
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
思
想
史
学
会
を

生
み
出
し
た
日
本
固
有
の
文
脈
と
背
景
を
確
か
め
る
た
め
に
、
最
後
に
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こ
の
問
題
を
考
え
て
お
こ
う
。

　

十
九
世
紀
後
半
以
降
、
日
本
独
自
の
社
会
思
想
は
、
西
欧
列
強
に
対

抗
し
、
国
の
独
立
を
ま
も
る
た
め
の
、
明
治
新
政
府
に
よ
る
「
富
国
強

兵
」
政
策
に
対
抗
す
る
、
思
想
的
な
自
立
と
批
判
の
拠
点
と
し
て
生
ま

れ
た
。
福
沢
諭
吉
、
中
江
兆
民
等
々
の
近
代
日
本
の
思
想
的
開
拓
者
た

ち
は
、
明
治
新
政
府
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
近
代
化
（
資
本
主
義
化
と
軍

国
主
義
化
）
路
線
に
対
抗
し
て
、
西
欧
の
科
学
・
技
術
・
学
問
を
武
器

と
す
る
、
い
わ
ば
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
「
文
明
化
」
戦
略
を
そ
れ
ぞ
れ
提

示
し
た
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
大
学
制
度
が
確
立
す
る
以
前
の
段
階
に

お
い
て
、
彼
ら
旧
幕
臣
の
青
年
思
想
家
た
ち
は
、
西
欧
の
啓
蒙
思
想
を

手
本
と
し
て
、
啓
蒙
思
想
の
批
判
的
・
学
際
的
・
主
体
的
・
歴
史
的
と

い
う
諸
特
質
を
自
ら
獲
得
し
つ
つ
、
日
本
固
有
の
啓
蒙
思
想
・
社
会
思

想
を
多
様
に
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
学
問
的
権
威
の
象
徴
と
し
て
確
立
し
た
大
学
制
度
の
内
部

か
ら
も
、
注
目
す
べ
き
社
会
思
想
家
＝
啓
蒙
思
想
家
の
一
群
（
福
田
徳
三
、

吉
野
作
造
、
河
上
肇
等
々
）
が
輩
出
し
た
が
、
徳
富
蘇
峰
か
ら
長
谷
川
如

是
閑
に
い
た
る
在
野
思
想
家
の
系
譜
も
ま
た
、
日
本
型
啓
蒙
思
想
の
展

開
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
大
学
の
体
制
化
し
た
学
問
と
の
対
抗

に
お
い
て
、
批
判
的
・
学
際
的
生
命
力
を
発
揮
す
る
諸
思
想
が
開
花
し
、

大
正
「
啓
蒙
」
の
公
共
圏
が
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
両
大
戦
間
期
に
確

立
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
諸
学
問
を
ふ
く
め
、
昭
和
に
入
っ
て
こ
れ
ら

の
公
然
た
る
活
動
が
困
難
に
な
っ
た
後
も
、
日
本
型
啓
蒙
の
伝
統
は
大

学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
内
部
で
し
ぶ
と
く
生
き
残
り
、
大
河
内
一
男
や
高

島
善
哉
に
よ
る
、
当
時
と
し
て
は
国
際
水
準
の
ス
ミ
ス
研
究
を
生
み
出

し
た
。

　

一
九
五
〇
―
六
〇
年
代
、
戦
後
民
主
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
が
全
盛

の
時
代
に
な
る
と
、
大
学
を
中
心
と
す
る
社
会
思
想
（
研
究
）
の
諸
系

譜
が
、
経
済
学
・
社
会
学
・
哲
学
を
中
心
に
制
度
的
に
も
確
立
し
、
ス

ミ
ス
＝

マ
ル
ク
ス
を
軸
と
す
る
市
民
社
会
論
研
究
、
初
期
マ
ル
ク
ス
研

究
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
研
究
等
が
、
一
定
の
社
会
的
影
響
力
を
獲

得
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
大
阪
万
博
に
象

徴
さ
れ
る
、
日
本
資
本
主
義
の
持
続
的
発
展
の
現
実
を
前
に
、
明
治
啓

蒙
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
戦
後
民
主
主
義
に
お
け
る
よ
う
な
、
社
会

思
想
（
研
究
）
一
般
の
日
本
型
啓
蒙
思
想
と
し
て
の
活
力
や
多
様
性
は
、

大
き
く
失
わ
れ
弱
体
化
し
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
か
ら
の
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
I 

T
革
命
、ソ
連
・

東
欧
社
会
主
義
の
崩
壊
の
結
果
、
欧
米
の
学
者
・
文
化
人
が
「
歴
史
の

終
わ
り
」
（
F
・
フ
ク
ヤ
マ
）
や
「
文
明
の
衝
突
」
（
S
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
）

を
問
題
に
す
る
な
か
、
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
を
額
面
通
り
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
日
本
の
批
判
的
・
進
歩
的
知
識
人
の
多
く
は
、
こ
の
歴
史

の
大
転
換
の
意
味
を
直
視
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た

）
11
（

。

　

前
に
見
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
啓
蒙
分
析
を
、
戦
後
日
本
の
思
想
状
況
に

応
用
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
十
八
世
紀
啓
蒙
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に
お
い
て
競
合
し
た
三
つ
の
選
択
肢
（
一
．
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
保
守
的

啓
蒙
、
二
．
ペ
イ
ン
、
コ
ン
ド
ル
セ
等
の
「
真
」
の
急
進
民
主
主
義
＝
代
議
制

民
主
主
義
、
三
．
ル
ソ
ー
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
の
「
偽
」
の
急
進
民
主
主
義
＝
直
接

民
主
主
義
）
の
う
ち
、
真
の
思
想
対
立
は
、
一
と
二
の
あ
い
だ
に
あ
っ

た
が
、
戦
後
日
本
の
思
想
空
間
に
お
い
て
は
、
二
の
現
代
版
と
し
て
の

広
義
の
社
会
民
主
主
義
路
線
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
ケ
イ
ン
ズ
、
ロ
ー

ル
ズ
等
）
と
三
に
対
応
す
る
役
割
を
は
た
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
対

抗
が
主
要
な
対
立
軸
を
構
成
し
た
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
十
八
世
紀
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
や
E
・
バ
ー

ク
が
代
表
し
た
保
守
的
啓
蒙
あ
る
い
は
保
守
的
自
由
主
義
の
系
譜
が
、

戦
後
日
本
の
啓
蒙
と
社
会
思
想
の
言
説
空
間
に
は
、
つ
い
最
近
ま
で
存

在
の
余
地
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
12
（

。

　

啓
蒙
思
想
の
立
役
者
た
ち
は
、
自
ら
の
生
き
方
の
問
題
と
し
て
、
新

た
な
時
代
に
対
応
で
き
な
い
知
（
旧
学
問
）
の
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー

ム
に
反
旗
を
翻
し
た
。
「
保
守
的
啓
蒙
」
で
あ
れ
、
「
急
進
啓
蒙
」
で
あ

れ
、
彼
ら
は
共
通
に
、
啓
蒙
思
想
の
四
つ
の
特
質
（
批
判
性
・
学
際
性
・

主
体
性
・
歴
史
性
）
を
体
現
す
る
よ
う
な
独
自
の
人
間
・
社
会
の
学
の

可
能
性
を
追
求
し
た
。

　

現
代
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
も
ま
た
、
多
様
な
形
で
、
制
度
化
し
た
諸

学
問
の
根
底
的
な
批
判
を
遂
行
し
つ
つ
、
人
類
の
二
十
一
世
紀
的
現
実

に
ふ
さ
わ
し
い
、
人
文
・
社
会
科
学
の
可
能
性
を
追
求
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
二
十
一
世
紀
の
啓
蒙
思
想
研
究
者
も
ま
た
、
彼
ら
・
彼
女
ら
の

各
自
の
生
き
方
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
社
会
思
想
史
研
究

を
展
開
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
社
会
思
想
史
研

究
が
同
時
に
自
分
自
身
の
社
会
思
想
の
展
開
で
あ
る
よ
う
な
、
十
八
世

紀
啓
蒙
の
ス
タ
イ
ル
と
方
法
を
継
承
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
今
回
め

で
た
く
刊
行
の
運
び
と
な
っ
た
『
社
会
思
想
史
事
典
』
の
意
義
も
ま
た
、

そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

（
さ
か
も
と
・
た
つ
や
／
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

第
一
の
研
究
動
向
の
最
良
の
道
案
内
と
し
て
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（John 

Robertson

）
の
『
啓
蒙
と
は
な
に
か
（Th

e Enlightenm
ent: A Very Short 

Introduction

）
』
（
野
原
慎
司
・
林
直
樹
訳
）
白
水
社
、
二
〇
一
九
年
（
原
著

二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。
よ
り
本
格
的
な
も
の
と
し
て
は
、
以
下
が
あ
る
。

Anthony Pagden, Th
e Enlightenm

ent: and W
hy It Still M

atters, O
xford 

U
niversity Press, 2013 .

第
二
の
研
究
動
向
と
し
て
、
書
名
に
「
啓
蒙
」
の

語
を
ふ
く
む
以
下
の
三
点
が
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
（Jonathan Israel

）
『
精

神
の
革
命
―
―
急
進
的
啓
蒙
と
近
代
民
主
主
義
の
知
的
形
態
（A Revolution 

of the M
ind: Radical Enlightenm

ent and the Intellectual O
rigins of 

M
odern D

em
ocracy

）
』
（
森
村
敏
己
訳
）
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
（
原

著
二
〇
一
〇
年
）
。
ヒ
ー
ス
（Joseph H

eath

）『
啓
蒙
思
想
2
・
0
―
―
政
治
・

経
済
・
生
活
を
正
気
に
戻
す
た
め
に
（Enlightenm

ent 2.0: Restoring Sanity 
to O

ur Politics, O
ur Econom

y, and O
ur Lives

）
』
（
栗
原
百
代
訳
）
N 

T 

T

出
版
、
二
〇
一
四
年
（
原
著
二
〇
一
四
年
）
、
ピ
ン
カ
ー
（Steven Pinker

）

『
21
世
紀
の
啓
蒙
―
―
理
性
、
科
学
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
進
歩

（Enlightenm
ent N

ow
: T

he C
ase for Reason, Science, H

um
anism

, and 
Progress

）
』
上
・
下
（
橘
明
美
・
坂
田
雪
子
訳
）
草
思
社
、
二
〇
一
九
年
（
原
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著
二
〇
一
八
年
）
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
訳
書
に
つ
い
て
は
、
森
村
の
訳
者
解
説

と
川
出
良
枝
の
書
評
（
『
社
会
思
想
史
研
究
』
四
二
号
、
二
〇
一
八
年
）
が

批
判
的
ス
タ
ン
ス
を
保
持
し
て
、
と
も
に
秀
逸
で
あ
る
。

（
2
） 
現
代
の
「
通
説
」
の
代
表
者
の
ひ
と
り
ポ
ー
タ
ー
（Roy Porter

）
も
、
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
の
古
典
的
研
究
に
ス
ミ
ス
や
ベ
ン
サ
ム
が
現
れ
な
い
こ
と
を
批
判

し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
や
そ
の
後
の
ポ

ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
名
前
で
知
ら
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
。

そ
こ
で
は
、
私
た
ち
は
書
き
手
の
頭
脳
の
な
か
ま
で
入
り
こ
む
こ
む
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
理
屈
で
、
普
通
に
考
え
ら
れ
る
『
著
者
』
が
否
定
さ
れ
、

歴
史
は
、
『
言
説
』
も
し
く
は
テ
キ
ス
ト
の
分
析
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
」
（
『
啓
蒙
主
義
（Th

e Enlightenm
ent

）
』
見
市

雅
俊
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
（
原
著
二
〇
〇
一
年
）
六
四
頁
）
。

（
3
） 

詳
細
は
、
坂
本
達
哉
『
ヒ
ュ
ー
ム　

希
望
の
懐
疑
主
義
』
（
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
第
五
章
を
参
照
。
二
〇
一
九
年
七
月
に
エ
デ
ィ

ン
バ
ラ
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
十
八
世
紀
学
会
世
界
大
会
の
招
待
講
演
に

お
い
て
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
「
あ
な
た
が
考
え
る
啓
蒙
思
想
の

本
質
は
何
か
、
自
由
、
平
等
、
友
愛
等
の
ど
れ
を
本
質
と
考
え
る
か
？
」
と

い
う
会
場
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
草
稿
の
こ
の
一
節
に
言
及
し
、

「
あ
え
て
言
え
ば
、
経
済
学
の
出
現
こ
そ
が
啓
蒙
の
本
質
を
象
徴
す
る
出
来

事
だ
」
と
答
え
た
。
と
く
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
彼
が
「
歴
史
家
と
し
て

の
私
は
そ
の
質
問
に
答
え
る
立
場
に
な
い
が
」
と
断
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
啓
蒙
研
究
の
正
統
派
、
少
な
く
と
も
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の

方
法
論
が
、
啓
蒙
の
本
質
を
理
性
、
自
由
、
平
等
、
民
主
主
義
、
進
歩
、
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
等
の
明
快
な
言
葉
で
定
義
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
や
ピ
ン
カ
ー
の
そ
れ

と
は
基
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
面
で
、
「
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
学
派
」
や
「
文
脈
主
義
」
の
表
明
で
あ
る
と
と
も
に
、
よ
り
大
き
く

見
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
批
判
し
た
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
融
合
し
た
多

文
化
主
義
」
の
帰
結
で
も
あ
ろ
う
。
事
実
、
「
私
の
理
解
す
る
啓
蒙
は
あ
く

ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
中
の
一
現
象
で
あ
る
」
「
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
啓

蒙
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
創
造
物
で
あ
り
遺
産
で
あ
る
」
（
前
掲
訳
二
八
頁
）
と

断
定
す
る
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
言
葉
は
多
文
化
主
義
の
裏
返
し
で
あ
り
、
啓
蒙

思
想
の
人
類
的
普
遍
性
を
主
張
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
や
ピ
ン
カ
ー
と
は
鋭
く
対

立
す
る
。
し
か
し
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
ら
「
正
統
」
の
啓
蒙
研
究
者
た
ち
が
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
言
う
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
か
ど

う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
彼
ら
は
共
通
に
、
「
啓
蒙
」
と
い
う
歴
史
現
象
の

実
体
性
を
信
じ
、
経
済
学
の
成
立
に
象
徴
さ
れ
る
西
欧
近
代
の
現
実
を
大
前

提
と
し
て
お
り
、
「
啓
蒙
」
が
た
ん
な
る
「
歴
史
叙
述
」
や
「
物
語
」
で
は

な
い
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
啓
蒙
研
究
に
お
け
る
現
代

の
「
正
統
」
も
ま
た
、
フ
ー
コ
ー
等
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
啓
蒙
批
判
と
は
明

確
な
一
線
を
引
い
て
い
る
。

（
4
） 

二
十
世
紀
初
頭
の
ラ
ン
ソ
ン
、
モ
ル
ネ
、
ア
ザ
ー
ル
に
始
ま
り
、
第
二
次

大
戦
後
の
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
、
ダ
ー
ン
ト
ン
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
い
た
る
正
統

的
な
研
究
史
と
フ
ー
コ
ー
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
ら
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
啓

蒙
批
判
に
つ
い
て
は
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（
前
掲
訳
）
第
一
章
、
第
五
章
の
有

益
な
整
理
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
） 

十
八
世
紀
の
啓
蒙
時
代
に
近
代
的
な
人
文
・
社
会
科
学
が
出
現
す
る
複
雑

な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
隠
岐
さ
や
香
の
指
摘
は
、
こ
の
経
緯
を
簡
潔
に
示

す
も
の
で
あ
る
。「
実
は
、
人
文
社
会
系
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
に
見
る
と
、「
古

く
て
新
し
い
」
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
」
（
『
文
系
と
理
系
は
な
ぜ
分
か
れ

た
の
か
』
星
海
社
新
書
、
二
〇
一
八
年
、
三
五
頁
）
。

（
6
） 

誤
解
を
避
け
る
意
味
で
付
言
す
れ
ば
、
日
本
の
（
と
り
わ
け
）
市
民
社
会

論
的
ス
ミ
ス
研
究
は
、
経
済
学
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
経
済
学
中
心
主
義
の
誤
り
に
は
陥
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理

由
は
、
戦
前
以
来
の
日
本
独
自
の
ス
ミ
ス
研
究
が
、
欧
米
の
伝
統
的
ス
ミ
ス

研
究
と
は
異
な
り
、
経
済
学
史
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
二
重
の
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
に
属
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
結
果
と
し
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て
、
主
流
派
経
済
学
を
批
判
す
る
動
機
に
も
助
け
ら
れ
、
内
田
義
彦
（
『
経

済
学
の
生
誕
』
未
來
社
、
一
九
五
三
年
）
か
ら
最
近
の
水
田
洋
（
「
ノ
ミ
ナ

リ
ス
ト　

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
」
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
六
八
巻
三
号
、
二

〇
一
四
年
）
に
い
た
る
ま
で
、
『
国
富
論
』
が
道
徳
哲
学
体
系
の
一
環
と
し

て
生
ま
れ
、
ス
ミ
ス
の
主
観
的
意
図
に
お
い
て
は
最
後
ま
で
、
法
学
＝
正
義

論
体
系
の
有
機
的
一
部
分
で
あ
り
続
け
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
な
か
で
も
、
田
中
正
司
の
遺
著
二
点
（
『
増
補
改
訂
版 

ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
の
倫
理
学
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
七
年
。
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自

然
法
学
（
増
補
第
三
版
）
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
は
、
戦
後
日

本
の
ス
ミ
ス
研
究
の
金
字
塔
で
あ
る
。
同
時
に
付
け
加
え
れ
ば
、
日
本
の
伝

統
的
ス
ミ
ス
研
究
の
多
く
が
、
前
述
の
二
重
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
性
の
産
物
で

あ
る
限
り
、
欧
米
と
は
ま
た
別
の
経
済
学
中
心
主
義
か
ら
、
完
全
に
は
自
由

で
な
か
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

（
7
） 

こ
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
植
村
邦
彦
『
市
民
社
会
と
は
何
か
』
（
平

凡
社
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
の
第
三
章
を
参
照
。

（
8
） 

ミ
ル
社
会
主
義
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
安
井
俊
一
『
J
・
S
・
ミ
ル
の

社
会
主
義
論
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
、
同
『
J
・
S
・
ミ
ル
社

会
主
義
論
の
展
開
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
） 

ニ
ー
チ
ェ
が
『
悦
ば
し
き
知
識
』
（
一
八
八
二
年
）
の
第
一
二
二
節
に
お

い
て
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
道
徳
的
懐
疑
主
義
の
代
表
者
と
し
て
、ヒ
ュ
ー

ム
や
ス
ミ
ス
の
経
験
的
道
徳
論
が
念
頭
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易

に
推
測
で
き
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
も
啓
蒙
（Aufklärung

）
に
大
き
く
貢
献

し
た
。
そ
れ
は
道
徳
的
懐
疑
（die m

oralische Skepsis

）
を
教
え
た
。
非
常

に
印
象
深
い
効
果
的
な
や
り
方
で
、
弾
劾
し
た
り
、
憤
ら
せ
た
り
、
し
か
も

倦
む
こ
と
を
知
ら
ぬ
忍
耐
と
巧
妙
さ
を
も
っ
て
し
て
だ
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ

の
個
人
が
い
だ
く
自
分
ら
の
徳
性
に
対
す
る
信
仰
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
た
。
そ

れ
は
古
代
に
そ
の
例
の
乏
し
く
な
か
っ
た
あ
の
偉
大
な
有
徳
的
存
在
を
永
久

に
地
上
か
ら
葬
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
信
太
正
三
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一

九
九
三
年
、
二
一
五
頁
）
。

（
10
） 

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
暗
黒
面
と
言
え
る
一
七
九
三
年
か
ら
一
七
九
四
年
に

か
け
て
の
革
命
を
招
い
た
主
要
な
原
因
は
、
ル
ソ
ー
主
義
的
な
思
想
潮
流
で

あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
が
悪
質

な
民
衆
扇
動
を
行
な
い
、
多
く
の
命
を
奪
っ
た
暴
力
を
主
導
し
て
い
た
と
き

に
は
、
す
べ
て
の
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
と
啓
蒙
思
想
全
体
が
公
然
と
非
難
さ
れ
て

い
た
」
（
『
精
神
の
革
命
』
前
掲
訳
、
二
二
四
頁
）
。

（
11
） 

逆
に
、
日
本
で
は
、
同
時
期
に
流
行
し
た
西
欧
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
諸
思
想

に
相
乗
り
す
る
形
で
、
議
会
制
民
主
主
義
と
市
場
経
済
と
い
う
、
現
代
の
「
啓

蒙
」
が
取
り
得
る
唯
一
の
選
択
肢
か
ら
眼
を
そ
ら
せ
る
戦
術
が
と
ら
れ
た
。

西
欧
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

な
り
に
啓
蒙
の
急
進
民
主
主
義
の
子
孫
で
あ
り
、
社
会
民
主
主
義
の
一
翼
を

担
う
思
想
戦
略
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
が
、
日
本
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
執
着
と
憧
憬
を
根
底
に
潜
ま
せ
た
、
「
偽
」
の
急
進
民

主
主
義
で
あ
り
啓
蒙
思
想
で
あ
っ
た
。

（
12
） 

古
典
的
・
保
守
的
自
由
主
義
の
評
価
は
、
戦
後
日
本
の
言
説
空
間
で
は
、

小
林
秀
雄
、
福
田
恆
存
、
江
藤
淳
と
い
っ
た
文
芸
批
評
家
の
系
列
が
担
っ
た

が
、
そ
れ
は
つ
い
最
近
ま
で
、
右
翼
思
想
な
い
し
危
険
な
国
粋
主
義
の
一
種

と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
幸
い
な
こ
と
に
現
在
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
バ
ー

ク
、
ハ
イ
エ
ク
等
の
意
義
が
大
き
く
認
め
ら
れ
、
優
秀
な
若
手
研
究
者
も
多

数
輩
出
し
て
、
保
守
的
自
由
主
義
の
社
会
思
想
と
し
て
の
市
民
権
が
社
会
的

に
は
も
ち
ろ
ん
、
学
界
的
に
も
確
立
し
つ
つ
あ
る
状
況
で
あ
る
。
代
表
的
成

果
の
一
端
と
し
て
、
以
下
が
あ
る
。
桂
木
隆
夫
編
著
『
ハ
イ
エ
ク
を
読
む
』

（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
、
佐
藤
光
・
中
澤
信
彦
編
著
『
保
守
的

自
由
主
義
の
可
能
性
―
―
知
性
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

二
〇
一
五
年
）
、
中
澤
信
彦
・
桑
島
秀
樹
編
著
『
バ
ー
ク
読
本
―
―
〈
保
守

主
義
の
父
〉
再
考
の
た
め
に
』
（
昭
和
堂
、
二
〇
一
七
年
）
。
英
語
圏
に
お
け

る
保
守
主
義
思
想
研
究
の
活
発
化
も
著
し
い
。
と
く
に
、
そ
の
代
表
的
存
在
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で
あ
る
哲
学
者
ロ
ジ
ャ
ー
・
ス
ク
ル
ー
ト
ン
の
一
連
の
業
績
は
学
界
を
超
え

た
社
会
的
影
響
力
を
も
つ
。
数
多
い
著
作
の
中
か
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
批
判
と
も
連
動
す
る
激
烈
な
「
新
左
翼
」
批
判
を
ふ
く
む
以
下
の

二
著
が
あ
る
。Roger Scruton, C

onservatism
: An Invitation to the G

reat 
Tradition, All Point Book,2018;  Fools, Frauds and Firebrands: Th

inkers 
of the N

ew
 Left, C

ontinuum
 Intl Pub G

roup, 2017.

キ
ー
ワ
ー
ド　

社
会
思
想
、
啓
蒙
思
想
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
イ
ス
ラ
エ
ル
、
急
進

啓
蒙
、
保
守
的
啓
蒙
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
明
治
維
新
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
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は
じ
め
に

　

二
〇
一
九
年
の
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
坂
本
達
哉
、
上
野
成
利
両

会
員
の
報
告
と
、
そ
れ
に
対
す
る
王
寺
賢
太
、
千
葉
雅
也
両
氏
の
コ
メ

ン
ト
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
（
以
下
、
敬
称
略
）
。
坂
本
に
よ
る
い
さ
さ

か
挑
発
的
な
報
告
が
引
き
金
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
人
の
討
論

者
の
コ
メ
ン
ト
は
期
せ
ず
し
て
共
に
、
社
会
思
想
史
学
会
の
エ
ー
ト
ス
、

あ
る
い
は
社
会
思
想
史
研
究
者
の
思
想
的
・
政
治
的
立
場
と
い
う
問
題

に
踏
み
込
む
も
の
と
な
っ
た
。
創
設
以
来
、
こ
の
学
会
の
主
流
的
立
場

は
「
リ
ベ
ラ
ル
左
派
」
あ
る
い
は
「
市
民
社
会
派
マ
ル
ク
ス
主
義
」
で

は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
発
言
も
あ
っ
た
。

　

た
し
か
に
こ
の
学
会
の
歴
代
の
代
表
幹
事
を
見
れ
ば
、
そ
の
エ
ー
ト

ス
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
学
会
の
創
立
は
一
九
七

六
年
十
一
月
、
初
代
代
表
幹
事
は
水
田
洋
だ
っ
た
。
初
代
の
水
田
が
二

期
六
年
を
務
め
た
後
、
第
二
代
以
降
は
一
期
三
年
ご
と
に
交
替
し
て
き

た
。
第
二
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
代
表
幹
事
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。
城
塚
登
、
平
井
俊
彦
、
徳
永
恂
、
伊
藤
成
彦
、
清
水
多
吉
、
安
川

悦
子
、
三
島
憲
一
、
松
岡
利
道
、
齋
藤
純
一
、
崎
山
政
毅
、
上
野
成
利
、

坂
本
達
哉
、
細
見
和
之
。
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
時
々
の
情
況
へ
の
批
判
的

発
言
を
躊
躇
し
な
い
研
究
者
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

二
〇
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
本
学
会
編
『
社
会
思
想
史
事
典
』
の
冒

頭
に
置
か
れ
た
「
社
会
思
想
史
の
成
立
」
で
、
安
藤
隆
穂
は
学
会
設
立

に
至
る
ま
で
の
「
日
本
に
お
け
る
広
い
意
味
で
の
『
社
会
思
想
史
』
の

〈
特
集
〉〈
社
会
思
想
史
〉
を
問
い
直
す　

〈
論
文
〉

社
会
思
想
史
の
〈
物
語
〉

植
村
邦
彦
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歴
史
」
を
素
描
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
語
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
、
戦
後
思
想
の
基
準
と
し
て
の
近
代
の
再
検
討
を
一
方

の
軸
に
、
冷
戦
体
制
以
降
を
展
望
す
る
現
代
思
想
の
模
索
を
も
う
一
つ

の
基
準
と
し
、
『
社
会
思
想
史
』
の
新
し
い
全
体
像
模
索
の
挑
戦
が
始

ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
、
民
衆
思
想
史
と
社
会
史
に
よ
る
『
社
会
思
想

史
』
へ
の
衝
撃
、
女
性
解
放
思
想
史
の
挑
戦
な
ど
が
加
わ
っ
て
、
新
し

い
混
迷
を
活
力
源
と
し
、学
問
と
し
て
の
『
社
会
思
想
史
』
は
制
度
（
学

会
）
と
し
て
も
成
立
し
た
の
で
あ
る

）
1
（

」
。

　

「
近
代
の
再
検
討
」
と
「
冷
戦
体
制
以
降
を
展
望
す
る
現
代
思
想
の

模
索
」
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
議
論
さ
れ
た
よ
う
に
、「
近
代
の
再
検
討
」

と
は
、
国
民
国
家
と
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
を
（
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支
え
る

思
想
を
）
問
い
直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
軸
＝
基
準
に
対

す
る
民
衆
思
想
史
と
社
会
史
に
よ
る
「
衝
撃
」
や
女
性
解
放
思
想
史
の

「
挑
戦
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
軸
＝

基
準
は
、
冷
戦
体
制
が
終
焉
を
迎
え
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
二
十
一

世
紀
の
現
在
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
在
、

社
会
思
想
史
と
い
う
学
問
は
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
社
会
思

想
史
の
〈
物
語
〉
。
そ
れ
を
改
め
て
問
い
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

初
心
の〈
物
語
〉

　

し
か
し
、
問
い
直
す
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
。こ
の
学
会
が
設
立
さ
れ
た
時
点
で
、「
社
会
思
想
史
」は
何
を
物
語
っ

て
い
た
の
か
。
初
代
代
表
幹
事
で
現
在
も
最
年
長
の
会
員
で
あ
り
続
け

て
い
る
水
田
洋
が
、
名
古
屋
大
学
教
養
部
の
「
社
会
思
想
史
」
の
教
科

書
と
し
て
最
初
に
出
版
し
た
の
が
『
社
会
思
想
小
史
』
（
中
教
出
版
、
一

九
五
一
年
）
だ
っ
た
。
こ
の
本
は
、
約
二
倍
半
の
分
量
に
加
筆
さ
れ
て

一
九
五
六
年
に
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
に
書
肆
を
移
し
、
そ
の
後
一
九
六
八

年
に
は
『
新
版
』
が
、
そ
し
て
一
九
九
八
年
に
は
『
新
版
増
補
』
が
出

版
さ
れ
た
。
著
者
が
さ
ら
に
大
部
の
書
き
下
ろ
し
を
加
え
て
改
稿
し
た

『
新
稿 

社
会
思
想
小
史
』
を
出
版
し
た
の
は
、
二
〇
〇
六
年
の
こ
と
で

あ
る
。

　

一
九
五
六
年
版
の
「
ま
え
が
き
」
で
水
田
は
、
「
古
代
か
ら
二
十
世

紀
は
じ
め
ま
で
の
社
会
思
想
の
発
展
」
を
叙
述
し
た
理
由
と
し
て
、「
社

会
思
想
を
、
資
本
主
義
社
会
に
固
有
の
『
社
会
問
題
』
に
か
ん
す
る
思

想
と
規
定
す
る
立
場
に
、
賛
成
し
え
な
い
」
か
ら
だ
と
断
っ
た
上
で
、

自
分
の
意
図
は
「
社
会
思
想
の
歴
史
的
な
み
と
お
し
を
つ
う
じ
て
、
そ

れ
の
理
論
的
は
あ
く
、
す
な
わ
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理
論
を
、
か
た

ち
づ
く
る
こ
と
」
に
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
け
て
、
彼
は

早
く
も
次
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
「
わ
た
く
し
は
、〔
…
…
〕

社
会
思
想
史
を
、
従
来
の
よ
う
に
、
思
想
家
の
思
想
史
と
し
て
か
く
こ

と
に
、
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
社
会
思
想
史
は
、
『
社
会
に
か
ん
す
る

思
想
』
の
歴
史
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
『
社
会
の
（
民
衆
の
）
思
想
』
の

歴
史
で
も
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
い
み
で
、
社
会
思
想
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史
は
、
社
会
史
へ
の
傾
斜
を
、
た
え
ず
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る

）
2
（

」
。

　

た
だ
し
、
こ
の
問
題
提
起
は
こ
の
本
に
は
ま
だ
な
い
も
の
の
告
白
で

も
あ
っ
た
。
第
一
章
で
は
改
め
て
課
題
が
限
定
さ
れ
、
「
資
本
主
義
社

会
お
よ
び
社
会
科
学
の
成
立
発
展
」
の
認
識
に
い
た
る
歴
史
的
過
程
が

「
い
ち
ば
ん
ひ
ろ
い
い
み
で
の
社
会
思
想
」
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

）
3
（

。

　

こ
の
一
九
五
六
年
版
は
「
レ
ー
ニ
ン
の
登
場
」
で
終
わ
っ
て
い
た
が
、

一
九
六
八
年
の
『
新
版
』
は
「
中
国
文
化
大
革
命
ま
で
の
社
会
思
想
史
」

を
叙
述
す
る
も
の
に
拡
大
さ
れ
た
。
「
新
版
へ
の
こ
と
ば
」
で
水
田
は
、

新
版
の
意
味
を
、
「
人
類
の
歴
史
を
継
承
し
て
明
日
を
生
き
る
た
め
に
、

な
お
役
に
た
ち
つ
づ
け
る
こ
と

）
4
（

」
に
求
め
て
い
る
。

　

こ
の
『
新
版
』
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
〇
年
後
、
東
欧
革
命
と
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
連
邦
の
崩
壊
を
経
た
後
の
一
九
九
八
年
に
、
水
田
は
『
新
版
増
補
』

を
改
め
て
世
に
問
う
。
冒
頭
の
「
新
版
増
補
に
つ
い
て
」
で
彼
は
、「
と

り
あ
え
ず
一
九
六
八
年
以
降
の
思
想
史
を
加
筆
し
て
版
を
か
さ
ね
る
こ

と
に
し
た

）
5
（

」
と
言
葉
少
な
に
記
し
て
い
る
が
、
最
終
章
の
「
サ
ル
ト
ル

と
そ
の
後
」
と
題
さ
れ
た
節
で
は
、
ジ
ャ
ン
＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
、

ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝

ス
ト
ロ
ー
ス
、
イ

マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
思

想
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
終
章
末
尾
に
置
か
れ
た
最
終
節
は
「
社

会
主
義
体
制
の
解
体
」
と
題
す
る
短
い
も
の
だ
っ
た
。

　

今
世
紀
に
入
っ
て
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
新
稿
』
は
、
そ
の

名
前
が
表
す
よ
う
に
、
前
著
の
全
八
章
か
ら
全
十
二
章
へ
と
大
幅
に
拡

大
さ
れ
、
新
た
な
内
容
が
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。「
ま
え
が
き
」

で
水
田
は
、
「
こ
の
本
は
、
通
史
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
、
ほ

ぼ
現
代
ま
で
を
取
り
扱
う
が
、
地
域
的
に
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
で
あ

り
、
そ
の
ほ
か
に
は
（
日
本
を
含
め
て
）
、
必
要
に
応
じ
て
言
及
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
」
と
叙
述
対
象
の
限
定
を
認
め
た
上
で
、「
そ
の
こ
と
は
、

著
者
が
い
わ
ゆ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
学
問
の
伝
統
と
そ
の
近
代
的
成
果

を
立
場
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
限
界
で
は
あ
る
が
、
基
本

的
に
は
論
理
自
体
が
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
信
じ
て
い
る
か
ら

で
あ
る

）
6
（

」
と
、
自
ら
の
西
欧
中
心
的
立
場
を
弁
明
し
て
い
る
。

　

「
あ
と
が
き
」
で
も
、
水
田
は
改
め
て
、
「
こ
の
本
の
基
調
は
、
ホ
ッ

ブ
ズ
、
ス
ミ
ス
、
マ
ル
ク
ス
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
サ
ル
ト
ル
を
つ
ら
ぬ
く

近
代
個
人
主
義
、
合
理
主
義
、
あ
る
い
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
民
主
主
義
で

あ
る

）
7
（

」
と
付
け
加
え
て
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
に
特
別
な
意
味
が
与
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
『
新
版
増
補
』
の
最
終
章
最
終
節
だ
っ

た
「
社
会
主
義
体
制
の
解
体
」
は
『
新
稿
』
で
は
削
除
さ
れ
、
そ
れ
に

代
え
て
最
後
に
置
か
れ
た
の
は
、
次
の
文
章
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

フ
ー
コ
ー
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
解
体
さ
れ
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
あ
る
い
は
男
性
の
思
想
と
し
て
の
近
代
思

想
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
や
女
性
に
よ
っ
て
転
用
さ
れ
る
の
と

似
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
自
由
な
利
用
が
可
能
に
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な
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
社
会
主
義
体
制
と

そ
れ
を
支
持
す
る
諸
組
織
が
、
硬
直
化
の
終
着
点
で
解
体
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
／
現
代
の
社
会
思
想
は
、
基
本
的
な
点

で
マ
ル
ク
ス
の
枠
の
な
か
に
あ
る

）
8
（

。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
軸
＝
基
準
に
衝
撃
を
与
え
た
の
は
、
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

二　

民
衆
思
想
史
の「
衝
撃
」

　

民
衆
思
想
史
に
よ
る
「
衝
撃
」
と
い
え
ば
、
ま
ず
は
安
丸
良
夫
（
一

九
三
四
―
二
〇
一
六
）
の
一
九
七
四
年
の
著
書
『
日
本
の
近
代
化
と
民

衆
思
想
』
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
本
は
、
幕
末
か
ら
明
治

期
の
新
興
宗
教
や
百
姓
一
揆
の
史
料
を
広
く
深
く
読
み
解
き
、
日
本
の

近
代
化
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
「
勤
勉
、
倹
約
、
謙
譲
、

孝
行
」
な
ど
の
「
通
俗
道
徳
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
「
民
衆
の
生
活
思
想
」
を
歴
史
的
に
と
ら
え
直
そ
う
と
し
た
古
典

的
労
作
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
設
定
の
意
図
に
つ
い
て
、
安
丸
は
「
従
来
の
思
想
史
研
究

の
方
法
」
を
批
判
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
民
衆
的
諸

思
想
を
研
究
す
る
さ
い
に
、
自
然
と
人
間
の
分
裂
や
、
経
験
的
功
利
的

認
識
の
発
展
や
、
自
我
の
確
立
な
ど
を
分
析
基
準
と
す
る
の
は
、
理
念

化
さ
れ
た
近
代
思
想
像
に
固
執
し
て
そ
こ
か
ら
歴
史
的
対
象
を
裁
断
す

る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ド
グ
マ
で
あ
る
。
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
こ
う

し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
方
法
を
と
れ
ば
、
あ
ら
た
な
思
想
形
成
の
方
向
が

み
ら
れ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
支
配
階
級
の
立
場
か
そ
の
周
辺

部
に
う
ま
れ
た
諸
思
想
で
あ
る

）
9
（

」
。

　

安
丸
が
名
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る
の
は
丸
山
眞
男
だ
が
、
当
時
の

主
流
派
の
社
会
思
想
史
の
〈
物
語
〉
も
当
然
そ
の
批
判
を
免
れ
な
い
だ

ろ
う
。
安
丸
は
「
あ
と
が
き
」
で
、
自
ら
の
問
題
意
識
を
、
「
日
本
の

近
代
化
過
程
の
真
の
意
味
を
民
衆
の
生
き
方
・
意
識
の
仕
方
を
通
し
て

考
え
な
お
し
て
み
た
い
、
そ
の
よ
う
な
方
向
で
考
え
る
こ
と
が
『
近
代

化
』
論
や
そ
の
後
に
展
開
し
た
あ
ら
た
な
国
家
主
義
的
歴
史
観
に
た
い

す
る
歴
史
の
最
深
部
か
ら
の
批
判
に
な
る
、
と
考
え
た

）
10
（

」
と
説
明
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
「
近
代
化
し
て
い
く
日
本
社
会
の
偽
善
と

欺
瞞
の
ふ
か
さ
を
、
ま
た
、
そ
の
さ
い
に
歴
史
の
暗
闇
に
う
ち
捨
て
ら

れ
て
い
っ
た
人
々
の
想
い
の
重
さ
を
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
ば
か
り
あ
た
ら

し
い
視
角
か
ら
照
ら
し
だ
す
こ
と

）
11
（

」
で
も
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
書
が
一
九
九
九
年
に
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
で
復

刊
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」
で
安
丸
は
、
「
も
と
よ
り
、
民

衆
の
生
活
経
験
を
学
問
の
言
葉
に
組
み
替
え
る
と
い
う
の
は
途
方
も
な

い
こ
と
で
あ
り
、
原
理
的
に
は
不
可
能
な
こ
と
だ
」と
述
べ
た
上
で
、「
私

は
お
そ
ら
く
生
涯
を
通
し
て
そ
う
し
た
不
可
能
な
主
題
の
周
辺
を
さ
ま

よ
う
こ
と
と
な
っ
た

）
12
（

」
と
告
白
し
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
文
明
化
の
経
験
―
―
近
代

転
換
期
の
日
本
』
の
「
序
論
」
で
、
安
丸
は
「
民
衆
思
想
史
」
の
意
味

と
方
法
に
つ
い
て
改
め
て
次
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る
。
「
思
想
史
研

究
は
、
私
に
と
っ
て
、
人
び
と
の
生
の
経
験
に
近
づ
く
た
め
の
ひ
と
つ

の
手
だ
て
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
も
と
よ
り
人
び
と
の
意
識
・
表
象
と
生

の
経
験
と
の
あ
い
だ
に
は
複
雑
な
曲
折
が
あ
り
、
書
き
残
さ
れ
た
言
表

が
そ
の
ま
ま
生
の
経
験
の
記
述
た
り
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
記
録
さ
れ
た
意
識
・
表
象
は
、
人
び
と
の
生
の
経
験
に
近
づ
く
た

め
の
も
っ
と
も
直
接
的
な
素
材
、
少
な
く
と
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え

る
。
新
し
い
思
想
史
研
究
は
、
著
名
な
思
想
家
の
言
説
だ
け
で
な
く
、

普
通
の
民
衆
の
行
動
の
軌
跡
や
集
合
意
識
な
ど
も
対
象
と
す
る
が
、
そ

の
ば
あ
い
で
も
事
態
は
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る

）
13
（

」
。

　

こ
の
よ
う
に
「
普
通
の
民
衆
の
行
動
の
軌
跡
や
集
合
意
識
な
ど
」
を

対
象
と
す
る
思
想
史
の
方
法
に
つ
い
て
、
安
丸
は
、
そ
れ
は
フ
ー
コ
ー

の
言
う
「
歴
史
家
に
固
有
の
仕
事
の
領
域
」
だ
と
指
摘
し
、
歴
史
学
の

第
一
の
仕
事
は
「
内
部
か
ら
記
録
に
働
き
か
け
、
仕
上
げ
る
こ
と
な
の

で
あ
る
」
と
い
う
『
知
の
考
古
学
』
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る

）
14
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
安
丸
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
私
の
思
想

史
研
究
方
法
論
は
、
自
分
で
は
マ
ル
ク
ス
、
ル
カ
ー
チ
、
マ
ン
ハ
イ
ム

な
ど
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
マ
ン
ハ

イ
ム
の
全
体
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い

る
）
15
（

」
。
つ
ま
り
、
安
丸
も
マ
ン
ハ
イ
ム
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
時
代
な

り
集
団
な
り
の
「
全
体
と
し
て
の
意
識
構
造
」
を
「
存
在
に
拘
束
さ
れ

た
思
考
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
が
ら

）
16
（

、
そ
の
た
め
の

具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
フ
ー
コ
ー
に
な
ら
っ
て
「
記
録
さ
れ
た
意

識
・
表
象
」
を
素
材
と
し
て
読
み
解
く
「
歴
史
家
に
固
有
の
仕
事
」
を

採
用
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
本
の
「
あ
と
が
き
」
で
安
丸
は
、
「
民
衆
・
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
・

全
体
性
と
周
縁
性
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
私
の
歴
史
研
究
」は
「
も

と
よ
り
戦
後
歴
史
学
の
『
正
統
派
』
の
も
の
で
は
な
い
」
と
断
っ
た
上

で
、
自
分
自
身
の
「
こ
だ
わ
り
」
を
、
「
広
義
の
思
想
史
を
方
法
と
し

て
歴
史
的
世
界
の
全
体
像
に
迫
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
試
み
の
中
で

自
分
の
生
の
位
置
と
意
味
と
を
な
に
ほ
ど
か
掘
り
下
げ
て
捉
え
返
そ
う

と
す
る

）
17
（

」
こ
と
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
発
言
か
ら
は
、
安
丸
に
と
っ
て
民
衆
思
想
史
と
い
う
問
題

設
定
は
、
そ
れ
自
体
が
従
来
の
社
会
思
想
史
の
枠
組
み
に
は
収
ま
り
き

れ
な
い
歴
史
学
の
課
題
だ
と
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

よ
う
な
民
衆
思
想
史
の
方
法
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
の
領
域
で
追
及
し

た
の
が
、
安
丸
の
大
学
の
同
僚
で
も
あ
っ
た
良
知
力
（
一
九
三
〇
―
八
五
）

だ
っ
た
。

三　

民
衆
思
想
史
か
ら
社
会
史
へ

　

良
知
力
の
最
初
の
著
作
は
『
ド
イ
ツ
社
会
思
想
史
研
究
』
（
未
來
社
、
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一
九
六
六
年
）
で
あ
り
、
彼
は
一
九
六
〇
年
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
研
究

や
初
期
マ
ル
ク
ス
研
究
の
主
導
者
の
一
人
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七

一
年
に
『
マ
ル
ク
ス
と
批
判
者
群
像
』
（
平
凡
社
）
を
書
き
上
げ
、
一

九
七
四
年
に
『
資
料
ド
イ
ツ
初
期
社
会
主
義
―
―
義
人
同
盟
と
ヘ
ー
ゲ

ル
左
派
』
（
平
凡
社
）
を
編
集
し
た
後
、
一
八
四
八
年
革
命
を
中
心
と

す
る
歴
史
研
究
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
良
知
は
、
こ
の
時
代
の
ド
イ

ツ
の
革
命
家
た
ち
を
制
約
し
て
い
た
西
欧
中
心
主
義
的
な
思
想
の
枠
組

そ
の
も
の
（
安
丸
の
言
う
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ド
グ
マ
」
）
を
批
判
す
る
方
向

に
転
じ
て
い
く
。
そ
れ
が
同
時
に
、
彼
を
民
衆
思
想
史
へ
と
接
近
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
九
七
六
年
の
エ
ッ
セ
イ
「
私
の
描
く
革
命
史
」
で
、
良
知
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
革
命
家
や
政
治
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
数
多

く
の
メ
モ
ア
ー
ル
、
民
主
主
義
や
リ
ベ
ラ
ル
や
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
や
反

動
、
反
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
や
反
ユ
ダ
ヤ
な
ど
、
雑
多
な
傾
向
を
持
っ
た
ビ

ラ
や
掲
示
文
や
新
聞
や
パ
ン
フ
な
ど
、
そ
れ
に
軍
、
内
閣
、
議
会
、
市

評
議
会
、
国
民
軍
等
の
告
示
文
等
々
。
〔
…
…
〕
が
、
読
ま
ぬ
う
ち
か

ら
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
あ
る
の

は
た
し
か
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
料
だ
が
、
下
層
民
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も

の
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ

）
18
（

」
。

　

つ
ま
り
、
民
衆
思
想
史
の
「
素
材
」
と
な
る
「
記
録
さ
れ
た
意
識
・

表
象
」
そ
の
も
の
が
、
民
衆
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
人
間
の
歴
史
を
底
か
ら
支
え
て

き
た
人
々
は
、
い
つ
も
黙
っ
て
生
き
、
黙
っ
て
死
ぬ
」
か
ら
だ
。
良
知

は
、「
も
し
で
き
る
な
ら
、
そ
の
人
た
ち
の
生
き
た
姿
を
描
い
て
み
た
い
」

と
言
う
の
だ
が
、
「
そ
の
姿
は
直
接
資
料
の
文
字
に
は
現
れ
て
こ
な
い
」

の
で
あ
る

）
19
（

。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
民
衆
思
想
史
の
抱
え
る
方
法
上
の
矛
盾

だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
直
後
の
一
九
七
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
向
う
岸
か
ら
の
世
界
史
』

で
は
、
良
知
は
「
世
界
史
」
と
い
う
概
念
が
そ
れ
自
体
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
心
主
義
的
」
だ
っ
た
こ
と
を
批
判
的
に
指
摘
し
、
「
マ
ル
ク
ス
の
価

値
観
も
ま
た
そ
う
で
は
な
か
っ
た
か

）
20
（

」
と
問
い
か
け
、
さ
ら
に
、
そ
の

よ
う
な
「
世
界
史
」
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
「
西
欧
の
市
民
社
会
自

身
が
市
民
社
会
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な
ら
ぬ

）
21
（

」
と
ま
で
言
い
切
っ

た
。
こ
の
本
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
良
知
は
改
め
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

私
が
こ
こ
で
や
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
、
一
八
四
八
／
四
九
年

革
命
史
の
諸
問
題
を
論
じ
る
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
無
自
覚

に
依
拠
し
て
き
た
歴
史
の
見
方
や
歴
史
的
概
念
を
根
底
か
ら
洗
い

直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
〔
…
…
〕
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
本
書
の
モ

テ
ィ
ー
フ
が
た
ん
な
る
反
西
欧
で
、
た
ん
な
る
反
市
民
社
会
論
だ
、

な
ど
と
速
断
さ
れ
て
も
困
る
。
『
向
う
岸
か
ら
の
世
界
史
』
は
、

依
然
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
世
界
史
で
も
あ
る
。
た
だ
、

世
界
史
を
自
覚
的
に
と
ら
え
う
る
能
力
が
向
う
岸
だ
け
の
も
の
だ

と
い
う
発
想
こ
そ
が
、
せ
ま
く
る
し
く
〔
…
…
〕
、
な
お
自
然
的
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制
限
か
ら
ぬ
け
き
れ
ず
、
無
自
覚
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
的

た
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か

）
22
（

。

　

こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
世
界
史
へ
の
批
判
を
強
め
た

良
知
は
、
そ
の
後
急
速
に
「
社
会
史
」
に
接
近
し
て
い
く
。
そ
れ
は
民

衆
思
想
史
と
い
う
よ
り
「
民
衆
の
生
活
史
」
で
あ
り
、「
無
名
者
の
歴
史
」

だ
っ
た
。
そ
の
方
法
に
つ
い
て
、
一
九
七
九
年
に
彼
は
こ
う
書
い
て
い

る
。
「
貧
乏
人
が
固
有
名
詞
で
史
料
の
う
え
に
登
場
し
て
く
る
の
は
、

な
に
か
の
事
件
で
負
傷
し
て
病
院
に
担
ぎ
こ
ま
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た

り
、
逮
捕
さ
れ
、
死
刑
の
判
決
を
受
け
て
公
示
文
に
印
刷
さ
れ
る
光
栄

に
浴
し
た
と
き
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
な
ん
ら
か
の
周
辺
資

料
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
、
対
象
の
ベ
ー
ル
を
一
枚
一
枚
剥
が
し
、
た
と

え
一
面
的
で
あ
ろ
う
と
、
民
衆
の
実
像
に
な
ん
と
か
迫
る
以
外
に
方
法

は
な
い
の
で
あ
る

）
23
（

」
。
そ
れ
は
一
つ
の
「
救
済
史

）
24
（

」
な
の
だ
っ
た
。

　

一
九
八
二
年
に
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
か
ら
雑
誌
『
社

会
史
研
究
』
が
創
刊
さ
れ
る
。
編
集
同
人
は
、
阿
部
謹
也
、
川
田
順
造
、

二
宮
宏
之
、
良
知
力
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
良
知
自
身
の
「
社
会
史
」
、

つ
ま
り
無
名
の
民
衆
の
暮
ら
し
と
意
識
を
「
救
い
出
す
」
歴
史
の
試
み

は
、
『
青
き
ド
ナ
ウ
の
乱
痴
気
―
―
ウ
ィ
ー
ン
一
八
四
八
年
』
（
平
凡
社
、

一
九
八
五
年
）
と
し
て
結
実
す
る
。
こ
の
と
き
す
で
に
良
知
は
余
命
を

宣
告
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
本
は
築
地
の
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
病
床
で

口
述
筆
記
さ
れ
た
。
出
版
さ
れ
た
の
は
、
良
知
が
息
を
引
き
取
っ
た
そ

の
翌
月
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
安
丸
良
夫
と
良
知

力
の
仕
事
は
、
そ
も
そ
も
民
衆
思
想
史
は
可
能
か
、
と
い
う
問
い
に
自

覚
的
に
向
き
合
う
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
民
衆
と
は
誰
か
、
民
衆
の

思
想
と
は
何
か
、
民
衆
の
思
想
を
知
る
た
め
の
方
法
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
、
民
衆
の
思
想
を
知
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
答

え
る
た
め
の
試
行
錯
誤
に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
冷
戦
体
制

終
焉
の
後
に
、
安
丸
や
良
知
の
仕
事
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
こ
の
困
難
な

課
題
に
改
め
て
向
き
合
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
崎
山

政
毅
の
『
サ
バ
ル
タ
ン
と
歴
史
』
で
あ
る
。

　

中
南
米
に
お
け
る
民
衆
の
抵
抗
運
動
を
主
な
対
象
と
す
る
こ
の
労
作

を
、
崎
山
自
身
は
、
「
周
辺
か
ら
の
民
衆
史

）
25
（

」
、
「
歴
史
に
あ
ら
が
う
も

の
の
歴
史

）
26
（

」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
近
代
性
が

植
民
地
主
義
と
い
う
暴
力
で
組
み
伏
せ
て
き
た
地
に
生
き
る
人
び
と
」
、

「
ぼ
く
た
ち
が
享
受
し
て
き
た
歴
史
の
記
述
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な

い
」
人
び
と
の
歴
史
で
あ
る
。
「
硬
い
こ
と
ば
を
用
い
れ
ば
、
帝
国
主

義
と
植
民
地
主
義
・
人
種
主
義
の
か
ら
み
あ
う
状
況
の
過
程
を
め
ぐ
っ

て
、
も
う
一
度
歴
史
と
そ
の
記
述
の
可
能
性
を
と
ら
え
か
え
し
て
み
た

い
）
27
（

」
、
と
い
う
の
が
、
崎
山
の
問
題
意
識
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、こ
の
本
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
「
ぼ

く
が
本
書
を
つ
う
じ
て
き
わ
め
て
不
十
分
な
が
ら
も
述
べ
よ
う
と
し
て

き
た
の
は
、
世
界
を
奪
い
返
す
た
た
か
い
の
『
経
験
』
か
ら
呼
び
か
け
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ら
れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
開
か
れ
た
共
同
性

を
現
勢
化
し
よ
う
と
す
る
そ
の
作
業
を
つ
う
じ
て
生
成
さ
れ
る
関
係
の

あ
り
よ
う
を
、
ぼ
く
は
応
答
可
能
性
と
し
て
把
え
た
い
の
で
あ
る
。
／

応
答
可
能
性
の
作
業
と
し
て
の
歴
史
の
探
究
。
そ
れ
が
『
サ
バ
ル
タ
ン

研
究
』
の
核
に
お
か
れ
、
あ
ら
た
め
て
構
想
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題

だ
と
、
ぼ
く
は
考
え
て
い
る

）
28
（

」
。

　

民
衆
思
想
史
、
社
会
史
、
そ
し
て
民
衆
史
。
社
会
思
想
史
の
〈
物
語
〉

も
ま
た
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
「
応
答
可
能
性
」
を
問
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

四　

女
性
解
放
思
想
史
の「
挑
戦
」

　

女
性
解
放
思
想
史
の
「
挑
戦
」
が
現
れ
た
の
も
、
民
衆
思
想
史
や
社

会
史
の
問
題
提
起
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
。
一
九
七
三
年
に
新

書
版
で
出
版
さ
れ
た
水
田
珠
枝
の
『
女
性
解
放
思
想
の
歩
み
』
は
、
こ

う
始
ま
る
。
「
こ
れ
ま
で
の
歴
史
は
（
す
く
な
く
と
も
書
か
れ
た
歴
史
と
し

て
は
）
、
男
性
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
支
配
的
な
思
想
は
、
支
配
す
る
性

す
な
わ
ち
男
性
の
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
ま
ず
、
女
性
史
、
女

性
解
放
思
想
史
の
成
立
を
困
難
に
す
る

）
29
（

」
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
女
性
史
の
前
提
と
な
る
の
は
、
女
性
が

「
階
級
支
配
と
性
支
配
の
二
重
の
抑
圧
の
も
と
に
お
か
れ
て
き
た
」
と

い
う
歴
史
的
事
実
だ
が
、
問
題
は
、
「
性
支
配
を
う
ち
や
ぶ
る
闘
争
は
、

階
級
闘
争
に
匹
敵
し
た
規
模
で
組
織
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま

し
て
将
来
、
支
配
者
で
あ
る
男
性
が
没
落
し
、
被
支
配
者
で
あ
る
女
性

が
勝
利
す
る
と
い
う
展
望
を
、
も
つ
こ
と
は
む
ず
か
し
い

）
30
（

」
と
い
う
こ

と
に
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
認
識
を
踏
ま
え
た
上
で
、
水
田
は
、
「
女
性
が
、
自
分

の
お
か
れ
た
従
属
の
状
態
を
自
覚
し
、
そ
こ
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る

思
想
の
、
形
成
過
程
を
あ
と
づ
け
る
」
の
が
女
性
解
放
思
想
史
の
課
題

だ
と
言
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
も
ま
た
民
衆
思
想
史
と
同
じ
よ
う
な
方
法

上
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
、
水
田
は
次
の
よ
う
に
吐
露
し
て
い

る
。
「
こ
れ
ま
で
の
支
配
的
思
想
が
男
性
の
思
想
で
あ
り
、
し
か
も
男

性
に
よ
る
性
支
配
が
克
服
さ
れ
て
い
な
い
現
在
、
女
性
史
を
書
く
と
い

う
こ
と
は
、
男
性
の
思
想
を
材
料
と
し
て
使
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、

解
放
の
歴
史
と
い
う
よ
り
挫
折
の
歴
史
を
書
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
挫
折
し
屈
折
し
混
迷
す
る
思
想
の
ひ
だ
の
な
か
に
、

性
支
配
の
実
体
と
、
性
支
配
の
組
織
と
し
て
の
家
父
長
制
と
、
そ
し
て

そ
れ
に
抵
抗
す
る
女
性
の
姿
勢
と
を
よ
み
と
る
こ
と
が
、
女
性
解
放
思

想
史
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
31
（

」
。

　

こ
の
本
の
「
あ
と
が
き
」
で
も
、
水
田
は
女
性
解
放
と
い
う
課
題
の

困
難
さ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
戦
後
、
日
本
に
う
え
つ
け

ら
れ
よ
う
と
し
た
民
主
主
義
、
論
壇
で
有
力
で
あ
っ
た
民
主
主
義
論
は
、

労
働
の
み
を
機
軸
と
す
る
市
民
社
会
な
い
し
社
会
主
義
論
で
あ
り
、
実

際
に
は
男
女
の
性
的
分
業
に
さ
さ
え
ら
れ
、
育
児
や
家
事
を
女
性
の
無
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償
奉
仕
に
す
る
核
家
族
を
、
古
い
『
家
族
制
度
』
に
か
わ
る
『
民
主
的
』

家
族
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
本
で
ル
ソ
ー
批
判
に
か
な
り

の
紙
数
を
さ
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
の
克
服
を
念
頭
に
お

い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

）
32
（

」
。

　

こ
う
し
て
女
性
解
放
思
想
史
の
試
み
も
ま
た
、
民
主
主
義
や
社
会
主

義
、
市
民
社
会
と
い
う
理
念
そ
の
も
の
へ
の
「
挑
戦
」
と
な
る
ほ
か
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
従
来
の
主
流
派
社
会
思
想
史
へ
の
異
議
申

し
立
て
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
民
衆
思
想
史
や
社
会
史
と
も
問
題
意

識
を
共
有
す
る
も
の
だ
っ
た
。
良
知
力
が
『
社
会
史
研
究
』
に
発
表
し

た
唯
一
の
論
文
が
「
女
が
銃
を
と
る
ま
で
―
―
一
八
四
八
年
女
性
史
断

章
」
で
あ
り
、
そ
の
結
語
が
、「
そ
れ
〔
一
八
四
八
年
革
命
〕
は
、『
万
人
』

の
自
由
や
平
等
を
唱
え
は
し
た
が
、
そ
の
『
万
人
』
と
い
う
の
は
男
だ

け
の
こ
と
で
、
女
は
『
万
人
』
の
な
か
に
含
め
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て

『
人
間
』
で
は
な
か
っ
た

）
33
（

」
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。

　

水
田
珠
枝
は
、
こ
の
新
書
出
版
か
ら
間
も
な
い
一
九
七
九
年
に
改
め

て
本
格
的
な
研
究
書
『
女
性
解
放
思
想
史
』
を
上
梓
す
る
。
こ
の
本
は
、

「
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
女
性
解
放
思
想
の
形
成
過
程
を
あ
と
づ
け
て
み
た

）
34
（

」
も
の
だ
が
、
そ

こ
で
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
論
点
が
「
生
命
の
生
産
と
い
う
視
点

）
35
（

」

だ
っ
た
。
水
田
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
「
性
差
別
が
、
生
命
の
生
産

に
た
い
す
る
生
活
資
料
の
生
産
の
優
位
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
性
差
別
を
除
去
す
る
に
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
ふ
た
つ
の
生

産
の
関
係
が
変
革
さ
れ
、
生
命
の
生
産
が
生
活
資
料
の
生
産
と
同
様
に

尊
重
さ
れ
る
男
女
関
係
、
社
会
関
係
が
つ
く
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

女
性
解
放
は
、
階
級
社
会
の
変
革
と
ふ
た
つ
の
生
産
の
関
係
の
変
革
と

い
う
二
重
の
課
題
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

）
36
（

」
。

　

こ
の
よ
う
に
、
水
田
の
女
性
解
放
思
想
史
は
、
た
ん
な
る
思
想
史
研

究
を
超
え
て
、
具
体
的
な
社
会
変
革
の
展
望
を
も
見
通
そ
う
と
す
る
も

の
だ
っ
た
。
こ
の
本
は
、
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。
「
女
性
の
解

放
は
、
男
女
の
性
的
分
業
に
根
ざ
し
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
浸

透
し
て
い
る
、
差
別
的
関
係
を
と
り
の
ぞ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

生
産
活
動
が
、
生
命
の
生
産
と
対
等
の
価
値
を
も
つ
と
い
う
共
通
認
識

の
う
え
で
の
自
由
な
討
議
と
合
意
に
よ
っ
て
、
各
人
に
割
り
あ
て
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
社
会
で
は
、
生
産
活
動
が
、
資
本
主

義
体
制
に
お
け
る
そ
れ
と
は
ち
が
っ
た
意
味
で
、
私
的
活
動
で
あ
る
と

同
時
に
社
会
的
活
動
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
同
様
に

出
産
も
、
現
体
制
と
は
ち
が
っ
た
意
味
で
、
私
的
で
あ
り
社
会
的
で
あ

る
と
い
う
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う

）
37
（

」
。

　

こ
の
よ
う
な
水
田
の
問
題
提
起
を
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
継
承
し

た
の
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
安
川
悦
子
の
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
社
会
思
想
史
』
で
あ
る
。
安
川
は
「
序
章
」
で
、
支
配
階
級
だ
け
で

な
く
、
歴
史
的
変
革
の
主
体
的
動
因
と
想
定
さ
れ
て
き
た
「
民
衆
」
や

「
労
働
者
階
級
」
も
ま
た
「
セ
ク
シ
ズ
ム
を
色
濃
く
も
っ
た
」
存
在
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
「
セ
ク
シ
ズ
ム
を
打
破
し
、
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女
性
と
男
性
の
人
権
の
平
等
が
き
り
ひ
ら
く
歴
史
の
地
平
を
見
通
す
こ

と
」
が
自
ら
の
問
題
意
識
だ
と
説
明
し
て
い
る

）
38
（

。
さ
ら
に
安
川
は
、「
こ

の
百
年
の
歴
史
は
『
家
族
』
や
『
母
性
』
や
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』

に
ま
と
い
つ
い
て
き
た
女
性
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
大
衆
化
し
、
そ
し
て

解
体
す
る
歴
史

）
39
（

」
だ
っ
た
と
捉
え
た
上
で
、
現
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
課

題
を
、
「
女
性
も
は
じ
め
て
自
由
な
労
働
力
商
品
に
な
る
と
い
う
こ
と
」

の
意
味
を
考
え
、
「
こ
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
未
来
を
築
き
う
る
か
」

と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
だ
と
設
定
し
た

）
40
（

。

　

こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
安
川
も
ま
た
水
田
と
同
じ
よ
う
に
、

実
践
的
な
展
望
を
見
通
す
こ
と
で
答
え
よ
う
と
す
る
。
安
川
の
答
え
は
、

女
性
と
男
性
が
「
労
働
市
民
」
と
し
て
「
平
等
」
に
な
る
た
め
の
条
件

を
「
分
業
の
深
化
を
通
し
て
の
分
業
の
廃
止
」
に
求
め
る
、
と
い
う
衝

撃
的
で
逆
説
的
な
も
の
だ
っ
た
。
安
川
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
分
業

の
廃
止
が
分
業
の
一
層
の
深
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
一
部
は
歴
史
的
に
す
で
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
労
働
力
の
再
生
産
の
担
い
手
と
し
て
の
性
別
役
割
分
業
が
、
社

会
的
分
業
の
一
層
の
深
化
と
と
も
に
解
体
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
実
の
上
に
た
っ
て
、
女
性
と
男
性
の
『
平
等
』
、
ひ
い
て

は
年
齢
や
人
種
を
越
え
た
人
間
の
『
平
等
』
を
実
現
す
る
経
済
的
手
が

か
り
は
、
社
会
的
分
業
労
働
の
一
層
の
深
化
を
と
お
し
て
の
分
業
の
廃

止
に
よ
る
し
か
な
い
。
こ
の
こ
と
を
私
は
考
え
て
み
た
か
っ
た

）
41
（

」
。

　

女
性
解
放
思
想
史
の
「
挑
戦
」
は
、
こ
う
し
て
女
性
と
い
う
「
『
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
な
か
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
』
を
初
め
て
歴
史
の

主
体
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た

）
42
（

」
の
だ
が
、
そ
れ
は
同

時
に
、
水
田
の
場
合
も
安
川
の
場
合
も
、
思
想
史
研
究
と
い
う
枠
組
み

を
超
え
た
、
現
実
の
女
性
解
放
の
た
め
の
実
践
的
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の

試
み
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五　
〈
物
語
〉の
拡
散

　

そ
れ
で
は
、
改
め
て
問
う
こ
と
に
し
よ
う
。
冷
戦
体
制
の
終
焉
の
後
、

社
会
思
想
史
の
〈
物
語
〉
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
崩
壊
の
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
山
脇
直
司
の
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
思
想
史
』
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
、
世
界
史
的
激
動
へ
の

と
ま
ど
い
を
次
の
よ
う
に
率
直
に
表
明
し
て
い
る
。
「
一
九
八
九
年
十

一
月
に
『
ベ
ル
リ
ン
の
壁
』
が
崩
壊
し
て
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の

激
変
は
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
勢
い
で
進
展
し
て
お
り
、
ソ
連
邦
の
解
体

や
E 

C
統
合
も
か
ら
ん
で
『
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
へ
の
関
心
が
急
速

に
高
ま
っ
て
き
た
。
今
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
る
も
の
が
既
知
の
所
与
で

は
な
く
、
経
済
的
・
政
治
的
・
文
化
的
な
統
合
体
と
し
て
新
た
に
創
出

さ
る
べ
き
課
題
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

）
43
（

」
。

　

た
だ
し
、
こ
の
本
は
、
「
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
理
解
す
る
た
め
に

も
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
前
提
」
と
し
て
、
「
古
代
・
中
世
か
ら
近
代
、

そ
し
て
現
代
思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
流
れ
を
通
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
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会
を
根
源
的
に
把
握
す
る
た
め
の
概
説
書

）
44
（

」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
自
体
は
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
社
会
思
想
」
か
ら
「
社
会
思
想

の
二
十
世
紀
的
展
開
」
ま
で
を
扱
う
き
わ
め
て
正
統
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
本
の
独
自
性
は
む
し
ろ
、
古
代
以
来
の
哲
学
的
伝
統
の
再
評
価
に

あ
る
。

　

最
終
章
最
終
節
の
「
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
と
正
義
・
平
和
・
人

権
」
と
題
さ
れ
た
項
目
で
、
山
脇
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
独
裁
に
よ
る
社
会
正
義
の
実
現
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
夢

が
ほ
ぼ
完
全
に
破
綻
し
た
現
在
で
は
、
資
本
主
義
か
社
会
主
義
か
と
い

う
問
題
に
代
わ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ト
マ
ス
以
来

の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
『
社
会
正
義
』
を
、
人
類
全
体
の
現
状
に

照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
追
求
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
が
、
あ
ら
た

め
て
浮
上
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
類
レ
ベ
ル
で
の
社
会
的
抑
圧
や

富
の
偏
在
の
是
正
、
そ
し
て
『
共
通
善
』
の
実
現
と
い
う
テ
ー
マ
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
え
っ
て
重
要
度
を
増
し
た
の
で
あ
る

）
45
（

」
。
実
際
に
、
そ
の
後
の

山
脇
は
「
公
共
哲
学
」
の
再
検
討
に
向
か
い
、
改
め
て
社
会
思
想
史
の

〈
物
語
〉
を
紡
ぎ
直
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
と
対
照
的
な
の
が
、
二
〇
〇
八
年
の
世
界
金
融
危
機
の
翌
年
に

出
版
さ
れ
た
細
見
和
之
の
『
「
戦
後
」
の
思
想
―
―
カ
ン
ト
か
ら
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
へ
』
で
あ
る
。
こ
の
本
も
、
ま
ず
は
次
の
よ
う
な
現
状
認
識

か
ら
始
ま
る
。
「
一
九
九
〇
年
前
後
の
ソ
連
邦
や
社
会
主
義
圏
の
崩
壊

と
と
も
に
、
ほ
と
ん
ど
不
意
打
ち
で
ポ
ス
ト
冷
戦
の
時
代
に
世
界
は
突

入
し
、
以
来
、
経
済
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
政
治
的
な
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
が
抱
き
合
わ
せ
に
な
っ
た
き
わ
め
て
不
安
的
な
状
態
に
私
た

ち
は
置
か
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
以
来
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
中
心
と
し
た
報
復
戦
の
継
続
は
、
二
十
一
世
紀
も

ま
た
戦
争
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に
知
ら
し
め
た

）
46
（

」
。

　

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
〈
物
語
〉
の
構
築
に
向
か
う
の
か
。

そ
の
問
題
意
識
の
違
い
が
、
細
見
と
山
脇
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
。
細

見
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

　

こ
こ
で
私
が
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
以
来
の
ド

イ
ツ
を
中
心
と
し
た
社
会
思
想
を
そ
の
つ
ど
の
戦
争
と
の
関
わ
り

で
捉
え
る
こ
と
、も
っ
と
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
思
想
を
「
戦

後
思
想
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
／
そ
の
う
え

で
私
が
あ
え
て
試
み
た
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
の
思
想
を

で
き
あ
が
っ
た
「
思
想
体
系
」
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
そ
の
つ
ど
の
一
回
か
ぎ
り
の
「
思
考
」
と
し
て
捉
え
る

こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
た
え
ず
生
成
途
上
に
あ
る
「
試
行
」
と
し

て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る

）
47
（

。

　

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
本
は
著
者
が
大
阪
府
立
大
学
人
間

社
会
学
部
で
行
っ
て
き
た
「
現
代
社
会
思
想
」
講
義
が
元
に
な
っ
て
い
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る
そ
う
だ
が

）
48
（

、
カ
ン
ト
の
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
に
始
ま
り
、
ナ
ポ

レ
オ
ン
戦
争
を
め
ぐ
る
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
、
普
仏
戦
争
を
め
ぐ
る

マ
ル
ク
ス
と
ニ
ー
チ
ェ
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ

ク
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
ド
ル
ノ
と
ア
ー
レ
ン
ト
、

そ
し
て
最
後
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
戦
後
思
想
に
い
た
る
ま
で
の
ド
イ
ツ

語
圏
社
会
思
想
史
に
特
化
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
本
の
第
一
の
特
徴

と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
以
上
に
こ
の
本
を
個
性
的
な
も
の
に
し
て
い
る
の
が
、
研
究
と

叙
述
の
方
法
で
あ
る
。
細
見
の
こ
の
本
の
最
大
の
独
自
性
は
、
そ
れ
自

体
と
し
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
、
徹
底
し
て
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
の
戦
争
を
め
ぐ
る
考
察
と
い
う
歴
史
的
文
脈
（
時
代
の

文
脈
と
思
想
の
文
脈
）
の
中
に
位
置
づ
け
直
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
思
想
の
歴
史
的
被
制
約
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
歴
史
的
な
意
義

と
限
界
を
厳
密
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
逆
に
「
戦
後
の
思
想
」

と
し
て
の
普
遍
性
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
―
―
私
た
ち
自
身
の
歴
史
的

な
立
ち
位
置
の
再
検
討
を
促
す
試
み
―
―
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。
こ
れ

は
、
社
会
思
想
史
の
〈
物
語
〉
の
一
つ
の
新
し
い
可
能
性
を
指
し
示
す

ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
二
〇
一
四
年
に
出
版
さ
れ
た
坂
本
達
哉
の
『
社
会
思
想
の

歴
史
―
―
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
ま
で
』
を
取
り
上
げ
て
終
わ

る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
本
は
、
個
人
の
手
に
な
る
包
括
的
な
社
会
思

想
史
の
通
史
の
試
み
と
し
て
、
水
田
洋
の
『
社
会
思
想
小
史
』
以
来
の
、

そ
し
て
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
標
準
的
な
テ
ク
ス
ト
に
な
る
と
思
わ
れ

る
、
評
価
の
高
い
労
作
で
あ
る
。

　

「
序
章　

社
会
思
想
と
は
何
か
」
で
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
考
察
対

象
の
限
定
を
説
明
し
て
い
る
。

　

本
書
が
意
味
す
る
「
社
会
」
と
は
、
実
質
的
に
は
、
近
代
社
会

の
こ
と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
に
は
じ

ま
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
、
お
よ
び
、
そ
の
延
長
線
上
に
成
立
し
た
、

北
米
大
陸
の
社
会
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
〔
…
…
〕
／
本
書
に

言
う
固
有
の
意
味
で
の
「
社
会
」
と
は
、
第
一
に
「
法
の
支
配
」

を
原
理
と
す
る
「
合
理
的
国
家
」
を
も
つ
社
会
の
こ
と
で
あ
り
、

第
二
に
、
「
市
場
」
を
そ
の
経
済
的
基
盤
と
す
る
社
会
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
社
会
」
は
、
人
類
史
上
、
近
代

以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
最
初
に
生
ま
れ
た

）
49
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
本
は
、
ま
さ
に
自
覚
的
に
選
択
さ
れ
た
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
世
界
史
」
の
思
想
史
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
水

田
の
主
題
が
「
資
本
主
義
社
会
と
社
会
科
学
の
成
立
過
程
」
だ
っ
た
の

に
対
し
て
、
坂
本
は
そ
れ
を
「
近
代
国
家
と
市
場
経
済
」
の
成
立
過
程

だ
と
説
明
す
る
。
こ
の
用
語
法
の
変
化
が
両
者
の
立
場
の
違
い
を
表
現

し
て
い
る
。
坂
本
が
思
想
的
な
基
本
問
題
と
し
て
設
定
す
る
の
は
、「
正

義
」
や
「
平
等
」
で
は
な
く
、
「
自
由
」
と
「
公
共
」
の
相
関
な
の
で
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あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
全
体
と
の
か
か
わ
り
を
欠
い
た
個
人
は

孤
独
で
あ
り
、
一
切
の
公
共
的
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
個
人
の
自
由
は

空
虚
で
あ
る
。
近
代
の
社
会
思
想
の
歴
史
は
、
真
の
『
個
人
』
な
し
に

は
『
公
共
』
は
な
く
、
真
の
『
公
共
』
な
く
し
て
個
人
の
『
自
由
』
も

な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
で
あ
ろ
う

）
50
（

」
。

　

こ
の
よ
う
な
思
想
的
主
題
の
変
化
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
「
社
会
主

義
」
へ
の
深
い
幻
滅
、
あ
る
い
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
変
革
へ
の
断
念

だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
終
章　

社
会
思
想
の
歴
史
か
ら

何
を
学
ぶ
か
」
で
は
、
坂
本
は
、「
現
代
に
お
け
る
『
私
』
と
『
公
』
、『
自

由
』
と
『
公
共
』
の
問
題
は
、
資
本
主
義
の
現
実
と
い
う
問
題
と
切
り

離
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、
福
祉
国
家
に
よ
る
国
民
の

生
活
権
の
保
証
と
い
う
問
題
に
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
先
進
資
本
主
義
国
に
共
通
の
こ
の
問
題
は
、

マ
ル
ク
ス
的
な
社
会
主
義
へ
の
夢
を
最
終
的
に
断
念
し
た
こ
と
か

ら
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
事
実
、
予
見
可

能
な
将
来
、
先
進
諸
国
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
的
な
社
会
主
義
、

共
産
主
義
が
実
現
す
る
可
能
性
は
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
い
。

〔
…
…
〕
そ
う
し
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
が
な
く
な
っ
た
現
在
、
資

本
主
義
を
少
し
で
も
良
い
も
の
に
し
て
い
く
た
め
の
理
由
と
動
機

づ
け
を
ど
こ
に
見
い
だ
せ
ば
良
い
の
か
、
そ
れ
が
現
代
を
生
き
る

人
び
と
の
共
通
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
社
会

思
想
の
歴
史
を
学
ぶ
重
大
な
理
由
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る

）
51
（

。

　

本
稿
の
冒
頭
で
、
二
〇
一
九
年
の
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
社
会

思
想
史
学
会
の
エ
ー
ト
ス
が
「
市
民
社
会
派
マ
ル
ク
ス
主
義
」
で
は
な

か
っ
た
か
、
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
坂
本
の
こ
の

本
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
エ
ー
ト
ス
に
対
す
る
全
面
批
判
だ
っ
た
。

「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
た
坂
本
の
言
葉
を
、
少
し
長
い
が
そ
の
ま
ま

引
用
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
社
会
思
想
の
通
史
で
は
、
近
代
西
欧
社
会
の
人
類

史
的
遺
産
（
自
由
、
平
等
、
基
本
的
人
権
、
民
主
主
義
な
ど
）
を

資
本
主
義
の
抑
圧
と
侵
害
か
ら
い
か
に
防
衛
す
る
か
と
い
う
視
点

が
暗
黙
の
う
ち
に
も
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
が
西
欧
近
代
の

人
類
史
的
遺
産
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
資
本

主
義
」
の
現
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
市
民
社
会
」
が
生
み
だ
し
た

遺
産
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
本
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
思
想
的
遺
産
は
、
近
代
社
会
は
も
ち
ろ

ん
、
何
よ
り
資
本
主
義
の
確
立
お
よ
び
本
質
と
不
可
分
の
関
係
に

あ
り
、
一
方
を
捨
て
て
他
方
だ
け
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
基
本
的
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

西
欧
の
「
市
民
社
会
」
の
遺
産
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
資
本
主
を



社会思想史研究　No. 44　2020

〈特集〉〈社会思想史〉を問い直す　●　50

克
服
し
て
「
真
の
社
会
主
義
」
へ
い
た
る
と
い
う
展
望
を
は
じ
め

か
ら
断
念
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
個
人

の
自
由
や
基
本
的
人
権
の
保
障
と
両
立
す
る
唯
一
の
社
会
・
経
済

シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
様
々
な
種
類
の
資
本
主
義
が
存
在
す
る
と
い

う
厳
然
た
る
事
実
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
構
造
的
な
矛
盾
と

欠
陥
を
社
会
思
想
の
歴
史
に
学
ぶ
こ
と
、
そ
こ
に
本
書
の
基
本
的

な
問
題
意
識
が
あ
る

）
52
（

。

　

こ
う
し
て
、
ほ
ぼ
半
世
紀
の
時
を
経
て
一
つ
の
円
環
が
閉
じ
た
よ
う

に
見
え
る
。
「
近
代
の
再
検
討
」
の
再
検
討
と
し
て
の
「
近
代
の
再
評
価
」
。

社
会
思
想
史
の
〈
物
語
〉
は
い
っ
た
ん
振
り
出
し
に
戻
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
「
個
人
の
自
由
や
基
本
的
人
権
の
保
障
と
両
立
す

る
唯
一
の
社
会
・
経
済
シ
ス
テ
ム
」
は
「
資
本
主
義
」
だ
と
い
う
の
も
、

あ
く
ま
で
も
一
つ
の
〈
物
語
〉
で
あ
る
。
現
実
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
け

が
唯
一
の
可
能
性
だ
っ
た
、
と
い
う
歴
史
の
必
然
論
に
与
す
る
必
要
は

な
い
は
ず
だ
。

　

他
方
で
、
同
じ
く
「
市
民
社
会
派
」
を
批
判
し
な
が
ら
民
衆
思
想
史

や
社
会
史
、
女
性
解
放
思
想
史
が
提
起
し
た
問
題
、
つ
ま
り
「
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
ド
グ
マ
」
や
「
西
欧
の
市
民
社
会
」
や
「
性
支
配
」
を
批
判
的

に
問
い
直
す
と
い
う
課
題
は
、
依
然
と
し
て
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
応
答
す
る
別
の
〈
物
語
〉
を
、
私
た
ち
は
い
ま
だ
に
待
ち
続

け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
挫
折
し
敗
北
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
中
で
示
さ
れ
た
「
別
の
可
能
性
／
も
う
一
つ
の
選
択
肢
」
を
掘
り
起

こ
し
て
み
る
こ
と
に
こ
そ
、
社
会
思
想
史
と
い
う
も
の
の
存
在
意
義
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

（
う
え
む
ら
・
く
に
ひ
こ
／
近
代
ド
イ
ツ
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

安
藤
隆
穂
「
社
会
思
想
史
の
成
立
」
社
会
思
想
史
学
会
編
『
社
会
思
想
史

事
典
』
丸
善
出
版
、
二
〇
一
九
年
、
一
三
頁
。

（
2
） 

水
田
洋
『
社
会
思
想
小
史 

新
版
増
補
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
、

五
頁
。

（
3
） 

同
右
、
二
五
―
二
六
頁
。

（
4
） 

同
右
、
二
頁
。

（
5
） 

同
右
、
一
頁
。

（
6
） 

水
田
洋
『
新
稿 

社
会
思
想
小
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、

ⅰ
頁
。

（
7
） 

同
右
、
三
三
一
頁
。

（
8
） 

同
右
、
三
三
〇
頁
。

（
9
） 

安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一

九
九
九
年
、
一
九
―
二
〇
頁
。

（
10
） 

同
右
、
四
五
七
頁
。

（
11
） 

同
右
、
四
六
〇
頁
。

（
12
） 

同
右
、
四
六
八
頁
。

（
13
） 

安
丸
良
夫
『
文
明
化
の
経
験
―
―
近
代
転
換
期
の
日
本
』
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
七
年
、
一
頁
。

（
14
） 
同
右
、
三
頁
。

（
15
） 
同
右
、
二
八
頁
。

（
16
） 

参
照
、
植
村
邦
彦
「
社
会
思
想
史
の
方
法
」
社
会
思
想
史
学
会
編
『
社
会
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思
想
史
事
典
』
丸
善
出
版
、
二
〇
一
九
年
、
一
五
―
一
六
頁
。

（
17
） 

安
丸
良
夫
『
文
明
化
の
経
験
―
―
近
代
転
換
期
の
日
本
』
、
四
一
三
―
四

一
四
頁
。

（
18
） 
良
知
力
『
一
八
四
八
年
の
社
会
史
―
―
ウ
ィ
ー
ン
を
め
ぐ
っ
て
』
影
書
房
、

一
九
八
六
年
、
一
五
七
頁
。

（
19
） 
同
右
、
一
五
九
―
一
六
〇
頁
。

（
20
） 

良
知
力
『
向
う
岸
か
ら
の
世
界
史
―
―
一
つ
の
四
八
年
革
命
史
論
』
未
來

社
、
一
九
七
八
年
、
四
二
頁
。

（
21
） 

同
右
、
二
七
六
頁
。

（
22
） 

同
右
、
二
七
八
―
二
七
九
頁
。

（
23
） 

良
知
力
『
魂
の
現
象
学
―
―
一
社
会
思
想
史
家
と
し
て
』
平
凡
社
、
一
九

八
六
年
、
一
四
六
―
一
四
七
頁
。

（
24
） 

同
右
、
一
五
五
頁
。

（
25
） 

崎
山
政
毅
『
サ
バ
ル
タ
ン
と
歴
史
』
青
土
社
、
二
〇
〇
一
年
、
八
頁
。

（
26
） 

同
右
、
一
一
頁
。

（
27
） 

同
右
、
九
頁
。

（
28
） 

同
右
、
二
九
一
頁
。

（
29
） 

水
田
珠
枝
『
女
性
解
放
思
想
の
歩
み
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
三
年
、
二
頁
。

（
30
） 

同
右
、
四
頁
。

（
31
） 

同
右
、
一
七
頁
。

（
32
） 

同
右
、
二
〇
五
頁
。

（
33
） 

良
知
力
『
女
が
銃
を
と
る
ま
で
―
―
若
き
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
時
代
』
日
本

エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
六
年
、
六
四
頁
。

（
34
） 

水
田
珠
枝
『
女
性
解
放
思
想
史
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
、
ⅰ
頁
。

（
35
） 

同
右
、
ⅲ
頁
。

（
36
） 

同
右
、
一
二
頁
。

（
37
） 

同
右
、
三
六
九
―
三
七
〇
頁
。

（
38
） 

安
川
悦
子
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
社
会
思
想
史
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
〇
頁
。

（
39
） 

同
右
、
一
三
頁
。

（
40
） 

同
右
、
一
六
頁
。

（
41
） 

同
右
、
二
三
―
二
四
頁
。

（
42
） 

（
同
上
、
四
〇
六
頁
）
。

（
43
） 

山
脇
直
司
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
思
想
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二

年
、
ⅰ
頁
。

（
44
） 

同
右
、
ⅰ
頁
。

（
45
） 

同
右
、
一
八
一
―
一
八
二
頁
。

（
46
） 

細
見
和
之
『
「
戦
後
」
の
思
想
―
―
カ
ン
ト
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
へ
』
白

水
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
―
四
頁
。

（
47
） 

同
右
、
五
―
六
頁
。

（
48
） 

同
右
、
三
三
四
頁
。

（
49
） 

坂
本
達
哉
『
社
会
思
想
の
歴
史
―
―
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
ま
で
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、
三
頁
。

（
50
） 

同
右
、
一
七
頁
。

（
51
） 

同
右
、
三
二
七
―
三
二
八
頁
。

（
52
） 

同
右
、
三
三
二
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

近
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
、
民
衆
史
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
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は
じ
め
に

　

過
去
半
世
紀
以
上
に
わ
た
る
思
想
史
的
研
究
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
先
駆
者
と
し
て
近
代
的
な
問
題
関
心
の
な
か
で
読

む
こ
と
の
問
題
を
露
わ
に
し
た

）
1
（

。
と
こ
ろ
が
、
近
代
的
リ
ベ
ラ
ル
と
し

て
の
ロ
ッ
ク
像
が
根
強
く
残
る
一
分
野
で
あ
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研

究
に
お
い
て
は
、
い
ま
で
も
彼
は
、
個
人
の
権
利
保
障
を
原
理
と
す
る

リ
ベ
ラ
ル
な
市
民
権
理
論
の
創
始
者
の
座
を
占
め
て
い
る

）
2
（

。
し
か
も
そ

れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
歴
史
的
根
拠
を
欠
く
わ
け
で
は
な
い
。
十
七
・

十
八
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
共
和
主
義
的
な
市
民
像
が
演
じ

た
役
割
を
浮
き
彫
り
に
し
た
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
学
が
自

然
法
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
す
る
点
で
同
時
代
人
の
共
通
観
念
か
ら
外
れ
て

お
り
、
む
し
ろ
近
代
人
が
リ
ベ
ラ
ル
な
権
利
理
論
と
見
な
す
も
の
に
接

近
し
て
い
る
と
指
摘
す
る

）
3
（

。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
歴
史
的
展
開
に
お

け
る
ロ
ッ
ク
の
位
置
づ
け
は
、
い
ま
な
お
定
か
で
は
な
い
。

　

本
稿
の
目
標
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
、

と
く
に
市
民
的
美
徳
の
理
念
を
、
そ
の
独
自
性
に
お
い
て
解
明
す
る
こ

と
で
あ
る
。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
い
う
語
は
、
近
代
国
家
に
お
い
て

は
、
そ
の
成
員
と
し
て
の
法
的
地
位
（
市
民
権
）
を
示
す
が
、
し
か
し

伝
統
的
用
法
に
お
い
て
は
、
形
式
的
地
位
の
み
な
ら
ず
、
成
員
に
期
待

さ
れ
る
道
徳
的
な
態
度
や
気
風
に
か
ん
す
る
理
想
（
本
稿
で
は
市
民
像

〈
公
募
論
文
〉

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
自
然
法
と
市
民
的
美
徳

【
政
治
的
貢
献
か
ら
勤
勉
へ
】

柏
崎
正
憲
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と
呼
ぶ
）
を
も
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ロ
ッ
ク
が
『
統
治
二
論
』（T

T, 

2.119
）
で
形
式
的
な
成
員
資
格
を
論
じ
る
さ
い
に
は
、
市
民
で
は
な
く

「
社
会
の
成
員
」m

em
ber of society

ま
た
は
「
統
治
の
服
従
者
」

subject of governm
ent

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
―
―
も
ち
ろ
ん
後

者
は
君
主
政
国
家
の
成
員
資
格
を
指
す
一
般
的
用
語
「
臣
民
」subject

に
対
応
す
る

）
4
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
は
成
員
資
格
を
も
っ
ぱ
ら
受

動
的
服
従
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
古
典
的
意

味
に
お
け
る
市
民
的
美
徳
、
す
な
わ
ち
公
共
事
へ
の
自
発
的
な
貢
献
を

つ
う
じ
た
能
動
的
生
活
を
奨
励
す
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
も
重
要
な

関
心
事
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ロ
ッ
ク
が
掲
げ
る
主
要
な
徳
目
、
す
な

わ
ち
、
精
神
的
お
よ
び
物
質
的
生
活
の
改
善
と
い
う
意
味
に
お
け
る
勤

勉
は
、
古
典
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
は
属
さ
な
い
、
自
然
法
と
い
う

非
伝
統
的
な
原
理
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
が
描
き
出
す
市
民
像
を
、
古
典
的
類
型

に
も
近
代
的
類
型
に
も
還
元
し
え
な
い
、
過
渡
的
だ
が
独
創
的
な
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一　

自
然
法
と
市
民
的
美
徳
の
緊
張

　

ロ
ッ
ク
の
政
治
学
を
基
礎
づ
け
て
い
る
自
然
法
理
論
は
、
一
部
の
研

究
者
に
と
っ
て
は
、
彼
を
人
文
主
義
や
共
和
主
義
の
伝
統
か
ら
孤
立
さ

せ
る
要
素
を
な
す
。
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
ロ
ッ
ク
が
実
践
的
な
政
策
論
へ

の
志
向
を
示
し
つ
つ
も
、
し
か
し
国
制
を
構
成
す
る
基
本
的
な
法
、
契

約
、
自
由
に
か
ん
す
る
歴
史
的
考
究
に
は
進
ま
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
自

然
法
に
依
拠
す
る
哲
学
的
契
約
説
の
枠
組
を
出
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る

）
5
（

。

ポ
ー
コ
ッ
ク
も
ま
た
、
ロ
ッ
ク
が
自
然
の
法
権
利
の
教
説
か
ら
統
治
の

「
目
的
と
起
源
」
を
引
き
出
す
一
方
で
、
そ
の
「
構
造
と
実
行
」
に
は

関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、
彼
を
十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

お
け
る
共
和
主
義
の
伝
統
か
ら
外
れ
た
思
想
家
と
見
な
す

）
6
（

。
そ
れ
ゆ
え

ポ
ー
コ
ッ
ク
は
ロ
ッ
ク
を
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
古
典
的
理
念
か
ら

リ
ベ
ラ
ル
な
理
念
へ
の
移
行
の
代
表
者
と
し
て
扱
う
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
に

よ
れ
ば
ロ
ッ
ク
は
、
土
地
と
い
う
物
質
的
条
件
に
支
え
ら
れ
た
市
民
的

な
自
由
と
独
立
を
、
抽
象
的
な
所
有
権
と
し
て
保
障
さ
れ
た
法
学
的
な

自
由
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
古
典
的
市
民
像
を
生
来
的
な
権
利
保
有

者
と
し
て
の
近
代
的
市
民
像
へ
と
転
換
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た

）
7
（

。

　

こ
う
し
た
見
解
に
は
反
論
も
あ
る
。
タ
リ
ー
は
ロ
ッ
ク
の
政
治
学
と
、

彼
の
同
時
代
の
立
憲
主
義
的
お
よ
び
共
和
主
義
的
な
言
説
と
の
親
近
性

を
指
摘
す
る

）
8
（

。
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
は
古
典
的
、
人
文
主

義
的
な
教
養
と
没
交
渉
で
は
決
し
て
な
く
、
セ
ネ
カ
や
と
く
に
キ
ケ
ロ

の
著
作
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
市
民
的
な
義
務
や
美
徳
に
つ
い
て
継
続

的
に
考
察
し
て
い
た

）
9
（

。
ゴ
ル
デ
ィ
は
十
八
世
紀
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
政
治

学
の
受
容
史
を
ふ
ま
え
て
、
ロ
ッ
ク
に
帰
さ
れ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
個
人
主

義
的
」
伝
統
を
、
市
民
的
人
文
主
義
の
伝
統
と
「
根
本
的
に
両
立
不
能
」

な
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
す
る

）
10
（

。
だ
が
ロ
ッ
ク
の
自
然
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法
理
論
と
人
文
主
義
と
の
融
合
な
い
し
収
斂
を
歴
史
的
に
跡
づ
け
る
こ

と
は
可
能
だ
と
し
て
も
、
理
論
的
水
準
に
お
い
て
は
両
者
の
差
異
を
無

視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

）
11
（

。

　

本
稿
が
試
み
る
の
は
、
市
民
的
人
文
主
義
の
伝
統
で
は
な
く
、
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
の
概
念
の
歴
史
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
が
占
め
る
位
置
を
明

確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
学
に
と
っ

て
外
的
な
解
釈
枠
組
と
し
て
の
人
文
主
義
や
共
和
主
義
を
彼
に
当
て
は

め
る
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
理
論
的
根
拠
す
な
わ
ち
自
然
法
か
ら
引

き
出
さ
れ
た
代
替
的
な
市
民
像
を
究
明
す
る
こ
と
が
狙
い
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
以
下
で
は
、
ま
ず
人
文
主
義
お
よ
び
共
和
主
義
に
お
け
る
市

民
像
の
諸
要
素
を
概
観
し
、
次
に
ホ
ッ
ブ
ズ
が
ロ
ッ
ク
に
先
立
っ
て
自

然
法
理
論
か
ら
引
き
出
し
た
代
替
的
な
市
民
像
を
見
た
う
え
で
、
両
者

と
の
対
比
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
の
市
民
像
を
特
徴
づ
け
る
、
と
い
う
手
順

を
と
る
。

二　

徳
の
エ
リ
ー
ト
主
義
的
お
よ
び
民
主
的
理
念

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
著
作
は
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
古
典
的
理

念
を
伝
え
る
も
っ
と
も
権
威
あ
る
記
録
の
一
つ
を
な
す
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
『
政
治
学
』
で
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
市
民
た
ち
の
政
治
的
生

活
は
、
人
間
に
お
け
る
自
然
の
最
高
目
的
を
な
す
。
個
々
の
人
間
は
自

然
ま
た
は
生
来
の
能
力
に
お
い
て
異
な
る
が
、
し
か
し
い
わ
ば
船
の
乗

組
員
の
よ
う
に
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
た
役
目
を
果
た
す

こ
と
で
共
通
善
に
寄
与
す
る

）
12
（

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
理
想
的

市
民
と
は
自
己
の
卓
越
し
た
能
力
を
も
っ
て
共
同
体
に
奉
仕
す
る
有
徳

な
成
員
で
あ
り
、
そ
し
て
共
同
体
へ
の
奉
仕
と
は
公
的
な
責
務
す
な
わ

ち
「
裁
判
お
よ
び
公
務
へ
の
参
加
」
を
お
い
て
他
に
な
い

）
13
（

。
く
わ
え
て

留
意
す
べ
き
は
、
彼
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
徳
性
を

随
意
的
ま
た
は
自
発
的
な
（hekousión, voluntary

）
行
為
も
し
く
は
情

念
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
美
徳
や
悪
徳
と
い
う

評
価
は
、
あ
る
者
が
「
ま
っ
た
く
そ
れ
に
寄
与
し
て
い
な
い
」
と
こ
ろ

の
「
外
部
の
端
初
（arché, first principle

）
」
―
―
本
人
に
責
め
を
帰
す

こ
と
の
で
き
な
い
外
的
要
因
―
―
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
も
の
以
外
の
、

す
べ
て
の
行
為
に
適
用
さ
れ
る

）
14
（

。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
生
活
が
自
然

の
究
極
目
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
実
際
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
各

市
民
の
意
志
と
自
発
性
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て

citizen

と
い
う
語
は
、
国
家
の
成
員
資
格
で
は
な
く
、
特
定
の
職
分
つ

ま
り
商
人
を
指
す
語
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
市
民
と
い
う
語
が
ひ
き
つ
づ

き
古
代
の
用
法
を
保
っ
た
社
会
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
タ
リ
ア
の
都
市

国
家
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
家
の
成
員
資
格

を
示
す
標
準
的
な
語
は
、subject

す
な
わ
ち
臣
民
ま
た
は
服
従
者
で

あ
っ
た

）
15
（

。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
か
ぎ
ら
ず
、
初
期
近
代
の
欧
州
に
お
け
る

発
達
し
た
君
主
政
は
、
そ
の
広
大
な
領
土
に
お
い
て
相
互
に
隔
絶
し
て



57　●　〈公募論文〉ジョン・ロックにおける自然法と市民的美徳――柏崎正憲

生
活
す
る
無
数
の
人
々
に
、
服
従
者
と
い
う
共
通
の
地
位
を
押
し
つ
け

た
。
服
従
者
と
は
、
文
字
ど
お
り
統
治
者
へ
の
服
従
と
忠
誠
の
義
務
に

も
と
づ
く
地
位
で
あ
り
、
古
代
に
お
け
る
市
民
と
は
対
照
的
に
、
受
動

性
を
核
と
す
る
観
念
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
、
古
典
的
な
市
民
像

は
「
服
従
〔
の
観
念
〕
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
」
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、

む
し
ろ
絶
対
君
主
の
時
代
を
「
生
き
残
っ
た

）
16
（

」
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ

た
の
は
、
リ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
へ
の
自
発
的
な
奉
仕

を
奨
励
す
る
古
代
の
市
民
的
理
想
が
、
急
速
な
商
業
発
展
の
時
代
に
お

い
て
「
社
会
的
責
任
を
唱
え
る
者
た
ち
」
を
惹
き
つ
け
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
念
は
、
社
会
の
階
層
秩
序
や
、

高
貴
な
身
分
に
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
奉
仕
す
る
格
別
の
義
務
が
課
さ

れ
て
い
る
と
い
う
信
念
と
両
立
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
「
発
展
し
つ
つ
あ
る
君
主
的
領
土
国
家
の
現
実
」

に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る

）
17
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
北
方
の
人
文
主
義
者
た
ち
の

あ
い
だ
で
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
念
が
幅
の
あ
る
政
治
的
含
意
を

帯
び
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
先
駆
者

と
同
様
に
、
と
り
わ
け
キ
ケ
ロ
に
よ
る
能
動
的
生
活
の
理
想
に
影
響
を

受
け
た
。
キ
ケ
ロ
は
『
義
務
論
』
に
お
い
て
、
思
弁
的
生
活
（vita 

contem
plativa

）
に
ふ
け
る
余
暇
（otium

）
を
も
つ
者
に
は
、
非
実
用

的
な
学
習
に
没
頭
す
る
の
で
は
な
く
、
労
苦
（negotium

）
を
と
も
な

う
能
動
的
生
活
（vita activa

）
に
身
を
投
じ
る
義
務
が
あ
る
と
説
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
能
動
的
生
活
と
は
、
公
共
的
、
政
治
的
な
生

活
、
つ
ま
り
共
同
体
の
統
治
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
教
え
に

触
発
さ
れ
た
人
文
主
義
者
た
ち
は
、
支
配
階
級
に
は
び
こ
る
共
通
善
の

無
視
と
自
己
利
益
の
追
求
を
戒
め
、「
徳
こ
そ
真
の
高
貴
さ
な
り
」（virtus 

vera nobilitas

）
と
い
う
格
言
の
意
味
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
道
徳
的
改
善
に
貢
献
し
よ
う
と
し
た

）
18
（

。
そ
の
か
ぎ
り
で
人

文
主
義
者
の
言
説
は
、
ス
キ
ナ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
血
統
や
富
に

も
と
づ
く
世
襲
の
支
配
階
級
」
を
潜
在
的
に
否
定
す
る
「
急
進
的
な
含

意
」
を
帯
び
て
い
た

）
19
（

。
だ
が
実
際
に
は
、
十
六
世
紀
の
人
文
主
義
者
の

大
半
は
、
そ
の
よ
う
な
美
徳
の
急
進
的
意
味
を
徹
底
し
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
彼
ら
は
、
身
分
の
高
貴
さ
が
同
時
に
徳
の
高
さ
で
あ
る
こ
と
を
理

想
と
す
る
、
い
わ
ば
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
美
徳
の
理
念
を
保
持
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

エ
ラ
ス
ム
ス
お
よ
び
ト
マ
ス
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
徳
の
エ
リ
ー
ト
主

義
的
理
念
を
明
ら
か
に
共
有
し
て
い
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
キ
リ
ス
ト

教
君
主
の
教
育
』
（
一
五
一
六
年
）
は
、
高
貴
さ
を
富
や
血
統
と
同
一
視

す
る
こ
と
へ
の
強
い
戒
め
を
含
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
基
本
的
に
は
あ

く
ま
で
「
真
の
君
主
」
に
「
庶
民
の
下
品
な
意
見
や
関
心
」
を
避
け
よ

と
助
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
20
（

。
エ
リ
オ
ッ
ト
も
ま
た
『
統
治
者
と
題
す

る
書
』
（
一
五
三
一
年
）
に
お
い
て
、
徳
は
「
善
き
人
間
を
構
成
す
る
も

の
」
だ
が
「
群
衆
の
な
か
に
は
通
例
は
見
ら
れ
な
い
」
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
民
主
政
は
暴
政
と
「
平
民
の
憤
怒
」
の
い
ず
れ
か
に
「
か
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な
ら
ず
や
」
陥
る
と
断
ず
る

）
21
（

。
こ
う
し
て
両
者
は
平
民
の
な
か
に
、
市

民
的
美
徳
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
能
動
的
成
員
と
し
て
行
為
す

る
能
力
の
欠
如
を
し
か
見
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
成
長
す
る
君
主
権
力
に
た
い
し
て
諸
身
分
の
均
衡
を

作
り
出
そ
う
と
欲
し
た
混
合
政
体
の
擁
護
者
た
ち
は
、
平
民
層
の
道
徳

的
、
政
治
的
能
力
を
程
度
の
差
は
あ
れ
高
く
評
価
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

ペ
ル
ト
ネ
ン
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
混
合
政
体
論
者
は
、
人
文
主
義
を

市
民
的
、
共
和
主
義
的
な
言
説
に
結
び
つ
け
る
「
重
要
な
接
触
点
」
を

な
し
た

）
22
（

。
民
衆
層
の
政
治
参
加
を
肯
定
的
に
論
じ
る
傾
向
に
あ
っ
た
彼

ら
混
合
政
体
論
者
に
お
い
て
は
、
徳
の
エ
リ
ー
ト
主
義
的
理
念
と
は
対

照
を
な
す
民
主
的
理
念
が
見
出
さ
れ
う
る
。

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
位
に
就
い
て
か
ら
お
よ
そ

五
年
後
、
バ
ー
ナ
ブ
・
バ
ー
ン
ズ
は
『
公
務
論
六
編
』
で
、
王
は
「
非

常
に
下
賤
な
者
た
ち
を
顧
問
に
登
用
し
て
も
よ
い
」
の
だ
と
書
い
た

）
23
（

。

バ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
「
民
衆
の
同
意
」
に
も
と
づ

く
政
体
に
他
な
ら
な
か
っ
た

）
24
（

。
さ
ら
に
年
月
が
下
る
と
、
空
位
期
ま
た

は
共
和
政
期
に
は
、
マ
ー
チ
ャ
モ
ン
ト
・
ニ
ー
ダ
ム
が
混
合
政
体
の
観

念
を
利
用
し
つ
つ
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
護
国
卿
体
制
の
巨
大
な
権
力
と
、

人
民
の
能
動
的
な
政
治
参
加
と
い
う
共
和
主
義
的
な
理
想
と
を
調
和
さ

せ
よ
う
と
試
み
る
。
一
六
五
四
年
に
ニ
ー
ダ
ム
は
、
護
国
卿
体
制
が
君

主
政
、
貴
族
政
、
民
主
政
の
三
要
素
を
あ
わ
せ
も
ち
、
そ
れ
ら
を
状
況

に
応
じ
て
効
果
的
に
機
能
さ
せ
る
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
体
制

は
、
戦
時
に
は
君
主
政
の
「
統
一
と
い
う
美
徳
」
お
よ
び
貴
族
政
の
諸

機
能
を
働
か
せ
、
平
時
に
は
「
民
主
政
の
勤
勉
お
よ
び
勇
敢
さ
」
に
支

え
ら
れ
て
国
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る

）
25
（

。
こ
う
し
て
バ
ー
ン
ズ

や
ニ
ー
ダ
ム
に
は
、
平
民
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
能
動
的
成
員
と
し
て

果
た
す
役
割
を
擁
護
す
る
よ
う
な
市
民
的
美
徳
の
理
念
が
見
出
さ
れ
る

三　

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
市
民
的
美
徳
と
し
て
の
服
従

　

と
こ
ろ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
は
、
統
治
へ
の
参
加
を
鼓
舞
す
る
市

民
的
美
徳
の
理
想
こ
そ
が
内
乱
の
源
泉
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
『
市
民

論
』
（
一
六
四
二
年
）
に
お
い
て
彼
は
、
人
文
主
義
的
な
学
問
や
そ
れ
が

描
き
出
す
市
民
の
理
念
が
「
服
従
者
の
精
神
を
扇
動
に
傾
け
る
」
（C

, 

12.8

）
も
の
だ
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
る

）
26
（

。
彼
は
民
主
政
を
擁
護

す
る
よ
う
な
教
説
だ
け
に
反
対
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
文
主
義

や
共
和
主
義
の
伝
統
を
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
攻
撃
の
対
象
と
し
た
の

だ
っ
た

）
27
（

。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
の
代
案
は
、
市
民
と
服
従
者
と
の
差
異
を
否
定
し
、
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
を
単
な
る
服
従
へ
と
還
元
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
に

と
っ
て
、
政
治
共
同
体
の
成
員
を
市
民
と
呼
ぶ
こ
と
と
服
従
者
と
呼
ぶ

こ
と
と
に
違
い
は
な
い
。
と
い
う
の
も
「
あ
ら
ゆ
る
統
治
形
態
」
に
お

い
て
「
支
配
す
る
の
は
人
民
」
で
あ
り
、
主
権
の
担
い
手
が
誰
で
あ
ろ

う
と
「
一
者
の
意
志
を
つ
う
じ
て
意
志
す
る
」
の
は
人
民
そ
の
も
の
で
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あ
っ
て
、
一
つ
の
主
権
的
人
格
の
意
志
に
よ
り
統
合
さ
れ
た
人
民
を
な

す
各
成
員
が
、
統
治
形
態
の
違
い
に
応
じ
て
「
市
民
」
ま
た
は
「
服
従

者
」
と
呼
ば
れ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
（C

, 12.8

）
。

　

君
主
政
と
民
主
政
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
権
威
の
源
泉

に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
実
行
」
に
お
い
て
、
つ
ま
り
統

治
の
「
運
営
」
の
方
式
に
お
い
て
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
（C

, 10.16

）
。

そ
し
て
統
治
の
運
営
方
式
と
し
て
優
れ
て
い
る
の
は
君
主
政
で
あ
る
。

民
主
政
に
お
け
る
人
民
は
、
集
会
に
召
集
さ
れ
て
い
る
と
き
以
外
は
つ

ね
に
「
放
埒
な
群
衆
」
を
な
し
て
い
る
が
（C

, 7.5

）
、
そ
の
一
方
で
君

主
政
に
お
い
て
は
、
た
っ
た
一
人
の
自
然
的
人
格
の
み
が
「
み
ず
か
ら

の
権
威
を
行
使
す
る
現
前
の
能
力
」
と
し
て
つ
ね
に
ふ
る
ま
う
点
で
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
統
一
性
の
維
持
の
た
め
に
好
都
合
だ
か
ら
で
あ
る

（C
, 7.13

）
。
し
か
も
、
人
が
民
主
政
に
望
む
も
の
が
君
主
政
に
見
出
さ

れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
君
主
が
人
民
の
統
一
性
を
代
表
し
て
い
る
か

ぎ
り
で
「
民
主
政
と
君
主
政
と
は
同
等
で
あ
ろ
う
」
（C

, 10.15
）
。
民

主
政
に
お
い
て
も
、
人
民
は
「
一
人
ま
た
は
ご
く
少
数
の
人
々
」
に
統

治
の
責
任
を
託
し
「
〔
統
治
の
〕
運
営
な
き
権
威
」
に
満
足
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
た
と
え
ば
幼
少
の
君
主
の
も
と
で
、
多
く

の
者
が
「
野
望
と
権
力
」
に
よ
っ
て
「
公
的
な
顧
問
官
」
の
地
位
を
競

う
よ
う
に
な
れ
ば
、
君
主
政
は
、
そ
こ
に
放
埒
な
群
衆
が
見
出
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
「
民
主
政
」
へ
と
転
じ
る
だ
ろ
う
（C

, 10.16

）
。

　

こ
う
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
民
主
政
と
君
主
政
が
い
ず
れ
も
人
民
を
権

威
の
源
泉
と
す
る
点
で
同
じ
だ
と
い
う
理
由
か
ら
、
社
会
成
員
の
能
動

的
な
形
象
す
な
わ
ち
市
民
と
、
そ
の
受
動
的
な
形
象
す
な
わ
ち
臣
民
と

の
、
実
質
的
な
違
い
を
否
定
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
人
文
主

義
者
や
共
和
主
義
者
た
ち
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
君
主
政
を

支
持
す
る
た
め
で
あ
れ
民
主
政
を
支
持
す
る
た
め
で
あ
れ
、
誰
が
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
担
い
手
か
、
誰
が
統
治
へ
の
能
動
的
貢
献
者
た
り

う
る
か
を
問
題
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
市
民
を
服
従

者
と
い
う
受
動
的
な
地
位
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
か
ら
能
動
性
や
美
徳
の
観
念
を
取
り
除
い
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
古
典
的
市
民
像
を
支
配
層
の
道
徳
的
模

範
と
し
て
掲
げ
る
人
文
主
義
者
に
は
、
活
躍
の
場
を
与
え
な
い
。
『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
（
一
六
五
一
年
）
で
彼
は
、
い
か
に
し
て
「
助
言
者
」

（C
ounsellour

）
が
主
権
者
に
貢
献
す
べ
き
か
を
論
じ
て
い
る

）
28
（

。
彼
が
適

切
と
考
え
る
助
言
者
は
、
助
言
を
受
け
る
者
の
利
益
の
た
め
に
助
言
す

る
者
（
み
ず
か
ら
の
利
益
が
受
け
手
の
利
益
と
矛
盾
し
な
い
者
）
、
理
性
的
に
、

適
切
な
語
彙
で
、
簡
潔
に
話
す
者
、
特
定
の
政
策
課
題
に
つ
い
て
よ
く

考
察
し
て
き
た
経
験
を
も
つ
者
で
あ
る
。
し
か
も
主
権
者
は
、
そ
う
し

た
者
か
ら
個
別
に
助
言
を
受
け
る
べ
き
で
、
論
争
に
お
け
る
雄
弁
を
助

言
と
取
り
違
え
る
べ
き
で
は
な
い
（L, 25.404-410

）
。
こ
う
し
て
ホ
ッ

ブ
ズ
は
助
言
者
に
、
政
策
上
の
実
際
的
問
題
に
つ
い
て
熟
知
し
た
専
門

的
な
有
識
者
と
し
て
話
す
こ
と
を
、
し
か
も
主
権
者
に
求
め
ら
れ
た
と

き
に
の
み
そ
う
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
り
、
支
配
的
身
分
の
道
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徳
的
教
師
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
を
求
め
て
は
い
な
い
。

　

能
動
的
市
民
の
か
わ
り
に
置
か
れ
る
べ
き
市
民
像
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
市
民
像
は
、
国
家
が

確
立
さ
れ
て
い
な
い
自
然
状
態
に
お
い
て
人
間
が
ど
う
ふ
る
ま
う
か
に

か
ん
す
る
、
彼
の
周
知
の
教
説
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
い
わ

く
、
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
は
、
自
己
保
存
の
た
め
に
自
己
の
判
断

の
み
に
従
っ
て
行
為
す
る
無
際
限
の
権
利
を
、
平
等
に
有
す
る
。
だ
が

ま
さ
に
こ
の
生
来
の
自
由
こ
そ
が
、
相
互
不
信
に
起
因
す
る
悲
惨
な
戦

争
へ
と
人
間
を
不
断
に
傾
向
づ
け
る
。
し
か
し
人
間
的
自
然
の
内
部
に
、

人
を
平
和
に
向
か
わ
せ
る
誘
因
も
ま
た
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
情

念
、
す
な
わ
ち
自
然
状
態
に
お
い
て
容
易
に
も
た
ら
さ
れ
る
死
へ
の
恐

怖
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
理
性
が
教
え
る
「
平
和
に
か
ん
す
る
好
都
合

な
条
項
」
と
し
て
の
「
自
然
法
」
で
あ
る
（L, 13.196
）
。

　

た
だ
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
然
の
情
念
と
理
性
だ
け
で
平
和
の
条
件
が

満
た
さ
れ
る
と
は
考
え
な
い
。
恒
常
的
な
戦
争
へ
の
恐
怖
か
ら
、
人
間

は
平
和
と
い
う
目
標
を
も
ち
、
ま
た
平
和
を
達
成
す
る
た
め
に
従
う
べ

き
義
務
を
推
論
に
よ
っ
て
知
る
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

義
務
に
人
間
た
ち
を
従
わ
せ
る
動
機
づ
け
が
欠
け
て
い
る
か
ぎ
り
、
人

間
は
戦
争
状
態
を
克
服
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
、
そ
の
よ
う
な
自
然
法

へ
の
動
機
づ
け
を
、
人
間
の
「
自
然
的
情
念
」
に
期
待
す
る
こ
と
は
的

外
れ
で
あ
る
。
人
間
の
情
念
そ
の
も
の
は
、
偏
愛
、
自
尊
心
、
復
讐
、
等
々

に
傾
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
（L, 17.254

）
。

　

も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
道
徳
的

な
欠
陥
や
退
廃
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
の
前
道
徳
的
な

条
件
に
由
来
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
く
、
人
間
に
望
み
う
る
最
高
の

幸
福
は
「
古
の
道
徳
哲
学
者
た
ち
」
が
唱
え
た
「
究
極
目
的
」
や
「
最

高
善
」
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
「
彼
〔
人
間
〕
の
将
来
の
欲
望
へ
の
道

を
永
遠
に
確
保
す
る
こ
と
」
に
こ
そ
存
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
あ
る

程
度
の
幸
福
を
将
来
的
に
も
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
は

所
与
の
状
態
に
は
甘
ん
じ
え
ず
、
つ
ね
に
「
よ
り
多
く
を
獲
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
幸
福
の
永
続
的
確
保
と
い
う
究
極

目
的
は
「
力
へ
の
欲
望
」
を
帰
結
さ
せ
る
。
こ
の
欲
望
こ
そ
が
「
財
産
、

名
誉
、
命
令
権
、
そ
の
他
の
力
を
め
ぐ
る
競
争
」
を
「
全
人
類
の
一
般

的
性
向
」
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
（L, 11.150, 152

）
。
た
し
か
に
、
あ

る
種
の
人
々
は
「
安
楽
」
「
知
識
」
「
平
和
的
技
芸
」
へ
の
欲
求
か
ら
、

他
人
の
力
に
よ
る
保
護
を
選
好
し
、
あ
る
い
は
「
自
分
が
そ
の
判
断
を

高
く
評
価
す
る
人
々
」
か
ら
の
「
称
賛
」
を
得
る
た
め
に
自
己
制
御
す

る
こ
と
が
で
き
る
（L, 11.152

）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
人
々
が

呈
す
る
平
和
へ
の
志
向
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
に
一
般
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い

）
29
（

。

　

人
間
の
自
然
的
性
向
が
平
和
に
貢
献
し
な
い
こ
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に

よ
れ
ば
、
社
会
性
を
も
つ
他
の
動
物
と
は
異
な
り
、
人
間
の
み
が
理
性

的
被
造
物
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
彼
い
わ
く
、
蟻
や
蜂
の
よ
う
な

群
生
動
物
は
、
い
か
な
る
強
制
も
な
し
に
、
自
然
の
性
向
に
よ
り
調
和



61　●　〈公募論文〉ジョン・ロックにおける自然法と市民的美徳――柏崎正憲

の
と
れ
た
社
会
生
活
を
営
む
。
そ
う
し
た
被
造
物
の
「
合
意
」

（agreem
ent

）
は
自
然
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
言
語
を
も
つ
人

間
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
合
意
は
「
人
為
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
協
約

（C
ovenant

）
の
み
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
う
な
る
と
「
人
間
た
ち

の
合
意
を
恒
常
的
で
継
続
的
な
も
の
に
す
る
に
は
（
協
約
と
と
も
に
）

な
に
か
他
の
も
の
が
必
要
と
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
。
そ
れ
こ

そ
が
「
人
間
た
ち
を
恐
れ
さ
せ
て
お
く
」
た
め
の
「
共
通
の
権
力
」
な

の
で
あ
る
（L, 17.258, 260
）
。
そ
の
よ
う
な
権
力
が
不
在
で
あ
る
か
、

全
成
員
の
安
全
を
保
障
で
き
る
ほ
ど
強
く
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は

相
互
へ
の
恐
怖
か
ら
、
か
な
ら
ず
や
「
み
ず
か
ら
の
強
さ
と
技
巧
を
頼

り
と
す
る
」
だ
ろ
う
（L, 17.254

）
。

　

し
た
が
っ
て
、
確
立
さ
れ
た
共
通
権
力
に
対
す
る
恐
怖
の
み
が
、
各

人
を
平
和
へ
の
義
務
に
従
わ
せ
る
動
機
づ
け
を
な
す
。
平
和
の
獲
得
の

た
め
の
理
性
的
手
段
、
つ
ま
り
自
然
権
の
放
棄
は
、
あ
く
ま
で
共
通
権

力
へ
の
恐
怖
の
も
と
で
し
か
達
成
さ
れ
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ロ
イ

ド
が
的
確
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
法
が
命
じ
る

の
は
「
理
性
が
万
人
に
要
求
し
て
い
る
と
し
ぶ
し
ぶ
判
断
し
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
我
々
の
気
が
す
す
ま
な
い
こ
と
」
で
あ
る
か
ら
だ

）
30
（

。

　

力
へ
の
恐
怖
が
服
従
を
道
徳
的
に
耐
え
が
た
い
も
の
に
す
る
と
は

ホ
ッ
ブ
ズ
は
考
え
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
人
間
の
自
由
と
は
、
あ
る
者
が

自
分
に
と
っ
て
可
能
な
行
為
を
実
際
に
な
し
た
い
と
意
志
し
た
と
き
、

そ
れ
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
恐
怖
と
自
由
は

両
立
す
る
」
。
た
と
え
ば
船
が
沈
む
こ
と
を
恐
れ
て
積
み
荷
を
海
に
捨

て
る
者
は
、
そ
れ
を
「
ま
さ
し
く
自
発
的
に
」
（very w

illingly

）
お
こ

な
う
が
ゆ
え
に
、
自
由
に
行
為
す
る
の
で
あ
る
（L, 21.324, 326

）
。
ま

た
し
た
が
っ
て
、
一
群
の
人
間
が
征
服
者
の
力
を
恐
れ
て
服
従
を
誓
う

こ
と
と
、
彼
ら
が
相
互
へ
の
恐
怖
か
ら
協
約
に
よ
り
自
発
的
に
共
通
権

力
を
設
け
る
こ
と
に
は
、
い
か
な
る
違
い
も
な
い
（cf. L, 20.306

）
。

　

古
典
的
市
民
像
に
お
い
て
は
、
人
間
の
自
然
本
性
の
実
現
と
見
な
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
、
政
治
共
同
体
へ
の
自
発
的
な
奉
仕
と
し
て
営
ま
れ
る
、

市
民
の
能
動
的
生
活
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ

の
関
心
事
は
、
人
間
の
自
然
本
性
が
も
た
ら
す
闘
争
の
克
服
で
あ
り
、

市
民
的
生
活
を
可
能
に
す
る
社
会
状
態
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
恐
怖
を
動
機
づ
け
と
し
て
受
動
的
服
従
を
引
き

出
す
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
市
民

の
自
発
的
貢
献
と
い
う
観
念
を
放
棄
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
受
動

的
服
従
を
、
逆
説
的
に
も
、
一
つ
の
自
発
的
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
た

の
で
あ
っ
た
。
古
典
的
市
民
像
に
お
い
て
自
発
性
と
は
、
行
為
に
道
徳

的
な
自
由
と
責
任
を
付
与
し
、
そ
れ
を
美
徳
な
い
し
悪
徳
と
い
う
評
価

の
対
象
た
ら
し
め
る
性
質
で
あ
っ
た
。
他
方
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
恐
怖
に

よ
る
服
従
を
、
道
徳
的
評
価
に
値
す
る
自
発
的
行
為
と
見
な
し
た
う
え

で
、
そ
れ
を
平
和
と
秩
序
へ
の
貢
献
と
し
て
価
値
づ
け
て
い
る
。
こ
う

し
て
服
従
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
に
お
い
て
、
成
員
の
法
的
義
務
で

あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
美
徳
を
も
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四　

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
精
神
的
改
善
と
し
て
の
勤
勉

　

ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
様
に
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
も
、
道
徳
的
教
化
に
お
い
て

重
要
な
の
は
美
徳
よ
り
も
理
性
で
あ
り
、
能
動
的
市
民
の
理
想
よ
り
も

自
然
法
の
知
識
で
あ
っ
た
。
し
か
も
両
者
は
、
人
間
が
一
般
に
理
性
を

も
つ
こ
と
と
、
実
際
に
人
間
た
ち
が
理
性
に
従
う
こ
と
と
の
隔
た
り
へ

の
関
心
を
も
共
有
し
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
か
ら
先
、
す
な
わ
ち
、
道
徳

的
お
よ
び
政
治
的
な
義
務
の
履
行
へ
と
人
間
を
い
か
に
動
機
づ
け
る
か

と
い
う
問
題
に
お
い
て
は
、
ロ
ッ
ク
は
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
分
岐
し
て
い
く
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
解
決
は
、
社
会
成
員
の
枢
要
な
美
徳
を
受
動
的
服
従
に
還

元
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
強
制
お
よ
び
恐
怖
を
自
発
性
お
よ

び
自
由
と
両
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ロ
ッ
ク
に
お

い
て
は
ふ
た
た
び
、
外
的
強
制
に
よ
ら
な
い
自
発
的
行
為
と
し
て
の
美

徳
が
問
題
と
な
る
。
た
だ
し
、
彼
に
と
っ
て
自
発
性
と
は
、
自
然
的
な

目
的
の
追
求
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
に
正
し
い
行

為
へ
の
内
的
な
動
機
づ
け
を
形
成
す
る
た
め
に
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の

情
念
と
習
慣
の
改
善
に
努
め
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
努
力
そ
れ
自

体
こ
そ
が
、
人
間
の
主
要
な
美
徳
を
な
す
の
で
あ
る
。

　

人
間
が
自
然
に
理
性
を
も
つ
こ
と
と
、
自
然
法
を
正
し
く
知
る
こ
と

と
の
隔
た
り
を
、
若
き
ロ
ッ
ク
は
『
自
然
法
論
』
（
一
六
六
三
―
六
四
年
）

の
冒
頭
で
問
題
に
し
て
い
る
。
彼
い
わ
く
、
自
然
法
を
知
る
た
め
の
理

性
を
万
人
が
自
然
に
も
つ
か
ら
と
い
っ
て
「
自
然
法
が
誰
に
も
知
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
」
。
自
然
法
の
理
解
に

は
「
精
神
に
よ
る
注
意
深
い
反
省
、
思
索
、
配
慮
」
を
要
す
る
。
す
な

わ
ち
「
理
性
と
感
覚
」
と
い
う
「
た
が
い
に
助
け
合
う
」「
二
つ
の
能
力
」

を
も
っ
て
「
精
神
を
教
え
育
て
る
」
こ
と
で
の
み
、
人
間
は
自
然
法
を

発
見
し
う
る
の
で
あ
る

）
31
（

。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
自
然
法
を
知
る
た
め

に
は
理
性
を
注
意
深
く
用
い
る
精
神
的
努
力
が
必
要
だ
と
説
く
。

　

た
だ
し
『
自
然
法
論
』
の
ロ
ッ
ク
は
、
何
が
人
を
そ
の
よ
う
な
精
神

的
努
力
へ
と
動
機
づ
け
る
か
の
考
察
に
進
む
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

彼
に
は
、
人
間
を
理
性
の
導
き
か
ら
逸
脱
さ
せ
、
自
然
法
の
正
し
い
知

識
を
妨
げ
る
、
悪
し
き
慣
行
、
偶
有
的
な
欠
陥
、
卑
近
な
快
楽
の
誘
惑

な
ど
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
若
き
ロ
ッ
ク
は
、
道
徳
に
か
ん

す
る
問
題
は
「
人
民
の
多
数
派
」
で
は
な
く
「
他
よ
り
も
理
性
的
で
明

敏
な
人
々
」
に
相
談
す
べ
し
と
い
う
、
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
見
解
に
到

達
し
て
い
る

）
32
（

。

　

理
性
の
役
割
に
か
ん
す
る
従
前
の
見
解
を
、
ロ
ッ
ク
は
『
人
間
知
性

論
』
で
も
お
お
む
ね
維
持
し
て
い
る

）
33
（

。
同
書
で
彼
は
、
理
性
の
使
用
な

い
し
推
論
が
「
我
々
の
思
考
の
労
働
」
に
他
な
ら
ず
「
苦
痛
と
専
心
」

を
伴
う
こ
と
を
強
調
す
る
（E, 1.2.10

）
。
だ
が
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
『
知

性
論
』
の
ロ
ッ
ク
は
、
何
が
理
性
の
使
用
と
い
う
労
苦
へ
の
適
切
な
動

機
づ
け
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
若
年
期
に
は
扱
わ
な
か
っ
た
問
題
に
も

関
心
を
注
い
で
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
こ
の
骨
折
り
へ
と
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人
を
動
機
づ
け
る
の
は
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
快
ま

た
は
幸
福
を
目
指
す
と
こ
ろ
の
「
欲
望
」
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
は
「
身

体
ば
か
り
で
な
く
精
神
の
快
苦
」
に
も
動
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後

者
に
お
い
て
は
神
と
と
も
に
あ
る
喜
び
こ
そ
が
最
上
の
快
を
な
す
（E, 

2.21.41

）
。
と
こ
ろ
が
、
人
が
よ
り
大
き
な
善
を
眺
め
つ
つ
も
、
そ
れ

を
気
に
か
け
ず
、
む
し
ろ
取
る
に
足
ら
な
い
善
に
向
か
う
と
い
う
こ
と

が
、
し
ば
し
ば
生
じ
う
る
。
と
い
う
の
も
人
間
の
欲
望
は
、
よ
り
大
き

な
善
よ
り
も
、
眼
前
の
不
安
ま
た
は
「
落
ち
着
か
な
さ
」
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
、
自
分
の
幸
福
に
と
っ
て
必
須
で
あ
る
よ
う
な
善
の
欠
如
が

も
た
ら
す
苦
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
（E, 2.21.43-44, 

cf. 2.21.32-33

）
。
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
が
か
な
ら
ず
し
も
高
次
の
善
に

向
か
わ
な
い
要
因
は
、
理
性
（
の
不
使
用
）
よ
り
も
動
機
づ
け
に
、
つ

ま
り
差
し
迫
っ
た
苦
痛
の
回
避
を
優
先
す
る
、
欲
望
そ
れ
自
体
の
自
然

的
傾
向
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
は
「
欲
望
の
あ

る
も
の
の
実
行
と
充
足
を
停
止
す
る
力
能
」
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
は
、
理
性
を
働
か
せ
て
、
企
図
さ
れ
る
行
為
の

善
悪
を
「
検
討
し
、
眺
め
、
判
定
す
る
た
め
の
機
会
」
を
作
り
出
す
。

こ
の
よ
う
に
「
公
正
な
検
討
の
最
終
的
結
果
に
し
た
が
っ
て
欲
望
し
、

意
志
し
、
行
為
す
る
こ
と
」
こ
そ
が
「
我
々
の
自
然
本
性
の
完
成
」
に

他
な
ら
な
い
（E, 2.21.47

）
。

　

こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
外
的
対
象
に
左
右
さ
れ
る
自
然
的
性
向
と
し

て
の
欲
望
で
は
な
く
、
考
慮
の
す
え
選
び
取
ら
れ
た
幸
福
お
よ
び
欲
望

を
、
理
性
的
生
活
へ
の
内
発
的
な
動
機
づ
け
と
し
て
見
出
す
。
こ
の
動

機
づ
け
は
、
精
神
の
改
善
、
す
な
わ
ち
、
真
理
や
義
務
を
理
性
に
よ
っ

て
知
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
達
成
す
べ
き
善
と
し
て
も
欲
す
る
よ
う

に
、
精
神
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
善
を
目
指
す

努
力
は
、
労
苦
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
が
幸
福
と
満
足
の
源

に
も
な
る
。
ロ
ッ
ク
は
『
知
性
論
』
読
者
へ
の
緒
言
で
、
考
究
に
お
い

て
は
真
理
の
み
な
ら
ず
真
理
の
追
求
そ
の
も
の
が
「
楽
し
み
の
大
き
な

部
分
を
な
す
」
と
語
る
（E, p. 6

）
。

　

情
念
と
個
人
的
習
慣
の
み
な
ら
ず
社
会
的
慣
行
に
か
ん
し
て
も
、

ロ
ッ
ク
は
若
年
期
の
見
解
を
修
正
し
て
い
る
。
『
自
然
法
論
』
に
お
い

て
彼
は
、
美
徳
の
観
念
は
自
然
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
人
々

の
一
般
的
同
意
に
由
来
し
「
公
の
権
威
と
慣
行
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、
人
間
は
し
ば
し
ば
慣
習
に
従
う
こ
と
自
体
が
自
然
的
義
務

で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
違
い
を
し
て
い
る
と
指
摘
す
る

）
34
（

。
そ
れ
ゆ
え

に
彼
は
『
知
性
論
草
稿
A
』
で
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
徳
の
研
究
か

ら
は
、
あ
る
国
の
道
徳
的
諸
用
語
の
「
定
義
と
意
味
」
お
よ
び
「
そ
れ

ら
を
適
用
す
る
方
法
」
し
か
得
ら
れ
ず
、
そ
う
し
た
知
見
は
「
我
々
の

〔
道
徳
的
〕
知
識
の
い
か
な
る
特
段
の
改
善
を
も
欠
い
て
」
い
る
と
考

え
て
い
た

）
35
（

。

　

だ
が
後
に
ロ
ッ
ク
は
、
快
苦
の
感
情
が
人
を
道
徳
的
善
悪
の
理
性
的

考
察
へ
と
導
く
よ
う
に
、
他
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
評
判
も
ま
た
そ
の
よ

う
な
動
機
づ
け
を
な
し
う
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
一
六
七
八
年
の
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一
手
稿
で
ロ
ッ
ク
は
、
評
判
へ
の
関
心
、
と
く
に
悪
評
や
軽
蔑
へ
の
恐

れ
が
「
人
間
の
行
為
の
大
部
分
の
偉
大
な
源
泉
お
よ
び
指
導
者
」
を
な

す
と
認
め
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
統
治
者
は
人
民
の
あ
い
だ
に
「
い
か

な
る
風
習
（fashion

）
を
作
り
出
す
か
」
を
、
法
の
制
定
よ
り
も
重
要

な
関
心
事
と
し
て
追
求
す
べ
き
だ
と
力
説
し
て
い
る

）
36
（

。
さ
ら
に
ロ
ッ
ク

は
『
知
性
論
』
に
お
い
て
、
世
評
を
尺
度
と
す
る
美
徳
と
悪
徳
を
、
行

為
の
動
機
づ
け
と
し
て
の
道
徳
的
規
則
に
か
ん
す
る
一
般
理
論
の
な
か

に
包
摂
す
る
。
彼
は
ま
ず
道
徳
的
善
悪
を
、
人
間
の
「
有
意
の
行
為
」

と
「
立
法
者
の
意
志
お
よ
び
力
能
」
か
ら
発
す
る
「
法
」
と
の
「
一
致

ま
た
は
不
一
致
」
と
定
式
化
し
た
う
え
で
、
後
者
を
神
法
、
国
法
、
世

評
の
法
の
三
つ
に
類
別
す
る
（E, 2.28.5-7
）
。
そ
の
う
え
で
世
評
の
法
を
、

社
会
成
員
間
の
「
密
か
な
暗
黙
の
同
意
」
に
由
来
す
る
「
称
賛
と
嫌
悪
」

の
規
則
と
し
て
定
義
す
る
（E, 2.28.10

）
。
し
か
も
ロ
ッ
ク
は
も
は
や
、

国
ご
と
の
道
徳
的
意
見
の
多
様
性
や
相
互
矛
盾
や
自
然
法
と
の
不
一
致

を
強
調
せ
ず
、
む
し
ろ
徳
の
社
会
的
尺
度
は
「
大
体
は
」
ど
こ
で
も
同

じ
で
あ
り
、
概
し
て
ど
こ
で
も
「
神
の
法
」
に
対
応
し
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
（E, 2.28.11

）
。
し
た
が
っ
て
世
評
を
尺
度
と
す
る
美
徳
も
ま
た
、

人
間
を
道
徳
的
生
活
に
向
か
わ
せ
る
有
益
な
動
機
づ
け
を
、
す
な
わ
ち
、

政
治
社
会
へ
と
結
合
し
た
人
々
が
「
同
胞
市
民
」
に
た
い
し
て
保
持
し

た
い
と
望
む
、
美
徳
を
推
奨
し
悪
徳
を
控
え
さ
せ
る
「
意
見
の
力
」
を

な
す
の
で
あ
る

）
37
（

。

　

こ
う
し
て
『
知
性
論
』
の
ロ
ッ
ク
は
、
幸
福
へ
の
欲
望
と
、
美
徳
を

奨
励
す
る
世
評
と
に
適
切
な
し
か
た
で
動
機
づ
け
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
、

人
間
は
み
ず
か
ら
を
思
弁
的
、
道
徳
的
、
宗
教
的
な
真
理
へ
と
方
向
づ

け
、
自
己
改
善
を
達
成
し
う
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
か
ん
し
て
二
つ
の

こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
世
評
を
尺
度
と
し
て
与
え
ら
れ
る
美

徳
の
一
種
と
し
て
も
、
ま
た
動
機
づ
け
と
し
て
の
世
評
に
助
け
ら
れ
つ

つ
も
理
性
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
精
神
的
な
自
己
改
善
の
努
力
に
も
、

彼
は
「
勤
勉
」
（industry

）
と
い
う
名
称
を
与
え
て
い
る
（E, 1.2.10

）
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ロ
ッ
ク
は
精
神
的
な
自
己
改
善
そ
の
も
の
を
特
別
な

美
徳
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
ロ
ッ
ク
は
す
べ
て
の
人
間
を
、
精
神
的
な
勤
勉
と
自
己
改

善
の
担
い
手
と
し
て
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
対
等
な
道
徳
的
人
格
と
し

て
想
定
し
て
い
る
。
も
は
や
ロ
ッ
ク
は
、
若
年
期
の
よ
う
に
、
道
徳
的

問
題
を
一
握
り
の
知
的
卓
越
者
に
委
ね
よ
と
は
言
わ
な
い
。
彼
い
わ
く
、

ど
れ
ほ
ど
生
計
を
立
て
る
仕
事
に
か
か
り
き
り
の
者
で
も
「
自
分
の
魂

に
つ
い
て
考
え
た
り
、
宗
教
的
問
題
に
か
ん
す
る
知
見
を
増
し
た
り
す

る
た
め
に
割
く
時
間
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

む
し
ろ
、
国
の
宗
教
に
は
不
都
合
だ
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
無

知
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
人
々
に
比
べ
れ
ば
、
貧
し
い
人
々
の
ほ
う

が
真
理
に
近
づ
く
見
込
み
が
高
い
の
で
あ
る
（E, 4.20.3-4

）
。
こ
う
し

て
ロ
ッ
ク
は
、
身
分
や
階
層
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
だ
れ
も
が
各
人

に
相
応
の
し
か
た
で
真
理
に
接
近
す
る
可
能
性
を
も
つ
と
認
め
る
よ
う

に
な
る
。
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五　

物
質
的
改
良
と
し
て
の
勤
勉

　

次
に
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
勤
勉
の
も
う
一
つ
の
意
味
を
考
察
し
よ
う
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
『
統
治
二
論
』
（
一
六
八
九
年
）
に
お
け
る
プ
ロ

パ
テ
ィ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
人

間
た
ち
が
同
意
に
よ
っ
て
政
治
社
会
を
創
設
す
る
さ
い
の
主
要
目
的
は
、

各
人
の
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
全
で
あ
る
（T

T, 2.124

）
。
彼
は
ま
た
、
政

治
社
会
に
お
け
る
「
公
共
善
」
を
、
そ
の
「
被
治
者
」
す
な
わ
ち
「
あ

ら
ゆ
る
個
々
の
成
員
」
に
と
っ
て
の
善
と
同
一
視
し
て
い
る
（T

T, 1.92

）
。

だ
が
こ
れ
ら
の
点
を
も
っ
て
、
ロ
ッ
ク
が
社
会
成
員
を
私
的
権
利
の
担

い
手
に
還
元
し
た
と
見
な
す
の
は
正
し
く
な
い
。
彼
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
を
、

各
人
の
権
利
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
社
会
成
員
の
相
互
的
な
義
務
の
根

拠
と
し
て
も
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ロ
ッ
ク
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
語
に
、
所
有
権
や
財
産
に
は
留
ま
ら
な
い

多
様
な
意
味
を
与
え
て
い
る
。
第
一
の
主
要
な
意
味
は
「
み
ず
か
ら
の

人
身
に
た
い
す
る
」
自
然
の
権
利
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
権
利

は
万
人
の
自
然
権
で
あ
り
、
ま
た
し
た
が
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
所
有
物

で
あ
る
身
体
の
働
き
が
生
み
出
し
た
産
物
も
ま
た
、
自
己
の
正
当
な
所

有
物
と
な
る
（T

T, 2.27

）
。

　

第
二
に
、
労
働
の
産
物
に
た
い
す
る
個
人
の
権
利
は
、
神
に
た
い
す

る
人
間
の
義
務
を
同
時
に
含
む
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
神
が
自
然
の
人

間
を
「
困
窮
」
の
状
態
に
置
い
た
の
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
労
働
に

よ
っ
て
「
地
上
を
征
服
」
し
「
そ
れ
を
生
活
上
の
利
益
の
た
め
に
改
良

す
る
」
よ
う
促
す
た
め
で
あ
っ
た
（T

T, 2.32

）
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
は
、

み
ず
か
ら
の
労
働
の
果
実
に
よ
っ
て
暮
ら
す
と
い
う
意
味
で
「
勤
勉
か

つ
理
性
的
な
」
（T

T, 2.34

）
生
活
に
服
す
る
義
務
を
負
う
。

　

第
三
に
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
形
成
は
他
者
か
ら
の
称
賛
に
値
す
る
行
為

で
あ
る
。
労
働
は
対
象
へ
の
「
権
利
を
確
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
土
地

の
生
産
性
を
高
め
、
私
的
な
財
の
み
な
ら
ず
「
人
類
の
共
同
の
備
蓄
を

増
や
す
」
こ
と
に
寄
与
す
る
か
ら
で
あ
る
（T

T, 2.37

）
。
ロ
ッ
ク
い
わ
く
、

占
有
さ
れ
た
土
地
は
、
所
有
者
の
「
労
働
に
よ
る
改
良
」
を
つ
う
じ
て
、

自
然
の
共
有
地
よ
り
も
「
は
る
か
に
大
き
な
価
値
」
を
作
り
出
す
（T

T, 

2.40

）
。
パ
ン
、
ワ
イ
ン
、
衣
類
と
い
っ
た
日
用
品
に
お
い
て
人
間
が

受
け
取
る
価
値
の
大
部
分
は
、
自
然
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
実
に
「
人
間

の
勤
勉
か
ら
」
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（T

T, 2.42

）
。

　

勤
勉
な
労
働
が
も
た
ら
す
物
質
的
生
活
の
改
良
を
、
ロ
ッ
ク
は
人
類

一
般
へ
の
貢
献
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
同
じ
社
会
に
属
す
る
成
員
へ

の
貢
献
と
し
て
意
味
づ
け
、
ま
た
そ
こ
か
ら
社
会
成
員
の
相
互
的
義
務

を
引
き
出
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
群
の
人
間
た
ち
が
「
残
り
の

人
類
か
ら
分
か
れ
て
」
一
個
の
政
治
共
同
体
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
第
一
の
理
由
は
、
各
人
が
自
然
権
を
保
持
す
る
こ
と
が
プ
ロ
パ

テ
ィ
の
保
全
に
と
っ
て
不
都
合
な
た
め
で
あ
る
（T

T, 2.128

）
。
だ
が

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
お
け
る
個
人
は
「
同
じ
共
同
体
に
お
け
る
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他
の
人
々
の
労
働
、
支
援
、
社
交
」
か
ら
「
多
く
の
便
益
」
を
受
け
取
っ

て
も
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
成
員
は
「
自
分
自
身
の
た
め
に
与
え

ら
れ
た
生
来
の
自
由
」
を
「
社
会
の
善
、
繁
栄
、
安
全
が
要
求
す
る
程

度
」
に
「
放
棄
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（T

T, 2.130

）
。

　

社
会
成
員
の
相
互
的
義
務
の
拘
束
力
を
ロ
ッ
ク
が
ど
れ
ほ
ど
強
い
も

の
と
考
え
て
い
る
か
は
、
人
民
の
抵
抗
権
に
か
ん
す
る
彼
の
議
論
に
お

い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
共
通
善
と
い
う
目
的
を
破
壊

す
る
腐
敗
し
た
政
府
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
、
ロ
ッ
ク
は
人
民
の
正
当
な

権
利
と
考
え
る
。
た
だ
し
彼
は
同
時
に
、
人
民
蜂
起
を
無
政
府
状
態
と

区
別
す
る
た
め
に
、
統
治
の
解
体
を
社
会
そ
の
も
の
の
解
体
か
ら
区
別

す
る
。
こ
の
区
別
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
立
法
部
が
人
民
の
信
託
に
背

く
こ
と
で
、
統
治
が
内
部
か
ら
解
体
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

完
全
な
自
由
が
各
人
に
復
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
最
高
権
力
す

な
わ
ち
立
法
権
が
「
社
会
」
ま
た
は
「
人
民
」
の
手
に
戻
っ
て
く
る
の

だ
と
ロ
ッ
ク
は
主
張
す
る
（T
T, 2.211, 221, 243

）
。
こ
う
し
て
、
ロ
ッ

ク
に
お
け
る
社
会
成
員
の
相
互
的
義
務
は
、
統
治
へ
の
服
従
義
務
が
解

消
さ
れ
て
も
な
お
拘
束
力
を
保
つ
も
の
で
あ
る
と
判
明
す
る
。

六　

市
民
的
美
徳
と
し
て
の
勤
勉

　

ロ
ッ
ク
は
勤
勉
と
改
良
を
、
市
民
の
消
極
的
義
務
（
自
然
権
の
放
棄
、

共
通
の
法
へ
の
服
従
）
の
一
根
拠
と
し
て
提
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
積

極
的
義
務
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
美
徳
と
し
て
奨
励
さ
れ
、
自
発
的
に

遂
行
さ
れ
る
、
市
民
の
能
動
的
貢
献
そ
れ
自
体
と
し
て
も
与
え
て
い
る
。

精
神
的
な
自
己
改
善
と
し
て
の
勤
勉
を
だ
れ
も
が
実
践
し
う
る
美
徳
と

見
な
し
た
の
と
同
様
に
、
こ
こ
で
ロ
ッ
ク
は
、
社
会
経
済
的
ま
た
は
商

業
的
な
意
味
に
お
け
る
勤
勉
―
―
労
働
、
専
有
、
改
良
―
―
を
、
社
会

の
全
成
員
に
適
用
さ
れ
る
徳
目
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
『
統
治
二
論
』
の
み
な
ら
ず
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
ッ
ク
の
論
稿
に

お
い
て
証
明
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
ら
を
見
る
前
に
、
労
働
と
勤
勉
を
社

会
成
員
の
美
徳
と
見
な
す
こ
と
が
、
歴
史
的
に
み
て
ま
っ
た
く
新
奇
な

発
想
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
は
間
違
い
な
く
主
張
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ロ
ッ
ク
以
前
に

は
、
商
業
的
貢
献
と
し
て
の
労
働
と
勤
勉
を
、
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
実

践
さ
れ
る
べ
き
美
徳
と
し
て
扱
う
思
想
家
は
い
な
か
っ
た
。
人
文
主
義

者
お
よ
び
共
和
主
義
者
は
、
勤
勉
を
な
ん
ら
特
別
な
美
徳
と
は
見
な
さ

な
い
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
身
分
に
固
有
の
特
殊
な
徳
目
と
し
て

し
か
扱
っ
て
い
な
い
。
ト
マ
ス
・
モ
ア
が
描
き
出
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

市
民
た
ち
に
は
、
勤
勉
は
そ
れ
自
体
と
し
て
よ
り
も
、
奢
侈
を
軽
蔑
す

る
と
い
う
枢
要
な
美
徳
と
の
関
連
で
意
味
を
も
つ
要
素
と
し
て
与
え
ら

れ
て
い
た

）
38
（

。
他
方
で
、
ト
マ
ス
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
勤
勉
の
美
徳
に
つ
い

て
語
る
が
、
そ
れ
は
ダ
ン
ス
と
の
類
推
で
教
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
機
知

と
経
験
か
ら
生
じ
る
特
質
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
「
す
ば
や

く
知
覚
し
、
新
し
く
創
案
し
、
す
み
や
か
に
助
言
す
る

）
39
（

」
。
つ
ま
り
エ
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リ
オ
ッ
ト
は
、
商
業
的
貢
献
を
な
す
労
働
と
し
て
の
勤
勉
で
は
な
く
、

エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
見
地
か
ら
、
助
言
者
の
美
徳
と
し
て
の
勤
勉
を
説

い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
庶
民
か
ら
な
る
顧
問
官
と
い
う
仮
定
に
つ
い

て
語
っ
た
バ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
す
ら
、
勤
勉
は
君
主
や
そ
の
侍
者
、
あ

る
い
は
官
職
者
に
固
有
の
美
徳
で
し
か
な
か
っ
た

）
40
（

。
そ
の
一
方
で
、
ニ
ー

ダ
ム
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
民
主
政
の
担
い
手
た
ち
は
「
勤
勉
と
勇

気
」
に
よ
っ
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
貢
献
す
る
と
論
じ
て
い
た
。
彼
の

場
合
に
は
、
勤
勉
は
平
民
に
固
有
の
美
徳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

エ
ラ
ス
ム
ス
だ
け
は
、
勤
勉
を
主
要
な
市
民
的
美
徳
の
一
つ
に
数
え

入
れ
る
点
で
例
外
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
は
「
富
裕
ま
た
は
高

貴
な
市
民
」
に
た
い
し
て
、
彼
ら
が
自
分
の
子
息
に
「
な
に
か
座
業
を
」

学
ば
せ
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
み
ず
か
ら
の
修
練
に

専
心
さ
せ
る
こ
と
で
、
若
者
を
「
数
多
い
誘
惑
か
ら
遠
ざ
け
て
」
お
き
、

人
が
「
怠
惰
に
よ
っ
て
」
陥
り
が
ち
な
落
と
し
穴
を
回
避
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

）
41
（

。
「
座
業
」
す
な
わ
ち
物
づ
く
り
の
よ
う
な
仕

事
を
貴
族
の
息
子
た
ち
に
学
ば
せ
よ
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
商
業
的
貢

献
と
し
て
の
勤
勉
の
奨
励
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
は
少
な

く
と
も
、
手
工
業
者
に
低
い
価
値
し
か
認
め
な
い
古
代
的
な
美
徳
の
観

念
と
は
対
照
的
で
あ
る

）
42
（

。
だ
が
そ
れ
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
い
ぜ
ん
と
し

て
人
文
主
義
的
な
観
念
体
系
の
内
部
で
勤
勉
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
を

打
ち
消
さ
な
い
。
あ
く
ま
で
彼
は
、
統
治
へ
の
貢
献
者
た
る
身
分
に
属

す
る
諸
個
人
の
卓
越
性
を
涵
養
す
る
た
め
に
、
勤
勉
を
奨
励
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

他
方
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
古
典
的
意
味
に
お
け
る
市
民
的
美
徳
を
統
治

へ
の
危
険
と
見
な
し
、
こ
れ
を
斥
け
、
そ
の
か
わ
り
に
理
性
（
自
然
法
）

と
情
念
（
恐
怖
）
に
よ
り
促
さ
れ
る
自
発
的
服
従
に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
を
根
拠
づ
け
た
。
彼
は
成
員
資
格
を
論
じ
る
さ
い
に
、
誰
が
統
治
の

担
い
手
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
―
―
身
分
と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

と
の
結
び
つ
き
を
前
提
と
す
る
問
い
―
―
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

社
会
的
身
分
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
自
然
法
の
み
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
市

民
像
を
案
出
し
た
点
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
間
違
い
な
く
ロ
ッ
ク
の

先
例
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
（
ロ
ッ
ク
が
ホ
ッ
ブ
ズ
を
意
図
的
に
援
用

し
た
か
ど
う
か
と
は
別
の
話
と
し
て
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者

に
は
若
干
の
決
定
的
相
違
が
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

を
受
動
的
服
従
に
還
元
し
た
が
、
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
『
統
治
二
論
』
の

執
筆
に
い
た
る
ま
で
に
、
社
会
成
員
を
服
従
と
受
動
性
に
固
く
縛
り
つ

け
て
お
く
よ
う
な
政
治
的
教
説
を
危
険
視
す
る
立
場
に
移
行
し
た

）
43
（

。
そ

れ
に
と
も
な
い
ロ
ッ
ク
の
政
治
学
は
、
個
人
が
統
治
の
服
従
者
と
し
て

負
う
義
務
の
（
ま
た
し
た
が
っ
て
政
府
が
服
従
者
に
行
使
し
う
る
権
力
の
）

限
界
を
画
定
す
る
も
の
と
な
り
、
他
方
に
お
い
て
は
、
精
神
的
な
自
己

改
善
お
よ
び
物
質
的
生
活
の
改
良
を
つ
う
じ
た
市
民
相
互
の
尊
重
と
貢

献
を
も
考
慮
に
入
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
た

ん
に
政
治
的
貢
献
か
ら
美
徳
の
栄
誉
を
取
り
去
っ
た
だ
け
で
あ
る
の
に

た
い
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
商
業
的
貢
献
を
主
要
な
市
民
的
美
徳
に
据
え
た
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の
で
あ
る
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
労
働
と
勤
勉
は
、
神
が
定

め
た
人
類
の
自
然
的
義
務
で
あ
る
と
と
も
に
（cf. T

T, 2.32, 34

）
、
同

じ
社
会
に
属
す
る
成
員
の
あ
い
だ
の
相
互
扶
助
で
も
あ
る
（cf. T

T, 

2.130

）
。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
理
論
的
に
、
勤
勉
を
社
会
に
お
け
る
称

賛
さ
れ
る
べ
き
貢
献
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
だ
が
理
論
的
の
み
な
ら
ず

実
践
的
に
も
、
彼
は
勤
勉
を
、
身
分
や
地
位
に
関
係
な
く
奨
励
さ
れ
る

べ
き
商
業
的
貢
献
と
し
て
一
般
化
し
て
い
る
。
一
六
九
二
年
の
『
利
子
・

貨
幣
論
』
に
お
い
て

）
44
（

、
ロ
ッ
ク
は
製
造
業
者
を
「
も
っ
と
も
重
要
な
」

商
業
的
貢
献
者
と
し
て
認
め
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
「
職
人
た
ち
」

（H
andicrafts M

en

）
に
よ
る
「
労
働
」
が
製
造
業
に
お
い
て
主
要
な
役

割
を
占
め
る
と
い
う
見
解
を
も
表
明
し
て
い
る
（pp. 241-242

）
。
ロ
ッ

ク
は
ま
た
「
王
国
の
負
担
の
主
要
部
分
を
担
う
」
土
地
所
有
者
た
ち
へ

の
共
感
を
表
明
し
て
い
る
が
（pp. 280-281

）
、
し
か
し
同
時
に
「
借
地

人
の
勤
勉
な
し
に
は
」
彼
ら
の
土
地
は
「
わ
ず
か
な
収
益
」
し
か
上
げ

な
い
か
、
あ
る
い
は
「
な
ん
の
収
益
も
」
生
ま
な
い
だ
ろ
う
と
も
付
言

し
て
い
る
（pp. 250-251

）
。
そ
の
一
方
で
、
ロ
ッ
ク
は
「
仲
買
人
」
が

い
か
な
る
貢
献
も
果
た
さ
ず
、
む
し
ろ
「
通
商
で
得
た
利
益
の
あ
ま
り

に
大
き
な
部
分
を
食
い
尽
く
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
増

加
が
社
会
に
と
っ
て
有
害
で
す
ら
あ
る
と
警
告
し
て
い
る
（pp. 241-

242

）
。
さ
ら
に
次
の
点
も
付
言
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
は
『
統

治
二
論
』
に
お
け
る
「
賢
明
で
神
の
ご
と
き
」
君
主
へ
の
期
待
を
表
明

し
た
一
節
で
、
そ
の
よ
う
な
君
主
は
「
確
立
さ
れ
た
自
由
の
法
」
に
よ

り
「
人
類
の
誠
実
な
勤
勉
の
保
護
お
よ
び
奨
励
」
を
確
保
し
う
る
よ
う

な
統
治
者
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（T

T, 2.42

）
。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は

勤
勉
を
、
統
治
者
の
美
徳
た
る
賢
明
さ
の
評
価
尺
度
と
し
て
す
ら
適
用

す
る
。

　

ま
さ
に
こ
の
こ
と
の
反
面
と
し
て
、
市
民
の
主
要
な
悪
徳
を
ロ
ッ
ク

は
怠
惰
に
見
出
す
。
彼
が
「
救
貧
法
論
」
（
一
六
九
七
年
）
に
お
い
て
提

言
し
た
貧
民
対
策
の
苛
酷
さ
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
仕
事
が
で
き

な
い
か
家
族
を
養
え
な
い
「
ふ
り
を
す
る
」
者
た
ち
を
ロ
ッ
ク
は
「
怠

惰
な
浮
浪
者
」
と
名
指
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
類
の
人
々
を
強
い

て
働
か
せ
る
た
め
に
、
移
動
の
制
限
、
強
制
労
働
、
旅
行
許
可
証
を
偽

造
し
た
者
に
た
い
す
る
耳
の
切
除
刑
な
ど
の
措
置
を
彼
は
提
案
し
た

）
45
（

。

そ
れ
ら
が
残
酷
な
だ
け
で
な
く
懲
罰
的
で
も
あ
る
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
が

怠
惰
を
い
わ
ば
二
重
の
悪
徳
と
、
す
な
わ
ち
、
自
然
法
の
侵
害
か
つ
社

会
成
員
間
の
相
互
的
責
務
の
放
棄
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
が

つ
く
だ
ろ
う
。
『
統
治
二
論
』
に
お
い
て
彼
は
、
神
が
世
界
を
与
え
た

の
は
「
喧
嘩
っ
早
く
争
い
好
き
な
者
」
で
は
な
く
勤
勉
で
理
性
的
な
者

に
た
い
し
て
で
あ
っ
て
、
前
者
は
「
彼
の
勤
勉
が
及
び
う
る
」
部
分
が

世
界
に
残
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
他
人
の
骨
折
り
と
改
良
の
成
果
に
た

い
し
て
ど
ん
な
権
利
も
要
求
で
き
な
い
と
論
じ
た
（T

T, 2.34

）
。
こ
こ

に
は
、
ロ
ッ
ク
が
怠
惰
を
他
人
の
自
然
権
ま
た
は
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
侵
害

と
ほ
と
ん
ど
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
く
わ
え
て
、
す
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で
に
見
た
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
同
じ
社
会
の
成
員
か
ら
労
働
を
つ
う
じ

て
提
供
さ
れ
る
便
益
を
、
社
会
成
員
が
相
互
に
負
う
義
務
の
一
根
拠
と

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
怠
惰
は
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
い
わ
ゆ
る
た

だ
乗
り
を
、
つ
ま
り
市
民
の
道
徳
的
義
務
の
放
棄
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。

　

外
国
人
も
ま
た
、
勤
勉
に
よ
り
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
に
寄
与
し
う
る
点

で
は
市
民
と
違
わ
な
い
こ
と
を
ロ
ッ
ク
は
認
め
て
い
る
。
ナ
ン
ト
の
勅

令
の
撤
回
以
降
に
急
増
し
た
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
難
民

へ
の
対
応
が
議
論
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
ロ
ッ
ク
は
集
団
帰
化
法
案
を

擁
護
す
る
一
六
九
三
年
の
論
稿
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
難
民
を
受
け
入

れ
る
こ
と
の
利
点
を
強
調
し
た
。
こ
う
し
た
人
々
が
「
怠
惰
」
と
な
っ

て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
負
担
を
作
り
出
す
だ
ろ
う
と
い
う
反
対
派
の
主
張

を
予
期
し
つ
つ
、
ロ
ッ
ク
は
「
他
人
の
労
働
に
よ
っ
て
生
き
て
い
け
る

な
ど
と
期
待
し
て
」
他
の
国
に
移
る
者
な
ど
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
と

主
張
し
て
い
る

）
46
（

。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
権
利
義
務
で
は
な
く
純
粋
に

国
益
の
見
地
か
ら
で
は
あ
る
も
の
の
、
外
国
人
に
た
い
し
て
市
民
と
同

じ
評
価
尺
度
を
当
て
は
め
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
平
民
の
生
業
を
含
む
す
べ
て
の
私
的
な
生
産

活
動
を
、
勤
勉
の
美
徳
の
実
践
と
し
て
、
す
な
わ
ち
物
質
的
生
活
の
改

良
に
よ
る
同
胞
市
民
へ
の
商
業
的
貢
献
と
し
て
価
値
づ
け
た
。
勤
勉
の

実
践
に
か
ん
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
す
べ
て
の
社
会
成
員
を
身
分
に
か
か
わ

ら
ず
対
等
な
道
徳
的
人
格
と
見
な
し
て
い
る
。
身
分
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
よ
う
な
平
等
主
義
を
ロ
ッ
ク
が
意
図
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
自

身
が
弁
明
し
て
い
る
と
お
り
だ
（T

T, 2.54

）
。
だ
が
同
時
に
彼
は
、
社

会
成
員
を
平
等
に
扱
う
方
法
が
あ
る
と
も
考
え
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は

法
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
政
府
が
「
宮
廷
の
寵
臣
に
も
鋤
を
と
る
農

夫
に
も
」
単
一
の
法
の
支
配
を
敷
く
こ
と
で
あ
る
（T

T, 2.142

）
。
そ

し
て
も
う
一
つ
が
、
勤
勉
と
商
業
的
貢
献
を
市
民
的
美
徳
と
し
て
一
般

化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
自
体
は
身
分
的
不
平
等

を
否
定
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
し
か
し
勤
勉
の
一
般
化
を

商
業
的
な
支
配
階
級
の
道
徳
的
正
当
化
に
寄
与
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
（
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
）
と
評
す
る
こ
と
も
正
し
い
と
は
言

え
な
い

）
47
（

。
他
方
で
、
そ
れ
を
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
層
の
自
意
識
に
還
元
す

る
こ
と
も
一
面
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
、

ロ
ッ
ク
の
道
徳
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
（
勃
興
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に

で
は
な
い
に
せ
よ
）
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
卓
越
し
た
部
分
と
し
て
の
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
層
に
向
け
ら
れ
て
い
た

）
48
（

。
だ
が
ロ
ッ
ク
の
道
徳
思
想
や
政

治
思
想
の
性
格
は
、
か
な
ら
ず
し
も
彼
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
が

勤
勉
な
商
業
的
貢
献
者
と
し
て
の
市
民
像
を
提
示
し
た
こ
と
に
は
、
身

分
や
財
産
や
能
力
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
成
員
に
相
互
的
義
務
の

意
識
が
喚
起
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
見
解
が
読
み
取
れ
る
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
ロ
ッ
ク
の
市
民
像
を
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
古
典
的
類

型
に
も
近
代
的
類
型
に
も
還
元
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
独
自
性
に
お
い

て
特
徴
づ
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
人
文
主
義
や
共
和
主
義
の
伝
統
か
ら

離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ッ
ク
は
む
し
ろ
自
然
法
理
論
に
も

と
づ
く
人
間
お
よ
び
社
会
成
員
の
道
徳
的
諸
要
件
の
考
察
を
つ
う
じ
て
、

精
神
的
お
よ
び
物
質
的
な
意
味
に
お
け
る
勤
勉
を
美
徳
と
す
る
、
新
た

な
市
民
像
を
提
示
す
る
に
い
た
っ
た
。
古
典
的
市
民
像
と
比
べ
た
ロ
ッ

ク
の
市
民
像
の
特
徴
は
、
そ
の
徳
性
を
政
治
的
貢
献
で
は
な
く
商
業
的

貢
献
に
、
そ
の
担
い
手
を
卓
越
し
た
成
員
で
は
な
く
全
成
員
に
見
出
す

点
に
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
市
民
像
は
ま
た
、
彼
に
先
立
っ
て
古
典
的
な
市

民
像
に
挑
戦
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
、
受
動
的
服
従
に
還
元
さ
れ
た

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
ロ
ッ
ク
は
、

共
通
善
へ
の
貢
献
を
理
想
と
す
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
念
を
、
人

間
の
生
来
的
優
劣
と
い
う
自
然
主
義
的
な
想
定
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に

寄
与
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
知
見
は
、
権
利
保
有
者
と
し
て

の
個
人
像
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
リ
ベ
ラ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
創

設
者
ロ
ッ
ク
と
い
う
因
習
的
イ
メ
ー
ジ
の
根
本
的
な
見
直
し
を
迫
る
だ

ろ
う
。
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（
5
） T

hom
pson, M

artyn 1994, Locke ’s C
ontract in C

ontext, in D
. 

Boucher and P. K
elly eds., Th

e Social C
ontract from

 H
obbes to Raw

ls, 
London and N

ew
 York: Routledge, pp. 121-123.

（
6
） Pocock 2003, Th

e M
achiavellian M

om
ent, p. 579.

（
7
） Pocock 1995, Th

e Ideal of C
itizenship, pp. 42-43, 45-46.

（
8
） Tully, Jam

es 1993, Placing the Tw
o Treatises, in N

. Phillipson and Q
. 

Skinner eds., Political D
iscourse in Early M

odern Britain, C
am

bridge: 
C

am
bridge U

niv. Press, pp. 253-255.
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（
9
） M

arshall, John 1994, John Locke: R
esistance, R

eligion, and 
Responsibility, C

am
bridge: C

am
bridge U

niv. Press, pp. 161, 293-294. 

最
近
で
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
＝

バ
ト
ル
が
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
の
影
響

を

詳

細

に

考

察

し

て

い

る
。Stuart-Buttle, Tim

 2019, From
 M

oral 
Th

eology to M
oral Philosophy: C

icero and Visions of H
um

anity from
 Locke 

to H
um

e, O
xford: O

xford U
niv. Press.

（
10
） G

oldie, M
ark 1999, Introduction, in M

. G
oldie ed., Th

e Reception of 
Locke’s Politics, vol. 1, London: Pickering &

 C
hatto, p. xlvii

（
11
） 

山
岡
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
個
人
主
義
的
な
原
理
の
う
え
に
構
築
さ
れ
た

ロ
ッ
ク
の
政
治
理
論
を
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
全
体
論
的
で
あ
る
共
和
主
義

と
完
全
に
互
換
可
能
な
も
の
と
見
な
す
な
ら
ば
、
共
和
主
義
に
過
度
の
拡
大

解
釈
を
施
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
山
岡
龍
一
「
共
和
主
義
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
」
佐
伯
啓
思
・
松
原
隆
一
郎
編
『
共
和
主
義
ル
ネ
サ
ン
ス
』
N 

T 

T
出
版
、

二
〇
〇
七
年
、
二
二
九
頁
。

（
12
） A

ristotle 1932, Politics, tr. by H
. R

ackham
, C

am
bridge, M

ass.: 
H

arvard U
niv. Press, 1252b, p. 9; 1276b, p. 187.

（
13
） Aristotle 1932, Politics, 1275a, p. 175.

（
14
） A

ristotle 2000, N
icom

achean Ethics, tr. by R
. C

risp, C
am

bridge: 
C

am
bridge U

niv. Press, 1109b, p. 37; 1110a, p. 39.

（
15
） C

ondren, C
onal 1994, T

he Language of Politics in Seventeenth-
C

entury England, Basingstoke: M
acm

illan Press, pp. 94-98.

（
16
） Ibid., p. 91; R

iesenberg, Peter 1992, C
itizenship in the W

estern 
Tradition: Plato to Renaissance, C

am
bridge: C

am
bridge U

niv. Press, ch. 
8; Peltonen, M

arkku 1995, C
lassical H

um
anism

 and Republicanism
 in 

English Political T
hought, 1570–1640, C

am
bridge: C

am
bridge U

niv. 
Press. pp. 7-11; Skinner, Q

uentin 1996, Reason and Rhetoric in the 
Philosophy of H

obbes, C
am

bridge: C
am

bridge U
niv. Press, p. 285.

（
17
） R

iesenberg 1992, C
itizenship, pp. 203-204.

（
18
） Skinner, Q

uentin 1978, Th
e Foundations of M

odern Political Th
ought: 

Vol. 1, T
he Renaissance, C

am
bridge: C

am
bridge U

niv. Press, ch. 8; 
Peltonen, M

arkku 1995, C
lassical H

um
anism

 and Republicanism
 in 

English Political T
hought, 1570–1640, C

am
bridge: C

am
bridge U

niv. 
Press. pp. 7-11; Skinner, Q

uentin 1996, Reason and Rhetoric in the 
Philosophy of H

obbes, C
am

bridge: C
am

bridge U
niv. Press, p. 285.

（
19
） C

f. Skinner 1978, Th
e Foundations, pp. 236-238.

（
20
） Erasm

us [1516] 1997, Th
e Education of a C

hristian Prince, ed. by L. 
Jardine, tr. by N

. M
. C

heshire and M
. J. H

eath, C
am

bridge: 
C

am
bridge U

niv. Press, pp. 15-16.

（
21
） Elyot, Th

om
as [1531] 1962, Th

e Book N
am

ed the G
overnor, ed. by S. 

E. Lehm
berg, London: D

ent D
utton, p. 116.

（
22
） Peltonen 1995, C

lassical H
um

anism
 and Republicanism

, pp. 9-10. 

ペ

ル
ト
ネ
ン
に
よ
れ
ば
、
十
六
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、ト
マ
ス
・
ス
タ
ー

キ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
ネ
ッ
ト
、
ジ
ョ
ン
・
エ
ル
マ
ー
と
い
っ
た
論
者
が
、

混
合
政
体
の
理
念
を
先
駆
的
に
利
用
し
て
い
た
。

（
23
） Barnes, Barnabe 1606, Foure Bookes of O

ffi
ces: Enabling Privat Persons 

for the Speciall Service of All G
ood Princes and Policies, London, p. 33.

（
24
） Barnes 1606, Foure Bookes, p. 130. C

f. Peltonen 1995, C
lassical 

H
um

anism
 and Republicanism

, pp. 164, 180-181.

（
25
） N

edham
, M

archam
ont [anon.] 1654, A

 True State of the of the 
C

om
m

onw
ealth of England, Scotland, and Ireland, London. p. 51. C

f. 
Scott, Jonathan 2004, C

om
m

onw
ealth Principles: Republican W

riting of 
the English Revolution, C

am
bridge: C

am
bridge U

niv. Press, p. 139; 
W

oodford, Benjam
in 2013, Perceptions of a M

onarchy w
ithout a King: 

Reactions to O
liver C

rom
w

ell's Pow
er, M

ontreal: M
cG

ill-Q
ueen's Press, 

pp. 70-71.

（
26
） 
ホ

ッ

ブ

ズ
『

市

民

論

』
（H

obbes, Th
om

as [1642] 1983, D
e C

ive: 
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Philosophical Rudim
ents C

oncerning G
overnm

ent and Society, English 
Version, ed. by H

. W
arrender, O

xford: C
larendon Press

）
は
C
と
略
記
し
、

引
用
を
章
番
号
、
節
番
号
で
示
す
。

（
27
） C

f. Skinner 1996, Reason and Rhetoric, p. 286.
（
28
） 
ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
（H

obbes, Th
om

as [1651] 2014, 
Leviathan, vols. 2 and 3, ed. by N

. M
alcolm

, O
xford: C

larendon 
Press

）
は
L
と
略
記
し
、
引
用
を
章
番
号
、
マ
ル
コ
ム
版
第
二
巻
の
頁
番
号

で
示
す
。

（
29
） 

ホ
ッ
ブ
ズ
は
力
へ
の
欲
望
に
、
名
誉
や
栄
光
と
い
う
他
人
の
評
価
に
よ
り

満
た
さ
れ
る
欲
望
を
も
含
め
て
い
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
自
尊

心
」
（pride

）
を
両
義
的
に
理
解
し
て
い
る
。
中
神
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ

は
自
尊
心
を
、
争
い
の
源
と
な
る
悪
徳
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
内
面
的
な
優

越
感
情
へ
と
高
め
ら
れ
る
場
合
に
は
美
徳
の
内
発
的
誘
因
に
も
な
り
う
る
と

考
え
て
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
古
代
以
来
の
美
徳
の
観
念
を

引
き
継
い
で
い
る
と
、
中
神
は
見
て
い
る
。
本
稿
は
む
し
ろ
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ

ク
の
自
然
法
の
教
説
が
美
徳
の
理
念
に
も
た
ら
し
た
意
味
変
容
を
問
う
も
の

で
あ
り
、
彼
ら
が
古
典
的
な
徳
の
理
念
を
ど
れ
ほ
ど
継
承
し
て
い
る
か
は
別

の
問
題
と
い
え
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
関
連
づ
け
て
考
察
さ
れ
る
必

要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
中
神
由
美
子
「
T
・
ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

に
お
け
る
プ
ラ
イ
ド
と
徳
」
『
年
報
政
治
学
』
六
〇
巻
二
号
、
二
〇
〇
九
年
、

一
七
八
―
二
〇
二
頁
所
収
。

（
30
） Lloyd, S. A. 2009, M

orality in the Philosophy of Th
om

as H
obbes: C

ases 
in the Law

 of N
ature, C

am
bridge: C

am
bridge U

niv. Press, p. 148.

（
31
） Locke, John 1954, Essays on the Law

 of N
ature, ed.by W

. von Leyden, 
O

xford: C
larendon Press, pp. 115, 135, 147.

（
32
） Locke 1954, Essays on the Law

 of N
ature, p. 115.

（
33
） 

ロ

ッ

ク
『

人

間

知

性

論

』
（Locke, John [1689] 1975, An Essay 

C
oncerning H

um
an U

nderstanding, ed.by P. N
idditch, O

xford: 

C
larendon Press

）
はE

と
略
記
し
、
引
用
を
巻
、
章
、
節
番
号
で
示
す
。

（
34
） Locke 1954, Essays on the Law

 of N
ature, pp. 167, 169.

（
35
） Locke John 1990, D

rafts for the E
ssay C

oncerning H
um

an 
U

nderstanding, Volum
e 1: D

rafts A and B, ed. by P. H
. N

idditch and G
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A. J. Rogers, O
xford: C

larendon Press, p. 40 (A25).

（
36
） M

S. Locke f. 3, pp. 381-382; Locke, John 1997, Locke: Political 
Essays, ed. by M

. G
oldie, C
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bridge: C
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bridge U

niv. Press, p. 272.

（
37
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中
神
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ホ
ッ
ブ
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と
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）
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照
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ッ
ク
も
ま
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尊
心
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尊
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を
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導
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へ
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導
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す
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考
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に
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と
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て
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尊
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の
観
念
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か
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す
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も
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義
務
へ
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内
的
な
動
機
づ
け
に
ロ
ッ
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が
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な
関
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を
注
い
だ
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と
を
証
拠
づ
け

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
神
由
美
子
「
J
・
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
プ
ラ
イ

ド
と
市
民
社
会
（
文
明
社
会
）
」
『
年
報
政
治
学
』
五
九
巻
一
号
、
二
〇
〇
八

年
、
二
六
三
―
二
八
二
頁
所
収
。

（
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） M

ore, T
hom

as [1516] 2016, U
topia, T

hird Edition, ed. by G
. M

. 
Logan, tr. by R

. M
. Adam

s, C
am

bridge: C
am

bridge U
niv. Press.

（
39
） Elyot 1962, Th

e Book N
am

ed the G
overnor, pp. 81-83.

（
40
） Barnes 1606, Foure Bookes, pp. 28-29, 47, 100, 142.

（
41
） Erasm

us 1997, Th
e Education of a C

hristian Prince, pp. 83-84.

（
42
） C

f. Aristotle 192, Politics, 1960a, p. 65. 

（
43
） 

『
統
治
二
論
』
第
二
論
文
の
推
定
上
の
執
筆
年
に
は
幅
が
あ
る
が
、
一
六

七
九
年
か
ら
八
三
年
、
す
な
わ
ち
王
位
排
除
法
案
か
ら
ラ
イ
ハ
ウ
ス
陰
謀
事

件
に
い
た
る
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
即
位
を
め
ぐ
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
対
立

が
激
化
し
た
時
期
―
―
そ
の
期
間
に
フ
ィ
ル
マ
ー
の
神
授
権
王
政
説
『
パ
ト

リ
ア
ー
カ
』
（
一
六
八
〇
年
）
が
公
刊
さ
れ
た
―
―
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
確

実
視
さ
れ
て
い
る
。C

f. M
ilton, John 1995, D

ating Locke's Second 
Treatise, in H

istory of Political Th
ought, 16(3), pp. 356-390.
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（
44
） 

本
段
落
で
示
す
頁
番
号
は
、
以
下
の
校
訂
本
に
所
収
の
『
利
子
・
貨
幣
論
』

の
も
の
で
あ
る
。Locke, John 1991, Locke on M

oney, vol. 1, ed. by P. H
. 

K
elly, O

xford: C
larendon Press.

（
45
） Locke 1997, Political Essays, pp. 184-189.

（
46
） H

arvard U
niv. H

oughton M
S. Eng. 818, pp. 1-5; Locke 1997, 

Political Essays, p. 324.

（
47
） M

acpherson, C
. B

. 1962, T
he Political T

heory of Possessive 
Individualism

: H
obbes to Locke, O

xford: C
larendon Press, ch. 5.

（
48
） M

arshall 1994, John Locke, pp. 298-299.

キ
ー
ワ
ー
ド　

市
民
と
服
従
者
、
成
員
資
格
、
理
性
、
美
徳
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
宗
教
戦
争
の
傷
痕
が
残
る
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

「
狂
信
（fanatism

e

）
」
が
世
俗
的
な
共
同
体
に
と
っ
て
の
脅
威
と
し
て

認
識
さ
れ
た
点
に
鑑
み
、
ジ
ャ
ン
＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
（
一
七
一
二

―
七
八
）
の
政
治
思
想
に
お
け
る
狂
信
批
判
の
射
程
と
意
義
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
衆
の
無
知
蒙
昧
か
ら
の
解
放
を
説
く
先
進
的

な
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
信
仰
の
熱
狂
的
な
表
出
で
あ
る
と
こ
ろ
の
狂

信
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
当
時
の
潮
流
に
あ
っ
て
、
ル
ソ
ー
は
狂
信
と

い
う
現
象
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
か
。
本
稿
は
ル
ソ
ー
が
狂
信
に

つ
い
て
自
説
を
展
開
し
た
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
狂
信
の
ど

の
よ
う
な
点
が
危
険
と
み
な
さ
れ
た
の
か
を
詳
ら
か
に
し
、
ル
ソ
ー
の

狂
信
批
判
が
か
れ
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
民
観
と
関
わ
る
こ
と
を
論

じ
る
。
さ
ら
に
、
狂
信
を
単
に
斥
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

熱
意
の
対
象
を
別
の
方
向
へ
向
け
変
え
よ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
の
立
論
の

独
自
性
を
強
調
し
、
個
人
の
信
仰
と
市
民
と
し
て
の
義
務
と
を
調
和
さ

せ
よ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
の
企
図
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　

後
述
の
よ
う
に
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
は
し
ば
し
ば
狂
信
が
議
論
の

俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
が
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
狂
信
の
概
念
が
重
要
な
意

味
を
も
つ
の
は
、
『
エ
ミ
ー
ル
』
（
一
七
六
二
年
）
第
四
篇
の
宗
教
論
の

中
で
狂
信
と
無
信
仰
と
が
比
較
さ
れ
て
い
る
箇
所
、
さ
ら
に
『
社
会
契

〈
公
募
論
文
〉

ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
に
お
け
る
狂
信
批
判

関
口
佐
紀
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約
論
』
（
一
七
六
二
年
）
の
市
民
宗
教
論
に
お
い
て
狂
信
者
と
市
民
と
が

対
比
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る

）
1
（

。
前
者
の
テ
ク
ス
ト
に
着
目
し
て
い
る

先
行
研
究
と
し
て
は
、
D
・
コ
ラ
と
G
・
ワ
ー
テ
ル
ロ
に
よ
る
も
の
が

挙
げ
ら
れ
る

）
2
（

。
い
ず
れ
も
、
ル
ソ
ー
が
狂
信
に
言
及
す
る
理
由
は
当
時

の
哲
学
が
無
責
任
に
誘
発
し
た
無
信
仰
を
批
判
す
る
た
め
で
あ
る
と
理

解
し
、
狂
信
も
や
は
り
国
家
に
と
っ
て
の
脅
威
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る

点
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
コ
ラ
は
、
国
家
が
採
用
す
べ
き
解
決

策
と
し
て
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
推
奨
さ
れ
た
の
が
市
民
宗
教
で
あ
る
と
解

釈
し
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
宗
教
観
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い

る
こ
と
を
論
じ
た

）
3
（

。
ワ
ー
テ
ル
ロ
も
ま
た
『
エ
ミ
ー
ル
』
か
ら
『
社
会

契
約
論
』
へ
と
視
点
を
移
し
、
寛
容
を
中
心
的
教
義
と
す
る
市
民
宗
教

を
狂
信
お
よ
び
歴
史
的
な
も
ろ
も
ろ
の
宗
教
に
対
す
る
武
器
と
み
な
し

て
、
国
家
の
脅
威
と
し
て
の
宗
教
的
狂
信
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
市
民
宗

教
の
構
図
を
提
示
し
た

）
4
（

。
他
方
で
後
者
の
テ
ク
ス
ト
に
着
目
す
る
先
行

研
究
の
場
合
は
、
狂
信
を
国
家
の
脅
威
と
み
な
す
点
で
は
相
違
な
い
が
、

ル
ソ
ー
が
狂
信
の
脅
威
を
不
寛
容
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
と
主
張
す

る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
J
・
サ
ア
ダ
は
、
ル
ソ
ー
の
懸
念
が

宗
教
を
戦
争
や
内
乱
の
原
因
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
宗
教
的
不
寛
容
に

向
け
ら
れ
て
い
た
と
主
張
し
、
市
民
宗
教
の
主
要
な
目
的
が
狂
信
の
排

除

に

あ

る

と

解

釈

し

た
）
5
（

。
「

社

交

性

の

感

情
（sentim

ents de 

sociabilité

）
」
を
醸
成
す
る
市
民
宗
教
の
機
能
に
着
目
す
る
B
・
ベ
ル

ナ
ル
デ
ィ
も
ま
た
、
不
寛
容
と
し
て
表
出
し
た
非
―

社
交
性
の
極
端
な

あ
り
方
を
狂
信
と
み
な
し
、
そ
の
治
療
薬
こ
そ
が
市
民
宗
教
に
他
な
ら

な
い
と
結
論
づ
け
た

）
6
（

。

　

た
し
か
に
他
の
宗
教
や
宗
派
に
対
す
る
排
他
的
態
度
に
あ
ら
わ
れ
る

不
寛
容
は
狂
信
の
忌
む
べ
き
傾
向
で
あ
る
し

）
7
（

、
市
民
宗
教
を
提
唱
し
た

ル
ソ
ー
が
狂
信
お
よ
び
不
寛
容
を
国
家
の
敵
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に

異
論
の
余
地
は
な
い
。
し
か
る
に
本
稿
は
、
ル
ソ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
狂
信
が
国
家
の
脅
威
と
想
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
不
寛
容
と
同

一
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
狂
信
が
民
衆
の
性
質

に
与
え
る
影
響
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

具
体
的
に
は
、
同
時
代
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
（
第
一
節
）
、
上
記
の

テ
ク
ス
ト
以
前
に
ル
ソ
ー
が
狂
信
に
対
す
る
意
見
を
披
瀝
し
た
『
ダ
ラ

ン
ベ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
』
（
一
七
五
八
年
）
を
繙
き
、
ル
ソ
ー
が
狂
信
の

危
険
性
を
民
衆
の
隷
従
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る

（
第
二
節
）
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
導
き
手
に
依
存
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
働
き
か
け
次
第
で
は
政
治
的
共
同
体
に
と
っ
て

有
用
な
情
念
へ
と
転
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
同

書
お
よ
び
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
（
第
三
節
）
。
さ

い
ご
に
、
『
社
会
契
約
論
』
の
草
稿
で
狂
信
者
と
市
民
と
が
対
比
さ
れ

て
い
る
点
に
つ
い
て
、
煽
動
者
に
隷
従
す
る
狂
信
者
の
傾
向
と
自
ら
の

決
定
の
み
に
従
う
市
民
の
主
体
性
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
（
第
四
節
）
、
狂
信
を
理
性
で
克
服
す
る
の
で
も
な
く
別
の
情
念
で

置
き
換
え
る
の
で
も
な
く
、
市
民
宗
教
と
い
う
信
仰
に
よ
っ
て
和
ら
げ
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よ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
の
議
論
の
独
自
性
を
示
す
。

一　

十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
問
題
意
識
と
し
て
の
狂
信

　

本
節
で
は
、
狂
信
者
が
宗
教
的
な
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
世
俗
的
な

観
点
か
ら
も
ま
た
危
険
視
さ
れ
て
い
た
点
に
着
目
し
、
狂
信
の
ど
の
よ

う
な
点
が
問
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
、
国
境
を
越
え
て
彷
徨
す
る
狂

信
と
い
う
名
の
亡
霊
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
脅
か
し
て
い
た
。
宗
教
改
革
運

動
の
伝
播
と
と
も
に
勢
力
を
強
め
て
い
っ
た
推
進
派
と
教
皇
側
の
攻
防

は
、
や
が
て
各
地
に
軍
事
衝
突
を
引
き
起
こ
す
。
時
代
を
象
徴
す
る
の

は
、
一
五
三
〇
年
代
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
再
洗

礼
派
が
統
治
権
を
勝
ち
取
っ
た
の
も
束
の
間
、
か
れ
ら
の
教
義
に
基
づ

い
て
布
か
れ
た
財
産
共
有
制
や
洗
礼
の
強
制
は
市
民
の
反
発
・
追
放
を

招
き
、
司
教
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
包
囲
軍
と
再
洗
礼
派
と
の
衝
突
の

果
て
に
凄
惨
な
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
「
狂
信
」
の
語
が
特
殊
な

意
味
を
込
め
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
惨
事
が

社
会
を
脅
か
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
コ
ラ
の
研
究
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン

ス
語
文
献
に
お
い
て
「fanatique

」
の
用
語
が
最
初
に
市
民
社
会
と
の

関
連
で
用
い
ら
れ
た
実
例
は
一
五
四
六
年
に
ま
で
遡
る
。
そ
れ
は
、
ド

イ
ツ
の
神
学
者
で
あ
り
ル
タ
ー
の
協
力
者
で
も
あ
っ
た
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン

（
一
四
九
七
―
一
五
六
〇
）
の
著
書
『
神
学
総
覧
』
（
一
五
二
一
年

）
8
（

）
の
フ

ラ
ン
ス
語
訳
書
の
第
二
版
（
初
版
の
公
刊
は
一
五
四
五
年
）
に
お
い
て
で

あ
る

）
9
（

。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、
聖
書
の
記
述
を
根
拠
と
し
て
財
産
の
私
有

を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
再
洗
礼
派
を
「
狂
信
的
な
人
々

（gens fanatiques

）
」
と
表
現
し
た

）
10
（

。
こ
の
と
き
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
着
想
を
得
た
「
市
民
た
ち
の
共
同
体
」
を
市
民
社
会
の

モ
デ
ル
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い

）
11
（

。
つ
ま
り
再
洗
礼

派
が
狂
信
者
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
そ
の
強
調
点
は
神
の
国
を
標
榜
し
て

市
民
の
政
治
参
加
を
中
心
と
し
た
秩
序
を
拒
絶
す
る
態
度
に
置
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

十
八
世
紀
に
狂
信
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
七
世
紀

末
よ
り
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
で
噴
出
し
た
騒
乱
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

周
知
の
と
お
り
、
一
六
八
五
年
に
ル
イ
十
四
世
が
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ

ロ
ー
勅
令
を
発
し
て
ナ
ン
ト
の
勅
令
を
廃
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
実
質

的
に
排
斥
す
る
と
、
多
く
の
信
者
が
国
外
へ
亡
命
し
た
。
そ
の
傍
ら
で
、

国
内
に
留
ま
り
反
発
を
続
け
る
勢
力
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
有
名
な
反

乱
は
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
地
方
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
カ
ミ
ザ
ー
ル
の
乱

で
あ
り
、
こ
れ
は
狂
信
が
招
い
た
事
件
の
代
名
詞
と
し
て
歴
史
書
に
記

録
さ
れ
て
い
る

）
12
（

。
さ
ら
に
こ
の
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
を
逃
れ
て
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
へ
渡
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
動
き
も
見
ら
れ
た
。
か
れ
ら
の
う
ち

に
は
預
言
者
さ
な
が
ら
に
神
の
国
の
復
活
を
説
い
て
民
衆
を
煽
動
す
る

者
も
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
内
の
諸
宗
派
に
よ
る
内
乱
状
態
と
相

俟
っ
て
、
狂
信
が
社
会
に
も
た
ら
す
影
響
は
著
述
家
た
ち
の
議
論
の
主
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題
と
な
っ
た

）
13
（

。

　

さ
て
、
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
狂
信
が
社
会
的
な
問
題
意
識

と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
一
七
五
一
年
か
ら
七
二
年
に
か
け

て
出
版
さ
れ
た
『
百
科
全
書
』
に
そ
の
項
目
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
執
筆
者
の
A
・
ド
レ
ー
ル
（
一
七
二
六
―
九
七
）

は
友
人
で
あ
る
ル
ソ
ー
の
紹
介
を
通
し
て
編
者
デ
ィ
ド
ロ
と
知
り
合
い
、

当
該
項
目
の
執
筆
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ド
レ
ー
ル
は
、
狂
信

を
「
迷
信
的
な
も
ろ
も
ろ
の
意
見
か
ら
生
ま
れ
た
盲
目
的
で
情
熱
的
な

熱
意
で
あ
り
、
愚
か
で
不
正
で
残
酷
な
も
ろ
も
ろ
の
行
為
を
犯
さ
せ
る
」

も
の
と
定
義
す
る

）
14
（

。
つ
ま
り
そ
れ
は
行
為
と
し
て
外
部
に
表
現
さ
れ
る

点
に
お
い
て
、
個
人
が
抱
く
単
な
る
意
見
や
信
仰
と
は
異
な
っ
て
扱
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
分
析
が
特
定
の
宗
教
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い

点
で
あ
る
。
当
該
項
目
で
は
狂
信
の
歴
史
と
そ
の
所
業
、
原
因
、
症
候
、

治
癒
法
が
順
序
立
て
て
語
ら
れ
、
最
後
に
「
愛
国
者
の
狂
信
」
と
い
う

特
殊
な
事
例
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
項
目
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
う
ち

も
っ
と
も
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
の
は
狂
信
の
歴
史
で
あ
り
、

古
代
よ
り
世
界
の
至
る
と
こ
ろ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
偏
見
の
数
々

が
列
挙
さ
れ
る
。
ド
レ
ー
ル
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
記
述
に
即
し
て
、
古

代
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
人
身
御
供
の
慣
習
を
狂
信
の
例
と
し
て
挙
げ
る

こ
と
か
ら
は
じ
め
、
古
代
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
か
ら
ア
メ
リ
カ
大
陸
、
ア

ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
目
を
移
し
て
い
く
。
狂
信
が
と
り
わ
け
問
題

視
さ
れ
る
の
は
、
宗
教
的
な
信
念
に
基
づ
い
た
過
度
な
行
為
が
身
体
へ

の
加
害
や
殺
戮
に
ま
で
発
展
す
る
場
合
で
あ
る
。
狂
信
に
潜
む
こ
の
よ

う
な
傾
向
は
、
古
代
の
異
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
キ
リ
ス
ト

教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
な
ど
、
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
宗
教
」
に

広
ま
っ
た

）
15
（

。
つ
ま
り
狂
信
は
「
真
の
宗
教
の
誤
用

）
16
（

」
で
は
な
く
、
人
間

の
想
像
力
と
偏
見
が
有
害
な
推
論
を
導
い
た
結
果
な
の
だ
。

　

さ
ら
に
ド
レ
ー
ル
は
、
狂
信
者
に
武
器
が
与
え
ら
れ
る
と
容
易
に
戦

争
へ
と
転
化
す
る
危
険
を
指
摘
す
る
。
信
仰
と
征
服
の
大
義
が
合
致
し

た
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
は
多
く
の
土

地
と
人
民
が
失
わ
れ
た

）
17
（

。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ド
レ
ー
ル
が
狂
信
と

過
剰
な
野
心
と
を
区
別
す
る
点
だ

）
18
（

。
も
し
破
壊
的
行
為
が
後
者
に
由
来

す
る
場
合
、
そ
の
責
め
を
負
う
の
は
狂
信
で
は
な
く
、
「
〔
共
同
体
の
〕

首
長
の
悪
徳

）
19
（

」
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
で
も
し
破
壊
的
行
為
が
首
長
で
は

な
く
人
民
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
こ
そ
が
「
人
民
の
病
（m

aladie 

du peupl

）
20
（e

）
」
す
な
わ
ち
狂
信
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
狂
信
へ
の
批
判

は
必
ず
し
も
特
定
の
意
見
や
宗
派
に
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
大
衆
に
伝
播
し
世
俗
的
な
共
同
体
に
暴
力
が
拡
大
し
て
い
く
そ
の
性

質
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
確
認
で
き
る
。

　

『
百
科
全
書
』
の
項
目
と
同
様
に
、
狂
信
を
一
種
の
病
魔
と
み
な
し

た
論
者
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
（
一
六
九
四
―
一
七
七
八
）
が
い
る
。
か
れ
は

『
哲
学
辞
典
』
（
一
七
六
四
年
）
の
中
で
狂
信
を
「
精
神
の
病
（m

aladie 

de l ’esprit

）
」
と
同
一
視
し
、
そ
れ
が
惹
起
し
た
悲
惨
な
結
果
に
注
意
を
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促
し
た

）
21
（

。
か
れ
が
狂
信
の
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
し
た
の
ち
あ
ら
ゆ
る
偶
像
を
破
壊
し
た
古
代
ロ
ー
マ
の
ポ
リ
ュ
ク

ト
ゥ
ス
や
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
向
け
ら
れ
た
憎
悪
が

悲
劇
を
招
い
た
サ
ン
＝

バ
ル
テ
ル
ミ
の
虐
殺
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
狂

信
は
宗
教
的
な
対
立
が
原
因
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
度
を
越
し
た
行
為
を

指
す
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
集
団
に
お
い
て
表
出
す
る
と
は
限
ら
ず
、

あ
る
信
念
に
駆
ら
れ
た
個
人
が
招
く
場
合
も
あ
る

）
22
（

。
狂
信
に
ま
つ
わ
る

こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
示
す
よ
う
に
、
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

そ
れ
は
世
俗
社
会
に
も
た
ら
す
害
悪
の
重
大
さ
か
ら
喫
緊
の
課
題
と
認

識
さ
れ
て
い
た
。

二　

ル
ソ
ー
に
よ
る
狂
信
の
分
析

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
あ
っ
て
ル
ソ
ー
は
狂
信
を
い
か
に

論
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ル
ソ
ー
の
議
論
の
特
徴
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と

の
対
比
に
お
い
て
際
立
つ
。
と
い
う
の
も
、
ル
ソ
ー
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

が
狂
信
を
主
題
に
据
え
て
書
い
た
戯
曲
作
品
『
狂
信
、
あ
る
い
は
預
言

者
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
つ
い
て
』
（
以
下
『
マ
ホ
メ
ッ
ト
』
と
表
記
）
に
対
す

る
寸
評
に
お
い
て
独
自
の
分
析
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
作

品
は
、
か
つ
て
自
分
を
追
放
し
た
メ
ッ
カ
の
地
を
大
軍
で
包
囲
し
て
暴

力
で
支
配
す
る
マ
ホ
メ
ッ
ト
へ
の
民
衆
の
恐
懼
と
、
圧
制
に
抵
抗
す
る

高
邁
な
執
政
長
官
ゾ
ピ
ー
ル
の
勇
敢
さ
と
を
鮮
や
か
に
対
照
さ
せ
て
描

き
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
た

）
23
（

。
の
ち
に
ル
ソ
ー
は
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
氏

へ
の
手
紙
』
で
同
作
品
に
言
及
す
る

）
24
（

。
こ
こ
で
ル
ソ
ー
は
そ
れ
を
支
持

で
き
る
要
素
と
し
て
、
「
も
ろ
も
ろ
の
悪
事
を
単
に
並
べ
立
て
る
だ
け

で
な
く
、
と
り
わ
け
狂
信
に
よ
る
悪
事
を
並
べ
立
て
て
人
々
に
狂
信
を

知
ら
し
め
、
そ
れ
か
ら
身
を
護
る
よ
う
教
え
て
い
る

）
25
（

」
点
を
挙
げ
る
。

つ
ま
り
ル
ソ
ー
が
評
価
す
る
の
は
、
そ
の
作
品
が
観
客
に
も
た
ら
す
効

果
で
あ
る
。
こ
の
と
き
ル
ソ
ー
は
演
劇
の
効
果
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、

虚
構
と
現
実
の
世
界
と
の
接
点
を
創
出
し
、
作
品
の
主
題
そ
の
も
の
に

か
ん
す
る
か
れ
自
身
の
意
見
を
述
べ
る
き
っ
か
け
を
生
み
出
し
た
。
こ

う
し
て
ル
ソ
ー
は
、
狂
信
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
し
て

そ
れ
を
防
ぐ
か
を
論
じ
て
い
く
。

　

ル
ソ
ー
の
議
論
を
吟
味
す
る
前
に
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
戯
曲
の
内
容

を
確
認
し
て
お
こ
う
。
か
れ
は
劇
中
で
、
ロ
ー
マ
や
ペ
ル
シ
ア
の
滅
亡

後
、
新
し
い
帝
国
の
建
設
に
は
新
し
い
信
仰
お
よ
び
新
し
い
神
が
必
要

で
あ
る
と
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
高
ら
か
に
宣
言
さ
せ
る
。
ア
ラ
ブ
の
世
紀
が

到
来
し
た
と
の
信
念
の
下
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
新
た
な
帝
国
の
実
現
を
目

指
し
て
圧
制
を
強
め
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
物
語
は
、
主
君
に
忠
実
な
青

年
セ
イ
ー
ド
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
命
令
を
受
け
て
実
父
ゾ
ピ
ー
ル
を
殺
害

し
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
思
い
を
寄
せ
る
ゾ
ピ
ー
ル
の
娘
パ
ル
ミ
ー
ル
は
マ

ホ
メ
ッ
ト
の
帝
国
と
か
れ
の
神
を
拒
絶
し
て
自
死
を
選
択
す
る
と
い
う

破
綻
を
迎
え
る
。
こ
の
よ
う
な
筋
書
を
通
し
て
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
描
こ

う
と
し
た
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
創
始
さ
れ
た
宗
教
の
危
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険
性
な
ど
で
は
な
く
、
政
治
的
な
野
望
と
結
び
つ
い
た
宗
教
に
共
通
す

る
危
険
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
す
ら
無
縁
で
は
な

か
っ
た

）
26
（

。

　

ル
ソ
ー
は
こ
う
し
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
意
図
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

か
れ
の
手
に
成
る
虚
構
的
な
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
教
義
や
神
を
個
別
的
に
論

じ
る
こ
と
は
せ
ず
、
狂
信
の
危
険
性
を
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
付
き
従
う
人
々

の
う
ち
に
見
出
す
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
狂
信
は
厳
粛
な
信
仰
体
系
を

創
り
上
げ
た
マ
ホ
メ
ッ
ト
や
か
れ
が
そ
の
遵
守
を
要
求
す
る
諸
教
義
の

う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
れ
を
畏
怖
し
て
命
令
に
服
従
す

る
人
々
の
側
に
あ
る
。
ル
ソ
ー
曰
く
、
狂
信
は
単
な
る
「
誤
謬
」
で
は

な
く
、
「
理
性
で
は
決
し
て
抑
制
で
き
な
い
盲
目
的
で
愚
鈍
な
激
昂
」

で
あ
る

）
27
（

。
他
方
で
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
戯
曲
に
お
い
て
「
狂
信
と
騒
擾

を
広
め
る

）
28
（

」
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
「
マ

ホ
メ
ッ
ト
は
狂
信
的
で
は
な
い
。
か
れ
は
ペ
テ
ン
師
（un fourbe

）
で
あ
っ

て
、
霊
感
を
受
け
た
も
の
ら
し
く
ゾ
ピ
ー
ル
に
見
せ
る
こ
と
は
問
題
で

は
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
偽
り
の
信
頼
と
野
心
と
い
う
動
機

に
よ
っ
て
か
れ
の
心
を
掴
も
う
と
す
る

）
29
（

」
と
分
析
す
る
。
ル
ソ
ー
の
分

類
に
従
え
ば
、
人
間
に
は
欺
く
側
と
欺
か
れ
る
側
が
存
在
し
、
狂
信
が

危
険
分
子
と
し
て
頭
を
擡
げ
る
の
は
後
者
の
人
々
に
お
い
て
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
、
「
狂
っ
た
人
々
に
対
し
て
か
れ
ら
の
首
長
は
か
れ
ら
を
欺

い
て
い
る
の
だ
と
証
明
し
て
も
無
駄
だ
。
か
れ
ら
は
そ
れ
で
も
熱
心
に

か
れ
ら
の
〔
首
長
の
〕
あ
と
を
つ
い
て
い
く

）
30
（

」
と
語
り
、
霊
感
に
よ
っ

て
新
し
い
帝
国
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
マ
ホ
メ
ッ
ト
で
は
な
く
、
か

れ
を
熱
狂
的
に
崇
拝
し
て
追
従
す
る
人
々
の
態
度
に
狂
信
を
見
出
す
。

つ
ま
り
、
盲
目
的
な
隷
従
こ
そ
が
狂
信
の
危
険
性
な
の
で
あ
る
。

　

ル
ソ
ー
が
認
識
し
た
狂
信
の
危
険
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
再

び
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
戯
曲
に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
批
評
へ
と
戻
ろ
う
。
ル

ソ
ー
は
、
同
作
品
が
「
そ
れ
〔
狂
信
〕
か
ら
身
を
護
る
よ
う
教
え
て
い
る
」

点
に
お
い
て
擁
護
で
き
る
と
述
べ
た
が

）
31
（

、
狂
信
へ
の
対
策
に
つ
い
て
は

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
よ
り
も
厳
し
く
考
え
て
い
た
。
ル
ソ
ー
は
、
狂
信
に
対

し
て
は
議
論
や
説
得
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
主
張
す
る
。

　

ひ
と
た
び
狂
信
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
私
は
な
お
も
そ
の
拡

大
を
止
め
る
に
は
ひ
と
つ
の
手
段
し
か
知
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
に
対
し
て
そ
れ
固
有
の
武
器
を
用
い
る
こ
と
で
す
。
議
論
し

た
り
説
得
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
哲
学
を

棄
て
、
書
物
を
閉
じ
、
剣
を
取
っ
て
、
ペ
テ
ン
師
た
ち
を
罰
す
る

の
で
す

）
32
（

。

　

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
狂
信
を
「
精
神
の
病
」
と
み
な
し
、
「
こ
の
流
行

病
の
治
療
薬
と
し
て
は
、
お
も
む
ろ
に
広
ま
り
、
つ
い
に
は
人
間
の
習

俗
を
和
ら
げ
、
悪
の
接
近
を
防
ぐ
哲
学
的
精
神
以
外
に
は
な
い

）
33
（

」
と
考

え
た
が
、
対
照
的
に
ル
ソ
ー
は
狂
信
に
対
す
る
理
性
の
無
力
さ
を
主
張

す
る
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
狂
信
は
誤
謬
で
は
な
く
、
理
性
で
は
決
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し
て
抑
制
で
き
な
い
盲
目
的
で
愚
鈍
な
激
昂
で
あ
る
」
た
め
、
「
そ
れ

が
生
ま
れ
る
の
を
防
ぐ
唯
一
の
秘
訣
は
、
そ
れ
を
駆
り
立
て
る
人
々
を

阻
止
す
る
こ
と
」
だ

）
34
（

。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
狂
信
が
「
ペ
テ
ン
師
た

ち
」
に
よ
っ
て
欺
か
れ
た
人
々
の
熱
狂
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
源
で

あ
る
「
ペ
テ
ン
師
た
ち
」
を
排
除
す
る
の
が
狂
信
へ
の
対
処
法
と
し
て

は
最
も
有
効
で
あ
る
。
狂
信
へ
の
対
処
法
を
め
ぐ
っ
て
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

と
ル
ソ
ー
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る
相
違
は
、
狂
信
を
精
神
の
誤
謬
と
み

な
し
て
煽
動
者
と
追
従
者
と
を
問
わ
ず
危
険
視
す
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
、

煽
動
者
よ
り
も
追
従
者
の
う
ち
に
狂
信
を
見
出
し
て
そ
の
盲
目
的
な
隷

従
を
危
険
視
す
る
ル
ソ
ー
、
両
者
の
分
析
の
相
違
に
由
来
し
て
い
る
。

さ
ら
に
狂
信
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
理
性
の
力
を
頼
み
と
し
な
い
点

に
、
理
性
の
卓
越
性
を
信
頼
し
た
啓
蒙
主
義
の
哲
学
者
た
ち
と
は
一
線

を
画
す
ル
ソ
ー
の
特
徴
が
際
立
つ
。

　

以
上
よ
り
、
狂
信
に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
問
題
意
識
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
た
。
か
れ
は
、
単
に
煽
動
的
で
暴
力
的
な
様
相
を
帯
び
て
表
出
し

た
熱
狂
的
な
信
仰
を
狂
信
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
煽
動
者
の
言
説
を

吟
味
せ
ず
に
付
き
従
う
人
々
の
熱
狂
的
な
盲
従
の
う
ち
に
狂
信
を
見
出

し
た
。
し
か
も
か
れ
は
そ
の
よ
う
な
狂
信
を
前
に
し
た
理
性
の
無
力
さ

を
も
看
破
し
た
。
社
会
に
と
っ
て
破
壊
的
な
活
動
を
行
う
危
険
性
と
い

う
観
点
で
狂
信
を
批
判
す
る
通
念
か
ら
さ
ら
に
進
み
、
ル
ソ
ー
は
そ
れ

が
隷
従
へ
の
傾
向
性
を
も
ち
、
理
性
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
い
う

観
点
か
ら
狂
信
の
危
険
性
を
明
確
に
捉
え
な
お
し
た
の
で
あ
る
。

三　

狂
信
と
無
神
論
―
―
情
念
と
理
性
の
対
比

　

ル
ソ
ー
は
、
狂
信
の
危
険
性
を
鋭
敏
に
察
知
す
る
一
方
で
、
そ
れ
を

無
条
件
的
に
批
判
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
狂
信
を
め
ぐ
る
ル
ソ
ー

の
議
論
の
独
自
性
が
看
取
さ
れ
る
の
は
、
『
エ
ミ
ー
ル
』
第
四
篇
に
お

い
て
で
あ
る
。
少
年
エ
ミ
ー
ル
の
教
師
は
そ
の
幼
年
期
に
は
宗
教
に
つ

い
て
何
も
語
ら
な
い
が
、
や
が
て
青
年
期
に
達
し
た
生
徒
に
対
し
、
著

者
ル
ソ
ー
は
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
に
仮
託
し
て
神
秘
的
な
事
柄
や
神

の
存
在
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
。
司
祭
は
純
朴
な
青
年
を
唆
し
て
懐
疑

の
状
態
へ
と
陥
れ
よ
う
と
す
る
人
々
へ
の
注
意
を
促
し
つ
つ
、
絶
対
的

な
信
仰
に
執
着
す
る
危
険
性
も
等
し
く
説
く
。
懐
疑
論
者
と
そ
の
敵
対

者
と
の
論
争
に
つ
い
て
、
著
者
ル
ソ
ー
は
長
大
な
脚
注
を
付
し
て
自
説

を
展
開
す
る
。

　

二
つ
の
党
派
〔
懐
疑
論
者
と
そ
の
敵
対
者
〕
は
互
い
に
数
々
の
詭

弁
を
弄
し
て
攻
撃
し
あ
っ
て
い
る
〔
…
…
〕
。
哲
学
万
能
主
義
者

た
ち
の
側
で
最
も
馴
染
み
の
あ
る
詭
弁
の
ひ
と
つ
は
、
良
い
哲
学

者
と
想
定
さ
れ
る
人
民
を
悪
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
人
民
に
対
立
さ

せ
る
こ
と
だ
〔
…
…
〕
。

　

ベ
ー
ル
は
、
狂
信
が
無
神
論
（l ’athéism

e

）
よ
り
も
い
っ
そ

う
有
害
で
あ
る
こ
と
を
見
事
に
証
明
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
疑
い
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よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
か
れ
が
述
べ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と

で
や
は
り
真
実
な
こ
と
が
あ
る
。
狂
信
は
血
腥
く
残
酷
で
あ
る
に

せ
よ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
き
く
力
強
い
情
念
で
あ
り
、
人

間
の
心
を
高
め
、
死
を
軽
蔑
さ
せ
、
か
れ
に
驚
く
べ
き
原
動
力
を

与
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
最
も
崇
高
な
徳
を
引
き
出
す
た
め
に

は
、
最
も
よ
く
そ
れ
を
導
い
て
い
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
他
方
で

無
宗
教
（l ’irréligion
）
は
、
そ
し
て
一
般
的
に
理
屈
を
好
む
哲

学
的
な
精
神
は
、
人
生
に
執
着
し
、
魂
を
弱
め
、
卑
し
く
し
、
あ

ら
ゆ
る
情
念
を
卑
し
い
個
人
的
利
益
に
、
人
間
の
「
自
我

0

0

（m
oi

）
」

の
低
俗
さ
へ
集
中
さ
せ
、
こ
う
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
本
当
の

基
礎
を
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
音
も
立
て
ず
に
掘
り
崩
し
て
い
く

〔
…

）
35
（

…
〕
。

　

こ
こ
で
は
、
懐
疑
論
者
と
そ
の
敵
対
者
の
論
争
が
詭
弁
に
満
ち
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
ル
ソ
ー
の
認
識
が
示
さ
れ
た
う
え
で
、
懐
疑
論
者
の

教
説
が
無
神
論
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
敵
対
す
る
主
張
が
狂
信
に

よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
ル
ソ
ー
が
引
き
合
い
に
出
す
と
お
り
、

P
・
ベ
ー
ル
（
一
六
四
七
―
一
七
〇
六
）
は
無
神
論
者

）
36
（

と
狂
信
者

）
37
（

と
を
比

較
し
て
論
じ
、
無
神
論
者
が
罪
悪
を
犯
し
や
す
い
と
い
う
通
念
は
誤
り

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
人
間
の
情
念
の
前
に
宗
教
的
な
教
義
は
無
力
で
あ

り
、
熱
狂
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
狂
信
者
も
悪
行
へ
傾
く
き
ら
い
が
あ
る

こ
と
を
示
し
た

）
38
（

。
ル
ソ
ー
は
、
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
帰
結
に

一
旦
は
同
意
の
姿
勢
を
見
せ
る
も
の
の
、
直
ち
に
独
自
の
視
点
を
付
け

加
え
る
。
そ
れ
は
、
狂
信
に
は
「
最
も
よ
く
そ
れ
を
導
い
て
い
き
さ
え

す
れ
ば
」
そ
こ
か
ら
徳
を
引
き
出
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
の
に
対
し
、

無
神
論
は
社
会
の
基
礎
を
掘
り
崩
し
か
ね
な
い
性
質
を
も
つ
と
い
う
見

解
で
あ
る
。

　

無
神
論
者
へ
と
向
け
ら
れ
た
ル
ソ
ー
の
批
判
は
そ
こ
に
潜
在
す
る
利

己
主
義
批
判
へ
と
収
斂
し
て
い
く
。
か
れ
は
狂
信
が
無
神
論
よ
り
も
有

害
で
あ
る
点
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
と
断
り
な
が
ら
も
な
お
、
後
者
に

潜
在
す
る
破
壊
的
性
質
を
警
告
す
る

）
39
（

。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
あ
ら
ゆ

る
情
念
を
卑
し
い
個
人
的
利
益
に
、
人
間
の
『
自
我

0

0

』
の
低
俗
さ
へ
集

中
さ
せ
」
る
こ
と
で
、
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
本
当
の
基
礎
を
、
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
音
も
立
て
ず
に
掘
り
崩
し
て
い
く
」
か
ら
で
あ
る

）
40
（

。
敷
衍
す

れ
ば
、
他
者
と
の
共
生
を
前
提
と
す
る
社
会
に
お
い
て
個
人
的
利
益
を

優
先
さ
せ
る
こ
と
は
社
会
の
根
本
理
念
に
反
す
る
が
、
そ
の
性
向
は
狂

信
者
よ
り
も
む
し
ろ
無
神
論
者
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
。

　

さ
ら
に
ル
ソ
ー
は
無
神
論
の
破
壊
的
な
性
質
を
掘
り
下
げ
て
い
く
。

そ
れ
は
先
の
引
用
に
続
く
以
下
の
部
分
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　

無
神
論
は
人
間
の
血
を
流
さ
せ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
平
和

に
対
す
る
愛
よ
り
も
む
し
ろ
善
に
対
す
る
無
関
心
か
ら
な
の
だ
。

〔
…
…
〕
か
れ
の
諸
原
則
は
人
間
を
殺
さ
せ
は
し
な
い
が
、
人
間

を
増
や
し
て
い
く
習
俗
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〔
…
…
〕



社会思想史研究　No. 44　2020

　●　82

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
情
動
を
、
人
民
に
と
っ
て
も
徳
に
と
っ
て
も
有

害
な
密
か
な
利
己
主
義
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
生

ま
れ
る
の
を
妨
げ
て
い
る
。
哲
学
の
無
関
心
は
〔
…
…
〕
死
の
静

け
さ
だ
。
そ
れ
は
戦
争
よ
り
も
も
っ
と
破
壊
的
で
あ
る

）
41
（

。

　

ル
ソ
ー
が
か
れ
ら
の
特
徴
を
「
無
関
心
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
神

の
存
在
ひ
い
て
は
神
の
摂
理
を
信
じ
な
い
無
神
論
者
た
ち
は
他
者
を
顧

み
ず
自
分
本
位
に
考
え
る
き
ら
い
が
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
前
段
に

お
い
て
無
神
論
者
の
「
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
〔
…
…
〕
人
間
の
『
自
我

0

0

』

の
低
俗
さ
へ
集
中
さ
せ
」
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
こ
こ

で
も
ま
た
「
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
情
動
を
、
人
民
に
と
っ
て
も
徳
に
と
っ

て
も
有
害
な
密
か
な
利
己
主
義
に
還
元
す
る
」
傾
向
が
強
調
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
各
人
の
情
念
な
い
し
情
動
を
他

者
に
向
け
ず
自
分
の
た
め
だ
け
に
向
け
る
無
神
論
者
の
様
子
が
批
判
的

に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
ル
ソ
ー
に
よ
る
無
神
論
者
へ
の
批
判

は
、
他
者
の
存
在
を
顧
み
ず
自
我
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
れ
ら
の

利
己
的
な
態
度
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ル
ソ
ー
自
身
が
苦
悩

を
吐
露
し
た
よ
う
に
、
人
間
は
往
々
に
し
て
自
ら
の
私
的
な
利
益
と
共

同
の
利
益
と
の
あ
い
だ
で
引
き
裂
か
れ
る
存
在
で
あ
る

）
42
（

。
こ
の
と
き
、

私
的
利
益
の
追
求
が
ひ
い
て
は
公
益
を
実
現
す
る
と
主
張
し
た
新
進
の

エ
コ
ノ
ミ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
論

）
43
（

と
は
異
な
り
、
ル
ソ
ー
は
利
己
主
義

的
な
傾
向
を
批
判
し
た
。
ル
ソ
ー
は
、
「
社
会
に
お
け
る
人
間
の
場
合

に
は
、
〔
…
…
〕
ま
ず
先
に
必
要
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
次
に

余
分
の
も
の
に
気
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
…
…
〕
き
わ
め
て

驚
く
べ
き
こ
と
に
は
、
必
要
が
自
然
に
か
な
っ
た
も
の
や
緊
急
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
い
ほ
ど
、
情
念
は
ま
す
ま
す
増
大
し
、
さ
ら
に
悪
い
こ

と
に
そ
れ
を
満
た
す
た
め
の
権
力
も
増
大
す
る

）
44
（

」
と
述
べ
て
、
必
要
を

超
え
た
私
的
な
利
益
の
追
求
が
際
限
の
な
い
欲
求
で
あ
り
、
権
力
の
増

大
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
利
己
主

義
的
な
傾
向
は
社
会
と
の
関
連
か
ら
有
害
と
考
え
ら
れ
た
。

　

ル
ソ
ー
が
無
神
論
者
の
う
ち
に
看
取
し
た
利
己
主
義
的
な
傾
向
は
、

そ
の
後
景
に
潜
む
哲
学
と
無
関
係
で
は
な
い
。
同
注
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー

は
無
神
論
を
無
宗
教
で
言
い
換
え
た
の
ち
、
そ
れ
を
「
一
般
的
に
は
理

屈
を
好
む
哲
学
的
な
精
神
」
で
置
き
換
え
て
い
る

）
45
（

。
た
し
か
に
、
当
時

の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
無
神
論
的
な
思
想
は
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
を
中
心
に

受
容
さ
れ
て
い
た

）
46
（

。
し
か
し
、
教
育
に
つ
い
て
自
然
を
教
師
と
す
る
ル

ソ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
何
者
か
の
介
入
な
し
に
は
、
無
神
論
す
な
わ
ち
神

は
存
在
し
な
い
と
い
う
判
断
に
は
到
達
し
え
な
い
。
た
と
え
ば
ル
ソ
ー

は
、
「
人
間
た
ち
の
権
威
や
生
ま
れ
た
国
の
偏
見
で
も
な
い
限
り
、
た

だ
理
性
の
光
だ
け
で
自
然
の
教
育
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
自
然
宗
教
よ

り
も
さ
ら
に
遠
い
と
こ
ろ
へ
導
か
れ
て
い
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い

）
47
（

」
と

述
べ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
の
中
で
教
育
を
受
け
た
人
間
は
あ
く
ま
で
も

自
然
の
秩
序
に
適
っ
た
知
性
的
存
在
を
望
む
こ
と
し
か
で
き
ず
、
神
の

不
在
を
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
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神
論
は
自
然
を
教
師
と
し
な
い
人
々
の
意
見
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
無
神

論
者
を
利
己
的
な
存
在
で
あ
る
と
批
判
し
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
自

然
に
よ
る
教
育
と
は
相
反
す
る
教
説
を
唆
す
哲
学
者
へ
の
反
発
が
伏
在

し
て
い
た

）
48
（

。

　

以
上
よ
り
、
無
神
論
へ
向
け
ら
れ
た
批
判
の
主
眼
は
社
会
に
対
す
る

そ
の
利
己
主
義
的
な
無
関
心
さ
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ

う
し
て
、
無
神
論
と
の
対
比
の
下
で
狂
信
に
付
与
さ
れ
た
評
価
を
理
解

す
る
た
め
の
前
提
が
調
っ
た
。
先
の
引
用
に
続
く
部
分
で
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
狂
信
は
、
そ
の
直
接
の
効
果
（ses effets im

m
édiats

）

に
お
い
て
は
、
今
日
で
は
哲
学
精
神
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
く

ら
べ
て
よ
り
有
害
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
結
果
（ses 

conséquences

）
に
お
い
て
は
は
る
か
に
害
が
少
な
い
。
〔
…
…
〕

哲
学
は
泰
然
と
王
座
に
座
っ
て
い
る
が
、
自
惚
れ
、
利
益
、
野
心
、

人
間
の
卑
小
な
情
念
を
十
分
に
抑
え
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か

〔
…
…
〕
そ
れ
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い

）
49
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
ル
ソ
ー
は
狂
信
を
無
条
件
的
に
擁
護
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
同
書
の
別
の
箇
所
で
は
、
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
に
「
狂

信
は
大
胆
に
も
そ
の
〔
良
心
の
〕
姿
を
偽
っ
て
、
そ
の
名
に
お
い
て
罪

悪
を
命
じ
る
」
と
語
ら
せ
て
い
る

）
50
（

。
こ
こ
で
狂
信
は
、
良
心
の
名
を
騙

り
、
そ
の
実
は
不
寛
容
や
偏
見
に
満
ち
た
行
為
を
唆
す
信
仰
の
極
端
な

表
出
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
狂
信
の
も
た
ら

す
結
果
は
哲
学
の
結
果
よ
り
も
有
害
で
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
す
で
に

確
認
し
た
と
お
り
、
狂
信
の
力
強
さ
は
、
他
者
へ
の
無
関
心
を
特
徴
と

す
る
無
神
論
と
の
対
比
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
と
は
い
え
、

同
時
代
の
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
へ
の
反
発
と
い
う
ル
ソ
ー
の
意
図
を
差
し
引

い
て
も
な
お
、
狂
信
の
情
熱
や
力
強
さ
を
認
め
る
語
り
口
の
新
奇
さ
に

は
目
を
瞠
る
も
の
が
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
「
そ
こ
か
ら
最
も
崇
高
な
徳

を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
最
も
よ
く
そ
れ
を
導
い
て
い
き
さ
え
す
れ
ば

よ
い
」
と
ま
で
述
べ
て
い
た
。
前
節
で
は
、
ル
ソ
ー
が
煽
動
者
に
熱
狂

的
に
付
き
従
う
人
々
を
狂
信
的
と
み
な
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ

こ
で
は
そ
の
よ
う
な
狂
信
の
傾
向
は
ま
さ
に
そ
れ
が
内
包
す
る
情
熱
に

由
来
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
導
き
手
次
第
で
は
そ
れ
を
崇
高
な
徳

へ
と
高
め
ら
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
狂
信
の
帰
結
は
導
き
手
に

掛
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

国
家
に
お
け
る
市
民
と
情
念

　

こ
こ
ま
で
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
狂
信
に
お
け
る
隷
従
へ
の
傾
向
性
が

危
険
視
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
狂
信
の
情
念
は
善
い
方
向
へ
導
か
れ
る

可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
い
ご
に
、
ル
ソ
ー

が
狂
信
に
見
出
し
た
以
上
の
よ
う
な
両
義
性
に
つ
い
て
、
そ
の
政
治
思



社会思想史研究　No. 44　2020

　●　84

想
と
の
関
連
で
考
察
す
る
。

　

冒
頭
で
言
及
し
た
と
お
り
、
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
の
草
稿
（
以

下
、
『
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
草
稿
』
）
で
狂
信
な
い
し
狂
信
者
の
語
を
使
用
し
て
い

た
）
51
（

。
そ
れ
ら
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
出
版
稿
の
第
四
篇
第
八
章
「
市
民

宗
教
に
つ
い
て
」
に
対
応
す
る
断
片
の
中
で
あ
る
。
ま
ず
ル
ソ
ー
は

「
人
々
が
社
会
に
お
い
て
生
き
る
よ
う
に
な
る
や
い
な
や
、
か
れ
ら
を

そ
こ
に
維
持
す
る
宗
教
が
か
れ
ら
に
必
要
と
な
る

）
52
（

」
と
述
べ
て
、
社
会

に
お
け
る
宗
教
の
必
要
性
か
ら
起
筆
す
る
。
こ
れ
に
続
く
部
分
を
以
下

に
引
用
す
る
。

　

か
つ
て
人
民
は
宗
教
な
し
に
存
続
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、

こ
れ
か
ら
も
存
続
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
〔
…
…
〕
そ
の
構

成
員
に
自
ら
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
の
で
き

る
す
べ
て
の
国
家
に
お
い
て
は
、
来
世
を
少
し
も
信
じ
な
い
ひ
と

は
必
然
的
に
臆
病
者
か
狂
人
（un fou

）
で
あ
る
。
し
か
し
来
世

の
希
望
が
過
度
に
な
る
と
、
狂
信
者
（un fanatique

）
は
す
ぐ

に
現
世
を
軽
蔑
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
あ
ま

り
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
狂
信
者
か
ら
そ
の
幻
影
を
取
り

去
っ
て
、
徳
の
報
償
に
対
す
る
同
様
の
希
望
を
与
え
た
ま
え
。
そ

う
す
れ
ば
あ
な
た
は
か
れ
を
真
の
市
民
に
す
る
だ
ろ
う

）
53
（

。

　

こ
こ
で
ル
ソ
ー
は
国
家
と
信
仰
と
の
微
妙
な
均
衡
関
係
を
顧
慮
し
て

い
る
。
宗
教
は
国
家
の
存
続
や
維
持
に
一
助
を
も
た
ら
す
が
、
信
仰
を

優
先
す
る
人
々
が
増
え
る
と
、
此
岸
の
国
家
に
と
っ
て
望
ま
し
い
状
況

と
は
い
え
な
い
。
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
も
同
様
に
、「
市

民
の
心
を
国
家
へ
と
結
び
つ
け
る
ど
こ
ろ
か
、
地
上
の
す
べ
て
の
事
物

か
ら
引
き
離
す
の
と
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ら
を
国
家
か
ら
も
引
き
離
し
て

し
ま
う

）
54
（

」
よ
う
な
宗
教
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
家
の
存
続
に

有
益
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
市
民
の
心
を
国
家
へ
と
結
び
つ
け
る
よ

う
な
宗
教
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
宗
教
は
、
来
世
の
希
望

に
代
わ
っ
て
「
徳
の
報
償
に
対
す
る
希
望
」
を
人
民
に
与
え
る
も
の
で

あ
り
、
「
狂
信
者
」
に
対
し
て
徳
に
は
報
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信

じ
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ル
ソ
ー
は
狂
信
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
か
れ
は

国
家
か
ら
宗
教
的
な
情
熱
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い

た
。
古
代
以
来
の
人
間
と
宗
教
の
歴
史
を
俯
瞰
す
る
ル
ソ
ー
に
従
え
ば
、

各
国
家
が
固
有
の
信
仰
を
掲
げ
て
い
た
時
代
に
は
複
数
の
宗
教
が
並
存

し
て
い
た
。
し
か
る
に
ロ
ー
マ
人
の
進
出
と
と
も
に
、
国
家
間
の
戦
争

は
互
い
に
異
な
る
神
々
の
戦
争
の
様
相
を
呈
し
て
い
っ
た
。
宗
教
と
戦

争
の
歴
史
を
辿
り
な
が
ら
、
ル
ソ
ー
は
宗
教
の
熱
意
に
言
及
す
る
。

　

し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
〔
古
代
の
宗
教
の
〕
相
互
的
な
寛
容
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
異
教
の
迷
信
が
諸
文
明
と
多
数
の
徳
の
う
ち
に

無
数
の
残
酷
さ
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
私
は
こ
れ
ら
の
残
酷
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さ
を
そ
れ
ら
の
熱
意
か
ら
切
り
離
す
こ
と
も
、
あ
る
民
族
の
宗
教

の
諸
法
と
人
間
の
諸
法
と
を
融
和
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
思

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
く
よ
り
穏
や
か
な
紐
帯
に
よ
っ

て
市
民
を
国
家
へ
と
結
び
付
け
、
英
雄
も
狂
信
者
も
生
じ
な
い
よ

う
に
す
る
の
が
よ
い

）
55
（

。

　

ル
ソ
ー
は
、
古
代
の
宗
教
が
経
験
し
た
衝
突
の
根
源
に
そ
れ
ら
の
「
熱

意
（zèle

）
」
を
見
出
し
て
い
る
。
古
代
の
宗
教
に
つ
い
て
、
か
れ
は
「
神

的
な
信
仰
と
法
へ
の
愛
と
を
結
び
つ
け
る
点
に
お
い
て
は
善
い

）
56
（

」
と
政

治
と
の
関
連
で
一
定
の
有
用
性
を
認
め
る
が
、
不
寛
容
に
由
来
す
る
戦

争
の
悲
惨
な
結
果
を
非
難
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
そ
の
熱
意
を
取
り
除

く
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
宗
教

的
な
熱
意
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
の
引
用
文
中
で
言
及
さ
れ
た
「
英
雄
（héros

）
」
は
、

征
服
者
と
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ソ
ー
は
、「
英

雄
に
も
っ
と
も
必
要
な
徳
は
何
か
、
ま
た
こ
の
徳
の
欠
け
た
英
雄
は
何

か
」
と
第
さ
れ
た
論
文
の
中
で
、
「
す
べ
て
徳
は
賢
者
の
も
の
で
あ
る
」

と
高
ら
か
に
宣
言
し
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
な
ど
英
雄
と
み
な
さ

れ
て
い
る
偉
人
た
ち
は
単
な
る
征
服
者
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
喝
破
し
た

）
57
（

。

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
征
服
者
た
ち
が
愛
し
て
い
る
の
は
個
人
的

な
栄
光
で
あ
り
、
け
っ
し
て
祖
国
で
は
な
い
。
こ
の
相
違
は
ル
ソ
ー
の

次
の
言
明
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
名
誉
を
愛
す
る
こ

と
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
善
行
と
悪
行
と
を
行
っ
て
き
た
。
祖
国
を

愛
す
る
こ
と
は
、
そ
の
原
理
に
お
い
て
い
っ
そ
う
純
粋
で
あ
り
、
そ
の

効
果
に
お
い
て
い
っ
そ
う
安
心
で
あ
る

）
58
（

」
。
名
誉
や
栄
光
を
求
め
て
他

国
と
戦
う
こ
と
と
祖
国
を
護
る
た
め
に
戦
う
こ
と
は
、
そ
の
功
罪
に
鑑

み
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
。
ゆ
え
に
ル
ソ
ー
は
、
好
戦
的
で
野
蛮
な
精

神
を
英
雄
の
徳
と
み
な
す
意
見
を
誤
り
と
結
論
づ
け
た

）
59
（

。
『
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
草
稿
』
に
お
い
て
も
同
様
に
、
ル
ソ
ー
は
祖
国
の
宗
教
や
繁
栄
を
標

榜
し
て
他
の
民
族
を
制
圧
し
た
り
支
配
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
排
他
的

な
残
酷
さ
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
ゆ
え
に
ル
ソ
ー
が
英
雄
を
生
じ
さ
せ

な
い
方
が
よ
い
と
述
べ
る
と
き
、
そ
れ
は
野
蛮
な
残
虐
さ
と
征
服
へ
の

忌
避
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
比
較
す
べ
き
は
、
前
述
の
『
百
科
全
書
』
の
項
目
「
狂
信
」

で
言
及
さ
れ
て
い
る
英
雄
的
精
神
で
あ
る
。
執
筆
者
ド
レ
ー
ル
は
狂
信

の
一
種
と
し
て
「
愛
国
者
の
狂
信
（fanatism

e du patriote

）
」
を
挙
げ

る
）
60
（

。
こ
の
「
過
度
な
熱
意
」
な
し
に
は
、
偉
大
な
業
績
は
達
成
さ
れ
え

ず
、
現
世
で
の
希
望
も
増
大
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
と

き
か
れ
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
典
型
は
古
代
ロ
ー
マ
の
愛
国
主
義
で
あ

る
。
ド
レ
ー
ル
は
ロ
ー
マ
人
の
う
ち
に
「
有
徳
な
征
服
者
た
る
人
民
」

を
見
出
し
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
も
の
が
「
英
雄
的
精
神 

（héroïsm
e

）

の
原
理
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
祖
国
の
た
め
に
死
す
ら
も
厭

わ
な
い
崇
高
な
精
神
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
と
し
て
、
大
ブ
ル
ト
ゥ
ス
や

大
カ
ト
ー
、
デ
キ
ウ
ス
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る

）
61
（

。
こ
の
よ
う
に
ド
レ
ー
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ル
は
宗
教
的
な
狂
信
と
区
別
し
て
愛
国
者
の
狂
信
を
高
く
評
価
し
た
が
、

対
照
的
に
ル
ソ
ー
は
個
別
的
な
英
雄
の
偉
業
を
高
く
評
価
し
な
い
点
に

注
意
し
た
い
。

　

そ
れ
で
は
、
英
雄
や
狂
信
者
を
生
じ
さ
せ
ず
に
市
民
を
国
家
へ
と
結

び
つ
け
る
紐
帯
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
ル
ソ
ー
は
、
人
々
の

関
心
を
世
俗
か
ら
引
き
離
し
て
天
上
へ
と
向
け
さ
せ
る
宗
教
や
不
寛
容

ゆ
え
に
残
忍
な
殺
戮
を
も
厭
わ
な
い
宗
教
を
誤
っ
た
宗
教
と
し
て
斥
け

た
後
で
、
「
各
市
民
が
自
ら
に
義
務
を
愛
さ
せ
る
宗
教
を
も
つ
こ
と

）
62
（

」

が
国
家
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
主
権
者
が
そ
の

信
仰
箇
条
を
定
め
る
「
純
粋
に
市
民
的
な
信
仰
告
白
」
で
あ
る

）
63
（

。
こ
う

し
て
『
社
会
契
約
論
』
第
四
篇
第
八
章
の
主
題
で
あ
る
市
民
宗
教
が
説

示
さ
れ
る
が
、
ル
ソ
ー
が
読
者
に
示
す
の
は
遵
守
さ
れ
る
べ
き
い
く
つ

か
の
原
則
だ
け
で
あ
る
。
本
稿
が
着
目
す
る
の
は
、
肯
定
的
教
義
と
し

て
の
「
社
会
契
約
お
よ
び
法
の
神
聖
さ
」
と
否
定
的
教
義
と
し
て
の
「
不

寛
容
」
で
あ
る

）
64
（

。
こ
こ
で
ル
ソ
ー
は
、
「
神
的
な
信
仰
と
法
へ
の
愛
と

を
結
び
つ
け
る
」
よ
う
な
古
代
の
宗
教
の
長
所
を
踏
襲
し
つ
つ
、
不
寛

容
で
排
他
的
で
あ
る
と
い
う
そ
の
欠
点
を
免
れ
た
信
仰
を
提
示
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
市
民
宗
教
は
神
的
な
（divine

）
な
信
仰
で
は
な
く
、
市

民
的
な
（civile

）
な
信
仰
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
信
仰
箇
条
が

神
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
定
め
る
権
限
は
主
権
者
す
な

わ
ち
市
民
に
帰
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
市
民
宗
教
の
担
い
手
で
あ
る
市
民
の
位
置
付
け
に
つ
い
て

確
認
す
る
。
ル
ソ
ー
は
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
互
い
に
独
立
し
て
い
た

個
人
が
結
束
し
、
「
ひ
と
つ
の
精
神
的
で
集
合
的
な
団
体
」
が
生
ま
れ

る
と
説
明
す
る
。
こ
れ
が
政
治
体
す
な
わ
ち
国
家
で
あ
る
が
、
そ
の
構

成
員
は
異
な
る
名
称
で
呼
び
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
集
合
的
な
名
称
は
「
人

民
（peuple

）
」
だ
が
、
主
権
に
参
加
す
る
個
人
は
「
市
民
（citoyens

）
」

と
呼
ば
れ
、
法
に
従
う
と
き
に
は
「
臣
民
（sujets

）
」
と
呼
ば
れ
る

）
65
（

。

つ
ま
り
契
約
に
合
意
す
る
個
人
は
主
権
者
で
も
臣
民
で
も
あ
り
、
か
れ

ら
の
集
合
が
人
民
で
あ
る
。
た
し
か
に
人
民
は
「
公
衆
（public

）
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
な
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
ル
ソ
ー
が
「
立
法
権
は

人
民
に
属
す
る

）
66
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
法
の
制
定
に
参
加
す
る

と
き
主
権
者
と
し
て
の
権
能
を
発
揮
す
る
。
た
だ
し
、
ル
ソ
ー
の
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る
人
民
の
危
う
さ
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か

れ
が
「
人
民
を
創
設
す
る
（instituer un peuple

）
」
と
表
現
す
る
よ
う

に
）
67
（

、
そ
れ
は
必
ず
し
も
政
治
の
担
い
手
と
し
て
完
成
さ
れ
た
集
合
体
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ル
ソ
ー
に
よ
る
立
法
者
の
要
請
に
反
映
さ
れ
て

い
る
。
主
権
者
で
あ
る
人
民
は
「
法
の
作
成
者
」
で
あ
る
が
、
何
が
一

般
意
志
に
合
致
す
る
公
共
善
で
あ
る
か
を
判
断
で
き
る
と
は
限
ら
な
い

）
68
（

。

そ
こ
で
ル
ソ
ー
は
法
案
を
起
草
す
る
立
法
者
の
必
要
を
示
唆
し
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
立
法
者
は
立
法
権
を
持
た
ず
、
そ
れ
は
人
民
に

帰
属
す
る
。
つ
ま
り
、
国
家
を
構
成
す
る
各
人
が
主
権
の
行
為
と
し
て

の
「
投
票
と
い
う
単
純
な
権
利

）
69
（

」
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
民
は
集

会
に
お
い
て
「
法
に
承
認
を
与
え
る
」
の
だ

）
70
（

。
こ
う
し
て
成
立
し
た
法
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は
、
人
民
が
臣
民
と
し
て
そ
れ
に
従
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
、
「
自
ら
に
課
し
た
法
へ
の
服
従

）
71
（

」
と
し
て
の
自
由
が
実
現

す
る
。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
が
「
政
治
体
の
本
質
」
で
あ
る
と
考
え
る
「
服

従
と
自
由
の
合
致
」
で
あ
り
、
法
を
承
認
し
そ
れ
に
従
う
各
人
の
行
為

に
よ
っ
て
こ
の
本
質
が
具
現
化
す
る

）
72
（

。

　

国
家
に
お
け
る
人
民
と
主
権
者
の
同
一
性
お
よ
び
市
民
と
臣
民
の
二

重
性
は
市
民
宗
教
の
教
説
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
。
市
民
宗
教
の
信

仰
箇
条
を
定
め
る
の
は
主
権
者
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
法
と
の
類
比
が

見
い
出
さ
れ
る
。
ル
ソ
ー
は
そ
れ
が
厳
密
に
は
「
宗
教
の
教
義
」
で
は

な
く
、
「
そ
れ
な
く
し
て
は
善
良
な
市
民
、
忠
実
な
臣
民
た
り
え
な
い
、

社
交
性
の
感
情
」
で
あ
る
と
述
べ
る

）
73
（

。
す
な
わ
ち
市
民
宗
教
は
市
民
的

結
合
の
成
員
で
あ
る
と
こ
ろ
の
市
民
に
働
き
か
け
、
国
家
の
紐
帯
と
し

て
機
能
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
篇
第
六
章
に
お
い
て
、
法
が
「
市

民
的
結
合
の
条
件
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る

）
74
（

。
ま
た
、

「
何
人
に
も
そ
れ
ら
〔
信
仰
箇
条
〕
を
信
じ
る
よ
う
強
制
で
き
な
い
が
、

そ
れ
ら
を
信
じ
な
い
者
は
だ
れ
で
あ
れ
国
家
か
ら
追
放
で
き
る
」
と
規

定
さ
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い

）
75
（

。
か
れ
は
不
信
徒
と
し
て
処
罰
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
「
法
と
正
義
と
を
誠
実
に
愛
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

人
間
と
し
て
」
つ
ま
り
「
も
ろ
も
ろ
も
の
罪
の
う
ち
で
最
も
重
大
な
罪

を
犯
し
た
、
法
の
前
で
偽
っ
た
」
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
処
罰
さ
れ

る
の
で
あ
る

）
76
（

。
主
権
者
と
し
て
信
仰
箇
条
を
定
め
そ
れ
に
従
う
こ
と
に

同
意
し
た
限
り
に
お
い
て
、
法
と
同
じ
く
、
市
民
に
は
そ
の
信
仰
箇
条

を
遵
守
す
る
義
務
が
発
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
法
を
決
定
す

る
市
民
と
法
に
服
従
す
る
臣
民
と
い
う
二
重
性
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
市
民
宗
教
へ
の
違
背
が
法
へ
の
違
背
と
同
等
に
処
罰
さ
れ
る
こ

と
や
「
社
会
契
約
お
よ
び
法
の
神
聖
さ
」
が
肯
定
的
教
義
に
含
ま
れ
る

こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
市
民
宗
教
は
市
民
に
法
を
遵
守
す
る
義
務
の
重
要

性
を
理
解
さ
せ
つ
つ
、
市
民
を
国
家
へ
と
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
。

　

か
く
し
て
ル
ソ
ー
は
、
社
会
契
約
の
原
理
に
基
づ
い
た
自
由
で
平
等

な
市
民
の
権
利
と
し
て
市
民
宗
教
を
提
示
し
、
そ
れ
を
と
お
し
て
市
民

の
主
体
的
で
自
発
的
な
決
定
が
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
か
れ
が

指
導
者
の
言
説
を
吟
味
せ
ず
に
隷
従
す
る
人
々
の
態
度
を
狂
信
と
批
判

し
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
市
民
宗
教
に
お
い
て
市
民
が
能
動
的
な
決
定
主

体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
り
い
っ
そ
う
重
要
に
な
る
。
さ

ら
に
こ
の
と
き
、
法
の
遵
守
や
国
家
の
防
衛
と
い
っ
た
市
民
の
義
務
は

市
民
が
そ
れ
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
人
間
の
情

念
が
政
治
的
原
理
へ
と
接
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
市
民
宗
教
に
は
、

隷
従
や
不
寛
容
と
い
っ
た
狂
信
の
弊
害
を
克
服
し
つ
つ
、
信
仰
に
内
在

す
る
情
念
を
市
民
の
結
合
へ
と
向
け
か
え
る
仕
組
み
が
見
出
さ
れ
る
と

い
え
る
。
こ
う
し
た
ル
ソ
ー
の
政
治
的
な
構
想
を
支
え
る
の
は
、
一
方

で
は
人
民
に
は
や
や
も
す
れ
ば
支
配
者
へ
の
隷
従
へ
と
傾
く
気
質
が
備

わ
っ
て
い
る
と
い
う
観
察
、
他
方
で
は
そ
う
し
た
人
民
は
適
切
な
指
導

に
よ
っ
て
主
体
的
な
市
民
へ
と
変
容
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
信
念
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で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
狂
信
を
理
性
で
抑
圧
す
る
の
で
も
な
く
、
英
雄

的
精
神
の
よ
う
な
別
の
情
念
で
置
き
換
え
る
で
も
な
く
、
市
民
宗
教
を

と
お
し
て
宗
教
の
熱
意
を
国
家
へ
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
征
服
や
不
寛

容
へ
と
陥
る
こ
と
の
な
い
程
度
に
ま
で
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
の

試
み
が
詳
ら
か
に
さ
れ
た
。
ル
ソ
ー
の
議
論
の
特
徴
は
、
狂
信
の
脅
威

を
人
民
に
対
す
る
効
果
の
う
ち
に
見
出
し
、
立
法
に
参
与
す
る
人
民
を

養
成
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
こ
そ
、
人
民
の
主
権
者
と
し
て
の
可
能
性
を
切
り
拓
い
た
ル
ソ
ー

の
政
治
思
想
の
企
図
が
鮮
や
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
文
脈
を
参
照
し
な
が
ら
ル
ソ
ー
の

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
狂
信
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
問
題
視
さ
れ
た
の

か
を
分
析
し
、
ル
ソ
ー
が
狂
信
者
の
煽
動
さ
れ
や
す
さ
を
批
判
し
つ
つ

も
、
信
仰
を
抱
く
人
間
の
情
熱
に
市
民
的
な
結
合
に
資
す
る
可
能
性
を

認
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

ル
ソ
ー
と
同
時
代
に
は
、
先
述
の
と
お
り
『
百
科
全
書
』
の
項
目
「
狂

信
」
に
典
型
的
な
、
宗
教
的
な
狂
信
を
「
愛
国
者
の
狂
信
」
で
置
き
換

え
よ
う
と
す
る
企
図
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
宗

教
的
狂
信
を
別
の
熱
狂
で
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
議
論
は
、
い
た
ず
ら

に
野
心
を
駆
り
立
て
る
も
の
で
し
か
な
い
。
他
方
で
獲
得
や
征
服
の
残

虐
さ
を
忌
避
し
た
ル
ソ
ー
は
、
狂
信
の
も
つ
危
険
性
と
力
強
さ
の
所
在

を
綿
密
に
分
析
し
て
、
宗
教
的
な
熱
意
や
市
民
の
自
発
性
を
損
な
わ
ず

に
そ
れ
を
市
民
の
義
務
や
国
家
へ
の
忠
誠
へ
と
向
け
変
え
る
よ
う
な
方

策
を
模
索
し
た
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
政
治
に
対
す
る
宗
教
の
脅
威
を
適

切
に
認
識
し
な
が
ら
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
の
企
図
と
そ

の
独
自
性
が
際
立
つ
。

　

し
か
る
に
、
や
は
り
ル
ソ
ー
の
市
民
宗
教
に
お
い
て
、
そ
れ
を
信
じ

な
い
者
が
国
家
の
た
め
に
生
命
を
捧
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
と
し
て

追
放
さ
れ
る
な
ど
、
そ
れ
自
体
に
狂
信
的
な
要
素
が
見
出
さ
れ
る
と
い

う
批
判
的
解
釈
の
余
地
は
残
る
。
こ
う
し
た
要
素
こ
そ
ま
さ
に
ル
ソ
ー

の
政
治
思
想
に
全
体
主
義
的
な
思
想
の
萌
芽
が
看
取
さ
れ
る
所
以
で
あ

る
が
、
他
方
で
各
人
の
内
面
の
自
由
を
認
め
る
な
ど
、
リ
ベ
ラ
ル
な
要

素
の
萌
芽
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
後
は
、

狂
信
の
概
念
を
と
お
し
て
ル
ソ
ー
の
共
和
主
義
的
側
面
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
要
素
に
も
着
目
し
つ
つ
、
そ
の
政
治
思
想
に
お
け
る

市
民
宗
教
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
せ
き
ぐ
ち
・
さ
き
／
政
治
哲
学
・
政
治
思
想
史
）

注（
1
） 

本
稿
で
は
、
ル
ソ
ー
の
原
典
は
草
稿
を
除
い
て
、Rousseau, J.-J., 

Œ
uvres com

plètes de Jean-Jacques Rousseau, édition publiée sous la 
direction de B. G

agnebin et M
. R

aym
ond, I ~V, Paris, G

allim
ard, 

Bibliothèque de la Pléiade, 1959-95

（
以
下O

C

）
を
使
用
し
た
。
引
用
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に
際
し
て
は
原
題
の
略
号
を
用
い
て
示
し
、
該
当
巻
の
ペ
ー
ジ
を
示
し
た
。

な
お
旧
綴
字
は
現
代
表
記
に
改
め
た
。
訳
出
に
際
し
て
は
既
存
の
邦
訳
を
参

照
し
た
が
、
訳
語
・
文
体
の
統
一
を
図
る
た
め
に
訳
文
は
原
文
に
応
じ
て
適

宜
変
更
し
た
。C

S

：『
社
会
契
約
論
』
（D

u contrat social; ou, principes du 
droit politique

）, O
C

 III. Ém
ile

：『
エ
ミ
ー
ル
』
（Ém

ile ou l’éducation

）, 
O

C
 IV. Inégalité

：『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
（D

iscours sur l’origine et les 
fondem

ents de l’inégalité parm
i les hom

m
es

）, O
C

 III. H
éros

：「
英
雄
に
最

も
必
要
な
徳
は
何
か
」
（« D

iscours sur cette question: Q
uelle est la vertu 

la plus nécessaire au héros et quels sont les héros à qui cette vertu a 
m

anqué ? »

）, O
C

 II. LàV
：『
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
』（Lettre de J.-J.

Rousseau à M
. de Voltaire

）, O
C

 IV. Sp.

：『
演
劇
に
か
ん
す
る
ダ
ラ
ン
ベ
ー

ル
氏
へ
の
手
紙
』（Lettre à M

. d’Alem
bert sur les spectacles

）, O
C

 V. 

『
社
会

契
約
論
』
の
草
稿
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
た
。M

G

：D
u 

contrat social ou Essai sur la form
e de la République (M

anuscrit de 
G

enève), édité, introduit et annoté sous la direction de B. Bachofen, B. 
Bernardi et G

. O
livo, Paris, Vrin, 2012.

（
2
） C

olas, D
om

inique, Le G
laive et le Fléau: G

énéalogie du fanatism
e et de 

la société civile, Paris, B. G
rasset, 1992 ; W

aterlot, G
hislain, « Rousseau 

dém
ontre-t-il l ’affi

rm
ation: ‘Jam

ais peuple n ’a subsisté ni ne subsistera 
sans religion ’ ? », G

. W
aterlot (dir.), La théologie politique de Rousseau, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 63-89.

（
3
） C

olas 1992, p. 230-5.

（
4
） W

aterlot 2010, p. 64.

（
5
） Saada, Julie, « Aux principes du droit de la guerre: R

ousseau et la 
sécularisation des institutions politiques », G

. W
aterlot (dir.), La 

théologie politique de Rousseau, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2010, p. 135-6.

（
6
） Bernardi, Bruno, « Sur la genèse du concept de religion civile et sa 

place dans le C
ontrat social de Jean-Jacques R

ousseau », Éthique, 
politique, religions, n

o 8, 2016-1, p. 135-7.

（
7
） 

『
百
科
全
書
』
の
「
狂
信
」
で
は
、
狂
信
の
源
泉
の
ひ
と
つ
に
不
寛
容
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
（Encyclopédie, ou D

ictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des m

étiers, par une société de gens de lettres; m
is en ordre et 

publié par M
. D

iderot et M
. d ’Alem

bert, Paris, G
enève, N

eufchâtel, 
C

hez Briasson [and others], 1754-1772, vol. 6, p. 398

）
。
ま
た
、
ル
ソ
ー

が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
宛
の
書
簡
の
中
で
、
「
狂
信
的
な
（fanatiques

）
」
の
語

を
「
不
寛
容
な
（intolérantes

）
」
の
語
で
書
き
換
え
た
推
敲
の
形
跡
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
に
同
質
性
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
で
き

る
（cf. LàV, p. 1073

）.

（
8
） 

な
お
、
そ
の
後
も
加
筆
・
修
正
を
繰
り
返
し
な
が
ら
増
刷
さ
れ
た
。

（
9
） C

olas 1992, p. 15-6.

（
10
） Ibid.

（
11
） C

f. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
牛
田
徳
子
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
、
第
三
巻
お
よ
び
第
七
巻
。

（
12
） Brueys, D

. Augustin de, H
istoire du Fanatism

e de nôtre tem
ps, Paris, F. 

M
uguet, 1692 et 1702.

（
13
） 

ロ
ッ
ク
は
『
人
間
知
性
論
』
第
四
版
（
一
七
〇
〇
年
）
で
「
熱
狂

（Enthusiasm

）
」
に
つ
い
て
書
き
、
そ
れ
を
人
間
の
理
性
の
誤
用
と
み
な
し

た
（Locke, John, An essay concerning hum

an understanding, ed. w
ith an 

introduction, critical apparatus and glossary by Peter H
. N

idditch, 
O

xford, C
larendon Press, 1975, p. 697-706

）
。
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
は
「
熱

狂
に
か
ん
す
る
書
簡
」
（
一
七
〇
七
年
）
で
想
像
力
と
情
熱
の
結
合
に
よ
っ

て
生
成
さ
れ
る
社
会
的
な
熱
狂
を
宗
教
的
精
神
の
極
端
な
発
露
か
ら
区
別
し

た
（Shaftesbury, A

nthony A
shley C

ooper, C
haracteristics of m

en, 
m

anners, opinions, tim
es, ed. by Law

rence E. K
lein, C

am
bridge 

U
niversity Press, 1999, p. xxix

）
。
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
『
道
徳
・
政
治
・
文
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学
論
集
』
（
一
七
四
一
年
）
で
迷
信
と
狂
信
者
の
熱
狂
の
差
異
を
吟
味
し
、

迷
信
は
市
民
的
自
由
に
対
す
る
敵
で
あ
る
が
、
熱
狂
は
そ
の
味
方
で
あ
り
う

る
と
論
じ
た
（H

um
e, D

avid, Essays, m
oral, political, and literary, ed. 

and w
ith a forew

ord, notes, and glossary by Eugene F. M
iller; w

ith an 
apparatus of variant readings from

 the 1889 edition by T. H
. G

reen and 
T. H

. G
rose, Liberty C

lassics, 1985, p. 73-9

）
。

（
14
） Encyclopédie, vol. 6, p. 393.

（
15
） Ibid., p. 394.

（
16
） Ibid.

（
17
） Ibid., p. 396.

（
18
） Ibid.

（
19
） Ibid. 

括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

（
20
） Ibid.

（
21
） Voltaire, D

ictionnaire philosophique [La Raison par alphabet], O
livier 

Ferret et R
aym

ond N
aves (éds.), Paris, C

lassiques G
arnier, 2008, p. 

190-2. 

な
お
、
「
狂
信
」
の
項
目
は
初
版
か
ら
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
後
の

版
で
加
筆
・
修
正
を
施
さ
れ
て
い
る
（p. XC

III

）
。

（
22
） Ibid., p. 190-2.

（
23
） 

一
七
四
一
年
に
リ
ー
ル
で
初
演
さ
れ
、
翌
年
に
は
パ
リ
で
公
演
さ
れ
た

（Les œuvres com
plètes de Voltaire, éd. C

hristopher Todd et al., O
xford, 

Voltaire Foundation, 2002, vol. 20B, p. 19-20

）
。

（
24
） 

ル
ソ
ー
の
同
著
作
に
お
け
る
狂
信
の
分
析
に
着
目
し
た
論
考
と
し
て
、
関

口
佐
紀
「
市
民
宗
教
の
政
治
的
効
用
―
―
ル
ソ
ー
に
お
け
る
立
法
者
と
狂
信

批
判
と
を
手
掛
か
り
と
し
て
」
『
政
治
哲
学
』
第
十
九
号
、
政
治
哲
学
研
究
会
、

二
〇
一
五
年
、
六
六
―
九
一
頁
参
照
。

（
25
） Sp., p. 28.

（
26
） 

『
マ
ホ
メ
ッ
ト
』
に
お
け
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
意
図
に
つ
い
て
、K

elly, 
C

hristopher, “Pious cruelty; Rousseau on Voltaire ’s M
ahom

et, ” Rousseau 

and L’Infâm
e, Am

sterdam
, N

ew
 York, Rodopi, 2009, p. 175-186

を
参

照
。
な
お
『
ザ
イ
ー
ル
』
（
一
七
三
二
年
）
以
来
、
し
ば
し
ば
イ
ス
ラ
ム
世

界
を
舞
台
と
し
て
創
作
活
動
を
行
っ
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
自
身
は
、
当
時
の
フ

ラ
ン
ス
国
内
に
潜
む
イ
ス
ラ
ム
文
化
へ
の
否
定
的
な
見
解
と
は
異
な
り
、
穏

健
的
な
イ
ス
ラ
ム
理
解
お
よ
び
マ
ホ
メ
ッ
ト
像
を
抱
い
て
い
た
（cf. 

“Introduction ” by C
hrostopher Todd in Voltaire, op. cit., p. 9

）
。

（
27
） Sp., p. 28.

（
28
） Voltaire, op. cit., p. 168.

（
29
）  Sp., p. 28n. 

た
だ
し
、
ル
ソ
ー
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
創
始
者
で
あ
る
マ
ホ

メ
ッ
ト
を
詐
欺
師
と
み
な
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
注
意
し
て
お
き
た
い
。
た

と
え
ば
『
社
会
契
約
論
』
第
二
篇
第
七
章
で
は
、
永
続
的
な
法
体
系
を
確
立

し
た
立
法
者
と
し
て
モ
ー
セ
と
マ
ホ
メ
ッ
ト
を
示
唆
し
、
そ
の
事
業
が
知
恵

に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
他
方
で
、
か
れ
ら
を
「
詐
欺

師
」
と
み
な
す
「
高
慢
な
哲
学
や
盲
目
的
な
党
派
心
」
の
持
ち
主
も
い
る
と

語
る
が
、
ル
ソ
ー
自
身
は
そ
の
企
図
に
詐
欺
や
ペ
テ
ン
を
見
出
し
て
は
い
な

い
。
従
来
、こ
の
記
述
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た 

（D
erathé, Robert, « N

otes et variantes », O
C

 III, p. 1464,n.3 ; Scott, 
John T., T

he M
ajor Political W

ritings of J. - J. Rousseau: T
he Tw

o 
D

iscourses and Th
e Social C

ontract, C
hicago, Th

e U
niversity of C

hicago 
Press, 2012, p. 193,n.45; Vaughan, C

harles E., Th
e Political W

ritings of 
J.-J. Rousseau, O

xford, Blackw
ell, 1962 [C

am
bridge, C

am
bridge 

U
niversity Press, 1915], vol. II, p. 54,n.2

）
。
近
年
、
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
は

十
七
世
紀
以
来
流
通
し
て
い
た
地
下
文
書
『
三
詐
欺
師
論
』
を
示
唆
し
て
い

る
と
指
摘
し
た
（Bernardi, Bruno (présentation, notes, bibliographie et 

chronologie

）, Rousseau: D
u contrat social, Paris, Flam

m
arion, 2012 

[2001], pp. 210-1, n.104)

。
ル
ソ
ー
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
描
い
た
マ
ホ
メ
ッ

ト
を
詐
欺
師
と
評
し
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
「
高
慢
な
哲
学
」
に
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
を
含
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
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（
30
） Ibid. 

括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

（
31
） Sp., p. 28. 

括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

（
32
） Ibid., p. 28-9.

（
33
） Voltaire, D

ictionnaire, p. 190.
（
34
） Sp., p. 28.

（
35
） Ém

ile, pp. 632-3n. 

括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

（
36
） 

「
無
神
論
者
」
お
よ
び
「
無
神
論
」
の
指
示
内
容
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

野
沢
協
に
従
え
ば
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
や
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
ベ
ー
ル
は
神
の
摂
理
の
否
定
も
無
神
論
と
理
解
し
た
と

考
え
ら
れ
る
（cf. 

野
沢
協
「
解
説
：『
彗
星
雑
考
』
―
―
そ
の
二
つ
の
読
み
」

『
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
著
作
集
第
一
巻　

彗
星
雑
考
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
七
八
年
、
六
八
九
頁
）
。
『
百
科
全
書
』
で
は
、
無
神
論
は
「
世
界
の
創

造
主
た
る
神
の
存
在
を
否
定
す
る
人
々
の
意
見
」
と
定
義
さ
れ
る
。
神
の
観

念
は
「
世
界
の
創
造
主
た
る
神
」
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
た
と
え
神

や
神
々
に
つ
い
て
語
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
世
界
の
創
造
や
維
持
と
無
関
係

で
あ
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
者
や
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
の
議
論
は
無
神
論
と
み
な

さ
れ
る
（Encyclopédie, vol. 2, p. 817

）
。
ま
た
、
「
神
の
存
在
を
否
定
す
る

人
々
」
と
「
神
の
存
在
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
人
々
」
と
「
神
は
知
性
を
持
た

な
い
と
想
定
し
、
そ
の
神
聖
な
本
性
を
否
定
す
る
人
々
」
は
互
い
に
異
な
る

が
、
並
べ
て
無
神
論
者
に
分
類
さ
れ
る
（p. 798

）
。

（
37
） 

こ
こ
で
は
ル
ソ
ー
の
用
語
法
に
則
っ
て
無
神
論
者
と
比
較
さ
れ
る
対
象
を

「
狂
信
者
」
と
一
括
し
て
い
る
が
、
厳
密
に
は
、
ベ
ー
ル
が
無
神
論
者
と
比

較
し
た
の
は
「
偶
像
崇
拝
者
（idolâtre

）
」
で
あ
る
。

（
38
） Bayle, Pierre, Pensées diverses sur la com

ète, introduction, notes, 
glossaire, bibliographie et index par Joyce et H

ubert B
ost, Paris, 

Flam
m

arion, 2007, § 145.

（
39
） Ém

ile, p. 633n.

（
40
） Ibid.

（
41
） Ibid.

（
42
） Ibid., p. 602.

（
43
） 

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
富
や
奢
侈
を
追
求
す
る
私
的
悪
徳
を
政
治
的

な
技
術
や
制
度
に
よ
っ
て
公
的
利
益
に
転
換
さ
せ
る
構
想
を
展
開
し
た
マ
ン

デ
ヴ
ィ
ル
、
個
人
の
私
的
利
益
の
追
求
に
よ
っ
て
社
会
全
体
の
物
質
的
幸
福

が
増
大
す
る
こ
と
を
示
し
た
A
・
ス
ミ
ス
の
よ
う
に
、
政
治
と
経
済
と
の
連

関
を
め
ぐ
る
議
論
は
十
七
・
八
世
紀
か
ら
す
で
に
熟
し
て
い
た

（H
irschm

an, A
lbert O

., T
he Passions and the Interests: Political 

Argum
ents for C

apitalism
 before Its Trium

ph, tw
entieth anniversary 

edition, Princeton, Princeton U
niversity Press, 1997 [1977]

）
。
ま
た
比

較
経
済
学
の
観
点
か
ら
ル
ソ
ー
の
経
済
論
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、

Fridén, Bertil, Rousseau’s Econom
ic Philosophy, Beyond the M

arket of 
Innocents, K

luw
er Academ

ic Publishers, 1998

等
が
あ
る
。
な
お
ル
ソ
ー

の
利
己
主
義
批
判
は
「
自
我
」
概
念
や
そ
の
政
治
的
用
法
と
関
わ
り
、
多
角

的
な
分
析
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
別
稿
に
譲
る
。

（
44
） Inégalité, p. 142n9.

（
45
） Ém

ile., p. 632-3n.

（
46
） H

azard, Paul, La pensée européenne au XVIII èm
e siècle: de M

ontesquieu 
à Lessing, Paris, Boivin et cie., 1946, tom

e II, chap. 1.

（
47
） Ém

ile, p. 635-6.

（
48
） 

た
だ
し
、
ル
ソ
ー
が
批
判
し
た
の
は
真
理
と
見
せ
か
け
て
無
神
論
を
説
く

よ
う
な
「
哲
学
者
」
で
あ
っ
て
、
「
哲
学
」
そ
の
も
の
を
否
定
的
に
と
ら
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
の
哲
学
に
対
す
る
両
義
的
な
評
価
に
つ
い

て
、
川
出
良
枝
「
公
共
の
利
益
の
た
め
の
学
問
―
―
ル
ソ
ー
と
フ
ィ
ジ
オ
ク

ラ
ー
ト
」
政
治
思
想
学
会
編
『
政
治
思
想
研
究
』
第
十
四
号
、
風
行
社
刊
、

二
〇
一
四
年
、
八
二
―
一
〇
九
頁 

、Jouvenel, Bertrand de, « Essai sur La 
Politique de R

ousseau », D
u contrat social de Jean-Jacques Rousseau, 

G
enève, Éditions du C

heval Ailé, 1947, p. 30-5.
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（
49
） Ém

ile, p. 633n.

（
50
） Ibid., p. 601. 

括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。
な
お
、
ル
ソ
ー
に
と
っ

て
良
心
は
「
神
聖
な
本
能
、
滅
び
る
こ
と
な
き
天
上
の
声
」
（Ibid., p. 

600

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
51
） 
た
だ
し
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
は
狂
信
に
ま
つ
わ
る
全
て
の
用
語
は

削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
52
） M

G
, [Le concours de la religion dans l ’établissem

ent civil], p. 93.

（
53
） Ibid.

（
54
） C

S, p. 465.

（
55
） M

G
, p. 97. 

括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

（
56
） Ibid. p. 95; C

S, p. 464.

（
57
） H

éros, p. 1262-3.

（
58
） Ibid., p. 1265.

（
59
） Ibid., pp. 1273-4.

（
60
） 

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い

て
、
情
念
に
対
し
て
情
念
で
対
抗
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
馴
染
み
深
い
も

の
で
あ
っ
た
（H

irschm
an, op. cit., pp. 26-7

）
。

（
61
） Encyclopédie, vol. 6, p. 401.

（
62
） C

S, p. 468.

（
63
） Ibid.

（
64
） Ibid., p. 468-9.

（
65
） Ibid., p. 367.

（
66
） Ibid., p. 395.

（
67
） Ibid., p. 381, p. 390.

（
68
） Ibid., p. 390-1.

（
69
） Ibid., p. 439.

（
70
） Ibid., p. 427.

（
71
） Ibid., p. 365.

（
72
） Ibid., p. 427.

（
73
） Ibid., p. 468.

（
74
） Ibid., p. 380.

（
75
） Ibid., p. 468.

（
76
） Ibid.

［
付
記
］ 

貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
賜
っ
た
二
名
の
匿
名
査
読
者
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し

上
げ
る
。
な
お
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
平
成
三
十
年
度
若
手
研
究
者

海
外
挑
戦
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ル
ソ
ー
、
狂
信
、
無
神
論
、
市
民
宗
教
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は
じ
め
に

　

「
代
表
な
く
し
て
課
税
な
し
」
。
ア
メ
リ
カ
独
立
に
至
る
政
治
過
程
に

お
い
て
、
こ
の
言
葉
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
議
会
主
権
を
根
拠
に
課
税
を
正
当
化
す
る
本
国

議
会
に
対
し
て
、
植
民
地
側
は
、
本
国
議
会
に
対
し
て
代
表
を
送
っ
て

い
な
い
た
め
、
課
税
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
反
駁
し
た
と
い
う
お
な
じ

み
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
七
六
〇
年
代
か
ら
一
七
七
六

年
に
至
る
論
争
点
は
、
こ
の
よ
う
な
議
会
の
代
表
の
有
無
を
め
ぐ
る
も

の
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
議
会
主
権
論
と

人
民
の
権
利
を
訴
え
る
議
論
と
が
平
行
線
を
た
ど
る
う
ち
、
こ
の
平
行

線
の
議
論
を
解
決
す
べ
く
新
た
な
議
論
が
次
々
に
追
加
さ
れ
、
政
治
思

想
と
し
て
の
深
化
が
み
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
植
民
地
の

歴
史
的
起
源
を
た
ど
る
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
植
民
地
は
本
国
と
の
関
係

に
お
い
て
い
か
な
る
法
的
な
地
位
に
あ
る
の
か
を
精
査
す
る
、
と
い
う

議
論
が
あ
っ
た
。

　

植
民
地
に
対
す
る
立
法
権
を
本
国
が
有
す
る
こ
と
が
、
そ
の
設
立
時

に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
先
例
と
し
て
の

効
力
を
持
つ
た
め
、
一
七
六
〇
年
代
の
課
税
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
な

る
。
他
方
で
、
も
し
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
と
り
え
な
い
な
ら
ば
、
植
民

地
は
そ
の
起
源
に
お
い
て
本
国
と
は
異
な
る
法
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

〈
公
募
論
文
〉

ア
メ
リ
カ
革
命
と
歴
史
叙
述
の
政
治
思
想

【
ド
ミ
ニ
オ
ン
・
セ
オ
リ
ー
を
め
ぐ
る
対
抗
】

上
村 

剛
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を
有
す
る
た
め
、
課
税
の
根
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
植
民
地
は
王
に
対
し
て
の
み
忠
誠
を
誓

う
の
で
あ
る
か
ら
、
議
会
が
植
民
地
に
課
税
す
る
権
力
を
持
た
な
い
」

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
ド
ミ
ニ
オ
ン
・
セ
オ
リ
ー
」
と
し
て
、
本
国
に

反
発
す
る
論
者
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る

）
1
（

。
こ
の
た
め
、

植
民
地
設
立
時
の
特
許
状
な
ど
、
本
国
―

植
民
地
関
係
の
歴
史
叙
述
こ

そ
が
、
重
要
な
論
点
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
植
民
地
の
歴
史
叙
述
を
め
ぐ
る
政
治
思
想
は
、
独
立

以
前
の
抗
争
の
論
点
を
正
確
に
理
解
す
る
う
え
で
の
重
要
性
を
持
つ
。

し
か
し
、
重
要
な
点
は
そ
れ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
共

に
、
歴
史
を
ひ
も
と
き
、
そ
の
起
源
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ブ
リ
テ
ン
帝
国
内
に
位
置
し
た
ア
メ
リ
カ
と
い
う
政
治
体
の
一
体
性
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
考
に
も
寄
与
し
た
、
と
い
う
も
う
一
つ
の
重

要
な
点
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
の
政
治
思
想
と
い
う
問
題

系
を
切
り
開
い
た
ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
『
島
々
の
発
見
』
で
、
「
ブ

リ
テ
ン
の
事
例
に
お
い
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
己
破
壊
的
な
追

求
が
、
帝
国
の
概
念
と
結
び
つ
い
て
き
た
こ
と
は
興
味
深
い
」
と
述
べ

て
い
る

）
2
（

。
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ

い
て
の
先
行
研
究
は
膨
大
に
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
全
面
的

な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
困
難
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り

言
え
る
の
は
、
法
的
な
一
体
性
と
い
う
意
味
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

獲
得
さ
れ
る
に
至
る
過
程
に
、
歴
史
叙
述
の
探
求
が
貢
献
し
た
、
と
い

う
事
実
の
み
で
あ
る

）
3
（

。

　

本
稿
は
、
植
民
地
末
期
に
ア
メ
リ
カ
を
め
ぐ
る
歴
史
叙
述
が
ど
の
よ

う
に
し
て
展
開
さ
れ
た
の
か
を
、
特
に
ト
マ
ス
・
パ
ウ
ナ
ル
（Th

om
as 

Pow
nall

）『
植
民
地
の
統
治
』
（
と
り
わ
け
一
七
六
八
年
の
第
四
版
）
、
ジ
ェ

イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（Jam

es W
ilson

）『
ブ
リ
テ
ン
議
会
の
立
法
権

の
性
質
と
範
囲
に
つ
い
て
の
考
察
』
（
一
七
七
四
、
な
お
執
筆
自
体
は
一

七
六
八
年
で
あ
る
。
以
降
『
考
察
』
と
す
る
）
、
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ

ル
ト
ン
（Alexander H

am
ilton

）『
農
夫
を
反
駁
す
る
』
（
一
七
七
五
）
の

三
つ
に
焦
点
を
当
て
、
各
々
を
比
較
検
討
す
る
な
か
で
、
各
々
の
議
論

の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
国
の
議
会
主
権
論
と
植

民
地
の
権
利
の
議
論
と
が
平
行
線
を
辿
る
な
か
、
あ
え
て
本
国
と
植
民

地
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
っ
て
い
た
か
を
振
り
返
る
点
で
、

彼
ら
の
議
論
は
相
互
の
論
争
状
況
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
そ
も
そ
も
歴
史
叙
述
の
政
治
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
異
な

る
歴
史
理
解
を
比
較
し
、
そ
の
特
徴
を
彫
琢
す
る
必
要
が
存
す
る
こ
と

こ
そ
、
彼
ら
三
人
を
同
一
の
文
脈
で
解
釈
す
る
所
以
で
あ
る
。
彼
ら
の

関
係
を
前
も
っ
て
図
式
的
に
整
理
す
る
と
、
パ
ウ
ナ
ル
は
、
本
国
と
植

民
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
植
民
地
の
設
立
当
初
は
本
国
の
王
の
み
と

結
び
つ
け
ら
れ
、
王
国
と
は
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
が
、

徐
々
に
本
国
の
領
域
（
＝
王
国
）
に
含
ま
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
流
の
議
会
主
権
論
を
基
礎
に
置
き
つ
つ
も
、

歴
史
的
に
は
植
民
地
が
「
領
域
の
外
（w

ithout the realm

）
」
か
ら
「
領
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域
の
内
（w

ithin the realm

）
」
へ
と
移
行
し
た
、
と
二
つ
の
段
階
が
存

在
し
た
こ
と
を
示
し
た
点
で
、
独
自
の
歴
史
叙
述
を
展
開
し
た
も
の
と

理
解
さ
れ
う
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
二
段
構
え
の
歴
史
叙
述
を
提
示
す
る
パ
ウ
ナ
ル
に

対
し
て
は
、
反
論
す
る
側
も
ま
た
歴
史
叙
述
に
お
い
て
、
二
正
面
作
戦

を
展
開
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
ハ
ミ
ル
ト
ン
と
い
う
建

国
者
を
代
表
す
る
論
客
の
議
論
は
、
こ
の
二
つ
に
対
す
る
応
答
と
し
て

解
釈
で
き
る
。
両
者
の
議
論
に
ひ
そ
む
差
異
は
閑
却
さ
れ
て
き
た
が
、

パ
ウ
ナ
ル
に
対
す
る
応
答
と
し
て
二
人
を
読
む
と
き
、
即
ち
本
国
と
の

論
争
の
文
脈
を
正
確
に
把
握
す
る
と
き
、
彼
ら
が
異
な
る
点
に
応
答
し

た
、
異
な
る
議
論
で
あ
る
こ
と
が
理
解
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
更
に

言
え
ば
、
こ
の
議
論
の
前
提
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
植
民
地
を
本
国

と
の
同
胞
と
捉
え
、
そ
の
歴
史
的
連
続
性
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
は
反
対
に
、
本
国
と
植
民
地
と
の
一
貫
し
た
断
絶
を
強
調

し
た
と
い
う
点
で
、
両
者
に
は
理
論
的
衝
突
が
含
ま
れ
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
第
一
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
的
応
答
は
、
議
会
と

人
民
と
の
関
係
と
い
う
点
に
お
い
て
は
本
国
と
植
民
地
は
同
型
で
あ
り
、

植
民
地
に
お
い
て
も
人
民
の
同
意
が
議
会
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
示

す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
植
民
地
が
本
国
議
会
に
従
う
必
要

は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
な
お
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

パ
ウ
ナ
ル
と
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
両
者
の
議
論
に
対
抗
す
る
タ
イ
プ
の
、

ブ
リ
テ
ン
議
会
史
の
歴
史
叙
述
と
、
植
民
地
へ
の
適
用
と
ま
と
め
ら
れ

る
。

　

第
二
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
的
応
答
は
、
植
民
地
の
設
立
時
に
つ
い
て
は
パ

ウ
ナ
ル
と
同
じ
方
向
性
で
、
本
国
と
植
民
地
と
を
異
な
っ
た
法
的
集
団

と
し
て
捉
え
な
が
ら
も
、
パ
ウ
ナ
ル
と
異
な
っ
て
、
そ
の
後
の
関
係
の

変
化
が
な
か
っ
た
た
め
、
今
日
で
も
植
民
地
は
本
国
の
課
税
法
案
に
従

う
必
要
は
な
い
、
と
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
国
の
特
許
状

の
歴
史
叙
述
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
者
を
、
歴
史
叙
述
と
い
う
論
争
の
ト
ポ
ス
で
読
み
解

く
こ
と
は
、
彼
ら
の
歴
史
叙
述
の
特
徴
と
、
相
互
の
影
響
関
係
を
正
確

に
把
握
す
る
こ
と
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と

ハ
ミ
ル
ト
ン
の
歴
史
叙
述
は
従
来
ウ
ィ
ッ
グ
的
で
あ
る
と
し
て
簡
単
に

ま
と
め
ら
れ
て
き
た

）
4
（

が
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
理
解
が
ど
れ
ほ
ど
適

切
か
を
、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一　

 

一
七
五
〇
年
代
の
植
民
地
史
叙
述
と 

ト
マ
ス
・
パ
ウ
ナ
ル『
植
民
地
の
統
治
』の
登
場

　

「
世
界
中
の
ど
こ
に
お
い
て
も
、
北
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
と
い
う
タ
イ

ト
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
レ
ベ
ル
の
英
語
の
著
作
は
、
い
ま
だ
出
版
さ
れ
て

い
な
い
」
。
『
北
ア
メ
リ
カ
の
現
在
の
状
態
』
を
記
し
た
ジ
ョ
ン
・
ハ
ス

ク
（John H

aske

）
は
一
七
五
五
年
に
慨
嘆
し
て
い
る

）
5
（

。
し
か
し
、
彼

の
慨
嘆
は
一
七
六
〇
年
代
に
は
も
は
や
無
用
の
も
の
と
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
七
五
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
続
々
と
、
非
常
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に
精
度
の
高
い
歴
史
書
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
一
つ

の
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
歴
史
と
し
て
束
ね
る
よ
う
な
議
論
の
展
開
が
見
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
つ
い
て
は
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ス
ミ
ス
・
ジ
ュ
ニ
ア
（W

illiam
 Sm

ith, Jr.

）『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
邦
史

）
6
（

』
、

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
に
つ
い
て
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（R

ichard 

Jackson

）『
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
国
制
と
統
治
の
歴
史
論

）
7
（

』
、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
に
つ
い
て
は
、
悪
名
高
き
ト
マ
ス
・
ハ
チ
ン
ソ
ン

（Th
om

as H
utchinson

）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
湾

邦
の
歴
史

）
8
（

』
と
い
っ
た
よ
う
に
、
史
料
を
丹
念
に
収
集
し
、
分
析
し
た

歴
史
書
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
歴
史
叙
述
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
各
邦
の
歴
史

を
、
そ
の
起
源
に
立
ち
返
っ
て
記
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
淡
々

と
事
実
を
蓄
積
し
て
い
く
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、
従
っ
て
政
治

性
を
色
濃
く
持
っ
て
い
る
と
い
う
種
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
理
解

さ
れ
て
い
る

）
9
（

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
を
ま
と
め
て
、
ブ
リ

テ
ン
帝
国
の
政
治
思
想
へ
と
変
貌
さ
せ
た
の
が
、
ト
マ
ス
・
パ
ウ
ナ
ル

の
『
植
民
地
の
統
治
』
で
あ
る
。

　

パ
ウ
ナ
ル
は
、
一
七
二
二
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
の
リ
ン
カ
ー
ン

シ
ャ
ー
に
生
ま
れ
、
一
七
四
三
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
卒
業
し
た

の
ち
、
商
務
省
に
勤
務
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
邦
の
総
督
に
赴
任
し
た

ダ
ン
ヴ
ァ
ー
ス
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（D

anvers O
sborn

）
の
私
的
秘
書
と
し

て
大
西
洋
を
渡
り
、
一
七
五
四
年
の
オ
ル
バ
ニ
ー
会
議
に
も
参
加
し
、

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
知
己
を
得
た
。
一
七
五
七
年
か
ら

一
七
五
九
年
ま
で
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
邦
の
総
督
を
務
め
た
。
そ
の

後
一
七
六
七
年
に
庶
民
院
議
員
と
な
り
、
引
退
す
る
一
七
八
〇
年
ま
で

議
員
を
務
め
た

）
10
（

。
二
才
年
上
の
兄
ジ
ョ
ン
・
パ
ウ
ナ
ル
も
ま
た
商
務
省

に
勤
務
し
た
官
僚
で
あ
り
、
兄
弟
と
も
に
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
統
治
に
関

与
し
た
と
言
え
る

）
11
（

。

　

そ
の
よ
う
な
経
歴
を
持
つ
彼
の
代
表
作
が
『
植
民
地
の
統
治
』
で
あ

る
。
一
七
六
四
年
に
初
版
が
出
た
の
ち
、
一
七
六
五
、
一
七
六
六
、
一

七
六
八
、
一
七
七
四
年
と
、
揺
れ
動
く
本
国
―

植
民
地
の
政
局
に
対
応

し
な
が
ら
加
筆
修
正
さ
れ
続
け
、
多
く
の
人
に
読
ま
れ
続
け
た
。
そ
の

意
味
で
、
一
七
六
〇
年
代
か
ら
一
七
七
〇
年
代
の
英
米
関
係
に
つ
い
て

論
じ
た
も
の
の
う
ち
、
最
も
代
表
的
な
著
作
の
一
つ
で
あ
る

）
12
（

。

　

一
七
六
四
年
の
初
版
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
（G

eorge 

G
renville

）
に
捧
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
パ
ウ
ナ
ル
は
、
そ

れ
以
前
に
書
か
れ
た
歴
史
書
か
ら
多
く
の
議
論
を
援
用
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
各
々
の
邦
の
歴
史
叙
述
を
、
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
共
通
の
歴
史

と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
議
論
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
改
版
の
た
び
に
パ

ウ
ナ
ル
が
加
筆
を
加
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
が
微
妙
に
修
正
さ
れ

続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
彼
が
徐
々
に
自
分
自
身
の
独
自
の
歴
史

叙
述
を
展
開
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

彼
の
歴
史
書
の
参
照
の
仕
方
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
議
論
の
変
遷
が
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理
解
し
や
す
い
。
例
え
ば
初
版
や
第
二
版
に
お
い
て
パ
ウ
ナ
ル
は
、
マ

グ
ナ
・
カ
ル
タ
よ
り
も
人
民
の
権
利
が
保
証
さ
れ
な
い
植
民
地
を
作
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
主
張
の
た
め
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ャ
ク
ソ

ン
を
引
用
す
る
。
「
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
よ
っ
て
臣
民
が
与
え
ら
れ
た

権
利
よ
り
も
小
さ
な
範
囲
で
し
か
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、

国
王
は
い
か
な
る
植
民
地
を
設
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
そ
の
契
約

も
で
き
な
い

）
13
（

」
。

　

ま
た
、
ス
ミ
ス
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
邦
史
』
に
つ
い
て
は
、
総
督
が

植
民
地
の
代
議
院
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
機
能
し
て
い
な
い
「
不
安
定
さ
（uncertainty

）
」

を
指
摘
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
る

）
14
（

。

　

こ
の
よ
う
な
パ
ウ
ナ
ル
の
主
張
は
、
内
乱
を
防
ぎ
、
グ
レ
イ
ト
・
ブ

リ
テ
ン
の
一
体
性
を
保
つ
べ
く
、
議
会
の
主
権
と
植
民
地
の
人
々
の
権

利
を
調
停
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
や
ス
ミ
ス
も
そ
の

目
的
の
た
め
に
援
用
さ
れ
た
。
第
三
版
の
追
補
（appendix
）
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
パ
ウ
ナ
ル
は
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
の
故
郷
が
ブ
リ
テ

ン
に
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。

　

今
日
に
至
る
ま
で
の
数
百
年
の
間
、
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の

利
益
と
福
利
に
対
す
る
真
の
感
情
が
、
自
身
の
植
民
地
の
利
益
と

福
利
に
比
べ
て
大
事
で
は
な
い
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
と
い
う
も
の
は

存
在
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
常
に
一
つ
で
同
じ
で
あ
る
と
い
う
以

外
の
考
え
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
ま
で
ア
メ
リ

カ
人
の
胸
の
う
ち
に
、
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
と
い
う
考
え
が
生

じ
る
際
に
は
必
ず
、
故
郷

0

0

（H
O

M
E

）
で
あ
る
と
い
う
考
え
が

生
じ
た
、
と
私
は
信
じ
る

）
15
（

。

　

し
か
し
、
第
三
版
ま
で
の
議
論
は
、
い
わ
ゆ
る
議
会
主
権
と
人
民
の

権
利
の
間
の
論
争
を
指
摘
す
る
も
の
の
、
論
点
整
理
を
施
し
て
い
る
に

過
ぎ
ず
、
パ
ウ
ナ
ル
自
身
の
歴
史
叙
述
の
特
徴
が
表
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
七
六
八
年
に
出
版
さ
れ
た
第
四
版
で
は
、
本0

国
と
植
民
地
と
の
法
的
関
係
と
い
う
視
角
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
過
去
に
こ
れ
ら
の
権

利
が
い
か
に
理
解
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
の
歴
史
叙
述
が
必
要
で
あ

る
と
し
て
、
第
三
版
ま
で
の
文
章
を
削
除
し
た
箇
所
に
次
の
文
章
が
新

た
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

　

植
民
地
が
国
王
の
私
有
地
で
あ
る
か
否
か
。
領
域
の
外
に
あ
る

か
、
領
域
の
一
部
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
の
国
外
の
ド
ミ
ニ
オ
ン
は

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
領
域
に
付
さ
れ
て
い
る
か
―
―
〔
…
…
〕
こ
の

よ
う
な
疑
問
は
、
も
は
や
好
奇
心
と
机
上
の
理
論
の
類
い
の
も
の

で
は
な
い
。
〔
…
…
〕
実
際
の
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
当
該
疑
問
の
答
え
が
見
つ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

答
え
を
正
し
く
、
正
当
に
見
つ
け
る
た
め
に
は
、
次
の
こ
と
が
検

討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
移
住
の
状
況
は
ど
う
で
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あ
っ
た
か
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
政
治
的
制
度
の
も
と
に
、
植
民

地
は
設
立
さ
れ
、
特
許
状
を
与
え
ら
れ
た
か
。
こ
れ
で
あ
る

）
16
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
植
民
地
の
起
源
に
つ
い
て
探
求
す
る
こ
と
の
重
要
性

に
パ
ウ
ナ
ル
は
気
づ
く
に
至
る
。
直
接
に
議
論
の
変
質
を
も
た
ら
し
た

も
の
が
何
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
背
景
の
一
つ
に
、

植
民
地
の
側
の
人
々
が
、
植
民
地
の
起
源
に
お
い
て
自
然
権
を
獲
得
し

た
と
の
議
論
を
展
開
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
一
七
六
六
年
三
月
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
出
版
さ
れ
た
リ

チ
ャ
ー
ド
・
ブ
ラ
ン
ド
の
『
ブ
リ
テ
ン
植
民
地
の
権
利
の
探
求
』
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
「
移
住
の
自
然
権
」
の
議
論
は
説
得
的
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
抗
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る

）
17
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
パ
ウ
ナ
ル
は
、
自
然
権
に
よ
っ
て
議
論
を
進
め
る
の

で
は
な
く
、
本
国
と
の
権
力
関
係
が
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
か
に

注
意
を
払
っ
た
。
な
か
で
も
、
植
民
地
が
法
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
設

立
さ
れ
た
か
が
、
換
言
す
れ
ば
、
植
民
地
の
法
的
地
位
を
確
認
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
パ
ウ
ナ
ル
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

彼
の
歴
史
叙
述
は
、
二
つ
の
段
階
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
植
民
地
の
設
立
時
に
お
い
て
、
植
民
地
は
「
領
域

の
外
（w

ithout the realm

）
」
に
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
パ
ウ
ナ
ル
に
よ

れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
君
主
た
ち
は
、
海
外
の
植
民
地
の
こ
と
を

「
国
外
の
ド
ミ
ニ
オ
ン
（foreign dom

inion

）
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
こ

れ
は
、
そ
れ
ま
で
植
民
地
の
代
表
的
な
歴
史
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
ギ
リ
シ
ャ
の
植
民
地
と
は
異
な
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
植
民
地
は
あ

く
ま
で
連
合

0

0

の
繋
が
り
（the connection of Foederates

）
に
過
ぎ
ず
、
領

域
の
内
（w

ithin the realm

）
に
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る

）
18
（

。
こ
れ
に
対
し
て

ア
メ
リ
カ
の
各
植
民
地
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
「
ア
メ
リ

カ
植
民
地
は
、
い
く
つ
か
の
邦
と
し
て
設
立
さ
れ
、
国
王
の
法
／
権
利

（jura regalia

）
を
持
っ
て
い
た
」
。
従
っ
て
、
総
督
が
国
王
の
代
理
と
し

て
執
行
権
と
立
法
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
る

）
19
（

。

　

植
民
地
が
領
域
の
外
に
あ
り
、
国
王
の
法
／
権
利
を
持
つ
こ
と
は
、

本
国
と
は
異
な
る
法
体
系
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
植
民

地
は
、
設
立
時
に
国
王
と
同
様
の
権
力
が
所
領
に
与
え
ら
れ
る
領
地
で

あ
る
、
「
パ
ラ
テ
ィ
ン
伯
領

0

0

0

0

0

0

0

（C
O

U
N

T
IN

ES PALAT
IN

E

）
」
と
法
的
に

同
じ
種
類
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
カ
リ
ブ
諸
島
、
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
と
い
っ

た
ア
メ
リ
カ
各
地
の
植
民
地
は
全
て
、
パ
ラ
テ
ィ
ン
伯
領
と
し
て
共
通

の
性
質
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
多
く
の

植
民
地
の
史
料
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ダ
ラ
ム
司
教
（Bishop of D

uresm
e

あ
る
い
はBishop of D

urham

）
の
領
地
と
同
様
の
性
質
を
持
っ
て
い
る

と
明
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ラ
ム
司
教
領
に
お

い
て
国
王
と
同
様
の
諸
々
の
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
同
様
に
、
各

植
民
地
も
そ
の
よ
う
な
強
大
な
権
限
を
有
し
て
い
る
、
と
書
き
込
ま
れ
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て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
明
示
的
な
文
言
か
ら
は
、
植
民
地
と
本
国
と
の
関
係
は
、

か
な
り
の
程
度
独
立
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
だ
が
、
形
式

上
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
も
の
の
、
実
際
上
は
パ
ラ
テ
ィ
ン
伯
領

で
は
な
か
っ
た
、と
パ
ウ
ナ
ル
は
歴
史
解
釈
を
施
す
。と
い
う
の
も
、「
実

際
の
と
こ
ろ
、
封
建
制
の
う
え
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政

府
の
国
制
は
、
そ
の
当
時
、
領
域
の
外
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た

）
20
（

」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
パ
ウ
ナ
ル
は
、
封
建
制
を
基
礎
に

持
つ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
府
の
議
論
を
植
民
地
に
適
用
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
っ
た
、
と
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
代
わ
り
に
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
重
要
な
一
つ
の
先
例
を

発
見
す
る
。
そ
れ
が
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
に
浮
か
ん
で
お
り
、
ノ
ル
マ
ン
・

コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
降
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
属
領
と
な
っ
た
ジ
ャ
ー
ジ
ー
島

で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ー
ル
（Philip Falle

）
の
『
ジ
ャ
ー
ジ
ー

島
の
説
明

）
21
（

』
に
依
拠
し
つ
つ
、
パ
ウ
ナ
ル
は
「
植
民
地
の
国
制
は
ジ
ャ
ー

ジ
ー
と
同
様
の
も
の
と
み
な
さ
れ
た
」
と
指
摘
す
る
。
ジ
ャ
ー
ジ
ー
島

の
国
制
は
、
そ
れ
は
古
来
の
法
、
不
文
の
地
方
の
慣
習
、
そ
し
て
「
国

王
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
国
制
と
王
令
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
、

「
ジ
ャ
ー
ジ
ー
島
の
統
治
に
お
い
て
長
く
用
い
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様

の
統
治
の
方
法
が
、
諸
植
民
地
に
適
用
さ
れ
た
」
。
例
え
ば
、
「
チ
ャ
ー

ル
ズ
一
世
は
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
島
同
様
の
植
民
地
や
、
海
外
の
ド
ミ
ニ
オ

ン
に
お
け
る
彼
の
私
有
地
が
、
彼
の
同
意
に
よ
っ
て
作
成
、
出
版
さ
れ

た
法
、
王
令
、
国
制
に
よ
っ
て
統
治
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
考
え

を
と
っ
た
」
と
い
う

）
22
（

。
実
際
に
は
、
王
だ
け
に
は
植
民
地
は
従
っ
て
い

た
、
と
解
釈
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
本
国
に
お
け
る
革
命
に
よ
っ
て
、「
植
民
地
は
実
際
の
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

、

王
国
の
ド
ミ
ニ
オ
ン
（dom

inions of the realm

）
と
な
っ
た
。
王
国
の

臣
民
と
な
っ
た
。
〔
…
…
〕
実
際
の
と
こ
ろ
、
議
会
の
権
限
と
管
轄
権

に
従
う
こ
と
と
な
っ
た

）
23
（

」
と
の
性
質
の
変
化
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
六
四

三
年
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
規
制
の
た
め
に
長
期
議
会
が
発
し
た
法

令
は
、
一
六
三
六
年
の
王
に
よ
る
も
の
を
踏
襲
し
て
お
り
、
さ
ら
に
一

六
五
〇
年
に
は
依
然
と
し
て
王
の
側
に
立
っ
て
い
た
バ
ル
バ
ド
ス
や

バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
の
諸
島
が
反
乱
状
態
に
あ
る
と
本
国
議
会
に
よ
っ
て
み

な
さ
れ
た
、
と
長
期
議
会
と
庶
民
院
の
日
誌
を
典
拠
と
し
つ
つ
、
パ
ウ

ナ
ル
は
論
じ
る
。
元
来
は
王
の
み
と
法
的
な
関
係
に
立
っ
て
い
た
は
ず

の
植
民
地
が
、
本
国
が
共
和
政
に
変
更
し
て
も
規
制
を
受
け
続
け
、
更

に
そ
の
後
の
航
海
法
や
、
復
古
王
政
に
至
っ
て
も
、
一
貫
し
て
本
国
の

規
制
に
服
し
続
け
た
。
そ
の
内
容
は
、
貿
易
の
外
的
な
規
制
の
み
な
ら

ず
、
課
税
も
含
ん
で
い
た
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
植
民
地
は

も
は
や
王
と
の
み
法
的
な
関
係
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
本
国
議
会
と
も

同
様
の
関
係
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
の
重
要
な
変
化
が
生
じ
た
の

だ
っ
た

）
24
（

。

　

パ
ウ
ナ
ル
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
は
、
当
時
の
本
国
側
の
理
論
的

中
核
で
あ
っ
た
、
議
会
主
権
論
の
発
展
を
目
論
ん
で
い
た
と
解
釈
し
う
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る
。
例
え
ば
、
当
時
の
本
国
側
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
第
一
巻
（
と
り
わ
け

一
七
六
六
年
に
出
版
さ
れ
た
第
二
版
）
の
議
論
と
比
べ
て
み
る
と
、
い
く

つ
か
の
発
展
が
見
ら
れ
る
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
場
合
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
法
的
地
位
は
、「
い

く
つ
か
の
点
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
に
服
す
る

）
25
（

」
と
い
う
曖
昧

な
も
の
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
植
民
地
は
、
占
有
（occupancy

）
し

た
と
こ
ろ
と
、
征
服
あ
る
い
は
条
約
に
よ
る
割
譲
に
よ
っ
て
（by 

conquest, or ceded to us by treaties

）
得
た
と
こ
ろ
の
二
種
類
に
分
け
ら

れ
る
が
、
移
住
の
自
然
権
を
掲
げ
る
植
民
地
の
人
間
の
理
解
と
は
異
な

り
、
ア
メ
リ
カ
は
先
住
民
の
征
服
な
い
し
条
約
に
よ
る
他
国
か
ら
の
割

譲
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
捉
え
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
全
く
適
用
の
余
地
も
権
限
を
持
た
な
い
。
母
国
の
一
部
で
は
な
く
、

独
立
し
た
（
従
属
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
）
ド
ミ
ニ
オ
ン
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

も
と
も
と
そ
の
土
地
に
あ
っ
た
法
こ
そ
が
正
統
で
あ
る
た
め
、
ブ
ラ
ッ

ク
ス
ト
ン
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
ア
メ
リ
カ
と
結
び
つ
け
て
考
え
な
い
。

と
は
い
え
、
「
植
民
地
は
議
会
の
抑
制
に
従
う
。
特
に
名
指
し
さ
れ
た

場
合
を
除
い
て
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
マ
ン
島
や
そ
の
他
の
よ
う
に
、

い
か
な
る
議
会
制
定
法
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
」
と
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
議
会
の
権
限
を
認

め
る
の
で
あ
る

）
26
（

。

　

他
方
で
、
占
有
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
植
民
地
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

法
が
直
ち
に
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
を
占
有
に
よ
っ
て

獲
得
さ
れ
た
植
民
地
で
あ
る
と
主
張
す
る
向
き
を
恐
れ
て
か
、
一
七
六

六
年
の
第
二
版
で
は
、
こ
れ
に
も
「
非
常
に
多
く
の
、
非
常
に
大
き
な

制
限
（very m

any and very great restrictions

）
」
が
付
け
ら
れ
る
と
加
筆

さ
れ
る
。
議
会
主
権
に
よ
っ
て
、
植
民
地
の
設
立
後
に
国
制
を
変
更
す

る
介
入
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
、
相
続
の
一
般
的
な

ル
ー
ル
や
身
体
へ
の
侵
害
か
ら
の
防
御
と
い
っ
た
原
則
は
適
用
さ
れ
る
。

だ
が
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
国
制
に
つ
い
て
は
、
本
国
議
会
の
上
位
権

力
に
従
う
、
と
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
加
筆
す
る
の
で
あ
る

）
27
（

。

　

パ
ウ
ナ
ル
は
、
『
釈
義
』
第
二
版
の
こ
の
加
筆
箇
所
を
引
用
す
る

）
28
（

。

彼
は
議
会
主
権
の
絶
対
性
に
つ
い
て
は
な
お
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
含

ま
せ
な
が
ら
、
歴
史
的
に
回
顧
す
る
こ
と
で
、
議
会
の
権
限
の
性
質
に

つ
い
て
検
討
す
る
と
い
う
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
パ

ウ
ナ
ル
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
議
会
主
権
論
を
植
民
地
と
の
法
的
関
係

の
歴
史
叙
述
を
た
ど
り
直
し
な
が
ら
発
展
さ
せ
た
と
言
え
る
。
更
に
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
直
接
の
適
用
を
認
め
な
い
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
対
し

て
、
パ
ウ
ナ
ル
は
認
め
る
と
い
う
違
い
も
あ
ら
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
パ
ウ
ナ
ル
が
国
王
の
法
／
権
利
の
論
理
を
ア
メ
リ

カ
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
民
地
は
設
立
後
も
な
お
国
王
の
支

配
下
に
置
か
れ
る
と
解
釈
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
王
と
議
会
と
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の
関
係
次
第
で
は
、
議
会
も
ま
た
、
植
民
地
の
統
治
に
関
与
し
て
き
た

先
例
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
の
課
税
も
正
当
化

さ
れ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
パ
ウ
ナ
ル
の
議
論
は
、
そ
れ
ま
で
の
本
国
と
植
民
地
の

論
争
に
比
べ
て
、
独
自
の
歴
史
叙
述
に
頼
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

二
つ
の
議
論
を
展
開
し
た
。
一
つ
は
、
植
民
地
設
立
時
に
お
け
る
法
的

地
位
が
、
形
式
上
は
パ
ラ
テ
ィ
ン
伯
領
と
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
王
の
み
に
服
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
の
過
程
に
よ
っ
て
、
実
際
の
関
係
に
お
い
て

植
民
地
が
領
域
の
内
に
あ
り
、
議
会
の
権
限
が
及
ん
で
い
た
と
示
す
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
議
会
の
課
税
は
歴
史
的
視
角
か
ら
正
当

化
さ
れ
う
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た

）
29
（

。

　

こ
の
よ
う
な
パ
ウ
ナ
ル
の
議
論
は
、
当
然
な
が
ら
、
植
民
地
の
人
間

も
、
歴
史
叙
述
と
い
う
方
法
に
お
い
て
彼
に
対
抗
す
る
必
要
を
生
じ
さ

せ
た
。
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
二
つ
の
方
向
性
が
あ
り
え
た
。
ま
ず
、

パ
ウ
ナ
ル
の
議
論
の
後
段
、
つ
ま
り
議
会
の
介
入
を
正
当
化
す
る
こ
と

を
否
定
す
る
た
め
の
歴
史
叙
述
を
、
ブ
リ
テ
ン
史
を
中
心
に
展
開
す
る

方
向
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
議
会
に
お
け
る
代
表
を
め
ぐ
る
歴
史

叙
述
を
、
植
民
地
に
も
適
用
す
る
と
い
う
土
俵
を
設
定
す
る
戦
略
で
あ

る
。
次
に
、
パ
ウ
ナ
ル
の
議
論
の
前
段
、
つ
ま
り
、
植
民
地
が
設
立
時

に
国
王
の
法
／
権
利
を
な
お
残
し
た
と
い
う
理
解
を
否
定
す
る
歴
史
叙

述
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
国
か
ら
植
民
地
に
与
え
ら
れ
た
特
許

状
の
性
質
を
め
ぐ
る
歴
史
叙
述
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。
だ
が
興
味
深
い

の
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
歴
史
叙
述
が
、
両
者
の
間
で
衝
突
を
起
こ
す

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
前

者
の
歴
史
叙
述
の
例
と
し
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
、
後
者
の
歴
史
叙
述
の
例

と
し
て
ハ
ミ
ル
ト
ン
を
取
り
上
げ
な
が
ら
論
じ
た
い
。

二　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の「
人
民
の
テ
ー
ゼ
」

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
『
考
察
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
立
法
権
の
範
囲
と

い
う
主
題
に
関
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
見
解
を
退
け
る

）
30
（

。
ウ
ィ
ル
ソ

ン
に
よ
れ
ば
、
議
会
主
権
論
は
重
要
な
原
理
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
統
治
手
段

0

0

の
原
理
に
過
ぎ
ず
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
提
示
す

る
原
理
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
場
合
に
は
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

彼
の
提
示
す
る
原
理
と
は
、
人
間
本
性
に
お
け
る
万
人
の
平
等
と
自
由

で
あ
り
、
万
人
は
契
約
を
通
じ
て
政
治
体
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、

従
っ
て
政
治
体
の
人
々
の
幸
福
が
全
て
の
政
府
の
第
一
の
法
で
あ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
い
つ
何
時
で
も
議
会
主
権
論
と
い
う
原
理
を
適
用

す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
重
要
な
原
理
と
照
ら
し
て
妥
当
か
を
判
断
す

る
必
要
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

統
治
の
第
一
の
格
率
は
、
「
全
て
の
権
力
が
人
民
か
ら
生
じ
て
い

る
）
31
（

」
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
関
連
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
議
会
が
人
民
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
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い
か
な
る
原
理
に
ブ
リ
テ
ン
議
会
の
権
力
は
基
づ
い
て
い
る
の

か
？　

国
王
の
大
権
か
？　

国
王
大
権
は
全
て
の
臣
民
を
束
縛
す

る
法
形
成
に
は
及
ば
な
い
。
上
院
に
あ
る
の
か
？　

貴
族
は
集
合

体
だ
が
、
代
表
体
で
は
な
い
。
も
し
も
ど
こ
か
に
議
会
権
力
の
基

づ
く
原
理
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
下
院
に
あ
る
に
違
い
な
い

）
32
（

。

　

議
会
主
権
を
国
王
、
貴
族
、
人
民
の
集
合
的
権
力
と
み
な
す
立
場
か

ら
す
る
と
、
下
院
の
み
に
あ
る
と
述
べ
る
の
は
や
や
奇
異
に
う
つ
る
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
当
然
に
想
定
し
て
お
り
、
次
の

よ
う
に
答
え
る
。

　

立
法
府
の
全
部
門
の
同
意
が
全
て
の
法
案
に
必
要
だ
が
、
同
じ

法
が
異
な
る
人
々
を
異
な
る
理
由
に
よ
っ
て
、
異
な
る
原
理
に

よ
っ
て
拘
束
す
る
。
国
王
は
そ
の
法
に
同
意
し
た
た
め
に
拘
束
さ

れ
る
。
貴
族
は
そ
の
法
に
票
を
投
じ
た
た
め
に
拘
束
さ
れ
る
。
下

院
の
代
表
は
、
同
じ
理
由
で
、
自
分
自
身
を
拘
束
し
、
代
表
し
て

い
る
人
々
を
拘
束
す
る
。

　

も
し
も
ア
メ
リ
カ
人
が
王
の
同
意
に
よ
っ
て
も
、
貴
族
の
投
票

に
よ
っ
て
も
、
ブ
リ
テ
ン
議
会
の
法
に
従
う
よ
う
に
拘
束
さ
れ
な

い
と
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
が
拘
束
さ
れ
る
唯
一
の
理
由
は
、

グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
下
院
代
表
が
そ
の
法
案
に
賛
成
票
を
投

じ
た
か
ら
で
あ
る

）
33
（

。

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
歴
史
叙
述
は
、
人
民
が
国
王
権
力
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

こ
と
が
統
治
の
原
理
に
適
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
例
証
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
る
。
ま
ず
、
彼
は
ブ
リ
テ
ン
の
政
体
は
制
限
君
主
政
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
「
制
限
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
「
制
限
を
保
つ
権
力

が
ど
こ
か
に
置
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
端
緒
を
、

ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
に
求
め
る
。

　

最
初
の
ノ
ル
マ
ン
諸
王
の
統
治
の
間
、
こ
の
権
力
は
聖
職
者
と

バ
ロ
ン
と
に
順
番
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ

れ
は
非
常
に
不
適
切
な
も
の
だ
っ
た

）
34
（

。

　

な
ぜ
不
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
聖
職
者
は
教
会
の
威
厳
と
卓
越
の

み
を
追
い
求
め
、
人
民
を
無
視
、
軽
視
し
た
」
か
ら
で
あ
り
、
バ
ロ
ン

は
「
時
に
国
王
が
暴
政
を
企
図
す
る
の
に
お
も
ね
り
、
別
の
時
に
は
人

民
を
反
乱
、
暴
動
へ
と
け
し
か
け
た
」
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
「
庶
民

の
代
表
が
、
異
な
る
議
院
に
席
を
置
き
始
め
た
の
ち
、
〔
…
…
〕
国
制

は
実
に
異
な
る
様
相
を
呈
し
た
よ
う
で
あ
る
」
。
と
い
う
の
も
、
人
民

の
利
益
が
斟
酌
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
有
権
者
の
自
由
が
追

求
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
国
制
の
下
、
法
の
執
行
の
た
め
に
用
い

ら
れ
、
公
共
善
と
い
う
根
源
的
な
目
的
の
達
成
に
向
け
ら
れ
て
い
る
限
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り
で
国
王
大
権
が
必
要
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
王
大
権

が
法
に
反
し
て
い
る
な
ら
ば
抵
抗
し
た
―
―
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
こ
の
よ
う

に
し
て
人
民
こ
そ
が
君
主
を
制
限
す
る
存
在
で
あ
る
と
述
べ
る

）
35
（

。

　

こ
れ
ら
の
歴
史
叙
述
は
、
ま
さ
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
定
立
し
た
統
治
の

原
理
の
論
証
の
た
め
に
引
か
れ
る
。
か
か
る
歴
史
叙
述
の
特
徴
は
、
次

の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
ブ
リ
テ
ン
史
叙
述
を
ノ
ル
マ

ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
降
に
定
め
る
。
歴
史
家
に
よ
っ
て
は
、
当
然
ア

ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
の
国
制
と
の
関
連
や
、
更
に
は
タ
キ
ト
ゥ
ス
『
ゲ

ル
マ
ニ
ア
』
の
影
響
下
で
、
ゲ
ル
マ
ン
の
森
に
自
由
の
起
源
を
求
め
る

も
の
も
い
た

）
36
（

。
し
か
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
言
及
し
な

い
）
37
（

。

　

次
に
、
歴
史
的
な
経
緯
に
よ
っ
て
、
貴
族
で
は
な
く
、
「
人
民
」
が

制
限
す
る
主
体
と
し
て
登
場
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
で
は
国
王
対
バ
ロ
ン
と
い
う
対
立
で
政
治
権

力
が
制
限
さ
れ
た
よ
う
に
も
解
釈
さ
れ
う
る
わ
け
だ
が

）
38
（

、
ウ
ィ
ル
ソ
ン

に
お
い
て
は
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い

）
39
（

。
あ

く
ま
で
い
わ
ゆ
る
「
人
民
の
テ
ー
ゼ
」
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
を

描
き
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
と
の
連
続
性
に
お
い
て
捉
え
る
こ

と
で
、
ア
メ
リ
カ
の
人
民
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
、こ
こ
で
の
ウ
ィ

ル
ソ
ン
の
議
論
で
あ
っ
た

）
40
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
お
い
て
は
人
民
に
よ
る
制
限
が
必
須

と
な
り
、
そ
れ
は
同
時
代
で
は
代
表
制
に
よ
る
制
限
を
意
味
す
る
た
め
、

適
切
な
代
表
―

被
代
表
の
関
連
が
必
要
と
な
る
。
議
会
任
期
の
歴
史
は

こ
の
観
点
か
ら
み
て
重
要
と
な
る
。
更
に
重
要
な
こ
と
に
、
こ
こ
で
は

同
時
に
、
「
頻
繁
な
新
し
い
議
会
は
、
ブ
リ
テ
ン
国
制
の
部
分
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
国
王
は
国
民
（nation

）
の
直
近
の
感
覚
を
知

り
う
る

）
41
（

」
と
、
国
王
が
人
民
の
主
張
を
理
解
し
う
る
政
治
主
体
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
の
特
徴
が
あ
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
ブ
リ
テ

ン
史
は
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
重
要
性
を
持
つ
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ア
メ
リ

カ
人
た
ち
は
ブ
リ
テ
ン
を
祖
先
に
持
ち
、
彼
ら
の
権
利
を
継
承
し
た
の

だ
が
、
い
ま
な
お
そ
の
権
利
を
享
受
す
る
こ
と
で
、
ブ
リ
テ
ン
の
同
胞

0

0

0

0

0

0

0

か
ら

0

0

（by their brethren in Britain

）
非
難
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か

）
42
（

？
」
と
。

こ
こ
に
は
、
自
ら
も
ブ
リ
テ
ン
人
を
祖
先
と
み
な
し
、
自
分
た
ち
ア
メ

リ
カ
人
と
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
な
い
も
の
の
、
同
胞
と
し
て
捉

え
る
と
い
う
微
妙
な
距
離
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

　

こ
れ
で
、
議
会
主
権
論
に
対
す
る
反
駁
は
十
分
で
あ
る
の
だ
が
、ウ
ィ

ル
ソ
ン
は
更
に
、
ブ
リ
テ
ン
の
法
制
史
に
お
け
る
本
国
−
植
民
地
関
係

に
も
言
及
す
る
。
上
の
二
つ
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
流
の
議
会
主
権
論
に

対
抗
す
る
た
め
に
、
人
民
の
自
由
と
い
う
対
抗
原
理
を
、
歴
史
叙
述
を

用
い
て
正
当
化
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
潜
在
的
に
は
パ
ウ
ナ
ル
に

対
抗
す
る
た
め
（
パ
ウ
ナ
ル
の
名
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
は
明
示
さ
れ
な
い
）
の
、

積
極
的
な
ア
メ
リ
カ
の
国
制
上
の
地
位
を
確
認
す
る
た
め
の
議
論
に
な
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る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
や
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
法
に
は
服
さ
な
い
、
と
述
べ
た
ホ
ル
ト
判
事
（Justice H

olt

）
の
王

座
裁
判
所
で
の
意
見
を
紹
介
す
る

）
43
（

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
国
王
へ
の
忠

誠
と
、
議
会
へ
の
服
従
は
非
常
に
異
な
っ
た
原
理
に
基
づ
く
」
と
確
認

す
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ド
ミ
ニ
オ
ン
・
セ
オ
リ
ー
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
の
臣
民
は
国
王
の
人
格
に
の
み
忠
誠
を
誓
う
必

要
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
決
し
て
ブ
リ
テ
ン
議
会
に
従
う
必
要
は
な
い
、

と
の
論
法
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ウ
ィ

ル
ソ
ン
に
お
い
て
あ
く
ま
で
主
た
る
原
理
は
議
会
史
を
通
じ
て
抽
出
さ

れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
傍
証
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
44
（

。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
重
要
な
こ
と
は
、
「
同
胞
」
の
過
去
の
歴
史
と
し
て

描
く
こ
と
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
こ
だ
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
パ
ウ

ナ
ル
の
歴
史
叙
述
と
の
直
接
の
対
抗
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
か
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
一
七
六
八
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
考
察
』
が
同
年
の
『
植

民
地
の
統
治
』
第
四
版
へ
の
応
答
と
は
考
え
難
い
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が

一
七
七
四
年
の
刊
行
ま
で
の
間
に
加
筆
修
正
し
た
可
能
性
も
残
る
か
ら

で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
パ
ウ
ナ
ル
に
よ
っ
て
領
域
の
内
に
あ
る
と
理

解
さ
れ
た
の
ち
も
、
ア
メ
リ
カ
が
な
お
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
に
服
す
る

必
要
性
が
な
い
こ
と
を
、
本
国
の
議
会
史
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
対

抗
す
る
と
い
う
態
度
を
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
こ
こ
で
と
っ
て
い
る
、
と
理
解

で
き
る
。

　

こ
れ
は
一
つ
の
重
要
な
対
抗
戦
略
で
あ
る
が
、
建
国
者
の
戦
略
は
こ

れ
の
み
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
歴
史
叙
述
の
型
と

し
て
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
そ
れ
に
着
目
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
彼
の
議
論

は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
は
異
な
っ
て
、
植
民
地
の
本
国
と
の
関
係
が
一
貫
し

て
「
領
域
の
外
」
に
あ
っ
た
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
ウ
ィ
ル

ソ
ン
と
同
型
の
理
論
を
展
開
し
た
と
み
な
さ
れ
て
き
た
ハ
ミ
ル
ト
ン
の

一
七
七
〇
年
代
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
歴
史
叙
述
の
内
容
と
い
う
視

角
か
ら
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
異
な
り
、
更
に
は
衝
突
す
る
議
論
が
含
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
議
論
の
方
向
性
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
異
な
っ
た
角
度
か

ら
パ
ウ
ナ
ル
に
反
論
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
次
節
で
明
ら
か
に
す

る
。

三　

ハ
ミ
ル
ト
ン
と
テ
ニ
ュ
ア
の
原
理
に
よ
る
王
権
の
放
棄

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
『
考
察
』
を
発
表
し
た
の
と
同
時
期
に
、
ハ
ミ
ル
ト

ン
も
ま
た
、
王
党
派
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
シ
ー
バ
リ
ー
（Sam

uel Seabury

）

を
直
接
の
論
敵
と
し
な
が
ら
、
絶
対
的
な
議
会
主
権
へ
の
反
駁
を
『
大

陸
会
議
の
方
策
の
全
面
的
擁
護
』
で
試
み
た
。
彼
は
「
代
表
な
く
し
て

課
税
な
し
」
の
原
理
を
、
特
許
状
を
論
拠
に
主
張
す
る

）
45
（

。
だ
が
、
特
許

状
の
歴
史
が
具
体
的
に
回
顧
さ
れ
る
の
は
、
続
編
の
「
農
夫
に
反
駁
す

る
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
植
民
地
は
た
だ
「
国
王
に
臣
従
を
誓
っ
て
い

る
）
46
（

」
の
で
あ
っ
て
、
議
会
に
従
っ
て
い
る
で
は
な
い
と
の
ド
ミ
ニ
オ
ン
・

セ
オ
リ
ー
を
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
展
開
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
歴
史
的
に
確
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認
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
植
民
地
の
政
治

史
の
探
究
に
乗
り
出
す
。
歴
史
的
な
探
究
は
「
現
在
の
論
争
を
完
全
に

明
ら
か
に
す
る
の
に
必
要
で
あ
る

）
47
（

」
か
ら
で
あ
る
。

　

ド
ミ
ニ
オ
ン
・
セ
オ
リ
ー
を
展
開
す
る
も
の
の
、
彼
の
歴
史
叙
述
は
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
は
大
き
く
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
中
核
は
、
植

民
地
と
本
国
と
の
関
係
が
特
許
状
に
よ
っ
て
い
か
に
結
ば
れ
た
か
、
と

い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
そ
の
前
提
と
し
て
、
ブ
リ
テ
ン
国
王

が
ア
メ
リ
カ
の
土
地
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
理
由
が
確
認
さ
れ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
一
つ
に
は
教
皇
が
不
信
心
な
者
の
領
土
を
自
由
に
処
し

て
良
い
と
考
え
た
こ
と
が
淵
源
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
君
主
た
ち

は
、
こ
の
例
を
模
倣
し
た
。
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
と
彼
女
の
後
継
者
た

ち
が
ア
メ
リ
カ
の
土
地
を
処
分
し
た
の
は
こ
の
基
礎
に
よ
っ
て
の
み
で

あ
り
、
」
「
海
外
領
土
の
獲
得
は
全
て
、
国
王
の
絶
対
的
な
処
分
に
服
す

る
と
い
う
の
は
、
不
変
の
公
理
で
あ
る

）
48
（

」
と
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
言
う
。

　

こ
の
議
論
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
テ
ニ
ュ
ア
の
原
理
と
が
結
節
す
る
。

そ
の
原
理
と
は
す
な
わ
ち
、

　

封
建
制
に
よ
っ
て
、
国
王
は
法
的
な
意
味
に
お
い
て
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
す
べ
て
の
土
地
の
本
源
的
な
所
有
者
と
な
り
、
そ
し
て

現
在
も
な
お
そ
う
あ
り
続
け
て
い
る
。
こ
の
ル
ー
ル
に
従
え
ば
、

彼
は
ア
メ
リ
カ
の
全
て
の
土
地
の
本
源
的
所
有
者
で
も
あ
る
に
違

い
な
い

）
49
（

。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
で
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
潜

在
的
な
論
敵
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
釈
義
』
第
二
巻
第
四
章
の

議
論
に
則
っ
て
、
封
建
制
を
理
解
す
る

）
50
（

。

　

こ
の
議
論
か
ら
は
、
人
民
の
自
由
と
い
う
観
点
は
欠
落
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
原
理
に
則
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
は
設
立
さ
れ
た

と
い
う
。
国
王
か
ら
人
民
に
政
治
的
権
限
が
授
与
さ
れ
た
の
が
、
特
許

状
の
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
ウ
ォ
ル
タ
ー
・

ロ
ー
リ
ー
に
「
完
全
な
立
法
・
執
行
権
限

）
51
（

」
を
授
与
で
き
た
の
で
あ
り
、

更
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
も
ま
た
、
植
民
地
に
対
し
て
「
立
法
権
と
執
行

権
の
両
方
を
完
全
に
手
放
し
た

）
52
（

」
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
国
王
は
執
行
権
の
内
部
で
行
動
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
全
く
な
く
、
ま
さ
に
領
土
の
所
有
者
と
し
て
「
君
主
／
主
権
者
（a 

sovereig

）
53
（n

）
」
の
振
る
舞
い
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
議
論
に

お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
「
一
旦
手
放
さ
れ
る
と
、
所
有
者
の
同
意
な

く
し
て
再
び
本
国
と
一
緒
に
な
る
こ
と
は
な
い

）
54
（

」
こ
と
に
あ
り
、
こ
こ

か
ら
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
議
会
に
従
う
必
要
が
な
い
と
い
う
主
張
を
引
き

出
す
。
す
な
わ
ち
、
既
に
ア
メ
リ
カ
の
領
土
は
ブ
リ
テ
ン
君
主
か
ら
下

賜
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
政
治
権
限
は
各
々
の
植
民
地
に
属
し
、

ブ
リ
テ
ン
議
会
の
権
限
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

パ
ウ
ナ
ル
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
は
、
こ
の
後
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世

か
ら
革
命
と
王
政
復
古
を
経
て
、
植
民
地
は
「
領
域
の
内
」
に
含
ま
れ
、
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議
会
の
課
税
権
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼

は
、
パ
ラ
テ
ィ
ン
伯
領
と
し
て
規
定
し
た
植
民
地
の
多
く
の
特
許
状
を
、

素
直
に
解
釈
し
、
パ
ウ
ナ
ル
の
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
異
な
る
、
と
は

理
解
し
な
い
。
ま
ず
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
が
共
に

ア
メ
リ
カ
を
「
領
域
の
外
」
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
ハ
ミ
ル

ト
ン
は
指
摘
す
る

）
55
（

。
彼
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
か
ら
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
ま

で
の
一
三
の
植
民
地
の
ほ
と
ん
ど
の
特
許
状
を
逐
条
的
に
取
り
上
げ
、

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
植
民
地
が
領
域
の
外
に
あ
り
、
議
会
の
権
限
が

及
ば
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
例
え
ば
文
言
と
し

て
は
パ
ラ
テ
ィ
ン
伯
領
だ
っ
た
が
実
際
に
は
異
な
る
、
と
パ
ウ
ナ
ル
に

指
摘
さ
れ
て
い
た
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
つ
い
て
も
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
一
六
六

三
年
の
特
許
状
の
文
言
を
示
し
、
そ
れ
が
パ
ラ
テ
ィ
ン
伯
領
で
あ
る
と

の
素
直
な
理
解
を
示
す
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
特
許
状
が
全
て
の
王
の

権
力
を
手
放
す
法
的
文
書
と
し
て
捉
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
降
は
基
本

的
に
王
や
議
会
の
側
に
変
更
権
限
が
存
在
し
な
い
た
め
、
ハ
ミ
ル
ト
ン

に
と
っ
て
は
、
特
許
状
こ
そ
、
「
領
域
の
外
」
に
植
民
地
が
あ
る
と
い

う
連
続
性
を
示
す
論
拠
と
な
る
の
で
あ
る

）
56
（

。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
ア
メ
リ
カ
の
特
許
状
の
き
わ
め
て
全
般
的
な

探
求
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
全
て
の
偏
り
な
い
人
物
を
、
特
許
状
が
議

会
主
権
と
完
全
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
満
足
さ
せ
る
も
の
で

あ
る

）
57
（

」
と
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一

世
、
共
和
政
、
王
政
復
古
の
時
期
を
連
続
的
に
、
一
貫
し
て
植
民
地
が

領
域
の
外
に
あ
り
、
議
会
の
権
限
が
及
ば
な
い
も
の
と
し
て
描
き
出
す

の
で
あ
る
。
全
て
の
特
許
状
の
歴
史
が
、
そ
の
証
左
で
あ
る
。
こ
れ
が

ハ
ミ
ル
ト
ン
の
立
脚
す
る
原
理
と
、
歴
史
叙
述
と
に
な
る
。

　

従
来
ド
ミ
ニ
オ
ン
・
セ
オ
リ
ー
を
共
に
主
張
し
た
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
論
証
は
同
種
の
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
て
き
た

）
58
（

。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
た
通
り
、
そ
の
論
証
過
程

は
大
き
く
異
な
る
。
そ
も
そ
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
お
い
て
、ド
ミ
ニ
オ
ン
・

セ
オ
リ
ー
は
あ
く
ま
で
傍
証
に
過
ぎ
ず
、
最
大
の
主
張
は
議
会
主
権
論

そ
の
も
の
を
人
民
の
自
由
と
い
う
視
角
か
ら
覆
す
こ
と
に
あ
る
。
更
に

そ
の
際
、
ブ
リ
テ
ン
議
会
が
例
え
ば
サ
ク
ソ
ン
国
制
時
代
か
ら
存
在
す

る
と
い
っ
た
主
張
は
さ
れ
ず
、
単
に
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
降

の
人
民
に
よ
る
制
限
が
説
か
れ
る
。
他
方
で
ハ
ミ
ル
ト
ン
に
は
、
そ
の

視
点
は
見
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
も
封
建
制
に
言
及
す
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
君
主
の
権
力
制
限
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
強
大

さ
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
強
大
な
権
限
が
植
民
地
に
移
譲
さ

れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
逆
説
的
な
前
提
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
本
国
の
国
王
の
権
力
は
全
て
植
民
地
の
設
立
時
に
移

譲
さ
れ
た
と
捉
え
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
国
の
国
王
権
力
を
強

大
に
描
け
ば
描
く
ほ
ど
、
今
日
の
植
民
地
の
本
国
に
対
す
る
権
力
も
強

大
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
国
議
会
に
お
け
る
人
民
の
位
置

を
確
認
す
る
歴
史
叙
述
と
、
本
国
―
植
民
地
関
係
に
お
い
て
植
民
地
が
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本
国
と
切
り
離
さ
れ
た
と
す
る
歴
史
叙
述
の
目
的
の
違
い
か
ら
く
る
差

異
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
従
っ
て
、
議
会
主
権
論
の
反
駁
と
い
う
目

的
を
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
共
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ど
の
よ
う
に
反
駁
す
る
か
に
つ
い
て
の
違
い
か
ら
、
相
互
に
衝
突
す
る

歴
史
叙
述
を
展
開
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
歴
史
叙
述
は
パ
ウ
ナ
ル
と
も
対
照
的
で
あ
る

）
59
（

。

彼
も
パ
ウ
ナ
ル
と
同
様
に
植
民
地
は
設
立
時
に
、「
領
域
の
外
」
で
あ
っ

た
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
だ
が
、
異
な
る
点
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、

植
民
地
に
お
け
る
国
王
の
法
／
権
利
を
認
め
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
理

由
は
、
テ
ニ
ュ
ア
の
原
理
を
国
王
か
ら
植
民
者
へ
の
権
力
の
移
譲
に
適

用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
王
が
完
全
に
権
力
を
手
放

し
た
と
の
理
解
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
は
パ
ウ
ナ
ル
と
決
定
的
に
異
な

る
点
で
あ
る
。
パ
ウ
ナ
ル
の
場
合
、
植
民
地
の
法
体
系
が
本
国
と
異
な

る
の
は
、
封
建
制
が
植
民
地
に
適
用
で
き
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
両
者

の
違
い
は
、
従
っ
て
、
国
王
が
植
民
者
に
対
し
て
特
許
状
を
与
え
た
際

に
、
何
が
法
的
に
起
き
た
の
か
に
つ
い
て
異
な
っ
て
解
釈
す
る
点
に
あ

る
。
こ
の
帰
結
と
し
て
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
理
解
で
は
、
植
民
地
人
民
の

同
意
な
く
し
て
、
も
は
や
国
王
と
い
え
ど
も
植
民
地
へ
の
法
的
な
権
限

を
な
ん
ら
有
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
の
重
要
な
違
い
は
、
設
立
後
の
本
国
、
植
民
地
の
関
係
に

変
化
が
生
じ
た
と
と
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
点
パ
ウ
ナ
ル
が
王
政
復

古
期
に
変
更
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ

ミ
ル
ト
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
認
め
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
特
許

状
の
文
言
に
解
釈
を
集
中
さ
せ
、
一
貫
し
て
領
域
の
外
に
あ
る
と
ス

チ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
国
王
が
み
な
し
て
い
た
こ
と
を
描
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
叙
述
の
観
点
か
ら
ア
メ
リ
カ
革
命

を
考
え
る
と
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
さ
し
あ
た
り
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
ト
マ
ス
・
パ
ウ
ナ
ル
の
帝
国
思
想
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
邦

の
歴
史
が
統
一
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
強
固
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
パ
ウ
ナ
ル

の
議
論
の
影
響
も
あ
っ
て
、
植
民
地
の
起
源
と
そ
の
法
的
な
意
味
を
再

考
す
る
こ
と
が
増
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ウ
ナ
ル
は
植
民
地

の
歴
史
叙
述
を
、
ま
ず
、
本
国
と
切
り
離
さ
れ
た
国
王
の
法
／
権
利
を

持
つ
領
域
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
の
ち
本
国
の
領
域
に
徐
々
に
含
め
ら

れ
て
い
っ
た
過
程
と
し
て
描
き
出
す
。

　

こ
れ
へ
の
対
応
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン

の
歴
史
叙
述
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
本
国
の
人
民
の
権
利
と
植
民
地
人

の
権
利
と
を
重
ね
て
理
解
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
歴
史
叙
述
の
よ
う
に
、
国
王
が
全
て
の
権

力
を
移
譲
し
た
と
し
て
、
国
王
が
法
／
権
利
を
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は

持
っ
て
い
な
い
と
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
類
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似
し
た
歴
史
叙
述
が
解
釈
に
よ
っ
て
い
か
に
異
な
る
結
論
を
生
む
か
に

つ
い
て
の
一
つ
の
例
で
あ
り
、
そ
し
て
、
議
会
主
権
論
と
代
表
論
の
対

抗
と
は
異
な
る
論
点
を
含
ん
で
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
ハ
ミ
ル
ト
ン
も
、
そ
の
後
、
微
妙
に
議

論
を
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
マ
グ
ナ
・
カ

ル
タ
を
人
民
の
自
由
と
し
て
捉
え
て
い
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
一
七
九
〇

年
代
に
は
、
バ
ロ
ン
の
王
権
に
対
す
る
掣
肘
で
あ
る
と
議
論
を
変
化
さ

せ
、
ゲ
ル
マ
ン
の
森
の
自
由
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
自
由
を
連
続
的
に

論
じ
る
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
も
ま
た
、
こ
れ
以
降
ド
ミ
ニ
オ
ン
・
セ
オ
リ
ー

に
言
及
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
従
っ
て
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
独
立
を

め
ぐ
る
論
争
の
な
か
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
た
だ
け
の
可

能
性
は
高
い
。
だ
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

　

少
な
く
と
も
本
稿
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
本
国
の
議
会
主
権

と
植
民
地
の
人
民
の
権
利
、
と
い
う
二
項
対
立
的
理
解
で
は
抜
け
落
ち

て
し
ま
う
議
論
の
対
抗
が
、
歴
史
叙
述
の
政
治
思
想
に
お
い
て
存
在
し

て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
更
に
、
い
か
に
歴
史
叙
述
が
異
な
っ

た
法
解
釈
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
生
む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
の
み
を
も
っ
て
、
建
国
期
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
つ
い
て
一
般
化
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
理
解
す
る
た
め
に
歴
史
叙
述

に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
示
さ
れ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 

（
か
み
む
ら
・
つ
よ
し
／
十
八
世
紀
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
政
治
思
想
）

注（
1
） 

ド
ミ
ニ
オ
ン
・
セ
オ
リ
ー
に
つ
い
て
はEric N

elson, Th
e Royalist 

Revolution 

（C
am

bridge, M
A: Th

e Belknap Press of H
arvard U

niversity 
Press, 2014

）
が
近
年
の
際
立
っ
た
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
2
） J. G

. A
. Pocock, T

he D
iscovery of Islands (C

am
bridge: C

am
bridge 

U
niversity Press, 2005), pp. 308-309. 

（
J
・
G
・
A
・
ポ
ー
コ
ッ
ク

『
島
々
の
発
見
』
犬
塚
元
監
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
四

〇
五
頁
）
。
ま
た
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
と
歴
史
叙
述
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、

J. G
 . A. Pocock, Political T

hought and H
istory: Essays on T

heory and 
M

ethod (C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity Press, 2009). 

な
ら
び
に
犬

塚
元
「
歴
史
の
理
論
家
と
し
て
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
」
（
『
思
想
』
一
一
一
七
号
、

二
〇
一
七
年
）
も
参
照
。

（
3
） 

ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
代
表
的
な
議
論
と
し
て
、

Jack P. G
reene, “A Search for Identity, ” Journal of Social H

istory, Vol. 3, 
1970; N

icholas C
anny and Anthony Pagden (eds.), C

olonial Identity in 
the Atlantic W

orld, 1500-1800 (Princeton: Princeton U
niversity Press, 

1987); D
ror W

ahrm
an, “T

he English Problem
 of Identity in the 

Am
erican R

evolution, ” Th
e Am

erican H
istorical Review

, Vol. 106, N
o. 

4, 2001

を
参
照
。

（
4
） Trevor C

olbourn, T
he Lam

p of Experience, 2nd ed. (Indianapolis: 
Liberty Fund, 1998). 

な
お
本
論
文
の
主
題
に
直
接
関
係
す
る
先
行
研
究
は

ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
が
、Pocock, Th

e D
iscovery of Islands, pp. 153ff

（
邦

訳
二
〇
〇
頁
以
下
）は
植
民
地
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
争
い
と
パ
ウ
ナ
ル
『
植

民
地
の
統
治
』
が
独
立
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
看

取
し
て
い
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
側
が
ど
の
よ
う
に
対
抗
す
る
歴
史
叙
述
を

提
示
し
た
か
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
論
証
し
な
い
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
側
に
つ
い
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て
は
、
植
民
地
の
起
源
を
た
ど
り
、
移
住
の
自
然
権
を
主
張
し
た
こ
と
を
仔

細
に
論
じ
た
大
森
雄
太
郎
『
ア
メ
リ
カ
革
命
と
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
』
（
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
が
有
益
で
あ
る
。

（
5
） W

illiam
 Sm

ith, Jr., T
he H

istory of the Province of N
ew

-York, ed. 
M

ichael K
am

m
en (C

am
bridge, M

A
, T

he Belknap Press of H
arvard 

U
niversity Press, 1972), Vol. 1, p. li. 

か
ら
引
用
し
た
。

（
6
） Ibid.

（
7
） R

ichard Jackson, An H
istorical Review

 of the C
onstitution and 

G
overnm

ent of Pensylvania [sic] (London: printed for R
. G

riffiths, 
1764).

（
8
） T

hom
as H

utchinson, T
he H

istory of the C
olony and Province of 

M
assachusetts-Bay, reprint ed. (1936; N

ew
 York: K

raus reprint, 1970).

（
9
） 

ハ
チ
ン
ソ
ン
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら

な
い
。

（
10
） 

こ
の
史
実
に
つ
い
て
は
、
イ
リ
ジ
ャ
・
H
・
グ
ー
ル
ド
（Eliga H

. G
ould

）

が
執
筆
し
たO

xford D
ictionary of N

ational Bibliography

の
項
目
に
よ
る
。

な
お
ト
マ
ス
・
パ
ウ
ナ
ル
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、John A. Schutz, 

T
hom

as Pow
nall (G

lendale: T
he A

rthur H
. C

lark C
om

pany, 1951); 
C

aroline R
obbins, “A

n Active and Intelligent A
ntiquary, G

overnor 
T

hom
as Pow

nall ”, Pennsylvania H
istory, Vol. 26, N

o. 1, 1959; John 
Shy, “Th

om
as Pow

nall, H
enry Ellis, and the Spectrum

 of Possibilities, 
1763-1775 ”, in A

lison G
ilbert O

lson and R
ichard M

axw
ell Brow

n 
(eds.), Anglo-Am

erican Political Relations, 1675-1775 (N
ew

 Brunsw
ick, 

N
J: R

utgers U
niversity Press, 1970); Bernard Bailyn, T

he O
rdeal of 

T
hom

as H
utchinson (C

am
bridge, M

A: T
he Belknap Press of H

arvard 
U

niversity Press, 1974), passim
; Peter N

. M
iller, D

efining the C
om

m
on 

G
ood (C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity Press, 1994), pp. 195-213

が

あ
げ
ら
れ
る
。
邦
語
で
の
紹
介
と
し
て
、
田
中
秀
夫
『
ア
メ
リ
カ
啓
蒙
の
群

像
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
八
―
一
八
九
頁
を
参
照
。

（
11
） 

ジ
ョ
ン

に
つ
い
て

は
、Franklin B. W

ickw
ire, “John Pow

nall and 
British C

olonial Policy ”, Th
e W

illiam
 and M

ary Q
uarterly, Vol. 20, N

o. 
4, 1963

を
参
照
。

（
12
） 

パ
ウ
ナ
ル
『
植
民
地
の
統
治
』
の
底
本
に
つ
い
て
は
、
一
七
六
四
年
の
初

版
と
一
七
六
八
年
の
第
四
版
を
用
い
、
後
者
に
つ
い
て
は
一
九
七
一
年
に

ダ
・
カ
ー
ポ
・
プ
レ
ス
か
ら
出
版
さ
れ
た
リ
プ
リ
ン
ト
版
を
用
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
、Pow

nall, 1764

とPow
nall, 1971

と
表
記
す
る
。
な
お
各
版
の
異

同
に
つ
い
てG

. H
. G

uttridge, “Th
om

as Pow
nall ’s Th

e Adm
inistration of 

the C
olonies: the six editions ”, Th

e W
illiam

 and M
ary Q

uarterly, Vol. 26, 
1969

を
参
照
。

（
13
） Pow

nall, 1764, p. 40.

（
14
） Ibid., pp. 48, 51.

（
15
） Th

om
as Pow

nall, C
onsiderations on the PO

IN
T

S Lately Brought into 
Q

uestion as to the PARLIAM
EN

T
’s Right of TAXIN

G
 the C

O
LO

N
IES, 

And of the M
EASU

RES N
ecessary to be Taken at Th

is C
RISIS. (London: 

J. D
odsley, 1766), p. 2.

（
16
） Th

om
as Pow

nall, Th
e Adm

inistration of the C
olonies, reprint ed. (1768; 

C
am

bridge, M
A: D

a C
apo Press, 1971), pp. 45-46.

（
17
） 

大
森
前
掲
、
三
三
頁
以
下
、
ま
た
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
が
一
七
六
五
年
の

『
教
会
法
と
封
建
法
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
移
住
の
自
然
権
の
ご
と
き
議

論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
参
照
、
石
川
敬
史
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府

の
思
想
的
基
礎
』
渓
水
社
、
二
〇
〇
八
年
、
七
八
頁
。
さ
ら
に
、
パ
ウ
ナ
ル

と
ア
ダ
ム
ズ
の
関
係
に
つ
い
て
は
同
書
一
三
四
頁
以
下
も
参
照
。

（
18
） 

こ
の
理
解
に
つ
い
て
パ
ウ
ナ
ル
は
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史
』
の
多

く
の
箇
所
に
負
っ
て
い
る
と
明
示
す
る
。Pow

nall, 1971, p. 55.
（
19
） 
こ
の
段
落
の
叙
述
は
、
全
てIbid., pp. 55-56

に
よ
る
。

（
20
） Ibid., p. 59.
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（
21
） Philip Falle, An Account of the Isle of Jersey (London: John N

ew
ton, 

1694).

（
22
） Pow

nall, 1971, pp. 61-62.
（
23
） Ibid., p. 139.

（
24
） 
こ
の
段
落
の
叙
述
は
、Ibid., pp. 121-129, 139

に
よ
る
。

（
25
） W

illiam
 Blackstone, C

om
m

entaries on the Law
s of England, ed. 

W
illiam

 Prest (O
xford: O

xford U
niversity Press, 2016), Vol. 1, p. 75 

（
以
下C

om
m

entaries

と
略
記
す
る
）.

（
26
） Ibid., pp. 75-76.

（
27
） Ibid., p. 327.

（
28
） Pow

nall, 1971, p. 132.

（
29
） 

も
っ
と
も
パ
ウ
ナ
ル
は
ア
メ
リ
カ
も
本
国
議
会
に
代
表
を
送
る
案
を
主
張

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
直
ち
に
現
在
の
議
会
主
権
を
肯
定
す
る
こ
と

に
は
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。Ibid., pp. 162ff.

（
30
） 

な
お
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
主
権
論
を
対
比
的
に
捉
え
る
も

の
と
し
て
、John V. Jezierski, “Parliam

ent or People: Jam
es W

ilson and 
Blackstone on the N

ature and Location of Sovereignty ”, Journal of the 
H

istory of Ideas, Vol. 32, N
o. 1, 1971

も
参
照
。

（
31
） K

erm
it L. H

all and M
ark D

avid H
all (eds.), C

ollected W
orks of Jam

es 
W

ilson (Indianapolis: Liberty Fund, 2007), p. 9 

（
以
下
、C

W
JW

と
略

記
す
る
）.

（
32
） Ibid., p. 14.

（
33
） Ibid., pp. 14-15.

（
34
） Ibid., p. 12.

（
35
） 

本
段
落
はIbid., p. 13

に
よ
る
。

（
36
） Forrest M

cD
onald, T

he Am
erican Presidency (Law

rence: U
niversity 

Press of K
ansas, 1994), pp. 89-90.

（
37
） 

こ
の
点
で
、
後
年
の
『
法
講
義
』
（
一
七
九
一
年
）
と
は
は
っ
き
り
と
し

た
違
い
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
法
講
義
』
第
一
部
第
一
二
章
「
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
つ
い
て
」
で
は
、
サ
ク
ソ
ン
期
の
法
制
度
に
つ
い
て
も
丁
寧
な
説
明

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
38
） 

例
え
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
のC

om
m

entaries, Vol. 4, p. 273

に
は
国

王
の
侵
犯
を
食
い
止
め
た
と
の
叙
述
が
あ
る
。

（
39
） 

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
後
年
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
つ
い
て
批
判
的
に
言
及
す
る

こ
と
が
あ
り
、
一
七
六
八
年
に
執
筆
し
た
『
考
察
』
に
お
い
て
既
に
、
同
様

に
考
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
彼
は
一
七
八
七
年
の
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア

州
の
憲
法
批
准
会
議
、
並
び
に
一
七
九
一
年
の
『
法
講
義
』
で
マ
グ
ナ
・
カ

ル
タ
が
あ
く
ま
で
国
王
か
ら
く
だ
さ
れ
た
政
治
的
権
利
で
あ
る
こ
と
を
批
判

し
、
自
然
権
と
し
て
の
理
解
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。C

W
JW

, 
pp. 193-194, 

ま
たM

ark D
avid H

all, Th
e Political and Legal Philosophy 

of Jam
es W

ilson, 1742-1798 (C
olum

bia and London: U
niversity of 

M
issouri Press, 1997), pp. 47-48

も
参
照
。

（
40
） 

な
お
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
歴
史
叙
述
が
上
の
特
徴
を
持
つ
と
し
て
も
、
ど
の

思
想
家
か
ら
い
か
な
る
影
響
を
受
け
た
か
が
な
お
疑
問
に
残
る
。
こ
れ
を
明

ら
か
に
し
な
く
て
は
、
彼
の
歴
史
叙
述
の
意
図
を
見
損
な
う
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
が
、
影
響
関
係
を
確
定
す
る
根
拠
に
乏
し
い
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
生

ま
れ
の
彼
の
知
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、M

artin C
lagett, 

“Jam
es W

ilson
—H

is Scottish Background ”, Pennsylvania H
istory, Vol. 

79, N
o. 2, 2012

に
詳
し
い
。

（
41
） C

W
JW

, p. 9.

（
42
） Ibid., p. 14.

（
43
） Ibid., pp. 21-23.

（
44
） 

こ
の
点
で
、
大
森
前
掲
、
三
六
九
―
三
七
〇
頁
は
、
ド
ミ
ニ
オ
ン
・
セ
オ

リ
ー
を
説
い
た
も
の
と
し
て
要
約
す
る
が
、
不
完
全
で
あ
る
。

（
45
） H

arold C
. Syrett 

（ed.

）, Th
e Papers of Alexander H

am
ilton (N

ew
 York: 

C
olum

bia U
niversity Press, 1962), Vol. 1, p. 47 

（
以
下PAH

と
略
記
す
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る
）. 

な
お
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
先
行
研
究
の
う
ち
、
『
農
夫
を
反
駁
す
る
』
の
歴

史
叙
述
に
つ
い
て
細
か
く
検
討
し
た
も
の
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。

（
46
） Ibid., p. 102.

（
47
） Ibid., p. 107. 

も
っ
と
も
歴
史
叙
述
の
直
前
で
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
ブ
リ
テ
ン

議
会
が
ア
メ
リ
カ
ン
人
の
生
命
、
財
産
、
自
由
へ
の
権
利
を
持
た
な
い
こ
と

を
「
推
論
の
長
い
鎖
」
（Ibid., p. 97

）
に
よ
っ
て
も
論
証
す
る
の
だ
が
、
こ

れ
は
他
の
論
者
に
よ
っ
て
も
既
出
の
論
証
で
あ
り
、
む
し
ろ
彼
の
論
証
の
中

核
は
歴
史
叙
述
に
あ
る
。

（
48
） Ibid., p. 108.

（
49
） Loc. cit.

（
50
） 

ハ
ミ
ル
ト
ン
は
原
注
で
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
、
第
一
巻
」
と
指
示
す
る
が
、

全
集
の
訳
注
に
よ
れ
ば
、
第
二
巻
第
四
章
「
封
建
制
に
つ
い
て
」
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
同
内
容
の
記
述
は
た
し
か
にC

om
m

entaries, Vol. 2, p. 33

に
見

ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
が
典
拠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
51
） PAH

, Vol. 1, p. 109.

（
52
） Ibid., p. 112.

（
53
） Ibid., p. 113.

（
54
） Ibid., p. 107.

（
55
） Ibid., p. 113.

（
56
） 

こ
の
段
落
の
記
述
はIbid., p. 113-121

に
よ
る
。
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
つ
い

て
はp. 119.

（
57
） Ibid., p. 121.

（
58
） 

唯
一
の
例
外
はEric N

elson, “‘Barons ’ W
ars, under O

ther N
am

es ’: 
Feudalism

, Royalism
, and the Am

erican Founding ”, H
istory of European 

Ideas, Vol. 43, N
o. 2, 2017, p. 200, n. 9

の
指
摘
だ
が
、
両
者
の
ブ
リ
テ

ン
史
理
解
の
衝
突
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。

（
59
） 

ハ
ミ
ル
ト
ン
も
ま
た
、
パ
ウ
ナ
ル
の
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
が
、
お

そ
ら
く
読
ん
で
い
た
と
推
測
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
は

PAH
, Vol. 1, p. 130

に
お
い
て
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
『
ペ
ン
シ
ル

ヴ
ァ
ニ
ア
農
民
の
手
紙
』
に
言
及
し
て
い
る
（
こ
れ
は
論
敵
シ
ー
バ
リ
ー
が

言
及
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
応
答
と
し
て
で
あ
る
）
が
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
は

同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
あ
る
い
は
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
新
聞
連
載
）
の
第
九

書
簡
の
な
か
で
、
『
植
民
地
の
統
治
』
に
言
及
し
て
お
り
（Forrest 

M
cD

onald (ed.), Em
pire and N

ation, 2
nd ed. 

（Indianapolis: Liberty 
Fund, 1999, p. 51

）
）
、
こ
れ
に
対
し
て
パ
ウ
ナ
ル
も
、
第
四
版
（Pow

nall, 
1971, p. 164

）
で
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
引
用
を
し
て
い
る
。
両
者
は
と
も
に

同
時
代
の
最
も
影
響
力
の
あ
る
論
者
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
両
者
の
議
論
に

つ
い
て
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
何
も
学
ぼ
う
と
思
わ
な
か
っ
た
、
と
は
考
え
づ
ら
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

歴
史
叙
述
、
議
会
主
権
、
ト
マ
ス
・
パ
ウ
ナ
ル
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
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は
じ
め
に 

 

―
―
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
論
の
二
つ
の
系
列

　

マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
と
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
の
読
者
に
と
っ
て
、

彼
ら
の
政
治
哲
学
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
多
く
を
負
っ
て
き
た
こ
と
は
一
つ
の

了
解
事
項
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
表
明
さ
れ

て
き
た
し
、
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
が
ス
ピ
ノ
ザ
と
向
き
合
っ
て
き
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
読
解
か
ら
言
説
に

よ
る
政
治
的
実
践
を
め
ぐ
る
論
点
を
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
は
十
分

な
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ

読
解
の
系
譜
は
、
ネ
グ
リ
の
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
（
一
九
八
一
）
か

ら
、
彼
ら
の
共
著
に
よ
る
『
叛
逆
』
（
二
〇
一
二
）
ま
で
、
約
三
〇
年
間

の
著
作
を
見
渡
す
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
議
論
を

検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
の
政
治
哲
学
の
展
開

に
い
か
な
る
寄
与
を
も
た
ら
し
て
き
た
か
を
示
す
。

　

本
論
に
先
立
っ
て
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
『
〈
帝
国
〉
』
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
一
連
の
議
論
に
お
い

て
、
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
言
及
す
る
こ
と
で
い
か
な
る
問

題
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
端

緒
と
し
て
の
『
〈
帝
国
〉
』
に
限
っ
て
述
べ
る
な
ら
、
そ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ

の
テ
ク
ス
ト
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
導
い
て
い
る
と
わ

か
る
。
そ
の
一
方
が
『
政
治
論
』
の
読
解
か
ら
派
生
す
る
政
体
論
で
あ

〈
公
募
論
文
〉

政
治
的
言
説
の
理
論

【
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
に
お
け
る
預
言
概
念
】

飯
村
祥
之
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る
。
も
っ
と
も
『
政
治
論
』
は
『
〈
帝
国
〉
』
の
文
献
目
録
に
含
ま
れ
て

い
な
い
が
、
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
が
「
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
制
限
さ
れ
た
形
態

の
ま
ま
で
あ
り
つ
づ
け
る
ほ
か
な
い
君
主
制
と
貴
族
制
の
展
開
に
抗
し

て
、
民
主
制
を
絶
対
的
な
統
治
形
態
と
し
て
定
義
す
る

）
1
（

」
と
述
べ
る
と

き
、
そ
こ
で
は
ネ
グ
リ
が
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
で
示
し
た
『
政
治

論
』
解
釈
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

）
2
（

。
さ
ら
に
、
こ

こ
で
は
『
エ
チ
カ
』
が
参
照
さ
れ
る
場
合
も
、
こ
の
民
主
制
の
絶
対
性

と
い
う
議
論
の
形
而
上
学
的
な
裏
づ
け
と
し
て
な
さ
れ
る

）
3
（

。
そ
し
て
言

う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
の
キ
ー
タ
ー
ム
で
あ
る
「
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
」

も
ま
た
、
か
つ
て
の
ネ
グ
リ
が
と
り
わ
け
『
政
治
論
』
を
読
解
す
る
な

か
、
そ
の
政
治
概
念
と
し
て
の
重
要
性
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
『
〈
帝
国
〉
』
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
民
主
制
の
絶
対

性
と
い
う
主
張
は
、
明
示
さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
か
つ
て
の
ネ
グ
リ
に
よ

る
『
政
治
論
』
解
釈
の
筋
道
に
沿
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
『
政
治
論
』
の
系
列
に
対
し
て
、
も
う
一
方
の
ト
ピ
ッ
ク
を
導

く
の
は
『
神
学
政
治
論
』
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
ち
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
を
主

題
と
す
る
が
、
そ
れ
は
第
一
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
遥
か
に
目
立
た
な
い

仕
方
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
点
を
読
み
取
っ
た
数
少
な
い
著
者

の
一
人
で
あ
る
カ
ム
・
シ
ャ
ピ
ロ
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
テ
ク

ス
ト
的
実
践
の
政
治
的
役
割
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る

）
4
（

。
言
い
換
え
る

な
ら
、
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
は
『
〈
帝
国
〉
』
と
い
う
政
治
的
テ
ク
ス
ト
の

た
だ
な
か
で
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
政
治
的
言
説
が
現
実
の
政
治
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
効
果
を
も
つ
た
め
の
条
件
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
参
照
さ
れ
る
の
が
『
神
学
政
治
論
』
で
あ
り
、
彼
ら
は
政

治
的
言
説
が
「
ス
ピ
ノ
ザ
的
預
言
」
、
つ
ま
り
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
っ
て
分

析
さ
れ
た
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
の
預
言
の
機
能
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
言
説
と
政
治
的
な
も
の
の
関
係
性
と
い
う
実

践
的
か
つ
本
質
的
な
問
い
へ
の
回
答
と
し
て
、
な
ぜ
預
言
と
い
う
反
時

代
的
で
、
あ
る
程
度
ま
で
伝
統
的
支
配
の
権
威
に
結
び
つ
い
た
形
象
が

持
ち
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ
た
シ
ャ
ピ
ロ
に
よ
る
研
究
は
、

ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
に
お
け
る
政
治
的
言
説
を
め
ぐ
る
問
い
の
重
要
性
を

把
握
し
て
い
る
が
、
こ
の
預
言
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
レ
ト

リ
ッ
ク
と
し
て
扱
い
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
に

お
け
る
「
神
話
」
と
同
一
視
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
ネ
グ
リ
の
『
野
生

の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
が
『
神
学
政
治
論
』
に
お
け
る
預
言
の
分
析
を
論
じ

る
た
め
に
一
章
以
上
を
割
い
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の

語
が
単
な
る
修
辞
以
上
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

以
下
で
論
じ
る
よ
う
に
、
実
の
と
こ
ろ
預
言
と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
唆

さ
れ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
分
析
し
た
力
学
、
つ
ま
り
言

説
に
よ
る
社
会
の
組
織
化
の
力
学
で
あ
り
、
『
〈
帝
国
〉
』
は
そ
れ
を
グ

ロ
ー
バ
ル
な
市
民
社
会
に
お
け
る
政
治
運
動
の
た
め
に
作
用
さ
せ
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
に
お
け
る
預
言
を

め
ぐ
る
議
論
は
や
が
て
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
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本
稿
第
一
節
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
『
〈
帝
国
〉
』
に
預
言
と
い
う
テ
ー

マ
が
い
か
に
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
す
る
。
続
く
第
二
節
で

は
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
を
検
討
し
、
そ
の
『
神
学
政
治
論
』
の
読

解
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
ネ
グ
リ
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
預
言
の
分
析
か

ら
い
か
な
る
社
会
理
論
を
取
り
出
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま

た
ネ
グ
リ
の
議
論
と
比
較
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
ハ
ー

ト
に
よ
る
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
』
（
一
九
九
三
）
で
あ
る
。
第
三
節
で

検
討
す
る
よ
う
に
、
彼
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
論
じ
る
な
か
で
ス
ピ
ノ
ザ
に

触
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
ネ
グ
リ
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
に
は
な
い
観
点

が
存
在
し
、
そ
の
箇
所
は
他
な
ら
ぬ
預
言
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
っ
て

い
る
。
そ
し
て
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
の
預
言
を
め
ぐ
る
議
論
を
比
較
す
る

こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
に
は
異
な
っ
た
意
味
内
容
を

も
っ
た
預
言
概
念
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
以
上
の
よ
う

な
道
筋
で
預
言
の
問
題
を
た
ど
り
、
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
に
お
け
る
政
治

的
言
説
の
理
論
が
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
と
と
も
に
生
成
し
て
ゆ
く
過
程
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
彼
ら
は
自
ら
の

テ
ク
ス
ト
を
い
か
な
る
政
治
的
言
説
と
し
て
構
想
し
て
い
る
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一　

政
治
的
言
説
を
め
ぐ
る
問
い 

 

―
―『〈
帝
国
〉』に
お
け
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
論

　

『
〈
帝
国
〉
』
の
論
述
は
い
く
つ
か
の
挿
話
的
に
も
思
わ
れ
る
要
素
を

含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
は
本
論
と
関
連
し
な
が
ら
、
し
か
し
相
対
的
に

独
立
し
た
議
論
を
な
し
て
い
る
。
第
一
章
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
「
政
治

的
マ
ニ
フ
ェ
ス
トpolitical m

anifesto

」
と
い
う
短
い
節
も
そ
の
一
つ

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
革
命
的
な
政
治
的
言
説
」
、
す
な
わ
ち
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
と
は
い
か
な
る
形
式
を
も
っ
た
言
説
で
あ
る
か
が
論
じ
ら
れ
る
。

ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
が
こ
う
し
た
言
説
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
呼
ぶ
の
は
、

ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
倣
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
が
こ
の
語
に
与
え
る
規
定
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と

は
「
言
説
と
そ
の
『
主
語sujet

』
、
言
説
と
そ
の
『
目
的
語objet

』
の

あ
い
だ
に
、
そ
の
都
度
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
設
定
し
て
い
く
、
ひ
と
つ

の
ま
っ
た
く
種
別
的
な
装
置
」
で
あ
る

）
5
（

。
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
は
こ
れ
を

踏
ま
え
な
が
ら
、「
私
た
ち
は
、
主
語
（
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
）
と
目
的
語
（
世

界
政
治
的
な
解
放
）
を
結
び
つ
け
る
装
置
を
、
い
か
に
し
て
構
築
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
問
う

）
6
（

。
つ
ま
り
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
は
、

彼
ら
に
お
い
て
は
「
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
」
と
い
う
主
語
と
「
世
界
政
治

的
な
解
放
」
と
い
う
目
的
語
を
結
び
つ
け
る
動
詞
、
つ
ま
り
主
語
の
な

す
べ
き
こ
と
を
提
示
す
る
言
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ハ
ー
ト
と
ネ
グ

リ
は
、
ま
ず
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
と
と
も
に
、
政
治
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

介
入
す
る
こ
と
は
い
か
な
る
言
説
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
か
を
問
い
始

め
る
。

　

「
政
治
的
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
た
ら
ん
と
す
る
な
ら
、

つ
ま
り
歴
史
的
効
果
を
生
み
出
さ
ん
と
す
る
な
ら
、
純
粋
認
識
と
は
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ま
っ
た
く
別
の
領
野
に
書
き
込
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

）
7
（

」
。
こ
の
よ

う
に
述
べ
る
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
と
っ
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
は
「
歴

史
的
効
果
」
を
生
み
出
す
言
説
で
あ
り
、
そ
の
範
型
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ

リ
の
『
君
主
論
』
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
い
う
用
語
そ
の

も
の
は
、
か
つ
て
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
文
体
は
、
中
世
に
も
人
文
主

義
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
な
体
系
的
な
叙
述
家
の
そ
れ
で
は
な
い
〔
…
…
〕

党
の
『
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
の
文
体
で
あ
る
」
と
述
べ
た
グ
ラ
ム
シ
を
踏

ま
え
る

）
8
（

。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
グ
ラ
ム
シ
を
踏
襲
し
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
と
し
て
の
『
君
主
論
』
は
非
常
に
厳
密
な
理
論
的
思
考
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
単
に
客
観
的
な
理
論
と
し
て
は
体
系
化
さ
れ
な
い
も
の

で
あ
り
、
「
政
治
的
解
決
を
熱
烈
に
呼
び
か
け
、
か
つ
政
治
的
解
決
を

知
ら
せ
る
」
文
体
を
も
つ
と
指
摘
す
る

）
9
（

。
そ
れ
は
『
君
主
論
』
の
終
わ

り
、
貴
族
の
割
拠
に
よ
る
分
裂
と
い
う
悲
惨
の
下
に
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア

の
統
一
を
な
し
う
る
君
主
を
待
望
し
、
そ
の
来
た
る
べ
き
人
物
に
呼
び

か
け
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
文
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
は
「
民
衆
の
友
愛
を
自
分
の
側
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
み

ず
か
ら
の
歴
史
的
使
命
を
実
現
す
る
よ
う
、
君
主
を
促
す
」
の
で
あ
る

）
10
（

。

　

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
読
解
に
従
う
な
ら
ば
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
こ

う
し
て
政
治
的
解
放
の
力
と
し
て
「
民
衆
の
友
愛
」
を
発
見
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
組
織
化
の
梃
子
と
し
て
彼
の
テ
ク
ス
ト
が
呼
び
か

け
る
の
は
君
主
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
は
、
こ
う
し
た
マ
キ
ア

ヴ
ェ
ッ
リ
―

グ
ラ
ム
シ
―

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
系
譜
、
す
な
わ
ち
「
新

し
い
君
主
」
と
い
う
不
在
の
主
体
に
呼
び
か
け
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
伝

統
を
批
判
す
る
。
つ
ま
り
『
君
主
論
』
に
は
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
主
体

か
ら
遠
ざ
け
〔
…
…
〕
政
治
的
機
能
を
よ
り
高
次
の
平
面
に
委
ね
て
し

ま
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
条
件
」
が
残
存
し
て
い
る

）
11
（

。
し
か
し
、
グ
ラ
ム
シ

が
述
べ
る
よ
う
に
『
君
主
論
』
が
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
モ
デ
ル
で
あ

り
、
そ
れ
を
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
が
拒
絶
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
い
か
な

る
言
説
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
機
能
を
見
出
す
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
回
答

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
政
治
的
言
説
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
な

預
言
の
機
能
、
つ
ま
り
、
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
を
組
織
化
す
る
内
在

的
欲
望
の
機
能
を
果
た
そ
う
と
熱
望
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
12
（

。

　

つ
ま
り
、
彼
ら
は
近
代
的
な
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
退
け
て
、
か
つ

て
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
神
学
政
治
論
』
に
お
い
て
分
析
し
た
ヘ
ブ
ラ
イ
の
神

権
政
治
に
お
け
る
預
言
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
モ
デ
ル
と
す
る
。
し
か
し
、

私
た
ち
は
次
の
よ
う
な
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
預
言
な
る
も
の

は
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
か
ら
差
異
化
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
権
威

主
義
的
な
形
象
は
、
む
し
ろ
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
以
上
の
神
秘
化
を
含

む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
疑
念
を
与
え
な
が

ら
も
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
は
政
治
的
言
説
の
モ
デ
ル
を
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
の

預
言
に
求
め
る
。
次
節
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
預
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言
と
い
う
語
彙
は
一
九
八
〇
年
代
の
ネ
グ
リ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
、

と
り
わ
け
『
神
学
政
治
論
』
の
研
究
を
通
じ
て
彼
ら
の
議
論
に
導
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
研
究
は
、
預
言
と
い
う
幻
影
に
等
し
い
言
説

が
政
治
制
度
の
よ
う
な
現
実
性
を
構
成
し
、
そ
れ
が
社
会
を
組
織
化
し

て
い
く
力
学
の
分
析
と
し
て
『
神
学
政
治
論
』を
読
解
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
預
言
論
か
ら
約
二
十
年
を
隔
て
た
『
〈
帝
国
〉
』
が
、

こ
の
預
言
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
グ
ラ
ム
シ
―

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
的
な
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
へ
の
批
判
と
い
う
文
脈
で
取
り
上
げ
直
す
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
こ
の
著
作
に
や
や
唐
突
に
挿
入
さ
れ
た
印
象
を
与
え
る
「
政

治
的
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
と
い
う
節
は
、
か
つ
て
の
ネ
グ
リ
に
よ
る
ス
ピ

ノ
ザ
研
究
を
踏
ま
え
て
お
り
、
単
な
る
挿
話
に
と
ど
ま
ら
な
い
含
み
を

そ
の
背
後
に
も
っ
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
議
論
の
行
方
を
足
早
に
た
ど
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

や
が
て
あ
る
変
節
に
行
き
当
た
る
。
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
は
十
年
後
、
ア

ラ
ブ
の
春
に
始
ま
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
運
動
の
広
が
り
と
い
う
情
勢
の
下

で
著
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
『
叛
逆
』
を
次
の
よ
う
に
始
め
る
。

　

こ
れ
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
な
い
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
来
た
る

べ
き
世
界
を
垣
間
見
さ
せ
、
い
ま
だ
亡
霊
の
よ
う
な
存
在
に
過
ぎ

な
い
も
の
を
変
革
の
担
い
手
と
し
て
主
体
化
し
て
み
せ
る
。
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
の
働
き
は
、
そ
の
幻
視
力
に
よ
っ
て
自
分
に
従
う
民
衆

を
創
り
出
そ
う
と
し
た
古
代
の
預
言
者
の
よ
う
な
も
の
だ
。
今
日

の
社
会
運
動
は
そ
の
順
番
を
逆
転
さ
せ
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
も
預
言

者
も
時
代
遅
れ
の
も
の
に
し
た
。
変
革
の
担
い
手
た
ち
は
す
で
に

ス
ト
リ
ー
ト
に
降
り
立
ち
、
街
の
広
場
を
占
拠
し
て
い
る

）
13
（

。

　

こ
の
箇
所
は
『
〈
帝
国
〉
』
に
お
け
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
論
と
明
ら
か
に

対
応
し
て
い
な
が
ら
、
か
つ
て
の
主
張
を
ま
っ
た
く
覆
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
『
〈
帝
国
〉
』
で
は
グ
ラ
ム
シ
―

ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
的
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
批
判
さ
れ
、
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
の
預
言
を
範
型

と
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
預
言
が
批

判
さ
れ
、
さ
ら
に
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
そ
の
も
の
が
「
時
代
遅
れ
」
の
も

の
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
急
い
で
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
「
時
代
遅
れ
」
の
も
の
と
す
る
一
方
で
、
彼
ら
は
あ

ら
ゆ
る
政
治
的
言
説
の
不
要
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
不
要
を
述
べ
る
こ
と
で
始
め
ら
れ
る
『
叛
逆
』
と
い

う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
そ
の
も
の
が
、
二
〇
一
〇
年
代
初
頭
の
社
会
運
動
と

い
う
情
勢
の
下
、
そ
の
進
行
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
獲
得
し
つ
つ
あ
っ

た
成
果
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
な
も

の
と
あ
る
種
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
、
あ
る
い
は
預
言
と

い
う
形
式
を
退
け
な
が
ら
、
い
か
な
る
政
治
的
言
説
を
構
想
し
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
先
の
自
己
批
判
に
も
思
わ
れ
る
箇
所
は
『
〈
帝
国
〉
』
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で
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
論
の
理
論
的
修
正
を
意
味
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
実
践
に
呼
応
し
て
著
さ
れ
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
で
あ
る
以
上
、
そ
の
論
述
す
べ
て
を
理
論
へ
と
還
元
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
先
の
引
用
箇
所
は
そ
れ
に
先
行
す

る
、
あ
る
理
論
的
省
察
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と

い
う
の
も
『
〈
帝
国
〉
』
と
『
叛
逆
』
の
あ
い
だ
に
刊
行
さ
れ
た
二
つ
の

共
著
に
は
、
す
で
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
や
預
言
と
い
っ
た
用
語
を
め
ぐ
る

揺
ら
ぎ
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
い
う
語

は
そ
の
二
つ
の
共
著
、
つ
ま
り
『
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
』
と
『
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
』
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
姿
を
現
さ
な
く
な
る
。
し
か
し
『
マ
ル

チ
チ
ュ
ー
ド
』
で
は
一
度
だ
け
、
明
ら
か
に
『
〈
帝
国
〉
』
に
お
け
る
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
論
を
踏
ま
え
て
「
預
言
的
にprophetically

」
と
い
う
副

詞
が
用
い
ら
れ
る

）
14
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
ま
で
は
『
〈
帝
国
〉
』
に

お
け
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
論
、
す
な
わ
ち
預
言
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
連
続

性
が
さ
さ
や
か
に
で
は
あ
る
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
。
と

こ
ろ
が
『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
に
至
っ
て
、
こ
の
さ
さ
や
か
さ
は
完
全

な
沈
黙
と
な
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
由
来
す
る
含
み
を
も
つ
タ
ー
ム
と
し
て

の
預
言
や
そ
の
派
生
語
は
現
れ
な
く
な
る
。
と
り
わ
け
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の

言
及
が
あ
る
箇
所
で
は
、
ま
さ
に
『
神
学
政
治
論
』
の
預
言
論
が
主
題

と
な
っ
て
い
る
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
第
五
章
第
一
節
の
参
照
が
指

示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
預
言
と
い
う
語
へ
の
言
及
は
な
い

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
の
議
論
全
体
を
貫

い
て
い
る
の
が
、
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
実
現
す
べ
き
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
提
示
や
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
組
織
化
と
い
っ
た
、
預
言
や
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
議
論
に
密
接
に
関
係
す
る
テ
ー

マ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
タ
ー
ム
は
不
在
な
の
で
あ
る
。

預
言
論
を
取
り
上
げ
直
し
て
か
ら
そ
れ
を
自
己
批
判
す
る
ま
で
の
十
年

に
は
、
少
な
く
と
も
用
語
の
レ
ベ
ル
で
は
こ
う
し
た
沈
黙
が
存
在
す
る
。

　

こ
う
し
て
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
や
預
言
が
後
景
に
退
く
の
に
対
応
し
て
、

『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
想
像
力

im
agination

」
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が

）
15
（

、
こ
れ
は
次
節
で
確
認

す
る
よ
う
に
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
の
預
言
論
に
お
け
る
重
要
概
念

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
は
実
質
的
に
か
つ
て
の

預
言
を
め
ぐ
る
議
論
に
触
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
論
述
に
お
い
て
力

点
が
置
か
れ
る
の
は
預
言
や
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
な
い
。
二
〇
一
〇
年

代
初
頭
に
お
け
る
実
践
の
状
況
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
理
論
に

お
け
る
変
化
が
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
を
し
て
「
今
日
の
社
会
運
動
は
そ
の

順
番
を
逆
転
さ
せ
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
も
預
言
者
も
時
代
遅
れ
の
も
の
に

し
た
」
と
言
わ
し
め
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
ろ
う
。
す
る

と
、
二
〇
一
〇
年
代
と
い
う
条
件
の
下
で
彼
ら
が
構
想
す
る
政
治
的
言

説
の
形
式
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
変
化
が
ど
の
よ
う

な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

ず
、
次
節
で
は
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
を
検
討
し
、
預
言
（
な
い
し

啓
示
）
、
そ
し
て
想
像
力
と
い
っ
た
概
念
の
政
治
哲
学
的
な
意
義
と
と
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も
に
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
『
〈
帝
国
〉
』
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
論
に
接

続
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

二　

ネ
グ
リ
に
よ
る『
神
学
政
治
論
』研
究 

 

―
―
預
言
＝
啓
示
の
現
実
性
と
社
会
の
現
実
性

　

『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
は
、
ネ
グ
リ
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
取
り
組
ん
だ

最
初
の
著
作
で
あ
り
、
預
言
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
も
本
書
か
ら
現
れ
る
。

『
〈
帝
国
〉
』
が
預
言
に
言
及
す
る
と
き
、
そ
こ
で
は
独
自
に
議
論
が
展

開
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
ネ
グ
リ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
の
参
照

が
指
示
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
預
言
と
い
う
タ
ー
ム
の
理
論
的

な
含
み
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
や
は
り
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
を

紐
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
五
章
か
ら
第
六
章
の
最
初
の
節

が
『
神
学
政
治
論
』
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
預
言
論
を
主
題
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
は
主
に
こ
の
箇
所
を
読
解
の
対
象
と
す
る
。
そ

れ
で
は
、
預
言
な
い
し
啓
示
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
研
究
し

た
の
は
、
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
の
社
会
に
律
法
を
授
け
た
預
言
な
い
し
啓
示

で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
「
精
神
の
も
つ
確
実
な
原
理
に
頼
る
こ
と
な
く
、

た
だ
想
像
力
だ
け
を
通
じ
て
受
け
取
っ
た
も
の
ご
と
」
と
解
し
て
い
た

）
16
（

。

『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
彼
は
、
こ
の
想
像
力
を
虚
偽
の
唯
一
の
原
因
で

あ
る
不
確
か
な
認
識
と
し
て
お
り

）
17
（

、
ネ
グ
リ
も
ま
た
こ
う
し
た
認
識
を

さ
し
あ
た
り
幻
影illusione

と
表
現
す
る
。
し
か
し
ネ
グ
リ
が
整
理
す

る
よ
う
に
、
『
神
学
政
治
論
』
は
「
啓
示rivelazione

の
教
え
と
は
間

違
い
な
く
『
相
手
に
合
わ
せ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0ad hom
inem

』
で
あ
り
、
隠
さ

れ
た
真
理
の
幻
影
的
な
し
る
し
で
あ
る
が
、
こ
の
幻
影
の
作
用
こ
そ
が

啓
示
を
現
実
に
、
し
た
が
っ
て
真
理
に
す
る

）
18
（

」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

を
掴
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
預
言
と
は
民
衆
の
理
解
力
に
合
わ
せ
て
語
ら

れ
た
に
す
ぎ
な
い
幻
影
に
等
し
い
言
説
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て

あ
る
種
の
確
か
ら
し
さ
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
現
実
性realtà

を
構

成
す
る
の
で
あ
る
。
ネ
グ
リ
が
ま
ず
『
神
学
政
治
論
』
か
ら
取
り
出
す

の
は
、
こ
う
し
た
「
虚
偽
と
幻
影
の
構
成
的
機
能
と
し
て
の
想
像
力

im
m

aginazion

）
19
（e

」
の
分
析
で
あ
る
。

　

不
確
か
な
認
識
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
幻
影
の
よ
う
な
も
の
が

人
々
の
生
き
る
現
実
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
一
見
す
る
と
逆

説
的
な
事
態
の
条
件
は
政
治
的
な
も
の
の
な
か
で
生
起
す
る
。
『
神
学

政
治
論
』
第
三
章
に
よ
れ
ば
、
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
の
社
会
は
理
性
の
導
き

よ
り
は
、
む
し
ろ
数
々
の
苦
難
を
乗
り
越
え
る
だ
け
の
幸
運
に
恵
ま
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
政
治
的
奇
跡
か
ら
「
神

の
導
き
」
と
い
う
幻
影
が
現
実
性
を
も
ち
え
た

）
20
（

。
預
言
の
正
し
さ
は
、

そ
れ
に
服
従
す
る
国
家
や
社
会
が
繁
栄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
分
析
か
ら
、
ネ
グ
リ
は
神
学

的
な
も
の
の
正
当
性
を
生
み
出
す
審
級
と
し
て
政
治
的
な
も
の
を
発
見

す
る
。

　

政
治
的
な
も
の
は
神
学
的
な
も
の
を
現
実
化
す
る
。
こ
の
こ
と
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に
よ
っ
て
、
近
代
的
に
言
う
な
ら
、
「
虚
偽
意
識
」
の
問
題
が
現

れ
る
。
い
ま
や
私
た
ち
は
、
し
た
が
っ
て
、
力
能
を
も
っ
た
作
用

と
し
て
の
幻
影
を
現
実
化
す
る
こ
の
過
程
を
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
こ
の
過
程
の
内
部
で
真
理
と
虚
偽
を
吟
味
し
区
別
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
21
（

。

　

預
言
と
い
う
言
説
の
現
実
性
は
単
に
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
神
学
的
な
幻
影
に
よ
る
現
実

の
構
成
と
い
う
問
題
を
、
あ
え
て
ネ
グ
リ
は
「
虚
偽
意
識
」
の
問
題
と

呼
ぶ
。
こ
の
語
彙
の
選
択
か
ら
は
、
彼
の
一
九
七
〇
年
代
の
研
究
に
お

け
る
問
題
意
識
と
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
と
の
連
続
性
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
『
戦
略
の
工
場
』
（
一
九
七
七
）
と
『
マ
ル
ク
ス
を
超
え
る

マ
ル
ク
ス
』
（
一
九
七
九
）
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
講
義
は
い

ず
れ
も
一
九
七
〇
年
代
と
い
う
状
況
の
下
で
労
働
と
資
本
の
あ
い
だ
の

敵
対
性
を
理
論
的
に
把
握
し
直
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
業
を
要

請
し
た
の
は
イ
タ
リ
ア
の
労
働
運
動
が
経
験
し
て
い
た
困
難
で
あ
り
、

そ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

社
会
的
構
成
の
変
化
に
起
因
す
る
。
マ
リ
オ
・
ト
ロ
ン
テ
ィ
が
一
九
六

三
年
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
資
本
主
義
的
発
展
の
最
も
進
ん
だ
地
点

で
は
〔
…
…
〕
社
会
全
体
は
工
場
の
機
能
の
な
か
を
生
き
、
工
場
は
そ

の
排
他
的
な
支
配
権
を
社
会
全
体
へ
と
拡
大
す
る
」
の
で
あ
り

）
22
（

、
こ
こ

で
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
が
工
場
に
お
け
る
生
産
と
接
合
さ
れ
た
生

産
・
再
生
産
の
契
機
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
社
会
の
す
べ
て
が
工
場

に
還
元
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
工
場
は
消
滅
す
る
か
に
思

わ
れ
」
、
ま
た
「
商
品
と
し
て
の
労
働
力
そ
の
も
の
も
消
滅
す
る
か
に

思
わ
れ
る
」
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
・
ラ
イ
ト
が
説
明
す
る
よ
う
に

）
23
（

、
工
場
で

生
産
労
働
に
従
事
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
は
な
い
新
し
い
社
会
層

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
化
に
よ
っ
て
、
労
働
力
の
商
品
化
と
そ
の
搾
取

と
い
う
利
潤
生
産
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
見
え
づ
ら
い
も
の
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
う
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
構
成
の
変
化
と
い
う
情
勢

の
た
だ
な
か
で
労
働
と
資
本
と
の
対
峙
を
再
定
義
す
る
こ
と
が
要
請
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
の
主
題
か
ら
は
外
れ
る
の
で
簡
単
な
指
摘
に
と

ど
め
る
が
、
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
講
義
に
お
い
て
ネ
グ
リ
が
対
決
し
た

「
虚
偽
意
識
」
と
は
資
本
主
義
的
生
産
に
お
け
る
敵
対
性
の
神
秘
化
に

他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
の
彼
に
よ
る
資
本
主
義
分
析
は
、

こ
の
「
虚
偽
意
識
」
に
対
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
も
つ
べ
き
意
識

の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
「
虚
偽
意
識
」
が
逆
説
的
に
も
現

実
性
を
も
っ
て
い
る
と
き
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
も
つ
べ
き
「
真
の

意
識
」
は
い
か
に
し
て
現
実
性
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ

う
し
て
一
九
八
〇
年
代
の
彼
が
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
が
「
神
秘
化

の
現
実
性realtà della m

istificazione

」
と
い
う
問
題
と
戦
う
、
近
代

性
の
黎
明
期
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る

）
24
（

。
そ
し
て
ネ
グ
リ
は
神
秘
化

と
そ
れ
を
打
ち
破
る
力
に
よ
る
抗
争
の
領
野
と
し
て
預
言
を
解
釈
し
て

ゆ
く
。
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さ
て
、
預
言
の
現
実
性
を
め
ぐ
る
問
い
は
以
下
の
よ
う
に
深
め
ら
れ

る
。
ネ
グ
リ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
預
言
と
い
う
言
説
の
も

つ
機
能
と
し
て
社
会
の
組
織
化
と
い
う
働
き
を
見
出
す
。
預
言
と
は
社

会
的
結
合
の
基
盤
を
な
す
普
遍
的
な
教
え
を
与
え
つ
つ
、
人
々
に
と
り

わ
け
「
素
直
な
服
従
」
を
求
め
る
も
の
な
の
で
あ
る

）
25
（

。

　

あ
る
集
合
的
な
次
元
が
、
想
像
力
か
ら
生
じ
始
め
る
。
こ
の
次

元
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
と
同
時
に
構
造
的
で
も
あ
る
―
―

そ
れ
は
服
従
の
正
当
化
と
し
て
の
普
遍
的
宗
教religione 

universale

、
そ
し
て
、
社
会
と
集
団
の
有
効
性
と
し
て
の
服
従
で

あ
る

）
26
（

。

　

普
遍
的
な
道
徳
規
範
へ
と
還
元
さ
れ
た
預
言
の
教
え
（
普
遍
的
宗
教
）

に
服
従
す
る
こ
と
で
、
人
々
は
社
会
状
態
に
移
行
す
る
が
、
こ
の
人
々

の
服
従
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
預
言
は
社
会
的
規
範
と
し
て
の
現
実
性

を
獲
得
す
る
。
つ
ま
り
「
政
治
的
な
も
の
は
神
学
的
な
も
の
を
現
実
化

す
る
」
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
逆
向
き
の
関
係
、
つ
ま
り
「
神
の
導
き
」

と
預
言
の
教
え
と
い
う
神
学
的
な
も
の
が
服
従
す
る
人
々
の
社
会
と
い

う
政
治
的
な
も
の
を
正
統
化
す
る
と
い
う
方
向
性
と
と
も
に
循
環
を
な

す
と
き
に
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、

預
言
を
き
っ
か
け
と
し
つ
つ
も
、
服
従
に
よ
っ
て
服
従
が
生
み
出
さ
れ

る
、
内
在
的
な
、
想
像
力
に
よ
る
自
己
調
整
的
構
造
と
し
て
作
動
す
る
。

ま
た
、
ネ
グ
リ
は
『
神
学
政
治
論
』
の
ス
ピ
ノ
ザ
に
忠
実
に
「
契
約
」

と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
る
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
そ
れ
は
各
人
が
上

位
審
級
に
権
利
を
譲
渡
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
流
の
社
会
契

約
と
は
意
味
内
容
を
異
に
す
る

）
27
（

。
と
り
わ
け
ネ
グ
リ
に
お
い
て
、
ス
ピ

ノ
ザ
的
な
契
約
概
念
は
先
の
服
従
に
よ
る
自
己
組
織
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
一
致
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
「
政
治
社
会
を
構
成
す

る
の
は
絶
対
主
義
で
は
な
く
、
諸
個
人
の
力
能potenza

の
自
己
組
織

化
」
な
の
で
あ
る

）
28
（

。
こ
う
し
て
ネ
グ
リ
は
、
言
説
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
社
会
の
力
学
的
モ
デ
ル
を
『
神
学
政
治
論
』
に
見
出
す
。

　

と
は
い
え
、
社
会
が
悪
し
き
預
言
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
規
範
、
普
遍

的
な
教
え
を
欠
い
た
「
虚
偽
意
識
」
へ
の
服
従
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ

て
い
る
と
き
、
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
克
服
す
る
こ
と
や
、
そ
れ

に
伴
う
社
会
構
造
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。

ネ
グ
リ
の
解
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
〔
人
々
の
服
従
し
て
い
る
〕
価
値
を
克
服
す
る
こ
と
や
、

こ
う
し
た
価
値
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
全
て
、
よ
り
高
次
な
基
礎
づ

け
と
よ
り
高
次
な
具
体
化
と
い
う
形
に
お
い
て
の
み
起
こ
り
う
る
。

そ
う
し
た
克
服
や
離
脱
は
、
理
性
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も

の
で
あ
る

）
29
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
高
次
な
価
値
へ
の
革
新
が
「
理
性
に
よ
っ
て
引
き
起
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こ
さ
れ
る
」
と
し
て
、
理
性
は
悪
し
き
想
像
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た

「
虚
偽
意
識
」
に
対
し
て
い
か
な
る
介
入
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か

と
い
う
点
こ
そ
が
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

理
性
と
想
像
力
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ

ノ
ザ
に
お
い
て
、
悪
し
き
想
像
力
は
迷
信
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
こ
の

「
危
険
な
幻
影
」
を
回
避
す
る
た
め
に
、
各
人
の
自
由
な
判
断
に
よ
る

預
言
解
釈
の
擁
護
と
い
う
『
神
学
政
治
論
』
の
根
本
的
な
主
張
が
現
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
預
言
解
釈
は
理
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
預
言
が
教
え
る
徳
目
と
は
決
し
て
理
性
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
理
性
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
規
範
と
の
共
役
性
を
も

つ
か
ら
で
あ
る

）
30
（

。
こ
う
し
て
想
像
力
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
預
言
は

理
性
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
規
範

と
し
て
の
価
値
が
評
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
「
理
性
は
想
像

力
を
貫
い
て
、
そ
の
真
理
と
し
て
の
内
容
を
救
い
出
す
」
の
だ
が
、
し

か
し
同
時
に
「
想
像
力
は
〔
…
…
〕

理
性
そ
の
も
の
の
実
定
性

positività

を
構
築
す
る

）
31
（

」
。
こ
こ
で
の
理
性
と
想
像
力
の
関
係
性
に
は

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
性
は
想
像
力
を
解
釈
す
る
の
だ
が
、

そ
の
能
力
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
性

の
具
体
的
な
内
実
は
こ
の
解
釈
活
動
の
な
か
で
与
え
ら
れ
て
ゆ
く
。

　

自
然
の
光
と
理
性
は
最
初
か
ら
、
単
な
る
分
析
能
力
で
は
な
く
、

む
し
ろ
構
成
的
な
力
と
い
う
形
を
と
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
単
な
る

解
釈
機
能
で
は
な
く
構
築
的
審
級
と
い
う
形
を
と
る
の
で
あ
る
。

か
の
解
釈
学
的
活
動
〔
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
預
言
解
釈
〕
に
お
い
て
、

確
か
に
理
性
は
、
真
理
が
現
れ
る
段
階
的
な
秩
序
に
従
っ
て
存
在

の
な
か
を
進
ん
で
い
た

）
32
（

。

　

理
性
は
想
像
力
に
与
え
ら
れ
た
幻
影
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
基
準
に
従
っ

て
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
性
＝
道
理ragione

は
幻
影
的

な
認
識
を
素
材
と
し
て
想
像
力
に
よ
っ
て
徐
々
に
構
築
さ
れ
る
。
ネ
グ

リ
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
預
言
解
釈
は
こ
う
し
た
解
釈
学
的
活

動
の
実
践
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
想
像
力
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
幻

影
で
あ
る
預
言
の
な
か
、
預
言
を
貫
く
理
性
的
内
容
を
想
像
力
が
再
構

築
し
て
ゆ
く
道
筋
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
想
像
力
の
理
性
を
構
成
す
る

力
は
、
悪
し
き
想
像
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
虚
偽
意
識
」
を
克
服

す
る
力
能
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
『
神
学
政
治
論
』
、
と
り
わ
け
預
言
論
の
研
究
か
ら
ネ
グ

リ
が
手
に
し
た
の
は
、
想
像
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
言
説
に
よ
っ

て
組
織
化
さ
れ
る
社
会
と
、
そ
の
想
像
力
に
よ
る
変
革
と
い
う
力
学
的

モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
年
の
『
〈
帝
国
〉
』
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
論
に

ど
の
よ
う
に
接
続
さ
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
分
析

し
た
社
会
の
組
織
化
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
そ
の
始
ま
り
に
あ
っ
た
の
は

マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
が
と
も
に
服
従
す
る
べ
き
「
神
の
導
き
」
と
い
う
超

越
的
な
も
の
と
、
そ
の
語
り
と
し
て
の
預
言
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ネ
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グ
リ
は
こ
う
し
た
神
的
な
も
の
を
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
想
像
力
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
内
在
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
社
会
を
組

織
化
す
る
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
力
能
を
表
現
す
る
装
置
と
し
て
預
言
を

理
解
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
に
よ
っ
て
『
〈
帝
国
〉
』
で

は
、
政
治
的
言
説
は
「
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
預
言
の
機
能
、
つ
ま
り
、
マ
ル

チ
チ
ュ
ー
ド
を
組
織
化
す
る
内
在
的
欲
望
の
機
能
を
果
た
そ
う
と
熱
望

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
ト
と
ネ
グ

リ
が
「
ス
ピ
ノ
ザ
的
預
言
」
の
力
学
を
二
十
一
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

対
抗
政
治
に
お
い
て
作
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
言
い
換
え
る
な
ら
、

〈
帝
国
〉
の
支
配
に
対
抗
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
社
会
の
組
織
化
と

い
う
目
的
の
た
め
に
作
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
出
発
点
と
な

る
の
は
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
に
す
で
に
内
在
し
て
い
る
欲
望
で
あ
る
。
こ

う
し
て
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
と
と
も
に
『
〈
帝
国
〉
』
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
論
を
読
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
預
言
や
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
は
決
し
て
「
い
ま
だ
亡
霊
の
よ
う
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
も
の
」
に

つ
い
て
の
語
り
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
は
現
在
と
い
う
条

件
を
超
越
し
た
地
点
に
つ
い
て
の
幻
視
で
は
な
く
、
現
に
人
々
が
共
通

し
て
も
っ
て
い
る
欲
望
と
い
う
、
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
が
自
己
組
織
化
す

る
た
め
の
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
言
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
〈
帝
国
〉
』

ま
で
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
預
言
概
念
と
『
叛
逆
』
に
お
け
る
そ
れ
と
で

は
意
味
内
容
が
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
い
か
に
し
て

預
言
概
念
は
二
重
の
意
味
を
も
つ
に
至
っ
た
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取

り
す
る
な
ら
ば
、
『
叛
逆
』
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
預
言
概
念
は
ハ
ー

ト
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
と
い
う
別
の
ル
ー
ト
か
ら
現
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
次
節
で
は
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
の
英
訳
と
並
行
し
て

進
め
ら
れ
た
ハ
ー
ト
に
よ
る
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
研
究
を
検
討
し
、
そ

こ
に
は
や
が
て
ハ
ー
ト
と
ネ
グ
リ
の
政
治
的
言
説
の
理
論
を
深
化
さ
せ

る
こ
と
と
な
る
き
っ
か
け
が
見
出
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

三　

ハ
ー
ト
に
お
け
る
預
言
＝
啓
示
の
位
置
づ
け 

 

―
―
第
一
種
認
識
の
区
別
論

　

ハ
ー
ト
の
著
作
目
録
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

は
存
在
し
な
い
。
と
は
い
え
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
の
英
訳
を
終
え

た
あ
と
、
ハ
ー
ト
は
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
』
に

お
い
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
っ
て
読
解
さ
れ
た
限
り
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
を

論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
を
整
理
す
る

ハ
ー
ト
の
論
述
は
、
ネ
グ
リ
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
と
も
高
い
親
和
性
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
、
ハ
ー
ト
が
『
エ
チ
カ
』

に
お
け
る
第
一
種
認
識
と
第
二
種
認
識
の
関
係
性
を
整
理
す
る
箇
所
に

端
的
に
現
れ
て
い
る

）
33
（

。

　

わ
れ
わ
れ
は
第
一
種
の
認
識
を
、
簡
単
に
排
除
し
た
り
否
定
し

た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
、
出
発
点
と
し
て

利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
論
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の
実
践
的
な
企
て
と
は
、
第
一
種
の
認
識
か
ら
第
二
種
、
第
三
種

の
認
識
へ
の
移
行
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
な
る
と
ス
ピ
ノ

ザ
は
再
び
態
度
を
変
え
、
第
一
種
の
認
識
の
価
値
を
再
評
価
す
る

よ
う
に
な
る
。
た
と
え
第
一
種
の
認
識
が
誤
謬
の
唯
一
の
源
泉
だ

と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
認
識
は
、
真
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

も
し
れ
な
い

0

0

0

0

0

観
念
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

）
34
（

。

　

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ネ
グ
リ
は
、
第
一
種
認
識
に
属
す
る
想

像
力im

agination

が
第
二
種
認
識
で
あ
る
理
性
へ
と
成
長
な
い
し
移

行
す
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
た
。
ハ
ー
ト
も
同
様
の
仕
方
で
、
第

一
種
認
識
か
ら
理
性
に
よ
る
認
識
、
つ
ま
り
第
二
種
認
識
が
構
成
さ
れ

る
こ
と
を
論
じ
る
。
第
一
種
認
識
に
属
す
る
も
の
の
な
か
で
も
、
と
り

わ
け
想
像
力
は
（
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の
定
理
一
六
の
系
、
定
理
一
七
、
定

理
一
九
よ
り
）
私
た
ち
の
身
体
の
状
態
と
と
も
に
、
私
た
ち
の
身
体
が

出
会
う
外
部
の
物
体
と
の
関
係
を
教
え
る

）
35
（

。
ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「
誤
謬
の
唯
一
の
源
泉
」
で
あ
る
が
「
真
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
観
念
」

を
素
材
と
し
つ
つ
、
精
神
は
（
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
の
定
理
七
よ
り
）
そ
れ

ら
の
観
念
に
共
通
な
諸
特
質
に
よ
っ
て
共
通
概
念
を
産
出
す
る

）
36
（

。
こ
の

共
通
概
念
の
産
出
に
よ
っ
て
、
移
ろ
い
や
す
く
不
確
か
な
想
像
力
に

よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
表
象im

age

は
、
暫
定
的
な
安
定
性
と
し
て
で
は

あ
る
が
「
理
性
の
永
続
性
と
一
貫
性
」
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る

）
37
（

。
ハ
ー

ト
は
ネ
グ
リ
以
上
に
共
通
概
念
の
重
要
性
を
強
調
す
る
が
、
と
も
あ
れ

基
本
的
な
図
式
、
つ
ま
り
想
像
力
か
ら
理
性
へ
の
成
長
と
い
う
図
式
は
、

ハ
ー
ト
が
「
理
性
は
強
め
ら
れ
た
想
像
力

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、
す
な
わ
ち
共
通
概

念
の
構
築
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
自
ら
の
表
象
を
維
持
す
る
力
を
獲
得

し
た
想
像
力
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
両
者

に
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

）
38
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
に
依
拠
す
る

こ
と
で
、
ハ
ー
ト
が
預
言
＝
啓
示
と
い
う
問
題
に
一
つ
の
視
点
を
付
け

加
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
第

一
種
認
識
の
名
で
論
じ
ら
れ
る
認
識
形
態
が
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
と
い

う
見
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
想
像
力
、
意
見opinion

、
そ
し
て
啓
示

revelation

へ
の
三
分
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
区
別
論
か
ら
次
の
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
。

　

な
る
ほ
ど
第
一
種
の
観
念
は
内
的
な
原
因
と
い
う
よ
り
は
外
的

な
原
因
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
非
十
全
な
観
念
で
あ
る
。

し
か
し
意
見
や
啓
示
と
い
う
他
の
二
つ
の
形
態
と
違
っ
て
、
想
像

力
だ
け
は
身
体
間
の
偶
然
の
出
会
い
か
ら
生
じ
て
く
る

）
39
（

。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
想
像
力
は
私
た
ち
の
身
体
の
状
態
と
と
も

に
、
私
た
ち
の
身
体
が
出
会
う
外
部
の
物
体
と
の
関
係
を
教
え
る
。
こ

こ
で
ハ
ー
ト
が
強
調
す
る
の
は
、
誤
謬
の
原
因
に
他
な
ら
な
い
第
一
種

認
識
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
想
像
力
は
残
る
二
つ
の
形
態
に
対
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し
て
認
識
論
的
な
優
位
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
優
位
性
は
想
像

力
だ
け
が
「
身
体
間
の
偶
然
の
出
会
い
」
か
ら
生
じ
る
こ
と
に
よ
る
と

い
う
。
さ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
認
識
と
は
（
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の

定
理
一
三
よ
り
）「
身
体
の
変
容
の
観
念
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
身
体

が
そ
の
外
部
の
物
体
、
身
体
と
出
会
う
こ
と
で
生
じ
る
刺
激
、
そ
れ
に

伴
う
「
身
体
の
変
容
」
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る

）
40
（

。
と
り
わ
け
、
そ
れ

が
「
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に

無
秩
序
に
現
れ
る
出
会
い
」
で
あ
る
と
き

）
41
（

、
つ
ま
り
受
動
的
で
あ
る
が

ゆ
え
に
偶
然
的
な
接
触
で
あ
る
と
き
に
生
じ
る
身
体
の
変
容
の
認
識
を
、

先
の
引
用
に
お
け
る
ハ
ー
ト
は
想
像
力
と
し
て
論
じ
、
第
一
種
に
属
す

る
残
る
二
つ
の
認
識
形
態
に
対
す
る
優
位
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
想
像
力
に
よ
る
認
識
と
意
見
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
『
エ
チ

カ
』
第
二
部
の
定
理
四
〇
、
備
考
二
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
漠
然
た
る
経
験
に
よ
る
認
識
」
と

し
て
の
想
像
力
と
区
別
し
て
、
「
あ
る
語
を
聞
く
か
読
む
か
す
る
と
と

も
に
物
を
想
起
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
物
自
身
が
我
々
に
与
え
る
観
念
と

類
似
の
観
念
を
形
成
す
る
」
こ
と
に
よ
る
認
識
を
意
見
と
呼
ん
で
い
る

）
42
（

。

つ
ま
り
身
体
と
外
部
の
物
体
と
が
直
接
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
観
念

が
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
身
体
と
物
体
と
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
の

物
体
を
想
起
さ
せ
る
「
あ
る
語
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
想
像

力
と
意
見
と
の
区
別
は
『
エ
チ
カ
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
引
き
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
定
理
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
は
想
像
力
と

意
見
と
い
う
二
様
式
を
も
っ
て
第
一
種
認
識
と
す
る
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
ハ
ー
ト
が
啓
示
を
残
り
二
つ
の
認
識
形
態
、
と
り
わ
け
想

像
力
か
ら
区
別
す
る
と
き
、
そ
の
議
論
は
『
エ
チ
カ
』
の
テ
ク
ス
ト
そ

の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
』
に
収
録
さ
れ

た
『
エ
チ
カ
』
の
主
要
概
念
へ
の
注
釈
集
、
と
り
わ
け
「
標
徴
」
の
項

を
参
照
し
、
自
ら
の
『
エ
チ
カ
』
解
釈
へ
と
組
み
込
ん
だ
も
の
だ
ろ
う

）
43
（

。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
ク
ス
ト
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る

な
ら
ば
、
啓
示
な
い
し
預
言
と
は
「
精
神
の
も
つ
確
実
な
原
理
に
頼
る

こ
と
な
く
、
た
だ
想
像
力
だ
け
を
通
じ
て
受
け
取
っ
た
も
の
ご
と
」
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
想
像
力
と
の
概
念
的
区
別
は
な
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
一
種
認
識
の
三
区
分
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

る
。　

〔
…
…
〕
第
一
種
の
認
識
の
中
の
他
の
二
つ
の
形
態
、
意
見
と

啓
示
は
、
い
か
な
る
身
体
的
な
出
会
い
も
呈
示
せ
ず
、
不
明
瞭
な

義
務
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
命
令
的

0

0

0

な
標
徴
を
与
え
る

だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
念
の
原
因
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ

り
、
そ
れ
ら
は
自
ら
の
成
立
の
真
の
経
緯
を
示
す
こ
と
も
、
自
ら

の
真
に
産
出
的
な
構
造
を
示
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

ど
ん
な
第
一
種
の
観
念
も
真
で
あ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
に
せ

よ
、
想
像
力
は
、
意
見
や
啓
示
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
想
像
力
と
い
う
物
質
的
領
域
か
ら
生
じ
る
観
念
は
、
そ
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の
原
因
を
指
し
示
す
か
ら
で
あ
る

）
44
（

。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
意
見
と
は
伝
聞
に
よ
る
認
識
で
あ
り
、
そ
れ

は
身
体
と
外
部
の
物
体
（
身
体
）
と
の
出
会
い
で
は
な
く
身
体
と
語
と

の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
啓
示
、
あ
る
い
は
預
言
も
ま
た
神
的
な

も
の
と
の
直
接
的
な
出
会
い
で
は
な
く
、
声
や
映
像
と
い
う
媒
体
に
よ

る
間
接
的
な
神
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た

）
45
（

。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
（
『
エ

チ
カ
』
第
三
部
の
定
義
一
よ
り
）
十
全
な
原
因
の
観
念
を
伴
わ
な
い
認
識

で
あ
り
、
そ
う
し
た
認
識
に
お
い
て
私
た
ち
は
（
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
の

定
義
二
よ
り
）
働
き
を
受
け
る
の
み
で
あ
る

）
46
（

。
つ
ま
り
、
意
見
と
啓
示

は
自
ら
が
産
出
さ
れ
て
き
た
道
筋
を
示
さ
ず
、
私
た
ち
が
そ
う
し
た
観

念
を
産
出
し
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
そ
の

不
明
瞭
な
観
念
を
受
け
取
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
に

お
い
て
、
ハ
ー
ト
は
意
見
と
啓
示
を
命
令
的
な
も
の
と
捉
え
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
ハ
ー
ト
が
批
判
す
る
啓
示
な
い
し
預
言
と
は
、
そ
の

原
因
が
ベ
ー
ル
で
覆
わ
れ
た
、
背
後
に
超
越
的
な
も
の
を
隠
し
た
認
識

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
私
た
ち
に
「
命
令
的
な
標
徴
」
を
与
え
る
だ
け
な

の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
第
一
種
認
識
の
区
別
と
い
う
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
た

預
言
＝
啓
示
こ
そ
、
い
か
な
る
身
体
間
の
出
会
い
も
示
さ
な
い
「
い
ま

だ
亡
霊
の
よ
う
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
の
語
り
で
あ
り
、

『
叛
逆
』
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
野

生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
に
お
い
て
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
預
言
概
念
で
は
な
く
、

伝
統
的
な
意
味
で
の
預
言
を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
現
に
存
在
す

る
条
件
を
超
越
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
言
辞
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
与

え
る
命
令
は
自
ら
の
原
因
を
示
さ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
命
令
で

あ
り
続
け
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
預
言
へ
の
服
従
は
服
従
で
し

か
あ
り
え
な
い
。

結　

論
―
―
預
言
の
行
方

　

さ
て
、
私
た
ち
は
第
二
節
に
お
い
て
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
を
検

討
し
、
社
会
を
組
織
化
す
る
装
置
と
し
て
の
預
言
の
働
き
は
い
か
な
る

力
学
的
作
用
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
か

ら
二
十
年
後
の
『
〈
帝
国
〉
』
で
語
ら
れ
た
「
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
預
言
の
機

能
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
預
言
が
も
つ
組
織
化
の
作
用
で
あ
り
、

彼
ら
は
こ
う
し
た
言
説
の
作
用
に
よ
っ
て
〈
帝
国
〉
に
対
抗
す
る
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
社
会
の
組
織
化
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
節
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
ハ
ー
ト

に
よ
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
ス
ピ
ノ
ザ
論
を
検
討
し
、
そ
こ
で
は
批
判
さ
れ

る
べ
き
「
命
令
的
標
徴
」
と
し
て
の
啓
示
＝
預
言
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
に
預
言
と
い
う
タ
ー
ム
は
二
つ
の
意
味

を
負
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
両
義
的
な
タ
ー
ム
の
使
用
は
『
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
』
と
『
コ
モ
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ン
ウ
ェ
ル
ス
』
で
は
意
図
的
に
避
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

少
な
く
と
も
『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
に
お
い
て
は
、
本
稿
第
二
節
で
検

討
さ
れ
た
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
第
五
章
の
議
論
が
踏
襲
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
想
像
力
を
媒
介
す
る
装
置
と
し
て
の
役

割
を
担
っ
て
い
た
預
言
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
『
叛
逆
』

の
時
点
で
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、
預
言
や
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
も
っ
ぱ

ら
「
命
令
的
標
徴
」
と
し
て
の
意
味
を
負
う
タ
ー
ム
と
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
人
々
が
す
で
に
潜
在
的
に
体
現
し
て
い
る
共
同
性

（
コ
モ
ン
）
と
、
想
像
力
と
い
う
力
能
に
よ
る
そ
の
現
勢
化
、
自
己
組

織
化
と
い
う
『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
か
ら
『
〈
帝
国
〉
』
ま
で
に
練
り

上
げ
ら
れ
て
い
た
モ
デ
ル
は
『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
に
お
い
て
も
変
わ

ら
ず
に
維
持
さ
れ
、
深
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
確
か
に
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
な
未
来
を
垣
間
見
せ
る
ば
か
り
の
預
言
は
時
代
遅
れ
の
も
の

と
な
っ
た
が
、
『
〈
帝
国
〉
』
に
お
い
て
語
ら
れ
た
、
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド

が
現
に
共
通
し
て
も
っ
て
い
る
欲
望
と
い
う
自
己
組
織
化
の
基
盤
を
明

ら
か
に
す
る
言
説
は
依
然
と
し
て
要
請
さ
れ
続
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
し
た
預
言
は
、
欲
望
の
物
質
的
基
盤
と
い
う
自
ら
の
原
因

を
認
識
す
る
言
説
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
現
に

存
在
し
て
い
る
資
本
主
義
に
お
け
る
生
産
関
係
を
分
析
す
る
言
説
に
他

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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預
言
の
解
釈
の
方
法
は
『
神
学
政
治
論
』
第
七
章

で
論
じ
ら
れ
る
。
彼
は
預
言
が
示
す
規
範
に
つ
い
て
も
、
思
弁
的
な
事
柄
に

つ
い
て
も
、
そ
の
真
意
は
理
性
に
よ
っ
て
最
も
確
実
に
知
る
こ
と
が
で
き
る

と
主
張
す
る
。
と
り
わ
け
規
範
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
ら
は
み
な
、
自
然
の
理

性
［
の
教
え
］
と
も
完
全
に
一
致
す
る
」
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
述
べ
る
。
バ
ー
ル
ー

フ
・
デ
・
ス
ピ
ノ
ザ
『
神
学
政
治
論
（
上
）
』
吉
田
量
彦
訳
、
光
文
社
、
二

〇
一
四
年
、
三
一
九
頁
。

（
31
） N

egri, A
ntonio, Spinoza, L’anom

alia selvaggia; Spinoza sovversivo; 
D

em
ocrazia ed eternità in Spinoza, D

eriveApprodi, 2006, p. 147. 

邦
訳

二
五
四
頁
。

（
32
） Ibid., p. 142. 

邦
訳
二
四
四
頁
。

（
33
） 

「
さ
し
あ
た
り
」
と
留
保
を
つ
け
る
の
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
ハ
ー

ト
に
お
け
る
第
一
種
認
識
の
理
解
が
『
エ
チ
カ
』
の
内
在
的
読
解
ば
か
り
か

ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
ま
た
以
下
の
箇
所
で
も
っ

ぱ
ら
第
一
種
認
識
と
第
二
種
認
識
の
み
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
ハ
ー
ト
自
身

が
第
三
種
認
識
、
あ
る
い
は
直
観
知
に
つ
い
て
は
そ
の
名
に
触
れ
る
の
み
だ

か
ら
で
あ
る
。

（
34
） H

ardt, M
ichael, G

illes D
eleuze: An Apprenticeship in Philosophy, 

U
niversity of M

innesota Press, 1993, p. 102. 

邦
訳
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲

学
』
田
代
真
ほ
か
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
年
、
二
〇
七
頁
。

（
35
） 

バ
ー
ル
ー
フ
・
デ
・
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
（
上
）
』
畠
中
尚
志
訳
、
岩
波

書
店
、
一
九
五
一
年
、
一
四
二
―
一
四
七
頁
、
ま
た
一
五
二
頁
。

（
36
） H

ardt, M
ichael, G

illes D
eleuze: An Apprenticeship in Philosophy, 

U
niversity of M

innesota Press, 1993, p. 102. 

邦
訳
二
〇
七
頁
。
ま
た
バ
ー

ル
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フ
・
デ
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ピ
ノ
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下
）
』
畠
中
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、
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、
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37
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U
niversity of M

innesota Press, 1993, p. 103. 
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二
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九
頁
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38
） Ibid., p. 103. 

邦
訳
二
〇
九
頁
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強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。
た
だ
し
ハ
ー

ト
に
よ
る
共
通
概
念
の
位
置
づ
け
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
同
じ
く
ド
ゥ

ル
ー
ズ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
を
論
じ
る
著
者
に
よ
る
批
判
と
し
て
は
次
の

も
の
を
参
照
。
江
川
隆
男
『
存
在
と
差
異
―
―
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
超
越
論
的
経

験
論
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
三
年
。
と
り
わ
け
八
三
頁
の
注
69
。

（
39
） H

ardt, M
ichael, G

illes D
eleuze: An Apprenticeship in Philosophy, 

U
niversity of M

innesota Press, 1993, p. 102. 

邦
訳
二
〇
七
頁
。
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ー
フ
・
デ
・
ス
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ノ
ザ
『
エ
チ
カ
（
上
）
』
畠
中
尚
志
訳
、
岩
波

書
店
、
一
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五
一
年
、
一
三
〇
―
一
三
一
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41
） H

ardt, M
ichael, G

illes D
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U
niversity of M
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訳
一
九
一
頁
。
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ー
ル
ー
フ
・
デ
・
ス
ピ
ノ
ザ
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チ
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上
）
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中
尚
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訳
、
岩
波

書
店
、
一
九
五
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年
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一
七
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一
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二
頁
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） D
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illes, Spinoza, Philosophie Pratique, Editions de M
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、
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〇
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七
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niversity of M
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〇
八
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政
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論
（
上
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量
彦
訳
、

光
文
社
、
二
〇
一
四
年
、
五
八
頁
。

（
46
） 

バ
ー
ル
ー
フ
・
デ
・
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
（
上
）
』
畠
中
尚
志
訳
、
岩
波

書
店
、
一
九
五
一
年
、
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
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（
47
） H

ardt, M
ichael and A

ntonio N
egri, Em

pire, H
arvard U

niversity 
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Press, 2001, p. xvii. 

邦
訳
一
一
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
、
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
、
預
言
／
啓
示
、

『
野
生
の
ア
ノ
マ
リ
ー
』
、
想
像
力
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は
じ
め
に

　

一
九
五
八
年
以
来
お
よ
そ
二
〇
年
間
を
福
岡
の
炭
坑
地
帯
で
あ
る
筑

豊
で
過
ご
し
た
森
崎
和
江
（
一
九
二
七
―
）
は
、
六
八
年
か
ら
六
九
年

の
あ
る
時
期
、
ご
く
限
ら
れ
た
回
数
だ
が
「
人
質
」
と
い
う
言
葉
を
文

章
に
用
い
て
い
る
。
こ
の
印
象
的
な
言
葉
が
七
八
年
ま
で
つ
づ
く
森
崎

の
筑
豊
時
代
で
そ
れ
以
降
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
は
あ
く
ま

で
断
片
的
な
形
で
の
み
書
き
留
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

森
崎
が
は
じ
め
て
「
人
質
」
を
文
章
に
用
い
た
の
は
、
一
九
六
八
年

五
月
に
発
表
し
た
「
二
つ
の
こ
と
ば
・
二
つ
の
こ
こ
ろ
」
で
の
こ
と
で

あ
る
。
本
論
に
て
詳
述
す
る
が
、
こ
れ
は
同
年
二
月
に
起
き
た
在
日
朝

鮮
人
の
金
嬉
老
に
よ
る
旅
館
立
て
籠
も
り
事
件
に
接
し
て
、
森
崎
が
感

じ
と
っ
た
緊
張
感
を
書
き
綴
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
森
崎
は
単
に
事

件
を
説
明
す
る
た
め
に
「
人
質
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
は
な
く
、

こ
れ
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
朝
鮮
に
か
か
わ
る
思
想
的
提
起
を
お
こ

な
っ
た
。
「
二
つ
の
こ
と
ば
・
二
つ
の
こ
こ
ろ
」
は
森
崎
の
最
も
し
ら

れ
た
テ
ク
ス
ト
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
の
ち
の
九
五
年
、
森
崎
に
よ
る
朝

鮮
論
を
集
め
た
評
論
集
に
再
録
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も

用
い
ら
れ
た
。

　

テ
ク
ス
ト
の
成
り
立
ち
と
そ
の
後
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、こ
の
「
人

質
」
と
は
第
一
に
森
崎
が
自
身
の
植
民
二
世
と
い
う
出
自
に
か
か
わ
っ

〈
公
募
論
文
〉

人
質
の
思
想

【
森
崎
和
江
に
お
け
る
筑
豊
時
代
と
「
自
由
」
を
め
ぐ
っ
て
】

大
畑 

凜
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て
朝
鮮
を
語
る
た
め
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
森
崎
の
朝
鮮
論
が

論
じ
ら
れ
る
際
に
こ
の
「
人
質
」
の
契
機
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど

言
及
さ
れ
て
き
た
反
面
、
単
独
の
思
想
課
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た

）
1
（

。
「
人
質
」
の
契
機
は
金
嬉
老
事
件
と
い
う
具
体
的
な
出

来
事
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
継
続
的
に
論
じ
ら
れ
た
わ
け
で

も
な
い
た
め
、
森
崎
に
よ
る
朝
鮮
論
の
他
の
論
点
と
の
関
連
で
し
か
言

及
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
や
論

壇
知
識
人
で
は
な
い
森
崎
に
と
っ
て
、
概
念
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
は

至
上
の
命
題
で
は
な
か
っ
た
。
な
に
よ
り
森
崎
が
自
身
を
詩
人
と
定
義

し
言
語
表
現
に
対
す
る
独
自
の
感
性
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
重

要
な
の
は
僅
か
な
回
数
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
の
言
葉

が
も
つ
意
味
と
背
景
で
あ
り
、
ま
た
森
崎
の
思
想
変
遷
上
で
の
位
置
で

あ
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
「
人
質
」
と
い
う
契
機
が
個
人
の
自
立
性
や
主
体
性

を
一
時
的
に
無
効
に
さ
れ
る
瞬
間
で
あ
れ
ば
、
自
身
を
「
近
代
的
自
我

の
所
有
者

）
2
（

」
と
し
て
認
識
し
、
近
代
的
個
人
と
し
て
の
自
身
を
乗
り
越

え
解
体
す
べ
き
対
象
と
も
考
え
て
い
た
森
崎
の
思
想
の
根
幹
に
か
か
わ

る
問
題
と
し
て
、
「
人
質
」
は
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
は
森
崎
自
身
が
筑
豊
と
い
う
炭
坑
地
帯
に
移
り
住
み
な
が
ら
、
二
〇

年
間
に
わ
た
り
か
の
地
に
留
ま
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
っ
た
理
由
に
も

か
か
わ
る

）
3
（

。

　

他
方
で
こ
う
し
た
問
題
視
角
は
、
森
崎
個
人
に
限
定
さ
れ
ず
、
在
朝

日
本
人
の
引
揚
げ
後
＝
戦
後
の
植
民
地
認
識
を
め
ぐ
る
思
想
史
（
お
よ

び
文
学
史
）
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
近

年
の
研
究
で
は
、
森
崎
お
よ
び
同
じ
く
植
民
二
世
・
三
世
で
詩
人
の
村

松
武
司
や
作
家
の
小
林
勝
ら
が
中
心
的
に
言
及
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、

自
身
の
選
択
で
植
民
地
朝
鮮
に
渡
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
れ
・
か
の
女

ら
に
よ
る
、
身
を
切
る
よ
う
な
植
民
地
主
義
批
判
に
注
目
が
集
ま
っ
て

き
た

）
4
（

。
し
か
し
、
本
稿
で
扱
う
「
人
質
」
と
い
う
契
機
が
象
徴
す
る
よ

う
に
、
森
崎
は
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
性
的
力
学
の
な
か
で
植
民
者
の
女
性
／

少
女
と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
た
自
身
の
経
験
を
起
点
に
（
植
民
地
）
朝
鮮

を
叙
述
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
村
松
や
小
林
か
ら
は
必
ず
し

も
浮
か
び
上
が
ら
な
い
視
点
で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
で
以
下
の
本
論
で
は
、
一
見
別
個
の
思
想
課
題
を
扱
う
よ

う
に
み
え
る
筑
豊
時
代
の
テ
ク
ス
ト
群
を
、
近
代
的
個
人
に
対
抗
す
る

「
人
質
」
と
い
う
視
角
に
基
づ
い
て
と
ら
え
直
し
、
そ
こ
で
の
森
崎
の

思
想
的
提
起
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ま
ず
一
節
で
は
、
森
崎

が
「
近
代
的
自
我
の
所
有
者
」
で
あ
る
自
身
を
乗
り
越
え
る
べ
き
存
在

と
し
て
と
ら
え
た
理
由
を
、
植
民
地
朝
鮮
で
教
育
者
で
あ
っ
た
森
崎
の

父
親
と
の
関
連
か
ら
み
て
い
く
。
つ
づ
い
て
二
節
で
は
、
自
身
の
近
代

性
を
批
判
す
る
た
め
に
森
崎
が
筑
豊
と
い
う
ト
ポ
ス
を
設
定
し
た
こ
と
、

そ
の
筑
豊
時
代
の
ひ
と
つ
の
重
大
な
契
機
に
「
人
質
」
が
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
三
節
で
は
、
こ
の
「
人
質
」
か
ら
植
民
地

下
で
覚
え
た
性
的
緊
張
を
思
い
起
こ
し
つ
つ
森
崎
が
お
こ
な
っ
た
思
想
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的
提
起
の
射
程
を
、
あ
え
て
筑
豊
時
代
に
は
属
さ
な
い
一
九
八
〇
年
代

の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
す
る
こ
と
で
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
の
際
に
は
、

森
崎
に
お
け
る
近
代
的
「
自
由
」
の
意
味
に
焦
点
を
当
て
る
。

一　

近
代
的
個
人
と
そ
の
隘
路

　

本
節
で
は
、
森
崎
和
江
が
近
代
的
個
人
で
あ
る
自
身
を
い
か
に
批
判

的
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
、
森
崎
の
植
民
二
世
と
い
う
出
自
に
か
か

わ
っ
て
み
て
い
く
。
こ
れ
は
森
崎
の
近
代
的
自
我
が
植
民
地
朝
鮮
の
も

と
で
両
親
か
ら
植
え
つ
け
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
ま
ず
略
歴
を
辿
る
と
、
森
崎
の
父
・
庫
次
は
、
福
岡
県
出
身

で
一
九
一
九
年
に
早
稲
田
大
学
の
史
学
・
社
会
学
科
を
首
席
で
卒
業
し
、

卒
業
後
は
海
外
留
学
を
経
て
大
原
社
会
問
題
研
究
所
へ
の
就
職
と
い
う

進
路
コ
ー
ス
が
決
ま
っ
て
い
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
生
家
の

破
産
に
伴
い
、
大
学
時
代
の
恩
師
で
社
会
主
義
者
と
し
て
も
高
名
な
安

部
磯
雄
の
紹
介
で
栃
木
に
教
職
を
え
た
。
そ
の
後
、
九
歳
年
下
で
同
じ

く
福
岡
県
出
身
で
あ
る
森
崎
の
母
・
愛
子
と
恋
愛
結
婚
し
て
朝
鮮
に
渡

る
が
、
こ
れ
は
愛
子
側
の
両
親
の
反
対
に
よ
っ
て
駆
け
落
ち
同
然
の
も

の
だ
っ
た
と
い
う

）
5
（

。

　

朝
鮮
へ
渡
っ
た
あ
と
も
教
員
で
あ
っ
た
父
親
は
植
民
地
教
育
に
従
事

す
る
身
と
な
り
、
の
ち
に
は
慶
州
中
学
校
と
金
泉
中
学
校
で
校
長
を
務

め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
だ
が
、
父
親
は
個
人
の
次
元
で
は
朝
鮮
人
に

対
す
る
差
別
心
を
持
ち
あ
わ
せ
ず
、
か
れ
・
か
の
女
ら
へ
の
敬
意
に
満

ち
た
人
で
あ
っ
て
、
当
時
の
朝
鮮
人
学
生
た
ち
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
認

め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
森
崎
も
学
生
た
ち
に
よ
る
反
日
闘
争
へ
の
参

加
に
理
解
す
ら
示
し
た
父
親
か
ら
、
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
姿
勢
を
受
け
継

い
だ
と
自
認
し
て
い
た
。
両
親
に
よ
る
子
ど
も
た
ち
の
教
育
方
針
は
「
自

由
放
任
」
で
あ
り
、
女
性
が
家
庭
の
な
か
で
の
み
暮
ら
す
こ
と
の
な
い

よ
う
に
戒
め
、
封
建
意
識
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
自
由
に
し
よ
う
と
し
、

自
身
を
律
し
て
い
く
姿
勢
を
備
え
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
両
親
の
も
と

で
育
て
ら
れ
た
こ
と
を
誇
り
に
感
じ
て
い
た
と
、
森
崎
は
幾
度
と
な
く

書
き
留
め
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
森
崎
は
合
理
的
に
物
事
を
認
識
す
る

態
度
を
培
い
、
女
性
と
し
て
の
自
立
意
識
に
満
ち
た
姿
勢
を
育
み
な
が

ら
、
朝
鮮
の
風
土
や
身
近
な
朝
鮮
人
た
ち
の
存
在
が
自
身
の
感
性
を
形

成
す
る
土
台
に
な
っ
た
と
す
る
、
非
差
別
的
な
朝
鮮
（
人
）
理
解
を
深

め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
森
崎
に
と
っ
て
近
代
と
は
自
身
の
感
性
の
枠
組
み
や

土
台
と
同
義
で
あ
り
、
近
代
的
自
我
と
は
森
崎
の
人
間
的
な
根
幹
を
指

し
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
面
こ
れ
が
、
父
親
の
地
元
へ
戦

後
引
揚
げ
て
か
ら
直
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
日
本
の
農
村
の
共
同
体

意
識
へ
の
強
い
反
発
を
形
成
さ
せ
も
し
た
。
森
崎
は
村
人
た
ち
が
森
崎

を
〈
森
崎
の
父
親
の
娘
〉
と
と
ら
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
の
女
に

親
し
み
を
も
っ
て
接
し
て
く
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
感
を
抱
き
、
「
お
く
に
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は
？
」
と
挨
拶
し
郷
里
に
よ
っ
て
お
互
い
の
距
離
を
計
り
合
う
農
村
共

同
体
の
地
縁
的
な
人
間
関
係
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
近
代

的
自
我
と
は
森
崎
に
と
っ
て
、
見
知
ら
ぬ
日
本
の
土
地
で
戦
後
を
生
き

抜
く
た
め
の
よ
す
が
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
同
時
に
森
崎
は
こ
う
し
た

自
我
や
そ
れ
を
育
て
た
近
代
の
理
念
が
無
垢
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
植
民
地
教
育
者
で
あ
っ
た
父
親
に
対
す

る
両
義
的
と
い
う
よ
り
他
な
い
認
識
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。

　

一
九
六
九
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
「
民
衆
意
識
に
お
け
る
朝
鮮
人
と

日
本
人
」
で
、
森
崎
は
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
同
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
詳

細
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
一
見
し
て
、
日
本
の
農
村
共
同
体

が
異
質
な
も
の
と
出
会
う
際
に
、
悪
意
も
な
く
相
手
を
自
己
の
集
団
に

同
化
し
て
い
く
原
理
が
超
歴
史
的
に
存
在
し
、
こ
れ
が
植
民
地
で
の
朝

鮮
人
の
日
本
人
へ
の
同
化
を
も
招
い
た
と
指
摘
す
る
も
の
に
読
み
え
る
。

自
ら
の
集
団
の
下
に
「
異
族
」
を
組
織
す
る
こ
と
で
日
本
の
民
衆
は
「
こ

こ
ろ
や
す
ら
か
に
つ
き
あ
お
う
と
し
た
」
が
、
こ
れ
は
「
異
族
」
が
自

ら
の
属
す
る
集
団
よ
り
劣
位
に
あ
る
と
人
び
と
が
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ

た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た

）
6
（

。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
あ
く
ま
で

こ
の
文
章
の
一
断
面
に
過
ぎ
ず
、
森
崎
の
分
析
は
よ
り
込
み
入
っ
た
形

を
と
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
森
崎
は
日
本
の
民
衆
に
と
っ
て
は
文
字
通
り
の
新
天
地
で
あ
る

植
民
地
で
は
、
日
本
（
人
）
社
会
を
改
め
て
築
き
上
げ
る
必
要
が
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
、
同
化
政
策
が
向
け
ら
れ
る
対
象
は
朝
鮮
人
だ
け
で

な
く
、
植
民
者
と
な
る
日
本
か
ら
の
離
郷
者
た
ち
で
も
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
す
る
。
そ
し
て
、
森
崎
は
同
化
政
策
が
日
本
の
民
衆
に
と
っ

て
は
次
の
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
し
た
。
ひ
と
つ

は
「
天
皇
制
へ
の
所
属
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
国
家
的
制
度
と

絶
ち
き
れ
た
自
己
の
生
活
原
理
へ
の
他
者
の
招
待
」
で
あ
っ
て
、
「
そ

の
二
重
性
は
日
本
内
地
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
性
格
の
再
生
産
で

あ
」
っ
た
と
い
う

）
7
（

。
こ
こ
で
は
村
落
共
同
体
の
同
化
原
理
が
超
歴
史
的

な
も
の
で
は
な
く
、
植
民
地
に
お
い
て
文
字
通
り
再
生
産
さ
れ
て
い
く

も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
森
崎
は
植
民
地
で
も
天
皇
制
は
民

衆
の
生
活
原
理
と
は
本
来
は
無
縁
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
生
活
上

の
同
化
原
理
に
分
析
の
重
心
を
置
く

）
8
（

。
こ
の
際
、
日
本
の
民
衆
に
よ
っ

て
同
化
に
含
み
こ
ま
れ
た
意
味
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

日
本
農
村
に
農
業
労
働
者
と
し
て
移
っ
て
き
た
朝
鮮
人
で
あ
れ
、

都
市
共
同
体
に
学
生
と
し
て
参
加
し
た
朝
鮮
人
た
ち
で
あ
れ
、
あ

ら
ゆ
る
朝
鮮
人
を
そ
の
固
有
の
民
族
的
な
歴
史
性
か
ら
分
離
し
た

個
と
し
て
と
ら
え
て
、
日
本
民
衆
固
有
の
連
帯
性
共
同
性
で
組
織

し
、
そ
の
成
員
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
日
本
民
衆
の
生
活
次
元
に
お
け
る
平
等
感
で
あ
る

）
9
（

。

　

こ
こ
で
、
同
化
と
は
単
に
他
者
を
自
身
と
同
一
視
・
同
一
化
し
よ
う

と
す
る
力
学
の
こ
と
を
指
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
相
手
を
所
属
す
る
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共
同
体
か
ら
切
り
離
し
個
人
化
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
日
本
の
民
衆
が
「
そ
の
と
き
考
え
な
か
っ
た
」
の
は
、
「
朝
鮮

人
に
と
っ
て
現
実
に
食
う
た
め
に
は
、
日
本
へ
の
同
化
以
外
の
道
は
残

さ
れ
て
い
な
い
の
」
で
あ
り
、
「
ま
た
日
本
人
民
衆
の
厚
意
の
押
し
売

り
に
応
ず
る
こ
と
は
、
彼
の
部
分
的
な
死
を
意
味
し
て
い
た
」
と
い
う

現
実
で
あ
っ
た

）
10
（

。

　

そ
し
て
、
森
崎
は
こ
の
地
点
で
自
身
の
父
親
を
文
章
の
な
か
へ
と
召

還
す
る
こ
と
に
な
る
。
父
親
は
敗
戦
が
近
づ
き
、
同
化
原
理
に
お
け
る

皇
民
化
の
圧
力
が
ま
す
な
か
で
朝
鮮
人
の
学
生
た
ち
に
「
わ
が
家
の
歴

史
」
を
書
か
せ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
父
親
が
皇
民
化
へ
の
対
抗
原

理
と
し
て
朝
鮮
人
の
「
わ
が
家
の
歴
史
」
を
書
か
せ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
日
朝
同
祖
論
に
回
収
さ
れ
る
よ
う
な
「
わ
が
家
の
歴
史
」
を
書
か
せ

た
の
か
は
曖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
が
か
れ
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
挫
折

だ
っ
た
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
つ
づ
け
て
森
崎
は
次
の
よ
う
に
綴

る
。　

私
の
父
は
私
に
対
し
て
は
、
私
を
わ
が
家
の
歴
史
か
ら
自
立
さ

せ
ん
と
近
代
的
で
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
育
て
方
を
し
た
。
家
系

に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
り
系
図
に
接
し
た
り
縁
者
の
愚
行
を
き
か

せ
ら
れ
た
り
し
た
の
は
敗
戦
の
の
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
幼
年
の

私
を
つ
か
ま
え
、
女
は
日
に
三
度
も
火
を
炊
く
よ
う
な
く
ら
し
を

し
て
は
な
ら
な
い
よ
、
な
ど
と
い
い
、
朝
鮮
人
、
日
本
人
が
な
ぜ
、

と
も
に
人
間
と
し
て
平
等
で
あ
る
か
、
を
日
常
の
会
話
の
芯
と
し
、

私
が
「
わ
が
家
」
へ
傾
斜
す
る
こ
と
を
い
ま
し
め
、
集
団
に
対
す

る
個
人
の
優
位
を
話
し
き
か
せ
、
そ
の
よ
う
に
生
活
さ
せ
た
。
つ

ま
り
彼
に
と
っ
て
「
個
人
」
は
、
両
民
族
の
無
権
力
者
が
自
己
を

確
立
す
る
と
と
も
に
民
族
的
調
和
へ
到
達
す
る
た
め
の
通
路
で

あ
っ
た
の
だ

）
11
（

。

　

父
親
は
農
村
共
同
体
や
天
皇
制
の
同
化
原
理
と
は
異
な
る
民
族
間
の

交
流
の
回
路
を
個
の
存
在
に
託
そ
う
と
も
が
い
て
い
た
。
そ
れ
は
森
崎

に
対
す
る
「
近
代
的
で
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
育
て
方
」
と
同
一
の
原

理
に
基
づ
い
て
お
り
、
別
の
文
章
で
も
森
崎
は
「
国
民
意
識
の
あ
わ
あ

わ
し
い
個
人
主
義
的
な
日
本
人
」
で
あ
る
自
身
が
、
植
民
地
支
配
と
同

化
政
策
の
ゆ
え
に
「
国
民
意
識
に
敏
感
に
反
応
す
る
個
人
主
義
的
な
朝

鮮
人
」
青
年
た
ち
と
、「
父
を
媒
介
に
し
て
、
或
る
共
通
感
覚
を
育
て
あ
っ

た
」
と
し
た

）
12
（

。
「
そ
れ
は
市
井
の
多
感
な
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
個
人

の
も
と
へ
出
入
り
す
る
、
多
感
な
青
少
年
層
と
の
人
間
的
な
親
し
み
で

あ
」
り

）
13
（

、
森
崎
も
ま
た
こ
の
父
親
が
用
意
し
よ
う
と
し
た
回
路
を
通
っ

て
朝
鮮
人
青
年
た
ち
と
出
会
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
個

を
通
じ
た
「
民
族
的
調
和
」
が
、
先
述
し
た
、
朝
鮮
人
を
所
属
す
る
共

同
体
か
ら
切
り
離
し
個
人
化
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
同
化
と
も
一
脈
を

通
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い

）
14
（

。

　

そ
の
う
え
で
、
森
崎
は
植
民
地
下
で
の
父
親
の
苦
悩
に
単
に
同
情
の
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意
を
寄
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
個
人
間
の
「
通
路
」
に
「
民
族
的
調

和
」
を
求
め
た
が
ゆ
え
の
罪
過
を
強
調
し
な
が
ら
、
自
身
の
存
在
と
感

性
そ
れ
自
体
も
ま
た
無
垢
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
。
同
時
に
、
こ
の

罪
過
は
そ
も
そ
も
両
親
の
結
婚
そ
の
も
の
に
ま
で
遡
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
、
植
民
地
朝
鮮
を
ま
だ
明
瞭
に
語
ら
な
か
っ
た
六
〇
年
代
前
半
に

も
、
す
で
に
森
崎
は
自
戒
と
と
も
に
書
き
留
め
て
い
た
。
「
あ
の
い
ま

わ
し
い
一
連
の
近
代
を
問
い
直
し
、
か
つ
、
生
き
る
こ
と

）
15
（

」
と
は
、
こ

う
し
た
自
身
の
出
生
に
絡
み
つ
く
歴
史
的
構
造
と
そ
こ
で
の
（
両
親
た

ち
の
）
個
人
的
選
択
に
よ
る
現
実
を
直
視
し
、
再
度
と
ら
え
直
す
こ
と

で
あ
っ
た
。

　

私
は
幼
少
の
こ
ろ
、
家
父
長
的
因
習
に
さ
か
ら
っ
て
恋
愛
結
婚

の
正
当
性
を
き
ず
こ
う
と
し
、
自
由
放
任
を
家
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

し
て
い
た
父
と
母
を
、
ま
る
で
選
ば
れ
た
一
対
で
あ
る
か
の
よ
う

に
感
じ
て
育
っ
た
。
互
が
相
手
の
資
質
へ
の
尊
重
を
か
た
む
け
る

の
を
、
む
き
あ
っ
た
均
衡
か
と
み
た
。
だ
が
日
本
を
割
っ
て
つ
っ

走
る
表
裏
の
二
街
道
か
ら
個
別
に
逃
亡
し
亀
裂
を
埋
め
よ
う
と
す

る
時
間
が
戦
争
の
遠
因
と
ど
ん
な
に
深
く
つ
な
が
っ
て
い
た
か
、

私
は
戦
争
と
敗
北
と
を
、
私
の
生
誕
の
意
味
と
重
ね
あ
わ
せ
て
深

く
感
じ
と
る
よ
う
に
な
っ
た

）
16
（

。

　

個
別
に
貼
り
つ
い
た
日
本
的
血
縁
意
識
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
依

拠
せ
ず
に
自
我
を
形
成
す
る
こ
と
の
価
値
を
、
近
代
的
な
人
間
関

係
に
お
け
る
自
我
の
奔
放
さ
と
と
も
に
植
民
地
で
教
え
こ
ま
れ
た
。

近
代
的
自
我
の
所
有
者
で
あ
る
故
に
平
等
だ
、
植
民
地
主
義
に
倫

理
を
ゆ
だ
ね
て
は
な
ら
ぬ
、
人
種
無
差
別
に
人
間
の
愛
の
選
択
自

在
を
謳
歌
せ
よ
。
若
い
父
母
と
私
は
孤
立
を
小
市
民
的
に
共
有
す

る
単
純
さ
に
あ
っ
た

）
17
（

。

　

硬
質
な
語
句
の
連
な
り
は
か
え
っ
て
、
そ
の
意
識
を
言
語
化
す
る
困

難
と
苦
し
み
を
切
迫
感
と
と
も
に
表
し
て
い
る
。
封
建
的
な
価
値
か
ら

の
脱
出
と
理
想
の
現
実
化
は
植
民
地
下
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
両
親
た
ち
は
近
代
的
理
念
を
貫
こ
う
と
努
め
た
。
そ

し
て
、
こ
の
巨
大
な
矛
盾
に
引
き
裂
か
れ
た
両
親
の
痛
み
を
否
定
す
る

こ
と
な
く
我
が
事
と
し
て
引
き
受
け
な
が
ら
も
、
近
代
的
個
人
で
あ
る

自
身
が
無
傷
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
、
戦
後
を
日
本
で
過
ご
す
森
崎
に

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

二　
「
関
係
の
思
想
」も
し
く
は
人
質

　

本
節
で
は
、
前
節
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
森
崎
が
筑
豊
時
代

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
近
代
的
個
人
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
森
崎
が
筑
豊
と
い
う
ト
ポ
ス
の
な
に

に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
選
ん
で
い
っ
た
か
を
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み
て
い
き
た
い
。
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
た
谷
川
雁
が
筑
豊
を
離
れ
て
東

京
へ
移
っ
た
翌
年
の
一
九
六
六
年
、
森
崎
は
東
京
の
雑
誌
に
向
け
て
次

の
よ
う
な
報
告
を
綴
っ
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
こ
そ
私
は
そ
の
自
分
の
根
っ
子
を
さ
が
す

よ
う
な
思
い
で
、
炭
坑
に
長
居
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
は
、

孤
立
し
た
単
独
者
意
識
で
は
生
活
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
時
代

へ
の
適
応
性
よ
り
も
反
適
応
で
連
帯
し
、
さ
ら
に
行
動
の
内
発
性

が
重
要
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
強
い
連
帯
性
は
、
自
称
近

代
性
だ
け
が
と
り
え
で
あ
っ
た
植
民
二
世
意
識
が
ほ
ろ
び
が
た
い

私
に
、
た
い
そ
う
手
ご
ろ
な
軽
石
で
し
た
。
生
皮
を
む
く
よ
う
に

こ
す
る
快
感
が
あ
り
ま
す

）
18
（

。

　

と
も
に
『
サ
ー
ク
ル
村
』
を
創
刊
し
た
同
志
で
も
あ
っ
た
谷
川
が
筑

豊
を
離
れ
、
二
人
の
子
ど
も
を
か
か
え
な
が
ら
も
一
人
に
な
っ
た
森
崎

は
、
し
か
し
「
孤
立
し
た
単
独
者
意
識
」
に
よ
っ
て
は
生
き
が
た
い
筑

豊
の
土
地
を
あ
え
て
選
択
し
つ
づ
け
た
。
同
じ
文
章
に
は
、
沈
黙
期
に

あ
っ
た
こ
の
時
期
の
森
崎
を
激
し
く
詰
る
炭
住
の
女
性
の
言
葉
が
書
き

留
め
ら
れ
て
お
り
、
言
葉
を
生
業
と
す
る
森
崎
を
筑
豊
の
誰
し
も
が
無

批
判
に
み
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
森
崎
は
近
代
的
自
我
も
植

民
二
世
も
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
自

覚
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
際
の
痛
み
が
同
時
に
快

楽
と
し
て
も
あ
る
よ
う
な
世
界
に
賭
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
筑
豊
時
代
に
対
す
る
総
括
的
な
印
象
を
漂

わ
せ
も
す
る
、
一
九
七
四
年
発
表
の
「
戦
後
民
主
主
義
と
民
衆
の
思
想
」

を
み
て
み
よ
う
。
森
崎
は
戦
後
民
主
主
義
を
論
じ
た
こ
の
文
章
で
、
自

身
に
と
っ
て
民
主
主
義
／
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
戦
前
戦
中
の
時
期
か

ら
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
り
、
「
私
は
そ
れ
ら
の
用
語
も
、
思
想
も
、

ご
く
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
人
間
関
係
上
の
も
の
だ
と
感
じ
と
っ
て
い
た
の

で
あ
る

）
19
（

」
と
し
た
。
こ
れ
は
用
語
の
側
面
か
ら
、
前
節
で
触
れ
た
父
親

を
介
し
て
の
朝
鮮
人
青
年
た
ち
と
の
交
流
を
想
起
さ
せ
る
が
、
実
際
に

森
崎
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
朝
鮮
人
の
ひ
と
り
ひ
と
り
と
私
た
ち
個
人

と
の
間
に
も
通
う
も
の
だ
と
」
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
を
「
生
活
の
実
体
と
し
て
私
的
な
く
ら
し
の
中
で
踏
み
し
め
て
い
た

）
20
（

」
。

だ
が
、
戦
後
憲
法
か
ら
朝
鮮
人
の
存
在
は
追
放
さ
れ
、
日
本
共
産
党
も

朝
鮮
人
を
従
属
的
に
し
か
扱
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
、
森
崎
は

戦
後
民
主
主
義
を
「
私
の
体
験
の
質
に
も
及
ば
ぬ
あ
や
ま
り
を
内
包
す

る
、
形
式
論
だ
と
感
じ
」
と
っ
て
い
た

）
21
（

。
そ
の
う
え
で
、
戦
後
民
主
主

義
が
朝
鮮
戦
争
で
の
朝
鮮
特
需
を
契
機
に
「
私
権
擁
護
」
の
運
動
へ
舵

を
切
り
、
「
飢
え
を
し
の
ぐ
」
た
め
と
し
な
が
ら
個
人
の
生
活
圏
を
優

先
す
る
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
て
い
っ
た
と
す
る
森
崎
は
、
「
私
権
意
識

を
一
義
的
に
押
し
て
他
者
と
の
関
連
性
を
思
想
化
で
き
ず
に
い
る
と
き

は
、
そ
れ
は
統
治
者
の
支
配
の
構
造
下
に
私
権
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
と
き

で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
民
主
主
義
が
解
放
し
た
の
は
こ
の
「
私
権
」
意
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識
で
あ
っ
た
」
と
し
た

）
22
（

。
こ
の
よ
う
に
痛
烈
に
戦
後
民
主
主
義
を
批
判

す
る
森
崎
は
、
他
方
で
、
議
会
外
で
の
民
衆
の
闘
争
こ
そ
が
結
果
と
し

て
戦
後
の
福
祉
制
度
の
拡
張
な
ど
を
実
現
す
る
力
に
な
っ
た
と
し
な
が

ら
、
戦
後
の
「
私
権
擁
護
的
民
主
主
義
」
を
食
い
破
ろ
う
と
し
て
き
た

の
は
炭
坑
夫
、
そ
の
な
か
で
も
よ
り
無
権
利
状
態
に
あ
っ
た
女
た
ち
で

あ
っ
た
と
す
る
。

　

〔
か
つ
て
の
女
坑
夫
た
ち
は
―
―
引
用
者
〕「
人
間
は
働
か
な
人
間

じ
ゃ
な
か
ば
い
」
と
い
い
つ
づ
け
て
い
た
。
こ
こ
に
は
代
表
者
制

に
よ
る
多
数
決
よ
り
も
、
生
身
の
存
在
が
伝
承
さ
せ
た
共
働
共
有

の
思
想
の
ほ
う
が
優
先
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
権
を
ゆ
る
さ
な

い
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
ぬ
き
の
私
権
は
人
権
の
死
に
通
ず
る

こ
と
を
圧
制
下
の
年
月
に
よ
っ
て
知
り
ぬ
い
て
い
た
の
で
あ
る

）
23
（

。

　

そ
れ
で
は
こ
の
女
坑
夫
た
ち
の
「
共
働
共
有
の
思
想
」
と
は
具
体
的

に
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
文
章
と
同
じ
年
に
上
梓
さ
れ
、
副
題

に
「
炭
坑
労
働
精
神
史
」
と
冠
さ
れ
た
『
奈
落
の
神
々
』（
以
下
、『
奈
落
』
）

で
森
崎
は
、
日
本
の
近
代
化
と
不
可
分
な
炭
坑
の
成
り
立
ち
に
触
れ
な

が
ら
、
そ
れ
が
「
徹
底
し
た
人
間
性
破
壊
」
に
貫
か
れ
て
お
り
、
だ
が

「
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
日
本
は
開
花
し
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な

い
」
と
す
る

）
24
（

。
人
び
と
は
近
代
の
始
ま
り
の
な
か
で
、
近
代
の
原
理
と

切
り
離
さ
れ
た
地
下
世
界
で
死
を
日
常
的
に
感
じ
と
る
労
働
と
の
苦
闘

か
ら
、
共
有
の
な
に
か
を
生
み
だ
そ
う
と
し
た
。
こ
の
『
奈
落
』
で
は

か
つ
て
一
九
六
一
年
の
『
ま
っ
く
ら
』
に
収
録
し
た
あ
る
老
婆
の
聞
き

書
き
が
再
度
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
老
婆
は
炭
坑
で
は
「
人
間
の
愛

情
が
ち
が
う
と
思
い
ま
す
ば
い
」
と
語
り
、
「
一
事
が
万
事
、
人
と
我

と
区
別
せ
ん
と
。
共
同
生
活
で
す
け
ん
、
人
の
こ
と
が
自
分
の
こ
と
と

同
じ
苦
痛
に
な
り
ま
す
た
い
」
と
、
所
有
者
が
誰
か
も
気
に
せ
ず
モ
ノ

を
貸
し
あ
い
、
家
事
を
さ
り
げ
な
く
助
け
合
っ
て
は
、
病
気
の
も
の
を

分
け
隔
て
な
く
心
配
す
る
か
つ
て
の
炭
住
の
姿
を
回
想
す
る

）
25
（

。

　

貧
乏
と
い
や
こ
の
上
な
し
貧
乏
し
て
、
み
ん
な
ば
か
ら
し
い
三

反
田
を
の

（

な

く

し

て

し

ま

つ

て

）

う
な
ら
か
し
て
流
れ
こ
ん
ど
る
。
誰
も
彼
も
根
っ
か
ら

の
炭
坑
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
こ
こ
ま
で
来
る
に
は
い
う
に
い
わ
れ
ん

つ
ら
い
道
を
誰
で
も
踏
ん
で
来
と
る
。
県
ち
が
い
の
も
ん
ば
か
り

た
い
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
あ
ん
な
深
い
気
持
で
つ
き
お
う
と
っ
た

と
じ
ゃ
ろ
う
か
、
と
今
で
も
思
う
た
い
の

）
26
（

。

　

故
郷
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
離
脱
し
て
い
っ
た
流
民
た
ち
の
集
合
と
離

散
の
な
か
で
培
わ
れ
た
炭
坑
の
集
団
原
理
を
、
森
崎
は
自
身
の
近
代
的

自
我
へ
の
根
源
的
な
批
判
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

こ
そ
は
森
崎
が
筑
豊
を
選
択
し
つ
づ
け
た
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

森
崎
は
私
権
の
擁
護
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
戦
後
民
主
主
義
を
突
き
放
し

つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
集
団
原
理
を
追
求
す
る
こ
と
を
、
「
関
係
の
思
想
」
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の
具
現
化
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。

　

私
権
擁
護
的
民
主
主
義
の
場
で
二
義
的
な
こ
と
と
さ
れ
た
、
私

権
と
私
権
と
の
相
互
関
係
に
関
す
る
思
想
は
、
こ
れ
は
私
権
を
認

め
合
う
こ
と
で
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間
に
対
す
る
感
性

に
よ
っ
て
か
も
し
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
他
者
認
識

の
、
そ
の
心
的
基
盤
さ
え
ど
う
い
う
も
の
か
ま
る
で
、
ま
だ
形
を

な
し
て
い
な
い
。

　

〔
…
…
〕
私
が
こ
こ
で
個
体
と
か
集
団
な
ど
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の

私
権
同
士
の
「
関
係
の
思
想
」
に
つ
い
て
ふ
れ
る
の
は
、
真
の
民

主
主
義
の
た
め
に
、
な
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
抑
圧
さ
れ
て
い

る
人
間
た
ち
の
解
放
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
不
可
欠
の
思
想
で
あ
る

た
め
で
、
〔
…
…
〕
そ
れ
が
生
ま
れ
ぬ
な
ら
ば
強
力
な
支
配
体
制

に
対
決
で
き
な
い
の
で
あ
る

）
27
（

。

　

「
関
係
の
思
想
」
に
森
崎
が
自
ら
括
弧
を
つ
け
て
い
る
こ
と
に
注
意

を
払
お
う
。
森
崎
自
身
が
こ
の
物
言
い
の
浅
薄
さ
に
気
づ
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
地
底
で
の
倫
理
を
地
上
の
言
葉
に
は
容
易
に
翻
訳
し
え
な
い
こ

と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
う
え
で
「
関
係
の
思
想
」
と
は
相

互
承
認
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
私
権
と
い
う
個
人
的
権
利
す
ら
確

立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
を
し
る
女
坑
夫
た
ち
の
強
烈
な
個
と
し
て

の
自
尊
心
と
、
他
人
を
他
人
と
割
り
切
れ
な
い
感
覚
が
矛
盾
す
る
こ
と

な
く
共
存
す
る
特
異
な
倫
理
性
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

「
関
係
の
思
想
」
は
筑
豊
と
い
う
ト
ポ
ス
か
ら
編
み
だ
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
つ
つ
も
、
同
時
に
対
象
を
筑
豊
に
限
定
し
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。

時
系
列
を
あ
え
て
遡
れ
ば
こ
の
数
年
前
、
森
崎
は
こ
れ
を
「
人
質
」
（
以

下
、
煩
雑
に
な
る
た
め
「　

」
は
省
略
）
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
た
。

　

一
九
六
八
年
二
月
、
在
日
朝
鮮
人
の
金
嬉
老
は
借
金
を
取
り
立
て
に

き
た
暴
力
団
員
二
名
を
静
岡
県
清
水
市
内
の
キ
ャ
バ
レ
ー
に
て
射
殺
す

る
と
車
に
乗
っ
て
逃
亡
、
寸
又
峡
の
温
泉
旅
館
「
ふ
じ
み
屋
」
に
辿
り

つ
く
と
、
宿
泊
客
の
工
事
労
働
者
や
宿
の
オ
ー
ナ
ー
一
家
ら
を
人
質
に

ラ
イ
フ
ル
銃
と
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
武
装
し
て
立
て
籠
も
っ
た
。
以
後
、

最
後
的
に
は
記
者
団
に
紛
れ
込
ん
だ
警
察
に
よ
る
制
圧
を
受
け
る
ま
で

の
八
八
時
間
の
間
、
金
嬉
老
は
射
殺
し
た
二
名
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ

と
の
公
表
と
と
も
に
、
事
件
の
前
年
に
受
け
た
静
岡
県
警
の
小
泉
警
部

に
よ
る
朝
鮮
人
差
別
発
言
へ
の
謝
罪
を
求
め
る
行
動
に
出
た

）
28
（

。

　

敗
戦
後
は
じ
め
て
の
訪
韓
を
直
前
に
控
え
て
い
た
森
崎
は
こ
の
と
き
、

首
に
か
け
た
タ
オ
ル
を
噛
み
締
め
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
あ
ま
り
の

迫
力
に
恐
れ
を
な
す
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
に
映
る
金
嬉

老
を
見
つ
め
て
い
た
と
い
う
。
軽
々
し
く
金
嬉
老
に
つ
い
て
発
言
す
る

こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
を
感
じ
と
っ
た
森
崎
は
、
し
か
し
自
身
の
元

に
送
り
届
け
ら
れ
た
友
人
た
ち
に
よ
る
金
嬉
老
の
行
動
へ
の
支
持
に
憤

り
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
言
葉
を
発
す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
抑
制
せ
ざ
る

を
え
な
い
感
覚
が
一
瞬
共
有
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
瞬
く
間
に
安
易
な
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連
帯
へ
の
表
明
に
よ
っ
て
押
し
流
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
批
判
す
る
森

崎
は
、
こ
の
と
き
「
人
質
の
位
置
」
に
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
れ
な
ら
私
は
ど
こ
に
い
た
の
か
。
私
は
人
質
の
位
置
に
い
た
。

そ
し
て
ど
う
し
て
い
た
か
。
緊
張
し
て
金
を
に
ら
み
、
こ
と
ば
を

お
さ
え
て
い
た

）
29
（

。

　

こ
れ
は
冒
頭
で
触
れ
た
「
二
つ
の
こ
と
ば
・
二
つ
の
こ
こ
ろ
」
で
の

一
節
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
を
除
け
ば
、
森
崎
が
筑
豊
時
代
に
金
嬉
老

の
事
件
に
触
れ
た
の
は
た
っ
た
二
度
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
次
の
発
言

は
事
件
の
翌
年
の
一
九
六
九
年
八
月
十
五
日
に
開
か
れ
た
、
八
・
一
五

記
念
国
民
集
会
で
の
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
私
と
戦
後
民
主

主
義
」
に
パ
ネ
ラ
ー
の
ひ
と
り
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ

り
、
森
崎
は
会
場
に
集
っ
た
聴
衆
に
向
け
て
、
こ
こ
で
も
人
質
の
意
味

を
問
い
か
け
た
。

　

た
と
え
ば
金
嬉
老
事
件
が
あ
っ
た
と
き
に
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち

が
彼
を
救
う
運
動
を
や
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
救
う
な
ん
て
、
そ

ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
。

　

わ
た
し
が
あ
れ
に
よ
っ
て
感
じ
た
の
は
、
金
嬉
老
に
よ
っ
て
人

質
に
さ
れ
て
い
る
私
自
身
と
い
う
も
の
を
感
じ
取
り
ま
し
た
。
自

分
を
本
質
的
に
人
質
に
で
き
る
と
こ
ろ
に
自
ら
入
り
込
ん
で
い
っ

て
、
そ
の
突
破
口
を
ど
う
や
っ
て
あ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
続
け
る
と
き
に
、
よ
う
や
く
連
帯
だ
と
か
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
ん

て
も
の
が
生
れ
て
く
る
、
実
態
と
し
て
生
れ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
し
ら
ん
、
と
思
い
ま
す

）
30
（

。

　

当
日
の
集
会
に
は
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
他
に
小
説
家
の
大
江
健
三
郎
や

土
方
鉄
、
評
論
家
の
新
崎
盛
暉
ら
が
迎
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
場
で

基
調
報
告
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
当
時
金
嬉
老
の
裁
判
闘
争
を
支
援
す

る
金
嬉
老
公
判
対
策
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
評
論
家

の
大
沢
真
一
郎
だ
っ
た
。

　

大
沢
は
森
崎
の
同
時
代
の
文
章
を
頻
繁
に
参
照
し
て
い
た
が
、
か
れ

は
こ
の
日
の
発
言
を
含
む
人
質
を
め
ぐ
る
一
連
の
森
崎
の
問
い
か
け
に

強
い
感
銘
を
受
け
、
森
崎
が
そ
れ
以
前
に
提
起
し
て
い
た
媒
介
者
か
ら

人
質
へ
と
「
下
降
す
る
」
そ
の
集
団
性
へ
の
呼
び
か
け
を
、
組
織
論
に

お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
し
て
賞
賛
を
寄
せ
た

）
31
（

。
た
だ
、
こ
こ

で
大
沢
が
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
森
崎
の
人
質
の
提
起
が
金
嬉
老
の
事

件
に
限
定
さ
れ
な
い
拡
が
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。

森
崎
は
筑
豊
時
代
、
た
だ
一
度
だ
け
人
質
と
い
う
言
葉
を
労
働
者
間
の

連
帯
を
問
う
文
脈
で
文
章
に
用
い
た
。
こ
れ
は
下
請
け
・
孫
請
け
の
労

働
者
た
ち
と
親
企
業
の
労
働
者
た
ち
の
分
断
が
強
ま
り
、
前
者
の
若
者

た
ち
が
各
地
を
流
転
す
る
生
活
を
始
め
だ
し
、
森
崎
が
流
民
型
労
働
者

と
呼
ん
だ
新
た
な
労
働
者
の
形
態
が
う
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
の
こ
と
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で
あ
る
。
森
崎
は
そ
こ
で
、
「
顎
た
ん
叩
く
」
す
な
わ
ち
言
葉
を
操
る

も
の
な
ら
ば
自
分
た
ち
労
働
者
を
組
織
し
、
そ
う
し
て
武
器
を
と
る
こ

と
を
呼
び
か
け
て
、
「
来
い
と
、
ひ
と
こ
と
言
え
」
と
脅
迫
的
に
迫
っ

て
き
た
、
あ
る
底
辺
の
未
組
織
労
働
者
の
声
に
ふ
か
く
と
ら
え
ら
れ
て

い
る

）
32
（

。
　

私
た
ち
は
自
己
の
感
覚
の
振
幅
内
で
思
考
し
て
同
質
を
結
集
さ

せ
る
よ
う
な
自
慰
に
ふ
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
。
と
ら
え
ら
れ
、

人
質
と
な
る
べ
き
だ
。
よ
り
深
く
苦
悩
す
る
も
の
の
な
か
へ
。
よ

り
深
く
苦
悩
す
る
者
と
は
、
自
己
対
象
化
手
段
が
よ
り
欠
落
さ
せ

ら
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
欠
落
は
、
す
で
に
そ
れ
を
占
有

し
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
よ
う
い
に
認
識
し
が
た
い
。
鉄
砲
を

持
た
せ
ろ
、
と
い
う
労
働
者
の
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
は
霧
の
見
え

な
が
ら
そ
れ
を
共
有
し
が
た
い
よ
う
に

）
33
（

。

　

森
崎
は
こ
こ
で
こ
の
労
働
者
に
安
易
な
共
感
を
寄
せ
て
は
い
な
い
。

そ
の
呼
び
か
け
へ
の
応
答
に
躊
躇
し
な
が
ら
、
こ
の
応
答
を
強
迫
的
に

迫
ら
れ
た
瞬
間
の
関
係
を
い
か
に
力
学
化
で
き
る
か
を
問
お
う
と
し
て

い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
金
嬉
老
に
よ
る
人
質
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
当
然
、
大
沢
も
指
摘
し
た
よ
う
に
金
嬉
老
の
人

質
に
な
る
こ
と
と
労
働
者
の
人
質
に
な
る
こ
と
に
は
、
要
約
し
え
な
い

質
的
差
異
が
あ
る
。
だ
が
、
森
崎
は
金
嬉
老
や
未
組
織
労
働
者
が
も
つ

こ
の
力
に
人
質
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
身
体
的
感
覚
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

こ
と
か
ら
、
一
方
（
前
衛
）
が
他
方
（
大
衆
）
を
組
織
す
る
の
と
は
異

な
る
「
民
衆
的
連
帯
」
の
契
機
を
掴
も
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
「
隣
接

し
あ
う
感
覚
が
相
互
の
異
質
を
掘
り
つ
つ
結
び
あ
う
。
そ
の
相
互
関
係

自
体
が
た
が
い
の
外
界
へ
開
放
し
つ
づ
け
得
る
な
ら
、
創
造
的
で
多
角

的
な
連
帯
を
つ
く
り
得
る

）
34
（

」
。

　

そ
れ
は
す
で
に
自
立
し
あ
う
個
人
が
、
内
閉
的
で
は
な
い
形
で
対
等

な
関
係
を
取
り
結
ぶ
と
い
う
意
味
で
の
連
帯
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
提
起
は
労
働
現
場
や
炭
住
の
よ
う
な
住
居
と
い
う
共
通
の
基

盤
を
も
ち
え
な
い
も
の
た
ち
が
、
異
質
性
を
媒
介
と
し
つ
つ
、
新
た
な

集
団
性
を
切
り
拓
こ
う
と
し
た
点
で
、
森
崎
の
な
か
で
は
「
関
係
の
思

想
」
と
同
様
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
大
沢
が
「
組

織
論
の
主
要
な
テ
ー
マ
を
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
＝
交
通
形
態
の
変

革
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
と
き

）
35
（

」
に
森
崎
の
提
起
が
重
要
に
な
る
と

考
え
た
の
は
、
適
切
な
把
握
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
他
方
で
大
沢
を
は
じ
め
、
鈴
木
道
彦
、
佐
藤
勝
巳
と
い
っ
た
そ

の
他
の
公
判
対
策
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
ら
に
よ
る
同
時
代
的
な
森
崎
の

人
質
に
対
す
る
理
解
は
、
総
じ
て
運
動
論
や
組
織
論
の
次
元
に
森
崎
の

問
い
か
け
を
収
斂
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
り
複
雑
で

錯
綜
し
た
議
論
の
側
面
を
み
え
な
く
さ
せ
て
し
ま
っ
て
も
い
た

）
36
（

。
森
崎

が
人
質
と
い
う
視
角
を
通
し
て
提
起
し
て
い
た
の
は
植
民
地
期
か
ら
現

在
に
至
っ
て
も
継
続
す
る
近
代
的
原
理
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
の
だ
が
、



141　●　〈公募論文〉人質の思想――大畑凜

裁
判
闘
争
と
そ
の
支
援
と
い
う
差
し
迫
っ
た
課
題
に
直
面
し
て
い
た
大

沢
ら
か
ら
は
、
こ
の
点
は
見
落
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
森
崎
は

単
な
る
運
動
論
や
組
織
論
を
越
え
て
、
ど
の
よ
う
な
思
想
的
次
元
を
人

質
と
い
う
契
機
か
ら
見
出
し
て
い
た
の
か
。
節
を
改
め
て
み
て
い
き
た

い
。

三　

人
質
の
自
由

　

森
崎
は
「
二
つ
の
こ
と
ば
・
二
つ
の
こ
こ
ろ
」
の
冒
頭
で
、
近
代
的

自
我
に
よ
る
自
立
的
な
個
人
と
い
う
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
を
裏
切
る
記
述

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
森
崎
は
自
身
が
「
ど
う
し
て
も
何
か
一
す
じ
朝

鮮
人
な
の
で
あ
る
」
と
い
い
き
り
、
朝
鮮
問
題
に
か
か
わ
っ
て
の
「
私
」

と
い
う
一
人
称
は
自
他
の
存
在
を
切
り
分
け
る
指
標
と
は
な
ら
ず
、
む

し
ろ
そ
れ
は
植
民
地
で
の
朝
鮮
人
民
衆
に
よ
る
「
不
特
定
多
数
の
他
者

の
影
」
に
覆
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
し
た

）
37
（

。
森
崎
は
の
ち
の
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
論
に
お
け
る
異
種
混
淆
性
の
議
論
を
先
取
り
し
て
も
い
る
が
、

こ
こ
で
こ
う
し
た
記
述
に
の
み
拘
う
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
「
不
特
定
多
数
の
他
者
の
影
」
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し

た
の
は
金
嬉
老
の
ま
な
ざ
し
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
純
粋
な
意
味
で

の
回
想
で
は
な
く
、
森
崎
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
回
収
さ
れ

る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
文
章
の
全
篇
に
わ
た
る
緊
張
感
の
高
い
叙
述

そ
の
も
の
が
、
金
嬉
老
事
件
と
い
う
出
来
事
な
く
し
て
は
あ
り
え
な

か
っ
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
森
崎
に
よ
る
人
質
の
提
起
で
は
金
嬉
老
が
単
独
の
存

在
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
存
在
は
複
数
化
さ
れ
て
「
金

嬉
老
群
」
と
形
容
さ
れ
な
が
ら
、
植
民
地
期
の
記
憶
と
否
応
な
く
直
結

す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
性
的
力
学
を
伴
っ
て
そ
こ

で
い
か
な
る
「
妥
協
を
ゆ
る
さ
ぬ
と
り
ひ
き
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

た
か
を
、
森
崎
は
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

　

私
が
幼
児
以
来
ふ
み
わ
た
っ
て
き
た
朝
鮮
は
、
た
っ
た
一
人
の

金
嬉
老
で
は
な
か
っ
た
。
無
名
で
、
不
特
定
で
、
大
人
で
あ
り
、

幼
児
で
あ
っ
た

）
38
（

。

　

私
を
人
質
と
し
て
ぐ
る
り
と
取
り
巻
い
て
い
る
金
嬉
老
群
が
、

四
つ
く
ら
い
の
男
の
子
を
前
に
立
た
せ
て
、
そ
の
子
だ
け
を
私
の

ほ
う
へ
む
け
て
、
み
な
む
こ
う
を
む
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
幼
児
以
来
の
、
在

マ

マ

鮮
日
系
二
世
の
女
の
子
の

0

0

0

0

世
界
で
あ
る
。
だ

れ
も
笑
わ
ず
、
凍
み
た
よ
う
に
沈
黙
し
て
い
る
。
妥
協
を
ゆ
る
さ

ぬ
と
り
ひ
き
が
は
じ
ま
る
。
男
の
子
と
私
と
の
間
で

）
39
（

。

　

こ
こ
で
森
崎
は
一
方
的
に
ま
な
ざ
し
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
朝
鮮
人
少
年
た
ち
に
「
集
団
姦
」
と
い

う
レ
イ
プ
の
視
線
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
は
同
時
期
の
別
の
文
章
で
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も
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
が

）
40
（

、
他
方
で
植
民
二
世
で
あ
る
自
身
は

被
植
民
者
と
し
て
の
朝
鮮
人
少
年
た
ち
を
ま
な
ざ
し
の
対
象
と
し
て
も

い
た
。
身
体
的
で
あ
り
同
時
に
幾
分
想
像
的
で
も
あ
る
こ
の
「
妥
協
を

ゆ
る
さ
ぬ
と
り
ひ
き
」
で
は
、
支
配
／
被
支
配
は
錯
綜
し
ひ
ど
く
捻
れ

て
い
る
が
、
こ
の
人
質
の
契
機
は
戦
後
の
時
間
に
お
い
て
も
日
本
人
に

は
い
つ
ど
ん
な
時
で
も
訪
れ
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
金
嬉
老
は
そ
の
表

面
化
し
え
な
い
現
実
を
こ
そ
暴
露
し
た
。
こ
う
し
て
記
憶
を
手
繰
り
寄

せ
現
在
の
地
点
と
交
差
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
森
崎
は
植
民
地
朝
鮮

で
自
身
が
覚
え
た
葛
藤
が
依
然
と
し
て
消
化
も
解
決
も
さ
れ
て
い
な
い

と
読
者
に
示
し
た
。
そ
し
て
、
森
崎
は
こ
の
人
質
の
契
機
が
切
り
拓
く

も
の
を
自
由

0

0

の
問
題
と
し
て
考
え
た
。

　

そ
れ
は
、
日
本
人
は
、
誰
で
も
、
あ
る
と
き
、
ふ
い
に
、
個
人

的
な
理
由
な
し
に
、
朝
鮮
人
に
よ
っ
て
人
質
と
さ
れ
て
な
ん
の
ふ

し
ぎ
も
な
い
と
い
い
た
い
た
め
だ
。
し
ば
し
ば
そ
う
な
る
で
あ
ろ

う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
か
ら
だ
。
人
質
と
は
、
朝
鮮
人
の

主
体
性
に
と
り
お
さ
え
ら
れ
る
状
態
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
、

朝
鮮
人
の
主
体
性
に
対
し
て
、
ま
と
も
に
対
応
す
る
自
由
―
―
つ

ま
り
生
命
の
危
機
感
と
ひ
き
か
え
に
自
己
の
朝
鮮
を
掘
り
起
こ
す

自
由
を
確
保
す
る

）
41
（

。

　

字
義
通
り
に
読
み
と
れ
ば
、
こ
こ
で
の
自
由
と
は
朝
鮮
を
新
た
な
形

で
語
る
自
由
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
佐
藤
泉
は
こ
の
人
質
を
、

と
る
方
に
と
っ
て
も
と
ら
れ
る
方
に
と
っ
て
も
従
来
の
支
配
／
被
支
配

の
構
図
を
解
体
す
る
契
機
で
あ
る
と
し
、
現
在
の
支
配
的
枠
組
み
と
は

異
な
る
形
で
朝
鮮
や
植
民
地
問
題
を
新
た
に
表
現
す
る
自
由
が
う
ま
れ

る
と
し
た

）
42
（

。
佐
藤
は
こ
こ
か
ら
議
論
を
、
逆
さ
ま
に
同
じ
「
半
日
本
人
」

（
パ
ン
チ
ョ
ッ
パ
リ
）
で
あ
る
在
日
朝
鮮
人
二
世
た
ち
へ
の
植
民
二
世
で

あ
る
森
崎
か
ら
の
呼
び
か
け
に
繋
げ
る
こ
と
で
、
「
半
日
本
人
」
の
在

日
朝
鮮
人
二
世
と
植
民
二
世
と
の
間
に
「
真
に
自
由
な
表
現
が
生
ま
れ

る
こ
と
」
が
「
支
配
の
歴
史
を
超
え
る
こ
と
」
に
繋
が
る
と
示
唆
し
て

も
い
る

）
43
（

。

　

こ
う
し
た
佐
藤
の
解
釈
そ
れ
自
体
は
極
め
て
妥
当
な
も
の
だ
が
、
そ

れ
で
も
先
の
引
用
で
の
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
へ
の
奇
妙
な
印
象
は
拭

い
き
れ
な
い
。
「
ま
と
も
に
対
応
す
る
自
由
」
と
は
一
見
し
て
明
ら
か

に
語
義
矛
盾
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
苦
し
み
や
困
難
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
つ
き
ま
と
う
が
、
そ
れ
を
あ
え
て
森
崎
が
自
由
と
し
て
表
現
す
る

意
図
は
こ
の
文
章
か
ら
だ
け
で
は
十
分
に
は
推
し
量
れ
な
い
。
だ
が
、

こ
の
文
章
を
森
崎
が
綴
っ
た
と
き
、
森
崎
自
身
も
ま
だ
言
語
化
し
て
は

い
な
い
も
の
の
、
そ
の
意
識
下
に
は
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
別
の
認

識
が
潜
ん
で
い
た
。
そ
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
も
は
や
筑

豊
時
代
に
は
属
さ
な
い
一
九
八
四
年
の
著
作
『
慶
州
は
母
の
呼
び
声
』

（
以
下
、
『
慶
州
』
）
で
あ
る
。

　

こ
の
『
慶
州
』
は
植
民
地
期
の
記
憶
を
回
想
録
と
し
て
森
崎
が
書
き
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と
め
た
著
作
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
断
片
的
な
形
で
綴
ら
れ
て
き
た
植
民

地
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
群
の
、
い
わ
ば
種
明
か
し
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
最
後
に
「
余
章
」
と
い
う
文
字
通
り
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
森

崎
と
家
族
の
戦
後
の
歩
み
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
森
崎
は
自
身
の

弟
で
あ
り
、
同
じ
く
植
民
二
世
と
し
て
戦
後
の
日
本
を
彷
徨
い
、
や
が

て
共
産
党
の
党
内
対
立
や
労
働
運
動
に
疲
弊
し
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
健

一
を
、
自
身
と
父
親
と
の
比
較
に
お
い
て
語
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
か

れ
が
戦
後
の
一
九
四
八
年
に
あ
る
弁
論
大
会
で
行
な
っ
た
演
説
「
敗
戦

の
得
物
」
の
内
容
が
引
か
れ
て
い
る
。

　

諸
君
、
我
々
の
自
由
の
根
底
に
は
、
実
に
大
き
な
不
動
の
、
一

つ
の
条
件
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
人
と
人
と
の
相
互
の
信

頼
で
あ
り
ま
す
。
お
互
ひ
に
人
は
他
を
侵
さ
な
い
、
他
を
傷
つ
け

な
い
、
他
に
迷
惑
を
か
け
な
い
、
他
人
の
幸
福
を
脅
や
か
さ
な
い

と
い
ふ
深
い
信
頼
が
あ
っ
て
、
始マ

マ
め
て
自
由
が
認
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
信
頼
の
程
度
は
、
そ
の
自
由
の
高
度
に
正
比

例
す
る
の
で
あ
り
ま
す

）
44
（

〔
。
〕

　

自
立
し
た
個
人
を
そ
の
前
提
と
し
な
が
ら
「
敗
戦
の
得
物
」
と
し
て

の
自
由
を
雄
弁
に
語
っ
た
こ
の
部
分
に
対
し
て
森
崎
は
す
ぐ
さ
ま
、「
父

も
わ
た
し
も
、
植
民
地
と
い
う
他
民
族
へ
の
侵
害
を
、
両
民
族
の
新
時

代
へ
の
出
発
に
し
よ
う
と
、
そ
の
中
で
の
人
権
を
求
め
ん
と
し
て
い
た

の
だ

）
45
（

」
と
付
け
足
す
。
一
節
で
み
た
よ
う
な
個
人
間
の
「
民
族
的
調
和
」

が
こ
こ
で
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
森
崎
は
自
身
と
五
歳
違
い
で
あ
っ
た

弟
に
と
っ
て
自
由
と
は
「
戦
後
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
の
か
と
あ
ら
た
め

て
思
う

）
46
（

」
と
し
た
。
森
崎
家
の
教
育
方
針
で
あ
っ
た
「
自
由
放
任
」
と

い
う
言
葉
も
弟
が
小
学
校
に
入
る
頃
に
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
時
局
的
な
現
実
を
書
き
添
え
な
が
ら
、
自
由
／
自
由
放
任
と
い

う
言
葉
の
自
身
に
と
っ
て
の
両
義
的
な
意
味
合
い
を
森
崎
は
次
の
よ
う

に
綴
る
。

　

わ
た
し
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
戦
時
中
の
自
分
を
屈
折
し
続
け
な

が
ら
支
え
る
、
肉
体
の
火
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
敗
戦
と
同
時
に
、

挫
折
と
も
罪
悪
と
も
つ
か
ぬ
近
代
日
本
の
暗
部
の
よ
う
に
沈
ん
だ

こ
と
ば
で
も
あ
っ
た
の
だ
が

）
47
（

。

　

森
崎
は
筑
豊
時
代
の
集
大
成
で
あ
る
一
九
七
六
年
の
『
か
ら
ゆ
き
さ

ん
』
を
ひ
と
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
硬
質
な
文
体

を
改
め
、
ひ
ら
が
な
を
多
用
し
た
柔
ら
か
い
文
体
へ
移
行
し
て
い
っ
た

が
、
こ
の
「
余
章
」
に
は
例
外
的
に
七
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
森
崎
の
文

体
が
回
帰
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
情
念
が
渦
巻
い

て
お
り
、
依
然
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
も
っ
て
し
か
森
崎
に
よ
る
戦
後
の

苦
闘
は
表
現
し
え
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
近
代
の
原
理

は
森
崎
を
そ
の
芯
の
部
分
で
支
え
な
が
ら
同
時
に
苦
し
め
て
も
し
て
き
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た
の
だ
が
、
自
由
と
い
う
言
葉
は
そ
の
根
幹
に
位
置
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
自
身
と
父
親
が
敗
戦
を
控
え
な
が
ら
植
民
地
で
「
最
後
の

砦
の
よ
う
に
」
し
て
「
朝
鮮
人
の
若
者
や
少
女
と
ひ
そ
か
に
保
ち
合
お

う
と
し
た
も
の
」
と
は
、
「
個
々
の
人
間
性
へ
の
信
頼
や
そ
の
固
有
な

文
化
へ
の
個
人
的
愛
」
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
政
治
的
侵
略
よ
り

も
な
お
深
い
」
も
の
だ
っ
た
と
森
崎
は
い
う

）
48
（

。
こ
れ
は
愛
が
侵
略
に
も

勝
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
語
ら
れ
て
い
る
の
は
罪
の

深
さ
で
あ
る
。
森
崎
は
つ
づ
け
て
「
わ
た
し
は
そ
の
こ
と
を
、
弟
に
さ

え
話
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
っ
く
ら
だ
っ
た

）
49
（

」
と
告
白
す
る
こ

と
で
、
そ
の
矛
盾
の
深
さ
と
、
矛
盾
を
伝
え
る
こ
と
の
困
難
さ
を
吐
露

し
た
。

　

こ
う
し
た
「
余
章
」
の
記
述
か
ら
は
、
そ
れ
が
筑
豊
時
代
に
属
さ
な

い
と
は
い
え
、
自
由
（
放
任
）
と
い
う
言
葉
が
戦
後
の
森
崎
に
は
一
貫

し
て
屈
折
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
常
に
そ
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
自
由
と
い
う
言
葉
が

森
崎
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
重
要
な
の
は
、

自
由
と
い
う
言
葉
を
森
崎
が
な
に
か
し
ら
の
躊
躇
い
や
躓
き
を
も
っ
て

し
か
発
話
で
き
な
か
っ
た
事
実
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
一
貫
し
て
見
過

ご
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
自
由
が
森
崎
に
と
っ
て
呪
い
の
ご
と
き
言
葉
で
あ
り
な

が
ら
も
、
前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
森
崎
が
人
質
を
「
民
衆
的
連
帯
」

の
文
脈
に
お
い
て
も
提
起
し
、
「
関
係
の
思
想
」
を
私
権
意
識
に
支
え

ら
れ
た
戦
後
民
主
主
義
へ
の
批
判
原
理
と
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、
人
質
の
自
由
と
は
近
代
的
個
人
を
前
提
と
し
た
自
由
を
意
味
す
る

の
で
は
な
く
、
自
己
が
不
意
に
も
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近

代
的
原
理
と
は
異
な
る
関
係
の

0

0

0

自
由
が
編
ま
れ
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
森
崎
は
こ
こ
で
自
由
の
意
味
そ
の
も
の
を
根
底
的
に

組
み
換
え
な
が
ら
、
自
身
の
近
代
的
自
我
や
個
人
主
義
的
な
感
性
の
解

体
と
乗
り
越
え
を
金
嬉
老
（
群
）
と
の
「
妥
協
を
ゆ
る
さ
ぬ
と
り
ひ
き
」

に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
人
質
の
自
由
は
、
絶
え
ず
緊
張
関
係
に
自
身
と
相
手
を

置
く
こ
と
で
、
新
た
な
何
か
が
す
ぐ
さ
ま
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自

体
を
拒
否
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
自
由
を
え
た
と
こ
ろ
で
な
に
か

が
保
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
関
係
の
困
難
さ
そ
の
も

の
を
受
け
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。
な
に
よ
り
、
こ
の
「
と
り
ひ
き
」
は

決
し
て
固
定
的
な
立
場
性
に
還
元
さ
れ
ず
、
問
う
も
の
と
問
わ
れ
る
も

の
が
存
在
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
一
元
的
な
も
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ

て
交
差
す
る
民
族
的
次
元
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
次
元
は
項
目
ご
と
に
分
別

で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
両
者
の
立
場
は
不
変
（
普
遍
）
的
で
安
定
し

た
も
の
に
は
な
り
え
ず
、
こ
の
試
み
は
ジ
グ
ザ
グ
の
蛇
行
の
よ
う
な
軌

道
を
描
き
な
が
ら
、
い
つ
も
失
敗
の
余
地
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
両
極
的
な
立
場
を
割
り
当
て
る
こ
と
す
ら
で
き
な

い
こ
の
あ
る
種
の
不
自
由
さ
を
こ
そ
、
あ
え
て
「
朝
鮮
人
の
主
体
性
に

対
し
て
、
ま
と
も
に
対
応
す
る
自
由
」
、
「
生
命
の
危
機
感
と
ひ
き
か
え
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に
自
己
の
朝
鮮
を
掘
り
起
こ
す
自
由
」
と
語
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

森
崎
は
こ
の
人
質
の
契
機
を
「
関
係
の
思
想
」
が
始
ま
る
瞬
間
と
し
て

と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
森
崎
の
人
質
の
思
想
と
は
、
何
か
し
ら
の
体
系
的
な

思
索
の
中
身
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
筑
豊
と
い
う
ト
ポ

ス
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
思
考
と
存
在
の
単
独
的
な
自
立
性
や
主
体
性

を
拒
み
、
人
質
の
身
体
的
感
覚
を
絶
え
ず
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
森
崎

の
試
み
全
体
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
女
坑
夫
や
未
組
織
労
働
者
、
そ

し
て
金
嬉
老
と
の
文
字
通
り
の
共
闘
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
、
筑
豊
時
代
の
森
崎
和
江
の
隠
さ
れ
た
問
題
系

と
し
て
自
由
を
め
ぐ
る
問
い
が
一
貫
し
て
存
在
し
、
そ
こ
で
の
思
索
は

人
質
の
思
想
と
呼
び
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
だ
が
、

こ
う
し
た
問
題
系
を
あ
く
ま
で
森
崎
の
筑
豊
時
代
に
限
定
す
る
形
で
考

察
し
て
き
た
の
は
、
こ
れ
以
降
森
崎
が
人
質
の
自
由
や
そ
の
契
機
を
直

接
的
に
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
の
み
起
因
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

筑
豊
時
代
と
そ
れ
以
降
で
は
、
森
崎
が
用
い
る
自
由
と
い
う
言
葉
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
転
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

た
と
え
ば
一
九
八
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
森
崎
和
江
詩
集
』
で
の
自
筆

年
譜
の
七
六
年
か
ら
八
一
年
の
欄
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

や
っ
と
養
母
の
ご
と
き
炭
坑
か
ら
自
立
し
、
朝
鮮
の
植
民
地
時

代
と
同
じ
年
月
を
、
必
要
と
し
て
魂
の
自
由
を
得
た
か
に
思
う

）
50
（

。

　

年
譜
の
一
記
述
と
済
ま
す
に
は
印
象
的
に
過
ぎ
る
一
節
だ
が
、
こ
こ

で
の
一
九
七
六
年
と
は
森
崎
が
自
身
の
代
表
作
と
な
る
『
か
ら
ゆ
き
さ

ん
』
を
書
き
下
ろ
し
で
発
表
し
た
年
で
あ
り
、
そ
の
二
年
後
の
七
八
年

に
森
崎
は
筑
豊
を
離
れ
、
隣
接
す
る
宗
像
市
へ
と
居
を
移
し
た
。
こ
の

『
か
ら
ゆ
き
さ
ん
』
を
執
筆
す
る
過
程
で
森
崎
は
九
州
各
地
を
渡
り
歩

い
た
が
、
最
終
的
に
そ
の
柔
ら
か
な
文
体
に
た
ど
り
着
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
え
ら
れ
た
充
実
感
は
、
刊
行
直
後
の
あ
る
講
演
で
も
植
民
地
経

験
を
引
き
合
い
に
出
す
形
で
語
ら
れ
て
い
た
。

　

〔
…
…
〕
内
容
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
言
葉
の
話
に
か
か
わ
っ

て
話
し
ま
す
と
、
二
十
年
近
く
つ
づ
い
て
い
る
、
あ
る
か
ら
ゆ
き

さ
ん
の
こ
と
を
、
今
ま
で
の
様
な
形
で
、
書
い
て
い
ま
し
た
の
で

す
。
け
ど
、
快
感
が
湧
か
な
く
な
っ
て
き
た
ん
で
す
。
い
つ
ぞ
や

『
暗
河
』
で
石
牟
礼
さ
ん
と
、
松
浦
さ
ん
と
、
話
し
合
い
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
時
に
、「
よ
う
や
く
朝
鮮
か
ら
自
分
の
魂
を
引
張
っ

て
来
る
こ
と
が
出
来
つ
つ
あ
る
気
が
す
る
わ
」
と
言
っ
た
事
が
あ

り
ま
す
。
〔
今
は
―
―
引
用
者
〕
本
当
に
そ
う
い
う
感
じ
が
あ
る
ん

で
す

）
51
（

。
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そ
し
て
、
以
降
森
崎
は
取
材
の
場
を
全
国
各
地
へ
と
広
げ
て
い
き
、

そ
の
地
域
的
関
心
を
徐
々
に
北
上
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
取
材
対
象
も
ま

た
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
日
本
の
近
代
（
化
）
と
結
び
つ
い
た
人
び
と
や

事
象
か
ら
、
海
岸
や
農
村
の
前
近
代
的
な
文
化
や
風
習
の
関
心
を
う
つ

し
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
変
化
を
し
て
、
森
崎
は
そ
れ
を
「
養
母
の
ご
と
き
炭
坑
か

ら
」
の
「
自
立
」
と
し
て
表
現
し
た
。
そ
こ
で
え
ら
れ
た
の
が
「
魂
の

自
由
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
自
由
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
も
は
や

筑
豊
時
代
に
鋭
く
問
わ
れ
た
あ
の
人
質
の
自
由
と
は
異
な
る
も
の
に
転

化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
（
魂
の
）
自
由
が
綴
ら
れ
た
の
と
同
じ

年
に
『
慶
州
』
が
上
梓
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
符
号
を
み
て
と
る
な
ら
ば
、

森
崎
は
こ
の
時
点
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
、
か
つ
て
の
自
身
に
と
っ
て

自
由
と
い
う
言
葉
が
近
代
日
本
の
暗
部
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
―
―
一
時
的
に
か
つ
て
の
言
語
表
現
を
回
帰
さ
せ
る
必
要
は
依
然

あ
っ
た
と
し
て
も
―
―
語
り
え
る
自
由
を
こ
そ
え
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
筆
年
譜
に
書
き
留
め
ら
れ
た
（
魂
の
）
自
由
と
は
文
字

通
り
解
放
の
言
葉
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
森
崎
の
戦

後
に
も
ま
た
ひ
と
つ
の
区
切
り
（
＝
「
自
立
」
）
が
つ
い
た
こ
と
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
森
崎
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
そ
れ
自
体
は
、
森
崎
個

人
の
思
想
変
遷
だ
け
で
な
く
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け

て
の
戦
後
思
想
の
展
開
も
含
め
て
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
そ
の
う

え
で
、
戦
後
の
森
崎
が
抱
え
た
自
由
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
、
読
み
手
で
あ

る
わ
た
し
た
ち
は
事
後
的
に
し
か
し
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
、
こ

の
す
れ
違
い
こ
そ
が
、
戦
後
の
森
崎
が
歩
ん
だ
道
の
り
の
困
難
さ
を
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

 

（
お
お
は
た
・
り
ん
／
戦
後
日
本
思
想
史
）

注（
1
） 

佐
藤
泉
「
半
日
本
人
を
繋
ぐ
」
（
『
昭
和
文
学
研
究
』
七
八
号
、
昭
和
文
学

会
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
は
、
先
行
研
究
で
は
森
崎
に
よ
る
「
人
質
」
の
思

想
的
提
起
に
ほ
ぼ
唯
一
紙
面
を
割
い
て
お
り
、
植
民
地
朝
鮮
で
の
同
化
原
理

に
も
着
目
す
る
な
ど
本
稿
と
問
題
意
識
を
一
定
程
度
共
有
し
て
い
る
。
森
崎

の
朝
鮮
論
を
論
じ
た
先
行
研
究
に
は
他
に
、
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・
バ
リ
ー
「
二

つ
の
こ
と
ば
、
二
つ
の
こ
こ
ろ
」
（
『
思
想
』
八
六
六
号
、
長
原
豊
訳
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
六
年
八
月
）
、
佐
藤
泉
「
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
植
民
地
の

経
験
」
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
科
編
（
『
異
郷
の
日
本
語
』
社
会
評
論
社
、

二
〇
〇
九
年
）
、
水
溜
真
由
美
『
『
サ
ー
ク
ル
村
』
と
森
崎
和
江
』
（
ナ
カ
ニ

シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
、
茶
園
梨
加
「
在
日
朝
鮮
人
と
の
〈
邂
逅
〉
」
（
『
社

会
文
学
』
四
三
号
、
日
本
社
会
文
学
会
、
二
〇
一
六
年
二
月
）
、
玄
武
岩
「
森

崎
和
江
の
〈
原
罪
を
葬
る
旅
〉
」
（
『
同
時
代
史
研
究
』
一
一
号
、
同
時
代
史

学
会
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
）
、
松
井
理
恵
「
植
民
地
朝
鮮
と
は
何
か
」
（
『
理

論
と
動
態
』
一
一
号
、
社
会
理
論
・
動
態
研
究
所
、
二
〇
一
九
年
一
月
）
な

ど
。

（
2
） 

森
崎
和
江
『
奈
落
の
神
々
』
大
和
書
房
、
一
九
七
四
年
、
三
五
二
頁
。

（
3
） 
坂
口
博
は
、
近
代
化
の
動
力
源
で
あ
り
な
が
ら
、
地
下
世
界
で
の
資
本
の

徹
底
的
な
搾
取
の
も
と
に
あ
っ
た
炭
坑
で
の
労
働
で
培
わ
れ
た
倫
理
性
に
迫
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り
、
こ
れ
と
の
「
格
闘
」
を
経
る
過
程
で
森
崎
は
近
代
的
個
人
に
変
わ
る
新

た
な
自
己
を
創
造
し
て
い
っ
た
と
指
摘
し
て
お
り
、
重
要
で
あ
る
。
坂
口
博

「
森
崎
和
江
の
方
法
（
そ
の
一
）
」
『
敍
説
』
一
六
号
、
花
書
院
、
一
九
九
八

年
二
月
。

（
4
） 
近
年
の
代
表
的
成
果
に
、
平
田
由
美
「〝
他
者
〞
の
場
所
」
同
・
伊
豫
谷

登
士
翁
編
『
「
帰
郷
」
の
物
語
／
「
移
動
」
の
語
り
』
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
、

原
祐
介
『
禁
じ
ら
れ
た
郷
愁
』
新
幹
社
、
二
〇
一
九
年
な
ど
。

（
5
） 

本
節
で
の
森
崎
と
家
族
の
来
歴
や
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は
主
に
、
「
森
崎

和
江
自
撰
年
譜
」
『
森
崎
和
江
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―
―
精
神
史
の
旅 

第
五
巻
』

藤
原
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
森
崎
和
江
「
私
を
迎
え
て
く
れ
た
九
州
」
『
九

州
人
』
創
刊
号
、
「
九
州
人
」
文
化
の
会
、
一
九
六
八
年
二
月
を
参
照
し
た
。

（
6
） 

森
崎
和
江
「
民
衆
意
識
に
お
け
る
朝
鮮
人
と
日
本
人
」
『
現
代
の
眼
』
一

〇
巻
一
号
、
現
代
評
論
社
、
一
七
一
頁
、
一
九
六
九
年
一
月
。
一
方
で
在
朝

日
本
人
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
意
識
は
激
烈
な
側
面
を
有
し
て
も
い
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
梶
村
秀
樹
著
作
刊
行
委
員
会
・
編
集
委
員
会
編
『
梶

村
秀
樹
著
作
集
第
一
巻　

朝
鮮
史
と
日
本
人
』
（
明
石
書
店
、
一
九
九
二
年

所
収
）
の
第
三
章
「
在
朝
日
本
人
」
、
高
崎
宗
司
『
植
民
地
朝
鮮
の
日
本
人
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
な
ど
を
参
照
。

（
7
） 

前
掲
「
民
衆
意
識
に
お
け
る
朝
鮮
人
と
日
本
人
」
一
七
四
頁
。

（
8
） 

植
民
地
朝
鮮
で
の
同
化
・
皇
民
化
政
策
に
つ
い
て
は
、
宮
田
節
子
『
朝
鮮

民
衆
と
「
皇
民
化
」
政
策
』
未
來
社
、
一
九
八
五
年
、
駒
込
武
『
植
民
地
帝

国
日
本
の
文
化
統
合
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
な
ど
を
参
照
。
他
方
で
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
の
森
崎
の
思
索
の
中
心
的
課
題
の
ひ
と
つ
は
天
皇

制
批
判
で
あ
り
、
七
一
年
出
版
の
評
論
集
『
異
族
の
原
基
』
（
大
和
書
房
）

の
副
題
は
「
辺
境
と
し
て
の
ア
ン
チ
天
皇
制
感
覚
の
在
所
」
と
題
さ
れ
て
い

る
。

（
9
） 

前
掲
「
民
衆
意
識
に
お
け
る
朝
鮮
人
と
日
本
人
」
一
七
五
頁
。

（
10
） 

同
上
。

（
11
） 

同
上
、
一
七
六
頁
。

（
12
） 

森
崎
和
江
「
傷
つ
か
ぬ
ふ
る
さ
と
」
『
展
望
』
二
〇
〇
号
、
筑
摩
書
房
、

一
九
七
五
年
八
月
、
一
〇
頁
。

（
13
） 

同
上
。

（
14
） 

車
承
棋
は
こ
の
時
期
の
自
由
主
義
者
・
教
養
主
義
者
の
思
想
が
帝
国
主
義

と
植
民
地
主
義
の
土
台
の
上
に
成
り
立
つ
特
権
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
暴
力

と
殺
戮
の
対
価
を
享
受
し
な
が
ら
暴
力
と
殺
戮
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
、
二
律
背
反
の
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
」
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
て

お
り
、
示
唆
に
富
む
。
車
承
棋
「
戦
後
の
復
旧
と
植
民
地
経
験
の
破
壊
」
同
、

権
赫
泰
編
『
〈
戦
後
〉
の
誕
生
』
中
野
宣
子
訳
、
新
泉
社
、
二
〇
一
七
年
、

一
二
五
頁
。

（
15
） 

森
崎
和
江
「
竹
内
先
生
と
の
お
わ
か
れ
」『
日
本
読
書
新
聞
』
一
八
九
八
号
、

一
九
七
七
年
三
月
十
四
日
、
一
頁
。

（
16
） 

森
崎
和
江
「
母
系
と
の
訣
別
」
『
新
婦
人
』
一
八
巻
八
号
、
能
加
美
出
版
、

一
九
六
三
年
八
月
、
二
一
〇
頁
。

（
17
） 

森
崎
和
江
「
非
所
有
の
所
有
」
『
試
行
』
二
号
、
試
行
同
人
会
、
一
九
六

一
年
十
二
月
、
七
五
頁
。

（
18
） 

森
崎
和
江
「
情
況
の
中
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
『
駿
台
論
潮
』
六
六
号
、
明
治

大
学
駿
台
論
潮
編
集
部
、
一
九
六
六
年
六
月
、
三
頁
。

（
19
） 

森
崎
和
江
「
戦
後
民
主
主
義
と
民
衆
の
思
想
」
『
伝
統
と
現
代
』
三
〇
号
、

伝
統
と
現
代
社
、
一
九
七
四
年
十
月
、
九
六
頁
。

（
20
） 

同
上
、
九
七
頁
。

（
21
） 

同
上
。

（
22
） 

同
上
、
九
九
頁
。

（
23
） 

同
上
、
一
〇
三
頁
。

（
24
） 

前
掲
書
『
奈
落
の
神
々
』
一
〇
頁
。

（
25
） 
同
上
、
三
一
八
頁
。

（
26
） 
同
上
、
三
一
八
―
三
一
九
頁
。
な
お
、
『
ま
っ
く
ら
』
は
再
刊
さ
れ
る
ご
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と
に
細
か
な
表
現
上
の
異
同
が
あ
る
が
、
『
奈
落
』
で
の
引
用
は
一
九
六
一

年
版
と
七
〇
年
版
の
当
該
箇
所
と
も
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

（
27
） 

前
掲
「
戦
後
民
主
主
義
と
民
衆
の
思
想
」
、
一
〇
〇
頁
。

（
28
） 
金
嬉
老
事
件
と
そ
の
裁
判
闘
争
に
つ
い
て
は
、
金
嬉
老
公
判
対
策
委
員
会

編
『
金
嬉
老
の
法
定
陳
述
』
三
一
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
鈴
木
道
彦
『
越
境

の
時
』
集
英
社
、
二
〇
〇
七
年
、
山
本
興
正
「
金
嬉
老
公
判
対
策
委
員
会
に

お
け
る
民
族
的
責
任
の
思
想
の
生
成
と
葛
藤
」
『
在
日
朝
鮮
人
史
研
究
』
四

六
号
、
緑
蔭
書
房
、
二
〇
一
六
年
十
月
な
ど
を
参
照
。

（
29
） 

森
崎
和
江
「
二
つ
の
こ
と
ば
・
二
つ
の
こ
こ
ろ
」
『
こ
と
ば
の
宇
宙
』
一

九
六
八
年
五
月
号
、
テ
ッ
ク
言
語
教
育
事
業
グ
ル
ー
プ
、
三
九
頁
。

（
30
） 

「
私
と
戦
後
民
主
主
義
」
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
五
五
一
号
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
六
八
年
八
月
、
一
三
頁
。

（
31
） 

大
沢
真
一
郎
「
現
代
に
お
け
る
組
織
変
革
の
視
点
」
『
思
想
の
科
学
』
二

〇
二
号
、
思
想
の
科
学
社
、
一
九
七
一
年
十
月
。

（
32
） 

森
崎
和
江
「
民
衆
的
連
帯
の
思
想
」
『
現
代
の
眼
』
一
〇
巻
一
二
号
、
現

代
評
論
社
、
一
九
六
九
年
十
二
月
、
一
〇
〇
頁
。

（
33
） 

同
上
、
一
〇
一
頁
。

（
34
） 

同
上
、
一
〇
三
頁
。

（
35
） 

前
掲
「
現
代
に
お
け
る
組
織
変
革
の
視
点
」
、
三
頁
。

（
36
） 

詳
し
く
は
、
佐
藤
勝
巳
「
差
別
と
わ
た
し
」
『
金
嬉
老
公
判
対
策
委
員
会

ニ
ュ
ー
ス
』
一
一
号
、
金
嬉
老
公
判
対
策
委
員
会
、
一
九
六
九
年
十
月
二
十

日
、
鈴
木
道
彦
「
金
嬉
老
の
裁
判
」
同
『
政
治
暴
力
と
想
像
力
』
現
代
評
論

社
、
一
九
七
〇
年
、
同
「
あ
と
が
き
・
金
嬉
老
裁
判
の
意
味
」
金
嬉
老
公
判

対
策
委
員
会
編
『
金
嬉
老
の
法
定
陳
述
』
三
一
書
房
、
一
九
七
〇
年
を
参
照
。

（
37
） 

前
掲
「
二
つ
の
こ
と
ば
・
二
つ
の
こ
こ
ろ
」
、
三
八
頁
。

（
38
） 

同
上
、
三
九
頁
。

（
39
） 

同
上
、
四
〇
頁
。
傍
点
は
原
文
。

（
40
） 

森
崎
和
江
「
朝
鮮
断
章
1
―
―
わ
た
し
の
か
お
」
『
ア
ジ
ア
女
性
交
流
史

研
究
』
三
号
、
ア
ジ
ア
女
性
交
流
史
研
究
会
、
一
九
六
八
年
七
月
、
五
頁
。

（
41
） 

前
掲
「
二
つ
の
こ
と
ば
・
二
つ
の
こ
こ
ろ
」
、
四
二
頁
。

（
42
） 

佐
藤
泉
「
半
日
本
人
を
繋
ぐ
」
（
注
1
参
照
）
、
六
〇
頁
。

（
43
） 

同
上
。

（
44
） 

森
崎
和
江
『
慶
州
は
母
の
呼
び
声
』
新
潮
社
、
一
九
八
四
年
、
二
一
九
頁
。

『
慶
州
』
に
は
演
説
の
出
典
も
明
記
さ
れ
て
お
り
、
九
州
弁
論
協
会
編
『
九

州
弁
論
五
十
年
』
同
、
一
九
七
八
年
に
全
文
が
収
録
。

（
45
） 

前
掲
書
『
慶
州
は
母
の
呼
び
声
』
二
一
九
―
二
二
〇
頁
。

（
46
） 

同
上
、
二
一
七
頁
。

（
47
） 

同
上
。

（
48
） 

同
上
、
二
一
八
頁
。

（
49
） 

同
上
。

（
50
） 

「
森
崎
和
江
年
譜
」
『
森
崎
和
江
詩
集
』
土
曜
日
美
術
社
、
一
九
八
四
年
、

一
六
二
頁
。

（
51
） 

森
崎
和
江
「
わ
た
し
と
言
葉
」
『
暗
河
』
一
二
号
、
葦
書
房
、
一
九
七
六

年
七
月
、
六
九
頁
。
な
お
、
引
用
で
言
及
さ
れ
て
い
る
石
牟
礼
道
子
、
松
浦

豊
敏
と
の
対
談
は
、
「
《
鼎
談
》
「
奈
落
の
神
々
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『
暗
河
』
六

号
、
葦
書
房
、
一
九
七
五
年
一
月
を
参
照
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

森
崎
和
江
、
人
質
、
近
代
、
自
由
、
金
嬉
老
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書
評　

『
公
共
的
知
識
人
の
誕
生 

 
 

―
―
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
そ
の
時
代

』

（
田
中
祐
子
著
、
昭
和
堂
、
二
〇
一
九
年
）

林 

直
樹

　

あ
ま
り
に
有
名
な
ス
ウ
ィ
フ
ト
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
（
初
版
一
七
二

六
年
、
改
訂
版
一
七
三
五
年
）
の
結
び
は
、
こ
う
で
あ
る
。
「
私
が
こ
の
問

題
を
長
々
と
論
じ
て
い
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ヤ
フ
ー
と
の
つ
き
合

い
を
何
と
か
少
し
で
も
耐
え
ら
れ
る
も
の
に
し
た
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
こ
の
愚
劣
な
悪
徳
に
少
し
で
も
感
染
し
て
い
る
（have any Tincture 

of this absurd V
ice

）
皆
さ
ん
に
お
願
い
し
た
い
、
図
々
し
く
我
輩
の
前
を

う
ろ
つ
か
な
い
で
く
れ
」
（
富
山
太
佳
夫
訳
、
岩
波
書
店
）
。
「
私
」
こ
と
ガ

リ
ヴ
ァ
ー
は
す
べ
て
の
旅
を
終
え
て
故
国
に
帰
っ
て
き
た
も
の
の
、
理
性

的
な
馬
フ
ウ
イ
ヌ
ム
の
姿
に
慣
れ
親
し
ん
だ
あ
ま
り
、
眼
前
を
闊
歩
す
る

自
称
文
明
人
た
ち
の
姿
が
「
愚
劣
な
悪
徳
」
に
染
ま
っ
た
欲
深
「
ヤ
フ
ー
」

そ
の
も
の
に
見
え
て
き
て
、
ど
う
に
も
仕
方
が
な
い
。
外
面
を
取
り
繕
っ

て
は
い
る
が
、
内
面
は
半
狂
乱
状
態
の
主
人
公
が
物
語
の
最
後
に
苦
し
紛

れ
に
吐
露
す
る
台
詞
が
、
こ
れ
な
の
で
あ
る
。

　

厩
に
い
る
ほ
う
が
幸
せ
だ
と
。
馬
丁
が
厩
か
ら
運
ん
で
く
る
芳
香
こ
そ

が
何
よ
り
の
救
い
だ
と
。
そ
う
聞
か
さ
れ
て
書
物
を
閉
じ
た
と
き
、
読
者

は
痛
快
を
通
り
越
し
、
言
い
知
れ
ぬ
複
雑
な
読
後
感
に
襲
わ
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
に
仮
託
す
る
こ
と
で
著
者
ス
ウ
ィ
フ
ト
は

ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
の
風
刺
物
語
に
込
め
た
の
か
。
田
中
の
浩

瀚
な
著
書
『
公
共
的
知
識
人
の
誕
生
』
は
、
古
代
近
代
論
争
で
古
代
派
と

し
て
立
っ
た
テ
ン
プ
ル
の
秘
書
を
務
め
た
時
代
を
中
心
と
す
る
ス
ウ
ィ
フ

ト
の
前
半
生
と
、
そ
れ
を
背
景
に
据
え
た
諸
著
作
か
ら
説
き
起
こ
し
つ
つ

も
、
明
ら
か
な
ゴ
ー
ル
は
彼
の
畢
生
の
大
作
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
の

執
筆
意
図
の
分
析
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
評
者
の
目
に
は
映
る
。
田

中
も
ま
た
、
こ
の
物
語
の
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
後
味
を
経
験
し
、
先
の
問

い
に
対
す
る
答
え
を
模
索
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
人
の

ひ
と
り
で
は
な
い
か
。
か
つ
、
そ
こ
か
ら
一
歩
を
踏
み
出
し
て
成
果
を
手

に
し
え
た
稀
有
な
人
の
ひ
と
り
と
評
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

流
行
病
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
語
彙
に
私
た
ち
が
敏
感
に
な
り
が
ち
な
時

世
だ
か
ら
こ
そ
、
先
の
引
用
に
は
あ
え
て
原
語
を
付
し
て
お
い
た
。
原
義
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か
ら
す
る
と
必
ず
し
も
「
感
染
」
と
訳
さ
な
く
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
出
版
の
六
年
前
に
起
き
た
南
海

泡
沫
事
件
に
際
し
て
は
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
競
争
相
手
だ
っ
た
デ
フ
ォ
ー
を

含
め
、
株
式
投
機
を
疫
病
に
譬
え
て
風
刺
す
る
言
説
が
広
く
流
布
し
た
。

事
件
の
わ
ず
か
二
年
後
に
現
れ
た
デ
フ
ォ
ー
『
ペ
ス
ト
の
記
憶
』
（
武
田

将
明
訳
、
研
究
社
、
二
〇
一
七
年
）
は
株
価
を
ペ
ス
ト
罹
患
者
数
に
擬
し
て

い
た
と
す
る
説
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
後
段
で
再
説
す
る
よ
う
に
、
田
中

は
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
デ
フ
ォ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
党
派
に
属
し
た
思
想
家

に
位
置
づ
け
、
互
い
を
避
け
た
と
見
な
す
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
人
は

投
機
に
対
す
る
否
定
的
態
度
の
点
で
は
、
か
な
り
の
程
度
に
接
近
し
て
い

た
。
デ
フ
ォ
ー
は
南
海
泡
沫
事
件
に
先
行
し
て
生
じ
た
フ
ラ
ン
ス
の
「
シ

ス
テ
ム
」
の
稼
働
中
か
ら
、
そ
れ
を
空
想
じ
み
た
「
キ
メ
ラ
」
と
臆
面
な

く
評
し
、
そ
の
立
役
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
）
が
バ
ブ

ル
破
綻
の
翌
年
に
ブ
リ
テ
ン
に
帰
国
し
た
折
に
は
、
「
正
直
（H

onesty

）
」

と
「
信
用
（C

redit

）
」
の
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
な
く
、
両
者
が
と
も
に

回
復
す
る
ま
で
は
、
ブ
リ
テ
ン
市
場
で
ロ
ー
の
活
躍
す
る
余
地
は
な
い
と

戒
め
た
（
『
正
し
く
語
ら
れ
た
ロ
ー
氏
問
題
』
一
七
二
一
年
）
。
デ
フ
ォ
ー
は
信

用
取
引
の
効
用
を
同
時
に
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
実
物
取
引
か
ら
の
乖
離

に
は
容
赦
な
く
批
判
を
浴
び
せ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　

田
中
が
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
第
三
篇
の
、
磁
力
で
浮
く
島
ラ
ピ
ュ

タ
な
ら
び
に
そ
の
支
配
下
の
領
土
バ
ル
ニ
バ
ー
ビ
訪
問
記
を
読
み
解
く
際
、

往
々
に
し
て
王
立
協
会
な
ら
び
に
当
時
の
最
先
端
を
標
榜
す
る
科
学
技
術

批
判
と
目
さ
れ
が
ち
な
浮
遊
島
の
造
形
を
、
投
機
的
信
用
取
引
の
象
徴
、

特
に
株
価
の
上
下
運
動
の
暗
喩
に
読
み
換
え
、
経
済
の
文
脈
に
落
と
し
込

ん
だ
の
は
、
ま
こ
と
に
慧
眼
で
あ
る
（
本
書
第
一
三
章
第
三
節
「
ラ
ピ
ュ
タ

に
み
る
財
政
金
融
革
命
の
衝
撃
」
）
。
そ
う
諭
さ
れ
た
の
ち
改
め
て
当
該
箇
所

を
読
ん
で
み
る
と
、
そ
う
と
し
か
読
め
な
く
な
る
か
ら
不
思
議
だ
。
例
え

ば
「
必
要
に
応
じ
て
磁
石
の
向
き
を
変
え
て
や
れ
ば
、
島
は
斜
め
の
方
向

に
上
昇
、
下
降
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
上
昇
、
下
降
を
交
互
に
繰
返
す

こ
と
に
よ
っ
て
（
斜
行
は
さ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
）
、
領
土
内
の
あ
ち
こ

ち
に
移
動
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
島
は
下
の
領
土
外
に
飛
び

出
す
力
は
持
た
な
い
し
、
上
昇
も
四
マ
イ
ル
ま
で
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
富
山
訳
）
。
時
系
列
を
横
軸
に
と
り
、
縦
軸
に

株
価
を
と
れ
ば
、
な
ぜ
直
行
で
も
逆
行
で
も
な
く
「
斜
行
」
と
記
さ
れ
て

い
る
か
が
分
か
っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
私
た
ち
が
現
代
人
だ
か

ら
か
も
し
れ
な
い
が
、「
下
の
領
土
」
を
実
体
経
済
の
謂
い
と
解
釈
す
れ
ば
、

ま
す
ま
す
田
中
説
の
信
憑
性
は
増
し
て
く
る
。
バ
ル
ニ
バ
ー
ビ
で
ガ
リ

ヴ
ァ
ー
が
出
会
う
地
主
紳
士
は
「
と
も
か
く
あ
そ
こ
の
人
た
ち
は
瞑
想

（Speculations

）
に
の
め
り
込
み
す
ぎ
て
、
こ
の
下
の
世
界
で
起
き
て
い
る

こ
と
に
気
が
回
ら
ん
の
で
す
よ
」
（
同
）
と
発
言
す
る
の
だ
か
ら
。
麦
の

穂
ど
こ
ろ
か
草
木
一
本
生
え
ず
、
い
か
に
も
打
ち
捨
て
ら
れ
た
様
子
の
土

地
を
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
は
随
所
で
目
に
す
る
が
、
そ
れ
は
ラ
ピ
ュ
タ
の
住
人
が

「
瞑
想
」「
思
索
」
す
な
わ
ち
投
機
（
原
語
は
も
ち
ろ
ん
ダ
ブ
ル
ミ
ー
ニ
ン
グ
）

に
の
め
り
込
む
あ
ま
り
、
そ
の
煽
り
を
食
ら
っ
た
実
体
経
済
が
十
分
な
有

効
需
要
（
投
資
）
を
確
保
で
き
ず
衰
弱
し
き
っ
て
い
る
情
景
を
、
目
の
前

に
あ
り
あ
り
と
浮
か
ば
せ
る
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
と
見
な
せ
る
の
で
は

な
い
か
。
ち
な
み
に
「
そ
れ
ま
で
は
麦
の
穂
が
一
本
、
草
の
葉
が
一
枚
し

か
は
え
な
か
っ
た
土
地
に
二
本
、
二
枚
育
つ
よ
う
に
し
た
者
は
誰
で
あ
れ
、
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介
す
る
か
の
よ
う
に
、
本
書
の
注
（
三
六
三
頁
）
で
入
念
に
原
文
ま
で
引

用
し
た
。
本
文
で
は
次
の
通
り
訳
さ
れ
る
。

　

旧
東
イ
ン
ド
株
は
こ
う
し
た
無
責
任
な
人
び
と
の
術
策
に
よ
っ
て

一
〇
年
内
外
の
う
ち
に
内
在
的
価
値
に
は
何
ら
の
実
質
的
な
差
異
も

な
し
に
、
一
五
〇
倍
（300 l. per C

ent.

）
か
ら
一
六
、
五
倍
（37 l. 

per C
ent.

）
で
売
ら
れ
た
。
そ
こ
か
ら
潮
流
の
よ
う
に
頻
繁
に
、
変

動
と
再
変
動
し
て
、
再
び
七
五
倍
（150 l. per C

ent.

）
に
ま
で
上
昇

し
た
。
こ
う
し
た
差
異
が
生
じ
る
す
べ
て
の
あ
い
だ
、
非
常
に
優
れ

た
腕
前
の
人
を
悩
ま
す
と
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
ら
の
真
実
の
ス
ト
ッ

ク
（
株
）
は
（
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
）
損
得
を
一
緒
に
し
、

全
体
と
し
て
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（10 per C

ent.

）
以
上
変
化
し
う
る

と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
三
五
一
頁
）

　

ま
ず
原
文
の
異
同
が
一
箇
所
あ
る
。10 per C

ent.

と
あ
る
の
は
初
版

だ
け
で
、
こ
の
小
冊
子
の
二
版
（
一
七
〇
三
年
）
以
降
で
は10 l. per C

ent

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
初
版
で
は
ポ
ン
ド
記
号l.

が
植
字
ミ
ス
等
で
脱
落

し
た
と
見
て
よ
い
。
次
に
倍
数
の
問
題
で
あ
る
。
旧
東
イ
ン
ド
株
が
「
一

五
〇
倍
」
「
一
六
、
五
倍
」
「
七
五
倍
」
に
上
昇
し
た
と
訳
さ
れ
て
い
る
の

は
根
拠
が
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
株
式
価
額
を
二
ポ
ン
ド
と
し
、
そ
の

額
で
、
原
語
を
添
え
た
「
三
〇
〇
ポ
ン
ド
」
「
三
七
ポ
ン
ド
」
「
一
五
〇
ポ

ン
ド
」
を
そ
れ
ぞ
れ
割
っ
て
商
を
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ
う

す
る
とper C

ent.

す
な
わ
ち
「
一
〇
〇
当
た
り
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
欠
落
し
て
し
ま
う
。
こ
の
一
〇
〇
が
表
す
の
は
株
式
の
額
面
で
あ
る
。

政
治
家
全
部
を
束
に
し
た
の
よ
り
も
人
類
の
恩
人
で
あ
り
、
国
の
た
め
に

大
事
な
貢
献
を
し
た
こ
と
に
な
る
」
（
同
）
と
、
第
二
篇
に
登
場
す
る
巨

人
ブ
ロ
ブ
デ
ィ
ン
ナ
グ
国
王
に
も
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
語
ら
せ
て
い
る
。
王
が

鋭
く
批
判
す
る
の
は
、
歳
出
が
歳
入
の
倍
に
達
し
て
国
債
に
依
存
せ
ざ
る

を
得
な
い
「
小
さ
な
友
」
の
故
国
の
財
政
事
情
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
田
中
と
観
点
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
ラ
ピ
ュ
タ
が
領
土
外

に
飛
び
出
せ
な
い
ば
か
り
か
、
上
昇
で
き
る
高
さ
に
も
制
約
を
も
つ
と
い

う
叙
述
の
、
新
た
な
見
方
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
叙
述
は
、
信
用
取
引
は

あ
く
ま
で
実
物
取
引
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
無
限
に
拡
張
で
き
る
も
の

で
は
な
い
と
す
る
経
済
思
想
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
説
得
力

あ
る
解
釈
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
ウ
ィ
フ

ト
ほ
ど
農
本
的
な
語
彙
は
用
い
な
い
に
し
て
も
、
信
用
取
引
へ
の
過
度
の

偏
向
は
危
険
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
、
先
述
し
た
通
り
デ
フ
ォ
ー
の
も
の

で
も
あ
っ
た
。
田
中
は
、
デ
フ
ォ
ー
が
南
海
泡
沫
事
件
の
約
二
〇
年
前
に

出
版
し
た
小
冊
子
『
株
式
取
引
業
者
の
悪
行
を
暴
き
、
銀
行
と
銀
行
家
に

対
す
る
近
時
の
取
り
付
け
の
原
因
を
暴
露
し
考
察
す
る
』
か
ら
、
著
者
が

株
価
操
作
を
訝
し
ん
だ
事
実
を
引
き
出
す
（
本
書
一
三
章
三
節
）
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
、
デ
フ
ォ
ー
を
専
門
と
す
る
評
者
と
し
て
気
づ
い
た
点

を
記
し
て
お
く
。
田
中
が
引
用
す
る
上
記
『
業
者
の
悪
行
』
の
一
節
は
、

旧
東
イ
ン
ド
会
社
の
株
価
（
旧
な
の
は
、
小
冊
子
が
世
に
出
た
一
七
〇
一
年
時

点
で
東
イ
ン
ド
会
社
が
新
旧
二
社
に
分
裂
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
分
裂
の
詳
細

は
例
え
ば
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
国
富
論
』
第
五
篇
第
一
章
を
見
ら
れ
た
い
）
が
「
株

式
取
引
業
者
（Stock-Jobbers

）
」
の
政
治
的
思
惑
の
絡
ん
だ
操
作
対
象
と

化
し
て
い
る
実
態
を
暴
い
た
も
の
で
、
田
中
は
こ
の
一
節
を
特
筆
し
て
紹
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C
om

panies to 1720 , vol. 2, C
am

bridge U
niversity Press

）
。
「
一
五
〇
倍
」

で
は
ラ
ピ
ュ
タ
が
雲
の
上
ど
こ
ろ
か
月
に
ま
で
達
し
そ
う
な
勢
い
だ
が
、

せ
い
ぜ
い
数
倍
な
ら
「
四
マ
イ
ル
」
に
収
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
バ
ブ
ル

時
の
南
海
会
社
株
価
も
額
面
の
一
〇
倍
ま
で
し
か
上
昇
し
な
か
っ
た
。

　

少
々
曖
昧
さ
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
、
引
用
末
尾
の
「
額
面
一
〇

〇
ポ
ン
ド
当
た
り
一
〇
ポ
ン
ド
以
上
」
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
」
と
訳
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
直
前
に
「
損
得
を
合
算
し

て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
投
機
の
損
失
と
利
益
を
差
引
勘
定
し
た
残
余
の

利
得
額
が
投
資
額
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
上
回
る
と
い
う

意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
率
が
目
安
と
な
る
理
由
は
、
当
時
の
旧
東
イ
ン
ド

株
の
配
当
率
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
事
実
（
ス
コ
ッ
ト
参
照
）
を
ふ

ま
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。
リ
ス
ク
を
伴
う
取
引
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与

え
て
成
り
立
た
せ
る
に
は
、
一
〇
〇
ポ
ン
ド
を
原
資
と
す
る
株
式
投
機
か

ら
配
当
額
一
〇
ポ
ン
ド
を
超
過
す
る
利
得
が
上
が
る
と
証
明
せ
ね
ば
な
ら

な
い
、
さ
も
な
い
と
株
券
を
手
放
さ
な
い
ほ
う
が
期
待
利
得
は
大
き
く

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
う
告
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

デ
フ
ォ
ー
ほ
ど
信
用
取
引
の
「
腕
前
」
に
通
じ
て
は
い
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
同
じ
事
象
を
天
賦
の
風
刺
の
才
で
生
き
生
き
と
描
い
た
の

が
ス
ウ
ィ
フ
ト
だ
っ
た
。
田
中
の
整
理
で
は
前
者
は
非
国
教
会
派
の
コ
ー

ト
で
、
後
者
は
高
教
会
派
の
カ
ン
ト
リ
で
あ
る
。
後
者
は
国
教
会
牧
師
と

し
て
終
生
、
非
国
教
徒
へ
の
寛
容
に
消
極
的
、
い
や
時
に
敵
対
的
姿
勢
を

示
し
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
便
宜
的
国
教
遵
奉
が
信
仰
を
私
的
利
害
の
道
具

に
貶
め
て
い
る
と
い
う
痛
切
な
危
機
意
識
の
表
出
だ
っ
た
。
「
誠
実
な
非

国
教
徒
」
を
自
認
す
る
前
者
も
実
は
、
便
宜
的
遵
奉
を
批
判
し
続
け
た
。

よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
訳
す
ほ
う
が
望
ま
し
い
。

　

旧
東
イ
ン
ド
株
は
こ
う
し
た
無
責
任
な
人
び
と
の
術
策
に
よ
っ
て

一
〇
年
内
外
の
う
ち
に
内
在
的
価
値
に
は
何
ら
の
実
質
的
な
差
異
も

な
し
に
、
額
面
一
〇
〇
ポ
ン
ド
当
た
り
三
〇
〇
か
ら
三
七
ポ
ン
ド
で

売
ら
れ
た
。
そ
こ
か
ら
潮
流
の
よ
う
に
頻
繁
に
、
変
動
と
再
変
動
し

て
、
再
び
額
面
一
〇
〇
ポ
ン
ド
当
た
り
一
五
〇
ポ
ン
ド
に
ま
で
上
昇

し
た
。
こ
う
し
た
差
異
が
生
じ
る
す
べ
て
の
あ
い
だ
、
非
常
に
優
れ

た
腕
前
の
人
を
悩
ま
す
と
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
ら
の
真
実
の
ス
ト
ッ

ク
は
（
彼
ら
が
幾
分
か
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
だ
が
）
損
得
を
合
算

し
て
、
全
体
と
し
て
額
面
一
〇
〇
ポ
ン
ド
当
た
り
一
〇
ポ
ン
ド
以
上

変
化
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
デ
フ
ォ
ー
は
、
名
誉
革
命
後
の
約
一
〇
年
間
に
、
旧
東
イ
ン
ド

会
社
株
価
は
額
面
の
三
倍
に
高
騰
し
た
か
と
思
え
ば
そ
の
三
分
の
一
近
く

ま
で
大
幅
に
下
落
し
、
再
び
一
・
五
倍
ま
で
持
ち
直
し
て
今
に
至
っ
て
い

る
と
す
る
。
こ
の
記
述
内
容
が
概
ね
正
し
い
こ
と
は
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学

教
授
ス
コ
ッ
ト
が
前
任
の
セ
ン
ト
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
大
学
講
師
時
代
に
ま
と

め
た
記
録
で
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
一
六
九
〇
年
の
同
社
株
価

は
三
〇
〇
ポ
ン
ド
で
、
そ
の
後
は
下
落
傾
向
を
た
ど
り
、
九
六
年
十
一
月

に
は
三
八
ポ
ン
ド
、
九
八
年
七
月
に
は
三
三
ポ
ン
ド
強
に
ま
で
下
落
し
た

が
、
一
七
〇
〇
年
に
入
っ
て
上
昇
傾
向
が
見
ら
れ
、
同
年
四
月
に
は
久
々

に
一
四
二
ポ
ン
ド

の
高
値
を

付
け

た
（W

illiam
 Robert Scott, Th

e 
C

onstitution and Finance of English, Scottish and Irish Joint-Stock 
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書
評　

『
啓
発
さ
れ
た
自
己
愛 

 
 

―
―
啓
蒙
主
義
と
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
道
徳
思
想

』

（
門
亜
樹
子
著
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）

武
井
敬
亮

　

本
書
は
、
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
「
自
然
法
学
に
関
す
る

著
作
の
注
釈
家
・
翻
訳
家
」
と
し
て
注
目
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
・
バ
ル
ベ
ラ
ッ

ク
を
主
た
る
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
彼
の
「
啓
発
さ
れ
た
自
己
愛
」

を
中
心
と
す
る
道
徳
思
想
を
析
出
し
、
そ
れ
を
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
の

文
脈
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
野
心
的
か
つ
先
駆
的
な
著
作
で
あ
る
。

進
む
べ
き
道
は
違
え
ど
も
、
原
理
原
則
を
重
ん
じ
る
思
想
家
同
士
は
広
義

の
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
」
と
し
て
共
闘
し
う
る
。
互
い
に
寛
容
で
あ

る
べ
き
だ
ろ
う
。

 

（
は
や
し
・
な
お
き
／
経
済
学
史
・
社
会
思
想
史
）
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本
書
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
道

徳
思
想
に
光
を
当
て
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
法
学
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓

蒙
に
与
え
た
影
響
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
伝
播
を
、

ロ
ッ
ク
（
英
）
、
テ
ィ
ロ
ッ
ト
ス
ン
（
英
）
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（
独
）
、
ビ
ー

テ
ィ
（
蘇
）
、
キ
ャ
ン
ブ
ル
（
蘇
）
、
リ
ー
ド
（
蘇
）
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
（
蘇
）
、

プ
レ
ヴ
ォ
（
仏
）
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
（
仏
）
と
い
っ
た
多
岐
に
わ
た
る
思
想
家

を
取
り
上
げ
な
が
ら
論
証
を
試
み
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

序
章
で
は
、
先
行
研
究
と
議
論
の
概
要
が
示
さ
れ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
へ
の
自
然
法
学
の
仲
介
者
と
し
て
の
み
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
従
来

の
研
究
に
対
し
て
、
著
者
は
、
「
『
道
徳
哲
学
史
』
（
一
七
〇
六
年
）
と
『
娯

楽
論
』
（
一
七
〇
九
年
）
を
中
心
に
、
啓
発
的
（
近
代
的
）
人
間
像
に
基
づ

く
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
道
徳
思
想
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
思
想
的
関
連

に
つ
い
て
検
討
す
る
」
点
を
本
書
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
（
一
〇
頁
）
。

　

第
一
章
で
は
、
『
道
徳
哲
学
史
』
を
中
心
に
、
福
音
道
徳
と
三
義
務
論

の
関
係
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
自
然
法
学
の
展
開
に
つ
い
て
議

論
が
行
わ
れ
る
。

　

バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
議
論
は
、
「
道
徳
科
学
（Science des M

œ
urs

）
」
の
研

究
を
怠
っ
た
聖
職
者
へ
の
批
判
と
「
東
洋
お
よ
び
西
洋
の
非
聖
職
者
」
に

よ
る
「
道
徳
科
学
」
の
展
開
過
程
の
叙
述
と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
構
成

さ
れ
る
（
三
八
頁
）
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
は
、
聖
職
者
批

判
を
通
じ
て
、
「
『
自
然
法
と
万
民
法
』
を
真
の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
（
福
音

道
徳
）
の
書
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
に
努
め
た
」
と
い
う
（
四
九
頁
）
。

そ
し
て
、
「
神
へ
の
義
務
［
信
仰
心
］
、
他
者
へ
の
義
務
［
正
義
］
、
自
己

へ
の
義
務
［
節
制
］
か
ら
成
る
三
義
務
論
」
の
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
こ
の

「
真
の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
」
は
、
「
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
『
人
間
と
市
民

の
義
務
』
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
、
グ
ラ
ー
ズ
ゴ
ウ
大
学
の
カ
ー
マ
イ
ク

ル
の
翻
訳
・
講
義
を
経
て
、
ハ
チ
ス
ン
、
リ
ー
ド
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と

に
な
る
」
と
い
う
（
五
一
頁
）
。

　

第
二
章
で
は
、
『
娯
楽
論
』
を
中
心
に
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
道
徳
思
想

の
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
理
性
と
福
音
道
徳
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。

　

バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
は
、
娯
楽
を
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
の
観
点
か
ら
不
正
な
も

の
と
考
え
る
従
来
の
考
え
を
批
判
し
、
聖
書
と
異
教
徒
の
著
作
に
基
づ
い

て
、
そ
れ
を
「
労
働
の
『
休
息
』
ま
た
は
『
気
晴
ら
し
』
」
と
位
置
づ
け
、「
『
誤

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
悪
と
な
り
、
そ
れ
自
体
は
善
悪
無
記
の
事
物

（choses indifférentes

）
』
」
で
あ
る
と
し
て
、
娯
楽
の
正
当
性
を
主
張
す
る
（
六

三
頁
）
。

　

こ
こ
で
著
者
は
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
「
使
用
（usage

）
」
と
「
誤
用
（abus

）
」

の
区
別
に
注
目
す
る
。
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
は
、「
快
楽
そ
れ
自
体
に
罪
は
な
い
」

と
し
、
人
間
が
正
し
く
理
性
を
働
か
せ
れ
ば
、
快
楽
の
正
し
い
「
使
用
」

は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
（
六
六
―
六
七
頁
）
。
ま
た
、
娯
楽
の
正
当
性
を

論
証
す
る
と
同
時
に
、
福
音
道
徳
を
検
討
し
、
節
制
、
正
義
、
信
仰
心
の

三
つ
を
、
「
真
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
す
べ
て
で
あ

る
と
主
張
す
る
（
七
二
―
七
三
頁
）
。
そ
し
て
、
「
正
し
い
理
性
」
の
も
と
、

こ
の
三
つ
の
義
務
を
守
る
限
り
に
お
い
て
、
人
間
の
欲
望
（
名
誉
、
富
、

快
楽
）
の
追
求
を
認
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
追
求
そ
れ
自
体
は
、「
善

悪
無
記
」
で
あ
り
、
人
間
が
「
正
し
く
」
追
求
（
使
用
）
す
れ
ば
そ
れ
は

善
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
こ
こ
に
、
人
間
を
「
使
用
と
誤
用
が
区

別
可
能
な
理
性
的
被
造
物
」
と
考
え
る
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
「
キ
リ
ス
ト
教
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昧
さ
を
取
り
除
く
」
た
め
に
「
自
分
自
身
へ
の
愛
（Am

our de soi- 

m
êm

e

）
」
と
表
現
す
る
方
が
よ
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
一
一
二
頁
）
。
著

者
は
こ
こ
で
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
「
自
分
自
身
へ
の
愛
」
と
も
表
現
し
う

る
「
啓
発
さ
れ
た
自
己
愛
」
の
意
味
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
パ
ス
カ
ル

を
引
用
す
る
。
そ
し
て
、
「
パ
ス
カ
ル
の
枠
組
み
に
よ
れ
ば
、
『
罪
な
く
し

て
自
分
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
ど
う
し
て
も
自
分
を
愛

さ
ね
ば
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
、
し
か
も
罪
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
ら
れ
た
』

自
己
愛
を
意
味
す
る
と
推
測
で
き
る
」と
い
う
（
一
一
三
頁
）
。
さ
ら
に
、『
娯

楽
論
』
第
三
編
第
五
章
を
援
用
し
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
「
自
己
愛
」
を
、「
正

し
い
理
性
」
に
基
づ
く
、
社
交
性
と
両
立
可
能
な
「
啓
発
さ
れ
た
自
己
愛
」

と
解
釈
す
る
（
一
一
四
頁
）
。

　

第
四
章
で
は
、
テ
ィ
ロ
ッ
ト
ス
ン
と
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
を
比
較
し
、
「
キ

リ
ス
ト
教
的
人
間
像
」
の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
（
特
に
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
学
派
）
へ
の
影
響
を
示
す
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
が
提
唱
す
る
「
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教

的
人
間
像
」
は
、
「
『
人
間
本
性
の
腐
敗
』
を
強
調
す
る
伝
統
的
な
（
ま
た

は
正
統
派
の
）
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
像
」
に
対
抗
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
り
、
「
（
聖
俗
を
問
わ
ず
）『
一
八
世
紀
啓
蒙
思
想
』
の
出
発
点
と
な
る
」

と
い
う
（
一
二
二
頁
）
。
他
方
、
テ
ィ
ロ
ッ
ト
ス
ン
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
人

間
像
」
に
お
け
る
「
感
覚
の
強
調
は
、
後
に
感
覚
の
証
言
を
自
然
の
証
言

と
し
て
重
視
す
る
リ
ー
ド
や
ケ
イ
ム
ズ
の
思
想
へ
と
受
け
継
が
れ
」
、
ま
た
、

彼
の
「
信
仰
の
論
拠
の
区
分
（
感
覚
、
経
験
、
推
論
、
証
言
）
に
関
す
る
議

論
は
、
当
時
の
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
啓
蒙
を
担
っ
た
教
会
知
識
人
の
間
で
『
明

証
性
の
理
論
』
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
（
一
四
七
頁
）
。

的
人
間
像
」
を
見
い
だ
す
（
八
九
頁
）
。

　

第
三
章
で
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
『
自
然
法
と
万
民
法
』
の
仏
訳
と

そ
の
注
記
を
軸
に
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
「
自
己
愛
」
が
、
「
正
し
い
理
性
」

に
基
づ
く
「
啓
発
さ
れ
た
自
己
愛
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

著
者
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
状
態
論
か
ら
議
論
を
始
め
る
。

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
「
『
正
し
い
理
性
』
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

自
然
状
態
（
平
和
状
態
）
の
法
に
は
、
自
己
の
保
存
と
と
も
に
他
人
の
保

存
へ
の
配
慮
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
（
九
四
頁
）
。
な
ぜ
な
ら
、
人

間
は
自
己
愛
（Am

our propre
）
を
有
し
、
自
己
保
存
を
希
求
す
る
が
、「
生

ま
れ
な
が
ら
に
貧
し
く
困
窮
し
て
お
り
、
善
行
を
施
し
合
う
こ
と
の
で
き

る
同
胞
の
援
助
が
な
け
れ
ば
、
自
己
保
存
は
不
可
能
」
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
（
一
〇
三
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、「
『
人
間
は
自
己
を
啓
発
さ
れ
た
愛
（Am

our 
éclairé

）
で
愛
す
れ
ば
愛
す
る
ほ
ど
、
他
人
に
尽
力
し
彼
ら
を
愛
す
る
よ

う
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
』
の
で
あ
る
」
（
一
〇
七
頁
）
。

　

著
者
は
、
こ
こ
で
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
訳
語
に
注
目
し
、
「
啓
発
さ
れ
た

（éclairé

）
」
と
仏
訳
さ
れ
た
語
は
、ラ
テ
ン
語
原
典
で
は
「cum

 ratione

（
理

性
を
伴
っ
た
）
」
で
あ
り
、
ケ
ネ
ッ
ト
に
よ
る
英
訳
版
（
一
七
〇
三
年
）
で

は
「rationally

」
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「éclairé

は
理
性
に
関

す
る
語
で
あ
り
、
自
己
保
存
へ
の
配
慮
を
他
人
の
利
益
へ
の
配
慮
と
両
立

す
る
よ
う
に
導
く
『
正
し
い
理
性
』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
」
と
解
釈
す
る
（
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
）
。

　

次
に
著
者
は
、
『
自
然
法
と
万
民
法
』
第
二
篇
第
四
章
に
お
け
る
バ
ル

ベ
ラ
ッ
ク
の
注
記
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
自
己
愛
」
と
は
「
啓

発
さ
れ
た
自
己
愛
（Am

our propre éclairé

）
」
を
意
味
し
、
「
あ
ら
ゆ
る
曖
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こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
思
想
家
の
分
析
を
通
し
て
、
本
書
の
試
み
は

十
分
に
成
功
し
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
論
点
に
言
及
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
差
し
当
た
り
二
点
の
問
題
を
指
摘
し
た
い
。

　

一
つ
目
は
、
前
半
（
第
一
章
か
ら
第
三
章
）
と
後
半
（
第
四
章
か
ら
終
章
）

の
議
論
の
繋
が
り
が
見
え
に
く
く
、
本
書
が
全
体
と
し
て
何
を
論
じ
よ
う

と
し
て
い
る
の
か
分
か
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
章
ま

で
の
議
論
で
は
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
像
」
に
基
づ

く
道
徳
思
想
が
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
が
一
八
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
、

別
言
す
れ
ば
、
著
者
の
い
う
「
近
代
社
会
諸
科
学
の
源
泉
と
な
っ
た
モ
ラ

ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、

後
半
の
議
論
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。

　

二
つ
目
は
、
翻
訳
を
媒
介
に
し
た
思
想
の
影
響
を
論
じ
る
際
に
、
議
論

が
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
第
三

章
の
議
論
を
取
り
上
げ
た
い
。
著
者
は
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
に
よ
る
プ
ー
フ
ェ

ン
ド
ル
フ
の
仏
訳
と
注
記
か
ら
、
彼
の
道
徳
思
想
（
特
に
「
啓
発
さ
れ
た
自

己
愛
」
概
念
）
の
把
握
を
試
み
る
。
し
か
し
、
本
章
を
読
む
限
り
、
両
者

の
違
い
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
著
者
の
論

じ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
へ
の
三
義
務
論
の
影
響
も
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク

の
と
い
う
よ
り
も
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
も
の
と
解
釈
で
き
、
バ

ル
ベ
ラ
ッ
ク
を
仲
介
者
と
し
て
扱
う
既
存
の
研
究
と
の
違
い
が
な
く
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
論

じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ラ
テ
ン
語
原
典
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
す
る
際
に
、

バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
が
補
足
的
に
説
明
を
加
え
て
い
る
箇
所
（
注
記
を
含
む
）

に
よ
り
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
五
章
と
終
章
で
は
、
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
哲
学
協
会
を
中
心
に
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
の
思
想
家
（
ビ
ー
テ
ィ
、キ
ャ
ン
ブ
ル
、リ
ー
ド
）
を
取
り
上
げ
、「
『
道

徳
科
学
』
と
人
間
本
性
に
お
け
る
『
直
観
』
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
」
が

行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
、
プ
レ
ヴ
ォ
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
の
間

の
交
流
に
注
目
し
、
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
に
お
け
る
コ
モ
ン
セ
ン
ス

哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
伝
播
」
、
な
ら
び
に
「
フ
ラ
ン
ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
哲
学
の
継
承
」
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
（
一
五
〇
頁
）
。

　

著
者
は
ま
ず
、
ビ
ー
テ
ィ
の
哲
学
の
分
類
を
示
し
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の

「
道
徳
科
学
」
は
、
ビ
ー
テ
ィ
の
「
倫
理
学
」
に
相
当
す
る
と
指
摘
す
る
（
一

五
〇
頁
）
。
そ
し
て
、「
理
性
」
で
は
な
く
「
常
識
」
を
強
調
す
る
ビ
ー
テ
ィ

の
明
証
論
に
注
目
し
、
そ
の
「
常
識
」
概
念
及
び
直
観
的
原
理
に
基
づ
く

ヒ
ュ
ー
ム
批
判
を
共
通
項
と
し
て
、
ビ
ー
テ
ィ
、
キ
ャ
ン
ブ
ル
、
リ
ー
ド

の
関
係
性
を
示
す
（
一
五
九
―
一
六
二
頁
）
。
次
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学

派
に
お
け
る
コ
モ
ン
セ
ン
ス
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
伝
播
に
つ
い
て
、
互

い
に
交
流
の
あ
っ
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
プ
レ
ヴ
ォ
を
取
り
上
げ
、
両
者
の

カ
ン
ト
解
釈
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
哲
学
的
立
場
の
違
い
を

示
す
（
一
九
九
頁
）
。

　

最
後
に
、
プ
レ
ヴ
ォ
に
加
え
て
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
の
『
哲
学
体
系
比
較
史
』

を
取
り
上
げ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
伝
播
に
つ
い
て

さ
ら
に
議
論
を
進
め
る
。
著
者
は
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
と
プ
レ
ヴ
ォ
を
比
較
し

な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
哲
学
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
フ
ラ
ン
ス
へ
の
影
響
、
ま

た
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
影
響
を

説
明
す
る
（
二
一
〇
頁
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
示
さ
れ
た
「
新

し
い
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
像
」
に
即
し
て
、
本
書
の
ま
と
め
が
行
わ
れ
る
。
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書
評　

『
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
―
商
業
社
会
に
お
け
る
想
像
力

』

（
大
河
内
昌
著
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）

有
江
大
介

　

本
書
は
、
「
情
念
に
し
た
が
っ
て
利
益
を
追
求
す
る
社
会
は
調
和
し
う

る
の
か
―
―
こ
の
政
治
経
済
学
の
問
い
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
美
学
的
で
あ

り
、
し
か
も
近
代
英
国
の
道
徳
哲
学
か
ら
文
学
ま
で
を
貫
く
根
本
問
題

だ
っ
た
」
（
帯
）
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
に
著
さ
れ
た
労
作
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
の
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
論
（
本
書
第
十
四
章
）
か
ら
二
〇
一
九
年

の
ヒ
ュ
ー
ム
論
（
同
、
四
章
）
に
至
る
著
者
に
よ
る
ほ
ぼ
三
十
年
間
の
探

　

例
え
ば
、
著
者
も
言
及
し
て
い
る
『
自
然
法
と
万
民
法
』
第
二
篇
第
四

章
の
注
記
に
お
い
て
、
著
者
は
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
「
自
己
愛
」
を
、「
社

交
性
を
命
じ
る
、
「
正
し
い
理
性
」
に
基
づ
く
「
啓
発
さ
れ
た
自
己
愛
」

と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
同
箇
所
を
注
意
し
て
見
て
み
る
と
、
彼
は
ま
ず

人
間
を
（
一
）
「
神
の
被
造
物
」
、
（
二
）
「
神
に
よ
っ
て
肉
体
と
精
神
の
諸

能
力
を
授
け
ら
れ
た
」
存
在
、
（
三
）
「
自
然
の
状
態
に
よ
っ
て
必
然
的
に

同
胞
と
社
会
の
中
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
存
在
、
と
考
え

る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
「
神
へ
の
義
務
」
、
「
自
己
へ
の
義
務
」
、
「
他
者

へ
の
義
務
」
が
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
は
、
「
自
分
自
身

へ
の
愛
」
（
＝
「
啓
発
さ
れ
た
自
己
愛
」
）
を
、
神
が
人
間
に
授
け
た
諸
能
力

が
無
駄
に
な
ら
な
い
よ
う
に
「
自
己
保
存
」
と
「
自
己
改
善
」
に
励
む
よ

う
自
己
を
義
務
づ
け
る
源
泉
と
し
て
説
明
す
る
。
「
社
交
性
の
原
理
」
は
、

上
記
の
（
三
）
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
「
他
者
へ
の
義
務
」
か
ら
導
か
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
箇
所
の
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
自
身
の

議
論
か
ら
は
、
著
者
の
提
示
す
る
「
啓
発
さ
れ
た
自
己
愛
」
概
念
を
導
出

す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
本
書
に
つ
い
て
、
大
小
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
著
者
の
試
み
は
非
常
に
開
拓
的
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
所
々

に
議
論
の
不
備
は
あ
る
が
、
啓
蒙
主
義
の
新
た
な
見
取
り
図
を
示
そ
う
と

し
た
点
は
大
い
に
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
本
書
評
で
は
言
及
で
き
な
か
っ

た
が
、
さ
ら
な
る
展
開
が
期
待
さ
れ
る
個
別
の
論
点
も
多
く
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
は
、
既
存
の
啓
蒙
研
究
を
発
展
さ
せ
て
い
く
可
能

性
を
十
分
に
秘
め
た
力
作
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

（
た
け
い
・
け
い
す
け
／
社
会
思
想
史
）
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求
と
思
索
の
結
晶
で
あ
る
。
全
16
章
の
そ
れ
ぞ
れ
で
主
題
的
に
考
察
さ
れ

て
い
る
各
家
も
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
（
一
六
七
〇
―
一
七
三
三
）
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ

リ
ー
（
一
六
七
一
―
一
七
一
三
）
か
ら
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
（
一
七
二
八
―
一
八
三

四
）
、
メ
ア
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
（
一
七
九
七
―
一
八
五
一
）
に
至
る
長
期
間

の
十
数
名
に
上
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
情
念
に
基
づ
く
経
済
活
動
が
発
展

の
原
動
力
で
あ
る
と
同
時
に
破
綻
の
原
因
で
も
あ
り
、
美
学
的
な
徳
性
の

涵
養
が
そ
れ
ら
を
調
停
す
る
と
い
う
著
者
の
主
張
は
、
文
学
領
域
か
ら
社

会
思
想
史
や
経
済
思
想
史
へ
の
挑
戦
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
ど
う
応
え
る

か
が
、
読
者
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
学
会
員
に
は
そ
れ
ほ
ど
馴

染
み
の
な
い
分
野
で
も
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
本
書
の
目
次
を
以
下
に
示
す
。

序
論

　

第
Ⅰ
部　

道
徳
哲
学
に
お
け
る
美
学
と
批
評

第
1
章　

シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
に
お
け
る
美
学
と
批
評

第
2
章　

 

趣
味
の
政
治
学
―
―
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
、
ハ
チ
ス
ン
、
ス
ミ
ス

第
3
章　

ヒ
ュ
ー
ム
の
趣
味
論

第
4
章　

ヒ
ュ
ー
ム
の
虚
構
論

第
5
章　

ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
ミ
ス
と
市
場
の
美
学

第
6
章　

バ
ー
ク
の
崇
高
な
政
治
学

第
7
章　

 

身
体
の
「
崇
高
な
理
論
」
―
―
マ
ル
サ
ス
の
『
人
口
論
』

に
お
け
る
反
美
学
主
義

第
8
章　

 

市
民
社
会
と
家
庭
―
―
メ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ

ト
の
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』

　

第
Ⅱ
部　

文
学
に
お
け
る
政
治
・
法
・
商
業

第
9
章　

家
庭
の
政
治
学
―
―
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
『
パ
ミ
ラ
』

第
10
章　

 

徳
と
法
の
あ
い
だ
―
―
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
『
ク
ラ
リ
ッ

サ
』

第
11
章　

 

商
業
社
会
の
英
雄
譚
―
―
『
序
曲
』
に
お
け
る
ワ
ー
ズ
ワ

ス
の
記
憶
術

第
12
章　

ワ
ー
ズ
ワ
ス
と
崇
高

第
13
章　

『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
言
語
的
崇
高

第
14
章　

 

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
『
文
学
的
自
叙
伝
』
―
―
商
業
、
文
学
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

第
15
章　

 

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
政
治
的
象
徴
主
義
―
―
『
政
治
家
必
携
』

に
お
け
る
修
辞
法
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

第
16
章　

 

国
家
を
美
学
化
す
る
と
い
う
こ
と
―
―
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の

後
期
作
品
に
お
け
る
文
化
理
論
の
形
成

　
　

あ
と
が
き

　
　

注
・
主
要
参
考
文
献
・
索
引

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
期
間
に
わ
た
る
多
く
の
人
文
家
・
文
学
者
・
詩

人
そ
れ
に
ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
ミ
ス
ま
で
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
冒
頭

に
紹
介
し
た
問
題
意
識
か
ら
「
〔
か
れ
ら
の
〕
テ
ク
ス
ト
を
『
美
学
』
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ

ス
の
理
論
的
・
文
学
的
な
言
説
が
取
り
組
ん
で
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

問
題
を
明
ら
か
に
す
る
」
（
一
頁
）
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
た
め
の
著
者
の
方
法
は
、「
愚
直
に
文
学
テ
ク
ス
ト
の
精
読
を
遂
行
し
、

テ
ク
ス
ト
の
肌
理
に
存
在
す
る
矛
盾
や
錯
綜
の
中
に
歴
史
の
痕
跡
を
探
り
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へ
の
批
判
に
繋
が
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
う
し
た
ス
ミ
ス
解
釈
は
、
な

る
ほ
ど
経
済
思
想
史
家
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

著
者
の
そ
う
し
た
理
解
は
ど
こ
ま
で
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
議
論
の
前
提
と
な
る
『
道
徳
感
情
論
』
に
お
け
る
社
会
の

「
支
柱
」
と
し
て
の
交
換
的
正
義
の
理
論
は
、
著
者
の
言
う
よ
う
な
積
極

的
な
意
味
合
い
の
「
徳
性
」
と
い
う
よ
り
、
当
事
者
間
の
形
式
的
な
約
束

な
い
し
契
約
さ
え
守
れ
ば
い
い
と
い
う
「
消
極
的
正
義
」
の
宣
言
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
公
共
精
神
の
ひ
と
か
け
ら
も
な
い
と
ス

ピ
ノ
ザ
が
捉
え
た
オ
ラ
ン
ダ
こ
そ
、
商
業
活
動
が
交
換
契
約
の
上
に
広
く

展
開
し
た
が
故
に
、
も
っ
と
も
進
ん
だ
道
義
あ
る
商
業
社
会
と
ス
ミ
ス
は

見
な
し
た
の
で
は
な
い
か
（
「
法
学
講
義
」
B
ノ
ー
ト
）
。
ま
た
、
著
者
自
身

も
示
唆
し
て
い
る
が
、
理
性
の
合
理
的
な
選
択
や
判
断
で
は
な
く
、
人
の

自
然
的
欲
求
に
も
と
づ
く
「
奢
侈
の
快
楽
と
商
業
の
利
益
」
（
ヒ
ュ
ー
ム
）

を
社
会
進
歩
の
動
因
と
し
て
、
ス
ミ
ス
も
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
ら
と
は
異
な
っ

た
レ
ベ
ル
と
内
容
で
是
認
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ス
ミ
ス
に
よ
る
商
品
価
値
の
説
明
を
投
下
労
働
論
の
み
に
よ
っ

て
理
解
し
て
商
品
交
換
は
等
労
働
量
交
換
で
あ
る
と
著
者
は
断
定
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
ス
ミ
ス
理
解
と
し
て
は
明
ら
か
に
一
面
的
で
あ
る
。
実
際

に
は
『
国
富
論
』
で
は
支
配
労
働
論
の
説
明
の
方
が
量
的
に
も
多
く
、
し

か
も
機
会
費
用
の
原
型
に
あ
た
る
説
明
も
ス
ミ
ス
は
行
っ
て
い
る
。

　

商
品
と
そ
れ
を
生
産
す
る
労
働
と
市
場
で
の
貨
幣
価
格
と
の
相
互
関
係

に
つ
い
て
、
労
働
が
商
品
価
値
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
み
か
ら
著

者
は
以
下
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
（
一
一
〇
―
一
一
七
頁
）
。
商
品
価
値
を

価
格
と
し
て
表
示
す
る
貨
幣
な
い
し
そ
れ
を
代
替
す
る
紙
幣
は
、
「
商
品

当
て
る
」
（
三
一
八
頁
）
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

よ
り
具
体
的
な
著
者
の
立
場
は
、
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
美
や

道
徳
の
規
準
を
理
性
で
は
な
く
、
「
内
的
感
覚
」
、
「
道
徳
感
覚
」
、
「
趣
味
」

と
い
っ
た
「
想
像
力
に
属
す
る
能
力
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
」
の

で
あ
り
、
実
際
に
も
、
「
感
性
に
関
す
る
学
」
と
し
て
の
美
学
が
当
時
の

政
治
経
済
的
な
課
題
へ
の
応
答
で
も
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
一
頁
）
。

　

目
次
に
見
る
よ
う
な
膨
大
な
量
の
中
味
へ
の
評
を
こ
の
限
ら
れ
た
紙
幅

で
示
す
の
は
困
難
な
の
で
、
副
題
の
「
商
業
社
会
に
お
け
る
想
像
力
」
に

関
わ
る
部
分
に
の
み
コ
メ
ン
ト
を
し
た
い
。

　

著
者
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
ス
ミ
ス
の
思
想
は
「
そ
の
合
理
主
義
的
で
実
用

主
義
的
な
思
想
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
商
業
化
と
産
業
化
を
正
統
化
す
る
理
論

と
し
て
機
能
し
た
」
が
、
「
彼
ら
の
道
徳
哲
学
や
政
治
経
済
学
の
言
説
を

特
徴
づ
け
る
の
は
近
代
市
民
社
会
を
統
制
す
る
原
理
と
し
て
理
性
で
は
な

く
『
情
念
』
や
『
感
情
』
と
い
っ
た
人
間
精
神
の
想
像
的
な
能
力
を
重
視

す
る
姿
勢
で
あ
る
」
（
二
頁
）
と
見
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
の
想
像
力
理
論

か
ら
研
究
を
出
発
さ
せ
た
と
い
う
（
三
一
八
頁
）
著
者
に
し
て
、
な
る
ほ

ど
理
解
で
き
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
市
場
や
商
業
を
そ
う

し
た
「
想
像
力
」
に
依
拠
し
た
一
つ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
と
ら
え
、
そ
う
で

あ
る
が
故
に
、
本
来
的
に
不
安
定
で
破
綻
を
内
包
し
て
い
る
と
み
な
す
。

こ
の
評
価
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
も
ス
ミ
ス
も
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
も
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス

も
、
そ
の
功
罪
を
意
識
し
た
商
業
へ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
立
ち
位
置

に
い
る
と
す
る
著
者
の
見
地
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
。
特
に
、
十
八
世
紀

の
市
場
批
判
・
商
業
批
判
と
し
て
読
解
す
る
『
国
富
論
』
の
貨
幣
論
解
釈

（
一
一
〇
―
一
一
六
頁
）
は
、
そ
の
ま
ま
現
代
資
本
主
義
の
市
場
原
理
主
義
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続
け
、
こ
れ
は
「
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
に
も
〔
…
…
〕
ロ
マ
ン
主
義
小
説
に

も
現
れ
る
」
と
し
て
、
本
書
第
Ⅱ
部
の
文
学
で
の
議
論
に
移
っ
て
い
く
。

　

第
Ⅱ
部
で
の
議
論
こ
そ
著
者
の
本
領
発
揮
の
部
分
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
で
も
、
「
商
業
社
会
に
こ
そ
想
像
力
に
よ
る
道
徳
原
理
が
必
要
で
あ

る
」
と
い
う
著
者
の
主
張
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
ス
ミ
ス
に
対
し
て
と
同
様
に
、

た
と
え
ば
詩
人
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
担
わ
さ
れ
る
。
「
詩
人
と
い
う
社
会
的

指
導
者
、
文
学
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
教
育
装
置
」
に
よ
っ
て
商
業
社

会
が
健
や
か
に
保
た
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
（
二
二
六
頁
）
。

　

し
か
し
、
著
者
の
本
来
の
専
門
で
あ
る
、
詩
人
の
言
説
と
い
う
色
眼
鏡

を
通
す
作
業
を
経
る
こ
と
で
著
者
の
経
済
と
商
業
の
捉
え
方
の
抽
象
性
が
、

つ
ま
り
、
現
実
の
商
業
や
経
済
が
十
分
に
見
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
と
い
う
疑
念
が
、
か
え
っ
て
評
者
に
は
湧
い
て
く
る
。

　

「
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
独
自
性
は
、
商
業
の
道
徳
的
悪
影
響
に
対
す
る
解
毒

剤
と
し
て
、
詩
の
社
会
的
役
割
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
の
使
命

と
は
都
市
化
と
商
業
化
と
奢
侈
が
も
た
ら
す
堕
落
に
対
し
て
、
詩
と
い
う

手
段
で
抵
抗
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
二
二
四
頁
）
。
つ
ま
り
、
詩

人
は
商
業
社
会
に
抵
抗
す
る
「
英
雄
」
な
の
だ
と
著
者
は
言
う
（
第
11
章
「
商

業
社
会
の
英
雄
譚
」
）
。
し
か
し
、
待
っ
て
欲
し
い
。
十
八
世
紀
末
か
ら
ワ
ー

ズ
ワ
ー
ス
の
亡
く
な
る
十
九
世
紀
中
盤
ま
で
の
英
国
の
初
期
の
産
業
化
を

最
下
層
で
支
え
た
の
は
、コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
で
知
的
な
懇
談
を
楽
し
む
「
市

民
」
た
る
中
流
階
級
で
は
な
く
（
二
二
六
頁
）
、
世
帯
の
可
処
分
所
得
を
家

族
全
員
で
稼
ぎ
出
そ
う
と
す
る
識
字
率
の
低
い
膨
大
な
数
の
労
働
者
階
級

や
、
呼
売
り
商
人
の
よ
う
な
ペ
ニ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ス
ト
た
ち
で
は
な
か
っ

た
の
か
（
ミ
ッ
チ
ェ
ル
／
リ
ー
ズ
『
ロ
ン
ド
ン
庶
民
生
活
史
』
み
す
ず
書
房
）
。

に
内
在
す
る
労
働
量
を
名
目
的
に
表
現
す
る
だ
け
の
恣
意
的
な
記
号
に
過

ぎ
な
」
い
。
そ
の
結
果
、
労
働
は
「
市
場
と
い
う
記
号
体
系
の
中
心
に
」

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み
ず
か
ら
を
「
市
場
と
い
う
記
号
体
系
の
内
部

で
直
接
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
「
労
働
は
人
間
の
身
体
に
根

ざ
す
も
の
で
あ
り
」
、
「
物
質
的
な
も
の
で
」
「
市
場
を
支
え
る
中
心
点
に
」

あ
る
べ
き
な
の
に
対
し
、「
記
号
に
過
ぎ
な
い
金
銀
貨
を
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

化
」
し
た
「
貨
幣
と
い
う
記
号
だ
け
」
が
「
近
代
的
な
商
業
社
会
の
内
部

に
存
在
す
る
」
と
み
な
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、〝
想
像
力
⇓
貨
幣
フ
ェ
テ
ィ

シ
ズ
ム
⇓
現
実
と
の
乖
離
⇓
商
業
の
本
来
的
不
安
定
さ
〞
と
い
う
の
が
著

者
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
商
業
社
会
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
こ
そ
人
々

の
「
想
像
力
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
想
像
力
が
生
み
出
す
空
想
や
幻

想
こ
そ
商
業
社
会
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
は
時
に
「
健

全
な
範
囲
を
超
え
て
暴
走
す
る
」
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
事
実
誤
認
と
空
想

に
よ
っ
て
成
立
す
る
商
業
社
会
は
、
事
実
誤
認
と
空
想
に
よ
っ
て
崩
壊
す

る
危
険
を
常
に
内
包
し
て
い
る
」
（
一
一
七
頁
）
と
な
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
や
ス

ミ
ス
は
、
「
理
性
に
よ
っ
て
想
像
力
や
情
念
を
抑
え
込
め
ば
、
商
業
は
活

力
を
失
い
、
社
会
は
貧
し
く
な
っ
て
い
く
」
と
捉
え
、
そ
れ
に
対
抗
し
、「
洗

練
さ
れ
た
想
像
力
〔sym

pathy

：
評
者
〕
に
よ
っ
て
粗
野
な
想
像
力
を
統
制

す
る
」
こ
と
で
「
社
会
全
体
の
秩
序
と
調
和
が
保
た
れ
る
近
代
的
な
市
民

社
会
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
構
築
を
こ
こ
ろ
み
」
た
と
総
括
す
る
（
一
一
七
頁
）
。

こ
こ
に
お
い
て
、
読
者
な
い
し
評
者
は
本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
意
義
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
、
「
商
業
社
会
が
存
続
し
て
ゆ
く
か

ぎ
り
、
想
像
力
の
洗
練
に
よ
る
社
会
秩
序
の
維
持
と
い
う
問
題
が
」
残
り
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る
傾
向
と
は
言
え
、
今
の
時
代
に
不
自
然
・
不
可
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

濱
下
昌
宏
氏
の
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
、
坂
本
達
哉
氏
や
壽
里
竜
氏
の
ヒ
ュ
ー

ム
、
桑
島
秀
樹
氏
の
バ
ー
ク
、
中
澤
信
彦
氏
の
バ
ー
ク
や
マ
ル
サ
ス
に
つ

い
て
の
研
究
は
、
英
米
人
の
そ
れ
に
遜
色
な
い
と
思
う
が
い
か
が
で
あ
ろ

う
か
。

　

と
も
あ
れ
、
著
者
の
労
を
多
と
す
る
と
共
に
、
本
書
が
今
後
の
学
問
的

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
越
え
た
討
論
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

 

（
あ
り
え
・
だ
い
す
け
／
社
会
科
学
史
）

彼
ら
の
娯
楽
は
、
例
え
ば
、
投
げ
銭
賭
け
や
犬
の
ネ
ズ
ミ
殺
し
な
ど
で
あ
っ

て“R
ainbow

”

で
のTh

e child is father of the m
an. 

と
い
う
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
の
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
む
詩
人
の
洗
練
さ
れ
た
感
性
と
は
決
し
て
交
わ

ら
な
い
。
彼
ら
が
詩
を
読
む
わ
け
が
な
い
。
あ
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
コ
ウ

ル
リ
ッ
ヂ
の
『
リ
リ
カ
ル
・
バ
ラ
ッ
ズ
』
（
一
七
九
八
）
で
さ
え
、
初
刷
五

〇
〇
部
を
売
り
切
る
の
に
五
年
以
上
を
要
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
出
口

保
夫
『
イ
ギ
リ
ス
文
芸
出
版
史
』
研
究
社
出
版
）
。
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
文
化

を
考
え
る
な
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
のEssay

や
ア
デ
ィ
ソ
ン
のSpectator

に
見

る
よ
う
に
む
し
ろ
英
語
の
文
体
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
Ⅱ
部
で
は
特
に
著
者
の
商
業
社
会
把
握
の
観
念
性
が

強
く
出
て
く
る
。
確
か
に
、
ス
ミ
ス
貨
幣
論
の
説
明
が
、
古
風
な
マ
ル
ク

ス
経
済
学
的
解
釈
に
依
拠
し
て
い
る
な
ど
（
労
働
を
実
体
、
貨
幣
を
記
号
と

み
な
す
想
像
力
論
に
引
き
ず
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
思
わ
ぬ
誤
訳
が
一
一
二
頁
の

『
国
富
論
』
の
引
用
文
に
あ
る
）
、
想
像
力
に
帰
着
す
る
著
者
の
所
説
に
マ
ル

ク
ス
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
論
の
影
響
が
見
え
る
。
と
い
う
よ
り
、
重
要
な

と
こ
ろ
で
（
一
四
〇
、
一
五
六
、
一
八
一
頁
）
、
文
学
理
論
と
時
代
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
を
示
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
学
者
、
テ
リ
ー
・
イ
ー

グ
ル
ト
ン
に
依
拠
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
の
結
果
、
観
念
形
態
と
し

て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
＝
想
像
力
に
力
点
を
置
き
過
ぎ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

最
後
に
、
著
者
の
作
品
の
中
に
日
本
人
の
研
究
で
あ
る
こ
と
の
独
自
性

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
〝
脱
亜
入
欧
〞

の
研
究
姿
勢
の
せ
い
か
、
注
や
文
献
に
日
本
に
お
け
る
当
該
領
域
の
研
究

の
紹
介
と
対
峙
が
全
く
な
い
。
こ
れ
は
日
本
の
〝
洋
学
〞
に
現
代
ま
で
残
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を
志
す
も
の
が
持
つ
は
ず
の
社
会
的
「
責
任
倫
理
」
に
つ
い
て
厳
し
く
問

い
か
け
て
く
る
こ
と
に
、
感
銘
を
覚
え
た
。

　

本
書
の
編
別
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
問
題
提
起
を
す
る
「
序
章
」

に
、
本
論
と
し
て
、
第
一
章
「
コ
ン
ド
ル
セ
の
知
的
世
界
―
―
学
問
と
政

治
」
、
第
二
章
「
コ
ン
ド
ル
セ
と
ア
メ
リ
カ
の
経
験
」
、
第
三
章
「
新
し
い

秩
序
構
想
―
―
地
方
議
会
か
ら
国
民
議
会
へ
」
、
第
四
章
「
革
命
の
動
乱

と
共
和
国
」
が
続
き
、
最
後
に
結
論
を
の
べ
る
「
終
章
」
が
置
か
れ
て
い

る
。
本
書
は
数
多
く
の
諸
論
点
を
開
拓
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、
で
き
る

だ
け
概
要
の
枠
組
み
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
き

た
い
。

　

「
序
章
」
に
言
う
よ
う
に
、
本
書
は
、
「
理
性
の
時
代
」
と
主
知
主
義
的

に
把
握
さ
れ
る
「
〈
光
〉
の
世
紀
」
を
、
「
知
の
交
流
」
す
な
わ
ち
知
の
社

会
的
共
同
の
時
代
で
あ
り
、
「
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
の
分
離
」
に
よ
っ
て
で

は
な
く
「
人
々
の
共
同
」
が
困
難
な
社
会
変
革
を
推
進
す
る
時
代
と
捉
え

る
。
だ
か
ら
、
「
楽
観
的
な
進
歩
観
念
の
主
唱
者
」
と
い
う
通
俗
的
な
コ

ン
ド
ル
セ
像
も
廃
棄
を
必
要
と
す
る
の
だ
。

　

第
一
章
は
、
一
七
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
時
期
を
対
象
に
、
新
し
い
コ

ン
ド
ル
セ
像
の
成
立
を
論
じ
る
。
科
学
者
コ
ン
ド
ル
セ
が
、
数
学
に
お
け

る
「
蓋
然
性
」
の
概
念
を
、
一
方
で
、
全
て
の
科
学
の
真
理
判
断
の
基
礎

に
据
え
、
他
方
で
、
そ
う
し
た
「
蓋
然
性
」
に
基
づ
く
科
学
が
社
会
的
態

度
と
し
て
は
、
「
信
念
の
根
拠
」
の
提
示
と
相
互
認
識
に
基
づ
く
決
定
行

為
と
な
る
と
洞
察
し
た
と
い
う
説
明
は
、
斬
新
か
つ
独
創
的
で
あ
る
。
コ

ン
ド
ル
セ
は
、
「
集
合
的
な
決
定
が
真
理
に
適
う
仕
組
み
の
諸
条
件
」
を

見
極
め
る
視
座
を
得
て
、
「
科
学
か
ら
政
治
へ
」
の
道
を
切
り
開
き
、
主

　

書
評　

『
コ
ン
ド
ル
セ
と〈
光
〉の
世
紀 

 
 

―
―
科
学
か
ら
政
治
へ

』

（
永
見
瑞
木
著
、
白
水
社
、
二
〇
一
八
年
）

安
藤
隆
穂

　

現
代
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
は
、
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
」
に
代
表
さ

れ
る
幾
多
の
困
難
を
克
服
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
可
能
性
」
に
新
し
い
命
の
水
を
汲
み
取
る
思
想
的
源
泉
を
求
め
て
、「
コ

ン
ド
ル
セ
と
〈
光
〉
の
世
紀
」
の
政
治
思
想
史
的
再
解
釈
を
試
み
た
。
そ

の
緻
密
な
作
業
に
加
え
て
、
本
書
が
提
出
す
る
コ
ン
ド
ル
セ
像
が
、
学
問
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意
見
の
自
由
が
生
み
出
す
公
共
的
議
論
の
力
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ

を
涵
養
す
る
公
教
育
の
意
義
も
認
識
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
フ
ラ

ン
ク
リ
ン
に
学
び
、
共
和
主
義
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
章
は
、
コ
ン
ド
ル
セ
に
よ
る
最
初
の
政
治
秩
序
構
想
の
成
立
を
、

『
地
方
議
会
の
構
成
と
役
割
に
つ
い
て
の
試
論
』
（
一
七
八
八
年
）
を
中
心

に
検
討
す
る
。
コ
ン
ド
ル
セ
の
構
想
は
、
高
等
法
院
派
の
地
方
三
部
会
復

活
路
線
に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
テ
ュ
ル
ゴ
が
提
案
し
た
土
地
所
有

者
に
よ
る
平
等
的
地
方
議
会
の
設
置
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
テ
ュ
ル
ゴ
の
改
革
案
が
地
方
行
政
に
と
ど
ま
り
、
立
法
へ
の
展
望
も

欠
い
て
い
た
の
に
対
し
、
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
特
に
ヴ
ァ
ー

ジ
ニ
ア
憲
法
に
学
び
、
地
方
議
会
論
を
国
制
と
政
治
秩
序
の
構
想
へ
と
展

開
し
た
。
コ
ン
ド
ル
セ
の
創
案
し
た
議
会
は
、
テ
ュ
ル
ゴ
の
場
合
よ
り
広

範
な
土
地
所
有
者
を
市
民
と
す
る
共
和
政
の
政
治
秩
序
の
実
現
を
目
指
し

て
い
た
。
制
度
案
も
、
市
町
村
、
地
区
、
地
方
と
い
う
「
三
段
階
の
区
域

そ
れ
ぞ
れ
に
行
政
議
会
と
選
挙
議
会
の
二
種
類
の
議
会
」
を
設
置
す
る
な

ど
、
現
代
か
ら
み
て
も
新
鮮
で
あ
る
。
政
治
秩
序
の
基
礎
に
は
、
「
自
由

な
議
論
」
に
よ
る
「
公
共
の
意
見
の
力
」
の
成
熟
が
あ
る
と
い
う
視
点
が

一
層
強
化
さ
れ
、
人
民
の
「
共
通
意
見
」
の
成
長
に
合
わ
せ
た
漸
進
的
政

治
改
革
を
求
め
る
態
度
が
確
立
し
た
。

　

第
四
章
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
諸
画
期
に
分
け
て
、
全
国
三
部
会
復
活

路
線
に
対
抗
し
、
「
す
べ
て
の
市
民
の
統
合
」
と
し
て
国
民
議
会
を
実
現

し
よ
う
と
す
る
コ
ン
ド
ル
セ
の
奮
闘
が
、
共
和
政
擁
護
の
立
場
を
強
化
し

独
自
の
憲
法
論
を
生
み
出
し
て
い
く
過
程
に
即
し
て
示
さ
れ
る
。
詳
細
を

紹
介
で
き
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
一
七
九
一
年
六
月
の
国
王
逃
亡
事
件

体
と
し
て
の
民
衆
に
即
し
た
制
度
設
計
に
向
か
う
思
想
家
と
な
り
、
有
名

な
蓋
然
性
に
基
づ
く
多
数
決
論
を
書
き
、
多
数
の
冤
罪
事
件
を
め
ぐ
る

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
戦
い
を
支
援
し
、
王
権
改
革
派
テ
ュ
ル
ゴ
の
下
で
高
等

法
院
派
と
戦
い
、
司
法
改
革
、
出
版
の
自
由
と
商
業
の
自
由
を
擁
護
し
た

の
で
あ
る
。

　

第
二
章
は
、
テ
ュ
ル
ゴ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
コ
ン
ド
ル
セ
の
政
治
思
想

が
独
自
性
を
懐
胎
し
て
い
く
過
程
を
描
く
。
最
大
の
契
機
は
ア
メ
リ
カ
革

命
の
衝
撃
で
あ
っ
た
。
テ
ュ
ル
ゴ
も
コ
ン
ド
ル
セ
も
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立

に
、
「
自
然
権
の
尊
重
、
平
和
の
原
理
、
出
版
・
意
見
の
自
由
、
批
判
的

討
議
と
法
の
尊
重
の
両
立
、
中
央
政
府
の
権
力
に
対
す
る
市
民
の
監
視
活

動
な
ど
」
を
現
実
化
す
る
新
社
会
の
出
現
を
み
た
。
そ
れ
は
、
「
国
王
、

貴
族
院
、
庶
民
院
か
ら
構
成
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
混
合
政
体
的
な
国

制
」
か
ら
の
離
脱
と
独
立
で
あ
っ
て
、
高
等
法
院
派
が
理
論
的
根
拠
と
す

る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
法
の
精
神
』
の
権
力
均
衡
論
（
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ
ル
）

を
打
ち
破
る
現
実
的
展
望
で
も
あ
っ
た
。
テ
ュ
ル
ゴ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
「
諸
邦
連
合
の
形
成
」
に
、
土
地
所
有
者
に
よ
る
「
真
に
共
和
政
の

政
体
」
の
萌
芽
を
み
た
が
、
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
い
っ
そ
う
文
明
論
的
次
元

で
、
問
題
を
捉
え
た
。
『
ア
メ
リ
カ
革
命
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
影
響

に
つ
い
て
』
で
、
コ
ン
ド
ル
セ
が
ア
メ
リ
カ
革
命
を
、
「
公
共
の
幸
福
」

と
い
う
視
点
で
考
察
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
斬
新
で
深
い
読
み
で
あ

る
。
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
十
八
世
紀
思
想
に
お
け
る
「
幸
福
」
の
観
念
の
彫

琢
を
引
き
継
ぎ
、
「
諸
個
人
の
自
然
権
の
保
証
」
状
況
を
個
人
と
「
公
共

の
幸
福
」
の
実
現
水
準
に
お
い
て
判
断
し
た
。
自
然
権
の
社
会
的
具
体
化

が
把
握
さ
れ
、
「
正
義
の
精
神
」
と
立
法
の
基
礎
と
し
て
出
版
の
自
由
と
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ル
セ
は
、
一
方
で
、
法
の
簡
潔
性
と
公
開
性
さ
ら
に
は
人
民
に
よ
る
「
正

規
の
異
議
申
し
立
て
」
の
制
度
の
確
立
を
求
め
、
他
方
で
、
公
教
育
に
よ

る
知
の
普
遍
化
と
「
意
見
の
表
明
」
の
力
の
成
長
を
展
望
し
た
。
「
人
民

の
集
合
的
理
性
」
と
い
う
新
た
な
概
念
に
よ
っ
て
、
「
人
民
の
信
頼
に
支

え
ら
れ
た
共
和
国
の
秩
序
構
想
」
を
憲
法
構
想
と
し
て
提
示
し
、
ル
ソ
ー

に
対
峙
し
う
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
可
能
性
」
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

今
や
昔
話
と
な
る
が
、
政
治
思
想
史
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ト
ク
ヴ
ィ

ル
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
復
権
論
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
動
向
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
歴
史
学
に
お
け
る
修
正
主
義
に
連
動
し

て
い
た
。
修
正
主
義
は
、
そ
れ
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
に
依
拠
し
た
い
わ
ゆ
る

ジ
ャ
コ
バ
ン
史
学
を
批
判
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
的
文
明
史
に
革
命
と
そ
の
政

治
文
化
を
位
置
づ
け
直
し
た
。
政
治
思
想
に
つ
い
て
は
、
ル
ソ
ー
と
ジ
ャ

コ
バ
ン
独
裁
の
系
譜
へ
の
対
抗
軸
と
し
て
、
自
由
主
義
的
潮
流
を
模
索
し
、

テ
ュ
ル
ゴ
か
ら
コ
ン
ド
ル
セ
へ
の
系
譜
に
注
目
し
た
。
K
・
M
・
ベ
イ
カ
ー

の
研
究
を
代
表
に
、
コ
ン
ド
ル
セ
像
も
一
新
さ
れ
、
科
学
史
に
お
け
る
政

治
思
想
家
と
し
て
の
発
見
、
教
育
史
に
お
け
る
市
民
教
育
論
の
再
構
成
、

自
由
主
義
的
政
治
像
の
析
出
な
ど
が
精
力
的
に
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ

の
よ
う
な
当
時
の
新
研
究
は
、
直
接
に
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
・
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ロ
ー
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
を
代
表

に
、
政
治
思
想
史
の
研
究
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
主
義
を
政
治
的
自
由
主

義
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
自
由
主
義
に
対
置
し
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
的

性
格
が
明
確
と
な
る
ギ
ゾ
ー
以
降
に
関
心
を
集
中
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
へ
の

道
を
急
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
が
今
回
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
可
能
性
」
と
い
う
視
座
の
も
と
に
、
一
八
世
紀
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
政
治

（
ヴ
ァ
レ
ン
ヌ
事
件
）
以
降
共
和
主
義
が
勢
い
を
ま
す
中
で
、
共
和
政
を
直

接
民
主
主
義
に
よ
り
実
現
し
よ
う
と
す
る
ロ
ベ
ー
ル
夫
妻
の
グ
ル
ー
プ
と

こ
れ
を
疑
念
視
し
「
共
和
国
ア
メ
リ
カ
の
政
治
原
理
」
に
賛
同
す
る
ブ
リ
ッ

ソ
、
コ
ン
ド
ル
セ
、
ロ
ラ
ン
夫
人
の
グ
ル
ー
プ
と
の
対
抗
を
背
景
に
、
コ

ン
ド
ル
セ
を
追
跡
す
る
記
述
は
明
快
で
あ
る
。

　

特
に
、
「
人
民
の
主
権
の
行
使
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
」
ト
マ
ス
・
ペ
イ

ン
と
シ
ィ
エ
ス
と
の
論
争
へ
の
関
与
、
さ
ら
に
は
、
君
主
の
必
要
性
を
め

ぐ
る
シ
ィ
エ
ス
と
の
論
争
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ド
ル
セ
が
、
以
前
の
土
地
所

有
者
市
民
論
の
狭
隘
性
を
克
服
し
、
自
由
と
平
等
の
原
理
に
立
つ
共
和
政

的
政
治
秩
序
像
を
彫
琢
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
、
そ
の
分
析
は
す
る
ど

い
。
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
一
方
で
、
社
会
的
有
用
性
を
基
準
と
し
て
市
民
の

能
力
と
役
割
を
分
割
す
る
「
政
治
的
分
業
論
」
（
シ
ィ
エ
ス
）
を
批
判
し
、

市
民
的
政
治
的
平
等
論
を
徹
底
し
、
他
方
で
、
人
権
宣
言
論
に
つ
い
て
、

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
に
お
け
る
人
権
の
簡
潔
な
提
示
を
称
賛
し
、
フ

ラ
ン
ス
の
宣
言
で
の
「
公
共
の
秩
序
」
、
「
有
用
性
」
、
「
共
通
の
利
益
」
な

ど
の
言
葉
の
も
つ
曖
昧
性
を
批
判
し
、
政
治
権
力
の
制
限
論
を
強
化
し
た
。

　

総
括
的
に
言
え
ば
、
本
書
は
、
テ
ュ
ル
ゴ
か
ら
コ
ン
ド
ル
セ
へ
の
系
譜

に
、
ル
ソ
ー
に
対
抗
す
る
も
う
一
つ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
像
を
発
掘
し
、「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
可
能
性
」
の
水
脈
を
見
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
コ
ン
ド

ル
セ
は
政
治
秩
序
が
人
々
の
「
集
合
的
理
性
」
に
基
づ
く
と
力
説
し
た
が
、

そ
こ
に
は
、
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
の
立
法
論
の
克
服
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
の
政
治
的
自
由
が
主
に
立
法
者
を
選
ぶ
自
由
意
志
に
限

定
さ
れ
た
の
に
対
し
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
「
集
合
的
理
性
」
は
社
会
に
お
け

る
自
由
な
意
見
の
交
流
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ド
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て
い
る
。
そ
し
て
、
政
治
的
解
放
に
比
し
て
社
会
的
解
放
の
点
で
ア
メ
リ

カ
革
命
が
未
熟
で
あ
る
と
認
識
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
社
会
革
命
と
し
て

展
望
し
た
の
だ
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
経
済
学
の
視
点
は
、
コ
ン
ド
ル
セ

に
、
地
代
お
よ
び
土
地
所
有
者
の
存
在
認
識
の
変
革
を
促
し
、
テ
ュ
ル
ゴ

を
超
え
る
市
民
像
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

イ
ギ
リ
ス
社
会
像
に
つ
い
て
も
、
経
済
学
を
持
た
な
い
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
と
は
認
識
を
異
に
し
て
い
た
。
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
貴
族
復
活
の
原
因
が
、
ア
メ
リ
カ
革
命
を
誘
発
し
た
経
済
社
会
の
発

展
そ
の
も
の
に
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
商
業
と
社
会
的
分
業

が
惹
起
す
る
労
働
の
単
純
化
と
専
門
化
が
、
知
的
不
平
等
と
寡
頭
政
を
生

み
、
貴
族
の
復
活
基
盤
を
生
み
出
し
て
い
る
と
見
た
の
で
あ
る
。

　

女
性
の
抑
圧
の
問
題
も
、
コ
ン
ド
ル
セ
に
と
っ
て
は
、
旧
体
制
の
弊
害

の
み
な
ら
ず
、
革
命
の
生
み
出
す
新
し
い
分
業
社
会
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
コ
ン
ド
ル
セ
は
市
民
と
し
て
の
女
性
の
未
成
熟
の
原
因
を
教
育

の
欠
落
に
求
め
た
が
、
そ
れ
は
、
狭
く
公
教
育
の
み
な
ら
ず
、
分
業
社
会

に
お
け
る
モ
ラ
ル
成
立
の
条
件
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
実
際
、
公
教
育
論

に
お
い
て
、
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
に
学
ん
で
、
分
業

に
よ
る
人
間
の
奇
形
化
と
分
断
と
差
別
へ
の
対
抗
を
重
要
課
題
と
し
、
男

女
共
学
を
主
張
し
、
両
性
対
等
を
阻
む
社
会
に
対
峙
し
た
の
だ
と
思
う
。

　

本
書
で
は
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
人
民
へ
の
信
頼
と
漸
次
的
改
革
の
態
度
が

み
ご
と
に
再
構
成
さ
れ
た
が
、
肝
心
の
女
性
、
下
層
民
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
黒

人
奴
隷
な
ど
を
含
む
民
衆
像
に
は
多
様
性
と
具
体
性
が
乏
し
い
。
本
書
が

科
学
者
の
責
任
倫
理
を
喚
起
す
る
と
初
め
に
述
べ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
コ

ン
ド
ル
セ
の
目
に
、
彼
に
政
治
秩
序
の
構
想
を
促
す
民
衆
の
具
体
的
生
活

思
想
史
に
統
一
し
た
文
脈
を
提
示
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
い
。

　

本
書
の
コ
ン
ド
ル
セ
へ
の
回
帰
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
自
由
の

諸
モ
メ
ン
ト
の
復
権
の
た
め
に
、
と
り
わ
け
有
意
義
で
あ
る
と
思
う
。
ト

ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
平
等
原
理
の
も
た
ら
す
弊
害
を

警
戒
し
、
自
由
と
平
等
と
の
原
理
的
葛
藤
に
悩
ん
だ
。
コ
ン
ド
ル
セ
は
、

自
由
と
平
等
の
豊
穣
な
両
立
的
展
開
を
信
じ
て
い
た
。
本
書
は
、
コ
ン
ド

ル
セ
の
政
治
秩
序
構
想
か
ら
、
豊
か
で
多
様
な
自
由
の
諸
モ
メ
ン
ト
を
引

き
出
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
自
由
と
平
等
の
共
同
的
再
生
に
向
け

て
の
ヒ
ン
ト
を
提
示
し
た
。

　

今
後
に
向
け
て
、
二
点
ほ
ど
、
要
望
を
述
べ
た
い
。
第
一
は
、
本
書
で

は
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
論
争
相
手
の
思
想
分
析
が
十
分
で
は
な
い
。
テ
ュ
ル

ゴ
、
ネ
ッ
ケ
ル
、
シ
ィ
エ
ス
、
ル
ソ
ー
な
ど
と
の
対
比
的
分
析
を
深
め
、

コ
ン
ド
ル
セ
の
政
治
思
想
史
上
の
位
置
を
確
定
し
て
ほ
し
い
。
第
二
に
、

コ
ン
ド
ル
セ
は
、
政
治
秩
序
の
構
想
に
お
い
て
、
英
仏
の
経
済
的
自
由
主

義
か
ら
多
く
を
吸
収
し
た
が
、
経
済
学
へ
の
本
書
の
関
心
は
薄
い
。
そ
の

結
果
、
一
方
で
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
イ
ギ
リ
ス
像
に
つ
い
て
、
他
方
で
、
現

実
社
会
認
識
に
つ
い
て
、
分
析
の
メ
ス
が
鈍
っ
た
と
思
う
。
第
二
の
点
に

つ
い
て
の
み
、
も
う
少
し
具
体
的
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
本
書
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
ア
メ
リ
カ
論
は
、

レ
ナ
ル
の
議
論
に
関
連
す
る
文
明
論
で
も
あ
っ
て
、
主
題
は
、
政
治
論
だ

け
で
な
く
人
間
論
に
お
か
れ
て
い
た
。
事
実
、
同
時
期
コ
ン
ド
ル
セ
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
奴
隷
の
解
放
に
つ
い
て
、
自
然
権
論
に
基
づ
く

政
治
的
解
放
論
を
不
満
と
し
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
の
経
済
理
論
と
ス
ミ

ス
『
国
富
論
』
を
参
照
し
、
奴
隷
の
経
済
的
社
会
的
解
放
の
道
を
模
索
し
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評　

『
カ
ン
ト
に
お
け
る
倫
理
と
政
治 

 
 

―
―
思
考
様
式
・
市
民
社
会
・
共
和
制

』

（
斎
藤
拓
也
著
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
九
年
）

網
谷
壮
介

　

本
書
は
市
民
社
会
の
概
念
を
軸
に
、
カ
ン
ト
の
道
徳
・
政
治
思
想
の
全

体
像
を
捉
え
よ
う
と
す
る
力
作
で
あ
る
。
市
民
社
会
に
定
位
し
た
読
解
に

よ
っ
て
、
本
書
は
二
つ
の
重
要
な
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
共
和

制
の
思
想
が
実
践
哲
学
の
全
体
構
想
の
も
と
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
先
行

研
究
の
多
く
は
カ
ン
ト
の
法
と
徳
の
区
別
を
自
由
主
義
的
な
国
家
の
基
盤

や
人
民
と
し
て
の
怒
り
と
絶
望
と
希
望
と
が
、
ど
う
映
っ
て
い
た
か
を

も
っ
と
知
り
た
く
思
う
。

 

（
あ
ん
ど
う
・
た
か
ほ
／
フ
ラ
ン
ス
思
想
史
）
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概
念
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
は
、
道
徳
法
則
を
行
為
の
最
高
審
級

と
せ
ず
に
経
験
的
・
心
理
的
な
動
機
を
優
先
す
る
人
間
の
心
意
、
す
な
わ

ち
根
元
悪
の
問
題
で
あ
る
。
倫
理
的
自
然
状
態
を
脱
出
し
、
権
力
に
よ
る

強
制
を
伴
わ
な
い
徳
の
法
則
の
も
と
で
人
々
が
統
合
し
た
状
態
で
あ
る
倫

理
的
市
民
状
態
へ
と
移
行
す
べ
き
こ
と
が
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
構
想
の

枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し

た
倫
理
的
自
然
状
態
の
問
題
は
ル
ソ
ー
の
文
明
社
会
批
判
か
ら
引
き
継
が

れ
た
も
の
で
あ
る
（
本
書
は
ル
ソ
ー
の
文
明
社
会
批
判
と
共
和
制
の
思
想
が
カ

ン
ト
に
与
え
た
影
響
を
精
査
し
て
い
る
）
。
し
か
し
ル
ソ
ー
が
文
明
社
会
の
問

題
を
共
和
制
の
創
設
に
よ
っ
て
一
挙
に
解
決
し
う
る
と
考
え
た
の
に
対
し
、

カ
ン
ト
は
自
然
状
態
を
二
重
化
し
て
捉
え
た
。
法
律
的
市
民
状
態
に
よ
っ

て
解
決
が
図
ら
れ
る
問
題
と
、
倫
理
的
市
民
社
会
へ
の
移
行
が
求
め
ら
れ

る
倫
理
的
自
然
状
態
の
問
題
と
を
切
り
分
け
て
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
市
民
社
会
に
定
位
し
た
読
解
を
通
じ
て
、
本
書
は
共
和
主
義

の
思
想
家
と
し
て
の
カ
ン
ト
像
に
も
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
る
。
カ
ン
ト

は
人
間
の
権
利
に
完
全
に
適
合
し
た
国
家
体
制
を
共
和
制
と
呼
ぶ
。
従
来

の
研
究
で
は
、
共
和
制
の
制
度
構
想
（
人
民
主
権
、
機
能
的
権
力
分
立
）
と

そ
れ
へ
向
け
た
漸
進
的
改
革
の
主
張
に
も
っ
ぱ
ら
の
関
心
が
集
ま
っ
て
き

た
（
本
書
も
七
・
九
章
で
論
じ
て
い
る
）
。
こ
れ
に
対
し
て
本
書
は
、
「
市
民

の
道
徳
的
能
力
は
、
政
治
的
領
域
の
み
な
ら
ず
、
倫
理
的
領
域
を
も
視
野

に
含
め
た
『
市
民
社
会
』
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
人
間
の
諸
能
力
と
し
て

把
握
さ
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
」（
一
〇
頁
）
か
ら
出
発
す
る
こ
と
で
、

共
和
制
の
も
と
で
（
あ
る
い
は
そ
こ
へ
の
途
上
で
）
市
民
・
政
治
家
が
も
つ

べ
き
思
考
様
式
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
論
点
を
剔
抉
し
て

と
し
て
評
価
し
て
き
た
が
（
法
は
人
々
の
善
き
生
に
は
関
与
せ
ず
、
外
的
な
自

由
の
両
立
に
の
み
か
か
わ
る
）
、
本
書
は
カ
ン
ト
が
共
和
制
の
実
現
後
に
も

残
存
す
る
人
々
の
善
き
生
の
問
題
に
も
考
察
を
加
え
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
市
民
社
会
概
念
の
二
重
性
へ
の
着
目
に
よ
っ

て
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
先
行
研
究
で
は
「
上
か
ら
の
改
革
」

構
想
に
注
目
が
集
ま
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
本
書
は
そ
れ
と
同
時
に
カ
ン

ト
政
治
思
想
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
、
市
民
が
共
和
制
下
で
も
つ
べ
き

思
考
様
式
、
さ
ら
に
善
き
生
に
い
た
る
た
め
に
保
持
す
べ
き
思
考
様
式
を

提
示
し
て
い
る
。

　

確
か
に
、
カ
ン
ト
の
市
民
社
会
は
伝
統
的
なsocietas civilis

、
す
な
わ

ち
国
家
と
同
義
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
概
念
を
考
察
の
中
心
に
据
え
て

も
芳
し
い
成
果
は
期
待
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

本
書
の
白
眉
た
る
三
・
四
章
が
明
ら
か
に
す
る
通
り
、
カ
ン
ト
は
法
学
の

み
な
ら
ず
倫
理
学
に
お
い
て
も
自
然
状
態
と
市
民
社
会
（
市
民
状
態
）
と

い
う
概
念
対
を
用
い
て
議
論
し
て
い
る
。
法
学
に
お
い
て
自
然
状
態
は
、

人
々
が
共
通
し
て
服
す
る
法
律
と
裁
判
官
を
欠
い
た
暴
力
の
状
態
で
あ
り
、

人
々
は
自
ら
の
権
利
を
確
定
的
に
享
受
す
べ
き
な
の
だ
か
ら
、
人
民
の
共

通
意
志
が
立
法
す
る
法
律
に
と
も
に
服
従
す
る
市
民
状
態
へ
と
移
行
す
る

べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
自
然
状
態
か
ら
市
民
状
態

へ
の
移
行
の
論
理
は
、
倫
理
学
で
は
異
な
る
含
意
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て

い
る
。
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
で
の
宗
教
』
の
な
か
で
カ
ン
ト
は
法
律

的
自
然
状
態
・
市
民
状
態
と
倫
理
的
自
然
状
態
・
市
民
状
態
を
区
別
し
、

た
と
え
法
律
的
市
民
状
態
が
実
現
さ
れ
人
々
の
権
利
が
確
定
的
に
保
障
さ

れ
る
と
し
て
も
、
倫
理
的
自
然
状
態
は
残
存
し
う
る
と
述
べ
る
。
後
者
の
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い
る
。
市
民
が
も
つ
べ
き
思
考
様
式
は
、
政
治
に
お
い
て
は
、
万
人
の
統

合
さ
れ
た
意
志
か
ら
法
律
が
立
法
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
の
基
準

と
す
る
思
考
様
式
（
根
源
的
契
約
の
理
念
に
適
合
し
た
思
考
様
式
）
で
あ
り
、

道
徳
に
お
い
て
は
道
徳
法
則
を
そ
の
他
の
動
機
に
優
先
さ
せ
る
思
考
様
式

で
あ
る
。
第
二
部
（
四
―
六
章
）
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
市
民
が
こ
う

し
た
思
考
様
式
を
獲
得
す
る
の
はSelbstdenken

に
習
熟
す
る
過
程
、
す

な
わ
ち
啓
蒙
を
通
じ
て
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
理
性
の
公
共
的
使
用
を
通
じ

て
、
人
々
を
先
入
見
に
固
定
す
る
既
存
の
権
威
（
立
法
と
宗
教
）
に
批
判

が
加
え
ら
れ
、
市
民
は
先
入
観
か
ら
解
放
さ
れ
て
共
和
制
の
市
民
に
ふ
さ

わ
し
い
思
考
様
式
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
八
章
で
は
、
道

徳
的
政
治
家
が
も
つ
べ
き
思
考
様
式
が
知
恵
の
概
念
か
ら
読
解
さ
れ
て
い

る
。
政
治
に
お
け
る
知
恵
と
は
、
政
治
の
目
的
で
あ
る
幸
福
を
人
民
の
普

遍
的
意
志
と
の
合
致
と
い
う
制
約
の
も
と
で
模
索
す
る
思
考
様
式
で
あ
る
。

こ
の
思
考
様
式
の
も
と
で
政
治
家
は
自
ら
の
政
治
的
格
率
を
公
衆
の
吟
味

に
委
ね
、
市
民
と
と
も
に
公
的
意
志
形
成
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
は
カ
ン
ト
の
な
か
に
「
市
民
社
会
全
体
が
自
ら
を
刷

新
し
て
い
く
論
理
」
（
一
一
頁
）
を
見
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ

の
際
と
り
わ
け
評
者
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
倫
理
的
自
然
状
態

か
ら
倫
理
的
市
民
社
会
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
人
々
が
道
徳
法
則
を
行
為

の
最
高
審
級
と
し
、
他
の
動
機
よ
り
も
そ
れ
を
優
先
す
る
道
徳
的
思
考
様

式
を
獲
得
す
る
過
程
で
あ
る
（
三
章
）
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
こ

の
移
行
の
足
が
か
り
を
同
時
代
の
既
存
の
教
会
に
見
出
そ
う
と
し
た
。
確

か
に
教
会
は
歴
史
的
に
偶
然
的
な
事
実
に
根
拠
を
置
き
、
反
道
徳
的
な
内

容
も
含
ま
れ
る
啓
示
を
信
奉
し
て
、
礼
拝
宗
教
に
堕
し
て
い
る
。
し
か
し

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
啓
示
を
再
解
釈
し
て
、
そ
こ
に
道
徳
法
則
を
立
法
す

る
純
粋
理
性
へ
の
信
仰
と
合
致
す
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

既
存
の
教
会
は
そ
こ
か
ら
道
徳
的
な
心
術
形
成
を
図
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
道
具
と
し
て
役
立
つ
だ
ろ
う
。
し
ば
し
ば
具
体
性
を
欠
く
と
言
わ
れ
る

形
式
主
義
者
・
理
想
主
義
者
カ
ン
ト
が
、
倫
理
的
自
然
状
態
の
脱
出
の
た

め
に
現
実
の
教
会
制
度
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
を
詳
ら
か
に
す
る
本
書
は
、

新
鮮
な
驚
き
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

こ
う
し
て
本
書
は
近
年
日
本
で
発
表
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
法
・
政
治
想
研

究
の
単
著
の
な
か
で
も
、
群
を
抜
い
て
包
括
的
な
視
座
に
立
つ
だ
け
で
な

く
、
市
民
の
思
考
様
式
の
規
範
を
複
数
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
非
常
に
緻
密
に

抽
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る

）
1
（

。
た
だ
し
、
い
く
つ
か
の
問
題
・
課
題

も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

第
一
に
、
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
「
第
一
確
定
条
項
」
の
解
釈
に
つ
い

て
で
あ
る
。
七
章
で
は
支
配
形
態
は
「
主
権
を
も
た
な
い
統
治
者
、
政
府

（
元
首
）
を
構
成
す
る
人
格
の
数
」
（
二
二
五
頁
）
の
違
い
に
よ
る
分
類
だ

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
支
配
形
態
はform

a im
perii

で
あ
り
、

支
配
（im

perium

）
に
か
か
わ
る
以
上
、
こ
れ
は
主
権
の
在
処
に
関
す
る

区
別
と
捉
え
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
率
直
に
言
っ
て
評
者

に
は
「
第
一
確
定
条
項
」
全
体
の
含
意
は
読
み
取
り
に
く
く
、
ま
た
『
法

論
』
の
記
述
と
の
整
合
性
自
体
も
問
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
本
書
に
は
解
釈
確
定
の
手
続
き
が
不
足
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
本
書
の
思
想
史
方
法
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
は
自
然
状

態
・
市
民
社
会
の
対
概
念
に
定
位
し
た
カ
ン
ト
読
解
を
行
う
際
に
、
正
当

に
も
ホ
ッ
ブ
ズ
以
降
の
自
然
法
学
者
に
触
れ
て
概
念
の
変
容
を
跡
付
け
る
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て
教
会
を
管
理
す
る
政
治
の
問
題
」
（
一
三
九
頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ

と
す
れ
ば
、
純
粋
理
性
宗
教
に
合
致
し
な
い
既
存
の
教
会
の
信
徒
の
信
仰

の
自
由
、
概
し
て
宗
教
的
寛
容
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
例
え
ば
ハ

ン
タ
ー
は
近
年
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
の
宗
教
勅
令
こ
そ
寛
容
政
策
と
し
て
重
要

で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
む
し
ろ
寛
容
に
対
立
す
る
と
論
じ
て
い
る

）
3
（

。
カ
ン
ト

が
教
会
と
い
う
具
体
的
な
制
度
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
を
見
事
に
示
し
て

み
せ
た
本
書
だ
か
ら
こ
そ
、
も
う
一
度
こ
う
し
た
倫
理
的
市
民
状
態
の
構

想
が
（
外
的
自
由
の
両
立
に
し
か
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
）
法
律
的
市

民
状
態
の
構
想
と
整
合
的
で
あ
る
の
か
は
問
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
本
書
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
新
た
な
カ
ン
ト
の
政
治
思
想

解
釈
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
受
け
て
評
者

を
含
め
た
カ
ン
ト
研
究
者
が
新
た
に
取
り
組
む
必
要
の
あ
る
課
題
で
あ
る
。

 

（
あ
み
た
に
・
そ
う
す
け
／
政
治
思
想
史
）

注（
1
） 

日
本
人
に
よ
る
カ
ン
ト
の
法
・
政
治
思
想
研
究
は
こ
こ
数
年
間
で
一
挙

に
芽
吹
い
て
き
た
感
が
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
い
ま
や
古
典
と
な
っ
た
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
）

と
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
）
の
翻
訳
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
近
年
の

日
本
人
若
手
研
究
者
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
主
要
課

題
を
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ロ
ー
ル
ズ
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
接
続
す
る
金
慧
『
カ

だ
け
で
な
く
、
「
一
八
世
紀
の
共
和
主
義
の
変
容
の
文
脈
」
（
二
〇
頁
）
に

カ
ン
ト
を
位
置
づ
け
よ
う
と
も
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
筆
者

が
断
っ
て
い
る
よ
う
に
「
通
時
的
あ
る
い
は
共
時
的
な
思
想
史
的
比
較
」

（
一
四
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
例
え
ば
九
章
で
は
、

共
和
制
を
求
め
維
持
す
る
市
民
・
政
治
家
が
も
つ
べ
き
祖
国
的
思
考
様
式

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
文
脈
で
問
わ
れ
る
べ
き

テ
ー
マ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
答
え
た
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
と
い
う

問
い
は
、
ツ
ェ
ル
ナ
ー
と
ビ
ー
ス
タ
ー
の
論
争
か
ら
出
て
き
た
も
の
だ
が
、

そ
こ
で
は
啓
蒙
が
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
阻
害
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
背
景
に
は
ア
プ
ト
の
『
祖
国
の
た
め
に
死
ぬ

こ
と
』
（
一
七
六
一
）
や
メ
ー
ザ
ー
の
『
愛
国
者
の
空
想
』
（
一
七
七
五
―
八

六
）
と
い
っ
た
重
要
著
作
も
浮
か
び
上
が
る
。
こ
う
し
た
系
譜
に
カ
ン
ト

が
位
置
づ
け
ら
れ
れ
ば
、
一
見
し
て
『
理
論
と
実
践
』
で
唐
突
に
論
じ
ら

れ
る
祖
国
的
思
考
様
式
の
論
脈
も
理
解
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
、
カ
ン
ト
の
教
会
改
革
の
主
張
に
つ
い
て
も
文
脈
化
が
俟
た
れ
る
。
そ

う
し
な
け
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
主
張
が
当
時
の
国
家
教
会
体
制
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
ド
イ
ツ
啓
蒙
に
お
い
て
も
っ
た
意
義
を
評
価
で
き
な
い

）
2
（

。

　

最
後
に
理
論
的
な
観
点
か
ら
指
摘
し
た
い
の
は
、
倫
理
的
市
民
状
態
と

法
律
的
市
民
状
態
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
に
よ
れ
ば
「
宗
教
は

啓
蒙
に
よ
っ
て
歴
史
的
な
規
定
根
拠
や
法
規
か
ら
徐
々
に
解
放
さ
れ
、
最

終
的
に
は
「
純
粋
理
性
宗
教
」
が
一
切
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
」
（
一

二
七
頁
）
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
た
。
市
民
に
よ
る
理
性
の
公
的
使
用
が

進
め
ば
、
教
会
は
内
部
か
ら
自
発
的
に
改
革
さ
れ
る
と
い
う
見
通
し
を
カ

ン
ト
が
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
他
面
で
教
会
改
革
は
「
宗
教
政
策
に
よ
っ
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『
フ
ィ
ヒ
テ
―
―
「
二
十
二
世
紀
」
の
共
和
国

』

（
熊
谷
英
人
著
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

高
田 

純

　

本
書
は
修
士
論
文
を
基
礎
と
し
、
そ
の
後
の
内
外
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、

編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
フ
ィ
ヒ
テ
の
社
会
思
想

と
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
た
の
は
中
期
の
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
で
あ
り
、

初
期
の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
論
』
と
の
そ
の
関
係
が
話
題
と
な
っ
た
。
一
九

六
〇
年
代
以
降
に
は
イ
エ
ナ
期
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
と
後
期
の
『
国
家

論
』
の
研
究
が
進
展
し
、
初
期
や
後
期
の
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細

ン
ト
の
政
治
哲
学
―
―
自
律
・
言
論
・
移
行
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
七
年
）、

「
理
性
の
声
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
政
治
的
な
も
の
の
位
相
に
迫
っ
たO

ki 
M

asataka, K
ants Stim

m
e: Eine U

ntersuchung des Politischen bei 
Im

m
anuel K

ant 

（Berlin: D
uncker &

 H
um

blot, 2017

）、
カ
ン
ト
を
同

時
代
プ
ロ
イ
セ
ン
の
政
治
的
文
脈
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
拙
著
『
共
和

制
の
理
念
―
―
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
と
一
八
世
紀
末
プ
ロ
イ
セ
ン
の
「
理

論
と
実
践
」
論
争
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
八
年
）、『
法
論
』
の

精
緻
な
読
解
を
遂
行
す
る
石
田
京
子
『
カ
ン
ト　

自
律
と
法
―
―
理
性
批

判
か
ら
法
哲
学
へ
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。

（
2
） 

ド
イ
ツ
啓
蒙
の
特
色
の
一
つ
は
理
性
と
信
仰
の
対
立
・
融
和
の
問
題
で

あ
り
、
後
期
啓
蒙
で
も
信
仰
の
自
由
や
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
、
汎
神
論
争
と
い
っ

た
宗
教
と
政
治
の
関
係
に
ま
つ
わ
る
論
争
が
た
び
た
び
起
き
て
い
た
。

U
rsula G

oldenbaum
, D

ie öffentliche D
ebatte in der deutschen 

Aufklärung 1697–1796. Einleitung, in ders (hg.), Appell an das 
Publikum

. Teil. 1, Berlin: Akadem
ie Verlag, 2004, 1–118, hier 32–

79.

（
3
） Ian H

unter, K
ant ’s Religion and Prussian Religious Policy, M

odern 
Intellectual H

istory 2:(1), 2005, 1–27. K
ant ’s Political Th

ought in the 
Prussian Enlightenm

ent, in Elizabeth Ellis (ed.), K
ant’s Political 

T
heory: Interpretations and A

pplications, U
niversity Park, PA

: 
Pennsylvania State U

niversity Press, 2012, 170–207.
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大
き
な
問
題
の
一
つ
は
、
そ
こ
で
は
人
民
主
権

0

0

0

0

が
ど
こ
ま
で
貫
徹
さ
れ
て

い
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
人
民
の
陶
冶
の
問
題
と
密
接
に
関
係
す
る
。

す
で
に
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
は
、
人
民
の
陶
冶
が
制
約
さ
れ
て
い
る
と

見
な
さ
れ
て
お
り
、
後
期
に
こ
の
見
解
は
よ
り
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
著
者
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
こ
の
著
作
で
す
で
に
人
民
の
陶
冶
に
見
切

り
を
つ
け
た
と
断
定
す
る
。
彼
は
人
民
主
権
を
形
式
上
は
認
め
て
い
る
が
、

人
民
の
政
治
参
加
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
一
四
四
頁
）
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
誇
張
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
著
者
も
つ

ぎ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
統
治

者
が
社
会
契
約
（
共
通
意
志
＝
一
般
意
志
）
に
反
す
る
ば
あ
い
に
監
督
官
（
エ

フ
ォ
ー
ル
）
が
そ
の
非
に
か
ん
し
て
人
民
集
会
に
お
い
て
人
民
の
判
断
を

求
め
る
（
一
四
七
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
見
解
で
は
人
民
の
政
治
参
加
が
限
定

的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
人
民
集
会
に
お
け
る
人
民
の
自
己
決
定
と
い
う

ル
ソ
ー
の
見
解
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

イ
エ
ナ
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
監
督
官
制
（
エ
フ
ォ
ラ
ー
ト
）
は
人

民
主
権
の
理
念
の
担
保
の
た
め
の
鍵
と
い
う
性
格
を
も
つ
と
い
え
る
。
し

か
し
、
後
期
に
は
監
督
官
の
位
置
づ
け
は
変
化
し
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

人
民
主
権
も
よ
り
後
退
す
る
。
著
者
は
、
後
期
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
は
統

治
者
の
独
善
化
を
抑
制
す
る
役
割
は
監
督
官
か
ら
知
識
人
身
分
（
学
者
階

級
）
へ
移
行
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
（
三
八
六
頁
以
降
）
。
た
し
か
に
著
者

も
指
摘
す
る
よ
う
に
（
三
八
五
頁
）
、
監
督
官
の
告
発
を
受
け
て
判
断
を
下

す
べ
き
人
民
は
陶
冶
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
監
督
官
制
は
現
実
に
は
機
能

し
な
い
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
見
な
し
て
い
る
。
知
識
人
身
分
が
人
民
を
陶
冶
す

る
役
割
を
も
つ
こ
と
は
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
も
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、

に
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
で
は
南
原
繁
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治

哲
学
』
（
一
九
五
九
年
）
が
大
き
な
影
響
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
専

門
研
究
書
と
し
て
、
福
吉
勝
男
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
由
の
要
求
と
実
践
哲
学
』

（
一
九
八
五
年
）
、
近
年
に
は
清
水
満
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
社
会
哲
学
』
（
二
〇
一

三
年
）
、
拙
著
『
現
代
に
生
き
る
フ
ィ
ヒ
テ
―
―
フ
ィ
ヒ
テ
実
践
哲
学
研
究
』

（
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
最
も
若
い

世
代
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
者
に
属
す
熊
谷
氏
の
本
書
は
い
く
つ
か
の
点
で
斬

新
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

　

本
書
の
第
Ⅰ
部
で
は
、
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
論
』
ま
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
最

初
期
の
思
索
過
程
が
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
、
第
Ⅱ
部
で
は
、
『
自
然
法

の
基
礎
』
を
中
心
と
す
る
イ
エ
ナ
期
の
社
会
思
想
に
お
け
る
秩
序
構
想
と

そ
の
隘
路
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
第
Ⅲ
部
で
は
、
中
期
と
後
期
の
社
会
思
想

が
未
完
の
共
和
国
構
想
に
基
づ
く
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
な
か
で
著
者
の
問
題
意
識
を
最
も
鮮
明
に
示
し
て
い
る
の
は

第
Ⅲ
部
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
の
直
前
に
執
筆

さ
れ
た
草
稿
『
二
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
共
和
国
』
（
『
共

和
国
草
稿
』
）
が
注
目
さ
れ
、
こ
れ
と
の
関
係
で
中
期
と
後
期
の
社
会
思
想

に
新
し
い
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
副
題
が
『
「
二
十
二
世
紀
」

の
共
和
国
』
と
さ
れ
て
い
る
の
も
こ
の
よ
う
な
立
場
に
基
づ
く
。
こ
の
草

稿
は
、
他
の
論
稿
が
示
し
て
い
な
い
国
家
の
具
体
的
あ
り
方
に
言
及
し
て

お
り
、
中
期
と
後
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
展
開
に
お
い
て
、
〈
失
わ
れ

た
環
〉
と
い
う
べ
き
位
置
に
あ
る
。
今
回
の
書
評
で
は
紙
幅
の
制
約
の
た

め
、
第
Ⅲ
部
を
中
心
に
、
三
つ
の
テ
ー
マ
に
対
象
を
絞
り
た
い
。

　

ま
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
国
家
論
の
初
期
か
ら
後
期
へ
の
展
開
に
か
ん
す
る
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後
期
に
は
、
知
識
人
身
分
は
監
督
官
に
替
わ
っ
て
統
治
者
を
規
制
し
、
ま

た
統
治
者
を
選
任
さ
え
す
る
と
い
う
役
割
を
も
果
た
す
と
い
わ
れ
る
。
評

者
の
理
解
で
は
、
こ
れ
は
知
識
人
身
分
の
代
行
主
義
的
な
位
置
づ
け
で
あ

る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
人
民
主
権
の
理
念
を
か
ろ
う
じ
て
擁

護
し
よ
う
と
し
た
。

　

こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
著
者
は
知
識
人
身
分
と
民
衆
（
労
働
身
分
）
と

の
断
絶
を
強
調
す
る
（
二
五
五
頁
、
三
八
四
頁
）
。
氏
に
よ
れ
ば
、
『
共
和
国

草
稿
』
と
『
国
家
論
』
で
は
、
人
民
は
政
治
参
加
を
知
識
人
身
分
に
委
ね
、

自
分
の
職
務
に
専
念
す
べ
き
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
三
三
六
頁
、

三
八
九
頁
）
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
識
人
身
分
と
人
民
と
の
区
別
を

固
定
し
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
で
は
、
人

民
が
知
識
人
身
分
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
陶
冶
さ
れ
れ
ば
、
「
別
の

身
分
」
と
な
り
、
知
識
人
身
分
と
の
区
別
は
解
消
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
（
邦
訳
『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』
第
一
七
巻
、
二
四
頁
、
二
六
頁
）
。
後
期
に

は
こ
の
点
に
直
接
に
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
人
民
の
陶
冶
は
困
難
で

は
あ
る
が
、
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
見
解
は
維
持
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
著
者
も
本
書
の
末
尾
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
現
実
の
悲
惨
」
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「
人
類
の
陶
冶
へ
の
信
念
を
失
わ
ず
に
」
い
た
と
述
べ
て
お

り
（
四
〇
九
頁
）
、
こ
の
こ
と
は
人
民
の
陶
冶
に
も
該
当
す
る
と
い
え
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

つ
ぎ
に
、
国
家
の
機
構
に
か
ん
し
て
は
、
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
ド
イ
ツ
の

統
一
国
家

0

0

0

0

が
中
央
集
権
的
な
も
の
か
、
地
方
分
権
的
な
も
の
か
が
大
き
な

問
題
と
な
る
。
ド
イ
ツ
は
領
邦
制
の
も
と
で
長
い
あ
い
だ
本
来
の
統
一
国

家
を
も
て
な
か
っ
た
。
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
は
、
こ
の
こ
と
を
念
頭
に

お
い
た
統
一
国
家
へ
の
言
及
は
な
い
。
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
と
『
国

家
論
』
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
領
邦
と
統
一
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及

が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
が
注
目
す
る
『
共
和
国
草
稿
』
で
は
明
確
な

中
央
集
権
制
が
主
張
さ
れ
、
究
極
の
大
ド
イ
ツ
構
想
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

ス
イ
ス
、
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
さ
ら
に
チ
ェ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
一

部
を
含
む
）
と
も
結
合
し
て
、
拡
張
主
義
的
な
国
民
国
家
と
い
う
印
象
を

強
く
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
構
想
は
『
ド

イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
に
も
『
国
家
論
』
に
も
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

ら
の
論
稿
で
は
、
こ
の
構
想
が
秘
め
ら
れ
な
が
ら
、
維
持
さ
れ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
一
時
的
な
構
想
と
し
て
放
棄
さ
れ
た
の
か
。

　

こ
の
点
で
考
慮
に
値
す
る
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
で

あ
る
。
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
で
は
伝
統
的
な
領
邦
制
が
、
一
面
で
政

治
的
分
裂
を
生
み
出
し
た
と
し
て
批
判
さ
れ
る
が
、
他
面
で
は
そ
れ
ぞ
れ

の
領
邦
の
固
有
性
を
基
礎
に
し
た
緩
や
か
な
連
合
と
し
て
積
極
的
に
評
価

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
著
者
も
確
認
し
て
い
る
（
三
八
九
頁
以
降
）
。

ま
た
、
『
国
家
論
』
で
は
、
や
は
り
著
者
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
（
三

九
五
頁
以
降
）
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
国
民
（
民
族
）
の
統
一
」
（
国
民
的
統
合
）

が
個
人
の
自
由
と
自
立
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
中
央
集
権
へ
の
批
判
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
統
一
国
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
邦
の

固
有
性
と
多
様
性
を
尊
重
し
た
「
複
合
国
家
」
（
三
九
〇
頁
）
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。
（
ち
な
み
に
、
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
で
は
、
ド
イ
ツ
人
と
呼

ば
れ
る
人
々
は
ド
イ
ツ
語
を
共
通
と
す
る
人
々
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
伝

統
文
化
や
政
治
体
制
の
多
様
性
が
前
提
に
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
民
族
的
伝
統
を
も
た



173　●　〈書　評〉

し
て
お
り
、
こ
の
著
作
に
は
『
ド
イ
ツ
民
族
へ
の
呼
び
か
け
』
と
い
う
訳

を
充
て
て
い
る
。

　

近
代
に
お
け
る
国
民
国
家
の
典
型
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ィ
ヒ

テ
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
ド
イ
ツ
の
国
民
国
家
を
構
想
し
た
（
『
共
和
国

草
稿
』
は
そ
の
た
め
の
着
想
）
と
も
考
え
ら
れ
る
。
著
者
は
こ
の
よ
う
な
立

場
か
ら
、
『
共
和
国
草
稿
』
で
は
「
明
確
な
国
民
国
家
」
が
構
想
さ
れ
、

こ
れ
が
晩
年
の
『
思
索
日
誌
』
に
も
継
承
さ
れ
る
と
主
張
す
る
（
四
〇
七
頁
）
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
構
想
は
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
や
『
国
家
論
』

に
は
明
確
に
表
れ
て
い
な
い
。
私
見
で
は
、
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
で

は
国
民
国
家
に
た
い
し
て
慎
重
な
態
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ナ
ポ

レ
オ
ン
と
の
闘
争
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
リ
ア
ル
な
戦
略
に
基
づ
く
。

　

フ
ィ
ヒ
テ
が
ま
ず
め
ざ
す
の
は
、
ド
イ
ツ
人
（
ド
イ
ツ
の
さ
ま
ざ
ま
な
領

邦
に
居
住
す
る
人
々
）
が
ド
イ
ツ
の
民
族
的
、
文
化
的
統
一
（
ド
イ
ツ
語
を

基
礎
と
す
る
）
を
自
覚
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
教
育
を
実
施
す
る
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
化
的
統
一
と
政
治
的
統
一
は
相
互
に
関
連
し
て
お

り
、
統
一
国
家
の
も
と
で
真
の
民
族
的
文
化
的
統
一
が
実
現
さ
れ
る
と
い

う
面
も
あ
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
戦
略
上
、
文
化
的
統
一
を
先
行
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
闘
争
後
を
展
望
し
た
晩
年
に
お
い

て
も
維
持
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
国

民
国
家
と
し
て
の
共
和
国
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
考
」
に
基
づ
く
と
見
な
し

つ
つ
も
、
同
時
に
彼
の
「
怜
悧
な
現
実
認
識
」
に
も
注
目
し
て
い
る
（
四

〇
八
頁
以
降
）
。
彼
は
「
国
民
」
や
「
国
民
国
家
」
の
段
階
的
形
成
を
展
望

し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
共
和
国
草
稿
』
の
構
想
は
、
そ
の
具

体
的
内
容
の
点
で
修
正
さ
れ
、
留
保
さ
れ
な
が
ら
も
、
維
持
さ
れ
て
い
る

な
い
人
々
を
も
包
摂
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
）
著
者
は
晩
年
の
遺
稿
『
思

索
日
記D

iarium

』
を
根
拠
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
共
和
国
草
稿
』
に
お
い

て
と
同
様
に
、
後
期
に
も
国
民
国
家
を
構
想
し
な
が
ら
も
、
領
邦
制
か
ら

統
一
国
家
へ
の
段
階
的
移
行
に
つ
い
て
の
リ
ア
ル
な
認
識
を
示
し
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
（
四
〇
七
頁
以
降
）
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
少
な
く
と
も

過
渡
的
段
階
で
は
複
合
国
家
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う

か
。

　

最
後
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
国
民N

ation

と
国
民
国
家

0

0

0

0nation state

の
問
題
で
あ
る
。
〈N

ation

〉
の
強
調
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
ベ
ル
リ
ン

占
領
を
契
機
に
、
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
で
顕
著
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、

ド
イ
ツ
で
は
領
連
制
の
も
と
で
国
家
（
国
民
）
と
民
族
と
が
分
離
し
て
き

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
訳
語
と
し
て
〈N

ation
〉
に
は
「
国
民
」が
、〈Volk

〉

に
は
「
民
族
」
、
「
人
民
」
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
さ
い
に
は

国
民
は
政
治
的
意
味
（
国
家
の
成
員
）
を
基
本
と
し
、
民
族
は
文
化
的
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
意
味
を
基
本
と
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
著

者
は
、
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
で
は
〈N

ation

〉
と
〈Volk
〉
は
ほ
ぼ

同
義
で
あ
る
と
見
な
し
、
い
ず
れ
も
「
国
民
」
と
訳
す
。
評
者
も
、
両
者

を
機
械
的
に
訳
し
分
け
る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
両
者
は
多
く
の
ば

あ
い
政
治
的
な
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
意
味
の
も
の
で

あ
る
と
見
な
し
て
お
り
、
む
し
ろ
「
民
族
」
（
あ
る
い
は
祖
国
に
生
き
る
民
）

と
訳
す
方
が
適
切
と
考
え
る
。
〈D

eutsche N
ation

〉
へ
向
け
た
講
演

Reden

と
い
わ
れ
る
ば
あ
い
に
、
対
象
は
国
民
（
統
一
国
家
の
成
員
）
で
は

な
く
（
そ
の
よ
う
な
国
家
や
成
員
は
ま
だ
現
存
し
な
い
か
ら
）
、
共
通
の
文
化

を
も
つ
（
そ
れ
を
ま
だ
十
分
に
自
覚
し
て
い
な
い
が
）
民
族
で
あ
る
と
解
釈
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書
評　

『
ド
イ
ツ
啓
蒙
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界 

 
 

―
―
ク
ニ
ッ
ゲ
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー

』

（
笠
原
賢
介
著
、
未
來
社
、
二
〇
一
七
年
）

大
塚
雄
太

　

本
書
は
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
視
線
を
分
析
の
軸
に
お
く
ド
イ
ツ
思
想

史
研
究
と
し
て
、
際
立
っ
た
独
創
性
を
放
つ
。
レ
ッ
シ
ン
グ
に
焦
点
を
あ

て
る
第
二
章
が
重
き
を
な
す
が
、
前
後
各
章
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
新

し
い
思
想
地
図
が
切
り
拓
か
れ
て
も
い
る
。
著
者
の
丁
寧
な
記
述
に
沿
っ

て
、
そ
れ
を
辿
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
著
者
が
目
配
り
す
る
テ
キ
ス
ト
群
は
、

と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

著
者
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
共
和
国
構
想
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
「
真
の
意

味
で
の
、
あ
る
い
は
プ
ラ
ト
ン
的
意
味
で
の
」
も
の
と
し
て
積
極
的
に
評

価
す
る
（
本
書
、
一
〇
頁
、
四
〇
八
頁
）
。
ま
た
、
こ
の
構
想
は
「
未
完
」

に
終
わ
っ
た
点
で
、「
幻
想
」
と
も
呼
ば
れ
る
（
一
四
頁
、
三
二
一
頁
）
。
こ

こ
で
カ
ン
ト
に
お
け
る
政
治
的
理
念
（
プ
ラ
ト
ン
の
共
和
国
が
そ
の
先
例
と

見
な
さ
れ
る
）
と
の
接
続
が
想
起
さ
れ
う
る
。
カ
ン
ト
も
政
治
哲
学
に
お

い
て
理
念
を
高
く
掲
げ
な
が
ら
も
、
そ
の
粘
り
強
い
実
現
の
た
め
に
過
渡

的
措
置
を
リ
ア
ル
に
示
し
て
い
た
。
著
者
が
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
構
想
と
カ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
構
想
と
の
異
同
は
ど
こ
に
あ
る
か
も

政
治
思
想
史
の
う
え
で
興
味
深
い
。

　

著
者
は
ほ
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
政
治
哲
学
と
倫
理
学
と
の
関
係
、

プ
ラ
ト
ン
の
国
家
論
と
の
関
係
、
政
治
哲
学
と
知
識
学
と
の
関
係
、
政
治

と
宗
教
の
関
係
な
ど
に
か
ん
し
て
も
新
し
い
問
題
提
起
を
お
こ
な
っ
て
い

る
が
、
今
回
こ
れ
ら
に
コ
メ
ン
ト
す
る
余
裕
は
な
い
。
本
書
に
刺
激
さ
れ
、

フ
ィ
ヒ
テ
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
と
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
化
の
た
め
に
活

発
な
議
論
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

 

（
た
か
だ
・
ま
こ
と
／
社
会
思
想
史
、
倫
理
学
）
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会
に
人
間
交
際
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
ク
ニ
ッ
ゲ
の
批
判
精
神
を
描
き
出

す
。
身
分
的
特
権
が
「
庶
民
の
合
意
」
に
基
づ
く
こ
と
を
抉
る
点
に
、
フ

ラ
ン
ス
の
同
時
代
的
影
響
、
特
に
ル
ソ
ー
の
そ
れ
を
見
る
向
き
も
あ
る
が
、

『
交
際
術
』
は
急
進
に
走
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス

も
改
革
を
主
張
す
る
点
で
、
君
主
に
正
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ク
ニ
ッ

ゲ
は
、
社
交
を
通
じ
て
身
分
的
束
縛
が
緩
む
社
会
を
展
望
し
た
。『
交
際
術
』

は
、「
誠
実
」
だ
が
「
誤
解
を
受
け
、
見
過
ご
さ
れ
、
何
一
つ
成
功
し
な
い
」

人
に
、
「
媚
び
諂
う
こ
と
」
な
く
生
き
る
「
エ
ス
プ
リ
」
を
与
え
る
。
と

は
い
え
、
庶
民
と
貴
族
の
平
和
な
融
合
が
「
交
際
」
に
託
さ
れ
、
対
等
な

交
際
を
通
じ
て
「
庶
民
の
合
意
」
が
再
検
討
さ
れ
る
時
、
改
革
を
超
え
る

未
来
が
見
え
て
こ
な
く
も
な
い
。

　

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
『
社
交
的
な
振
舞
い
の
試
論
』
に
お
い
て
、

職
業
や
家
庭
で
の
思
考
の
固
着
を
融
解
さ
せ
る
圏
と
し
て
「
社
交
」
領
域

を
提
唱
し
た
。
相
互
性
を
本
質
と
す
る
空
間
で
、
共
同
体
的
基
盤
と
日
常

か
ら
離
れ
、
諸
個
人
は
自
由
か
つ
対
等
に
物
事
を
考
え
る
。
彼
の
い
う

G
esellschaft

は
、
「
集
ま
り
」
を
意
味
し
、
交
際
の
意
義
を
認
め
る
点
で

ク
ニ
ッ
ゲ
、
カ
ン
ト
と
共
通
す
る
。
た
だ
し
著
者
は
、
そ
の
「
集
ま
り
」
、

カ
ン
ト
の
食
卓
仲
間
の
「
談
話
」
が
、
成
員
を
選
ぶ
閉
鎖
性
を
帯
び
る
可

能
性
を
指
摘
し
、
ク
ニ
ッ
ゲ
が
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
強
調
す

る
。
一
方
で
カ
ン
ト
が
「
談
話
」
の
個
別
的
世
界
を
世
界
市
民
の
普
遍
的

世
界
へ
と
架
橋
す
る
時
、
『
交
際
術
』
と
の
重
な
り
も
見
え
て
く
る
。
こ

う
し
て
克
明
な
ヴ
ェ
ン
図
が
読
者
の
脳
裏
に
浮
上
す
る
。

　

ク
ニ
ッ
ゲ
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
『
エ
ル
ン
ス
ト
と
フ
ァ
ル
ク
』
第
四
・
五

対
話
を
出
版
し
た
。
同
作
品
で
は
、
当
時
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
閉
鎖
性

以
下
に
示
す
よ
り
も
は
る
か
に
膨
大
で
あ
る
。 

　

第
一
章
は
、
ク
ニ
ッ
ゲ
を
同
時
代
の
連
関
の
中
で
捉
え
る
。
著
者
は
一

九
九
三
年
に
『
人
間
交
際
術
』
（
以
下
『
交
際
術
』
）
を
訳
し
て
お
り
、
そ

の
着
眼
は
か
な
り
早
い
。
啓
蒙
が
ド
イ
ツ
観
念
論
や
ロ
マ
ン
主
義
の
克
服

対
象
と
さ
れ
る
一
方
で
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
「
社
交
の
世
紀
」
像
の

回
復
が
着
実
に
進
展
し
た
。
こ
の
流
れ
を
受
け
て
著
者
は
、
社
交
の
思
想

史
と
し
て
近
代
を
辿
り
な
お
す
。

　

著
者
は
ま
ず
、
カ
ン
ト
『
人
間
学
』
か
ら
、
社
交
に
関
す
る
豊
か
な
考

察
と
、
哲
学
史
的
カ
ン
ト
像
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
引
き
出
す
。
「
思
考
の
自

主
性
」
は
、
交
際
か
ら
摂
取
さ
れ
た
知
識
に
よ
る
補
強
吟
味
を
当
然
と
し

た
。
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
「
孤
立
し
な
い
こ
と
」
は
「
他
人
に
対
す

る
義
務
で
も
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
も
、
著
者
は
見
逃
さ
な
い
。
社
交
の
意

義
は
ク
ニ
ッ
ゲ
に
お
い
て
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
る
。
『
交
際
術
』
は
浅
薄

な
ハ
ウ
ツ
ー
本
で
は
な
い
。
そ
の
前
書
き
に
あ
る
よ
う
に
彼
は
、
交
際
の

規
則
に
「
道
徳
と
世
間
の
知
恵
に
根
ざ
し
た
体
系
」
を
見
た
。
身
分
的
閉

鎖
性
を
打
破
し
、
宮
廷
の
礼
儀
作
法
と
は
異
な
る
交
際
の
様
式
を
確
立
す

べ
く
ク
ニ
ッ
ゲ
は
、「
社
交
」
の
担
い
手
を
、
貴
族
や
市
民
を
こ
え
て
「
庶

民
」
へ
と
広
げ
よ
う
と
し
た
。

　

『
交
際
術
』
は
「
振
舞
い
の
文
学
」
の
系
譜
に
あ
る
。
そ
れ
は
キ
ケ
ロ
『
義

務
論
』
ま
で
遡
り
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
ベ
ー
コ
ン
ま
で
下
る
。
し
か
し
、「
徳

性
」
と
「
適
正
」
の
伝
統
的
連
関
が
徐
々
に
解
か
れ
、
「
振
舞
い
の
文
学
」

は
「
儀
礼
の
書
」
と
い
う
新
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
、
官
職
に
近
い
市
民
層

を
中
心
に
読
者
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
カ
ン
ト
の
み

な
ら
ず
、
ク
ニ
ッ
ゲ
を
辟
易
さ
せ
た
。
著
者
は
、
交
際
が
形
骸
化
し
た
社
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に
加
え
、
国
家
の
個
人
に
対
す
る
優
越
も
批
判
さ
れ
る
。
フ
リ
ー
メ
イ
ソ

ン
は
本
来
、
そ
う
し
た
国
家
の
あ
り
方
に
対
抗
す
る
役
割
を
演
ず
る
も
の

で
あ
り
、
身
分
的
分
断
や
宗
教
的
対
立
を
こ
え
、
違
い
を
認
め
合
う
世
界

へ
の
出
発
点
を
、レ
ッ
シ
ン
グ
は
真
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
「
談
話
の
場
」

に
見
た
。
彼
も
ま
た
、
人
間
交
際
の
世
界
的
な
可
能
性
を
模
索
し
た
。

　

第
二
章
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
へ
の
眼
差
し
が
検
討

さ
れ
る
。
分
析
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
『
カ
ル
ダ
ー
ヌ
ス
弁
護
』（
以
下
『
弁

護
』
）
か
ら
そ
れ
を
炙
り
出
す
試
み
は
、
国
際
的
に
も
貴
重
で
あ
る
。

　

レ
ッ
シ
ン
グ
の
関
心
は
、
ジ
ロ
ラ
モ
・
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
「
批
判
的
、
批

評
的
精
神
」
に
向
か
っ
た
。
偶
像
崇
拝
者
、
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
の
比
較
を
展
開
す
る
『
精
妙
さ
に
つ
い
て
』
が
、
キ
リ
ス
ト

教
の
絶
対
性
を
突
き
崩
し
、
無
神
論
者
と
の
嫌
疑
を
誘
発
し
た
と
見
て
、

レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
に
端
を
発
す
る
悪
評
か
ら
カ
ル
ダ
ー
ノ
の

救
済
を
図
る
。

　

救
済
は
、
す
で
に
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
た
。

彼
の
歴
史
に
対
す
る
分
析
的
態
度
は
、
『
歴
史
批
評
辞
典
』
を
大
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
押
し
上
げ
た
が
、
辞
典
的
有
用
性
と
と
も
に
、
底
流
す
る
批
判

的
精
神
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
思

想
論
争
の
「
道
具
」
と
化
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
時
代
遅
れ
と
さ
れ
た
『
歴

史
批
評
辞
典
』
は
、
ド
イ
ツ
で
は
歴
史
的
批
判
的
要
素
を
内
包
す
る
作
品

と
し
て
受
容
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
ゲ
ー
テ
も
ベ
ー
ル
の
「
迷
宮
」
に
踏

み
入
っ
た
。
そ
こ
に
官
能
へ
の
興
味
を
示
唆
す
る
点
は
、
人
間
を
読
み
解

く
著
者
の
力
量
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

ベ
ー
ル
の
影
響
下
に
あ
る
『
弁
護
』
は
、
『
歴
史
批
評
辞
典
』
の
「
カ

ル
ダ
ー
ノ
」
項
を
補
足
す
べ
く
、
彼
が
十
分
に
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
『
精

妙
さ
に
つ
い
て
』
に
分
け
入
る
。
ベ
ー
ル
は
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
批
判
に
功
名

心
を
読
み
取
っ
た
。
他
者
の
受
け
売
り
、
非
論
理
的
な
態
度
に
憤
慨
し
な

が
ら
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
キ
リ
ス
ト
教
擁
護
を
引
き
出
し

た
。
だ
が
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
無
神
論
者
と
の
謗
り
か
ら
カ
ル
ダ
ー
ノ
を
救

い
つ
つ
、
ユ
ダ
ヤ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
対
す
る
彼
の
見
解
を
も
訂
正
し
て

い
く
。
こ
う
し
て
別
の
文
脈
が
展
開
し
始
め
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
十
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
認
識
の
進
展
、

カ
ル
ダ
ー
ノ
が
描
く
イ
ス
ラ
ー
ム
に
内
包
さ
れ
た
野
蛮
、
ベ
ー
ル
に
よ
っ

て
押
さ
れ
た
「
偽
宗
教
」
の
烙
印
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の
考
察
の
背
景
に
あ
る
。

彼
は
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
弁
論
」
に
よ
っ
て
「
片
手
に
『
コ
ー
ラ
ン
』
、

片
手
に
剣
」
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
は
誤
り
で
あ
る
と
し
た
。
著
者
は
、

ベ
ー
ル
に
見
ら
れ
る
寛
容
思
想
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
な
が
ら
、
イ
ス

ラ
ー
ム
に
対
す
る
伝
統
的
評
価
を
正
す
レ
ッ
シ
ン
グ
像
を
浮
上
さ
せ
る
。

「
『
真
理
』『
虚
言
』『
理
性
』
と
い
っ
た
言
葉
」
は
、『
弁
護
』
で
の
カ
ル
ダ
ー

ノ
救
済
に
際
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
を
示
す
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
た
。

し
か
し
、
救
済
の
一
方
で
彼
の
異
教
徒
理
解
を
問
い
た
だ
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
キ
リ
ス
ト
教
側
に
批
判
的
視
線
を
転
じ
、
「
詭
弁
」

や
「
無
知
」
を
含
む
と
し
て
そ
の
絶
対
化
を
も
退
け
、
さ
ら
に
は
そ
う
し

た
視
線
を
イ
ス
ラ
ー
ム
側
に
も
注
ぐ
の
で
あ
る
。
彼
は
、
「
真
理
を
自
分

の
絶
対
的
確
実
性
の
狭
い
限
界
の
中
に
封
じ
込
め
」な
い
。
こ
れ
ま
た
「
迷

宮
」
の
相
を
呈
す
る
『
弁
護
』
の
二
重
の
文
脈
に
あ
っ
て
、
著
者
の
導
き

は
巧
妙
で
あ
る
。

　

読
者
や
観
衆
を
含
み
込
ん
で
著
者
は
、
『
弁
護
』
を
社
会
的
文
脈
に
も
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関
係
と
「
偶
然
」
を
介
し
て
人
間
の
「
変
容
（
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
）
」
が

必
然
と
さ
れ
、
移
動
と
交
流
に
よ
る
流
動
性
は
人
種
概
念
を
も
飲
み
込
む
。

た
だ
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
多
様
性
と
流
動
化
を
「
人
類
」
と
い
う
普
遍
的
次

元
に
収
束
さ
せ
る
。
普
遍
性
や
理
性
の
拒
否
、
あ
る
い
は
啓
蒙
批
判
と
い

う
断
定
は
妥
当
で
は
な
い
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
普
遍
性
や
理
性
と
い
う
言
葉
の
実
質
で
あ
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
限
ら
ず
、

各
思
想
家
の
言
説
に
即
し
た
厳
密
な
意
味
の
解
明
が
肝
要
で
あ
る
。

　

ヘ
ル
ダ
ー
は
幸
福
概
念
に
も
唯
一
の
中
心
を
与
え
な
い
。
幸
福
は
諸
個

人
の
内
面
に
あ
り
、
場
所
の
個
別
性
とG

lück

の
作
用
を
受
け
る
。
個
人

が
歯
車
と
化
す
国
家
も
、
幸
福
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
官
房
学
的

発
想
に
基
づ
く
国
家
観
は
批
判
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ヘ

ル
ダ
ー
は
時
代
的
趨
勢
を
努
め
て
問
い
直
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宗

教
や
国
家
に
束
縛
さ
れ
た
幸
福
概
念
、
上
か
ら
の
近
代
化
を
推
進
す
る
絶

対
主
義
体
制
、
と
り
わ
け
こ
れ
ら
が
根
付
い
た
ド
イ
ツ
の
現
状
を
問
う
ヘ

ル
ダ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
啓
蒙
の
極
点
に
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
多
く

の
中
心
は
独
自
の
啓
蒙
の
展
開
過
程
を
辿
る
。
一
方
で
ヘ
ル
ダ
ー
の
視
野

に
は
、
人
類
な
る
普
遍
性
と
の
関
係
が
あ
る
。
「
公
正
と
平
衡
の
大
い
な

る
掟
」
、
そ
れ
を
担
保
す
る
「
誠
実
」
が
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
超
え

た
人
類
の
共
通
項
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、
カ
ン
ト
的
で
あ

り
、
ス
ミ
ス
的
で
も
あ
る
。
啓
蒙
の
過
程
に
は
「
伝
統
」
の
功
罪
も
関
与

す
る
。
著
者
が
指
摘
す
る
『
イ
デ
ー
ン
』
の
複
眼
と
付
随
す
る
入
り
組
ん

だ
展
開
は
、
前
章
の
レ
ッ
シ
ン
グ
を
想
起
さ
せ
る
。
「
人
類
の
教
育
」
は

知
識
と
経
験
の
緩
や
か
な
蓄
積
に
よ
る
が
、
そ
こ
に
未
来
を
展
望
す
る
未

完
の
『
イ
デ
ー
ン
』
も
ま
た
、
啓
蒙
的
作
品
と
い
え
よ
う
。

お
く
。
そ
こ
で
明
瞭
に
な
る
の
は
、
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
レ
ッ
シ
ン
グ
を

理
解
す
る
際
に
重
要
だ
と
い
う
確
信
を
持
た
せ
る
の
は
、
彼
が
硬
直
化
し

た
も
の
の
見
方
、
常
識
、
レ
ッ
テ
ル
な
ど
を
ま
と
め
て
批
判
的
考
察
に
晒

す
こ
と
で
、
読
者
や
観
衆
の
自
律
的
判
断
を
促
す
こ
と
で
あ
る
。
無
神
論

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
脆
弱
さ
、
諸
宗
教
に
滲
む
不
寛
容
、
特
定
宗
教
に
回

収
さ
れ
な
い
世
界
の
あ
り
よ
う
な
ど
、
『
弁
護
』
に
は
絶
対
的
優
位
が
ど

こ
に
も
存
在
し
な
い
。
ゆ
え
に
『
弁
護
』
は
、
曇
り
な
き
目
を
も
っ
て
最

終
地
点
に
あ
る
読
者
に
判
断
を
委
ね
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
見
据
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
を
越
え
て
人
間
と
い
う
地
平
に
立
つ
。
彼

の
啓
蒙
は
、
カ
テ
ゴ
リ
に
よ
っ
て
語
り
尽
く
せ
ぬ
複
雑
さ
を
持
つ
。
し
か

し
そ
の
複
雑
は
、
抽
象
に
逃
げ
な
い
。
深
い
森
を
歩
む
作
品
そ
の
も
の
が
、

啓
蒙
と
は
何
か
を
物
語
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
姿
勢
に
著
者
の
姿
が
重
な
り
、

本
書
は
二
重
に
味
わ
い
深
い
。

　

第
三
章
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
『
イ
デ
ー
ン
』
を
扱
う
。
ヘ
ル
ダ
ー
研
究
は
近

年
、
関
連
す
る
思
想
家
の
研
究
に
も
支
え
ら
れ
、
わ
が
国
で
も
進
展
し
て

い
る
。
啓
蒙
対
反
啓
蒙
な
る
短
絡
を
退
け
る
著
者
の
問
題
意
識
は
、
濱
田

真
『
ヘ
ル
ダ
ー
の
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
思
想
』
（
鳥
影
社
、
二
〇
一
四
年
）
で
指

摘
さ
れ
た
、
十
八
世
紀
の
時
代
性
に
即
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
の
思
想
の
全
体
を

捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
動
向
に
重
な
る
。
本
書
の
貢
献
も
、
そ
う
し
た
動

向
の
中
に
位
置
を
占
め
る
。

　

太
陽
系
と
し
て
地
球
を
捉
え
る
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
唯
一
の
中
心
を
設
定
し

な
い
。
中
心
は
「
こ
こ
、
君
の
立
つ
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
閉
じ

た
モ
ナ
ド
の
散
在
を
意
味
し
な
い
。
著
者
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
風
土
か
ら
派

生
す
る
相
互
依
存
関
係
の
強
調
に
、
和
辻
と
の
相
違
を
見
て
と
る
。
相
互
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す
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
い
。
無
論
、
彼
ら
の
間
に
対
立
点
は
あ
る
。
だ

が
著
者
は
、
対
立
よ
り
共
通
項
を
引
き
出
す
こ
と
で
、
啓
蒙
の
世
紀
の
実

像
に
迫
り
得
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
遺
産
に
「
省
察
の
運
動
を
引
き
起

こ
す
」
力
を
指
摘
す
る
本
書
は
、
社
会
思
想
史
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
る
べ

き
対
象
が
、
ま
だ
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
て
く
れ
る
。

 

（
お
お
つ
か
・
ゆ
う
た
／
社
会
思
想
史
）

　

と
こ
ろ
で
、
『
歴
史
批
評
辞
典
』
の
ド
イ
ツ
へ
の
伝
播
過
程
で
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
弁
神
論
が
付
加
さ
れ
、
歴
史
の
読
み
解
き
方
を
め
ぐ
っ
て
争
点

が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
も
熟
知
し
て
い
た
。
た
だ
し
彼
は
、

弁
神
論
に
は
依
拠
せ
ず
、
ベ
ー
ル
を
下
敷
き
と
し
て
「
偶
然
」
に
意
味
を

見
出
し
て
い
る
。
個
別
的
な
も
の
は
歴
史
や
世
界
に
埋
没
し
な
い
。
人
類

な
ど
抽
象
概
念
に
過
ぎ
な
い
、
人
間
た
ち
だ
け
が
存
在
し
た
と
い
う
ゲ
ー

テ
の
歴
史
観
も
ヘ
ル
ダ
ー
に
響
い
た
だ
ろ
う
と
著
者
は
言
う
。

　

『
イ
デ
ー
ン
』
最
終
部
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ど
の
よ
う
に
考
察

さ
れ
る
か
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
言
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
諸
民
族
の
混
合

は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
精
神
」
を
形
成
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
「
賦
形

剤
」
に
過
ぎ
な
い
、
と
。
多
様
性
と
流
動
化
の
論
理
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も

適
用
さ
れ
、
そ
こ
は
「
国
民
的
性
格
の
ゆ
る
や
か
な
解
消
」
に
向
か
う
地

域
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
教
師
」
は
多
分
野

に
及
び
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
存
在
し
た
。
ア

ラ
ビ
ア
語
文
学
は
ス
ペ
イ
ン
経
由
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
波
及
し
、
プ
ロ
ヴ
ァ

ン
ス
語
文
学
の
成
立
を
促
し
た
と
ヘ
ル
ダ
ー
は
見
る
。
そ
れ
は
「
啓
蒙
」

の
伝
播
で
あ
っ
た
。
「
窓
の
あ
る
モ
ナ
ド
」
の
相
互
交
流
が
「
変
容
」
を

も
た
ら
し
な
が
ら
、
多
様
な
個
性
を
形
作
る
。
そ
れ
は
個
人
の
「
社
交
」

の
過
程
で
も
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
可
能
性
を
、
人
々
の
結

合
の
場
と
し
て
の
都
市
や
ツ
ン
フ
ト
や
大
学
に
見
た
。
も
っ
と
も
、
交
流

は
既
存
の
生
活
世
界
の
破
壊
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
。
「
変
容
」
の
先
は
「
迷

宮
」
で
あ
る
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
言
う
、や
が
て
地
球
を
包
む
で
あ
ろ
う
「
あ

る
ひ
と
つ
の
人
間
性
と
理
性
」
は
、
多
様
を
認
め
、
尊
重
す
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
思
想
家
の
多
く
は
、
同
時
代
に
属
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書
評　

『
隠
さ
れ
た
奴
隷
制
』

（
植
村
邦
彦
著
、
集
英
社
、
二
〇
一
九
年
）

山
本 

圭

　

本
書
の
目
的
は
、
お
よ
そ
三
五
〇
年
に
も
わ
た
る
奴
隷
制
の
社
会
思
想

史
を
た
ど
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
と
奴
隷
制
の
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係

を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
は
奴
隷
制
を
前
提
と
す
る
、
そ

し
て
資
本
主
義
は
奴
隷
制
を
必
要
と
す
る
。
」
だ
と
す
る
と
、
奴
隷
制
は

必
ず
し
も
過
去
の
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
私
た
ち
は
資
本
主
義
の
も
と
で

例
外
な
く
奴
隷
制
の
社
会
に
生
き
て
い
る
。
こ
れ
が
本
書
を
つ
ら
ぬ
く

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
え
よ
う
。

　

本
書
の
お
お
ま
か
な
構
成
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
章
か
ら
第
四
章

ま
で
は
「
思
想
史
パ
ー
ト
」
で
あ
り
、
社
会
思
想
史
で
は
お
馴
染
み
の
思

想
家
た
ち
―
―
た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ル
ソ
ー
、
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
、
ス
ミ
ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
な
ど
―
―
の
奴
隷
制
に
つ

い
て
の
見
解
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
教
科
書
的
に
は
、
社
会
契
約
や

法
、
あ
る
い
は
市
場
と
い
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
と
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
の

多
い
社
会
思
想
史
を
、
「
奴
隷
制
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
た
ど
り
な
お

す
そ
の
叙
述
は
、
思
想
家
ら
の
あ
ま
り
知
ら
れ
ざ
る
一
面
を
照
ら
し
出
す

点
で
独
特
の
緊
張
感
を
備
え
る
も
の
だ
。
つ
づ
い
て
、
本
書
の
後
半
部
で

は
現
代
社
会
が
検
討
の
対
象
に
な
る
。
現
代
の
「
隠
さ
れ
た
奴
隷
制
」
を

も
た
ら
し
た
も
の
は
新
自
由
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
こ
の
新
し
い

奴
隷
制
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
処
方
箋
が
提
示
さ
れ
る
。

　

本
書
の
議
論
を
要
約
的
に
示
し
て
お
こ
う
。
第
一
章
は
、
啓
蒙
の
世
紀

が
「
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
経
営
す
る
黒
人
奴
隷
制
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
の
最
盛
期
で
も
あ
っ
た
」
（
二
四
頁
）
こ
と
を
示
す
も
の
だ
。
た
と
え

ば
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
、
カ
ロ
ラ
イ
ナ
植
民
地
の
土
地
所
有
者
と
し
て
間

接
的
に
奴
隷
を
所
有
し
、
さ
ら
に
は
奴
隷
貿
易
に
も
出
資
し
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
時
期
は
、
奴
隷
貿
易
が
利
益
を
生
む
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
っ
た
頃
で

も
あ
り
、
ロ
ッ
ク
も
し
っ
か
り
そ
れ
に
一
枚
噛
ん
で
い
た
と
い
う
わ
け
だ
。

そ
れ
よ
り
も
厳
し
い
評
価
を
受
け
て
い
る
の
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、『
法
の
精
神
』
に
お
け
る
「
黒
人
奴
隷
制
に
つ
い
て
」

や
「
奴
隷
制
に
関
す
る
権
利
の
真
の
起
源
」
と
い
っ
た
章
に
お
い
て
、
ア

ジ
ア
の
専
制
国
家
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
「
自
由
」
の
価
値
を
称
揚
し
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か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
賃
金
労

働
者
に
よ
る
「
自
由
な
労
働
」
が
も
た
ら
す
不
平
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
本
人
の
努
力
の
結
果
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

い
や
し
か
し
、
賃
労
働
に
は
本
質
的
に
奴
隷
制
め
い
た
も
の
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
明
晰
に
認
識
し
た
人
物
こ
そ
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
そ
の
人

で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
が
賃
労
働
を
「
隠
さ
れ
た
奴
隷
制
」
と
呼
ん
だ
の

は
、
単
な
る
比
喩
以
上
の
意
味
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
着
想
を
ジ
ョ

ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ブ
レ
イ
と
い
う
一
人
の
急
進
派
か
ら
得
て
、
そ
こ
に

ひ
ね
り
を
加
え
て
受
け
止
め
た
。な
ぜ
現
在
の
自
己
決
定
に
も
と
づ
く
「
自

由
な
」
労
働
が
間
接
的
奴
隷
制
と
呼
ば
れ
る
の
か
？　

そ
れ
は
労
働
者
が

現
実
に
は
自
由
で
は
あ
り
え
ず
、
賃
労
働
へ
と
強
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
し
た
「
隠
さ
れ
た
奴
隷
制
」
の
も
と

で
み
ず
か
ら
を
自
由
な
商
人
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
ら
れ
て
い
る
労
働
者
に

む
け
て
、
そ
の
詐
術
に
気
づ
き
「
並
外
れ
た
意
識
」
を
も
つ
よ
う
呼
び
か

け
て
い
た
の
だ
。

　

さ
て
、
以
上
が
思
想
史
パ
ー
ト
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
問

題
意
識
は
、
私
た
ち
が
生
き
る
こ
ん
に
ち
に
ま
で
ま
っ
す
ぐ
に
通
じ
て
い

る
。
本
書
の
後
半
部
で
は
舞
台
を
現
代
に
移
し
、
現
代
社
会
に
生
き
る
人
々

が
奴
隷
制
か
ら
解
放
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
事
態
は
い
っ
そ
う
深
刻
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
時
代
か
ら
一
五
〇
年

た
っ
た
い
ま
、
現
代
の
奴
隷
制
を
準
備
し
た
新
自
由
主
義
の
戦
略
は
い
っ

そ
う
狡
猾
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
五
章
の
分
析
は
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
。
新
自
由
主
義
の

言
説
は
、
自
立
や
自
己
責
任
を
人
々
に
強
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
「
人
的
資

な
が
ら
、
同
時
に
黒
人
奴
隷
制
を
自
明
視
し
て
い
た
人
物
と
し
て
槍
玉
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
の
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
や
『
社
会
契
約

論
』
は
、
こ
う
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
問
い

に
付
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
黒
人
奴
隷
制
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
な

が
ら
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
批
判
し
た
人
物
と
し
て
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
紹

介
さ
れ
る
。

　

第
二
章
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
も
ま
た
、
黒
人
奴
隷
制

必
要
論
に
対
し
異
議
を
唱
え
た
。
た
だ
し
ポ
イ
ン
ト
は
そ
の
批
判
の
理
由

で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
『
道
徳
感
情
論
』
に
お
け
る
道
徳
的
観
点
か
ら

の
奴
隷
制
批
判
よ
り
も
、
『
国
富
論
』
に
お
け
る
「
奴
隷
制
の
経
済
学
」

に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
ス
ミ
ス
は
経
済
学
の
観
点
か
ら
、
奴
隷
労
働
よ
り

も
「
自
由
な
」
労
働
者
の
ほ
う
が
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
よ
い
こ
と
、

奴
隷
制
は
そ
れ
ほ
ど
割
に
合
わ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し

こ
こ
に
は
す
で
に
不
吉
な
予
感
が
あ
る
。
奴
隷
よ
り
も
コ
ス
パ
が
よ
い
と

さ
れ
た
労
働
者
は
、
労
働
貧
民
と
し
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
す
る

と
ス
ミ
ス
の
そ
れ
は
「
「
自
由
な
」
労
働
者
が
「
労
働
貧
民
」
と
し
て
生

き
る
ほ
か
な
い
社
会
を
「
文
明
社
会
」
と
し
て
肯
定
し
追
認
す
る
経
済
学
」

（
七
六
頁
）
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
第
三
章
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
が
検
討
さ
れ
る
。
本
書
が
依
拠

す
る
ス
ー
ザ
ン
・
バ
ッ
ク
モ
ー
ス
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
チ
―
―
普
遍
史

の
可
能
性
に
む
け
て
』
（
岩
崎
稔
・
高
橋
明
史
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

一
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
」
を
論
じ
る
ヘ
ー
ゲ
ル

の
念
頭
に
は
ハ
イ
チ
革
命
が
あ
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
奴
隷
制
が
不
正
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
の
自
由
を
否
定
す
る
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ト
は
じ
つ
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
グ
レ
ー
バ
ー
、

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
、
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン
の
「
社
会

的
連
帯
経
済
」
な
ど
、
幅
広
い
議
論
を
参
照
し
つ
つ
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
の

可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
終
章
で
は
著
者
の
結
論
と
し
て
、
資
本
主
義
的
な
奴
隷
制
と
決

別
し
、
自
由
に
な
る
た
め
の
「
階
級
闘
争
」
が
提
言
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も

奴
隷
を
一
箇
の
階
級
と
み
な
し
う
る
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
こ
こ

で
階
級
闘
争
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
見
た
目
よ
り
も
う
少
し
さ

さ
や
か
な
も
の
、
あ
る
い
は
も
っ
と
日
常
的
な
も
の
だ
。
つ
ま
り
「
残
業

を
拒
否
し
て
定
時
で
帰
る
こ
と
、
休
日
出
勤
を
拒
否
し
て
し
っ
か
り
休
む

こ
と
、
年
次
有
給
休
暇
を
放
棄
せ
ず
に
取
得
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
「
会
社
を
辞
め
る
こ
と
、
雇
わ
れ
続
け
る
の
を
辞
め
る
こ
と
」
、
さ

ら
に
「
今
ま
で
と
は
違
う
働
き
方
を
模
索
す
る
こ
と
、
地
域
の
中
で
身
近

な
人
び
と
と
協
同
す
る
暮
ら
し
方
を
構
築
す
る
こ
と
、
分
子
状
の
小
さ
な

拠
点
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
」
（
二
四
九
―
二
五
〇
頁
）
で

あ
る
と
い
う
。

　

少
々
長
く
な
っ
た
が
、
以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
本
書
は
一
般
読

者
を
想
定
し
た
新
書
形
式
で
あ
る
も
の
の
、
労
働
と
資
本
を
め
ぐ
っ
て
き

わ
め
て
啓
発
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
パ
ク
ト

な
書
物
に
す
べ
て
を
求
め
る
の
は
も
と
よ
り
野
暮
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の

上
で
、
さ
し
あ
た
り
三
つ
の
疑
問
を
提
示
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
に
、
本
書
の
話
題
は
マ
ル
ク
ス
か
ら
新
自
由
主
義
へ
と
や
や
駆
け

足
で
ス
ラ
イ
ド
す
る
。
し
か
し
、こ
こ
で
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
「
ニ
ュ
ー

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
よ
う
な
社
会
改
革
思
想
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る

本
」
と
い
う
考
え
方
が
広
く
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
労
働
者
は
自
分
自

身
に
投
資
す
る
「
資
本
家
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

私
た
ち
が
書
店
や
列
車
の
あ
ち
こ
ち
で
み
か
け
る
「
自
己
啓
発
」
の
類
も

ま
た
、
こ
う
し
た
人
的
資
本
論
と
セ
ッ
ト
で
現
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
労
働
者
は
自
発
的
に
み
ず
か
ら
の
知
識
と
ス
キ
ル
を
向
上
す
る
よ
う

た
え
ず
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
（
近
年
の
大
学
の
ジ
ョ
ブ
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
の

過
度
な
業
績
志
向
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
）
。
こ
う
し
た
「
強
制
さ
れ
た
自

発
性
」
と
い
う
巧
み
な
戦
略
が
、
現
代
の
奴
隷
制
を
覆
い
隠
す
「
新
し
い

ヴ
ェ
ー
ル
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　

「
奴
隷
制
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
」
と
題
さ
れ
た
第
六
章
で
は
、
こ
う
し

た
新
し
い
奴
隷
制
に
抵
抗
す
る
た
め
の
処
方
箋
が
検
討
さ
れ
る
。ケ
ネ
ス
・

ポ
メ
ラ
ン
ツ
『
大
分
岐
』
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
近
代
資
本

主
義
を
可
能
に
し
た
の
は
、
人
々
の
勤
勉
さ
や
倹
約
で
は
な
く
奴
隷
制
で

あ
っ
た
。
「
奴
隷
制
が
な
け
れ
ば
、
資
本
主
義
は
な
か
っ
た
。
近
代
資
本

主
義
世
界
シ
ス
テ
ム
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
奴
隷
制
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
は
不
可
欠
だ
っ
た
」
（
二
一
二
頁
）
の
で
あ
り
、
「
隠
さ
れ
た
奴
隷
制
」

も
ま
た
、
ま
ち
が
い
な
く
こ
ん
に
ち
の
資
本
主
義
を
支
え
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
私
た
ち
に
は
ど
の
よ
う
な
抵
抗
が
可
能
だ
ろ
う
か
？　

参

照
さ
れ
る
の
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
コ
ッ
ト
が
『
ゾ
ミ
ア
』
で
描
い
た
国
家

が
課
す
強
制
労
働
や
兵
役
か
ら
逃
れ
た
人
々
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
下
層

階
級
」
や
「
従
属
的
集
団
」
に
よ
る
組
織
化
さ
れ
な
い
「
日
常
型
の
抵
抗
」

（
た
と
え
ば
だ
ら
だ
ら
仕
事
を
し
た
り
、
サ
ボ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
遵
法

闘
争
の
よ
う
な
も
の
）
と
し
て
の
「
イ
ン
フ
ラ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
（
底
流

政
治
）
」
な
ど
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
く
び
き
か
ら
の
「
脱
出
」
の
ヒ
ン
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と
は
、
彼
ら
が
そ
う
し
た
状
況
を
シ
ニ
カ
ル
に
受
け
入
れ
て
い
る
証
拠
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

「
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
し
て
い
る
こ
と
を
よ
く

知
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
ら
は
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
」と
い
う
ス
ロ
ー

タ
ー
ダ
イ
ク
の
言
葉
が
あ
ま
り
に
も
し
っ
く
り
と
き
て
し
ま
う
こ
う
し
た

状
況
を
前
に
、
離
脱
に
向
け
た
本
書
の
呼
び
か
け
が
ど
こ
ま
で
説
得
的
で

あ
る
か
は
疑
問
が
残
る
。

　

と
は
い
え
、
本
書
が
広
く
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
多

く
の
人
々
が
自
分
た
ち
の
労
働
の
あ
り
方
に
つ
い
て
反
省
的
に
捉
え
て
い

る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
前
半
部
の
手
堅
い
思
想
史
か
ら
後
半
部
の
具
体

的
な
実
践
に
架
橋
す
る
本
書
の
見
事
な
手
際
の
よ
さ
は
、
思
想
史
の
語
り

が
持
つ
魅
力
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

 

（
や
ま
も
と
・
け
い
／
政
治
学
）

べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
潮
流
が
十
九
世
紀
の
市
場
原
理
主
義
的
な
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
戦
後
福
祉
国
家
を
思
想
的
に
準
備
し
た
よ
う

に
、
マ
ル
ク
ス
以
後
の
社
会
思
想
も
現
実
の
不
平
等
や
隷
属
化
に
無
関
心

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
で
も
労
働
時
間
の
短
縮
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
、
資
本
主
義
か
ら
一
足
跳
び
に
離
脱
す
る
少
し
手
前
の
、
き

め
の
細
か
い
交
渉
も
戦
略
的
に
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
現
在
の
労
働
環
境
か
ら
脱
却
す
る
と
い
う
本
書
の
処
方
箋
は
、

組
合
な
ど
で
積
極
的
に
活
動
で
き
な
い
「
弱
い
自
己
」
の
も
の
と
し
て
提

示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
素
朴
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
会
社
を
辞

め
て
新
し
い
生
き
方
を
模
索
す
る
よ
う
な
生
き
方
、
言
い
換
え
れ
ば
現
在

の
環
境
か
ら
身
を
引
き
離
し
、
ま
っ
た
き
の
偶
然
性
に
委
ね
る
よ
う
な
生

き
方
を
選
択
で
き
る
の
は
む
し
ろ
か
な
り
強
い
自
己
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？　

そ
う
考
え
る
と
、
逃
げ
る
結
果
と
し
て
不
確
実
な
生
き
方
を
呼
び

か
け
る
本
書
の
提
案
に
も
ま
た
、
ど
こ
か
新
自
由
主
義
的
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。
た
と
え
ば
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
奴
隷
で
あ
る
」
と
し
、
（
本
書
と
同
時

期
に
刊
行
さ
れ
た
）
近
著
『
ブ
チ
抜
く
力
』
（
扶
桑
社
）
で
は
会
社
へ
の
依

存
度
を
下
げ
、
起
業
や
副
業
を
勧
め
る
与
沢
翼
と
の
奇
妙
な
親
和
性
を
ど

う
考
え
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
決
定
的
な
こ
と
に
、
い
ま
や
奴
隷
制
が
隠
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

と

す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
？　

お
り
し
も
こ
の
書
評
を
準
備
し
て
い
る
あ
い

だ
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
リ
ス
ク
に
身
を
曝
し
つ
つ
、
な
お
も
通
勤

す
る
人
た
ち
で
あ
ふ
れ
る
日
本
型
満
員
電
車
が
な
に
か
と
話
題
に
な
っ
て

い
た
し
、
な
に
よ
り
人
々
が
し
ば
し
ば
（
奴
隷
と
ほ
と
ん
ど
同
義
語
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
）「
社
畜
」
と
い
う
言
葉
で
み
ず
か
ら
を
表
象
し
て
い
る
こ
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書
評　

『
戦
後
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
』

（
根
津
朝
彦
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）

庄
司
武
史

　

か
つ
て
、
文
筆
に
携
わ
る
人
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
指
す
「
操
觚
者
」

と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
パ
ソ
コ
ン
の
文
字
入
力
ソ
フ
ト
の

変
換
候
補
に
も
挙
が
っ
て
こ
な
い
。
「
觚
」
は
元
来
、
文
字
を
記
す
四
角

い
竹
片
・
木
片
を
意
味
し
た
が
、
今
日
な
ら
さ
し
ず
め
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
I 

C
レ
コ
ー
ダ
だ
ろ
う
か
。

　

S 

N 

S
ツ
ー
ル
の
普
及
と
も
相
俟
っ
て
、
多
く
の
人
が
「
觚
」
を
「
操
」
っ

て
発
信
者
・
発
言
者
と
な
り
得
る
現
代
が
メ
デ
ィ
ア
史
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
史
の
画
期
と
言
わ
れ
て
久
し
い
。
だ
が
本
書
で
著
者
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
担
い
手
と
し
て
「
ま
ず
も
っ
て
主
要
な
ア
ク
タ
ー
」
と
位
置
づ
け

る
の
は
現
場
の
一
人
ひ
と
り
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
文
学
者
で
あ
り
、
つ

ま
り
本
来
の
字
義
に
お
け
る
「
操
觚
者
」
で
あ
る
。
戦
後
日
本
に
お
け
る

そ
う
し
た
操
觚
者
た
ち
の
思
想
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
本
書
の
テ
ー
マ
と

議
論
は
、
そ
の
意
味
で
か
な
り
硬
派
な
部
類
に
入
る
。
だ
が
本
書
は
、
著

者
一
流
の
平
易
か
つ
懇
切
な
叙
述
に
貫
か
れ
て
お
り
、
外
見
ほ
ど
取
っ
つ

き
に
く
く
は
な
い
。
関
心
が
あ
る
方
は
硬
派
な
見
た
目
に
臆
す
る
こ
と
な

く
、
是
非
、
本
書
を
手
に
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　

各
部
・
各
章
の
表
題
を
頁
数
（
括
弧
内
の
数
字
。
注
を
含
む
）
と
と
も
に

紹
介
し
て
お
こ
う
。

序　

章　

戦
後
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史
の
核
心
（
一
〇
）

　

第
Ⅰ
部　

日
本
近
現
代
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史
の
特
質

第
一
章　

「
不
偏
不
党
」
の
形
成
史
（
一
一
）

第
二
章　

一
九
六
〇
年
代
と
い
う
報
道
空
間
（
六
五
）

　

第
Ⅱ
部　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
到
達
点　

第
三
章　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
先
駆
者
・
戸
坂
潤
（
二
〇
）

第
四
章　

荒
瀬
豊
が
果
た
し
た
戦
後
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
（
五
八
）

　

第
Ⅲ
部　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
戦
後
史

第
五
章　

企
業
内
記
者
を
内
破
す
る
原
寿
雄
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
観

　
　
　
　
　
　

（
二
五
）
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し
て
、
と
り
わ
け
一
九
六
〇
年
代
の
報
道
空
間
を
席
捲
し
て
い
く
様
子
を

活
写
し
た
第
二
章
は
本
書
で
最
長
の
六
五
頁
を
割
く
。
六
〇
年
安
保
闘
争

を
乗
り
切
っ
た
政
府
・
自
民
党
、
財
界
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
長
期
化
す

る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
や
核
持
ち
込
み
問
題
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
来
た
る
べ
き

七
〇
年
安
保
を
も
視
野
に
報
道
へ
の
圧
力
を
強
め
た
。
こ
う
し
た
圧
力
へ

の
組
織
的
な
抵
抗
が
不
在
だ
っ
た
報
道
各
社
で
は
、
こ
の
時
期
、
大
森
実

や
田
英
夫
と
い
っ
た
腕
利
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
退
社
や
降
板
、
経
営
陣

の
処
分
や
報
道
局
、
編
集
局
の
「
刷
新
」
が
相
次
い
だ
。
今
日
に
ま
で
残

存
す
る
報
道
各
社
の
左
右
の
色
分
け
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
も
こ
の
時

期
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
う
し
た
緊
迫
す
る
報
道
空
間
を
、
ほ
ぼ
一
九
六

〇
年
代
に
重
な
る
期
間
、
『
月
刊
総
評
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
座
談
会
記

録
「
マ
ス
コ
ミ
月
評
」
の
分
析
を
軸
に
詳
細
に
論
じ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
か
ら
の
批
判
を
「
不
偏
不
党
」
か
ら
逸
脱
し
た
「
偏
向
」
と
し
て
介
入

す
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
な
い
権
力
の
感
覚
に
も
、
ま
た
そ
う
し
た
圧

力
に
抵
抗
し
な
い
道
を
選
択
し
た
報
道
各
社
の
姿
勢
に
も
、
今
日
の
私
た

ち
は
あ
る
種
の
緊
張
を
禁
じ
得
な
い
だ
ろ
う
。
著
者
が
「
そ
れ
が
後
の
時

代
に
な
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
巧
妙
に
な
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
最
近
の

政
府
筋
の
発
言
に
も
そ
う
し
た
感
覚
の
残
存
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る

か
ら
で
あ
る
（
巧
妙
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
）
。

　

本
書
に
お
い
て
独
特
の
立
ち
位
置
を
占
め
て
い
る
の
が
第
Ⅱ
部
で
あ
る
。

本
書
が
一
応
、
「
戦
後
」
に
時
間
的
な
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
は
表
題

か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
第
三
章
で
戦
前
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
に
卓
越
し

た
視
点
を
構
築
し
た
戸
坂
潤
、
第
四
章
で
は
戦
前
に
生
ま
れ
、
軍
国
少
年

を
経
て
戦
後
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
入
り
し
た
荒
瀬
豊
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

第
六
章　

「
戦
中
派
」
以
降
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
群
像
（
六
二
）

　

第
Ⅳ
部　

戦
後
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
言
論
と
責
任

第
七
章　

『
世
界
』
編
集
部
と
戦
後
知
識
人
（
三
一
）

第
八
章　

清
水
幾
太
郎
と
竹
内
洋
の
メ
デ
ィ
ア
知
識
人
論
（
一
三
）

第
九
章　

八
月
一
五
日
付
社
説
に
見
る
加
害
責
任
の
認
識
変
容

　
　
　
　

（
三
九
）

終　

章　

日
本
社
会
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
文
化
の
創
出
に
向
け
て

　
　
　
　

（
二
二
）

付　

録　

近
現
代
を
結
ぶ
メ
デ
ィ
ア
の
キ
ー
ワ
ー
ド

　

著
者
の
問
題
意
識
や
視
点
に
つ
い
て
は
序
章
と
第
Ⅰ
部
の
各
章
で
明
確

に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
第
一
章
の
表
題
に
も
あ
る
「
不
偏
不
党
」

と
い
う
「
理
念
」
の
内
実
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
自
由
民
権

運
動
と
い
わ
ゆ
る
「
白
虹
事
件
」
を
機
に
対
抗
か
ら
妥
協
へ
と
変
容
し
て

い
っ
た
明
治
政
府
と
新
聞
各
社
と
の
関
係
を
追
い
、
「
不
偏
不
党
」
が
権

力
の
介
入
を
許
さ
な
い
「
独
立
し
た
言
論
へ
の
志
向
」
を
意
味
す
る
理
念

と
し
て
で
は
な
く
、
「
政
党
機
関
紙
・
言
論
機
関
か
ら
、
政
府
の
弾
圧
を

回
避
す
べ
く
商
業
新
聞
・
報
道
機
関
に
転
換
す
る
様
を
正
当
化
」
す
る
「
理

念
」
と
し
て
牽
強
付
会
さ
れ
て
い
っ
た
歴
史
的
な
展
開
を
論
じ
る
。
や
が

て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
商
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
そ
れ
は
「
権

力
を
批
判
す
る
自
由
を
縛
る
自
主
規
制
」
と
し
て
機
能
し
て
い
く
。
そ
し

て
戦
争
を
経
て
、
戦
後
を
含
め
た
近
現
代
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史
の
特

質
と
し
て
連
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
理
念
」
が
、
戦
後
、
「
偏
向
」
報
道
へ
の
攻
撃
と
い
う
変
種
と
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論
に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
こ
と
に
よ
り
、
著
者
が
戦
後
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
体
質
を
批
判
的
に
議
論
す
る
道
具
立
て
が
、
す
で
に
戦
前
か
ら
の
継

承
の
上
に
ほ
ぼ
出
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
そ
れ
は
戸
坂
や
清

水
幾
太
郎
ら
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
状
況
、
現
実
）

に
、
一
定
の
思
想
性
や
批
評
性
を
も
っ
て
継
続
的
に
対
峙
す
る
と
い
う
あ

り
方
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
し
て
は
一

種
の
規
範
と
し
て
は
た
ら
く
一
方
、
近
現
代
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史

を
め
ぐ
っ
て
は
言
論
の
責
任
、
具
体
的
に
は
戦
争
に
対
す
る
報
道
の
責
任

を
問
い
か
け
る
ま
な
ざ
し
と
な
っ
た
（
む
ろ
ん
、
そ
の
可
否
を
め
ぐ
る
批
判

的
視
線
も
著
者
は
失
っ
て
い
な
い
）
。
戦
争
を
は
さ
ん
で
戸
坂
と
荒
瀬
を
批

判
的
に
接
続
す
る
こ
と
で
、
戦
前
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
を
戦
後
に
架
橋

し
た
著
者
の
重
層
的
な
視
点
と
議
論
を
評
価
し
た
い
。

　

第
Ⅲ
部
の
各
章
は
戦
後
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
に
焦
点
が
当
て
ら
れ

る
。
第
五
章
で
は
原
寿
雄
の
『
デ
ス
ク
日
記
』
を
中
心
に
彼
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
観
を
追
い
、
社
員
と
し
て
報
道
に
携
わ
る
矜
持
と
限
界
を
論
じ
る
。

　

第
六
章
は
第
二
章
に
次
い
で
六
二
頁
を
割
く
書
き
下
ろ
し
で
、
評
者
も

実
は
最
も
読
み
応
え
を
感
じ
て
い
る
。
基
本
的
に
大
手
企
業
勤
務
で
、
自

伝
や
評
伝
が
あ
る
報
道
関
係
者
二
二
名
と
い
う
こ
と
で
、
著
者
も
注
意
を

喚
起
す
る
よ
う
に
十
分
に
網
羅
的
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
著
名
な
人
物
だ

け
で
は
な
い
現
場
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
軌
跡
が
こ
こ
ま
で
整
理
さ
れ
た

の
は
貴
重
な
蓄
積
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
第
三
節
「
男
社
会
に
お
け
る
女

性
記
者
た
ち
の
試
練
」
が
描
き
出
す
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代

の
男
性
中
心
の
報
道
現
場
は
生
々
し
い
。
最
近
の
『
近
代
日
本
メ
デ
ィ
ア

人
物
誌　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
編
』
（
土
屋
礼
子
・
井
川
充
雄
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
一
八
年
）
で
も
明
治
・
大
正
期
の
女
性
記
者
た
ち
の
歩
み
が

整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
時
事
新
報
社
の
大
沢
豊
子
の
項
に
見
え
る
女
性
記

者
へ
の
日
常
的
な
侮
蔑
的
態
度
や
排
斥
、
ま
た
、
婦
人
記
者
を
珍
し
い
も

の
、
お
飾
り
の
よ
う
に
見
る
ま
な
ざ
し
な
ど
と
、
本
節
で
著
者
が
紹
介
す

る
吉
武
輝
子
の
採
用
試
験
か
ら
初
任
給
ま
で
の
差
別
的
待
遇
な
ど
と
は
、

大
正
と
昭
和
（
し
か
も
戦
後
）
と
い
う
時
代
の
違
い
を
意
識
さ
せ
な
い
ほ

ど
基
本
的
な
構
造
が
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
耐
え
な
が
ら
、
し
か
も
様
ざ

ま
な
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
も
経
験
す
る
彼
女
た
ち
は
、
さ
ら
に
「
だ
か
ら
女

は
管
理
職
に
し
て
や
れ
な
い
」
（
増
田
れ
い
子
）
と
か
、
「
や
は
り
女
は
、

き
び
し
い
男
の
仕
事
に
は
つ
い
て
来
ら
れ
な
い
」
（
矢
島
翠
）
と
い
っ
た

周
囲
の
有
言
・
無
言
の
声
に
も
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

う
し
た
待
遇
に
む
し
ろ
奮
起
し
た
彼
女
た
ち
の
あ
り
方
が
、
今
日
、
ど
こ

ま
で
共
感
を
呼
ぶ
か
は
と
も
か
く
、
現
在
の
男
女
雇
用
機
会
均
等
の
諸
相

を
考
え
る
時
、
彼
女
た
ち
の
先
駆
的
な
存
在
感
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　

第
Ⅳ
部
の
各
章
で
は
、
戦
後
の
総
合
雑
誌
の
復
活
・
林
立
時
代
を
幕
開

い
た
岩
波
書
店
の
『
世
界
』
と
周
辺
知
識
人
た
ち
、
そ
の
代
表
格
・
清
水

幾
太
郎
ら
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
る
ほ
か
、
新
聞
各
紙
の
八
月
一
五
日
の
社

説
分
析
を
材
料
と
し
た
戦
争
責
任
の
認
識
と
そ
の
変
容
等
が
論
じ
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
著
者
の
明
確
な
問
題
意
識
の
も
と
で
明
晰
に

叙
述
さ
れ
た
労
作
で
あ
る
。
評
者
な
ど
も
、「
戦
後
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」

な
ど
と
聞
く
と
つ
い
笠
信
太
郎
、
馬
場
恒
吾
、
田
英
夫
、
大
森
実
、
本
多

勝
一
と
い
っ
た
有
名
ど
こ
ろ
を
想
起
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
よ
り
現
場
に

塗
れ
て
報
道
へ
の
圧
力
に
対
峙
し
続
け
た
操
觚
者
た
ち
の
軌
跡
が
、
著
者

の
入
念
な
調
査
と
そ
の
整
理
を
ベ
ー
ス
に
、
豊
か
に
、
し
か
も
緊
張
感
を
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本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
著
者
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手

と
し
て
現
場
の
一
人
ひ
と
り
の
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
文
学
者
」
を
主
要

な
ア
ク
タ
ー
に
位
置
づ
け
る
。
彼
ら
と
と
も
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
文
化
を

築
き
、
発
展
さ
せ
る
の
が
著
者
の
言
う
「
読
者
・
視
聴
者
」で
あ
る
。
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
や
文
学
者
と
読
者
・
視
聴
者
と
は
一
応
、
分
離
さ
れ
て
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
場
で
せ
め
ぎ
合
う
。
だ
が
こ
れ
も
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う

な
ツ
ー
ル
が
発
達
し
た
現
代
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
「
読
者
・
視
聴

者
」
が
、
自
称
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
、
自
称
「
操
觚
者
」
と
し
て
報
道

機
関
や
出
版
社
と
い
っ
た
企
業
の
「
検
閲
装
置
」
を
通
過
す
る
こ
と
な
く

発
言
を
公
に
で
き
て
し
ま
う
時
代
で
あ
る
。
評
者
は
そ
の
こ
と
を
特
段
悲

観
的
に
は
捉
え
て
い
な
い
が
、
で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
な
か
で
著
者

が
問
う
た
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
文
化
は
ど
う
育

ま
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
評
者
が
こ
う
問
い
か
け
る
の
は
、
本
書
の
目

的
で
あ
る
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
」
そ
の
も
の
を
よ
り
明
晰
に
描
き

出
し
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
率
直
に
言
え
ば
、
本
書
が
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
や
文
学
者
、
読
者
・
視
聴
者
の
分
離
を
前
提
に
描
き
出
し
た
の
は
、

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
」
で
は
な
く
、
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
思
想
」

で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
印
象
を
拭
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ

れ
は
、「
現
代
」
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
問
い
か
け
で
あ
っ
て
「
戦

後
」
日
本
の
そ
れ
の
範
疇
を
超
え
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
の
示

唆
的
な
議
論
に
甘
え
、
敢
え
て
問
い
か
け
て
お
き
た
い
。

　

以
上
を
指
摘
し
て
も
、
本
書
が
十
分
に
示
唆
的
な
研
究
成
果
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。
今
後
の
著
者
の
研
究
の
深
化
が
楽
し
み
で
あ
る
。

 
（
し
ょ
う
じ
・
た
け
し
／
社
会
思
想
史
、
歴
史
社
会
学
）

も
っ
て
交
錯
し
合
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
は
予
想
を
心
地
よ
く
裏
切
ら
れ
た
。

戦
後
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
も
分
析
の
射
程
を
戦
前
ま
で
伸
ば
し
、
戦
後

の
特
質
を
よ
り
明
確
に
浮
き
彫
り
に
し
た
著
者
の
姿
勢
に
は
研
究
へ
の
真

摯
な
熱
意
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
た
。
以
下
で
は
、
幾
分
瑣
末
な
点
も
含

め
て
評
者
の
所
感
を
述
べ
、
課
題
の
提
示
に
代
え
た
い
。

　

ま
ず
瑣
末
な
指
摘
だ
が
、
多
く
の
章
が
発
表
済
の
論
文
等
を
ベ
ー
ス
に

し
て
い
る
た
め
か
、
似
た
よ
う
な
叙
述
が
繰
り
返
し
散
見
さ
れ
た
こ
と
は

若
干
気
に
な
っ
た
。
ま
た
、
た
と
え
ば
第
二
章
で
一
九
六
〇
年
代
の
報
道

空
間
が
厚
く
叙
述
さ
れ
た
直
後
に
戦
前
の
戸
坂
潤
を
論
じ
る
第
三
章
が
置

か
れ
た
り
、
第
六
章
で
一
九
八
〇
年
代
ま
で
論
じ
た
後
に
終
戦
直
後
の
平

和
問
題
談
話
会
を
取
り
上
げ
た
第
七
章
な
ど
、
叙
述
さ
れ
る
時
代
の
時
間

的
な
行
き
来
が
大
き
い
構
成
は
や
や
混
乱
を
招
く
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、

本
稿
の
冒
頭
で
構
成
を
掲
げ
た
際
に
頁
数
を
敢
え
て
記
し
た
の
は
各
章
の

分
量
に
や
や
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
感
じ
た
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
Ⅰ
部

で
は
第
一
章
の
一
一
頁
に
対
し
て
第
二
章
が
六
五
頁
、
第
Ⅱ
部
で
も
第
三

章
の
二
〇
頁
に
対
し
て
第
四
章
が
五
八
頁
、
第
Ⅲ
部
も
同
様
で
あ
る
。
分

量
の
多
寡
と
内
容
は
む
ろ
ん
直
結
し
な
い
が
、
各
部
は
全
体
と
し
て
い
ず

れ
も
七
〇
～
八
〇
頁
の
分
量
な
の
で
、
内
容
と
分
量
に
配
慮
し
、
叙
述
す

る
時
間
の
往
来
を
小
さ
く
す
る
構
成
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
論
文
集

で
は
な
く
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
に
貫
か
れ
た
文
献
な
の
だ
か
ら
、
各
部
各
章

を
滑
ら
か
に
接
続
す
る
修
辞
上
の
加
筆
や
構
成
上
の
工
夫
に
よ
っ
て
は
さ

ら
に
読
み
や
す
く
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

最
後
に
著
者
に
問
い
か
け
た
い
の
は
、
著
者
が
本
書
で
の
議
論
の
前
提

と
し
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
場
ま
た
は
界
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
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ト
・
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、
誇

張
な
し
に
、
こ
れ
か
ら
の
啓
蒙
研
究
に
お
い
て
、
出
発
点
と
し
て
ま
ず
参

照
さ
れ
る
べ
き
文
献
で
あ
る
。
と
く
に
第
二
・
三
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
読

書
案
内
」
と
と
も
に
、
近
年
の
研
究
動
向
や
成
果
を
手
早
く
知
る
た
め
に

有
益
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
二
〇
一
五
年
刊
行
の
原
著
を
す
み
や
か
に

訳
出
し
た
訳
者
と
出
版
社
の
功
績
は
大
き
い
。
実
は
わ
た
し
も
原
著
者
に

本
書
の
翻
訳
を
直
接
に
申
し
出
た
が
、
す
で
に
版
権
が
取
得
さ
れ
て
い
た
。

　

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ら
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
異
動

し
て
、
ス
キ
ナ
ー
の
後
任
を
務
め
た
政
治
思
想
史
研
究
者
で
あ
る
。
彼
の

啓
蒙
研
究
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
研
究
史
の
な
か
に
位
置
付
け
て
み
る

必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
日
本
語
圏
で
も
い
く
つ
か
紹

介
が
あ
る
し
、
自
分
で
も
書
い
て
き
た
の
で
（
『
思
想
』
一
〇
〇
七
号
、
『
岩

波
講
座
政
治
哲
学　

二
』
な
ど
）
、
こ
こ
で
は
最
小
限
に
と
ど
め
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
据
え
て
、
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
、
哲
学
、
反
宗
教
・
反

教
権
を
啓
蒙
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
み
な
し
た
ゲ
イ
の
理
解
に
対
し
て
は
、

早
く
か
ら
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
よ
う
な
、
穏
健
派
知
識
人
や
聖
職

者
を
担
い
手
と
す
る
別
様
の
啓
蒙
の
系
譜
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
一
九
八

〇
年
代
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
が
担
っ
た
多
様
な
潮
流
を
示
し
て
、

「
ア
ン
グ
リ
カ
ン
（
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
）
啓
蒙
」
や
「
保
守
的
啓
蒙
」
な
ど

の
分
析
概
念
を
提
示
し
て
き
た
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
一
九
九
九
年
の
『
野
蛮

と
宗
教
』
第
一
・
二
巻
に
至
っ
て
、
啓
蒙
は
多
中
心
的
・
多
層
的
で
あ
る

か
ら
、
定
冠
詞
を
省
い
て
複
数
形
で
表
現
す
べ
き
と
主
張
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
二
〇
〇
五
年
の
『
啓
蒙
の
擁
護
』
で
、

啓
蒙
の
多
様
性
の
な
か
の
共
通
性
に
目
を
向
け
る
べ
き
と
主
張
し
、
啓
蒙

　

書
評　

『
啓
蒙
と
は
何
か
―
―
忘
却
さ
れ
た
〈
光
〉
の
哲
学

』

（
ジ
ョ
ン
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
著
、 

 
 

野
原
慎
司
・
林
直
樹
訳
、
白
水
社
、
二
〇
一
九
年
）

犬
塚 

元

　

啓
蒙
思
想
を
め
ぐ
る
現
在
の
歴
史
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
か
つ

て
の
定
番
、
ゲ
イ
や
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
研
究
に
は
、
残
念
な
が
ら
、
無
視

で
き
な
い
ほ
ど
の
瑕
疵
が
あ
る
。
ま
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、

バ
ー
リ
ン
を
鵜
呑
み
に
し
て
啓
蒙
を
理
解
す
る
の
は
危
う
い
。

　

も
と
も
と
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
の
「
ヴ
ェ
リ
ー
・
シ
ョ
ー
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要
性
を
強
調
す
る
点
も
、
前
著
を
継
承
し
て
い
る
。

　

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
啓
蒙
の
独
自
性
や
貢
献
を
、
経
済
学
、
道
徳
哲
学
、

歴
史
叙
述
の
領
域
に
見
出
し
て
い
る
。
日
本
語
圏
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
き

た
啓
蒙
の
こ
れ
ら
の
側
面
は
、
第
三
章
で
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第

二
章
が
扱
う
の
は
、
陳
腐
な
修
辞
を
用
い
る
な
ら
ば
「
啓
蒙
研
究
の
宗
教

論
的
転
回
」
と
呼
ぶ
べ
き
動
向
の
成
果
で
あ
る
。
啓
蒙
が
さ
ま
ざ
ま
な
宗

教
的
態
度
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
の
章
こ
そ
は
、
か
つ
て
の

フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
中
心
史
観
と
の
違
い
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
、
し
か
も
日

本
語
圏
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で

重
要
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半

の
「
初
期
啓
蒙
」
を
継
承
し
て
啓
蒙
の
時
代
に
隆
盛
し
た
、
宗
教
を
め
ぐ

る
歴
史
研
究
・
文
献
学
研
究
の
思
想
史
的
意
義
を
強
調
し
た
う
え
で
、
そ

う
し
た
潮
流
の
う
ち
に
、
啓
蒙
の
寛
容
論
や
教
会
論
を
位
置
付
け
て
い
る
。

　

単
数
か
複
数
か
と
い
う
対
立
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
が
、
ロ
バ
ー
ト
ソ

ン
と
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
宗
教
を
め
ぐ
る
歴
史
研
究
を
啓
蒙
の
コ
ア
と
み
な

す
点
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
、
啓
蒙
の
理
解
に
お
い
て
共
通
点
が
多
い
。

啓
蒙
と
革
命
を
対
抗
的
に
捉
え
る
思
想
史
理
解
も
両
者
に
共
通
し
て
い
る
。

他
方
で
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
イ
ズ
リ
エ
ル
に
は
一
貫
し
て
批
判
的
で
あ
る
。

イ
ズ
リ
エ
ル
が
啓
蒙
の
主
流
と
し
て
定
式
化
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
系
譜

を
、
歴
史
過
程
に
実
際
に
ト
レ
ー
ス
す
る
の
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

翻
っ
て
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
定
義
に
立
ち
返
っ
て
み
る
と
、
啓
蒙
思
想
の

共
通
性
を
「
現
世
の
社
会
の
改
善
」
に
求
め
る
彼
の
定
義
も
、
批
判
を
免

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
啓
蒙
の
多
様
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
以
後
、
一
方
で
は
断
片
化
、
他
方
で
は
ひ
と
つ
の
系
譜
や
属
性
の
特
権

を
定
冠
詞
つ
き
の
単
数
形
で
表
現
し
た
（
本
書
の
原
題
も
、
副
題
な
し
の

Th
e Enlightenm

ent

で
あ
る
）
。
他
方
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
や
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
ら
、

近
年
の
研
究
者
が
注
目
す
る
啓
蒙
の
系
譜
を
「
穏
健
的
啓
蒙
」
と
ま
と
め

た
う
え
で
、
か
つ
て
の
啓
蒙
理
解
の
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
を
試
み
た
の
が
イ

ズ
リ
エ
ル
（
イ
ス
ラ
エ
ル
）
で
あ
る
。
彼
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
形
而
上
学
を

継
承
す
る
「
急
進
的
啓
蒙
」
こ
そ
を
啓
蒙
の
本
流
と
み
な
し
た
。

　

本
書
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
は
、
こ
う
し
た
研
究
動
向
や
、
そ
の
な
か
で

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
入
門
書
ら

し
く
、
啓
蒙
と
そ
の
解
釈
史
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
コ
ン
パ
ク
ト
に
説
明
す
る
。

「
啓
蒙
の
多
く
の
起
源
、
啓
蒙
の
多
く
の
要
素
、
啓
蒙
の
意
味
の
多
元
性

を
め
ぐ
る
豊
饒
な
説
明
」
と
い
う
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ
る
本
書
の
評
言
は
、

け
っ
し
て
誇
張
で
な
い
。
た
と
え
ば
、
通
俗
的
な
理
解
と
は
異
な
り
、
多

く
の
啓
蒙
思
想
家
が
植
民
地
主
義
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
こ
と
が
解
明

さ
れ
て
き
た
が
（
ム
ー
ス
『
帝
国
に
反
す
る
啓
蒙
』
二
〇
〇
三
年
な
ど
）
、
本

書
は
そ
う
し
た
成
果
も
組
み
込
ん
で
い
る
。
啓
蒙
思
想
そ
の
も
の
を
読
み

解
く
第
二
・
三
章
、
思
想
と
時
代
環
境
の
相
互
関
連
を
社
会
史
的
に
示
す

第
四
章
、
と
い
う
本
論
部
分
を
、
研
究
史
・
解
釈
史
を
サ
ー
ヴ
ェ
イ
す
る

第
一
・
五
章
が
挟
む
、
と
い
う
の
が
本
書
の
構
成
で
あ
る
。

　

入
門
書
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

し
か
し
、
著
者
自
身
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。
現
世
の

社
会
の
改
善
（
社
会
や
道
徳
の
改
善
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
理
解
の
改
善
）
と
い

う
観
点
か
ら
啓
蒙
思
想
を
特
徴
づ
け
る
本
書
の
ス
タ
ン
ス
は
、
前
著
『
啓

蒙
の
擁
護
』
と
同
じ
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
や
エ
ピ
ク
ロ
ス

主
義
の
系
譜
に
光
を
あ
て
て
、
ベ
イ
ル
や
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
思
想
史
的
重
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た
と
え
ば
、a burgeoning print culture

は
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
印
刷
文
化
」

で
は
な
く
て
「
急
成
長
し
て
い
た
印
刷
文
化
」
だ
ろ
う
（
一
四
三
頁
）
。

　

気
づ
い
た
限
り
で
、
そ
の
ほ
か
、
訂
正
の
必
要
が
明
ら
か
と
思
わ
れ
た

箇
所
の
み
を
列
挙
す
る
。
一
四
頁
「
自
己
保
存
の
必
要
は
」
は
「
そ
の
知

識
の
部
門
は
」
、
二
六
頁
「
脱
構
築
に
終
始
」
は
「
脱
構
築
に
終
着
」
、
三

五
頁
「
同
じ
く
ら
い
重
要
な
理
由
で
別
の
人
た
ち
に
と
っ
て
」
は
「
同
じ

く
ら
い
重
要
な
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
で
」
、
五
三
頁
「
と
は
対
照
的
な
含
意
」

は
「
に
は
対
照
的
な
含
意
」
、
七
一
頁
「
皮
肉
と
し
て
（
時
に
は
非
常
に
滑

稽
な
も
の
と
し
て
）
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
」
は
「
や
は
り
皮
肉

に
溢
れ
て
い
た
（
時
に
と
て
も
ふ
ざ
け
て
い
た
）
」
、
七
三
頁
「
聖
俗
両
方
を

正
当
化
す
る
歴
史
」
は
「
聖
俗
両
方
を
正
当
に
扱
う
歴
史
」
、
一
三
七
頁
「
一

七
七
四
年
の
請
願
に
当
た
っ
て
貴
族
院
が
擁
護
」
は
「
一
七
七
四
年
に
上

訴
審
で
貴
族
院
が
そ
の
ま
ま
維
持
」
、
一
三
九
頁
「
英
語
圏
ほ
ど
に
」
は
「
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
政
府
ほ
ど
に
」
、
一
六
六
頁
「
問
題
と
さ
れ
が
ち
」
は
「
重

要
で
あ
っ
た
」
。
ま
たagency

は
、
辞
書
に
即
し
て
代
理
や
媒
介
と
訳
さ

れ
て
い
る
が
、
文
脈
か
ら
い
ず
れ
も
「
主
体
性
」
の
意
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
書
評
で
は
、
本
書
を
こ
れ
か
ら
の
啓
蒙
研
究
の
「
出
発
点
」
と
位

置
付
け
た
が
、
最
後
に
、
本
書
が
十
分
に
は
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
な
い
近
年

の
動
向
を
紹
介
し
て
、
本
書
は
あ
く
ま
で
「
出
発
点
」
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
た
い
。
「
コ
モ
ン
ロ
ー
啓
蒙
」
な
ど
興
味
深
い
成
果
は
数
多
い
が
、

な
に
よ
り
注
目
す
べ
き
は
「
宗
教
論
的
転
回
」
の
さ
ら
な
る
展
開
で
あ
る
。

　

ト
レ
ヴ
ァ
ー
＝

ロ
ー
パ
ー
の
有
名
な
「
啓
蒙
の
宗
教
的
起
源
」
（
一
九

六
七
年
）
の
よ
う
に
、
啓
蒙
が
、
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
主
義
や
理
神
論
の
よ
う

な
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
関
連
し
て
い
た
点
は
、
実
は
、
比
較
的
早
い

化
、
と
い
う
両
極
を
回
避
し
な
が
ら
啓
蒙
を
適
切
に
定
義
す
る
方
法
が
模

索
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
定
義
は
、
あ
ま
り
に
包

括
的
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
、
共
和
主
義
を
語
源
に
も
と
づ

い
て
「
公
共
性
を
め
ざ
す
思
想
」
と
定
義
す
る
二
重
の
誤
謬
が
見
ら
れ
た

が
（
君
主
主
義
や
絶
対
主
義
を
少
し
で
も
検
討
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
公
共

性
は
、
政
治
思
想
に
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
る
属
性
で
あ
る
）
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の

啓
蒙
定
義
に
も
こ
れ
と
同
じ
難
点
が
あ
る
。
社
会
の
改
善
を
め
ざ
さ
な
い

政
治
思
想
が
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

政
治
思
想
の
特
質
を
明
確
に
す
る
た
め
に
む
し
ろ
問
わ
れ
る
べ
き
は
、

社
会
の
改
善
を
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
手
法
や
発
想
で
め
ざ
し
た
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
啓
蒙
思
想
に
は
、
文
明
と
野
蛮
と
い
う

対
抗
軸
に
も
と
づ
い
た
歴
史
意
識
が
セ
ッ
ト
だ
っ
た
点
を
加
味
し
な
け
れ

ば
、
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
固
有
性
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
し

実
際
に
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
自
身
も
、
「
現
世
の
社
会
の
改
善
」
以
外
の
属

性
や
特
徴
を
、
裏
口
か
ら
、
啓
蒙
の
定
義
や
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
含
め
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
理
解
を
退
け

て
、
カ
ン
ト
を
啓
蒙
の
到
達
点
と
み
な
す
の
で
な
く
周
辺
化
す
る
が
、
こ

こ
に
は
、
経
験
主
義
哲
学
を
啓
蒙
の
主
流
と
す
る
理
解
が
潜
ん
で
い
る
。

　

さ
て
翻
訳
書
と
し
て
は
本
書
は
ど
う
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
「
宗
教

的
諸
信
念
の
同
時
発
生
的
表
明
」
、
「
そ
の
提
示
が
教
会
に
よ
り
落
着
さ
せ

ら
れ
た
教
皇
の
王
国
」
、
「
礼
拝
の
循
環
的
形
態
」
、
「
共
和
制
＝
君
主
制
混

合
政
体
」
な
ど
、
意
味
が
取
り
づ
ら
い
直
訳
調
も
あ
る
が
、
致
命
的
な
誤

訳
は
お
お
よ
そ
免
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
う
一
度
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に

訳
文
を
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
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ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
以
降
の
、
改
革
の
思
想
と
実
践
の
系
譜
で
あ
る
。

　

啓
蒙
や
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
敵
役
、
あ
る
い
は
反
啓
蒙
の
担
い
手
と
さ
れ
て

き
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
思
想
史
理
解
で
す
ら
、
こ
の
よ
う
に
抜
本

的
に
修
正
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
知
見
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、

啓
蒙
、
世
俗
化
、
西
洋
近
代
と
い
う
三
項
に
は
、
宗
教
と
い
う
第
四
項
が

絡
み
あ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
り
も
ず
っ
と
複
雑
な

関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
各
項
そ
れ

ぞ
れ
の
理
解
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
も
必
要
と
な
ろ
う
。

　

啓
蒙
は
、
ロ
マ
ン
主
義
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
な
ど
、
近
代
批
判
の
思

想
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
単
純
化
・
戯
画
化
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
以
上
の
研
究
成
果
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
い
っ
た
ク

リ
シ
ェ
と
し
て
の
啓
蒙
批
判
は
、
歴
史
現
象
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
む
し
ろ

解
釈
史
・
思
想
史
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
べ
き
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
と
は

別
に
、
近
代
科
学
や
経
済
学
の
生
誕
と
い
う
観
点
か
ら
啓
蒙
を
捉
え
る
理

解
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
本
学
会
で
も
お
馴
染
み
の

こ
れ
ら
の
思
想
史
理
解
の
枠
組
み
を
歴
史
的
に
相
対
化
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
本
書
第
五
章
が
有
益
な
手
が
か
り
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。

 

（
い
ぬ
づ
か
・
は
じ
め
／
政
治
学
史
・
政
治
思
想
史
）

段
階
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
も
、
宗
教
的
異
端
に
注
目

す
る
こ
う
し
た
シ
ュ
ー
レ
の
末
裔
に
位
置
し
て
い
る
（
ト
レ
ヴ
ァ
ー
＝

ロ
ー

パ
ー
は
彼
の
指
導
教
員
）
。
し
か
し
現
在
で
は
、
む
し
ろ
、
体
制
派
教
会
や

そ
の
聖
職
者
が
啓
蒙
の
重
要
な
担
い
手
だ
っ
た
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
ブ
ル
マ
ン
の
『
ア
ン
グ
リ
カ
ン
啓
蒙
』
（
二
〇
一
五
年
）
は
、

啓
蒙
を
、
宗
教
対
立
や
世
界
進
出
と
い
う
時
代
状
況
の
な
か
で
世
俗
秩
序

や
平
和
の
維
持
を
め
ざ
す
知
的
動
向
と
し
て
定
式
化
し
た
う
え
で
（
『
啓

蒙
に
お
け
る
神
』
二
〇
一
六
年
も
同
様
）
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ア
デ
ィ
ソ
ン
の
父
ラ

ン
ス
ロ
ッ
ト
に
即
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
担
っ
た
啓
蒙
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
ソ
ー
キ
ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
啓
蒙
（
ハ
ス
カ
ー
ラ
ー
）
を
解

明
し
た
一
九
九
四
年
の
『
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
宗
教
的
啓
蒙
』
の
成
果

を
ふ
ま
え
つ
つ
、
二
〇
〇
八
年
の
『
宗
教
的
啓
蒙
』
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
六
名
の
吟
味
を
通
じ
て
、
信
仰
と
理

性
の
調
和
を
め
ざ
す
「
宗
教
的
啓
蒙
」
を
示
し
た
。
こ
れ
は
新
し
い
哲
学
・

科
学
を
受
容
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
仰
や
宗
教
の
刷
新
を

め
ざ
し
た
、
宗
派
や
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
超
え
る
啓
蒙
の
す
が
た
で
あ
る
。

　

「
カ
ト
リ
ッ
ク
啓
蒙
」
の
研
究
も
盛
ん
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

カ
ト
リ
ッ
ク
啓
蒙
を
め
ぐ
る
ゴ
ー
ル
デ
ィ
の
先
駆
的
研
究
な
ど
、
以
前
か

ら
成
果
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
近
年
の
研
究
の
進
展
は
顕
著
で

あ
り
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
啓
蒙
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
』
（
二

〇
一
〇
年
）
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
啓
蒙
と
カ
ト
リ
ッ
ク
』（
二
〇
一
四
年
）
、

『
カ
ト
リ
ッ
ク
啓
蒙
』
（
二
〇
一
六
年
）
な
ど
の
公
刊
が
続
い
て
い
る
。
こ

れ
ら
が
注
目
す
る
の
は
、
自
由
意
志
と
教
会
の
役
割
を
重
視
す
る
カ
ト
リ

シ
ズ
ム
を
維
持
し
な
が
ら
近
代
科
学
（
経
験
論
や
自
然
科
学
）
を
受
容
し
た
、



191　●　〈書　評〉

治
理
論
の
特
徴
を
近
代
政
治
学
上
の
様
々
な
論
点
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に

し
て
い
く
。
論
説
と
し
て
は
未
完
成
ゆ
え
の
難
し
さ
は
あ
る
が
、
評
者
な

り
に
ホ
ン
ト
の
言
う
と
こ
ろ
を
筋
立
て
て
示
せ
ば
以
下
の
通
り
と
な
る
。

　

第
一
章
（
「
商
業
的
社
交
性
―
ル
ソ
ー
問
題
」
）
と
第
二
章
（
商
業
的
社
交
性

―
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
」
）
は
商
業
社
会
に
お
け
る
道
徳
の
成
立
の
観
点

か
ら
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
を
論
じ
て
い
る
。
ホ
ン
ト
は
い
う
、
ル
ソ
ー
は
近

代
性
の
敵
対
者
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
は
逆
に
そ
の
擁
護
者
と
見
な
さ
れ
て
き

た
が
、
そ
の
よ
う
な
表
層
の
底
の
部
分
に
共
通
分
母
と
し
て
両
者
に
は
同

じ
人
間
理
解
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
と
も
に
商
業
社
会
の
理
論
家
で
あ
る

と
い
う
点
で
、
「
ス
ミ
ス
の
思
想
は
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
は
る

か
に
ル
ソ
ー
の
思
想
に
近
い
」
（
三
頁
）
。
そ
し
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題

と
相
似
形
の
ル
ソ
ー
問
題
が
存
在
す
る
と
ホ
ン
ト
は
い
う
。
『
人
間
不
平

等
起
源
論
』
に
お
け
る
ホ
ッ
ブ
ズ
的
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
的
人
間
理
解
と

『
社
会
契
約
論
』
に
お
け
る
共
和
主
義
政
治
思
想
と
の
関
係
性
の
問
題
で

あ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
人
間
理
解
に
つ
い
て
、
人
間
の
自
然
的
社
交
性
を

否
定
す
る
点
で
ル
ソ
ー
と
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
と
の
類
似
性
を
強
調
し
て
い
る

が
、
ホ
ン
ト
は
、
ス
ミ
ス
も
同
様
で
あ
る
と
し
て
、
商
業
社
会
を
効
用
と

効
用
の
交
換
の
体
系
と
捉
え
る
ス
ミ
ス
の
見
方
に
触
れ
て
い
る
。

　

ル
ソ
ー
と
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
と
で
違
い
も
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ

ル
は
社
会
的
結
合
の
一
要
素
で
あ
る
憐
み
の
感
情
に
強
力
な
利
己
的
な
動

機
を
見
た
の
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
は
そ
の
背
後
に
ど
の
人
間
に
も
作
用
し

う
る
徳
の
可
能
性
を
見
出
し
た
と
す
る
が
、
ス
ミ
ス
自
身
が
注
目
し
た
の

は
憐
み
よ
り
「
共
感
」
で
あ
る
。
彼
は
み
ず
か
ら
を
ホ
ッ
ブ
ズ
派
の
利
己

的
体
系
（
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ

　

書
評　

『
商
業
社
会
の
政
治
学
―
―
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス

』

（
イ
シ
ュ
ト
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
著
、 

 
田
中
秀
夫
・
村
井
明
彦
訳
、
昭
和
堂
、
二
○
一
九
年
）

米
田
昇
平

　

本
書
は
二
○
一
三
年
に
他
界
し
た
イ
シ
ュ
ト
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
が
、
二

○
○
九
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
行
な
っ
た
カ
ー
ラ
イ
ル
講
義
六

回
分
の
原
稿
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
編
者
に
よ
れ
ば
、
ホ
ン
ト
の
「
三

十
年
以
上
に
わ
た
る
仕
事
の
結
晶
」
で
あ
る
。
ホ
ン
ト
は
ル
ソ
ー
と
ス
ミ

ス
は
思
想
的
な
立
脚
点
を
共
有
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
二
人
の
政
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ホ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
効
用
を
重
視
す
る
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
経
済
の
組

織
の
さ
れ
方
に
よ
っ
て
歴
史
の
構
造
が
定
ま
る
と
い
う
段
階
論
に
帰
着
す

る
。
判
事
と
法
の
関
係
で
言
え
ば
、
ま
ず
判
事
が
生
ま
れ
、
そ
の
あ
と
で

法
が
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
過
程
は
狩
猟
採
集
、
遊
牧
と
い
う
社
会
発
展
の

最
初
の
二
段
階
に
わ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ル
ソ
ー
は
ロ
ッ
ク
の
「
労
働
に
よ
る
所
有
」
の
理
論
を
用
い
て
、
ま
ず

所
有
が
生
ま
れ
、
そ
の
あ
と
契
約
に
よ
っ
て
統
治
が
生
み
出
さ
れ
た
と
し
、

さ
ら
に
法
的
平
等
と
社
会
・
経
済
的
不
平
等
の
緊
張
関
係
を
明
る
み
に
出

し
た
。
こ
の
観
点
か
ら
ル
ソ
ー
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
近
代
君
主
政
の

理
論
に
み
ら
れ
る
自
己
利
益
の
追
求
の
結
果
と
し
て
安
定
し
た
社
会
秩
序

が
創
出
さ
れ
る
と
す
る
主
張
は
、
「
政
治
学
の
傑
作
」
で
は
あ
る
が
、
し

か
し
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
利
己
的
主
体
の
活
動
を
放
任
す
れ
ば
、

結
局
、
法
の
支
配
と
両
立
で
き
な
く
な
り
、
社
会
・
経
済
的
不
平
等
が
国

家
の
権
威
を
不
安
定
化
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
君
主
国
は
漸

次
的
に
専
制
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
暴
力
に
よ
る
抵
抗
と
革
命
を
招
く

ほ
か
な
い
。
そ
こ
で
ル
ソ
ー
は
自
尊
心
を
抑
制
し
う
る
可
能
性
に
か
け
て
、

主
権
の
譲
渡
な
き
代
議
制
の
理
論
ば
か
り
か
奢
侈
に
と
っ
て
代
わ
る
経
済

理
論
を
考
案
し
よ
う
と
し
た
、
と
ホ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
も
ま

た
不
平
等
の
歴
史
と
し
て
政
治
的
権
威
の
歴
史
を
書
い
た
が
、
し
か
し
ス

ミ
ス
は
、
国
家
は
途
方
も
な
い
不
平
等
か
ら
始
ま
る
に
し
て
も
、
そ
の
後
、

商
業
の
発
展
は
不
平
等
を
縮
小
し
、
自
由
を
も
た
ら
し
た
事
実
に
注
目
し
、

そ
の
よ
う
な
商
業
社
会
の
維
持
を
軍
事
的
に
担
保
す
る
の
は
職
業
的
常
備

軍
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

　

第
五
章
（
「
経
済
学
―
―
市
場
、
家
政
、
見
え
ざ
る
手
」
）
と
第
六
章
（
「
経

ル
、
ヒ
ュ
ー
ム
）
の
系
譜
上
に
位
置
付
け
て
い
る
が
、
こ
の
共
感
は
彼
の

利
己
的
体
系
の
中
心
的
な
道
徳
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

リ
ー
ド
が
ス
ミ
ス
の
道
徳
感
情
は
共
感
へ
と
解
体
さ
れ
、
共
感
は
自
己
愛

へ
と
解
体
さ
れ
る
と
批
判
的
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
時
代
の
人
々
の
評
価

で
も
あ
り
、
当
時
『
道
徳
感
情
論
』
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
著
作
と
み
な
さ

れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
に
は
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
」
な
ど
存
在

し
な
か
っ
た
、
と
ホ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
共
感
の
主
体
で
あ
る
「
公
平

な
観
察
者
」
は
利
己
的
人
間
に
自
制
を
促
す
考
案
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

れ
は
決
し
て
ス
ト
ア
派
的
な
徳
で
は
な
く
、
人
間
の
利
己
性
を
前
提
に
し

た
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
的
な
自
制
の
理
論
で
あ
り
、
自
分
の
利
己
性
を
他
の
利

己
的
行
為
者
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
水
準
に
ま
で
縮
小
す
る
と
い
う
、
い
わ

ば
洗
練
さ
れ
た
自
己
愛
の
モ
デ
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
心
理

的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
人
間
が
歴
史
的
、
発
達
的
に
身
に
着
け
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
こ
そ
が
商
業
社
会
の
形
成
要
因
で
あ
る
。

　

第
三
章
（
「
統
治
の
歴
史
―
―
判
事
が
先
か
、
法
が
先
か
」
）
と
第
四
章
（
「
統

治
の
歴
史
―
共
和
国
、
不
平
等
、
革
命
？
」
）
は
法
と
統
治
の
起
源
、
統
治
へ

の
商
業
の
影
響
に
焦
点
を
当
て
、
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
の
対
照
性
を
浮
き
彫

り
に
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
法
が
先
に
存
在
し
そ
の
あ
と
法
の
遵
守
を
担

保
す
る
判
事
が
現
れ
た
と
す
る
が
、
ス
ミ
ス
の
見
方
は
逆
で
あ
る
。
ま
た

ル
ソ
ー
は
私
的
所
有
の
不
平
等
は
拡
大
し
や
す
い
た
め
、
私
的
所
有
に
基

づ
く
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
措
置
は
混
乱
し
や
す
い
と
し
た
が
、
ス
ミ
ス
は
商

業
の
「
効
用
」
が
社
交
を
も
た
ら
す
な
ど
商
業
社
会
の
仕
組
み
が
有
益
に

作
用
し
て
政
治
組
織
の
安
定
を
も
た
ら
す
と
考
え
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

の
は
、
権
威
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
「
効
用
に
根
ざ
す
政
治
」
で
あ
る
。
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対
象
に
し
た
彼
の
政
治
学
の
枠
組
み
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
た
。
さ
ら
に

富
国
と
貧
国
の
関
係
に
つ
い
て
、
ル
ソ
ー
が
た
く
ま
し
い
貧
国
が
奢
侈
に

溺
れ
た
富
国
よ
り
軍
事
的
に
優
位
に
立
つ
と
い
う
神
話
に
な
お
し
が
み
つ

い
た
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
機
械
や
分
業
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
こ
そ

国
際
経
済
の
場
で
の
経
済
的
成
功
の
鍵
を
握
る
と
考
え
た
、
と
ホ
ン
ト
は

述
べ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
論
点
は
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
商
業
の
発
展

に
伴
う
価
値
観
の
変
化
（
世
俗
的
価
値
の
重
視
）
を
含
む
社
会
の
大
き
な
変

容
、
す
な
わ
ち
商
業
社
会
の
出
現
と
い
う
新
た
な
事
態
を
ど
の
よ
う
に
評

価
し
、
そ
の
評
価
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
政
治
社
会
を
構
想
す
る
か
は
、

十
八
世
紀
の
著
作
家
が
共
通
し
て
直
面
し
た
、
い
わ
ば
「
啓
蒙
」
の
課
題

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ホ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
的
な
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
人
間
理
解
か
ら
脱
却
し
、

し
か
も
ハ
チ
ス
ン
的
な
道
徳
観
に
よ
ら
ず
に
、
こ
う
し
た
社
会
の
形
成
と

そ
の
秩
序
維
持
を
い
か
に
説
明
す
る
か
と
い
う
問
題
設
定
を
共
有
し
て
い

た
。
そ
こ
で
彼
ら
が
着
目
し
た
の
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
由
来
の
、
「
効
用
」
に

基
づ
く
「
商
業
的
社
交
性
」
の
観
念
で
あ
る
。
個
人
間
の
社
会
的
関
係
が

相
互
的
必
要
（
効
用
）
の
関
係
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
商
業
社
会
が
、

歴
史
的
・
発
達
的
に
形
成
さ
れ
る
人
間
の
社
交
性
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
自
体
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の

い
わ
ゆ
る
「
商
業
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
考
え
方
に
近
い
し
、
商
業
の

道
徳
的
、
政
治
的
効
果
を
強
調
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
ム
ロ
ン
や
フ
ォ
ル
ボ
ネ

の
啓
蒙
の
経
済
学
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
点
は
ス
ミ
ス

を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
は
十
分
な
論
述
は
な
さ

済
学
―
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
競
い
合
い
、
戦
争
」
）
は
商
業
社
会
に
対
す
る

経
済
学
の
認
識
と
政
治
の
構
想
へ
の
そ
の
影
響
を
論
じ
て
い
る
。
マ
ン
デ

ヴ
ィ
ル
と
ム
ロ
ン
は
、
奢
侈
は
災
い
の
も
と
で
あ
る
に
し
て
も
管
理
で
き

る
と
考
え
た
が
、
ル
ソ
ー
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
た
だ
し
ル
ソ
ー
を
デ
ィ

オ
ゲ
ネ
ス
の
後
継
者
と
み
な
す
の
は
正
確
な
理
解
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
に

と
っ
て
経
済
発
展
自
体
は
悪
で
は
な
い
。
有
害
な
の
は
不
釣
り
合
い
な
成

長
で
あ
り
、
労
働
と
私
的
所
有
に
基
づ
く
商
業
社
会
の
発
展
に
よ
り
、
す

べ
て
が
釣
り
合
い
を
保
っ
て
成
長
し
う
る
よ
う
な
社
会
が
望
ま
し
い
。
一

方
、
ス
ミ
ス
も
ま
た
商
業
社
会
の
行
き
過
ぎ
を
批
判
し
た
点
で
、
奢
侈
の

評
価
に
関
し
て
、
ル
ソ
ー
に
近
い
。
た
だ
し
、
奢
侈
は
自
由
の
産
み
の
親

で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
近
代
共
和
主
義
の
母
体
で
あ
る
、
ま
た
成
長
の
一

原
動
力
と
な
っ
て
き
た
か
ら
、
奢
侈
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
馴
致
す
べ

き
だ
と
い
う
の
が
ス
ミ
ス
の
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
派
の

ル
ソ
ー
に
は
馴
致
す
る
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
、
と
ホ
ン
ト
は
い
う
。

　

た
だ
ル
ソ
ー
は
尊
大
な
改
革
派
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
治
療
法
が
病
よ

り
も
悪
い
こ
と
が
あ
り
う
る
と
考
え
て
い
た
。
彼
が
薦
め
る
の
は
奢
侈
禁

止
法
で
は
な
く
、
累
進
的
消
費
税
を
奢
侈
の
防
壁
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ホ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
「
共
和
国
の
目
的
は
有
徳
な
貧
し

さ
で
は
な
く
て
、
全
市
民
が
正
直
に
働
く
こ
と
に
根
ざ
し
て
全
市
民
が
正

直
で
よ
き
生
活
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
消
費
は
伸
び
て
か
ま
わ
な
い
が
、

そ
れ
は
市
民
の
間
に
公
平
に
行
き
渡
り
、
不
平
等
が
裏
口
か
ら
入
り
込
ま

ぬ
よ
う
注
意
深
く
課
税
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
（
一
四
七
頁
）
。
ま
た
ス
ミ
ス
は

ブ
リ
テ
ン
の
た
め
に
な
る
国
際
的
な
競
い
合
い
の
理
論
を
構
想
し
た
の
に

対
し
て
、
ル
ソ
ー
が
示
し
た
の
は
経
済
の
国
内
モ
デ
ル
で
あ
り
、
一
国
を
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れ
て
い
な
い
。

　

本
書
は
講
義
録
と
い
う
性
格
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
で
踏
み
込
み
は
十

分
で
は
な
い
し
、
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
の
共
通
点
と
対
立
点
と
が
必
ず
し
も

整
理
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
た
だ
、

彼
ら
が
啓
蒙
の
課
題
に
対
し
て
示
し
た
対
照
的
な
政
治
的
展
望
に
商
業
社

会
の
政
治
学
の
二
つ
の
可
能
性
が
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
ホ
ン
ト

は
み
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で

は
内
田
義
彦
が
い
ち
早
く
ス
ミ
ス
の
「
『
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
評
論
』
へ
の
寄

稿
文
」（
一
七
五
六
年
）
に
注
目
し
、
段
階
論
の
図
式
に
基
づ
い
て
で
は
あ
っ

た
が
、
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
問
題
提
起
に
ス
ミ

ス
が
ど
の
よ
う
に
応
じ
た
か
を
論
じ
た
（
『
経
済
学
の
生
誕
』
未
來
社
、
一

九
五
三
年
）
。
問
題
の
立
て
方
自
体
は
ホ
ン
ト
と
同
じ
で
あ
る
。
ホ
ン
ト

は
彼
ら
の
違
い
を
生
み
出
し
た
主
な
理
由
を
、
ル
ソ
ー
が
商
業
社
会
に
お

け
る
利
己
的
主
体
の
活
動
は
や
が
て
法
の
支
配
や
国
家
の
権
威
を
揺
る
が

す
ほ
ど
に
不
平
等
を
拡
大
す
る
と
み
た
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
む
し
ろ

商
業
社
会
の
仕
組
み
が
長
い
目
で
み
て
、
不
平
等
の
縮
小
な
ど
有
益
な
傾

向
を
持
つ
こ
と
を
認
め
た
点
に
み
た
。
ホ
ン
ト
は
、
こ
の
点
が
、
意
外
に

近
い
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
と
を
、
し
か
し
決
定
的
に
分
か
つ
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
れ
が
、
あ
る
べ
き
政
治
社
会
（
「
商
業
社
会
の
政
治
学
」
）
に
つ
い
て
二
人

を
異
な
る
展
望
へ
と
導
い
た
と
考
え
て
い
る
。
啓
蒙
の
課
題
へ
の
対
照
的

な
応
答
の
あ
り
方
を
浮
き
彫
り
に
し
た
本
書
は
、
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
の
個

別
研
究
に
と
っ
て
ば
か
り
か
「
啓
蒙
」
研
究
に
と
っ
て
も
資
す
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
彼
ら
が
目
の
当
た
り
に
し
た
新
し
い
現
実
は
お
も
に
商
業
あ
る

い
は
経
済
の
機
能
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
商
業
社
会
の
政
治
学
は
経
済
学

の
認
識
に
あ
る
程
度
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
ン
ト
は
、
お
も
に
社

会
的
結
合
の
原
因
と
し
て
の
「
効
用
」
（
経
済
的
利
益
の
相
互
性
）
と
奢
侈

論
争
の
視
点
か
ら
、
彼
ら
の
経
済
学
の
認
識
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
そ
こ
に
は
重
要
な
論
点
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。
商
業
社
会
の
担
い
手
で
あ
る
功
利
的
人
間
を
導
く
心
理
的
な
動
因

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ホ
ン
ト
は
彼
ら
の
認
知
欲
求
へ
の
着
目
を

も
っ
ぱ
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。
内
田
義
彦
も
ま
た
致
富
の
効
用
は
ス
ミ
ス

に
と
っ
て
安
楽
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
「
地
位
の
上
昇
」
に
よ
る
社
会
的

な
認
知
欲
求
の
満
足
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
『
国
富
論
』
で
描

か
れ
て
い
る
の
は
、（
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
由
来
の
）
終
生
離
れ
る
こ
と
の
な
い
「
暮

ら
し
を
よ
く
し
た
い
と
い
う
願
い
」
（
生
活
改
善
欲
求
）
に
突
き
動
か
さ
れ

て
勤
労
に
励
む
経
済
人
で
あ
る
。
一
方
、「
人
間
の
力
と
大
き
さ
に
は
限
界
」

が
あ
り
「
楽
し
め
る
分
量
は
い
つ
も
同
じ
」
（
一
一
八
頁
）
だ
か
ら
、
欲
望

と
そ
れ
を
満
た
す
能
力
の
不
均
衡
こ
そ
が
不
幸
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
た

ル
ソ
ー
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済
人
の
姿
は
容
認
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

奢
侈
に
対
す
る
二
人
の
姿
勢
の
根
本
的
な
違
い
が
こ
こ
か
ら
生
じ
る
。

商
業
社
会
の
政
治
学
は
、
近
代
人
の
利
己
心
の
発
露
と
し
て
の
商
業
（
経

済
）
活
動
へ
の
評
価
を
踏
ま
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

こ
の
論
点
は
無
視
で
き
な
い
重
要
性
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
ル

ソ
ー
と
ス
ミ
ス
の
そ
う
し
た
異
な
る
応
答
は
現
代
的
意
義
を
帯
び
て
、
直

に
わ
れ
わ
れ
に
迫
り
来
る
こ
と
に
も
な
る
。

 

（
よ
ね
だ
・
し
ょ
う
へ
い
／
経
済
思
想
史
）
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境
に
袂
を
別 

か
つ
。
少
な
く
と
も
精
神
的
に
は
、
あ
く
ま
で
ユ
ダ
ヤ
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
シ
ョ
ー
レ
ム
に
対
し
、

ア
ー
レ
ン
ト
は
「
パ
ー
リ
ア
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
本
質
規
定
に

固
執
し
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
非
難
を
た
め
ら
わ
な
い
。

個
人
的
感
情
の
も
つ
れ
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
基
本
的

に
は
、
ど
ち
ら
に
も
一
理
の
あ
る
思
想
的
立
場
の
対
話
で
あ
り
対
決
で

あ
っ
て
、
読
者
の
関
心
も
そ
こ
に
集
中
す
る
だ
ろ
う
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
往
復
書
簡
に
は
、
も
っ
と
別
の
も
の
も
あ
る
。
た
と
え

ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
も
の
（
大
島
・
木
田
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）

な
ど
。
一
九
二
四
年
、
ま
だ
『
存
在
と
時
間
』
の
出
版
前
だ
が
、
す
で
に

次
世
代
を
荷
う
新
進
哲
学
者
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大

学
の
若
き
哲
学
教
師
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
か
ら
や
っ
て

き
た
一
八
歳
の
ユ
ダ
ヤ
系
女
子
学
生
ア
ー
レ
ン
ト
を
見
初
め
て
、
恋
に
落

ち
る
。
西
南
ド
イ
ツ
の
貧
し
い
農
民
、
寺
男
の
子
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク

の
禁
欲
倫
理
の
下
で
育
っ
た
彼
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
初
め
て
知
る
生
き
る

喜
び
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
が
送
っ
た
手
紙
に
は
―
―
教
師
面
し
た

キ
ッ
チ
ュ
な
面
も
な
い
で
は
な
い
が
―
―
真
率
な
パ
ト
ス
が
漲
っ
て
い
る

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
他
方
ア
ー
レ
ン
ト
側
の
初
期
の
書
簡
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
た
故
か
、
保
存
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
女
が

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
下
で
書
い
た
学
位
論
文
に
し
て
処
女
出
版
『
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
愛
の
概
念
』
（
千
葉
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
を
、
読

者
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
応
答
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き

る
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
グ
レ
ー
テ
ル
と
の
往
復
書
簡

　

書
評　

『
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
／
グ
レ
ー
テ

ル
・
ア
ド
ル
ノ
往
復
書
簡1930-1940

』

（
伊
藤
白
・
鈴
木
直
・
三
島
憲
一
訳
、 

 
 

み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
）

徳
永 

恂

　

こ
の
と
こ
ろ
、
往
復
書
簡
集
の
翻
訳
出
版
が
相
次
い
で
い
る
。
た
と
え

ば
昨
年
に
は
『
ア
ー
レ
ン
ト
＝

シ
ョ
ー
レ
ム
往
復
書
簡
』
（
細
見
ほ
か
訳
、

岩
波
書
店
）
。
こ
の
二
人
は
一
九
三
〇
年
代
、
同
じ
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
前
線

に
立
っ
て
（
少
な
く
と
も
シ
ョ
ー
レ
ム
は
そ
う
信
じ
て
い
た
）
、
ユ
ダ
ヤ
人
救

援
活
動
に
身
を
挺
し
て
い
た
の
だ
が
、
六
〇
年
代
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
を



社会思想史研究　No. 44　2020

●　196

　

一
九
〇
二
年
生
ま
れ
の
グ
レ
ー
テ
ル
・
カ
ー
プ
ル
ス
と
、
一
九
〇
三
年

生
ま
れ
の
テ
オ
ド
ー
ア
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ン
グ
ル
ン
ト
・
ア
ド
ル
ノ
と
は
、
豊

か
な
ユ
ダ
ヤ
人
商
人
だ
っ
た
家
ど
う
し
の
つ
な
が
り
も
あ
っ
て
早
く
か
ら

知
り
合
い
、
二
四
年
頃
に
は
婚
約
す
る
間
柄
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
他

方
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ア
ド
ル
ノ
と
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
、
二
三
年
、
大
学

の
哲
学
の
ゼ
ミ
だ
っ
た
が
、
グ
レ
ー
テ
ル
と
知
り
合
っ
た
二
八
年
に
は
、

彼
ら
は
す
で
に
婚
約
し
て
い
た
か
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
紹
介
さ
れ
た
の
は
、

ア
ド
ル
ノ
の
婚
約
者
と
し
て
の
グ
レ
ー
テ
ル
で
あ
り
、
最
初
か
ら
二
対
一

の
関
係
が
形
成
さ
れ
、
後
々
ま
で
そ
れ
が
続
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た

だ
彼
ら
が
正
式
に
結
婚
す
る
の
は
三
七
年
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
長
い
婚

約
期
間
を
含
め
、
そ
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
夥
し
い
書
簡
を
基
に
、
二
人
の

間
に
一
対
一
の
関
係
、
秘
め
ら
れ
た
ロ
マ
ン
ス
を
見
出
そ
う
と
す
る
向
き

も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
百
数
十
通
の
書
簡

に
は
、
か
つ
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
『
告
白
』
以
前
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に

見
出
し
た
「
エ
ロ
ス
的
愛
」
の
要
素
は
現
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
も
の

に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
無
縁
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
う
い
う
形
で
の

愛
の
燃
焼
は
、
当
時
、
別
の
対
象
、
た
と
え
ば
ロ
シ
ア
人
女
優
、
ア
ー

シ
ャ
ー
・
ラ
チ
ス
へ
向
け
ら
れ
て
い
た
故
も
あ
っ
て
、
「
手
紙
の
人
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
」
に
ア
ド
ル
ノ
が
感
じ
る
の
は
、
む
し
ろ
「
肉
体
を
感
じ
さ
せ
な

い
」
と
い
う
際
だ
っ
た
特
徴
だ
っ
た
。

　

グ
レ
ー
テ
ル
の
側
か
ら
す
れ
ば
ど
う
だ
っ
た
か
。
ナ
チ
ス
の
政
権
獲
得

と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
へ
脱
出
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
先
妻
ド
ー
ラ
と
の
離

婚
訴
訟
の
結
果
、
無
一
文
の
状
態
だ
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
、
さ
ら
な
る
亡

命
先
を
、
モ
ス
ク
ワ
か
エ
ル
サ
レ
ム
か
、
デ
ン
マ
ー
ク
か
ア
メ
リ
カ
か
、

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
独
自
な
思
想
家
ど
う
し
の
対
話
・
対
決
で
も
な
く
、

高
名
な
哲
学
者
の
秘
め
ら
れ
た
恋
と
い
う
の
で
も
な
い
。
グ
レ
ー
テ
ル
・

ア
ド
ル
ノ
と
い
う
名
さ
え
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
人
が
多
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

私
自
身
は
、
一
九
六
二
年
か
ら
二
年
ほ
ど
、
ア
ド
ル
ノ
の
下
に
留
学
し

て
い
た
か
ら
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
の
大
教
室
で
、
ア
ド
ル
ノ
の
講
義

の
最
前
列
に
坐
っ
て
い
た
教
授
夫
人
を
覚
え
て
い
る
し
、
後
年
ド
イ
ツ
に

行
っ
た
時
に
も
、
彼
女
が
晩
年
に
自
殺
を
は
か
り
な
が
ら
未
遂
に
終
り
、

閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
大
学
の
側
の
家
の
横
を
通
る
こ
と
も
多
か
っ
た
か
ら
、

閉
じ
ら
れ
た
窓
を
見
上
げ
て
は
、
彼
女
の
人
生
を
憶
い
や
る
こ
と
も
な
い

で
は
な
か
っ
た
。だ
が
私
が
抱
い
て
い
た
グ
レ
ー
テ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
は
、
夫
・

ア
ド
ル
ノ
の
知
的
協
力
者
と
い
う
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
代
表
作
と
さ
れ
る
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
は
、
四
〇
年
代
前

半
に
ア
メ
リ
カ
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
の
共
同

作
業
の
現
場
に
は
、
い
つ
も
グ
レ
ー
テ
ル
夫
人
が
立
ち
会
っ
て
い
て
、
両

者
の
口
述
を
タ
イ
プ
し
て
は
、
原
稿
に
仕
上
げ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
、
ア
ド
ル
ノ
の
生
誕
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
開
か
れ
た
展
示
会
で
も
、
ア
ド
ル
ノ
の
手
書
き
原
稿

に
、
グ
レ
ー
テ
ル
の
朱
が
あ
ち
こ
ち
に
―
―
た
ん
な
る
校
正
の
域
を
超
え

た
内
容
の
訂
正
に
ま
で
―
―
入
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
高

さ
に
感
心
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ア
ド
ル
ノ
の
死
後
、
遺
稿
と
し
て
残
さ
れ

た
『
美
的
理
論
』
の
原
稿
を
整
理
・
公
刊
し
た
の
も
彼
女
だ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
作
業
の
完
了
し
た
段
階
で
、
も
う
人
生
に
残
さ
れ
た
こ
と
は
な
い

か
の
よ
う
に
、
自
殺
を
は
か
っ
た
の
だ
っ
た
。



197　●　〈書　評〉

　

む
ろ
ん
そ
こ
に
不
可
知
の
部
分
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
一

九
三
九
年
一
〇
月
一
二
日
づ
け
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
手
紙
。
独
仏
開
戦
に

よ
っ
て
敵
性
外
国
人
と
し
て
収
容
所
に
隔
離
さ
れ
た
彼
が
グ
レ
ー
テ
ル
個

人
宛
に
出
し
た
も
の
で
、
「
昨
晩
麦
わ
ら
の
上
で
見
た
美
し
い
夢
」
を
報

告
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
手
紙
が
あ
る
。
行
き
ず
り
の
ど
こ
か
の
テ
ラ
ス
ら

し
き
所
で
、
何
人
か
の
女
た
ち
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
原
稿
を
手
に
し
て
話

し
合
っ
て
い
る
。
筆
跡
鑑
定
で
も
し
て
い
る
の
か
と
覗
き
込
ん
で
見
る
が
、

風
に
ひ
る
が
え
る
ス
カ
ー
フ
の
蔭
に
、
チ
ラ
リ
と
見
え
た
の
は
、
そ
の
図

柄
に
あ
る
D
と
い
う
文
字
の
上
部
だ
け
だ
っ
た
。
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
交
わ

さ
れ
た
会
話
の
中
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
つ
ぶ
や
い
た
の
は
、「
詩
を
ス
カ
ー

フ
（fichu

）
に
変
え
る
こ
と
が
問
題
な
の
だ
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
だ
っ
た
。

云
々
と
い
っ
た
一
見
単
純
に
も
見
え
る
シ
ー
ン
の
報
告
な
の
だ
が
、
い
か

に
も
謎
に
充
ち
て
も
い
る
。
い
っ
た
い
こ
の
D
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
親
し
い
相
手
へ
の
手
紙
に
自
署
す
る
筆
名D

etlef

の
頭
文

字
な
の
か
。
そ
れ
と
も
先
妻D

ora

な
ど
他
の
人
の
そ
れ
か
。
あ
る
い
は

詩
を
意
味
す
る
普
通
名
詞D

ichtung

な
の
か
。
そ
も
そ
も
そ
の
時
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
つ
ぶ
や
い
た
と
い
う
「
詩
を
ス
カ
ー
フ
に
変
え
る
こ
と
」
と
は

何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
し
て
何
故
に
こ
の
夢
の
話
を
告
げ
る
手
紙
の
宛

先
が
、
い
つ
も
の
ア
ド
ル
ノ
と
の
連
名
で
は
な
く
グ
レ
ー
テ
ル
個
人
宛
に

な
っ
て
い
る
の
か
。

　

収
容
所
か
ら
の
手
紙
だ
か
ら
、
検
閲
を
意
識
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か

ざ
る
を
え
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ら
ア
ド
ル
ノ
よ
り
グ
レ
ー
テ
ル
の
方
が
堪

能
だ
か
ら
グ
レ
ー
テ
ル
宛
に
出
し
た
と
い
う
の
は
表
面
的
理
由
に
す
ぎ
ま

い
。
私
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ア
ド
ル
ノ
を
敬
遠
す
る
心
理
的
理
由
が
あ
っ
た

迷
い
つ
つ
探
し
求
め
て
放
浪
し
て
い
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
、
グ
レ
ー
テ
ル
は

定
期
的
に
郵
便
小
為
替
を
送
っ
て
援
助
を
続
け
て
い
た
。
当
初
の
フ
ァ
ン

と
し
て
の
憧
憬
の
視
線
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
後
援
者
も
し
く
は
保
護
者

の
そ
れ
に
変
っ
て
い
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
無
援
の
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
へ
の
想
い
や
り
に
は
、
「
友
情
か
恋
心
か
」
と
い
う
二
分
法
で

は
掬
い
き
れ
な
い
、
つ
ま
り
世
話
女
房
の
よ
う
な
と
か
、
お
袋
の
よ
う
な

と
か
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
感
情
が
、
そ
の
親
密
さ

を
支
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

基
本
的
に
は
、
彼
ら
の
関
係
は
、
一
対
一
で
あ
る
よ
り
は
、
二
対
一
関

係
と
い
う
枠
を
外
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ジ
ン
メ
ル
は
か
つ
て
、
三
人

集
団
は
必
ず
二
対
一
の
対
立
関
係
に
分
裂
す
る
と
鋭
く
指
摘
し
た
こ
と
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
三
人
は
、
二
対
一
で
あ
り
つ
つ
、
対
立
関
係
で
は
な

く
、
調
和
状
態
を
保
ち
続
け
た
。
そ
れ
は
三
角
関
係
で
は
な
く
、
二
対
一

と
い
う
形
で
の
「
仲
よ
し
三
人
組
」
だ
っ
た
。
少
な
く
と
も
グ
レ
ー
テ
ル

は
、
二
人
の
男
性
の
対
立
要
因
で
は
な
く
、
む
し
ろ
結
び
つ
け
る
役
割
を

果
し
た
と
言
え
よ
う
。
彼
ら
自
身
は
、
そ
の
形
を
、
古
代
ロ
ー
マ
よ
ろ
し

く
「
三
頭
政
治
」
と
呼
び
、
ア
ド
ル
ノ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
の
関
係
を
「
哲

学
的
カ
メ
ラ
ー
ド
：
仲
間
」
と
名
付
け
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
で
の
親
称

du

と
敬
称Sie

と
の
区
別
は
、
こ
こ
で
は
微
妙
に
融
け
去
っ
て
い
る
、
と

言
え
よ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
た
ん
な
る
個
人
間
の
人
間

関
係
で
は
な
く
、
明
日
を
も
知
れ
ぬ
生
活
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
的
探

究
に
明
け
暮
れ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
知
識
人
た
ち
の
生
き
た
姿
で
あ
り
、

こ
の
暗
い
時
代
の
空
に
輝
く
星
々
の
明
滅
す
る
き
ら
め
き
、
文
字
ど
お
り

「
星
座
の
布
置
（
コ
ン
ス
テ
ラ
チ
オ
ン
）
」
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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の
だ
と
思
う
。
亡
命
者
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
は
、
亡
命
先
で
ど
う
や
っ

て
喰
い
つ
な
い
で
い
く
か
、
と
い
う
事
だ
ろ
う
。
わ
ず
か
ば
か
り
の
原
稿

料
収
入
や
グ
レ
ー
テ
ル
か
ら
の
経
済
的
援
助
だ
け
で
は
、
む
ろ
ん
充
分
で

は
な
い
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
「
社
会
研
究
所
」
か
ら
何
ら
か
の
資
格
認

定
を
受
け
、
定
期
的
収
入
を
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
、
残
さ
れ
た
唯
一
の
道

だ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
仲
介
者
が
ア
ド
ル
ノ
だ
っ
た
の
だ
。
ア
ド
ル

ノ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
最
大
の
理
解
者
で
あ
り
、
サ
ポ
ー
タ
ー
で
あ

る
と
と
も
に
、
忌
憚
な
い
批
判
者
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
一
九
三
五
年

に
送
ら
れ
た
長
文
の
二
通
、
一
通
は
、
左
翼
的
と
憶
測
さ
れ
た
研
究
所
へ

の
「
過
剰
適
応
」
を
い
ま
し
め
る
も
の
。
も
う
一
通
は
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
論

草
案
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
夢
の
扱
い
方
が
、
彼
の
弁
証
法
的
イ
メ
ー

ジ
と
い
う
基
本
姿
勢
に
合
わ
な
い
、
と
い
う
忠
告
。
こ
の
二
つ
は
、
そ
れ

ぞ
れ
核
心
を
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
負
い
目

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
今
、
自
分
の
見
た
奇
妙
な
夢
の
話
を

ア
ド
ル
ノ
に
書
き
送
っ
た
と
し
て
も
、
無
意
識
の
解
釈
学
と
し
て
夢
分
析

に
強
い
理
論
的
関
心
を
持
つ
ア
ド
ル
ノ
と
の
間
で
は
せ
い
ぜ
い
そ
れ
は
学

問
的
議
論
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
収
容

所
で
欲
し
か
っ
た
の
は
、
議
論
相
手
で
は
な
く
、
黙
っ
て
彼
の
独
白
を
聞

い
て
く
れ
る
話
し
相
手
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
願
い
は
聞
き
届
け

ら
れ
た
。
こ
の
手
紙
に
対
す
る
グ
レ
ー
テ
ル
の
返
事
は
、
「
き
れ
い
な
夢

の
手
紙
を
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
形
通
り
の
さ
り
げ
な
い
も
の
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
あ
る
謎
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
た
の
は
、
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
の

哲
学
者
デ
リ
ダ
だ
っ
た
。

　

二
〇
〇
一
年
秋
、
デ
リ
ダ
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
で
行
わ
れ
た
ア
ド

ル
ノ
賞
受
賞
式
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
グ
レ
ー
テ
ル
宛
の
手
紙
を
長
々
と
引

用
し
、
こ
こ
で
ス
カ
ー
フ
と
訳
さ
れ
て
い
るfichu

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語

に
は
、
名
詞
と
形
容
詞
で
は
別
の
意
味
が
あ
り
、je suis fichu

に
は
、
お

れ
は
も
う
駄
目
だ
、
お
仕
舞
い
だ
、
と
い
う
終
末
論
的
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
同
語
意
義
の
奥
に
あ
る
深
層
に
注
目
し
て
い

る
（
『
フ
ィ
シ
ュ
』
逸
見
訳
、
白
水
社
、
二
〇
〇
三
年
）
。
謎
は
尚
深
い
。
し
か

し
、
こ
の
夢
を
見
た
後
「
幸
福
感
」
に
包
ま
れ
た
、
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
述

懐
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
間
近
に
迫
っ
た

死
の
予
感
で
は
な
く
、
む
し
ろ
カ
フ
カ
を
念
頭
に
置
い
て
、
詩
を
人
生
と

し
て
生
き
て
き
た
「
失
踪
者
た
ち
」
の
「
オ
ク
ラ
ホ
マ
野
外
劇
場
」
へ
の

夢
を
、
自
分
も
ま
た
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住
を
強

く
勧
め
て
く
れ
て
い
る
グ
レ
ー
テ
ル
に
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
、
と
と
る
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
グ
レ
ー
テ
ル
宛
の
手
紙
は
、
一
九
四
〇
年
七
月
一
九

日
づ
け
、
ル
ル
ド
か
ら
の
も
の
を
最
後
に
途
切
れ
て
い
る
。
九
月
二
七
日
、

ピ
レ
ネ
ー
を
超
え
よ
う
と
し
て
国
境
で
阻
ま
れ
た
彼
は
、
用
意
し
た
モ
ル

ヒ
ネ
を
飲
ん
で
自
殺
し
た
か
ら
で
あ
る
。
三
〇
年
後
、
グ
レ
ー
テ
ル
が
、
夫
・

ア
ド
ル
ノ
の
遺
稿
『
美
的
理
論
』
を
整
理
・
出
版
し
て
後
、
自
殺
を
企
て

た
時
、
彼
女
の
胸
の
裡
に
は
、
そ
の
直
前
に
逝
っ
た
夫
・
ア
ド
ル
ノ
だ
け

で
は
な
く
、
は
る
か
以
前
に
自
決
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
後
を
追
う
と
い
う

夢
が
ひ
ら
め
い
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
（
と
く
な
が
・
ま
こ
と
／
ド
イ
ツ
現
代
思
想
・
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
専
攻
）
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と
経
済
学
と
の
両
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
書
か
れ
た
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。
編
者
の
セ
ン
と
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
に
よ
る
序
章
の
後
、
第
一
章
の
ヘ
ア
論
文
お
よ
び
第
二
章
の
ハ
ル

サ
ニ
ー
論
文
は
、
功
利
主
義
を
正
当
化
す
る
立
場
の
代
表
と
し
て
再
録
さ

れ
た
論
文
で
あ
る
。
ヘ
ア
は
、
道
徳
の
言
語
が
持
つ
指
令
性
と
普
遍
化
可

能
性
に
基
づ
く
功
利
主
義
の
正
当
化
を
提
案
す
る
。
そ
し
て
、
道
徳
的
思

考
を
差
し
迫
っ
た
判
断
を
下
す
際
の
レ
ベ
ル
1
と
、
知
識
・
時
間
が
十
分

な
状
況
で
正
し
い
答
え
を
探
す
際
の
レ
ベ
ル
2
に
区
分
す
る
、
い
わ
ゆ
る

「
二
層
理
論
」
を
提
示
し
て
い
る
。
ハ
ル
サ
ニ
ー
は
、
功
利
主
義
に
対
す

る
道
徳
的
価
値
判
断
の
等
確
率
モ
デ
ル
に
よ
る
正
当
化
と
公
理
的
正
当
化

を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
続
い
て
、
様
々
な
仕
方
で
功
利
主
義
に
関

連
す
る
十
二
の
初
出
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
の
著

者
が
と
る
功
利
主
義
に
対
す
る
立
場
は
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
章

の
マ
ー
リ
ー
ス
論
文
な
ど
は
功
利
主
義
を
基
本
的
に
擁
護
し
て
い
る
が
、

他
方
で
、
第
六
章
の
テ
イ
ラ
ー
論
文
や
第
十
三
章
の
シ
ッ
ク
論
文
な
ど
は

功
利
主
義
を
明
確
に
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
五
章
の
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン

論
文
や
第
八
章
の
ロ
ー
ル
ズ
論
文
は
功
利
主
義
へ
の
批
判
と
い
う
よ
り
は

代
替
案
の
提
示
を
中
心
に
置
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
に
は
様
々
な
立
場
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
扱
わ
れ
て
い
る
論
点
も
多
様
で
あ
る
。
評
者
の
専
門
と
紙
幅
の
制
約

か
ら
、
こ
こ
で
は
、
焦
点
を
大
幅
に
絞
っ
て
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
功

利
主
義
に
お
け
る
「
選
好
」
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
規
範

的
研
究
に
お
け
る
人
格
の
構
想
の
重
要
性
と
非
功
利
主
義
的
立
場
に
お
け

　

書
評　

『
功
利
主
義
を
の
り
こ
え
て 

 
 

―
―
経
済
学
と
哲
学
の
倫
理

』

（
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

編
著
、
後
藤
玲
子
監
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
）

宮
本
雅
也

　

本
書
は
、
倫
理
学
、
政
治
哲
学
、
厚
生
経
済
学
な
ど
社
会
レ
ベ
ル
の
規

範
的
研
究
分
野
に
お
け
る
古
典
的
著
作
の
邦
訳
で
あ
る
。
功
利
主
義
を
論

じ
る
場
合
、
支
持
す
る
に
せ
よ
反
対
す
る
に
せ
よ
必
ず
参
照
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
著
作
と
言
え
る
。
本
書
の
特
徴
と
し
て
、
倫
理
学
・
政
治
哲
学
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る
理
論
化
へ
の
志
向
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

序
論
で
編
者
た
ち
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
に
、
帰
結
主
義
・

総
和
主
義
と
並
ん
で
、
厚
生
主
義
が
功
利
主
義
の
構
成
要
素
と
さ
れ
る
（
四

頁
）
。
こ
れ
は
行
為
や
社
会
状
態
の
評
価
の
基
礎
と
し
て
厚
生
や
効
用
を

用
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
功
利
主
義
に
と
っ
て
こ
れ
ら

の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
古
典
的
功
利
主
義

の
よ
う
に
、
効
用
を
快
苦
と
理
解
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
現
在
で
は
選
好

充
足
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
の
が
主
流
で
あ
る
。

　

選
好
を
福
祉
の
尺
度
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
の
長
所
と
し
て
「
中
立
性
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
人
が
望
ん
で
い
る
状
況
が
実
現
さ
れ
れ
ば
選
好
が
充

足
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
人
び
と
の
境
遇
の
善
し
悪
し
を
選

好
の
点
か
ら
理
解
す
る
場
合
、
論
争
的
な
前
提
を
余
計
に
追
加
す
る
必
要

が
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ハ
ル
サ
ニ
ー
は
選
好
の
「
自
律
性
」
と
い

う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
あ
る
個
人
に
と
っ
て
の
善
さ
・
悪
さ
を
当
人
が

望
む
こ
と
以
外
か
ら
判
断
し
な
い
の
が
重
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
七
二

頁
）
。

　

他
方
で
、
選
好
と
い
う
基
準
の
問
題
点
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
第
一

に
、
選
好
の
内
容
・
中
身
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
他
者
を
差

別
す
る
選
好
な
ど
は
社
会
正
義
や
集
合
的
意
思
決
定
の
問
題
で
算
定
さ
れ

て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
選
好
の

形
成
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
が
存
在
す
る
。
第
十
一
章
の
エ
ル
ス
タ
ー
論
文
で

考
察
さ
れ
て
い
る
「
適
応
的
選
好
形
成
」
の
問
題
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
つ

ま
り
、
本
来
欲
し
て
い
る
も
の
が
手
に
入
ら
な
い
状
況
に
あ
る
時
、
そ
の

状
況
に
合
わ
せ
て
自
身
の
欲
求
の
内
容
を
（
無
意
識
的
に
）
よ
り
充
足
し

や
す
い
も
の
へ
と
引
き
下
げ
る
こ
と
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
の
厚
生
水
準

を
上
昇
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
は
個
人
の
選
好
が

先
行
す
る
制
度
な
ど
の
文
脈
に
必
ず
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
う
し
た
制
度
な
ど
を
評
価
す
る
際
に
選
好
を
使
用
し
て
よ
い
の
か
と
い

う
問
題
に
つ
な
が
る
（
一
七
頁
）
。

　

他
方
で
、
功
利
主
義
者
も
こ
れ
ら
の
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ハ
ル
サ
ニ
ー
は
「
明
示
的
選
好
」（m

anifest preferences

）
と
「
真
の
選
好
」

を
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
観
察
さ
れ
る
行
動
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
明
示
的
選
好
に
対
し
て
、
真
の
選
好
は
「
関
連
す
る
事
実
を
め
ぐ
る
す

べ
て
の
情
報
を
も
ち
、
常
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
推
論
し
、
合
理
的
選

好
を
も
っ
と
も
導
き
や
す
い
心
理
状
態
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
も
つ
は
ず

0

0

の

選
好
」
で
あ
る
（
七
三
頁
、 

強
調
は
原
文
）
。
ま
た
、
ハ
ル
サ
ニ
ー
は
明
ら

か
な
「
反
社
会
的
選
好
」
は
社
会
的
厚
生
関
数
か
ら
は
排
除
す
る
と
し
て

い
る
（
同
頁
）
。
真
の
選
好
と
い
う
観
念
の
導
入
は
適
応
的
に
形
成
さ
れ

た
選
好
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
選
好
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
に
対

す
る
対
処
と
理
解
で
き
る
。
反
社
会
的
選
好
の
排
除
は
選
好
の
内
容
・
中

身
の
問
題
へ
の
対
処
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
真
の
選
好
へ
の
限
定
は
合
理
性
の
要
請
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
反
社
会
的
選
好
は
い
か
な
る
根
拠
で
排
除
さ
れ
る
の
か
。
ハ
ル
サ

ニ
ー
は
こ
こ
で
、
「
人
格
」
の
特
定
の
構
想
に
訴
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
功
利
主
義
の
道
徳
的
共
同
体
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
善
意

と
人
間
的
な
同
感
（
共
感
）
が
前
提
に
な
る
た
め
、
他
者
に
悪
意
を
示
す

個
人
の
人
格
の
全
て
が
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
悪
意
に
関

わ
る
部
分
は
排
除
し
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
七
三
―
七
四
頁
）
。
こ
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の
人
格
の
構
想
の
導
入
に
よ
っ
て
前
述
の
中
立
性
と
い
う
長
所
が
一
定
程

度
弱
め
ら
れ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
功
利
主
義
を
批
判
す
る
理
論
家
も
ま
た
人
格
の
構
想

と
い
う
問
題
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
編
者
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
他

の
著
作
で
考
察
を
展
開
し
て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
第
八
章
の
ロ
ー

ル
ズ
の
議
論
が
典
型
的
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
そ
こ
で
、
効
用
・
選
好
に

代
わ
る
尺
度
と
し
て
「
基
本
財
」
を
提
案
す
る
際
、
功
利
主
義
と
は
異
な

る
人
格
の
構
想
を
採
用
し
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
人
格
の
構
想
は
、
二
つ

の
能
力
を
有
す
る
道
徳
的
人
格
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
能
力
と
は
、
正
・

正
義
を
知
覚
す
る
能
力
（
正
義
感
覚
の
能
力
）
と
特
定
の
善
の
構
想
を
決
定
・

改
訂
し
合
理
的
に
追
求
す
る
能
力
で
あ
る
（
二
二
九
頁
）
。
ロ
ー
ル
ズ
の
理

論
に
お
い
て
は
、
前
者
の
正
義
感
覚
の
能
力
が
適
理
性
（reasonableness

）

に
、
後
者
の
善
の
構
想
の
能
力
が
合
理
性
に
結
び
つ
く
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
二
つ
の
能
力
を
発
達
・
行
使
す
る
こ
と
に
、
人
び
と
が
最
高
次
の
関
心

を
見
出
す
も
の
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
上
記
の
二
つ
の
能
力
の
発
達
・
行

使
の
た
め
に
必
要
な
事
物
と
い
う
基
準
で
基
本
財
が
設
定
さ
れ
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
正
義
原
理
を
導
く
た
め
に
共
有
可
能
と
思
わ

れ
る
人
格
の
構
想
を
設
定
し
、
そ
こ
か
ら
社
会
正
義
に
関
す
る
尺
度
を
導

出
し
て
い
る
。
功
利
主
義
で
あ
れ
ば
各
人
の
利
害
関
心
を
す
べ
て
選
好
と

し
て
同
様
に
扱
う
と
こ
ろ
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
、
二
つ
の
能
力
を
も
つ
道
徳

的
人
格
と
い
う
観
点
か
ら
利
害
関
心
に
質
的
な
区
別
を
導
入
し
て
い
る
。

　

ハ
ル
サ
ニ
ー
ら
功
利
主
義
者
の
人
格
の
構
想
も
非
論
争
的
な
わ
け
で
は

な
く
、
功
利
主
義
者
と
批
判
者
た
ち
と
の
他
の
諸
争
点
も
人
格
の
構
想
の

差
異
か
ら
説
明
さ
れ
う
る
。
例
え
ば
、
功
利
主
義
者
と
ロ
ー
ル
ズ
た
ち
批

判
者
と
の
間
で
「
不
偏
性
」を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
が
重
要
な
争
点
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
不
偏
性
の
理
解
の
差
異
も
、
想
定
す
る
人
格
の
構
想
の
差

異
か
ら
説
明
で
き
る
。
功
利
主
義
の
批
判
者
た
ち
に
と
っ
て
、
個
々
人
が

自
ら
の
人
生
計
画
を
追
求
で
き
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
不
偏
性
も
各
人
の
そ
う
し
た
人
生
計
画
の
追
求
を
平
等
に
尊
重
す
る

仕
方
で
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
功
利
主
義
の
場
合
、
不
偏
性
は

そ
う
し
た
各
人
の
人
生
計
画
の
追
求
と
は
関
係
が
な
く
、
す
べ
て
の
人
の

利
害
関
心
（
効
用
）
を
等
し
く
計
算
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
功
利
主
義
の
不
偏
性
の
理
解
は
、
上
で
見
た
ハ
ル
サ
ニ
ー
が
提
示

し
た
よ
う
な
、
善
意
と
共
感
の
能
力
を
も
つ
人
格
と
い
う
構
想
と
結
び
つ

い
て
い
る
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
難
し
い
問
題
と
な
る
の
が
、
異
な
る
人
格
の
構
想
の
間
で
ど
の

よ
う
に
し
て
優
劣
を
つ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
不
偏
性
に

関
し
て
見
た
よ
う
に
、
人
格
の
理
解
の
差
異
が
他
の
重
要
な
道
徳
的
概
念

の
理
解
の
差
異
に
つ
な
が
り
、
最
終
的
に
は
正
義
原
理
の
違
い
に
も
結
び

つ
く
。
こ
の
よ
う
に
根
本
的
と
思
わ
れ
る
人
格
の
理
解
を
ど
の
よ
う
に
し

て
正
当
化
す
る
か
が
難
し
い
。
ロ
ー
ル
ズ
の
論
文
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社

会
の
多
元
主
義
的
状
況
に
は
、
自
身
の
道
徳
的
人
格
と
基
本
財
の
構
想
の

方
が
、
功
利
主
義
的
構
想
よ
り
も
適
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
功
利
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
不
十
分

で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
功
利
主
義
に
対
す
る
優
位
を
示
せ
る
と
し
て
も
、

功
利
主
義
に
比
べ
て
問
題
が
な
い
（
少
な
い
）
と
い
う
だ
け
で
は
、
ロ
ー

ル
ズ
の
人
格
の
構
想
を
採
る
べ
き
と
い
う
点
が
積
極
的
に
正
当
化
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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な
お
、
功
利
主
義
の
批
判
者
の
間
で
も
、
功
利
主
義
に
代
わ
っ
て
ど
の

よ
う
な
方
向
に
向
か
う
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
で
、
見
解
の
相
違
が
見
ら

れ
る
。
そ
の
相
違
と
は
、
体
系
的
な
理
論
化
志
向
の
違
い
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、
現
実
の
多
元
主
義
的
状
況
に
対
し
て
、
合
理
性

や
適
理
性
と
い
っ
た
理
性
に
関
す
る
概
念
を
用
い
て
一
定
の
構
造
を
も
っ

た
理
論
構
築
を
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
で
き
る
か
と
い
う
点
を
め

ぐ
る
違
い
で
あ
る
。

　

ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
や
第
五
章
の
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
の
議
論
は
、
功
利
主
義

に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
な
る
理
論
の
構
築
を
志
向
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
第
六
章
の
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
や
第
七
章
の
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
の
議

論
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
理
論
構
築
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
が
功
利
主
義
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
提

示
す
る
の
は
、「
合
理
的
に
（
適
理
的
に
）
（reasonably
）
斥
け
ら
れ
る
か
」

と
い
う
点
か
ら
の
道
徳
的
不
正
さ
の
定
式
で
あ
る
（
一
四
九
頁
）
。
彼
に
よ

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
契
約
主
義
の
定
式
は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
も
つ
で
あ

ろ
う
、
他
者
に
対
す
る
正
当
化
可
能
性
の
欲
求
と
一
致
し
、
こ
の
点
か
ら

福
祉
と
は
異
な
る
仕
方
で
道
徳
的
な
動
機
づ
け
が
理
論
的
に
説
明
可
能
で

あ
る
（
一
五
六
頁
）
。
ロ
ー
ル
ズ
が
合
理
性
と
適
理
性
の
観
念
を
用
い
て
正

義
に
関
す
る
功
利
主
義
的
で
な
い
理
論
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
と

類
比
的
に
、
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
は
適
理
性
の
観
念
を
用
い
て
（
正
義
よ
り
一

般
的
な
）
正
し
さ
に
関
す
る
功
利
主
義
的
で
な
い
理
論
を
提
示
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
対
照
的
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
場
合
、
善
に
関
す
る
通
約
不
可
能

性
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
理
性
に
関
し
て
も
、
人
格
的
統

合
・
慈
善
・
解
放
な
ど
と
並
ぶ
善
・
価
値
（
テ
イ
ラ
ー
の
言
い
方
で
は
「
質

的
区
別
」
）
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
一
八
二

頁
）
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
合
理
性
・
適
理
性
に
依
拠
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う

な
理
論
構
築
の
試
み
も
、
近
代
の
認
識
論
の
悪
影
響
を
受
け
た
誤
っ
た
形

式
主
義
と
し
て
退
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

評
者
か
ら
す
る
と
、
テ
イ
ラ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
体
系
的
理
論
構
築

の
否
定
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
の
場
合
、
各
人
の
自
己
解
釈
・

自
己
反
省
に
と
っ
て
理
論
家
・
哲
学
者
が
果
た
す
役
割
は
な
い
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
他
方
で
、
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
の
非
功
利
主
義
的
な
道

徳
理
論
の
試
み
も
、
（
そ
の
後
の
著
作
の
内
容
を
合
わ
せ
て
み
て
も
、
）
功
利

主
義
と
同
程
度
の
体
系
性
を
も
っ
た
理
論
が
構
築
で
き
て
い
る
と
は
思
え

な
い
。
非
功
利
主
義
的
な
道
徳
理
論
は
さ
ら
な
る
洗
練
を
必
要
と
し
て
い

る
。

　

こ
こ
に
挙
げ
て
き
た
三
つ
の
立
場
、
す
な
わ
ち
功
利
主
義
、
非
功
利
主

義
的
な
理
論
構
築
肯
定
派
、
理
論
構
築
否
定
派
は
、
倫
理
学
に
お
け
る
帰

結
主
義
、
義
務
論
、
徳
倫
理
学
の
三
つ
の
分
類
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。

一
方
で
、
倫
理
学
に
お
け
る
主
要
な
立
場
を
代
表
す
る
よ
う
な
論
文
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
が
古
典
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
に
な
る
だ
ろ

う
。
他
方
で
、
本
書
の
原
著
の
出
版
か
ら
約
四
十
年
経
っ
て
も
、
こ
の
三

分
類
か
ら
功
利
主
義
が
消
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
功
利
主
義
の
説
得
力
の

証
に
も
な
る
。
功
利
主
義
は
未
だ
「
の
り
こ
え
」
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。

 

（
み
や
も
と
・
ま
さ
や
／
政
治
哲
学
・
政
治
理
論
）



203　●　〈書　評〉

　

書
評　

『
試
さ
れ
る
民
主
主
義 

 
 

―
―
20
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
思
想
（
上
・
下
）
』

（
ヤ
ン=
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
著
、
板
橋
拓
己
・
田
口

晃
監
訳
、
五
十
嵐
美
香
・
五
十
嵐
元
道
・
川
嶋
周
一
・
佐

藤
貴
史
・
福
田
宏
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

髙
山
裕
二

一　

民
主
主
義
の
多
面
性

　

「
十
年
前
、
歴
史
家
の
ト
ニ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
『
社

会
民
主
主
義
に
未
来
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
恐
怖
の
社
会
民
主
主
義

だ
ろ
う
』
。
確
か
に
、
恐
怖
は
つ
ね
に
外
国
人
へ
の
敵
意
を
抱
か
せ
う
る
。

そ
れ
は
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
が
今
懸
命
に
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

だ
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
恐
怖
に
よ
っ
て
虚
偽
（
フ
ェ
イ
ク
）
の
個
人

主
義
の
混
乱
を
見
極
め
、
相
互
依
存
が
公
共
の
保
険
制
度
か
ら
情
報
基
盤

ま
で
適
切
な
イ
ン
フ
ラ
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
悟
る
よ
う
に
も
な
り
う
る

…
。
」
（“W

e M
ust H

elp O
ne Another or D

ie, ” N
YT

, M
arch 19, 2020

）
。

　

紙
上
で
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
ミ
ュ
ラ
ー
（Jan-W

erner M
üller

）
に

よ
れ
ば
、
恐
怖
す
な
わ
ち
現
下
の
緊
急
事
態
こ
そ
、
「
同
胞
市
民
と
共
有

す
る
も
の
は
ま
っ
た
く
な
い
と
感
じ
る
」
人
口
が
増
え
続
け
る
現
代
に

あ
っ
て
、
「
社
会
的
結
び
つ
き
」
に
つ
い
て
考
え
直
す
、
い
や
考
え
直
さ

ざ
る
を
え
な
い
機
会
と
な
る
は
ず
だ
。
緊
急
事
態
と
は
二
〇
二
〇
年
に
世

界
を
席
巻
し
て
い
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
記
述
は
、『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
』
（
原
著
二
〇
一
六
年
）

の
読
者
に
は
や
や
意
外
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
論
で
は
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ジ
ャ
ッ
ト
と
と
も
に
社
会
民
主
主
義
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
』
で
は
、
民
主
主
義
を
も
っ
ぱ
ら
自
由
民
主
主
義

に
限
定
し
て
論
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
う
え
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
は
反
多
元
主
義
だ
か
ら
「
民
主
主
義
」
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
紙
上
の
論
説
を
紹
介
し
た
の
は
、
新
た
な
感
染
病
に
対
す
る
筆

者
の
指
摘
を
評
価
を
す
る
た
め
で
は
な
い
。
ミ
ュ
ラ
ー
の
民
主
主
義
の
評

価
が
現
在
進
行
形
で
変
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
示

唆
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
変
節
だ
が
、
む
し

ろ
評
者
が
強
調
し
た
い
の
は
著
者
の
民
主
主
義
観
の
多
様
性
で
あ
り
、
彼

が
こ
れ
ま
で
い
か
に
民
主
主
義
の
多
面
性
に
着
目
し
て
き
た
か
で
あ
る
。

ま
さ
に
本
書
『
試
さ
れ
る
民
主
主
義
』
（
原
著
二
〇
一
一
年
）
は
、
二
〇
世

紀
に
お
け
る
民
主
主
義
（
論
）
の
多
彩
な
実
験
を
歴
史
的
に
踏
査
す
る
壮

大
な
成
果
で
あ
る
。

　

本
書
は
序
文
を
加
え
て
六
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
日
本
語
版
は
上
下

巻
に
分
か
れ
て
い
る
。
英
書
か
ら
の
翻
訳
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
版
と
フ
ラ
ン

ス
語
版
が
参
照
さ
れ
（
「
訳
者
あ
と
が
き
」
参
照
）
、
特
に
ド
イ
ツ
語
版
の
詳

細
な
註
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
英
語
版
よ
り
完
成
度
が
高
い
と

も
言
え
る
。
刊
行
後
、
国
内
外
の
多
く
の
媒
体
で
書
評
が
発
表
さ
れ
、
こ

の
種
の
学
術
図
書
と
し
て
は
異
例
と
も
言
え
る
注
目
を
集
め
た
。
そ
れ
は

ひ
と
え
に
本
書
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
同
時
に
、
本
訳
書
の
場
合
は
最

適
な
紹
介
者
に
恵
ま
れ
た
こ
と
が
要
因
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
政
治
思
想
史
の

テ
ク
ス
ト
で
も
あ
る
が
、
様
々
な
歴
史
的
事
実
や
制
度
の
記
述
が
頻
出
す

る
同
書
を
思
想
史
家
が
こ
れ
ほ
ど
理
解
し
や
す
く
訳
出
す
る
の
は
困
難

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
で
本
書
は
、
国
内
政
治
学
研
究
の
一
大

拠
点
・
北
大
法
学
部
を
基
点
と
す
る
傑
出
し
た
政
治
史
研
究
者
チ
ー
ム
に

よ
っ
て
こ
そ
実
現
さ
れ
た
精
華
だ
と
言
え
よ
う
。

　

以
下
で
は
、
政
治
・
社
会
思
想
史
研
究
の
見
地
か
ら
、
本
書
を
そ
の
後

半
を
中
心
に
紹
介
し
た
う
え
で
、
思
想
史
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
可
能
性

と
課
題
に
つ
い
て
若
干
コ
メ
ン
ト
す
る
。
な
お
、
評
者
は
政
治
史
や
二
〇

世
紀
の
専
門
家
で
は
な
い
た
め
、
本
書
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
ソ
連
や
中
・

東
欧
な
ど
幅
広
い
地
域
の
歴
史
叙
述
や
、
叙
述
全
体
で
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
ル
カ
ー
チ
を
含
め
、
同
世
紀
の
個
別
の
思
想
家
に
対
す
る
著

者
の
評
価
に
つ
い
て
論
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

）
1
（

。

二　

民
主
主
義
の
正
統
性

　

副
題
に
「
二
十
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
思
想
（Political Ideas

）
」
と

あ
る
よ
う
に
、
本
書
は
前
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
思
想
を
分
析
し
た
も

の
だ
が
、
同
時
に
歴
史
的
事
象
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
制
度
的
側
面
も
考

察
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
デ
ン
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
）
の
言
う
よ
う
に
、
本
書
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
特
に
説
得
的
に
し
て
い

る
）
2
（

。
ミ
ュ
ラ
ー
は
政
治
の
思
想
と
制
度
（
の
創
造
・
破
壊
）
と
の
「
間
」

の
関
係
の
研
究
が
必
要
だ
と
述
べ
、
本
書
で
も
政
治
的
哲
学
者
や
文
学
的

官
僚
な
ど
「
境
界
を
跨
ぐ
人
」
に
特
に
注
意
し
た
い
と
い
う
。
お
そ
ら
く

そ
の
理
由
は
、
こ
の
時
代
の
政
治
（
思
想
）
を
考
察
の
対
象
と
し
た
こ
と

に
も
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
「
実
際
、
『
大
衆
民
主
主
義
』
が
成
立
し
た
時
代

に
は
、
そ
う
し
た
仲
介
人
へ
の
特
別
の
需
要
が
生
じ
る
。
大
衆
民
主
主
義

の
も
と
で
は
大
衆
的
正
当
化
（
ジ
ャ
ス
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
（
も
し
く
は
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大
衆
的
正
統
化
（
レ
ジ
テ
ィ
メ
ー
シ
ョ
ン
）
）
が
何
よ
り
も
必
要
に
な
っ
て
く

る
。
」
（
上
・
五
）
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
の
分
析
手
法
と
主
題
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ

の
主
題
と
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
《
民
主
的
正
当
化
・
正
統
化
》
の
（
再
）

構
築
に
関
わ
る
実
験
の
考
察
で
あ
る
。
著
者
は
続
け
て
こ
う
書
く
。
「
一

九
一
九
年
以
前
に
は
公
的
な
正
当
化
が
不
要
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
必
要
だ
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
正
当
化
の
必
要
性
が
い
っ
そ
う
広
範
か
つ
公
然
た

る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
問
題
な
の
で
あ
る
」

（
六
）
。

　

本
書
は
六
章
構
成
で
、
こ
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
時
代
と
そ
の
見
方
を
大

き
く
二
つ
に
分
け
て
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
前
半
で
は
（
第
一
章
〜

三
章
）
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
民
主
主
義
の
正
統
性
の
た
め
に
大
衆
の

中
か
ら
「
人
民
（the people

）
」
の
創
出
が
試
み
ら
れ
た
が
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
に
よ
っ
て
失
敗
・
挫
折
し
た
実
験
を
描
く
。
後
半
で
は
（
第
四
章
〜
六
章
）
、

逆
に
人
民
を
制
限
し
な
が
ら
民
主
的
正
統
性
を
担
保
す
る
新
し
い
制
度
設

計
の
実
験
と
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
現
れ
た
多
様
な
市
民
（people
）
と
そ

の
運
動
を
描
く
。

　

第
一
章
「
溶
解
す
る
大
衆
」
で
は
、
実
験
の
始
ま
っ
た
第
一
次
世
界
大

戦
直
後
、
最
初
に
実
験
場
で
格
闘
し
た
思
想
家
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

と
レ
ー
ニ
ン
が
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
衆
（
民
主
主
義
）

国
家
に
は
官
僚
制
が
不
可
欠
だ
が
、
官
僚
支
配
（
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
）
に
陥
っ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
提
起
が
殊
に
重
要
と
な
る
。

第
二
章
「
大
戦
期
間
の
実
験
―
―
人
民
の
形
成
、
魂
の
改
造
」
で
は
、
大

戦
間
期
の
社
会
主
義
・
共
産
主
義
の
実
験
が
、
ラ
ス
キ
か
ら
ベ
ル
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
、
グ
ラ
ム
シ
の
理
論
、
ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

実
験
の
失
敗
、
さ
ら
に
共
産
主
義
に
な
お
可
能
性
を
見
る
ル
カ
ー
チ
の
議

論
や
「
全
く
新
し
い
人
民
を
創
造
し
よ
う
と
試
み
た
」
ス
タ
ー
リ
ン
主
義

を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
三
章
「
フ
ァ
シ
ス
ト
の
正
体
―
全

体
国
家
と
民
族
共
同
体
」
で
は
、
そ
の
時
代
に
権
力
の
公
的
正
統
化
の
「
革

新
的
」
実
験
と
し
て
登
場
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
ソ
レ
ル
や
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
思
想
に
触
れ
な
が
ら
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
章
「
再
建
の
思
想
―
―
自
己
規
制
す
る
民
主
主
義
と
『
人
民
民
主

主
義
』
」
で
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
実
験
を
経
た
戦
後
の
再
建
、
「
新
し
い
種

類
の
民
主
主
義
」
（
下
・
八
）
の
実
験
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
「
キ

リ
ス
ト
教
民
主
主
義
」
が
果
た
し
た
役
割
に
光
を
当
て
る
場
面
こ
そ
、
本

書
の
白
眉
と
言
え
よ
う
。
畢
竟
「
安
定
」
を
目
標
と
し
た
戦
後
秩
序
は
、

社
会
主
義
・
共
産
主
義
に
対
抗
し
て
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
を
用
い
て
再
建
さ

れ
た
。
そ
れ
を
「
人
権
」
概
念
に
接
ぎ
木
す
る
か
た
ち
で
秩
序
が
正
統
化

さ
れ
た
の
だ
。
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
提
供
し
た
中
心
人
物
こ
そ
、
ジ
ャ
ッ

ク
・
マ
リ
タ
ン
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
を
創
設
し
た
中
心
メ
ン
バ
ー

も
皆
「
人
格
主
義
者
」
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
）
だ
っ
た
と
い
う
指
摘

は
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に
制
度
・
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
際
に
個
別
の
思

想
（
家
）
が
果
た
し
た
役
割
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
か
れ
る
部
分
に
本
書

の
魅
力
が
あ
る
。
し
か
し
よ
り
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
が
《
安
定
》
そ
し

て
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
を
指
向
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
と
剔
抉
す
る
著
者
の

視
座
で
あ
る
。
や
は
り
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
本
書
の
縦
糸
を
な
し
て
い
る
。

　

結
局
、
戦
後
民
主
主
義
は
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
、
す
な
わ
ち
ウ
ェ
ー
バ
ー
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の
言
う
「
鋼
鉄
の
容
器
」
（
三
八
）
に
帰
結
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ

に
対
し
て
は
東
欧
で
新
た
な
民
主
主
義
の
萌
芽
が
確
か
に
存
在
し
た
。
そ

れ
は
ル
カ
ー
チ
の
言
う
「
人
民
の
真
の
生
活
形
式
」
と
し
て
の
民
主
主
義

の
実
践
で
あ
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
「
『
合
理
的
な
』
支
配
」
へ
の
挑
戦
だ
っ

た
（
六
三
）
。
し
か
し
、
「
自
主
管
理
と
い
う
昔
の
夢
」
を
追
い
か
け
た
ハ

ン
ガ
リ
ー
動
乱
は
失
敗
し
、
代
わ
り
に
獲
得
さ
れ
た
の
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

（
政
治
）
へ
の
無
関
心
と
《
安
定
》
だ
っ
た
。
ま
た
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
も
「
社

会
主
義
経
済
と
多
元
主
義
的
民
主
主
義
と
の
総
合
」
を
要
求
し
た
が
鎮
圧

さ
れ
、
残
っ
た
の
は
「
官
僚
主
義
」
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
（
八
七
）
。

　

第
五
章
「
異
議
申
し
立
て
の
新
時
代
―
『
父
親
な
き
社
会
』
に
向
か
っ

て
」
は
、
「
六
八
年
」
と
そ
の
帰
結
を
扱
っ
た
章
で
、
そ
れ
ほ
ど
独
自
な

考
察
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
し
か
し
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
瞭
で
、

戦
後
世
界
の
「
技
術
者
支
配
（
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
）
と
官
僚
制
」（
一
一
二
）

へ
の
反
抗
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
個
々
の
思
想
家
・
文
士
の
役
回
り
へ
の
ミ
ュ

ラ
ー
の
着
目
が
冴
え
わ
た
る
。
例
え
ば
、
著
者
が
六
〇
年
代
「
最
も
独
創

的
」
だ
っ
た
と
言
う
ギ
・
ド
ゥ
ボ
ー
ル
は
既
存
体
制
の
「
全
面
的
正
統
化
」

を
問
題
に
し
た
。
概
し
て
欧
米
に
広
が
っ
た
「
異
議
申
立
て
」
は
「
不
毛

な
興
奮
」
な
ど
で
は
な
く
、
長
期
的
に
見
れ
ば
「
変
革
の
象
徴
」
に
な
っ

た
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
「
最
も
重
要
な
真
の
革
命
」

が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
だ
っ
た
（
一
三
五
）
。

　

第
六
章
「
反
政
治
、
そ
し
て
歴
史
の
終
わ
り
？
」
で
は
、
七
〇
年
代
半

ば
以
降
の
西
側
世
界
の
様
々
な
「
危
機
」
と
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
新
左

翼
や
新
自
由
主
義
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
反
政
治
と
は
政
治
へ
の
無
関

心
で
は
な
く
、
技
術
文
明
や
核
兵
器
を
意
の
ま
ま
に
す
る
「
政
治
」
権
力

を
縛
る

0

0

こ
と
を
含
意
す
る
。
そ
れ
に
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
フ
ー
コ
ー
も

共
有
す
る
「
自
律
・
自
治
（
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
）
と
い
う
理
想
」
（
一
八
〇
）

が
対
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
冷
戦
終
焉
時
に
は
「
市
民
・
民
衆

（
ピ
ー
プ
ル
）
」
が
確
か
に
出
現
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
帰
結
し
た
の
は
フ

ク
ヤ
マ
の
言
う
「
歴
史
の
終
わ
り
」
、
そ
の
実
「
鋼
鉄
の
容
器
の
中
で
忙

殺
さ
れ
て
い
る
精
神
無
き
専
門
家
」
（
二
二
〇
）
の
支
配
す
る
「
特
定
の

種
類
の
自
由
民
主
主
義
」
だ
っ
た
と
い
う
の
が
ミ
ュ
ラ
ー
の
時
代
診
断
で

あ
る
。三　

民
主
主
義
思
想
史
の
課
題

　

以
上
の
よ
う
に
、
歴
史
的
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
「
境
界
を
跨
ぐ
」
思

想
を
渉
猟
す
る
本
書
が
、
大
思
想
家
の
テ
ク
ス
ト
読
解
に
偏
重
し
が
ち
な

思
想
史
研
究
に
対
し
て
有
意
義
な
問
題
提
起
を
投
げ
か
け
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
他
面
、
こ
れ
が
政
治
思
想
史
研
究
と
な
り
う
る
か
は
疑

問
も
あ
る
。
個
々
の
テ
ク
ス
ト
の
扱
い
に
つ
い
て
論
じ
る
紙
幅
は
な
い
が
、

マ
イ
ナ
ー
な
も
の
を
含
め
て
各
思
想
が
ど
う
連
関
し
て
い
る
か
、
そ
れ
に

よ
っ
て
思
想
史
が
ど
う
描
き
替
え
ら
れ
え
る
か
は
不
透
明
だ
。
そ
れ
は
二

〇
世
紀
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
を
扱
う
こ
と
の
限
界
と
と
も
に
、
政
治
概
念

（political ideas

）
な
い
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
着
目
す
る
分
析
手
法
そ
れ
自

体
に
も
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
行
論
で
は
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
や
自

律
、
反
政
治
な
ど
、
一
見
魅
力
的
な
概
念
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
各
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、

例
え
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
章
で
扱
わ
れ
る
ア
ー
レ
ン
ト
な
ど
、
思
想
家
の
一
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面
的
な
考
察
も
目
に
付
く
。
さ
ら
に
新
自
由
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
つ
い
て
、
戦
後
秩
序
の
脅
威
と
簡
単
に
分
析
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
挑
戦

は
残
り
超
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

無
い
物
ね
だ
り
を
す
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
思
想
史
研
究
に

知
的
刺
激
を
与
え
る
良
書
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
長
い
世
紀

の
思
想
史
を
半
ば
強
引
に
も
ま
と
め
き
る
そ
の
姿
勢
に
は
、
ド
イ
ツ
で
生

ま
れ
英
米
で
教
育
を
受
け
た
著
者
の
、
自
由
民
主
主
義
の
正
統
性
の
危
機

へ
の
強
い
問
題
意
識
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
制
度
化
さ
れ
た
不

確
実
性
」
（
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
）
で
あ
る
民
主
主
義
を
鍛
え
て
ゆ
く

に
は
、
社
会
民
主
主
義
を
含
む
多
様
な
市
民
（
ピ
ー
プ
ル
）
の
実
験
に
目

を
向
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
皮
肉
に
も
、
そ
の
研
究
の
意
義
は

現
下
の
危
機
が
証
明
し
て
い
る
。

 

（
た
か
や
ま
・
ゆ
う
じ
／
政
治
思
想
史
）

注（
1
） 

本
書
の
記
述
の
欠
陥
に
つ
い
て
は
各
専
門
家
か
ら
指
摘
が
あ
る
が
、
あ

る
歴
史
家
（W

illie Th
om

pson

）
は
物
質
的
側
面
、
例
え
ば
労
働
組
合
や

雇
用
者
団
体
を
軽
視
し
、
冷
戦
下
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
政

治
経
済
的
影
響
力
を
無
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
を
批
判
す
る
。

European H
istory Q

uarterly 45 (2), 2015, pp. 391–393.

（
2
） Th
e Am

erican H
istorical Review

 117 (4), 2012, pp. 1287–1288.
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二
〇
一
九
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
）

【
著
書
】

植
村
邦
彦
『
隠
さ
れ
た
奴
隷
制
』
集
英
社
新
書

門
亜
樹
子
『
啓
発
さ
れ
た
自
己
愛
―
―
啓
蒙
主
義
と
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
の
道
徳
思
想
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会

寺
田
元
一
編
（Terada, M

otoichi

） Les Élém
ents de physiologie, Éditions 

M
atériologiques

根
津
朝
彦
『
戦
後
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会

野
尻
英
一
ほ
か
編
『
〈
自
閉
症
学
〉
の
す
す
め
―
―
オ
ー
テ
ィ
ズ
ム
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
の
時
代
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

間
永
次
郎
『
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
性
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
―
「
真
理
の
実
験
」
と

し
て
の
独
立
運
動
』
東
京
大
学
出
版
会

蛭
田
圭（H

iruda, K
ei

） Arendt on Freedom
, Liberation, and Revolution, Palgrave 

M
acm

illan

廣
瀬
陽
一
『
日
本
の
な
か
の
朝
鮮
―
―
金
達
寿
伝
』
ク
レ
イ
ン

堀
内
進
之
介
『
善
意
と
い
う
暴
力
』
幻
冬
舎

細
見
和
之
ほ
か
『
い
ま
、
こ
と
ば
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
』
関
西
学
院
大
学
出
版
会

細
見
和
之
ほ
か
『
歌
と
詩
で
考
え
る
ド
イ
ツ
語
』
郁
文
堂

水
溜
真
由
美
『
堀
田
善
衞
―
―
乱
世
を
生
き
る
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

三
宅
芳
夫
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
冷
戦
の
は
ざ
ま
で
―
―
戦
後
思
想
の
胎
動
と
形
成　

1930-1960

』
東
京
大
学
出
版
会

守
中
高
明
『
他
力
の
哲
学
―
―
赦
し
・
ほ
ど
こ
し
・
往
生
』
河
出
書
房
新
社

安
井
俊
一
『
J
・
S
・
ミ
ル
社
会
主
義
論
の
展
開
―
―
所
有
と
制
度
、
そ
し
て
現

代
』
御
茶
の
水
書
房

山
岡
健
次
郎
『
難
民
と
の
友
情
―
―
難
民
保
護
と
い
う
規
範
を
問
い
直
す
』
明
石

書
店

【
翻
訳
】

ア
ビ
ィ
（Abbey, Ruth

）
梅
川
佳
子
訳
『
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
』

名
古
屋
大
学
出
版
会

ア
ー
レ
ン
ト
（Arendt, H

annah

）
・
シ
ョ
ー
レ
ム
（Scholem

, G
ershom

）
細
見

和
之
・
大
形
綾
・
橋
本
紘
樹
ほ
か
訳
『
ア
ー
レ
ン
ト
＝

シ
ョ
ー
レ
ム
往
復
書

簡
』
岩
波
書
店

ヴ
ァ
イ
ス
（W

eiß, Volker

）
長
谷
川
晴
生
訳
『
ド
イ
ツ
の
新
右
翼
』
新
泉
社

ス
ミ
ス
（Sm

ith, Travis

）
堀
内
進
之
介
ほ
か
訳
『
ア
メ
コ
ミ
ヒ
ー
ロ
ー
の
倫
理

学
―
―
10
人
の
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
に
よ
る
世
界
を
救
う
10
の
方
法
』
パ

ル
コ
出
版

デ
イ
ル
（D

ale, G
areth

）
若
森
み
ど
り
・
太
田
仁
樹
ほ
か
訳
『
カ
ー
ル
・
ポ
ラ

ン
ニ
ー
伝
』
平
凡
社

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（H

aberm
as, Jürgen

）
三
島
憲
一
訳
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
資
本

主
義
か
』
岩
波
書
店

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（H

aberm
as, Jürgen

）
三
島
憲
一
・
速
水
淑
子
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
憲
法
論
』
法
政
大
学
出
版
局

バ
ト
ラ
ー
（Butler, Judith

）
大
河
内
泰
樹
・
野
尻
英
一
ほ
か
訳
『
欲
望
の
主
体

―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
と
二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ポ
ス
ト
・
ヘ
ー
ゲ
ル
主
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義
』
堀
之
内
出
版

ホ
ネ
ッ
ト
（H

onneth, Axel

）
宮
本
真
也
・
日
暮
雅
夫
・
長
澤
麻
子
ほ
か
訳
『
理

性
の
病
理
―
―
批
判
理
論
の
歴
史
と
現
在
』
法
政
大
学
出
版
局

ホ
ン
ト
（H

ont, István

）
田
中
秀
夫
・
村
井
明
彦
訳
『
商
業
社
会
の
政
治
学

―
―
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
』
昭
和
堂

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
（M

andeville, Bernard de

）
鈴
木
信
雄
訳
『
新
訳　

蜂
の
寓
話

―
―
私
悪
は
公
益
な
り
』
日
本
経
済
評
論
社

モ
ン
ク
（M

ounk, Yascha

）
栗
村
亜
寿
香
ほ
か
訳
『
自
己
責
任
の
時
代
―
―
そ

の
先
に
構
想
す
る
、
支
え
あ
う
福
祉
国
家
』
み
す
ず
書
房

　
　
　

〈
備
考
〉

　
　
　
　

・
本
の
形
を
と
っ
て
い
る
会
員
の
仕
事
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　

・ 

共
著
、
共
編
、
共
訳
に
つ
い
て
は
、
奥
付
に
会
員
の
名
前
が
記
さ
れ

て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　

・
寄
稿
論
文
、
分
担
執
筆
、
分
担
訳
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
。

　
　
　
　

・
非
会
員
の
共
著
者
、
共
編
者
、
共
訳
者
の
名
前
は
「
ほ
か
」
と
す
る
。
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Thought on Hostage: Morisaki Kazue’s Idea of “Liberty”  
in Chikuho Period

Rin OHATA

　　Morisaki Kazue (1927-) used the term “hostage” only in her Chikuho period 
(1958-1978). The keyword is important to understand Morisaki’s thought not 
because of the frequency of using but its meaning and background and the role in 
changing of Morisaki’s thinking. This phrase was first appeared when a Korean in 
Japan, Zainichi, Kim Heero, barricaded himself in a Japanese style inn in 1968. 
Morisaki found that when independency and subjectivity of hostage is nullified 
temporarily, an opportunity show itself to overcome her “modern ego” which she 
learned from her parents when she lived in colonial Chosun, and which was 
inseparable with colonial rule for her. Morisaki tried to exceed the limits of her 
father who was a liberalist but an educator as colonizer, as facing the Kim’s incident. 
So, she recollected her childhood memories and discussed the connection between 
past and present, to pointed out that the modernistic meaning of individualism 
which was continued after the end of the war. For this challenge the term “liberty” 
is the key word and the hostage is as an opportunity to make new prospect. 
Therefore, the meaning of liberty for Morisaki is possibility of repositioning which 
is different from modern society’s meaning.

Keywords: Morisaki Kazue, hostage, modern, liberty, Kim Heero
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The Theory of Political Discourse: “Spinozist Prophecy”  
in Hardt and Negri

Yoshiyuki IIMURA

　　In this paper, I examine Michael Hardt and Antonio Negri’s notion of 
“prophecy/revelation.” In the section entitled “Political Manifesto” in Empire 

(2000), they discussed the relationship between political practice and political 
discourse; and their question was what kind of discourse would be adequate to 
organize the insurgent subject. Unlike Louis Althusser who regarded Machiavelli’s 
Prince as the model of such political discourse, Hardt and Negri asserted that “a 

manifesto, a political discourse, should aspire to fulfill a Spinozist prophetic 
function.” This enigmatic notion, “prophetic function,” implies the role of the 
Hebrew prophecy which was analyzed in Spinoza’s Theologico-political Treatise. In 
order to understand Hardt and Negri’s theory of political discourse, I clarify the 
notion of “prophecy” or “revelation” in them.
　　The first section explores the manner in which Hardt and Negri discuss 
“prophecy” in their joint works. The second section clarifies the notion of 
“prophecy/revelation” in Negri’s first work on Spinoza, The Savage Anomaly (1981). 

The third section examines Hardt’s interpretation of Spinoza. In his work on Gilles 
Deleuze’s philosophy, Gilles Deleuze (1993), Hardt analyzed Spinoza’s theory of 
knowledge, and discussed the notion of “revelation.” These three sections 
demonstrate the difference between Hardt’s notion of “prophecy/revelation” and 
Negri’s. Finally, this paper indicates that this productive tension between them has 
formed their theory of political discourse.

Keywords: Antonio Negri, Michael Hardt, prophecy/revelation, L’anomalia selvaggia
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American Revolution and the Political Thought  
on Colonial Historiography

Tsuyoshi KAMIMURA

　　The controversy between England and American colonies before the 
independence are often understood as about the parliamentary sovereignty and the 
rights of colonists. However, this paper shows how this dichotomy overlooks 
another important point on the controversy. It is about how both sides of the 
Atlantic tried to depict the legal history of the relationship between the metropole 
and the colonies. In order to clarify the historiography, it is important to focus 
especially on the following three politicians: Thomas Pownall, James Wilson and 
Alexander Hamilton. Pownall argued in the fourth edition of The Administration of 
the Colonies in 1768 that the colonial history regarding America could be divided 

into two stages. When they were established, they were regarded as “without the 
realm”. In the middle of 17th century, however, they have become “within the 
realm” and subject to the English parliament. It caused to two kinds of objections 
for refuting the idea that the parliament had the legislative power to tax. The first 
was the historiography by Wilson, which focused on how the people had been able 
to control the parliament. Another kind was by Hamilton, which tried to illustrate 
the nature of charters that the King relinquished all the power to the colonies. This 
debate contributes to understanding how American founders began to recognize 
themselves as “American” through the historiography on the relationship between 
England and America.

Keywords:  historiography, parliamentary sovereignty, Thomas Pownall, James 
Wilson, Alexander Hamilton
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Jean-Jacques Rousseau’s Criticism of Fanaticism  
in His Political Thought

Saki SEKIGUCHI

　　The aim of this paper is to analyze the criticism of fanaticism in Jean-Jacques 
Rousseau’s texts and to reconstruct his intention to deal with the nature of the 
people. To begin, it sheds light on the debate or the dialogue about the idea of 
fanaticism in eighteenth-century France in order to clarify what fanaticism is and 
who is a fanatic. This investigation shows that the term “fanaticism” came to have a 
political connotation beyond its strictly theological use and it represents a menace 
because it can easily catch on among the people and drive them to destructive 
actions. Second, this paper examines Rousseau’s comparison of fanaticism and 
atheism in Émile. It is discussed that Rousseau recognizes the power of passion 
proper to fanaticism in contrast with atheism and the possibility of producing virtue 
if it could be properly guided. Finally, this paper argues that the conception of civil 
religion in the Social Contract and its draft, the Geneva Manuscript, could be 
supposed to counteract fanaticism. For, in the discussion of civil religion, the people 
are expected to be the citizen and to act autonomously. These analyses clarify the 
menace of fanaticism recognized by Rousseau as well as the treatments of fanaticism 
from a political point of view.

Keywords: Rousseau, fanaticism, atheism, civil religion
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John Locke on Natural Law and Civic Virtue:  
From Political Contribution to Industry

Masanori KASHIWAZAKI

　　This paper attempts to reconstruct John Locke’s concept of citizenship from a 
new angle. Although founded on natural law theory rather than humanist or 
republican discourse, Locke supports a type of civic consciousness associated with 
the virtue of industry. Locke employs the idea of industry in a dual sense, namely, as 
the perfection of personality through mental striving towards both speculative and 
moral knowledge, as well as the improvement of human condition in a socio-
economic sense. From Locke’s perspective, the concept of industry as it is referenced 
in the latter point represents one’s commercial contribution to the society to which 
he or she belongs, and is a contribution that can be performed by anyone, regardless 
of social status. This reveals Locke’s break with the classical concept of citizenship, 
which evoked conflicting ideas on civic virtue among humanist and republican 
writers in the early modern period. Meanwhile, Locke enabled a reevaluation of 
civic activeness, which had been reduced to passive subjection by Thomas Hobbes.

Keywords: citizenship, subjectship, membership, reason, virtue
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Narratives of the History of Social Thought

Kunihiko UEMURA

　　What is the “narrative” of the history of social thought? Is the “ethos” of our 
society, SHST which was founded in 1976, really “liberal left” or based on “the civil 
society school of Marxism”? In fact, the history of our society shows some struggles 
among different “narratives”.
　　The mainstream narrative was about the historical formation of “modern” 
ideas, for example, individualism, rationalism, and radical democracy, in Western 
Europe. Characters on stage were Hobbes, Locke, Smith, Marx, and so on. And its 
task was the re-examination of Modernity, that is, the critical assessment of the ideas 
of nation-state and capitalism.
　　This narrative was soon challenged by some critical ones. First, the historians of 
popular thought insisted that the mainstream talked about only the thought of 
ruling class intellectuals. Second, the historians of social history or popular history 
criticized the mainstream as Eurocentric modernism. Third, the feminist historians 
emphasized that the narrative of popular history as well as the mainstream was 
based on the voices of men ruling women.
　　However, after the collapse of “socialist” bloc, Eurocentric modernism appears 
reanimated in our society. Therefore, we need to learn from those challengers once 
again.

Keywords: modernity, Eurocentrism, popular history, feminism
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the former is equally affected by the same postmodernist ideologies that never fail to 
denigrate the universal values of Enlightenment legacies.

Keywords:  social thought, Jonathan Israel, radical and conservative Enlightenments, 
French Revolution, Meiji Restoration, postmodernism



217　●　 

History of Social Thought as a History of Enlightenment

Tatsuya SAKAMOTO

　　In this essay I intend to cast new light on the meaning and method of the 
history of social thought (HST hereafter). While HST sounds like something 
unique to Japanese academia, it is not really the case. I propose instead that HST 
can be interpreted as a Japanese version of the history of Enlightenment (HE 
hereafter). HE has long been a major field of intellectual history in the West, and 
HST has made great contributions to Japan’s modernization and enlightenment 
over the past 150 years since the Meiji Restoration. In doing so, I consider a recent 
rise in Enlightenment studies in English-speaking academia as a useful pointer to 
remind us of the universal and timeless value of the classical Enlightenment thinkers 
and their thoughts. In particular, those influential works represented by Jonathan 
Israel who are outside of the mainstream intellectual historians are energetically 
promoting Enlightenment values like liberty, democracy and humanity as the lost 
legacy of mankind that has been denigrated by postmodernist ideologies in the 
West.
　　HST and HE have four common characteristics. First, they focus on the 
critical nature of the classical and post Enlightenment thinkers. Second, they 
consider the interdisciplinary character of Enlightenment and post-Enlightenment 
thinkers. Third, HST and HE both highlight the way in which major thinkers of 
the Enlightenment and after struggled to live their thoughts in the face of new 
historical realities. Fourth and last, HST and HE are profoundly historically 
oriented. They criticized the ancient regime of the traditional learning as utterly 
irrelevant and powerless, and sought to create entirely new sciences geared to the 
rise of entirely new morals, politics and economy. HST and HE can be revitalized as 
the effective intellectual weapons for understanding the nature of modern capitalism 
and democracy, and in particular, for inquiring into the possibilities of 21st century- 
globalized society. HST has much to learn from HE in this particular regard since 
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す
る
。
編
集
委
員
会
が
原
稿
の
書
き
直
し
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

八
、
二
重
投
稿
は
認
め
な
い
。

九
、
『
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 

程

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
、
七
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
、
図
表
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
、
原
則
と
し
て
、
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
を
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て

提
出
す
る
こ
と
。
原
稿
は
A 

4
サ
イ
ズ
で
一
ペ
ー
ジ
四
〇
字
×
四
〇
行
の

書
式
と
す
る
。
論
文
に
は
、
執
筆
者
名
や
執
筆
者
を
特
定
で
き
る
よ
う
な

表
現
を
記
載
し
な
い
こ
と
。

五
、
投
稿
者
は
、
別
に
次
の
文
書
を
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
で
添
付
す
る
こ
と
。

（
1
）
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
。

（
2
）
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
。

六
、
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
執
筆
要
領
を
参
照
の
こ
と
。

七
、
論
文
の
採
否
は
、
公
募
論
文
審
査
規
程
に
基
づ
き
、
編
集
委
員
会
が
決
定
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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
。
査
読
者
や
編
集

委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

B
の
下
：
論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
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
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に

す
る
。

C
：
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

（
2
）
（
査
読
）
査
読
者
は
、
審
査
論
文
を
四
段
階
で
評
価
し
、
査
読
報

告
を
学
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。

（
3
）
（
編
集
委
員
会
の
審
査
）
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
の
査
読
報
告

に
基
づ
き
な
が
ら
、
各
論
文
を
審
査
し
て
、
合
議
に
よ
っ
て
四
段
階

で
評
価
を
確
定
す
る
。
査
読
者
の
い
ず
れ
か
が
C
評
価
を
下
し
た
論

文
は
、
審
査
に
お
い
て
原
則
と
し
て
不
採
用
と
す
る
。
編
集
委
員
会

は
、
審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

四
、
審
査
結
果
通
知
と
再
審
査

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
結
果
を
通
知
す
る
際
、
査
読
者

の
名
を
伏
せ
た
査
読
報
告
を
付
し
て
、
審
査
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す

　

公 

募 

論 

文 

審 

査 

規 

程

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
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会

が
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
に
査
読
を
委
嘱
し
、
論
文
の
内

容
・
構
成
・
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
投
稿
者
に
書
き
直
し
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

二
、
査
読
者
の
委
嘱

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
テ
ー
マ
・
内
容
を
考
慮
し
て
、
論
文
一

篇
に
つ
き
複
数
名
の
査
読
者
を
選
任
し
て
、
査
読
を
委
嘱
す
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
と
査
読
者
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
）
査
読
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
間
お
よ

び
査
読
者
相
互
間
は
匿
名
と
し
、
査
読
者
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事

後
に
も
編
集
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

（
1
）
（
評
価
区
分
）
審
査
過
程
に
お
い
て
、
査
読
者
や
編
集
委
員
会
は

そ
れ
ぞ
れ
、
論
文
を
A
、
B
の
上
、
B
の
下
、
C
の
四
段
階
に
区
別

し
て
評
価
す
る
。
そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
以
下
の
と
お
り
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
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る
。

（
2
）
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
投
稿
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
論
文

を
書
き
直
し
て
再
提
出
し
、
再
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
は
、
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
箇
所
の
他
に
つ
い
て

は
、
大
幅
な
書
き
直
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
3
）
編
集
委
員
会
は
、
再
提
出
さ
れ
た
論
文
を
審
査
報
告
に
照
ら
し
て

再
審
査
し
、
論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
再

審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

五
、
個
人
情
報
の
保
護

査
読
者
、
編
集
委
員
会
、
学
会
事
務
局
、
幹
事
会
は
、
公
募
論
文
の
審
査

過
程
に
お
い
て
知
り
得
た
個
人
情
報
の
す
べ
て
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負

う
。
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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
二
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
一
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
：　

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
。

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
『
世
界
』
五
月
号
、
岩
波
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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
）

Bobbio, N
orberto, G

ram
sci and the concept of civil society, in 

C
hantal M

ouffe, ed., G
ram

sci and M
arxist T

heory, London: 
Routledge 1979, p.30.

W
ittig, M

onique, 

“Th
e M

ark of G
ender,

” Fem
inist Issues, Vol.5, 

N
o. 2, Fall 1985, p.4.

H
obson, Barbara 

（1996

）: Frauenbew
egung für Staatsrechte. In: 

Fem
inistische Studien, 14. Jg., 2, S. 18.

H
aberm

as, Jürgen, G
renzen des N

eohistorism
us, in: ders., D

ie 
nachholende 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
程

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
程
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
程
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

　

こ
の
小
文
を
綴
っ
て
い
る
二
〇
二
〇
年

七
月
末
現
在
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束
の
兆
し
は

依
然
と
し
て
見
え
な
い
。
い
た
る
と
こ
ろ

で
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
と
い

う
標
語
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
漢
字

で
表
記
す
れ
ば
「
社
会
的
距
離
」
だ
が
、

耳
目
に
触
れ
る
機
会
は
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」

の
ほ
う
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
漢
語
で

は
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
な
い
含
意
が
あ
る
か
ら

だ
ろ
う
か
。
実
際
、
「
社
会
」
と
い
う
言

葉
に
は
多
分
に
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
屋
内
・
屋
外
を
問
わ
ず
他
者

と
の
物
理
的
な
間
隔
は
拡
げ
ら
れ
、
日
常

生
活
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
一
気
に
普
及
し
た
。
大
学
で
も

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、

I 

C 

T
の
威
力
恐
る
べ
し
と
い
う
べ
き
か
、

や
り
と
り
は
思
い
の
ほ
か
滞
り
な
く
進
む
。

と
は
い
え
そ
れ
は
対
面
と
同
じ
質
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
は
た
し
て
こ
の
「
距
離
」

は
遠
い
の
か
近
い
の
か
。
新
た
な
遠
近
法

が
浸
透
す
れ
ば
、
「
社
会
」
の
イ
メ
ー
ジ

も
大
き
く
変
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

歴
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
日
本
で
は

一
九
二
〇
年
代
に
「
社
会
」
が
発
見
さ
れ

た
と
い
わ
れ
る
。
個
人
と
国
家
の
二
分
法

に
は
回
収
さ
れ
な
い
領
域
と
し
て
「
社
会
」

概
念
が
発
見
さ
れ
る
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ

く
し
て
、
〈
社
会
思
想
史
〉
研
究
が
こ
の

国
で
産
声
を
上
げ
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ

れ
か
ら
お
よ
そ
百
年
、
〈
社
会
思
想
史
〉

研
究
は
ふ
た
た
び
「
社
会
」
を
発
見
す
る

段
階
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
誌
今
号
の
特
集
は
「
〈
社
会
思
想
史
〉

を
問
い
直
す
」
。
本
誌
に
収
め
ら
れ
た
特

集
論
文
、
公
募
論
文
、
書
評
な
ど
の
論
考

を
、
来
た
る
べ
き
〈
社
会
思
想
史
〉
を
考

え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

 

（
編
集
主
任　

上
野
成
利
）
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▪
150
年
前
に
、地
球
史
の
視
野
を
も
つ
稀
有
な
歴
史
家
が
い
た
！

ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ 

大
野
一
道
編　

大
野
一
道
・
翠
川
博
之
訳

民
衆
と
情
熱�

（
全
二
分
冊
）

Ⅰ 

１
８
３
０
～
１
８
４
８
年 

六
二
〇
〇
円

『
海
』
『
山
』
『
虫
』
『
鳥
』
『
女
』
な
ど
、
十
九
世
紀
を
代

表
す
る
大
歴
史
家
の
日
記
、
遂
に
刊
行
。
★
本
邦
初
訳

1中世㊤
「中世」を暗闇から
引き出した名著。

2中世㊦
「中世」を民衆の側
から描く。

3 16 世紀
ルネサンスのフラン
スへの波及。

4 17 世紀
アンリ4世からルイ
14世へ。

5 18 世紀
ヴェルサイユから革
命へ。

6 19 世紀
ナポレオンの世紀。

フランス史
（全 6巻）

　　　　大野一道 
　　　　立川孝一

セット計 26000円

▪
ブ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
の
集
大
成
！

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
編 

荒
井
文
雄
・
櫻
本
陽
一
監
訳

世
界
の
悲
惨�

（
全
三
分
冊
）

〈
社
会
は
、
表
立
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

苦
し
み
で
あ
ふ
れ
て
い
る
〉
―
―
名
著
『
デ
ィ
ス

タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
『
国
家
貴
族
』
な
ど
で
知
ら
れ

る
世
界
的
社
会
学
者
に
よ
る
、
原
書
で
10
万
部
以

上
を
売
り
上
げ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
、
遂
に
完
訳
。

 

各
四
八
〇
〇
円

不朽の
名著

デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン 

Ⅰ
・
Ⅱ

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー　

石
井
洋
二
郎
訳 

各
五
九
〇
〇
円

▪
心
性
史
を
継
承
す
る
ア
ナ
ー
ル
派
の
到
達
点
、刊
行
開
始
！

A
・
コ
ル
バ
ン
／
Ｇ
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
／
Ｊ
‐
Ｊ
・
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
監
修

感
情
の
歴
史�

（
全
三
巻
）

Ⅰ 

古
代
か
ら
啓
蒙
の
時
代
ま
で

　
　

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
編　

片
木
智
年
監
訳 

八
八
〇
〇
円

『感情の歴史』へと続く
大好評の既刊シリーズ

身
体
の
歴
史　
（
全
三
巻
）

ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら
現
代
ま
で
の
身
体
史
の
集
大
成
。
第

47
回
日
本
翻
訳
出
版
文
化
賞
受
賞
。 

各
六
八
〇
〇
円

「
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
歴
史
の
産
物
で
あ
る
」

「
男
ら
し
さ
」
の
変
容
を
描
く
初
の
大
企
画
！

男
ら
し
さ
の
歴
史　
（
全
三
巻
）

「
男
ら
し
さ（
ヴ
ィ
リ
リ
テ
）」の
創
出
、繁
栄
、変
容
を
余
す

と
こ
ろ
な
く
描
き
出
し
た
大
企
画
。 

各
八
八
〇
〇
円

読者待望のミシュレ
の主著、遂に刊行。

▪
〝
学
問
の
思
想
家
〟を
照
射
！

内
田
義
彦
の
学
問　

山
田
鋭
夫

『
資
本
論
の
世
界
』
『
作
品
と
し
て
の
社
会
科
学
』
等
で
知

ら
れ
、
「
学
ぶ
こ
と
」
と
「
生
き
る
こ
と
」
を
一
つ
の
も

の
と
し
て
、
深
く
語
り
か
け
た
内
田
義
彦
。

内
田
を
師
と
仰
ぎ
、
読
み
込
み
、
語
り
合
い
続
け
た
一
人

の
経
済
学
者
が
、
渾
身
の
力
で
内
田
義
彦
の
学
問
、
そ
し

て
思
想
の
全
体
と
格
闘
す
る
。 

三
三
〇
〇
円

　

社
会
を
見
る
眼
を
育
て
て
く
れ
る
必
読
書
で
あ
り
、
入
門
書
。

〈
新
装
版
〉

生
き
る
こ
と 

学
ぶ
こ
と　

内
田
義
彦 

二
〇
〇
〇
円

大
歴
史
家
が
遺
し
た

日
記 1830-74

〈監修〉


